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理
解
の
浅
さ
が
表
白
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
え
て
発

表
す
る
背
景
に
は
、
自
分
の
理
解
の
間
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
十
全

に
学
び
き
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
ご
指
摘
、
ご
指
導
い
た
だ
け
れ
ば

と
い
う
願
い
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
は
じ
め
に
論
者
の
問
題
意
識
に
少
し
触
れ
て
お
き
た

い
。
論
者
は
曹
洞
宗
の
寺
院
で
育
っ
た
の
で
、
仏
教
の
人
が
「
仏
教

が
一
番
正
し
い
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
で
き
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
他
の
宗
教
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
人
も
仏
教
が

一
番
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
想
像
す
る
に
、
や
は
り
キ

リ
ス
ト
教
の
人
は
「
キ
リ
ス
ト
教
が
一
番
正
し
い
」
と
思
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
人
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
世
の
中

宗
教
間
対
話
へ
の
関
心
か
ら

第
一
回
東
西
霊
性
交
流1

に
参
加
し
た
白
川
栄
造2

は
自
ら
の
体
験
を

一
冊
の
本
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
『
開
か
れ
た
扉3

』
の
「
序
の
辞

と
し
て
」
の
中
で
、
宗
教
学
者
で
も
あ
っ
た
田
澤
康
三
郎4

は
、
東
西

霊
性
交
流
で
「
そ
の
得
た
と
こ
ろ
は
深
浅
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
か

ろ
う
が
、
そ
れ
は
各
自
の
機
根
と
既
得
の
学
殖
の
然
ら
し
む
る
と
こ

ろ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
手
記
を
公
刊
す
る

こ
と
は
む
し
ろ
腸
を
露
出
さ
せ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
冒
険
で
あ
っ

て
、
む
し
ろ
も
の
言
わ
ぬ
が
華
か
も
知
れ
な
い5

。」
と
述
べ
て
い
る
。

本
論
述
の
な
か
に
も
同
様
に
「
も
の
言
わ
ぬ
が
華
か
も
知
れ
な
い
」

仏
教
の
立
場
か
ら
「
自
己
と
自
然
」

『
回
勅	

ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
触
発
さ
れ
て

峯
岸
正
典
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に
「
一
番
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
が
い
く
つ
も
あ
る
の
か
、
あ
る
い

は
ど
ち
ら
か
が
正
し
く
て
、
他
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
く

は
一
つ
の
も
の
を
異
な
っ
た
角
度
か
ら
見
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
、
自
分
な
り
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
、
上
智
大
学
の

哲
学
科
に
学
び
、
そ
の
後
、
禅
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
交
流
を
縁
と
し
て

始
ま
っ
た
先
述
の
東
西
霊
性
交
流
に
関
わ
る
。
ま
た
、
聖
オ
ッ
テ
リ

エ
ン
大
修
道
院
と
い
う
南
ド
イ
ツ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
院
に
二

年
間
、僧
侶
と
し
て
滞
在
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。

し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
友
人
、
恩
師
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
人
が
お

り
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
人
の
深
い
信
仰
生
活
を
心
か
ら
尊
敬
し
て

い
る
が
、
同
時
に
そ
の
教
義
に
は
若
干
、
分
か
り
づ
ら
い
と
思
う
と

こ
ろ
も
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
他
の
宗
教
の
信
者
を
「
匿
名
の
（
無
名
の
）
キ
リ
ス

ト
者“A

nonym
ous C

hristian”

」
と
表
し
て
有
名
な
カ
ー
ル
・
ラ
ー

ナ
ー
（K

arl R
ahner, 1904–1984

）
の
場
合
、「
自
由
と
し
て
の
恩

寵6

」
と
い
う
論
考
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
一
な
る
も
の
と
し
て
そ
の
う

ち
で
キ
リ
ス
ト
者
も
非
キ
リ
ス
ト
者
も
同
じ
状
況
の
中
で
生
き
、
互

い
に
対
話
し
な
が
ら
向
か
い
合
っ
て
い
る
よ
う
な
一
な
る
世
界
史
の

新
た
な
る
局
面
が
到
来
し
て
い
る7

」
そ
し
て
、「
非
キ
リ
ス
ト
教
的

宗
教
は
、
原
罪
を
負
い
、
人
間
の
堕
落
に
汚
染
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、

自
然
的
神
認
識
の
諸
要
素
を
含
ん
で
お
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
恩
寵

に
よ
る
超
自
然
的
諸
契
機
を
も
そ
の
う
ち
に
担
っ
て
お
り
、
そ
の
よ

う
に
し
て
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
は
、
た
と
え
種
々
の
段
階
が
あ
る
に
し

て
も
、
正
当
に
宗
教
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る8

」。

し
か
し
、
上
述
と
真
逆
な
表
現
も
同
時
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
キ
リ
ス
ト
教
は
み
ず
か
ら
を
、
す
べ
て
の
人
間
に
定
め
ら
れ
た
絶

対
的
宗
教
と
し
て
理
解
し
、
い
か
な
る
他
の
宗
教
を
も
、
同
等
に
是

と
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
み
ず
か
ら
と
並
び
立
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
宗
教
で
あ
る9

」
と
。

こ
の
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
陳
述
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
①
旧

約
で
の
約
束
が
新
約
で
果
た
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
ま
た
②
私
た
ち

の
こ
の
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
神
の
受
肉
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お

い
て
、
ま
さ
し
く
他
の
宗
教
と
明
白
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
あ
り
、「
真
理
」
が
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。

論
者
が
前
々
か
ら
抱
え
て
い
た
課
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

信
仰
が
他
の
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
信
仰
を
持
つ
宗
教
と
、
そ
の
宗
教

の
信
仰
を
落
と
し
め
る
こ
と
な
く
共
存
で
き
る
場
を
設
定
で
き
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
同
時
に
、

仏
教
も
イ
ス
ラ
ー
ム
も
そ
し
て
神
道
に
お
い
て
も
、
他
の
宗
教
を
自

己
の
宗
教
と
全
く
同
じ
よ
う
に
承
認
で
き
る
余
地
が
あ
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
検
討
課
題
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
、
そ
う
し

た
こ
と
を
根
底
に
意
識
し
な
が
ら
、『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
と
い
う

回
勅
を
手
が
か
り
に
「
自
己
」
と
「
自
然
」
の
問
題
に
考
察
を
進
め

て
い
き
た
い
。

序
論
―
―
①
提
題
で
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と

こ
こ
で
、
論
者
が
本
論
で
も
と
も
と
発
表
し
よ
う
と
し
て
い
た

提
題
、「『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
関
す
る
仏
教
的
共
感
―
―
若

い
、
と
受
け
止
め
ら
れ
る0

。
つ
ま
り
、
受
肉
と
い
う
形
で
神
が
歴
史

に
介
入
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
こ
と
を
真
実
と
し
て
受
け

入
れ
て
い
る
人
に
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
じ
て
神
へ
の
信
仰
は
絶
対
的

な
も
の
と
な
り
、
他
の
宗
教
の
信
仰
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
事
実
を
正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
も
の
と
な

る
、
と
推
定
さ
れ
るa
。

「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
」（
一
九
六
二
～
一
九
六
五
）
に
お
い
て

は
、「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い

て
の
宣
言b

」
に
お
い
て
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
こ
れ
ら
の
宗
教

の
中
に
あ
る
真
実
に
し
て
神
聖
な
も
の
を
何
も
拒
絶
す
る
こ
と
は
な

い
。
そ
の
行
動
様
式
や
生
活
様
式
も
、
そ
の
戒
律
や
教
理
も
、
心
か

ら
敬
意
を
持
っ
て
考
慮
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
教
会
が
保
持
し
提
示
す

る
も
の
と
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
人
を

照
ら
す
あ
の
真
理
そ
の
も
の
の
光
を
反
映
す
る
こ
と
も
決
し
て
ま
れ

で
は
な
い
か
ら
で
あ
るc

。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
教
会
の
外
に
救

い
な
しd

」
と
言
わ
れ
て
き
た
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
な
変
化
で
あ

る
が
、
仏
教
徒
の
論
者
に
は
、「
宣
言
」
に
は
、
ま
だ
、
前
提
と
し
て
、
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場
に
お
い
て
、
素
晴
ら
し
い
回
勅
だ
、
と
い
う
だ
け
で
は
意
味
が
な

い
の
で
「
若
干
の
問
題
提
起
も
含
め
て
」
と
し
た
。

だ
が
、
口
頭
発
表
の
原
稿
に
お
い
て
も
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
本

回
勅
全
体
に
わ
た
っ
て
の
記
述
で
は
な
く
、
ま
た
主
題
（
大
会
テ
ー

マ
）
が
「
東
西
の
自
然
理
解
―
―
環
境
・
生
命
・
倫
理
」
で
あ
る
こ

と
に
よ
り
、
標
記
の
よ
う
な
、「
仏
教
の
立
場
か
ら
『
自
己
と
自
然
』

―
―
『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
触
発
さ
れ
て
」
と
い
う
題
に
変

更
し
た
。序

論
―
―
②
本
回
勅
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
視
点

ま
ず
『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ　

と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
』

と
い
う
標
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

先
述
の
よ
う
に
、
回
勅
と
し
て
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、

も
と
も
と
は
司
教
に
宛
て
ら
れ
た
重
要
な
手
紙
と
い
う
こ
と
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
重
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

く
わ
え
て
「
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
、	

ミ
・
シ
ニ
ョ
ー
レ
」（
わ
た
し

干
の
問
題
提
起
も
含
め
て
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
図
に
つ
い
て
、

説
明
し
て
お
き
た
い
。
口
頭
発
表
の
副
題
に
「
若
干
の
問
題
提
起
も

含
め
て
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
不
可
謬
性
に
異
論

を
唱
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
回
勅
の
場
合
、
教
義
を
決
定

す
る
も
の
で
は
な
い
と
学
ん
で
い
る
がe

、
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
出
さ
れ

た
回
勅
を
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
批
判
的
（
学
術
的
）
に
取
り
扱
う
こ

と
は
、
以
前
だ
っ
た
ら
、
信
仰
上
、
問
題
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、論
者
は
仏
教
徒
で
あ
る
の
で
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
自
体
、

差
し
障
り
が
な
い
と
考
え
た
。

さ
ら
に
は
、『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』（
以
下
、
本
回
勅
と
略
記
）

の
所
論
、
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
た
ち
の
ね
ら
い
は
、（
略
）
痛
み
を

も
っ
て
気
づ
く
こ
と
、
世
界
に
起
き
て
い
る
事
を
あ
え
て
自
分
自
身

の
個
人
的
な
苦
し
み
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
に

つ
い
て
な
し
う
る
こ
と
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
す
。」〈
19
〉
と
い
う
、

そ
の
目
的
の
方
向
性
に
関
し
て
、
基
本
的
に
、
総
論
と
し
て
は
賛
成

で
あ
る
し
、
仏
教
と
考
え
方
が
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
所
も
多
い
と

受
け
止
め
て
い
る
。
し
か
し
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
と
い
う
学
術
の
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え
方
へ
の
、
転
換
を
可
能
と
す
る
背
景
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
中
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コi

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
教
会
を
支
え
た
柱
と
し
て
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

の
名
前
を
知
ら
な
い
者
は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
皆
無
と
思
わ
れ

る
。
既
に
一
九
七
九
年
、
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
時
代
に
、「
環

境
保
護
運
動
の
守
護
聖
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
カ
ト
リ

ッ
ク
の
伝
統
の
中
で
自
然
を
賛
美
し
、
動
植
物
を
愛
お
し
み
、
小
鳥

と
会
話
す
る
と
い
っ
た
人
間
以
外
の
も
の
に
価
値
を
感
じ
る
宗
教
者

が
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
以
外
に
は
い
な
か
っ
たj

と
い
う
こ
と
か
も
知
れ

な
い
。

逆
に
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
な
か
で
は
、
自
然
は
人
間
が
人

間
の
た
め
に
利
用
で
き
る
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
理
性
を
持
つ

も
の
と
し
て
の
人
間
と
比
べ
る
と
、
自
然
は
一
段
と
低
い
存
在
と
し

て
措
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
創
世
記
に
お
い
て
は
そ
の
冒
頭
で
、
人
に
「
す
べ

て
を
支
配
さ
せ
よ
う
」（
一
章
二
八
節
）
あ
る
い
は
「
地
に
満
ち
て

地
を
し
た
が
わ
せ
よ
」（
一
章
二
八
節
）。
ま
た
、
草
木
を
「
す
べ
て

の
主
よ
、
あ
な
た
は
た
た
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
）〈
1
〉
と
い
う
呼

び
か
け
が
回
勅
の
題
名
と
な
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
あ
た
か
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
大
き
な
方
針
転
換
の
象
徴
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
神
の
創
造
の
み
わ
ざ
を
賛
美
し
て
い
る
聖
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
「
太
陽
の
歌
」
の
一
節
を
主
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

るf

。古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
的
影
響
を
受
け
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の

自
己
理
解
、
神
学
の
な
か
で
、
長
い
間
、
肉
体
は
魂
の
牢
獄
で
あ
るg

と
す
る
傾
向
と
、
こ
の
世
の
も
の
を
否
定
し
、
天
上
的
な
も
の
を
希

求
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
論
者
は
教
え
ら
れ
て
き
たh

。

と
こ
ろ
が
、「
世
界
は
〈
略
〉
歓
喜
と
賛
美
を
持
っ
て
観
想
さ
れ

る
べ
き
喜
ば
し
い
神
秘
」〈
12
〉
と
本
回
勅
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
「
こ
の
世
の
も
の
」
と
し
て
の
現
世
、
あ

る
い
は
、
現
世
の
自
然
、
お
よ
び
、
そ
の
環
境
が
、
神
の
創
造
の
み

わ
ざ
の
発
露
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

う
し
た
現
世
を
否
定
的
に
捉
え
る
考
え
方
か
ら
肯
定
的
に
捉
え
る
考
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続
し
て
い
る
認
識
論
上
の
、
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
、
存
在
論
上
の
問

題
に
も
連
な
る
が
、
主
観
と
客
観
と
い
う
、
二
元
論
的
図
式
を
当
て

は
め
て
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
近
世
の
主
流
と
な
る「
神–

人
間–

自
然
の
階
層
秩
序
」

及
び
「
人
間
に
と
っ
て
異
質
な
他
者
」
と
し
て
の
「
自
然
」
観
を
超

え
て
行
く
も
の
と
し
て
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
霊
性
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の

な
か
で
重
い
意
味
を
持
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
が
論
者
の
推
測
で
あ

るm

。
そ
の
結
果
、既
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
一
九
七
九
年
に「
環

境
保
護
運
動
の
守
護
聖
人
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
八
六
年
に
は

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
が
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
聖
地
、
ア
ッ
シ
ジ
で

世
界
の
宗
教
者
を
集
め
、
平
和
の
祈
り
の
集
い
を
開
催
す
る
。

さ
ら
に
二
〇
一
三
年
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
大
司
教
の
ホ
ル
ヘ
・

マ
リ
オ
・
ベ
ル
ゴ
リ
オ
枢
機
卿
が
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
名
を
と
っ

て
「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
と
名
乗
り
、第
二
六
六
代
教
皇
に
就
任
す
る
。

な
ぜ
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ベ
ル
ゴ
リ
オ
枢
機
卿
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
名

乗
っ
た
か
、
そ
れ
は
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
精
神
、
あ
る
い
は
霊
性
を

持
っ
て
現
代
社
会
に
対
応
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
気
込
み
の
発
露
で

あ
な
た
た
ち
に
与
え
よ
う
」（
一
章
二
九
節
）
と
神
が
述
べ
て
お
り
、

そ
う
し
た
こ
と
を
起
点
に
、
人
間
は
大
地
や
動
植
物
を
支
配
す
る
も

の
、
と
受
け
止
め
ら
れ
て
き
たk

。

村
上
陽
一
郎
は
『
西
欧
近
代
科
学
〈
新
版
〉
そ
の
自
然
観
の
歴

史
と
構
造
』
に
お
い
て
「
人
間
は
『
神
の
似
姿
』〈im

ago dei

〉
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
理
性
は
、
神
の
理

性
の
似
姿
で
も
あ
る
。
神
は
、
自
然
の
外
か
ら
、
そ
の
理
性
を
発
揮

し
て
自
然
に
対
し
て
秩
序
あ
ら
し
め
る
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

理
性
に
近
い
似
姿
を
持
っ
た
人
間
も
ま
た
、
自
然
の
外
か
ら
、
神
の

支
配
に
近
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
支
配
と
ま
で
は
い
か

な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
、
神
の
支
配
の
有
様
を
把
握
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、『
眺
め
ら
れ
る
自
然
』
と
『
眺
め
る
人
間
』
の
分
離
で
あ
り
、

こ
の
発
想
は
、そ
の
必
然
的
延
長
上
に
、『
支
配
さ
れ
る
自
然
』
と
『
支

配
す
る
人
間
』
と
の
分
離
を
も
見
透
す
地
点
に
立
っ
て
い
るl

。」
と

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
と
自
然
に
関
し
て
、
創
世
記
に
さ
か

の
ぼ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
発
想
と
結
び
つ
け
て
、
西
欧
に
伝
統
的
に
存
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ち
「
皆
が
と
も
に
暮
ら
す
家
」〈
17
〉
に
今
「
何
が
起
き
て
い
る
か
」

〈
21
〉
と
い
う
の
が
本
章
の
問
い
か
け
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
の
家

で
あ
る
地
球
」〈
21
〉
が
汚
染
と
気
候
変
動
に
さ
ら
さ
れ
、
衛
生
上

安
全
な
水
の
確
保
が
む
ず
か
し
い
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
、
生

物
多
様
性
の
喪
失
、
生
活
の
質
の
低
下
と
社
会
の
崩
壊
、
地
球
規
模

の
不
平
等
に
言
及
し
、
い
わ
ば｢

被
造
界｣

〈
6
〉
の
「
人
間
環
境

と
自
然
環
境
」〈
48
〉
が
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
を
喚
起
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、「
わ
た
し
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
環
境
上
の
課
題

と
そ
の
人
間
的
な
根
源
は
、
わ
た
し
た
ち
皆
に
関
係
し
、
影
響
を
及

ぼ
す
も
の
で
あ
る
」〈
14
〉
と
い
う
こ
と
、「
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
」〈
16
〉、「
す
べ
て
の
被
造
物
は
つ
な
が
っ
て
い
る
」〈
42
〉、「
わ

た
し
た
ち
は
皆
互
い
を
必
要
と
し
て
い
る
被
造
物
」〈
42
〉
で
あ
る

こ
と
に
触
れ
、「
わ
た
し
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
環
境
上
の
課
題
と

そ
の
人
間
的
な
根
源
は
、
わ
た
し
た
ち
皆
に
関
係
し
、
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
含
む
検
討
が
必
要
で
す
。」

〈
14
〉
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
「
世
界
で
起
き
て
い
る
問
題
を
、
そ
れ

は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
五

年
に
本
回
勅
が
発
布
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
本
回
勅
は
、
時
代
が
内
包
す

る
き
わ
め
て
困
難
な
諸
課
題
の
解
決
に
向
け
て
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
る
と
同
時
に
、「
善
意
あ
る
す
べ
て
の
人
に
あ
て
て
認
め
ら
れ

た
こ
の
文
書
」〈
62
〉
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
、
宗
派

を
超
え
て
、
す
べ
て
の
人
々
に
、
現
代
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
鮮
明
に

示
し
た
導
き
の
書
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
前
提

を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
本
回
勅
を
学
ん
で
い
き
た
い
。
具
体
的
に

は
序
論
に
当
た
る
部
分
と
第
一
章
、
第
二
章
を
手
が
か
り
に
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
自
己
と
自
然
の
対
比
に
関
連
し
て
考
察
を
進

め
て
い
くn

。
第�

一
章
標
題
「
と
も
に
暮
ら
す
家
に
起
き
て
い
る
こ
と
」�

に
関
し
て

「
わ
た
し
た
ち
を
そ
の
一
部
と
す
る
こ
の
世
界
」〈
17
〉、
す
な
わ
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と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
、

あ
ら
ゆ
る
地
域
を
想
定
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
思

想
、
信
条
、
宗
教
が
当
然
異
な
っ
て
い
る
人
々
を
含
ん
で
い
る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
開
か
れ
た
態
度
で
語
り
か
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
以
降
の
カ
ト
リ
ッ

ク
の
一
つ
の
立
場
を
見
て
取
る
こ
と
も
可
能
で
、
そ
れ
は
同
時
に
、

現
代
世
界
が
、
よ
り
緊
密
な
相
関
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
る
。

第
二
章
標
題
「
創
造
の
福
音
」
に
関
し
て

「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
哲
学
的
思
索
と
の
対
話
に
開
か
れ
て
い
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
信
仰
と
理
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
綜
合
を
生
み
出
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。社
会
問
題
に
関
す
る
そ
う
し
た
綜
合
の
代
表
が
、

教
会
の
社
会
的
な
教
え
の
発
展
で
あ
り
、
そ
の
教
え
は
、
新
た
な
挑

戦
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
豊
か
な
も
の
と
な
る
よ
う
に

促
さ
れ
て
い
ま
す
。」〈
63
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
第

ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
し
て
分
析
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
」〈
61
〉
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
す
べ
て
の
被
造
物
は
つ
な
が
っ
て
い
る
」〈
42
〉
と
い
っ
た
、
こ

れ
ら
の
叙
述
は
、《
す
べ
て
が
関
係
性
の
内
に
あ
る
》
と
受
け
止
め
、

世
界
と
歴
史
を
因
果
関
係
の
連
鎖
と
見
な
し
て
い
る
仏
教
と
き
わ
め

て
近
い
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
わ
た
し
た
ち
の
ね
ら
い
は
、（
略
）

痛
み
を
も
っ
て
気
づ
く
こ
と
、
世
界
に
起
き
て
い
る
事
を
あ
え
て
自

分
自
身
の
個
人
的
な
苦
し
み
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
一
人
ひ
と
り
が

そ
れ
に
つ
い
て
な
し
う
る
こ
と
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
す
。」〈
19
〉

「
皆
が
と
も
に
暮
ら
す
家
が
著
し
く
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
事
実
へ
の
率
直
な
視
線
だ
け
は
ど
う
し
て
も
必

要
で
す
。」〈
19
〉
と
述
べ
、
一
人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
環
境
の
問
題

に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
るo

。

こ
の
章
の
標
題
の
中
で
も
使
わ
れ
て
い
る
「
皆
が
と
も
に
暮
ら
す

家
」
と
い
う
表
現
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
け
の
世
界

を
考
え
て
何
か
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
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い
う
以
外
の
目
的
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
人
間
の
身
体
は
粘

土
か
ら
作
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
人
間
は
自
然
の
単
な
る
一
部
で
は
な

い
。
人
間
は
神
の
像
を
象
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
の
、
特
に
そ
の
西
方
的
な
形
式
は
、
世
界
が
こ
れ
ま
で
知
っ
て

い
る
な
か
で
も
も
っ
と
も
人
間
中
心
的
な
宗
教
で
あ
るq

。」「
キ
リ
ス

ト
教
は
〈
略
〉
人
と
自
然
の
二
元
論
を
打
ち
立
て
た
だ
け
で
は
な
く
、

人
が
自
分
の
た
め
に
自
然
を
搾
取
す
る
こ
と
が
神
の
意
志
で
あ
る
と

主
張
し
た
の
で
あ
っ
たr

。」「
啓
示
に
よ
っ
て
、神
は
人
間
に
聖
書
を
、

聖
典
の
書
物
を
与
え
た
。
し
か
し
神
は
自
然
も
作
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
自
然
も
ま
た
神
の
知
性
を
啓
示
す
る
は
ず
で
あ
る
。
神
を
よ
り

よ
く
理
解
す
る
た
め
に
自
然
を
宗
教
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
、
自
然

神
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
初
期
の
教
会
で
は
、
そ
し
て
ギ
リ

シ
ア
東
方
教
会
で
は
つ
ね
に
、
自
然
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
神
が
人
間

に
語
り
か
け
る
象
徴
の
体
系
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。（
略
）と
こ
ろ
が
、

一
三
世
紀
初
期
ま
で
に
ラ
テ
ン
西
方
圏
で
自
然
神
学
は
ひ
じ
ょ
う
に

大
き
な
屈
曲
を
経
過
し
た
。（
略
）
神
の
創
造
が
い
か
に
行
わ
れ
た

か
を
発
見
す
る
こ
と
で
神
の
心
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
な
っ

二
章
は
、
環
境
問
題
に
関
連
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
へ
の

反
論
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。

「
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
が
時
に
聖
書
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
の

は
事
実
で
す
が
、
今
日
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
神
に
か
た
ど
っ
て
創

造
さ
れ
大
地
へ
の
支
配
権
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
他
の
被
造
物
へ
の

専
横
な
抑
圧
的
支
配
を
正
当
化
す
る
と
の
見
解
は
、
断
固
退
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」〈
67
〉
と
強
調
さ
れ
、

「
聖
書
は
、
他
の
被
造
物
の
こ
と
を
気
に
も
か
け
な
い
専
制
君

主
的
な
人
間
中
心
主
義
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
は
な
り
ま
せ
ん
。」

〈
68
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
環
境
と
宗
教
に
関
連
し
て
問
題
提
起
を
し
た
一
人
、

リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
主
張
を
紹
介
し
た
い
。Science 

M
agazine 

一
九
六
七
年
三
月
一
九
日
号
に
発
表
さ
れ
た
「
生
態
学

的
危
機
の
歴
史
的
根
源
（“The H

istorical Roots of our Ecologic 

C
risis p”

）」
に
お
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
は
生
態
学
上
の
危
機
の
根
源
が

キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
、
と
主
張
す
る
。（
神
の
）「
物
理
的
創
造
の
う

ち
の
ど
の
一
項
目
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
間
の
た
め
に
仕
え
る
と
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る
。し

か
し
、
同
時
に
ま
た
、「
我
々
が
生
態
に
つ
い
て
何
を
な
す
か

は
、
我
々
が
人
間
・
自
然
の
関
係
に
つ
い
て
も
つ
考
え
に
依
存
し
て

い
る
。
さ
ら
に
多
く
の
科
学
も
、
さ
ら
に
多
く
の
技
術
も
、
我
々
が

新
し
い
宗
教
を
み
つ
け
る
か
古
い
宗
教
に
つ
い
て
考
え
直
す
ま
で

は
、
今
の
生
態
学
上
の
危
機
か
ら
我
々
を
救
い
出
し
て
く
れ
そ
う
に

な
いw

。」
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関

り
方
の
根
底
に
は
宗
教
的
な
基
層
が
あ
る
の
で
、
科
学
や
技
術
を
い

く
ら
進
展
さ
せ
て
も
、
そ
の
基
層
へ
降
り
て
い
か
な
い
限
り
環
境
問

題
の
真
の
解
決
は
な
いx

」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ホ
ワ
イ
ト
の｢

我
々
の
苦
し
み
の
根
が
深
く
宗
教
的
で
あ
る
以

上
、
そ
れ
を
そ
う
よ
ぶ
に
し
ろ
よ
ば
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
救
済
手
段

も
ま
た
本
質
的
に
宗
教
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
略
）
わ
た
く

し
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
生
態
学
者
の
聖
人
に
押
し
た
いy

。」
と
い

う
発
言
は
、
預
言
的
で
も
あ
っ
た
。

ホ
ワ
イ
ト
が
述
べ
る
に
は
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
「
彼
が
自
然

お
よ
び
自
然
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
別
の
キ
リ
ス

た
の
で
あ
る
。（
略
）
一
三
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
至
る
ま
で
、
す

べ
て
の
大
科
学
者
は
結
局
、
自
分
の
研
究
を
宗
教
的
な
こ
と
に
動
機

を
求
め
て
説
明
し
て
い
るs

。」「
科
学
者
の
仕
事
の
報
い
と
は
『
神
に

な
ら
っ
て
神
の
考
え
を
追
う
こ
と
で
あ
る
』
と
い
い
続
け
て
き
た
た

め
、
こ
れ
が
科
学
者
た
ち
の
本
当
の
動
機
で
あ
る
と
信
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
近
代
的
な
西

欧
科
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
母
体
の
な
か
で
鋳
造
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
の
教
理
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ

た
宗
教
的
献
身
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
、
そ
れ
に
は
ず
み
を
与
え
た

の
で
あ
るt

」。
さ
ら
に
「
い
ま
か
ら
一
世
紀
ち
ょ
っ
と
以
前
に
、
そ

れ
ま
で
ま
っ
た
く
離
れ
て
い
た
活
動
で
あ
っ
た
科
学
と
技
術
が
一
緒

に
な
り
、
多
く
の
生
態
学
上
の
結
果
か
ら
判
断
し
て
、
抑
制
の
き
か

な
く
な
る
力
を
人
類
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
う
な
ら
、
キ

リ
ス
ト
教
は
と
て
つ
も
な
い
罪
の
重
荷
を
負
う
て
い
る
の
で
あ
るu

。」

そ
し
て
、「
自
然
は
人
間
に
仕
え
る
以
外
に
な
ん
ら
の
存
在
理
由
も

な
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
公
理
が
斥
け
ら
れ
る
ま
で
、
生
態
学
上

の
危
機
は
い
っ
そ
う
深
め
つ
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
うv

。」
と
言
い
き
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に
関
し
て
月
本
昭
男
の
所
論D

を
参
照
し
な
が
ら
論
旨
を
進
め
て
い
き

た
い
。

以
下
、
月
本
の
所
論
を
引
用
す
る
。「
天
地
万
物
が
造
ら
れ
、
人

間
が
造
ら
れ
た
と
き
、
神
は
人
間
に
自
然
を
『
支
配
せ
よ
』
と
命
じ

た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
人
間
を
自
然
の
支
配
者
と
し
て
位
置
づ
け

る
思
想
が
顔
を
覗
か
せ
る
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
引
き
継
が
れ
、

人
間
中
心
主
義
を
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
だ

が
、
そ
れ
は
人
間
と
自
然
と
の
関
わ
り
の
一
面
を
映
し
出
し
た
に

す
ぎ
な
い
。（
略
）
人
間
が
大
地
に
属
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
ヘ
ブ

ラ
イ
語
表
現
に
象
徴
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
土
』
は
ア
ダ
マ

ー
、『
大
地
』
と
も
訳
さ
れ
る
。『
人
間
』
は
ア
ダ
ム
で
あ
る
。
ア
ダ

ム( ādām
)

は
文
字
通
り
ア
ダ
マ
ー( ādām

āh)

か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。

ア
ダ
ム
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
単
語
と
し
て
は
特
殊
で
あ
る
。
他
の
単
語

と
異
な
り
、
複
数
形
も
女
性
形
も
な
い
。『
人
類
』
を
意
味
す
る
と

同
時
に
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
ひ
と
り
一
人
の
人
間
を
指
し
う
る
。

こ
の
ア
ダ
ム
を
神
が
『
大
地
の
塵
』
か
ら
形
作
っ
た
目
的
は
『
地
を

耕
す
』
た
め
で
あ
っ
た
。（『
創
世
記
』
二
章
五
、十
五
節
）。
し
か
も
、

ト
教
的
見
解
と
考
え
て
い
た
も
の
を
提
案
し
た
。
彼
は
、
人
間
が
無

際
限
に
被
造
物
を
支
配
す
る
と
い
う
考
え
に
か
え
て
、
人
間
を
も
含

む
す
べ
て
の
被
造
物
の
平
等
性
と
い
う
考
え
を
お
こ
う
と
試
み
たz

。」

と
し
た
上
で
、「
彼
は
失
敗
し
たA

。」と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
理
解
す
る
鍵
は
、
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
類
と

し
て
の
人
間
に
対
す
る
謙
遜
の
徳
へ
の
信
念
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
は
人
間
の
被
造
物
に
対
す
る
そ
の
専
制
君
主
の
地
位
を
廃
位

し
、
神
の
す
べ
て
の
被
造
物
の
民
主
主
義
を
築
こ
う
と
し
たB

。」
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
が

継
続
し
え
な
か
っ
た
と
論
者
に
は
解
さ
れ
る
。

創
世
記
の
受
け
止
め
方

リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
に
せ
よ
、
日
本
に
お
け
る
伊
東
俊
太
郎C
や
村
上

陽
一
郎
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
根
源
に
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
が
伝

統
的
に
創
世
記
を
ど
う
読
ん
で
き
た
か
、
そ
の
解
釈
に
端
を
発
す
る

と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
問
題
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神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
大
地
へ
の
支
配
権
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

が
他
の
被
造
物
へ
の
専
横
な
抑
圧
的
支
配
を
正
当
化
す
る
と
の
見
解

は
、
断
固
退
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
聖
書
が
世
界
と
い
う
園
を

『
耕
し
守
る
』
よ
う
告
げ
て
い
る
（
創
世
記
二
章
一
五
節
参
照
）
こ

と
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
そ
の
本
文
を
文
脈
に
沿
い
適
切
な
解

釈
法
を
も
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。『
耕
す
』
は
培
う
こ

と
、
鋤
く
こ
と
、
働
き
か
け
る
こ
と
を
、『
守
る
』
は
世
話
し
、
保

護
し
、
見
守
り
、
保
存
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。」〈
67
〉
と
述
べ

ら
れ
、
さ
ら
に
、「
被
造
界
は
愛
の
秩
序
に
あ
す
か
っ
て
い
る
の
で

す
。」〈
77
〉
と
強
調
さ
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
、「
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
の
考
え
は
、
自
然
を
非
神
格
化
し
ま
す
。」〈
78
〉「
自
然
を

神
聖
な
も
の
と
は
見
ま
せ
ん
。」〈
78
〉
と
も
表
白
さ
れ
て
い
る
。

再
び
、
月
本
の
所
論
に
戻
り
た
い
。「
新
約
聖
書
が
成
立
す
る
二

世
紀
ほ
ど
前
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
は
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。

こ
の
『
七
十
人
訳
』
と
呼
ば
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
に
お
い
て
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ル
ー
ア
ハ( rûah)	

に
プ
ネ
ウ
マG

が
、
ネ
フ
ェ
シ
ュ

( nepheš)
に
プ
シ
ュ
ケ
ーH

が
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
ア
ハ
は

ほ
ぼ
す
べ
て
の
翻
訳
聖
書
で
『
耕
す
』
と
訳
さ
れ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
動

詞
ア
ー
バ
ド
（ābad

）
は
『
仕
え
る
』
を
原
義
と
す
る
。
そ
の
派
生

名
詞
エ
ベ
ド( ᾿ebed)

は
主
人
に
仕
え
る
『
僕(

し
も
べ)

、
奴
隷
』

を
表
す
。
人
間
は
大
地
に
属
し
、
地
に
仕
え
る
『
僕
』
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
聖
書
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
冒
頭
に
掲
げ

た
二
つ
の
物
語
に
お
い
てE

	
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
二
面
か
ら

見
据
え
て
い
る
。
人
間
は
、地
と
地
の
生
き
物
と
の
支
配
者
で
あ
る
。

同
時
に
、
大
地
に
属
し
、
大
地
に
仕
え
る
『
僕
』
で
あ
る
。
後
者
の

人
間
観
は
、
動
詞
ア
ー
バ
ド
が
『
耕
す
』
と
訳
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
伝
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
総
じ
て
西
欧
キ

リ
ス
ト
教
は
、
人
間
を
自
然
の
支
配
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
前
者
の

人
間
観
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
るF

。」	

こ
う
し
た
聖
書
の
両
義
性
は
本
回
勅
の
表
現
の
な
か
に
も
反
映
さ

れ
て
お
り
、「
わ
た
し
た
ち
は
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
地
は
、
わ

た
し
た
ち
よ
り
前
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ

た
も
の
で
す
。」〈
67
〉「
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
が
時
に
聖
書
を

誤
っ
て
解
釈
し
た
の
は
事
実
で
す
が
、
今
日
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
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と
の
関
連
で
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
ニ
シ
ュ
マ
ト
・
ハ
イ

イ
ー
ム
『
生
命
の
息
吹
』
で
あ
る
。『
創
世
記
』
に
よ
れ
ば
、
神
は

土
の
塵
か
ら
ア
ダ
ム
『
人
間
』
を
形
作
り
、そ
の
鼻
に
ニ
シ
ュ
マ
ト
・

ハ
イ
イ
ー
ム
を
吹
き
入
れ
た
の
で
、人
間
は
生
き
る
も
の
と
な
っ
た
、

と
い
う
（『
創
世
記
』
二
章
七
節
）。
こ
の
ニ
シ
ュ
マ
ト
・
ハ
イ
イ
ー

ム
は
、
後
に
、
神
が
人
間
だ
け
に
与
え
た
『
霊
魂
』
と
し
て
誤
解
さ

れ
も
す
る
が
、
元
来
、
土
か
ら
造
ら
れ
、
土
に
帰
る
人
間
を
生
か
す

生
命
の
は
た
ら
き
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
人
間
以
外
の
生
き
物
に
も
付

与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
（『
創
世
記
』
八
七
章
二
二
節
他
）。

こ
の
よ
う
に
聖
書
は
『
霊
魂
と
肉
体
』
と
い
う
二
元
論
的
枠
組
み
で

人
間
を
見
て
は
い
な
い
。『
霊
』（
ル
ー
ア
ハ
、プ
ネ
ウ
マ
）も『
魂
』（
ネ

フ
ェ
シ
ュ
、
プ
シ
ュ
ケ
ー
）
も
肉
体
と
対
立
す
る
人
間
の
構
成
要
素

で
は
な
い
。『
霊
』
は
神
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
る
特
別
な
能
力
の

源
泉
で
あ
り
、『
魂
』
は
土
か
ら
造
ら
れ
た
生
命
体
に
は
た
ら
く
『
生

命
の
息
吹
』、
人
間
を
人
間
と
し
て
生
か
す
『
い
の
ち
』
の
は
た
ら

き
で
あ
る
。
後
者
は
サ
テ
ィ
シ
ュ
・
ク
マ
ー
ルI

が
引
く
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
ア
ー
ト
マ
ンJ

『
魂
』
に
限
り
な
く
近
づ
く
だ
ろ
う
。
ネ
フ
ェ

プ
ネ
ウ
マ
と
同
じ
く
、も
と
も
と
空
気
の
動
き
を
指
し
、『
風
』や『
息
』

を
意
味
し
た
。
そ
れ
が
目
に
見
え
な
い
仕
方
で
事
物
を
動
か
す
力
を

表
す
場
合
、『
霊
』
と
訳
さ
れ
る
。
旧
約
聖
書
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ

も
天
地
万
物
の
創
造
は
『
神
の
霊
』
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
た
の
で
あ

り
、『
霊
』
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
特
別
な
能
力
（
知
識
、
知
恵
、

技
能
、
等
）
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
神
か
ら
モ
ー
セ
や
預

言
者
の
よ
う
な
特
別
な
存
在
に
授
け
ら
れ
、
さ
ら
に
人
々
に
分
与
さ

れ
た（『
民
数
記
』十
一
章
十
七
節
、『
列
王
記
下
』二
章
九
節
他
）。（
略
）

も
う
一
方
の
ネ
フ
ェ
シ
ュ『
魂
』の
意
味
範
囲
は『
霊
』よ
り
も
広
い
。

『
喉
』
を
語
源
と
し
（『
詩
編
』
六
九
篇
二
節
『
洪
水
は
わ
が
喉
も
と

に
及
び
』）、喉
を
通
る
『
気
息
』
を
指
し
、『
気
息
』
が
象
徴
す
る
『
い

の
ち
』を
表
し
、さ
ら
に『
欲
求
、欲
望
』へ
と
意
味
は
広
が
っ
た
。（
略
）

要
す
る
に
、
ネ
フ
ェ
シ
ュ
『
魂
』
は
い
ま
こ
こ
に
生
き
る
人
間
存
在

を
指
し
、
身
体
的
欲
求
、
感
情
の
は
た
ら
き
、
思
考
を
め
ぐ
ら
す
こ

と
な
ど
、
生
命
体
で
あ
る
人
間
の
営
為
の
す
べ
て
が
『
魂
』
に
発
す

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
プ
シ
ュ
ケ
ー

が
あ
て
ら
れ
、
新
約
聖
書
に
引
き
継
が
れ
た
。（
略
）
ネ
フ
ェ
シ
ュ
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古
い
経
典
で
あ
る
ダ
ン
マ
パ
ダ
（『
法
句
経
』）
で
は

二
七
七　

	「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
」
諸
行
無

常
と
明
ら
か
な
知
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ
と

は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が

清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

二
七
八　

	「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
苦
し
み
で
あ
る
」
一
切

皆
苦
と
明
ら
か
な
知
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ

と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人

が
清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

二
七
九　

	「
一
切
の
事
物
は
我
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
諸
法
非

我
と
明
ら
か
な
知
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ
と

は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が

清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
るK

。」

と
説
か
れ
て
い
る
。

整
理
し
て
み
れ
ば
、
一
切
皆
苦
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
が
思
う
よ

う
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
現
実
認
識
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
苦
は
、

諸
々
の
も
の
が
移
り
変
わ
り
ゆ
く
諸
行
無
常
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移

シ
ュ
と
ア
ー
ト
マ
ン
は
『
気
息
』
を
原
意
と
す
る
点
で
も
共
通
す
る
。

こ
の
両
者
を
思
想
的
に
分
か
つ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
創
造
信
仰

の
有
無
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ブ
ラ
イ
の
霊
魂
観
の
背
後
に
は
、
宇
宙
万
物

を
唯
一
神
に
よ
る
被
造
物
と
み
る
創
造
信
仰
が
横
た
わ
る
。『
霊
』

は
そ
の
神
の
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、『
魂
』
は
人
間
が
被
造
物

と
し
て
生
き
生
か
さ
れ
る
『
い
の
ち
』
だ
か
ら
で
あ
る
。

ア
ー
ト
マ
ン
と
仏
教

月
本
の
導
き
は
、
ネ
フ
ェ
シ
ュ
と
ア
ー
ト
マ
ン
を
め
ぐ
っ
て
ヘ
ブ

ラ
イ
の
思
想
と
イ
ン
ド
の
思
想
の
近
接
点
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
仏
教
の
考
え
方
に
少
し
触
れ
て
い
き
た
い
。

仏
教
は
周
知
の
通
り
イ
ン
ド
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
の
伝

統
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
（「
実
我
」）
と
い
う
考
え
方
と
は
異
な
っ
た
立

場
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る「
無
我
」あ
る
い
は「
非

我
」（
パ
ー
リ
語
：
ア
ナ
ッ
タ
ーanattā

。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
：

ア
ナ
ー
ト
マ
ンanātm

an

）
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
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常
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
「
苦
」
が
成
立
す
る
、
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
自
己
と
外
界
（
世
界
）
は
ど
う
い
う
成
り
立
ち
の
関

係
を
持
つ
の
か
と
い
う
と
、
自
己
と
外
界
（
世
界
）
は
相
互
補
完
的

で
あ
り
、
自
己
は
外
界
（
世
界
）
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
そ
し

て
同
時
に
外
界
（
世
界
）
は
自
己
の
一
部
で
あ
り
、
自
己
の
な
か
に

す
べ
て
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

仏
教
に
お
け
る
「
自
然
」

要
す
る
に
、
本
回
勅
の
主
体
で
あ
る
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
、
神
と
人
間
と
人
間
以
外
の
被
造
物
の
間
に
あ
る
対
立
、
あ
る

い
は
、
あ
る
種
の
緊
張
関
係
が
、
仏
教
に
は
な
い
と
論
者
に
は
う
か

が
え
る
。
ま
た
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
使
わ
れ
て
い
る
「
自
然
」

と
い
う
言
葉
が
、
日
本
の
仏
教
界
で
通
常
使
わ
れ
て
い
る
「
自
然
」

と
い
う
言
葉
と
同
義
で
使
用
で
き
る
と
は
当
然
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
仏
教
の
立
場
か
ら
、
環
境
と
共
生
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て

り
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ

る
。
自
分
自
身
も
含
め
て
、
す
べ
て
は
自
分
の
も
の
で
は
な
い
し
、

常
住
不
変
で
は
な
い
の
で
、そ
の
こ
と
に
目
覚
め
る
こ
と
に
お
い
て
、

身
心
と
も
に
安
ら
か
に
な
る
と
い
う
仏
教
の
指
標
が
集
約
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
イ
ン
ド
古
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
に
お
い
て
は
、
自
己

の
本
体
と
し
て
の
「
実
我
」
が
存
在
し
，
そ
れ
が
業
の
担
い
手
と
な

っ
て
生
死
輪
廻
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
仏
教
で
は
す

べ
て
に
お
い
て
、
実
体
的
我
（
実
我
）
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。

長
い
歴
史
の
中
で
、
こ
の
「
非
我
」、「
無
我
」
の
説
明
は
、
で

は
倫
理
的
責
任
の
主
体
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
を
受

け
や
す
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
倫

理
的
責
任
の
主
体
は
当
然
存
立
す
る
が
、
そ
の
「
個
」
と
し
て
の
枠

組
み
は
固
定
的
不
変
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

自
己
も
世
界
も
、
た
ま
た
ま
仮
に
そ
の
構
成
要
素
が
関
係
し
合
っ
て

（
仮
和
合
）
存
立
し
て
い
る
の
で
、
恒
常
的
で
は
な
い
。
そ
れ
を
恒
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不
思
議
）

⑦	

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
関
係
し
、

他
を
自
己
と
し
て
い
る
。（
具
中
道
）

要
約
す
れ
ば
、「
自
己
と
環
境
を
超
え
た
心
の
中
に
、
自
己
と
環

境
と
が
包
ま
れ
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
自
己
と
環
境
と

は
切
り
離
せ
ず
、
あ
る
い
は
本
性
上
一
つ
で
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
や
は
り
天
台
教
学
の
中
に
あ

っ
て
も
、
自
己
は
、
身
体
と
そ
の
中
に
潜
む
心
の
全
体
と
し
て
の
自

己
だ
け
に
閉
じ
ら
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
るP

。」	

と
竹
村

は
ま
と
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
道
元
の
「
自
然
」
の
考
え
方
に
進
ん
で
い
く
。
以
下
、

竹
村
の
思
索
の
歩
み
に
添
っ
て
、
道
元
の
自
然
観
に
つ
い
て
言
及
し

た
い
。
竹
村
は
ま
ず
次
の
偈
を
引
用
す
る
。
道
元
は『
正
法
眼
蔵
』「
渓

声
山
色
」
に
お
い
て
蘇
東
坡
が
覚
り
を
開
い
た
と
き
に
呈
し
た
と
さ

れ
る
詩
を
引
用
し
て
い
る
。

「
渓
声
便
ち
是
れ
広
長
舌　
（
渓
の
響
き
は
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
の

説
法
）、

い
る
竹
村
牧
男
の
『
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
―
―
共
生
・
環

境
・
い
の
ち
の
思
想L

』
を
手
が
か
り
に
、
自
己
と
自
然
の
関
係
に
つ

い
て
学
ん
で
み
た
い
。

竹
村
は
日
本
天
台
宗
の
「
忠
尋
（
一
〇
六
五
～
一
一
三
八
）
作

と
伝
え
ら
れ
る
『
漢
光
類
聚
』（
実
際
は
一
二
五
〇
年
頃
の
成
立
かM

）」

か
ら
「
天
台
宗
に
お
い
て
自
己
と
自
然
の
関
係
、
ひ
い
て
は
自
己
と

い
う
存
在
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
かN

」、
次
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い
るO

。

①
自
己
の
完
成
と
自
然
の
関
係
は
連
動
し
て
い
る
。（
諸
仏
観
見
）

②	

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、
自
己
と
自
然
を
超
え
る
究
極
の
い

の
ち
に
貫
か
れ
て
い
る
。（
具
法
性
理
）

③
自
己
と
自
然
は
不
二
で
あ
り
、切
り
離
せ
な
い
。（
依
正
不
二
）

④	

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
絶
対
的
な
価

値
を
有
し
て
い
る
。(

当
体
自
性)

⑤	

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
も
と
よ
り
霊
性
的
表
現
を
持
っ
て

い
る
。(

本
具
三
身)

⑥	

本
当
の
自
然
お
よ
び
自
己
は
、
言
葉
を
離
れ
て
い
る
。（
法
性
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そ
し
て
、
そ
の
と
き
香
厳
禅
師
と
い
う
主
体
に
は
、
小
石
の
音
が
仏

の
教
え
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
自
然
の
事
象
が
、
関
わ

る
主
体
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
音
で
あ
っ
た
り
、
仏
の
教
え

を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
り
と
異
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
自
然
と
向

き
あ
う
主
体
の
在
り
方
が
自
然
を
規
定
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

竹
村
の
所
論
を
要
約
す
れ
ば
、

①			「
脱
落
」
す
な
わ
ち
、
道
元
に
お
け
る
覚
り
と
は
、
自
己
と
自

然
、
主
観
と
客
観
と
の
二
元
分
裂
し
た
枠
組
み
を
透
脱
す
る

こ
と
で
あ
る
。

②		

脱
落
し
た
と
き
、
直
ち
に
主
客
未
分
の
一
真
実
が
自
覚
さ
れ

る
。

③		

こ
の
時
、
自
己
と
世
界
と
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ

れ
の
い
の
ち
の
本
来
の
姿
で
あ
る
。

④		

山
水
が
法
を
説
く
（
無
情
説
法
）
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
に

対
す
る
自
然
が
自
己
に
対
し
て
真
理
を
表
現
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
と
自
然
と
い
う
二
元
対
立
が
超
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
真
実
の
自
己
が
あ
り
、
か
つ
真
実
の
存

山
色
清
浄
身
に
非
ざ
る
こ
と
無
し　
（
山
の
姿
は
仏
の
清
ら
か

な
姿
に
変
わ
る
こ
と
な
し
）

夜
来
八
万
四
千
の
偈　
（
昨
夜
か
ら
ず
っ
と
数
え
切
れ
な
い
仏

の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
）、

他
日
如
何
が
人
に
挙
似
せ
ん	

（
い
つ
の
日
か
誰
に
こ
の
こ
と
を
話
そ
う
かQ

）」

論
者
な
り
に
要
約
す
れ
ば
、
渓
の
声
、
山
の
姿
、
す
な
わ
ち
、
自

然
が
仏
の
教
え
を
説
い
て
い
る
と
読
め
る
が
、
自
然
そ
の
も
の
が
仏

な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
竹
村
も
引
き
続
き
紹
介
し
て
い
る
が
、
道

元
は
晩
年
の
永
平
寺
で
の
説
法
に
お
い
て
も
「
春
は
則
ち
霊
雲
、
桃

華
を
見
て
大
事
を
明
ら
め
、
秋
は
則
ち
香
厳
、
翠
竹
を
聞
い
て
大
事

を
明
ら
む
」
と
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
雲
禅
師
が
桃
の
華
を

見
た
と
き
に
覚
り
、
香
厳
禅
師
は
掃
除
の
時
、
箒
で
飛
ん
だ
小
石
が

竹
に
当
た
っ
て
音
が
し
た
瞬
間
、
大
悟
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

小
石
が
竹
に
当
た
っ
た
音
そ
れ
自
体
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
仏
の
教

え
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
音
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
香

厳
禅
師
と
い
う
主
体
に
「
目
覚
め
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一
つ
の
質
問
と
し
て

さ
て
、
竹
村
に
即
し
て
仏
教
、
特
に
日
本
仏
教
の
自
然
観
を
見
て

い
く
中
で
、
自
己
と
世
界
、
自
己
と
環
境
、
あ
る
い
は
自
己
と
外
界

と
い
っ
た
区
分
け
に
お
い
て
、
自
己
の
在
り
方
に
お
い
て
世
界
、
環

境
も
し
く
は
外
界
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

を
見
て
き
た
。
そ
う
し
た
受
け
止
め
方
か
ら
す
る
と
、本
回
勅
の「
大

地
は
、
わ
た
し
た
ち
よ
り
前
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
に

与
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。」〈
67
〉
と
い
う
説
明
は
、「
大
地
」
と
「
私

た
ち
」
が
対
立
的
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
仏
教
徒
と
し
て
は

理
解
が
む
ず
か
し
い
叙
述
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
「
被
造
界

は
愛
の
秩
序
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
」〈
77
〉
け
れ
ど
も
、「
自
然
を
神

聖
な
も
の
と
は
見
ま
せ
ん
。」〈
78
〉と
言
わ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、「
三

位
一
体
の
一
つ
の
位
格
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
が
創
造
さ
れ
た
宇
宙
世
界
に

入
り
込
み
、
十
字
架
に
至
る
ま
で
、
運
命
を
と
も
に
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
世
の
始
ま
り
か
ら
、
と
り
わ
け
受
肉
を
通
し
て
、
キ
リ
ス

ト
の
神
秘
が
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
自
然
界
に
お
い
て
、
そ
の
自

在
が
あ
っ
て
、
そ
の
自
己
自
身
が
現
成
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。

⑤		

そ
こ
に
お
い
て
は
自
己
即
世
界
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

⑥		

自
己
と
い
う
存
在
は
、
個
々
に
は
か
け
が
え
の
な
い
主
体
で

あ
る
と
同
時
に
、
存
在
と
し
て
は
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。

⑦		

以
上
に
は
、
自
己
の
了
解
の
根
本
的
な
転
換
、
自
己
の
世
界

へ
の
開
放
が
あ
る
。

⑧		

世
界
と
自
己
と
は
別
で
は
な
く
、
不
二
一
体
で
あ
る
。
そ
の

構
造
に
お
い
て
、
山
水
も
心
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
仏
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

⑨		

道
元
に
と
っ
て
は
、
主
客
の
枠
組
み
を
超
え
た
地
平
に
お
い

て
、
本
来
の
い
の
ち
が
は
た
ら
く
と
こ
ろ
が
、
仏
性
な
の
で

あ
る
。
そ
の
仏
性
が
草
木
国
土
即
衆
生
を
支
え
る
心
に
お
い

て
は
た
ら
い
て
い
る
。

⑩		

道
元
に
お
い
て
は
、
世
界
と
一
体
の
自
己
の
自
覚
が
、
そ
の

覚
り
の
禅
体
験
に
基
づ
い
て
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
た
。
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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は
た
ら
き
続
け
て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
限

の
昔
か
ら
仏
陀
が
教
化
し
続
け
て
い
る
と
い
う「
久
遠
実
成
の
仏
陀
」

（
法
華
経
、
如
来
寿
量
品
第
十
六
）
と
い
う
考
え
方
も
、
こ
う
し
た

法
の
は
た
ら
き
を
前
提
と
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
似
て
い
る
と
い
え
ど
も
、
交
差
し
え
な
い
側
面
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
主
体
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
重

な
っ
て
成
立
す
る
実
体
の
な
い
も
の
、「
無
」
と
受
け
止
め
る
仏

教
と
実
体
的
な
も
の
と
受
け
止
め
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
自
己
」
に

つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
。
も
う
一
つ
は
因
果
関
係
と
法
が
二

つ
に
分
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仏
教
の
側
面
で

あ
る
。
仮
に
十
二
支
縁
起
を
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
が
解
脱
で

あ
るS

と
措
定
す
る
な
ら
ば
、
十
二
支
縁
起
そ
れ
自
体
は
あ
る
種

の
因
果
関
係
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
そ
う

し
た
因
果
関
係
の
自
覚
が
解
脱
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
解
脱
を

得
法
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と

き
の
因
果
関
係
は
自
己
の
内
外
を
問
わ
ず
普
遍
的
に
妥
当
す
る

も
の
で
あ
り
、
科
学
に
お
け
る
因
果
関
係
と
対
立
す
る
も
の
で

立
性
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
隠
れ
た
仕
方
で
働
き
続
け
て
い
ま
す
。」

〈
99
〉
と
さ
れ
て
も
い
る
。

こ
こ
で
「
自
然
界
に
お
い
て
、そ
の
自
立
性
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
」

と
い
う
文
節
を
、自
然
界
に
お
け
る
因
果
関
係
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、

と
解
釈
し
、「
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
が
、（
略
）
隠
れ
た
仕
方
で
働
き
続

け
て
い
ま
す
。」
と
い
う
と
こ
ろ
を
聖
霊
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
読

ん
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
読
ん
で
よ
い
と
す
る
の
な
ら
、

西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
大
地
」
に
は
二
重
の
は
た
ら
き
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
に
お
け
る
因
果
関
係
（
こ

れ
は
科
学
で
解
析
さ
れ
る
対
象
）
と
聖
霊
の
は
た
ら
き
と
い
う
二
重

性
で
あ
るR

。

そ
こ
で
、
も
し
も
仏
教
に
お
け
る
法
の
は
た
ら
き
を
聖
霊
の
は
た

ら
き
と
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
仏
教
に
も
キ
リ

ス
ト
教
に
似
た
よ
う
な
二
重
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、仏
陀
は
覚
っ
て
仏
陀
と
な
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
仏
陀
を
仏
陀
た
ら
し
め
た
、
す
な
わ
ち
、
覚
ら
し
め
た
も
の
が

法
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
法
は
無
始
無
終
の
、
時
の
展
開
を
超
え
て
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雨
や
風
、
水
や
火
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
ら
し
て
仏
教
の
教
え
に
添

う
よ
う
に
し
て
い
く
の
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
発
心
と
い
う
こ
と
で

あ
るX

。」
と
解
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
日
本
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
自
己
に
お
い
て
有
情
も

非
情
も
、
同
時
に
成
道
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
己
の
中
に
す
べ
て

が
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
自
己
と
外
界
（
世
界
）
が
一
つ
、
さ

ら
に
は
、
自
己
は
外
界
（
世
界
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
あ
り
方
に
お
い
て
自
然
の
意
味
が
変
わ

っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、

神
と
被
造
界
と
そ
の
中
に
お
け
る
自
己
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
存
在

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
一
つ
に
な
る
と
い
っ
た
次
元
が
想
定
さ
れ
に

く
い
。
ま
た
、
自
然
と
感
応
し
て
覚
り
、
つ
ま
り
救
い
へ
の
契
機
を

え
る
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
と
見
な
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
両
者
が

異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
本
回
勅
の
序
論
に
当
た
る
部
分
、
ま
た
第
一
章
と
第
二

章
を
手
が
か
り
に
拙
論
を
進
め
て
き
た
が
、
論
旨
に
関
し
て
は
多
く

の
不
備
、
読
解
に
関
し
て
は
、
理
解
不
足
、
誤
読
等
、
至
ら
な
い
点

は
な
い
、
と
規
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
るT

。

次
な
る
質
問
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
発
菩
提
心
」
の
巻
に
出
て
く
る
、

「
釈
迦
牟
尼
仏
言
、『
明
星
出
現
時
、
我
与
大
地
有
情
、
同
時
成
道
』」

と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
の
問
題
で
あ
る
。

道
元
は
続
い
て
「
し
か
あ
れ
ば
、
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
は
、

同
時
の
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
な
る
べ
し
。
仏
道
の
身
心
は
草

木
瓦
礫
な
り
、
風
雨
水
火
な
り
。
こ
れ
を
め
ぐ
ら
し
て
仏
道
な
ら
し

む
る
、
す
な
は
ち
発
心
な
り
（
後
略U
）」
と
説
示
し
て
い
る
。
こ
の

説
示
に
つ
い
て
、
由
木
祖
元V

に
し
た
が
え
ば
、「
明
け
の
明
星
が
東

の
空
に
現
れ
た
と
き
、
私
と
大
地W

、
有
情
が
同
時
に
〈
さ
と
り
〉
を

開
き
、
仏
に
成
っ
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
〈
さ
と
り
〉
を
求
め
よ
う
と

い
う
志
を
起
こ
し
（
発
心
）、正
し
い
修
行
生
活
を
実
践
し
（
修
行
）、

〈
さ
と
り
〉
を
開
き
（
菩
提
）、
大
安
楽
の
境
地
に
住
す
る
（
涅
槃
）

こ
と
を
、
始
ま
り
も
な
く
終
わ
り
も
な
い
一
つ
の
環
の
よ
う
に
絶
え

間
な
く
循
環
し
続
け
る
と
き
、
同
時
に
、
現
象
界
一
切
の
有
情
も
非

情
も
、
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
し
続
け
る
は
ず
で
あ
る
。
仏
道

（
仏
教
の
教
え
）
で
い
う
身
心
は
、
草
や
木
、
瓦
や
小
石
で
あ
り
、
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5
 

同
書
、
七
頁
。

6
 

武
藤
一
雄
・
片
柳
栄
一
訳
、「
自
由
と
し
て
の
恩
寵
（
抄
）」	( G

nade als 

Freiheit- Kleine theologishe Beitraege, 1968)	

『
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想

叢
書
』
第
十
三
巻
、
白
水
社
、
一
九
七
四
年
、
所
収
。

7
 

同
、
一
六
八
頁
。

8
 

同
、
一
六
八
頁
。

9
 

同
、
一
六
七
頁
。

0
 

「
啓
示
」
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
で
も
表
白
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

の
で
、
他
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
分
け
る
基
準
に
は
な
ら
な
い
と
思

わ
れ
る
。

a
 

キ
リ
ス
ト
教
と
他
の
宗
教
を
分
け
る
分
岐
点
は
「
イ
エ
ズ
ス
が
救
世
主

（
キ
リ
ス
ト
）で
あ
る
か
否
か
」に
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
立
場
も
あ
る
。

（
宗
教
間
対
話
研
究
所
、
第
百
十
一
回
例
会
に
お
け
る
深
井
智
朗
の
発

言
）

b
 

N
ostra aetate, 

一
九
六
五
年
十
月
二
十
八
日
。

c
 

第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
公
文
書
、
改
訂
公
式
訳
、
八
五
七
頁
。

d
 

Sallus extra ecclesiam
 non est	

北
ア
フ
リ
カ
出
身
の
カ
ル
タ
ゴ
の
司

教
、
キ
プ
リ
ア
ヌ
スC

yprianus

（
三
世
紀
）
の
言
葉
。

e
 

回
勅
と
は
、「
ロ
ー
マ
教
皇
が
全
世
界
の
カ
ト
リ
ッ
ク
者
に
あ
て
、
信

仰
ま
た
は
道
徳
の
問
題
に
関
し
権
威
あ
る
指
針
を
表
明
す
る
際
の
書

が
多
々
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
識
者
の
貴
重
な
時
間
を
浪
費
さ
せ

た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
対
し
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

同
時
に
辛
抱
し
て
こ
こ
ま
で
つ
き
あ
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
心
よ
り

感
謝
す
る
。
ご
教
導
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
、
一
旦
の
閣
筆
と
し

た
い
。

註

＊ 

凡
例
：
山
括
弧
内
の
数
字
は
『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
の
パ
ラ
グ
ラ

フ
番
号
。
本
論
の
底
本
は	

瀬
本
正
之,	
吉
川
ま
み
訳
『
回
勅	

ラ
ウ
ダ

ー
ト
・
シ　

と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、

二
〇
一
六
年
。

1
 

峯
岸
正
典
「
宗
教
間
対
話
と
し
て
の
東
西
霊
性
交
流
」、『
宗
教
研
究
』

日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
〇
八
年
。
八
一
巻
四
号
九
五
九
～
九
六
〇
頁
参

照
。

2
 

青
森
に
本
拠
を
置
く
松
緑
神
道
大
和
山
よ
り
派
遣
。

3
 

白
川
栄
造
『
開
か
れ
た
扉
』
大
和
山
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
。

4
 

東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
科
助
手
を
経
て
、松
緑
神
道
大
和
山
教
主（
当

時
）。
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「
い
と
高
き　

全
能
の
善
き
主
、

賛
美
と
誉
れ　

栄
光
と
祝
福
は

皆　

あ
な
た
の
も
の
。

そ
れ
ら
は

い
と
高
き　

あ
な
た
に
こ
そ　

ふ
さ
わ
し
く
、

だ
れ
も　

よ
く　

そ
の
ま
こ
と
を

語
る
も
の
は
な
い
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

あ
な
た
か
ら
造
ら
れ
た
も
の

わ
け
て
も　

貴
き
兄
弟　

太
陽
に
よ
っ
て
。

彼
は
昼
を
造
り
、

主
は　

彼
に
よ
り　

我
ら
を
照
ら
す
。

彼
は
大
い
な
る
光
に
よ
っ
て

美
し
く
照
り
輝
き
、

い
と
高
き　

あ
な
た
の

み
姿
を
映
す
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

姉
妹
な
る
月
と　

あ
ま
た
の
星
に
よ
っ
て
。

あ
な
た
は　

そ
れ
を　

大
空
に
ち
り
ば
め

美
し
く　

貴
く　

き
ら
め
か
す
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

簡
の
形
式
を
い
う
」	

わ
け
で
。「
回
勅
は
、
一
般
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
の
信
仰
と
道
徳
を
守
り
、
そ
の
一
致
を
保
持
す
る
た
め
の
重
要

な
媒
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。〈
略
〉
今
日
で
は
回
勅
の
権
威
を
一
般

化
す
る
よ
り
は
個
々
の
理
非
曲
直
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
て
」	
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
し
て

も
、
比
較
的
自
由
に
内
容
を
吟
味
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
検
討
の
対
象
と
し
て
も
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
一
九
五
〇
年
に
ピ
ウ
ス
十
二
世
が
出
し
た
『
フ
マ
ニ
・
ジ

ェ
ネ
リ
ス
』H

um
ani generis

で
、
教
皇
は
、「
論
議
中
の
問
題
に
回

勅
が
あ
る
指
針
を
与
え
た
場
合
、
も
は
や
神
学
者
は
自
由
に
議
論
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
付
け
加
え
た
。
し
か
し
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会

議
（
一
九
六
五
）
は
最
終
草
案
か
ら
こ
の
文
面
を
削
除
し
た
。
二
つ

目
は
、
人
工
的
避
妊
方
法
を
反
自
然
と
し
て
退
け
た
パ
ウ
ル
ス
六
世

の
『
フ
マ
ー
ネ
・
ビ
テ
』H

um
anae vitae

（
一
九
六
八
）
に
関
し
、
今

日
で
は
回
勅
の
権
威
を
一
般
化
す
る
よ
り
は
個
々
の
理
非
曲
直
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。［
越
前
喜
六
］（
小

学
館　

日
本
大
百
科
全
書(

ニ
ッ
ポ
ニ
カ)	 https://kotobank.jp/

w
ord/%

E5%
9B%

9E%
E5%

8B%
85-42684.

f
 

石
井
健
吾
編
訳
「
太
陽
の
讃
歌
」。
本
回
勅
〈
87
〉
で
は
以
下
、
カ
ギ

括
弧
の
部
分
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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ひ
と
を
赦
し　

病
を
忍
び

苦
し
み
に　

耐
え
る
も
の
ら
に
よ
っ
て
。

幸
い
な
る
か
な
、

心
安
ら
か
に　

忍
ぶ
も
の
。

彼
は　

い
と
高
き
あ
な
た
の

と
わ
の
冠
に　

ふ
さ
わ
し
い
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

我
ら
の
姉
妹　

肉
体
の
死
に
よ
っ
て
。

生
け
る
も
の
は　

だ
れ
も

そ
の
手
か
ら　

逃
れ
る
こ
と
が
な
い
。

禍
（
わ
ざ
わ
い
）
な
る
か
な
、

神
に
背
い
て
死
の
時
を
待
つ
も
の
！

幸
い
な
る
か
な
、

あ
な
た
の
聖
旨
（
み
む
ね
）
を　

生
き
る
も
の

二
度
の
死
も　

彼
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
。

我
が
主
を
た
た
え　

こ
と
ほ
ぎ
、

深
き　

へ
り
く
だ
り
と
と
も
に

感
謝
の
う
ち
に　

彼
に
仕
え
よ
。

https://am
eblo.jp/pikm

in18/entry-12193534363.htm
l.

g
 

例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
対
話
篇
の
な
か
で
「
肉
体
は
魂
の
牢
獄
で

あ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
ー
マ
・
セ
ー
マ
説
」
に
た
び
た
び
言

兄
弟
な
る
風　

大
気
や
雲

さ
ま
変
わ
る　

天
の
事
象
に
よ
っ
て
。

あ
な
た
は　

そ
れ
に
よ
り

造
ら
れ
た　

す
べ
て
を
支
え
ら
れ
る
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

姉
妹
な
る
水
に
よ
っ
て
。

そ
れ
は　

皆
を
生
か
し
、

お
ご
る
こ
と
な
く　

貴
く

ま
た
清
ら
か
に
澄
む
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

あ
な
た
は
兄
弟
に
な
る
火
に
よ
っ
て

夜
の
闇
を
照
ら
す
。

彼
は
美
し
く　

心
地
よ
く

た
く
ま
し
く　

力
あ
ふ
れ
る
。」

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

我
ら
の
母　

姉
妹
な
る
大
地
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は　

我
ら
を　

は
ぐ
く
み
、

草
花
を　

と
り
ど
り
に
染
め

く
さ
ぐ
さ
の
実
を　

結
ば
せ
る
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

あ
な
た
へ
の　

愛
の
た
め
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二
四
二
～
二
四
三
頁
参
照
。

l
 

村
上
陽
一
郎
『
西
欧
近
代
科
学
〈
新
版
〉
そ
の
自
然
観
の
歴
史
と
構
造
』

新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
。
三
二
～
三
三
頁
。

m
 

後
述
す
る
が
、
す
で
に
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
が
『
機
械
と
人
間
―
―
生
態

学
的
危
機
の
歴
史
的
根
源
』
青
木
靖
三
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二

年
。〔
原
著
は
一
九
六
八
年
、
該
当
す
る
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は

一
九
六
七
年
。〕
の
な
か
で
ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
精
神
に
戻
れ

と
指
摘
し
て
い
る
。

n
 

本
回
勅
の
中
心
と
な
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
問
題
、
貧
困
か
ら
生
ま
れ
る
環

境
問
題
と
弱
者
救
済
と
い
う
宗
教
の
社
会
性
に
関
わ
る
問
題
等
の
検
討

に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

o
 

仏
教
で
は
、
曇
り
な
き
眼
で
現
実
の
有
り
様
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
問

題
解
決
の
立
脚
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

p
 

後
にLynn W

hite, M
achina ex D

eo: Essays in the D
ynam

ism
 of 

W
estern Culture”,The M

IT Press, C
am

brige, M
ass.,1968

に
収
録
さ

れ
、
日
本
で
は
一
九
七
二
年
に
、
み
す
ず
書
房
か
ら
『
機
械
と
人
間
―

―
生
態
学
的
危
機
の
歴
史
的
根
源
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

q
 

前
掲
書
、
八
七
頁
。

r
 

同
、
八
八
頁
。

s
 

同
、
八
九
～
九
〇
頁
。

及
し
て
い
る
。

h
 

例
え
ば
、
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
（Thom

as à K
em

pis

）『
キ
リ
ス

ト
に
な
ら
い
て
』（D

e im
itatione Christi

）
参
照
。
論
者
は
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
大
学
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
基
礎
神
学
の
講
座
で
仏
教
を
取
り
扱
う
授

業
に
出
て
い
た
が
、
担
当
教
授
は
本
書
の
厭
世
的
側
面
を
仏
教
と
似
て

い
る
と
評
し
て
い
た
。
因
み
に
本
書
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
主
流
で
は

な
い
と
い
う
立
場
も
あ
る
。

i
 

聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
お
よ
び
「
太
陽
の
歌
」
に
関
し
て
は
、
Ｒ
・
Ｄ
・	

ソ

レ
ル
著
、
金
田	

俊
郎
訳
『
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
自
然
―

―
自
然
環
境
に
対
す
る
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
の
伝
統
と
革
新
』
教

文
館	

、
二
〇
一
五
年
、
参
照
。

j
 

「
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
深
く
自
然
を
愛
で
、
親
し
み
、

そ
の
中
に
神
の
力
を
感
じ
取
り
、
率
直
に
心
情
を
吐
露
し
た
人
は
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
が
最
初
で
あ
ろ
う
。」（
川
下
勝
『
太
陽
の
歌　

ア
シ
ジ
の
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
』
聖
母
の
騎
士
社
、一
九
九
三
年
。
一
九
六
～
一
九
七
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
以
降
も
自
然
を
賛
美
す
る
聖
人

は
見
つ
け
に
く
い
。

k
 

月
本
昭
男
「
共
感　

転
換
へ
の
意
思
―
―
聖
書
の
世
界
か
ら
」
サ
テ
ィ

シ
ュ
・
ク
マ
ー
ル
『
人
類
は
ど
こ
へ
い
く
の
か　

本
当
の
転
換
の
た
め

の
三
つ
の
Ｓ
〈
土
・
魂
・
社
会
〉』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
、
所
収
、
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と
の
あ
い
だ
に
は
架
け
る
べ
き
橋
が
な
く
な
り
、
自
然
は
人
間
に
と
っ

て
異
質
な
他
者
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
自
然
は
も
は
や

同
質
者
と
し
て
内
か
ら
直
感
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
実

験
と
い
う
拷
問
を
か
け
て
、
そ
れ
を
操
作
す
る
も
の
と
な
る
わ
け
で

す
。」	「
つ
ま
り
そ
こ
で
は
自
然
は
、
神
が
人
間
と
全
然
違
っ
た
も
の
と

し
て
つ
く
っ
た
。
人
間
と
は
異
質
な
第
三
者
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

重
要
な
こ
と
で
す
。
し
か
も
理
性
的
存
在
と
い
う
の
は
、
神
と
人
間
し

か
い
な
い
（
略
）。
そ
う
な
る
と
、（
略
）
第
一
に
自
然
の
非
人
間
化
と

い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
。」	

、「
つ
ま
り
、
人
間
と
何
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

も
許
さ
れ
な
い
、
そ
れ
自
身
独
立
な
、
気
心
の
知
れ
な
い
他
者
と
し
て

の
自
然
」	

を
「
目
的
も
な
く
意
識
も
な
く
、
生
命
も
な
い
、
一
切
の
質

を
欠
い
た
単
な
る
一
様
な
幾
何
学
的
延
長
と
し
て
見
」	

、「『
形
』、『
大

き
さ
』、」『
運
動
』
と
い
う
幾
何
学
的
な
量
的
関
係
だ
け
で
も
っ
て
自

然
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
こ
と
」	

に
な
っ
た
。「
で
す
か
ら
、
近
代
科

学
と
い
う
の
は
、（
略
）
キ
リ
ス
ト
教
的
な
自
然
観
と
い
う
も
の
の
な

か
に
潜
在
し
て
い
た
も
の
を
は
っ
き
り
と
取
り
出
し
」		

た
も
の
で
あ

る
と
規
定
し
て
い
る
。

D
 

月
本
昭
男
「
共
感　

転
換
へ
の
意
思
―
―
聖
書
の
世
界
か
ら
」、
サ
テ

ィ
シ
ュ
・
ク
マ
ー
ル
『
人
類
は
ど
こ
へ
い
く
の
か　

本
当
の
転
換
の
た

め
の
三
つ
の
Ｓ
〈
土
・
魂
・
社
会
〉』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
、

t
 

同
、
九
一
頁
。

u
 

同
、
九
一
頁
。

v
 

同
、
九
五
頁
。

w
 

同
、
九
二
～
九
三
頁
。

x
 

本
回
勅
の
訳
者
の
ひ
と
り
瀬
本
正
之
、上
智
大
学
神
学
部
教
授
の
発
言
。

https://blogs.yahoo.co.jp/kyom
utekisonzairon/M

Y
BLO

G
/yblog.

htm
l?m

=lc&
sv=%

A
5%

A
D

%
A

5%
EA

%
A

5%
B9%

A
5%

C
8%

B6%
B5&

sk=0.

y
 

同
、
九
六
頁
。

z
 

同
、
九
五
～
九
六
頁
。

A
 

同
、
九
六
頁
。

B
 

同
、
九
三
頁
。

C
 

『
改
訂
新
版	

思
想
史
の
な
か
科
学
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
。）
と
い

う
書
籍
の
な
か
で
は
伊
東
俊
太
郎
、
広
重
徹
、
村
上
陽
一
郎
と
い
っ

た
科
学
史
の
専
門
家
た
ち
が
、
近
代
科
学
が
生
ま
れ
て
く
る
背
景
と
な

る
、
創
世
記
に
由
来
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、「
神–

人
間–
自
然
の

階
層
秩
序
が
で
き
、
人
間
は
神
の
た
め
に
あ
る
し
、
自
然
は
人
間
の
た

め
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
人
間
は
自
然
と
一
体
で
は
な
く
、
そ

れ
を
支
配
す
る
も
の
と
な
る
素
地
が
出
て
く
る
」		

と
言
及
し
、「
神
が

人
間
と
自
然
を
独
立
に
つ
く
り
あ
げ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
人
間
と
自
然
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Q
 

丸
か
っ
こ
内
の
和
文
は
筆
者
の
訳

R
 

こ
う
し
た
二
重
性
が
な
い
限
り
、「
奇
跡
」
は
起
こ
り
え
な
い
は
ず
で

あ
る
。

S
 

馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
八
年
、
一
八
八~

一
九
一
頁
参
照
。

T
 

但
し
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
日
本
の
よ
う
な
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と

い
っ
た
思
想
は
な
い
。
馬
場
紀
寿
、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
参
照
。

U
 

岩
波
文
庫
『
正
法
眼
蔵
（
三
）』、
三
三
一
頁
。

V
 

東
京
都
町
田
市
、
東
雲
寺
住
職
。

W
 

大
地
は
非
情
と
も
置
き
換
え
ら
れ
る
。
非
情
と
は
草
木
、
山
川
、
瓦
礫

な
ど
心
を
も
た
な
い
も
の
を
指
す
。
有
情
と
は
人
間
や
動
物
な
ど
心
、

感
情
、
意
識
を
も
つ
も
の
。
有
情
と
非
情
と
を
合
わ
せ
て
現
象
界
一
切

の
こ
と
を
い
う
。

X
 

http://touunji.jugem
.jp/?eid=227.

み
ね
ぎ
し
・
し
ょ
う
て
ん

曹
洞
宗
長
楽
寺
住
職

所
収
。

E
 

天
地
創
造
物
語
と
「
エ
デ
ン
の
園
」
の
物
語
。

F
 

月
本
昭
男
、
前
掲
書
、
二
四
二
～
二
四
三
頁
。

G
 

pneũm
a.

H
 

psychē.

I
 

Satish Kum
ar.	

イ
ン
ド
出
身
の
思
想
家
。
元
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
修
行
僧
。

サ
テ
ィ
シ
ュ
・
ク
マ
ー
ル
『
人
類
は
ど
こ
へ
い
く
の
か　

本
当
の
転
換

の
た
め
の
三
つ
の
Ｓ
〈
土
・
魂
・
社
会
〉』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
、

参
照
。

J
 

ātm
an

K
 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
・
感
興
の
こ
と
ば
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
、
参
照
。

L
 

竹
村
牧
男
『『
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
―
―
共
生
・
環
境
・
い

の
ち
の
思
想
』
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
六
年
。
本
書
に
関
し
て
は
月
本

昭
男
も
紹
介
し
て
い
る
。
月
本
昭
男
、
前
掲
書
、
二
五
八
～
二
五
九
頁

参
照
。

M
 

竹
村
牧
男
、
前
掲
書
一
四
八
頁
。

N
 

同
、
一
四
九
頁
。

O
 

同
、
一
五
八
頁
参
照
。

P
 

同
、
一
六
〇
頁
。
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筆
者
は
、
今
日
の
行
き
詰
ま
っ
た
宗
教
状
況
の
解
決
策
を
キ
リ
シ

タ
ン
時
代
の
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
（
一
五
三
九
～
一
六
〇
六
）
の

取
っ
た
「
適
応
主
義
」
布
教
方
針
に
あ
る
と
見
て
い
た2

。
ま
た
ザ
ビ

エ
ル
書
簡
で
は
「（
日
本
人
は
）
こ
れ
ま
で
に
会
っ
た
民
族
の
中
で

最
高3

」
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
中
心
・
キ
リ
ス
ト
教
絶
対
の
布

教
方
針
転
換
の
必
要
性
を
報
告
し
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
、
文
化
・
宗
教
を
高
度
で
普
遍

的
な
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
絶
対
視
し
て
西
洋
外
の
途
上
国
、
新
大

陸
等
に
キ
リ
ス
ト
教
を
宣
教
す
る
上
か
ら
目
線
の
布
教
方
針
と
は
違

っ
て
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
「
適
応
主
義
」
は
、
そ
の
土
地
の
文
化
・

言
語
・
生
活
習
慣
の
良
い
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
キ
リ
ス
ト

教
の
中
に
生
か
そ
う
と
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に

本
文
第
二
部
に
「
彷
徨
の
経
緯
」
を
入
れ
て
い
る
が
、
本
稿
に
至

る
ま
で
に
は
数
年
の
模
索
の
時
が
あ
っ
た
。
比
較
思
想
、
宗
教
間
対

話
は
非
常
に
幅
広
く
内
的
な
深
み
が
あ
り
、
内
容
を
ご
理
解
頂
く
に

は
か
な
り
厳
し
い
面
も
あ
り
、説
明
不
足
の
段
は
ご
容
赦
願
い
た
い
。

Ｊ
・
Ｂ
・
カ
ブ
が
「
対
話
を
超
え
て
」
の
序
文
で
「
他
者
が
わ
れ

わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
は
ず
の
真
理
を
ほ
ん
と
う
に
聞
い
て
見
る
。

対
話
と
い
う
も
の
を
通
過
し
て
…
…
（
対
話
よ
り
も
深
い
）
対
話
を

超
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い1

」
と
し
て
対
話
に
よ
る
相
乗
効
果
と
豊

潤
さ
を
述
べ
て
久
し
い
が
、
果
た
し
て
宗
教
間
対
話
は
進
ん
で
い
る

の
か
。
本
稿
は
こ
う
し
た
疑
問
点
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

対
話
を
超
え
て
、
邂
逅
の
道
は
開
か
れ
た

髙
橋
勝
幸
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こ
の
方
針
は
四
世
紀
近
く
経
っ
て
（
Ｋ
・
ラ
ー
ナ
ー
等
の
進
歩

的
な
神
学
者
の
活
躍
で
）
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
～

一
九
六
四
会
期
）
に
於
い
て
「
諸
宗
教
間
対
話
」
と
な
っ
て
追
認
さ

れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
を
絶
対
普
遍
（
教
会
の
外
に
救
い

は
な
い
）
と
し
て
き
た
バ
チ
カ
ン
の
方
針
が
い
一
八
〇
度
転
換
さ
れ

る
こ
と
に
な
る4

。

こ
の
公
会
議
の
二
〇
年
も
前
に
、
愛
宮
真
備
ラ
サ
ー
ル(

一
八
九
八
～
一
九
九
〇)

は
「
日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
て

貰
う
た
め
に
は
、
日
本
人
の
心
の
中
に
生
き
て
い
る
霊
性
の
理
解
が

不
可
欠
」
と
し
て
、
自
ら
進
ん
で
一
九
四
三
年
か
ら
津
和
野
の
永
明

寺
で
禅
修
行
に
打
ち
込
ん
で
い
た
。
更
に
大
戦
直
後
の
イ
エ
ズ
ス
会

総
会
に
被
爆
者
で
あ
り
な
が
ら
日
本
布
教
長
の
資
格
で
ロ
ー
マ
に
赴

き
、
当
時
の
教
皇
ピ
オ
Ⅻ
世
に
謁
見
し
広
島
に
平
和
記
念
聖
堂
建
立

の
協
力
要
請
と
と
も
に
日
本
文
化
の
秀
れ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、
禅

の
修
行
法
は
、
こ
の
段
階
で
既
に
「
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
薦
め
ら
れ

る
」
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
愛
宮
は
奥
多
摩
に
キ
リ
ス
ト
教
の

禅
堂
「
秋
川
神
冥
窟
」
を
創
設
し
て
毎
夏
の
接
心
指
導
も
し
て
い
た
。

そ
の
後
継
者
Ｈ
・
デ
ュ
モ
リ
ン
（
一
九
〇
五
～
一
九
九
五
）
は
『
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
邂
逅
』
を
著
し
、仏
教
哲
学
を
講
じ
な
が
ら
「
対

話
の
道
」
に
取
り
組
ん
で
い
た5

。
更
に
上
智
大
学
「
東
洋
宗
教
研
究

所
」
に
於
い
て
宗
教
間
対
話
は
深
め
ら
れ
、
毎
年
の
よ
う
に
「
諸
宗

教
と
の
対
話
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
か
れ
、
こ
の
報
告
書
は
著
作
と

な
っ
て
い
る
。
後
に
師
家
と
な
る
門
脇
佳
吉
は
こ
の
当
時
「
中
野
鉄

舟
会
禅
道
場
」
の
大
森
曹
玄
老
師
に
師
事
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
動

き
に
啓
発
さ
れ
、
実
に
多
く
の
研
究
者
の
「
対
話
」
に
関
す
る
著
作

が
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
主
題
と
す
る
「
邂

逅
の
道
」
は
既
に
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
特
に
新
し
い
と
言
う
も

の
で
は
な
い6

。

し
か
し
、
公
会
議
か
ら
半
世
紀
を
過
ぎ
て
も
、
こ
れ
だ
け
「
邂

逅
の
道
」
が
叫
ば
れ
、
東
西
の
「
霊
性
交
流
」
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て

き
た
に
も
拘
ら
ず
、
宗
教
間
対
話
の
道
は
何
故
に
行
き
詰
ま
り
状
態

な
の
か
と
疑
問
に
思
う
人
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
は

こ
う
し
た
問
題
の
根
幹
を
探
求
し
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
俄
か

に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
「
中
動
態
」
の
文
法
か
ら
捉
え
直
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を
紹
介
し
た
い
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
本
稿
の
主
題
に
答
え
て
行
け

る
も
の
に
な
る
と
思
う
。

ま
た
、
明
治
維
新
以
来
、
佐
久
間
象
山
の
「
東
洋
道
徳　

西
洋

芸
術
」
の
標
語
を
唱
え
な
が
ら
、
西
洋
列
強
に
「
追
い
付
け
追
い
越

せ
」
と
欧
米
化
を
進
め
て
き
た
結
果
、
西
洋
の
物
理
科
学
的
思
考
に

慣
ら
さ
れ
た
多
数
の
学
者
に
よ
る
学
と
し
て
「
論
証
」
を
求
め
る
弊

害
も
出
て
い
る
。東
洋
的
な
思
考
を
曖
昧
で
一
段
低
い
も
の
と
し
て
、

西
洋
の
科
学
的
な
思
惟
方
法
で
は
「
意
識
・
言
語
」
の
世
界
に
留
ま

る
た
め
に
「
も
の
と
こ
と
」
か
ら
見
え
る
日
本
的
な
「
こ
と
的
世
界
」

の
見
え
な
い
分
別
智
（
意
識
）
以
前
の
世
界
は
理
解
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。

内
的
な
東
洋
・
仏
教
の
思
想
や
西
田
哲
学
な
ど
の
日
本
の
思
想

を
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
西
洋
思
想
中
心
に
教
義

（
ド
グ
マ
）
を
構
築
し
て
き
た
が
た
め
に
日
本
人
に
馴
染
ま
な
い
「
翻

訳
さ
れ
た
教
養
人
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
一
面
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
即
ち
、
今
日
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
西
洋
の
科
学
実
証
主

義
的
思
考
方
法
が
前
面
に
出
て
お
り
、
一
般
庶
民
の
生
活
習
慣
か
ら

し
て
行
き
た
い
。

先
ず
東
西
思
想
の
噛
み
合
わ
な
い
理
由
の
根
幹
を
西
洋
の
言
語
・

思
惟
方
法
か
ら
「
中
動
態
」
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
を

取
り
上
げ
た
い7

。
欧
米
の
合
理
的
な
「
個
」
を
中
心
と
す
る
主
語
・

述
語
の
言
語
・
思
惟
方
法
の
た
め
に
「
中
動
態
」
が
失
わ
れ
て
き
た

事
実
、
そ
の
た
め
東
西
思
想
が
真
逆
に
な
っ
て
噛
み
合
わ
な
い
こ
と

が
は
っ
き
り
見
え
て
き
た
が
、
こ
の
東
西
思
想
対
立
の
ま
ま
で
は
従

来
云
わ
れ
て
き
た
思
想
史
か
ら
何
等
進
展
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。こ

の
思
想
間
・
宗
教
間
の
対
立
を
超
え
る
解
決
の
道
を
木
岡
伸

夫
著
『
邂
逅
の
論
理
―
―
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ8

』
を
手
掛
か
り
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
の
西
洋
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
で
は
二
〇

世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
地
球
規
模
の
問
題
に
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
現
実
世
界
を
捉
え
、山
内
得
立
の『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』（
岩

波
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
ギ
リ
シ
ア
的
・
西
欧
的
な
「
ア
ナ
ロ
ギ

ア
の
論
理
」、東
洋
的
・
日
本
的
な
「〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
」、ま
た
「
も

の
と
こ
と9

」
等
か
ら
、
新
た
な
「
邂
逅
の
道
」
が
見
え
て
き
た
こ
と
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け
る
「
開
か
れ
た
教
会
」
の
改
革
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
対
話
の
道
」
は
、
客
観
化
し
て
心
を
欠
い
た
対
立
の
起
る
対
象

論
理
的
な
冷
た
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
対
話
の
原
理
」

に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
説
明
す
る
が
、
縁
の
結
ぶ
「
邂
逅
の
道
」

も
単
な
る
論
理
・
ロ
ゴ
ス
と
の
対
立
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、

本
稿
は
そ
れ
ら
の
対
立
を
超
え
て
包
摂
さ
れ
た
も
の
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
。
本
稿
の
中
に
屡
々
表
出
さ
れ
る
「
東
洋
的
論
理
」
に
つ
い

て
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
論
理
学
・
陳
那
の
論
理
を
認
識
の
中
に
入
れ

て
欲
し
い
。
こ
の
認
識
な
し
に
、
明
治
維
新
以
来
日
本
人
が
取
り
入

れ
て
き
た
西
洋
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
で
は
東
洋
の
思
考
は

理
解
で
き
な
い
こ
と
の
意
味
が
見
え
て
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
「
陳
那
の
論
理
学
」
に
つ
い
て
も
項
を
改
め
て
略
述
し
た
い
。

一
、
東
西
思
想
の
対
立

東
西
思
想
対
立
の
た
め
に
、
日
常
の
生
活
習
慣
で
あ
っ
て
も
そ
の

認
識
が
真
逆
に
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
東
西
思
想
の
根
幹
が
異
な

は
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
「
祈
り

（
瞑
想
）」
に
根
付
い
た
、
人
々
の
心
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
霊
性
と

は
か
け
離
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
「
適
応
主
義
」
の
よ

う
に
、
一
般
庶
民
の
生
活
習
慣
に
根
付
い
た
も
の
を
取
り
入
れ
て
行

く
方
針
と
は
程
遠
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
西
洋
思
想
中

心
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
日
本
人
の
こ
こ
ろ
に
は
響
い
て
来
な

い
。
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
で
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
「
適
応
主
義
」

布
教
方
針
が
追
認
さ
れ
た
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い0

。

即
ち
、「
祈
り
（
瞑
想
）」
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
古
来
か
ら

あ
る
日
本
人
の
「
霊
性
」
と
何
ら
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
然

る
べ
き
も
の
な
の
に
、
論
理
的
に
教
義
の
し
っ
か
り
し
た
教
養
人
の

宗
教
と
誤
解
さ
れ
て
い
るa

。「
日
本
的
霊
性
」
の
深
さ
は
既
に
キ
リ

シ
タ
ン
時
代
か
ら
捉
え
ら
れ
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
よ
っ
て
生
か
さ

れ
て
い
た
。
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
教
え
子
で
も
あ
っ
た
マ
テ
オ
・
リ

ッ
チ
は
中
国
に
入
り
、
同
じ
よ
う
に
「
適
応
主
義
」
に
よ
っ
て
中
国

布
教
に
成
功
し
て
い
たb

。
こ
の
方
針
が
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
於
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で
あ
る
、
絶
対
に
他
な
る
が
故
に
内
的
に
結
合
す
る
の
で
あ

る
」。「
即
ち
私
が
他
に
お
い
て
私
自
身
を
失
う
。
こ
れ
と
と
も

に
汝
も
ま
た
こ
の
他
に
お
い
て
汝
自
身
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
私
は
こ
の
他
に
お
い
て
汝
の
呼
声
を
、
汝
は
こ
の
他
に

お
い
て
私
の
呼
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
るc

。

こ
の
事
を
西
田
は
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
で
説
明
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
「
愛
」
と
い
う
一
大
「
転
換
点
」
が
あ
る
。

Ｆ
・
ザ
ビ
エ
ル
（
一
五
〇
六
～
一
五
五
二
）
がm

agis m
agis （

も
っ

と
多
く
を　

も
っ
と
多
く
を
）
と
日
本
で
の
困
難
に
直
面
し
た
時
に

も
自
分
を
鞭
打
ち
更
な
る
苦
難
を
求
め
て
行
っ
た
こ
と
も
、
道
元
が

『
正
法
眼
蔵
』「
接
心
接
性
の
巻
」
で
、
道
を
求
め
る
者
は
更
に
厳
し

い
道
に
進
む
よ
う
に
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
同
じ
意
味
で
あ
ろ

う
。
仏
教
に
お
け
る
「
慈
悲
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
Ｈ
・

デ
ュ
モ
リ
ン
は
『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
邂
逅
』
の
中
で
仏
教
の
社

会
性
を
評
価
し
て
い
る
が
、
仏
教
の
元
々
の
教
え
に
「
慈
悲
」
と
い

う
素
晴
ら
し
い
も
の
が
有
り
な
が
ら
、
仏
教
者
の
認
識
の
乏
し
さ
を

言
わ
れ
て
い
るd

。

る
た
め
の
認
識
の
違
い
か
ら
起
こ
る
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
。

①�

「
隣
人
愛
」の
意
味
に
つ
い
て
。（
聖
書
の
言
葉
と
西
田
の
論
文「
私

と
汝
」
の
類
似
性
）

「
愛
」
に
つ
い
て
『
聖
書
』
マ
タ
イ
二
二
章
「
神
へ
の
愛
と
隣
人

へ
の
愛
」
が
律
法
単
一
の
も
の
と
預
言
者
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。「
隣
人
愛
」
と
は
、
即
ち
「
人
が
友
の
た
め
に
自

分
の
命
を
捨
て
る
こ
と
、
こ
れ
以
上
大
き
な
愛
は
な
い
」（
ヨ
ハ
ネ

十
五
章
十
三
節
）
と
な
る
。「
死
」
さ
え
も
恐
れ
ず
、
そ
の
（
他
）

人
の
た
め
に
は
命
を
捧
げ
て
も
何
ら
悔
い
る
も
の
は
な
い
、
命
さ
え

惜
し
く
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
と
汝
と
は
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
と
汝
と
を
包
摂

す
る
何
等
の
一
般
者
も
な
い
。
併
し
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
私
で
あ
り
、
汝
は
私
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
で
あ

る
、
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
、
私
は
私
の

底
を
通
じ
て
汝
へ
、
汝
は
汝
の
底
を
通
じ
て
私
へ
結
合
す
る
の



35	―――	東西宗教研究　第 18号・2019年

く
るf

。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
・
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
基
礎

を
置
く
西
洋
の
言
語
・
思
惟
方
法
で
は
目
に
見
え
る
形
で
論
証
を
求

め
る
、
物
理
科
学
的
に
論
証
す
る
こ
と
が
真
理
と
さ
れ
て
き
た
が
、

必
ず
し
も
そ
の
思
考
方
法
が
普
遍
絶
対
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

西
洋
の
危
機
を
唱
え
る
多
く
の
論
者
が
既
に
見
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。本

稿
は
、
東
西
思
想
の
対
立
を
超
え
て
包
摂
し
た
「
邂
逅
の
道
」

を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
、
東
西
の
思
惟
方
法
の

違
い
の
解
明
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、更
に
掘
り
下
げ
て
「
中
動
態
」

の
掘
り
起
こ
し
に
よ
っ
て
、
新
た
な
出
会
い
「
邂
逅
の
道
」
を
開
く

こ
と
は
当
然
の
帰
結
に
な
っ
て
来
る
。

②�

陳
那
の
古
典
論
理
学
の
体
系

g

陳
那
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
難
解
さ
も
あ
っ
て
か

論
述
し
た
も
の
は
少
な
い
。
唯
一
北
川
秀
則
著
『
イ
ン
ド
古
典
論
理

学
の
研
究
―
―
陳
那
（D

ignaga

）
の
体
系
』
が
あ
っ
た
が
、
高
度

な
数
学
的
知
識
な
し
に
読
む
こ
と
は
難
し
い
。
陳
那
に
つ
い
て
、
筆

「
愛
」
に
お
い
て
は
、こ
の
論
理
を
用
い
れ
ば
、個
と
し
て
は
別
々

の
人
格
で
あ
り
な
が
ら
「（
こ
こ
ろ
は
」
一
つ
」
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
夫
婦
に
お
い
て
何
故
目
に
見
え
る
「
印
し
」
が
必
要
な
の
か
。
西

洋
の
習
慣
に
従
え
ば
目
に
見
え
る
形
の「
指
輪
」が
結
婚
の
愛
の「
印

し
」
と
し
て
必
要
に
な
る
。
し
か
し
「
愛
」
に
お
い
て
は
何
も
の
も

惜
し
ま
な
い
も
の
な
の
に
何
故
目
に
見
え
る
形
が
必
要
な
の
か
と
大

き
な
疑
問
と
な
る
。「
他
人
事
」
で
あ
る
限
り
、
客
観
的
に
見
る
と

対
岸
の
火
事
で
し
か
な
く
、
自
分
の
身
に
は
何
の
危
害
も
及
ば
な
い

無
責
任
な
言
動
と
な
るe

。

パ
ウ
ロ
は
「
私
は
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
ま

し
た
。
も
は
や
私
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
が
私
の

う
ち
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
」。（
ガ
ラ
テ
ア
二
章
二
〇
節
）
と

す
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
殉
教
者
の
心
」
は
、
仏
教
に
お

け
る
「
人
」
と
同
じ
で
「
神
・
キ
リ
ス
ト
を
愛
す
る
者
」
は
「
心
は

一
つ
」
で
あ
り
「
己
の
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
」
に
は
何
の
躊
躇
も
な

く
な
る
。

上
記
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
邂
逅
の
道
」
に
深
く
関
係
し
て
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西
田
哲
学
の
根
本
に
あ
る
の
は
「
無
の
論
理
」
で
あ
る
。
そ
れ
を

西
田
自
身
は
当
時
の
日
本
で
隆
盛
を
誇
っ
た
「
弁
証
法
」
に
当
て
は

め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
山
内
得
立
は
、
師
西
田
の
「
無
の

論
理
」
を
弁
証
法
と
本
質
的
に
関
連
す
る
も
の
の
、
一
見
し
た
と
こ

ろ
そ
れ
と
ま
っ
た
く
別
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
と
い
う
鏡
に
映
し
出
す

こ
と
を
企
て
た
。
…
…
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
と
デ
イ
ア
ロ
ゴ
ス
（
弁
証
法
）

は
ロ
ゴ
ス
の
形
態
と
し
て
関
連
的
に
把
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
ア
ナ

ロ
ゴ
ス
と
は
、
二
つ
の
異
な
れ
る
も
の
が
互
い
に
異
な
れ
る
も
の
で

あ
り
な
が
ら
同
一
の
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
。

ア
ル
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
―
―
演
繹
的
推
論
と
三
段
論
法

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
後
世
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
業
績
の
中
で
も
っ

と
も
重
要
な
も
の
は
「
形
式
論
理
学
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
以
来
論
理
学
は
進
歩
も
退
歩
も
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て

い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
は
、
集
合
論
の
見
地
か
ら
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
は
乗
り
越
え
ら
れ
、
ま
た
彼
の
追
及
し

者
は
仏
教
用
語
も
浅
薄
で
使
わ
れ
る
言
葉
そ
の
も
の
の
理
解
も
乏
し

い
、
鈴
木
大
拙
の
「
即
非
」
や
西
田
幾
多
郎
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一
」
等
の
日
本
的
・
東
洋
的
な
論
理
理
解
の
一
如
と
す
る
た
め
に

取
り
上
げ
た
。
こ
の
論
理
が
あ
っ
て
西
洋
と
の
対
比
の
意
味
も
理
解

し
易
い
が
紙
数
の
関
係
で
大
ま
か
な
紹
介
に
留
め
る
。

こ
こ
で
は
、木
岡
伸
夫
著
『
邂
逅
の
論
理
』
か
ら
西
欧
的
な
「
ア

ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」
か
ら
見
て
行
く
。

Ⅰ	

ロ
ゴ
ス	

ａ	

ロ
ゴ
ス　

単
一
の
も
の
の
ロ
ゴ
ス

	

（
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
）

	

ｂ	

デ
イ
ア
ロ
ゴ
ス　

二
つ
の
も
の
の
ロ
ゴ
ス

	

（
プ
ラ
ト
ン
が　

弁
証
法
）、（
対
話
）

	

ｃ		

シ
ュ
ン
ロ
ゴ
ス　

	

三
つ
の
も
の
の
ロ
ゴ
ス

	

（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が　

三
段
論
法
）

Ⅱ	

ア
ナ
ロ
ゴ
ス　

下
か
ら
上
へ
の
ロ
ゴ
ス

	

（
数
学
的
、
自
然
科
学
的
思
考
）

Ⅲ	

カ
タ
ロ
ゴ
ス
…
…
上
か
ら
下
へ
の
ロ
ゴ
ス　
　
　

	

（
時
間
的
継
起
の
秩
序
、
歴
史
的
思
考
）
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因
明
論
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
の
論
理
学
の
特
徴
は
、
論
理
そ
れ
自

体
の
真
理
性
を
追
求
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
る
西
洋
の
論
理

学
と
異
な
り
、
イ
ン
ド
で
は
各
々
の
立
場
か
ら
の
真
理
到
達
、
輪
廻

か
ら
の
解
脱
な
ど
の
妥
当
性
を
問
う
側
面
が
強
か
っ
た
た
め
、
認
識

論
や
存
在
論
も
含
め
た
学
問
と
し
て
発
達
し
た
。

三
支
作
法
に
つ
い
て
は
、
仏
教
論
理
学
の
大
成
者
陳
那
以
後
に
用

い
ら
れ
た
，
イ
ン
ド
の
新
し
い
論
理
学
の
論
式
。
即
ち
、
論
の
命
題

で
あ
る
宗
，
宗
を
形
成
す
る
理
由
で
あ
る
因
，
宗
を
助
け
る
比
喩
で

あ
る
喩
の
三
支
か
ら
つ
く
ら
れ
る
論
式
の
こ
と
。
い
わ
ゆ
る
「
三
段

論
法
」
と
確
か
に
外
見
上
は
似
て
い
る
が
，
西
洋
論
理
学
が
概
念
の

外
延
間
の
関
係
に
主
眼
を
お
く
の
に
対
し
，
イ
ン
ド
の
論
理
学
は
，

基
体(

例
え
ば
山)

と
属
性(

火
，
煙)

と
の
関
係
に
着
目
し
て
分
析

を
行
う
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
因
の
三
相
説
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
正
理
が
五
支
作
法
に

よ
っ
て
表
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
陳
那
は
三
支
作
法
と
し
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
陳
那
は
、
三
支
作
法
の
因
・
喩
が
因
の
三
相
に
対

応
す
る
も
の
と
捉
え
、
因
が
遍
是
宗
法
性
に
、
同
喩
と
異
喩
が
そ
れ

た
推
論
の
形
式
が
論
理
的
思
考
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

論
理
学
が
歴
史
上
に
果
た
し
た
役
割
は
偉
大
で
あ
っ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
必
然
的
推
論
」
は
三
段
論
法
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
。
三
段
論
法
と
は
演
繹
的
推
論
を
定
式
化
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
大
前
提
、
小
前
提
、
結
論
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
論

証
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

大
前
提	

す
べ
て
の
人
間
は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る	

小
前
提	

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る	

結
論
・
断
案	

ゆ
え
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る

三
段
論
法
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
は

そ
れ
を
精
密
に
定
式
化
し
た
。
大
前
提
が
肯
定
的
な
命
題
で
あ
る
か

否
定
的
な
命
題
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、肯
定
的
三
段
論
法
（
上
の
例
）

と
否
定
的
三
段
論
法
に
分
類
し
た
ほ
か
、
定
言
的
三
段
論
法
、
仮
言

的
三
段
論
法
、
選
言
的
三
段
論
法
に
分
類
し
た
り
も
し
た
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
展
開
し
て
い
る
の
は
、
定
言
的
三
段
論
法
に
関
す
る
議

論
で
あ
る
。
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識
を
吟
味
し
た
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
。

③�

対
話
的
原
理
に
つ
い
て

h

「
対
話
的
原
理
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
度
々
扱
っ
て
き

て
い
る
が
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
。

「
対
話
」
と
は
何
か
、
こ
の
単
純
な
一
言
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い

が
た
め
に
、
宗
教
間
、
国
家
間
、
民
族
間
の
争
い
が
絶
え
な
い
。
今

日
に
お
い
て
も
テ
ロ
の
脅
威
は
増
し
て
い
る
。
差
別
・
格
差i

（
人
種
、

身
分
、経
済
力
、学
歴
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
、障
害
者
等
々
）
が
あ
る
限
り
、

虐
げ
ら
れ
る
人
々
の
重
荷
、
苦
し
み
は
消
え
ず
、
格
差
の
広
が
り
が

テ
ロ
の
温
床
と
も
な
っ
て
い
る
。
数
千
年
に
及
ぶ
対
話
を
忘
れ
た
抗

争
の
歴
史
は
「
話
し
合
い
」
の
場
さ
え
奪
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

ろ
う
。
自
己
の
全
存
在
を
か
け
て
、
他
者
を
受
け
入
れ
尊
重
す
る
こ

と
が
「
対
話
」
の
基
本
と
な
る
が
、「
宗
教
間
対
話
」
に
於
い
て
も

こ
の
原
理
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
か
を
問
い
た
い
。「
対
話
的
原
理
」

は
ま
た
「
邂
逅
の
道
」
で
も
あ
る
。

西
洋
思
想
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
に
軸
足
を
置
い
た
ま
ま
で
は
一
方

ぞ
れ
同
品
定
有
性
、
異
品
遍
無
性
に
対
応
す
る
も
の
と
し
た
。
さ
ら

に
、
陳
那
は
、
因
の
三
相
説
に
基
づ
い
て
、
正
し
い
因
と
誤
っ
た
因

(hetvābhāsa)

を
区
別
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
も
言
う
べ
き
九
句

因(hetucakra)
説
を
創
設
し
た
。

宗	
声
は
無
常
な
り

因	

所
作
性
な
る
が
故
に

同
喩		

お
よ
そ
所
作
な
る
も
の
は
無
常
な
り
。
瓶
等
の
如
し

異
喩	

	

お
よ
そ
無
常
な
ら
ざ
る
も
の
は
所
作
な
ら
ず
。
虚
空

の
如
し

こ
の
よ
う
に
、
作
ら
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
て

い
る
の
で
、
仏
陀
の
言
葉
も
無
常
で
あ
り
、
そ
れ
が
量
と
し
て
は
不

完
全
で
あ
る
こ
と
を
示
す
論
証
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
確
か
め
ら
れ

た
知
識
を
、
確
か
め
ら
れ
た
方
法
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
に
伝

達
す
る
こ
と
が
「
為
他
比
量
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
為
他
比
量
」

は
言
語
に
よ
る
認
識
に
つ
い
て
、
そ
の
言
語
表
現
の
確
実
性
を
追
求

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
三
相
を
そ
な
え
た
因
」
で
あ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、「
為
他
比
量
」
の
因
は
、「
為
自
比
量
」
に
お
け
る
認
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て
く
るl

。

し
か
し
、
長
い
歴
史
と
伝
統
、
教
義
、
儀
式
を
重
ん
じ
る
旧
来
の

思
想
に
固
執
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
保
守
的
な
者
に
と
っ
て
は
、「
対

話
的
原
理
」
そ
の
も
の
が
先
が
見
え
な
い
事
で
否
定
的
で
あ
っ
た
。

「
対
話
」
の
基
本
に
つ
い
て
、藤
田
正
勝
は
西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」

を
引
用
し
て
「
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
で
あ
り
、
汝
は

私
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
自
己

と
他
者
と
の
本
来
的
な
関
わ
り
を
、
一
方
で
他
者
に
呼
び
か
け
る
と

と
も
に
、
他
方
そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
と
い
う
相
互
的
な
行
為
の

中
に
見
出
す
」
と
す
るm

。
即
ち
、「
対
話
」
は
お
互
い
に
「
真
の
自
己
」

を
認
め
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通
の
領
域
へ
と
歩
み
寄
り
架
橋
さ

れ
た
時
に
成
立
す
る
と
し
て
い
る
。

対
話
的
原
理
に
つ
い
て
、
思
考
方
法
が
「
有
（
存
在
）」
か
ら
世

界
を
見
る
か
、「
無
（
悟
り
）」
か
ら
世
界
を
見
る
か
、
真
逆
で
あ
る

こ
と
は
衆
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
根
源
的
い
の
ち
＝
大
い

な
る
方
の
い
の
ち
の
源
泉
」
を
根
底
に
据
え
る
な
ら
一
休
宗
純
禅
師

の
道
歌
と
さ
れ
る
「
分
け
登
る　

麓
の
道
は
多
け
れ
ど　

同
じ
高
嶺

的
に
偏
っ
た
「
対
話
」
認
識
と
な
り
、
他
者
（
諸
宗
教
者
）
へ
の
配

慮
が
足
り
ず
、話
し
合
い
の
テ
ー
ブ
ル
に
も
付
け
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
無
」
と
な
り
「
不
偏
心
」
と
な
っ
て
始
め
て
東
西
思
想
の
対
立
を

超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
根
源
的
い
の
ち
」
が
共
通
の
「
土
俵
」
で

あ
り
、
こ
こ
で
「
対
話
の
原
理
」
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
るj

。

こ
の
論
稿
の
掛
か
り
は
、
比
較
思
想
に
お
け
る
「
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
の
対
話
」
を
主
眼
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
対
話
す
ら
噛
み

合
っ
て
い
な
か
っ
た
現
実
に
留
意
し
て
、
新
た
に
西
田
哲
学
の
「
絶

対
無
の
場
所
」
と
イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
（
一
四
九
一
～

一
五
五
六
）
の
「
霊
操
」
に
お
け
る
「
不
偏
心k
」
と
の
類
似
性
を
示

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
が
接
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
祈
り
（
瞑

想
）
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
」
を
示
し
、
宗
教
体
験
に
よ
り
神
秘
的
な

瞑
想
の
世
界
か
ら「
神
の
意
志
」を
読
み
取
る
イ
グ
ナ
チ
オ
の『
霊
操
』

の
精
神
と
西
田
の
晩
年
の
論
文
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』

で
示
さ
れ
る
「
絶
対
無
の
場
所
」「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
の

類
似
性
に
よ
っ
て
、
東
西
思
想
ま
た
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
垣
根
を

超
え
た
深
奥
に
あ
る
「
根
源
的
い
の
ち
」「
邂
逅
の
道
」
が
開
か
れ
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一
作
用
」「
自
発
自
展
」
に
つ
い
て
も
純
粋
経
験
を
説
明
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
自
然
の
無
意
識
の
う
ち
の
言
葉
に
な
る
前
の

働
き
は
『
善
の
研
究
』
の
第
一
編
第
一
章
「
純
粋
経
験
」
の
書
き
出

し
で
も
あ
る
。即
ち
、意
志
に
も
言
語
に
も
表
さ
な
い
前
の
状
態
、「
も

の
（
ロ
ゴ
ス
）
的
」
論
理
で
は
論
証
で
き
る
も
の
で
は
な
いp

。

同
じ
こ
と
を
木
村
敏
は
『
時
間
と
自
己
』
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

古
来
、
西
洋
の
科
学
は
も
の
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
を
金
科
玉

条
と
し
て
き
た
。「
理
論
」（theory

）
の
語
の
語
源
は
ギ
リ
シ

ア
語
の
「
見
る
こ
と
」
で
あ
る
。
西
洋
で
は
、
見
る
こ
と
が
そ

の
ま
ま
捉
え
る
こ
と
、
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て

こ
れ
が
、
単
に
客
観
的
観
察
を
本
領
と
す
る
自
然
科
学
だ
け
で

な
く
、
哲
学
を
含
め
た
学
一
般
の
基
本
姿
勢
な
の
で
あ
る
。」

ま
た
「（
名
指
し
さ
れ
対
象
化
さ
れ
た
も
の
は
）
わ
れ
わ
れ
は
、

覚
め
た
意
識
を
は
た
ら
か
せ
て
い
る
か
ぎ
り
、
内
部
も
外
部
も

至
る
と
こ
ろ
も
の
ま
た
も
の
で
埋
め
つ
く
さ
れ
た
空
間
の
中
に

住
ん
で
い
る
。
こ
の
空
間
内
で
は
、
わ
れ
わ
れ
ひ
と
り
ひ
と
り

の　

月
を
見
る
か
な
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
真
理
の
道
は
一
つ
で

あ
る
こ
と
の
意
味
が
生
き
て
く
る
。
同
じ
こ
と
は
ユ
ン
グ
の
「
集
合

的
無
意
識
」
に
お
い
て
も
、
唯
識
の
「
阿
頼
耶
識
」
に
お
い
て
も
言

わ
れ
て
い
るn

。
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
も
「
私
と
汝
」
に
お
け

る
対
話
的
原
理
に
お
い
て
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
と
同
じ
と
こ
ろ
に
あ

る
と
言
え
る
。

二
、
本
論
に
至
る
ま
で
の
彷
徨
の
経
緯

「
何
故
今
邂
逅
か
」
と
問
わ
れ
た
時
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
て
一
言

で
は
答
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
網
羅
的
に
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を

参
考
ま
で
に
入
れ
て
い
る
。
彷
徨
の
中
で
大
き
な
壁
に
ぶ
つ
か
り
、

絶
望
に
近
い
中
で
始
め
て
底
が
突
き
抜
け
る
よ
う
に
「
中
動
態
」
に

辿
り
着
く
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
が
紙
数
の
関
係
で
紹
介
に
留
め
る
。

①�

邂
逅
の
道
の
前
提
と
な
る
自
然
法
爾

o

西
田
の
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
純
粋
経
験
」
等
、西
田
の
「
統
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る
。
現
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
こ
の
「
開
か
れ
た
教
会
」
の
精
神

を
尊
重
す
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
る
が
保
守
派
の
抵
抗
は
随
所
に
出

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
るs

。
根
源
的
い
の
ち
の
霊
性t

は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ

ー
ノ
の
「
適
応
主
義
」
と
合
せ
て
論
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

③�

保
守
化
傾
向
に
よ
る
揺
り
戻
し

u

多
く
の
心
あ
る
方
々
が
口
を
噤
む
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
時
期
「
保

守
派
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
さ
え
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
絶
望
に

近
い
大
き
な
壁
で
あ
っ
た
が
、
幸
い
京
都
大
学
の
「
対
話
の
深
み
を

求
め
る
先
生
方
」
の
理
解
が
あ
っ
て
、
自
己
の
研
究
方
針
に
間
違
い

は
な
い
と
確
信
は
持
っ
て
い
た
。

東
西
思
想
の
対
立
は
、
註
９
に
メ
ロ
神
父
へ
の
「
出
版
停
止
令
」

や
ヴ
ィ
リ
ギ
ス
・
イ
エ
ー
ガ
ー
神
父
へ
の
「
活
動
停
止
令
」
は
顕
著

な
誤
解
の
例
で
あ
っ
た
。

④�
西
田
哲
学
と
の
関
わ
り
か
ら
新
た
な
道
を
求
め
る

v
改
め
て
西
田
哲
学
を
「
か
な
め
石
」
と
す
る
な
ら
、「
対
話
」
の

も
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
も
の
で
あ
るq

。

西
田
の
「
純
粋
経
験
」
で
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
と
同
じ
で
、
客
観

的
な
対
象
的
な
も
の
と
し
て
外
側
か
ら
見
る
な
ら
、因
果
律
か
ら「
何

で
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、論
証
で
き
な
い
「
こ

と
（
レ
ン
マ
）」
の
世
界
は
、
不
安
定
で
客
観
的
に
固
定
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
が
「
於
い
て
あ
る
場

所
」
と
表
現
す
る
が
、
西
洋
的
に
論
理
化
し
て
は
捉
え
ら
れ
ず
最
も

難
解
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
難
解
さ
は
西
洋
と

東
洋
の
思
惟
方
法
が
真
逆
に
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

②	

キ
リ
シ
タ
ン
史
に
学
ぶr

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
、
ザ
ビ
エ
ル
よ
り
三
〇
年
遅
れ
て
来
日
す

る
が
そ
の
意
志
を
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
適
応
主
義
は
、
そ
の
土
地

の
良
い
も
の
・
文
化
・
言
語
・
生
活
習
慣
を
取
り
入
れ
、
キ
リ
ス
ト

教
の
中
に
生
か
そ
う
と
す
る
画
期
的
な
方
針
で
あ
っ
た
。
第
二
バ
チ

カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
「
宗
教
間
対
話
」
は
一
応
は
、
現
在
の
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
的
な
見
解
と
な
っ
て
い
る
が
、
半
世
紀

を
過
ぎ
て
も
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
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さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

既
述
の
愛
宮
ラ
サ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
禅
の
接
心
に
も
参
加
し
、

Ｈ
・
デ
ュ
モ
リ
ン
、
門
脇
佳
吉
の
授
業
や
諸
研
究
会
に
も
出
て
い
た

の
に
、
東
西
思
想
対
立
の
根
幹
の
認
識
不
足
の
た
め
に
、
何
を
間
違

っ
た
の
か
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
で
大
き
な
壁
に
ぶ
つ
か
り
真
っ
暗
闇
を

経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
絶
望
に
近
い
中
で
、
起
死
回
生

に
西
洋
の
言
語
・
思
考
か
ら
失
わ
れ
た
「
中
動
態
」
に
出
会
う
こ
と

に
な
る
。三

、�「
邂
逅
の
道
」
の
入
り
口
と
し
て
の
「
中
動
態
」�

の
文
法

本
項
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
か
ら
、
俄
か
に
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
「
中
動
態
」
の
文
法
へ
の
道
程
を
振
り
返
り
、

そ
こ
か
ら
東
西
思
想
の
噛
み
合
わ
な
い
理
由
の
根
幹
を
、
西
洋
の
言

語
・
思
想
か
ら
「
中
動
態
」
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
に

気
付
い
た
経
緯
を
取
り
上
げ
た
い
。

道
は
開
け
る
と
信
じ
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
元
々
東
西
思

想
が
真
逆
の
思
考
で
あ
る
の
で
通
じ
て
い
な
か
っ
た
。こ
の
こ
と
は
、

既
述
註
６
の
よ
う
に
「
対
話
」
の
努
力
は
為
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
だ

け
の
基
盤
が
あ
り
な
が
ら
、
芳
し
く
な
い
現
実
に
戸
惑
っ
て
い
た
。

⑤��

イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
の
「
霊
操
」
と
西
田
の
「
場
所
論
」

を
結
び
付
け
る

w

前
項
の
よ
う
に
西
田
哲
学
を
「
か
な
め
石
」
と
し
た
発
表
に
も
拘

ら
ず
芳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
を
更
に
深
め
た
最
後
の
手
段

と
し
て
イ
グ
ナ
チ
オ
の
「
霊
操
」
を
持
ち
出
し
た
。
し
か
し
、「
霊
操
」

に
つ
い
て
の
論
文
の
ほ
と
ん
ど
が
外
国
の
聖
職
者
と
そ
れ
を
翻
訳
し

た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
西
田
哲
学
と
結
び
付
け

れ
ば
少
し
は
理
解
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
た
が
徒
労
で
あ
っ
た
。
目
論

見
が
大
き
く
崩
れ
「
取
り
付
く
島
な
し
」
の
状
態
に
な
っ
た
。
宗
教

間
対
話
で
は
、
仏
教
理
解
・
日
本
思
想
の
理
解
の
乏
し
さ
か
ら
各
種

研
究
会
に
参
加
し
て
い
た
が
、
ま
さ
か
自
分
の
足
台
と
す
る
キ
リ
ス

ト
教
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
は
「
対
話
の
道
」
を
完
全
に
閉
ざ
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は
、
東
洋
思
想
を
不
確
実
で
論
証
が
曖
昧
と
し
て
一
段
低
い
も
の
と

軽
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
に
依
る
も
の
で
あ
り
、「
中
動
態
」

の
掘
り
返
し
な
し
に
解
決
は
困
難
で
あ
る
こ
と
も
見
え
て
き
た
。
即

ち
、「
邂
逅
の
道
」
の
解
決
の
糸
口
が
開
か
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味

す
る
。

②�

木
村
敏
に
よ
る
「
中
動
態
」
の
見
方
。

「
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
古
い
言
語
形
態
に
は
、
ま
だ
現

在
の
西
洋
諸
国
語
で
一
般
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
動
詞
の
「
能
動

態
」active voice	

と
「
受
動
態
」passive voice	

の
対
立
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
①
た
と
え
ば
「
見
る
」「
聞
く
」
な
ど
も

動
詞
で
言
い
表
さ
れ
る
活
動
の
過
程
が
、
こ
の
過
程
を
生
起
さ
せ
て

い
る
主
体
か
ら
主
体
の
外
部
に
あ
る
対
象
へ
と
向
か
う
方
向
を
と
る

場
合
（「
私
は
山
を
見
る
」「
私
は
音
楽
を
聞
く
」）
と
、
②
そ
の
過

程
が
主
体
内
部
の
場
所
で
生
起
し
、
主
体
は
こ
の
過
程
の
座
と
し
て

言
い
表
さ
れ
る
場
合
（「
私
に
は
山
が
見
え
る
」「
私
に
は
音
楽
が
聞

こ
え
る
」）
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
。
前
者
は
今
日
の
能
動
態
そ
の

①
「
中
動
態
」
に
よ
っ
て
道
が
開
か
れ
る

x

。

「
中
動
態
」
に
つ
い
て
は
既
に
発
表
済
み
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
簡

略
に
す
る
。
筆
者
は
、
東
西
思
想
対
立
の
狭
間
で
大
き
な
壁
に
ぶ
つ

か
り
、
研
究
の
道
筋
を
見
失
い
困
惑
し
て
い
た
時
に
「
中
動
態
」
と

い
う
言
葉
に
接
し
た
。
そ
れ
は
「（
中
動
態
が
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思

想
・
言
語
か
ら
消
え
た
こ
と
で
、
こ
の
た
め
東
西
思
想
の
対
立
が
起

っ
て
い
る
」
と
単
純
に
認
識
し
て
い
た
が
「
比
較
思
想
学
会
」
の
大

会
テ
ー
マ
が
「
中
村
元
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
早
速
『
中
村

元
全
集
』の『
東
洋
人
の
思
惟
方
法〈
３
〉日
本
人
の
思
惟
方
法
』（
春

秋
社
一
九
八
九
年
）
を
主
題
に
取
り
掛
か
っ
た
。

中
村
元
は
「
中
動
態
」
の
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
西
洋
人

と
の
思
惟
方
法
の
違
い
を
戦
前
に
既
に
捉
え
て
い
た
こ
と
で
、
筆
者

自
身
に
は
大
き
な
希
望
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
東
西
思
想
の
思
惟
方

法
の
違
い
は
真
逆
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

思
想
を
基
点
と
す
る
西
洋
思
想
か
ら
「
教
義
」
を
立
て
て
来
た
が
た

め
に
、
述
語
的
論
理
の
東
洋
・
日
本
の
思
想
は
理
解
出
来
な
い
こ
と

が
明
白
に
な
っ
て
く
る
。
同
時
に
自
身
が
行
き
詰
ま
っ
た
大
き
な
壁
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ヨ
ハ
ネ
の
『
霊
魂
の
暗
夜
』
中
の
詩
作
の
“m

e

”
は
「
自
動
詞
の

他
動
詞
的
」
な
言
葉
づ
か
い
で
あ
っ
て
、
能
動
的
な
訳
で
も
な
く
受

動
的
な
訳
で
も
な
い
「
出
来
事
が
お
の
ず
と
起
る
」
中
動
態
で
訳
せ

る
と
の
こ
と
。「
神
秘
体
験
」
は
「
聖
霊
の
働
き
」
で
も
あ
る
、
即

ち
「
聖
霊
の
場
」
に
お
い
て
は
「
す
る
」
で
も
「
さ
れ
る
」
で
も
な
く
、

「
な
る
」（
お
の
ず
と
生
じ
る
）
中
動
態
の
表
現
と
な
る
。
そ
の
表
現

は
「
神
と
の
合
一
」
を
、
主
客
を
超
え
た
表
現
形
式
で
あ
り
、
ヨ
ハ

ネ
は
こ
の
見
え
な
い
世
界
を
「
詩
文
」
に
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
な

る
。元

来
、
主
語
・
述
語
の
二
項
対
立
の
論
理
で
は
「
神
秘
体
験
」

は
説
明
で
き
な
い
。
即
ち
、
ヨ
ハ
ネ
は
「
中
動
態
」
の
文
法
を
用
い

て
い
る
の
で
は
と
推
測
す
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
そ
の
表
現
方
法
は
「
私
は

神
の
内
に
あ
り　

神
は
私
の
内
に
あ
る
」
主
客
合
一
の
形
を
と
る
。

西
田
は
晩
年
に
は「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」と
し
て
大
拙
の「
即
非
」

の
論
理
か
ら
説
明
す
る
。
こ
の
捉
え
方
は
、ヨ
ハ
ネ
も
西
田
の
「
一
」

つ
と
な
る
体
験
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な

い
場
所
、
西
洋
の
「
も
の
」
的
論
理
で
考
え
れ
ば
矛
盾
だ
ら
け
で
あ

も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
に
遺
さ

れ
た
そ
の
痕
跡
か
ら
、「
中
動
態
」m

iddle	voice	

と
呼
ば
れ
て
い

る
。
そ
し
て
今
日
の
受
動
態
（「
山
が
私
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
」「
音

楽
が
私
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
」）
で
は
、
中
動
態
と
同
じ
よ
う
に
こ

の
過
程
の
対
象
を
形
式
上
の
「
主
語
」
に
立
て
な
が
ら
、主
体
（
私
）

の
ほ
う
は
過
程
の
場
所
と
し
て
で
は
な
く
、
動
作
主
の
資
格
で
対

象
と
同
格
の
存
在
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
現
代
の
西
洋
各
国

語
に
は
、
こ
の
中
動
態
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
な
い
。

…
…
こ
れ
に
対
し
て
印
欧
語
族
と
関
係
の
な
い
日
本
語
で
は
、
驚

く
べ
き
こ
と
に
、
む
し
ろ
こ
の
中
動
態
に
相
当
す
る
語
法
が
現
在

で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
るy

」。

即
ち
、
客
観
的
に
対
象
的
な
も
の
と
し
て
見
る
な
ら
「
何
で
あ

る
か
」
と
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
論
証
で
き
な
い
日
本

的
な
「
こ
と
」
の
世
界
は
、
不
安
定
で
客
観
的
に
固
定
す
る
こ
と

が
で
き
ず
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
中
動
態
」
の
文
法
は
曖
昧

と
し
て
西
欧
世
界
か
ら
消
え
て
行
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
に
、
十
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
家
・
十
字
架
の
聖
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逅
の
論
理
ー
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』
は
こ
れ
ま
で
の
西
洋
の
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
で
は
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
実
世
界

を
捉
え
、「
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
」「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」「〈
縁
〉
の

結
ぶ
世
界
」
か
ら
、
新
た
な
「
邂
逅
の
道
」
が
見
え
て
き
た
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。
難
解
と
さ
れ
る
鈴
木
大
拙
の
「
即
非
」
の
論
理
等
も

イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
影
響
が
大
で
あ
る
。
大
拙
の
影
響
を
受
け
た

西
田
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
るA

。

認
識
に
お
い
て
は
、
外
側
（
客
観
的
）
と
内
側
か
ら
見
る
場
合

で
は
判
断
は
真
逆
に
な
る
。
人
は
呼
吸
し
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
止
め
て
（
血
の
通
わ
な
い
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）」）
に

す
る
と
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
に
始
ま
る
）
欧
米
的
な
論
証
を

求
め
る
客
観
的
・
合
理
的
な
論
理
が
正
し
い
判
断
で
あ
る
と
さ
れ
て

き
た
が
、
外
側
か
ら
の
第
三
者
的
な
見
方
で
は
、
冷
た
い
印
象
し
か

残
ら
な
い
。

④
「
邂
逅
」
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
も
の

木
岡
伸
夫
の
「
邂
逅
の
論
理
」
を
紹
介
す
る
こ
と
が
こ
の
項
の
目

ろ
う
。

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
著
『
同
一
性
と
差
異
性
』（
選
集
第
Ⅹ
巻
理

想
社
昭
和
三
五
年
）
に
お
い
て
西
洋
の
学
問
の
「
言
葉
」
を
拒
絶
し
、

な
ん
と
か
し
て
「
存
在
」
を
語
り
う
る
「
言
葉
」
を
探
し
て
い
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
仏
教
の
「
空
」
に
も
似
て
西
洋
の
言
語
・
思
考
方

法
で
は
語
り
得
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
息
苦
し
さ
を
感
じ
て
い
た
よ

う
で
あ
るz

。
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
等
を
評
価
す
る
の
も
、
現
代
ま
で
も
続
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
論
理
学
に
基
づ
く
形
而
上
学
で
は
「
存
在
」
を
語
れ
ず
息

苦
し
く
な
る
。
西
田
幾
多
郎
も
絶
筆
と
な
っ
た
未
完
の
「
私
の
論
理

に
つ
い
て
」
で
も
同
じ
よ
う
に
欧
米
的
な
主
語
・
述
語
の
論
理
で
は

理
解
さ
れ
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
両
者
は
、
ま
だ
「
中
動
態
」

を
具
体
的
に
は
捉
え
て
は
い
な
い
が
、
確
実
に
東
西
思
想
の
対
立
を

超
え
た
も
の
が
視
界
に
あ
る
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

③	

邂
逅
に
つ
い
て

陳
那
の
古
典
論
理
学
の
体
系
で
も
見
た
が
、
木
岡
伸
夫
著
『
邂
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⑤��

木
岡
伸
夫
著
『
邂
逅
の
論
理
―
―
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』�

の
紹
介

同
書
の
帯
に
「〈
邂
逅
〉
の
不
在
こ
そ
が
世
界
の
危
機
の
根
源
に

あ
る
。
真
に
生
き
ら
れ
る
世
界
を
目
指
し
、
新
た
な
哲
学
の
地
平
を

切
り
開
く
画
期
的
論
究
」
と
あ
る
。「
邂
逅
」
を
論
理
の
問
題
と
し

て
捉
え
、
九
鬼
周
造
、
和
辻
哲
郎
を
は
じ
め
、
西
田
幾
多
郎
、
山
内

得
立
ら
に
注
目
し
、
東
西
哲
学
を
〈
縁
〉
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
世
界

へ
と
導
く
。
東
西
の
風
土
的
相
違
を
超
え
て
、
双
方
の
〈
あ
い
だ
〉

に
〈
邂
逅
の
論
理
〉
を
打
ち
立
て
る
。

木
岡
は
「
西
洋
に
は
出
会
い
の
哲
学
が
な
い
」
と
す
る
。「
独
立

な
二
者
が
対
峙
す
る
た
め
に
は
、
た
が
い
に
対
等
な
他
者
を
認
め
合

う
こ
と
の
で
き
る
状
況
が
、
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
代
に

誕
生
し
た
地
球
大
の
「
世
界
」
は
、西
洋
が
非
西
洋
地
域
に
進
出
し
、

そ
の
多
く
を
植
民
地
と
い
う
形
で
属
領
に
す
る
な
ど
し
て
、
支
配
下

に
置
く
と
い
う
仕
方
で
拡
張
さ
れ
た
西
洋
中
心
の
世
界
で
あ
る
。
そ

う
い
う
自
己
中
心
的
な
世
界
の
中
で
は
、〈
他
者
〉
と
の
関
係
に
向

け
た
反
省
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
いB

」

的
で
あ
る
が
、
二
項
対
立
の
主
観
的
な
見
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
、

伝
統
に
よ
っ
て
、
真
実
が
覆
わ
れ
て
し
ま
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
今
、

自
分
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
、キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ら
「
神
の
導
き
・

招
き
」
に
忠
実
に
答
え
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
徒
な
ら
さ
ら
に
「
仏

の
道
」
を
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
な
る
真
理
の
深
み
に

至
り
、深
み
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
気
付
く
も
の（
覚

醒
す
る
も
の)

で
あ
る
。
神
の
愛(

恩
寵)

は
限
り
な
く
注
が
れ
て

い
る
こ
と
の
自
覚
が
で
て
く
る
。
そ
の
呼
び
か
け
に
応
答
出
来
る
者

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
邂
逅
」
の
語
は
既
出
の
『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
邂
逅
』
で
も

使
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
書
の
元
と
な
っ
た
の
は
一
九
六
七
年
神
奈

川
県
大
磯
で
開
か
れ
た「
仏
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
対
話
集
会
」

に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
発
言
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
、
超
越
存
在
に
人
格
を
認
め
る
か
否
か
は
問
題
と
し
て
残
る
が
、

「
東
西
の
論
理
的
総
合
」
に
つ
な
が
る
可
能
性
に
お
い
て
高
く
評
価

で
き
る
。「
禅
と
基
督
教
懇
話
会
」
は
今
日
ま
で
も
続
い
て
い
る
。
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「
ご
縁
に
よ
っ
て
」
成
り
立
つ
人
と
人
の
関
係
は
、
そ
れ
以
前
に

当
事
者
同
士
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
そ
の
関
係
が
、〈
縁
〉

の
成
立
と
同
時
に
確
認
さ
れ
、
信
じ
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
偶
然
的
か

つ
必
然
的
な
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
。

〈
邂
逅
〉
の
名
に
値
す
る
す
べ
て
の
出
会
い
に
は
、
偶
然
的
＝

必
然
的
の
両
義
性
、
つ
ま
り
「
運
命
」
の
意
味
が
伴
う
。
そ
れ

が
生
じ
た
時
点
で
は
、
そ
の
廻
り
合
わ
せ
を
運
命
と
し
て
引
き

受
け
る
以
外
に
な
い
、
と
い
う
実
感
が
、「
あ
り
が
た
い
ご
縁

で
」
と
い
っ
た
日
常
用
い
ら
れ
る
言
い
回
し
に
込
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
ご
縁
」
を

信
じ
る
人
々
の
「
あ
り
が
た
い
」
思
い
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る

こ
と
に
与
っ
た
神
仏
へ
の
感
謝
を
含
み
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

引
き
合
わ
さ
れ
た
他
者
に
対
す
る
〈
責
任
〉
の
意
識
を
生
み
出

さ
ず
に
は
お
か
な
いC

。

「
邂
逅
の
論
理
」
は
、
実
に
幅
広
い
視
野
に
立
っ
た
も
の
が
あ
り
、

短
い
時
間
で
は
説
明
し
切
れ
な
い
。

「
対
話
の
原
理
」
の
項
で
既
に
見
て
い
る
が
、
出
会
い
・
邂
逅
の

既
述
の
「
対
話
的
原
理
」
に
お
い
て
も
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
「
適

応
主
義
」
に
お
い
て
も
、
お
互
い
が
尊
重
し
、
対
等
の
立
場
に
あ
る

こ
と
が
「
邂
逅
の
道
」
の
基
本
で
あ
る
こ
と
は
見
て
き
た
が
、
上
か

ら
目
線
で
は
「
対
話
」
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
。
筆
者
が
大
き

な
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
経
緯
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
形
の
論
理
」
と
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」
は
、
論
理
と
論
理
が

ぶ
つ
か
っ
た
時
に
活
か
せ
る
論
理
か
と
言
う
と
、
ど
ち
ら
も
出
会
っ

た
両
者
の
〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
東
洋
と
西
洋
で
は
、

文
化
や
神
様
は
異
な
る
が
、「
形
の
論
理
」
と
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論

理
」
は
、〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
思
考
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
似
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
論
理
を
同
類
と
し
て
扱
え
ば
、
理
解
し
合
え
る
。

「
形
の
論
理
」
と
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」
は
、
出
処
と
し
て
は

東
洋
と
西
洋
に
分
か
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
縁
の
論
理
」
と
い
う
も

の
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

仏
教
徒
の
二
人
が
出
会
っ
て
仲
良
く
な
る
と
「
ご
縁
が
あ
り
ま
し
た

ね
」
と
言
え
る
。
こ
の
言
葉
を
使
え
る
人
は
、
相
手
が
ど
ん
な
神
様

を
信
じ
て
い
よ
う
と
も
差
別
は
し
な
い
。
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西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
か
ら
「
一
つ
」
に
な
る
こ
と
の
意
味
を
見

た
が
、
木
岡
の
「
縁
の
論
理
」
も
お
互
い
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

尊
重
し
対
等
の
立
場
に
お
い
て
の
「
対
話
」
に
な
っ
て
い
る
。
東
西

思
想
の
対
立
を
超
え
た
「
新
し
い
形
而
上
学
」
の
構
築
を
探
求
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
現
実
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
道
筋
を
示

せ
た
な
ら
幸
い
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
拙
論
で
は
、
十
分
な
説
明
の
機
会
の
な
い
ま
ま
で
否

定
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
模
索
す
る
中
で
、
國
分

巧
一
朗
の
『
中
動
態
の
世
界
』
に
辿
り
着
い
て
い
る
。「
目
か
ら
鱗

の
よ
う
な
も
の
が
落
ち
て
、
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
使
徒

九
章
十
八
節
）。
即
ち
、
欧
米
の
主
語
・
述
語
、
能
動
態
・
受
動
態

の
論
理
・
思
惟
方
法
で
は
「
も
の
」
的
な
目
に
見
え
る
物
理
科
学
の

世
界
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
学
は
客
観
的
で
は
あ
る
が
冷
た
い
も

の
が
残
る
が
、
東
洋
的
（
日
本
的
）
な
「
こ
と
」
的
な
「
こ
こ
ろ
」

の
世
界
は
、
自
然
に
息
の
で
き
る
人
間
味
が
あ
る
。
形
も
声
も
な
い

止
ま
る
こ
と
な
く
流
れ
て
い
る
も
の
は
非
常
に
不
安
定
で
論
理
化
が

難
し
い
が
、
何
も
語
ら
な
く
と
も
傍
に
い
る
だ
け
で
、
言
葉
以
前
の

道
は
双
方
が
対
等
の
立
場
に
あ
っ
て
、自
己
の
全
存
在
を
掛
け
て「
一

つ
に
な
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
木
岡
伸
夫
は
、
こ
の
基
本
原
理
を
捉

え
た
数
少
な
い
研
究
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
他
に
、門
脇
佳
吉
は「
霊

性
」
の
根
底
に
お
い
て
は
東
西
対
立
を
超
え
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を

も
示
唆
し
て
い
たD

。

「
も
の
と
こ
と
」
で
も
見
た
が
、
西
洋
の
物
理
科
学
的
思
惟
の
世

界
で
は
今
日
の
世
界
規
模
の
問
題
に
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

物
理
科
学
の
発
展
は
測
り
知
れ
ず
、
宗
教
に
つ
い
て
も
迷
信
、
淫
祠

邪
教
的
な
も
の
は
非
科
学
的
と
排
除
さ
れ
て
き
た
が
、
更
な
る
宗
教

の
奥
深
さ
に
科
学
は
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
西
洋
の

物
理
学
者
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
は
「
私
た
ち
の
現
在

の
考
え
方
が
、
東
洋
思
想
か
ら
の
輸
血
を
必
要
と
し
て
い
るE

」	

と
あ

る
。
即
ち
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
の
自
然
科
学
は
、
客
観
化
に
そ
の

基
盤
を
置
い
て
い
る
た
め
の
弊
害
を
述
べ
て
い
る
。

お
わ
り
に

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の「
適
応
主
義
」や「
対
話
的
原
理
」に
お
い
て
、
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六
十
年
「
書
簡
九
十
」
一
五
四
九
年
十
一
月
五
日
付	

十
二
節
、
日
本

報
告
。

4
 

 『
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
関
す
る
宣

言
』
南
山
大
学
監
修
『
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
・
公
文
書
全
集
』
第
一

巻
、
中
央
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
一
九
八
頁
。

5
 

 

Ｈ
・
デ
ュ
モ
リ
ン
著
『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
邂
逅
』
西
村
恵
信
訳
、

春
秋
社
、
一
九
七
五
年　

諸
宗
教
の
邂
逅
の
道
を
示
し
て
い
た
。

6
 

 

高
田
信
良
著
「〈
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
〉・
対
話
的
関
心
に
つ
い
て
―

―
研
究
序
説
」『
龍
谷
大
学
論
集
』、
二
〇
〇
七
年
参
照
。
こ
の
末
尾
に

こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
「
宗
教
間
対
話
」
の
著
作
、
論
文
等
を
年
度
毎

に
ま
と
め
て
掲
載
し
て
い
る
。

7
 

 

拙
稿
「
中
村
元
著
『
東
洋
人
の
思
惟
方
法
』
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
」

『
比
較
思
想
研
究
』
第
四
三
号
、
九
九
頁
、
二
〇
一
七
年
。
及
び
拙
稿

「
中
動
態
の
文
法
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
―
―
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の

「
詩
作
」
か
ら
」（
同
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
十
五
号
）、
二
〇
一
七
年
、
八
三

～
九
六
頁
。
こ
れ
ら
の
発
表
段
階
で
は
「
中
動
態
」
は
ま
だ
市
民
権
を

得
て
い
な
か
っ
た
。

8
 

木
岡
伸
夫
著
『
邂
逅
の
論
理
―
―
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』	

春
秋
社
、

二
〇
一
七
年
。
既
述
の
Ｈ
・
デ
ュ
モ
リ
ン
の
著
作
に
も
あ
っ
た
が
、
私

見
で
は
宗
教
間
対
話
を
深
め
る
上
で
の
「
邂
逅
の
道
」
を
示
す
も
の
と

心
が
通
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
論
理
と
し
て
「
意
識
」
に
表
れ
て
し

ま
う
と
本
質
は
見
え
に
く
く
な
る
。
東
西
の
対
立
を
超
え
た
「
新
し

い
形
而
上
学
の
構
築
」
は
「
中
動
態
」
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
二
一
世
紀
に
向
け
た
新
た
な
「
邂
逅
の
道
」
が

見
え
て
来
た
と
言
え
るF
。

註

1
 

 

Ｊ
・
Ｂ
カ
ブ
著
『
対
話
を
超
え
て　

キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
の
相
互
変

革
の
展
望
』
延
原
時
行
訳　

行
路
社
二
〇
〇
〇
年
「
序
」
七
頁
。

2
 

 

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
「
適
応
主
義
」
布
教
方
針
と
南
米
パ
ラ
グ
ア
イ

の
イ
エ
ズ
ス
会
遺
跡
の
方
針
は
類
似
し
て
い
た
。
拙
稿
「
宗
教
間
対

話
の
可
能
性
―
―
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
を
要
石
と
し
て
」
ア
ジ
ア
・

キ
リ
ス
ト
教
多
元
性
研
究
会
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
十
二
号	

京
都
大
学
、

二
〇
一
四
年
、
六
一
～
六
二
頁
「
南
米
パ
ラ
グ
ア
イ
の
移
住
地
で
の
こ

と
」
参
照
。
こ
の
十
七
世
紀
の
イ
エ
ズ
ス
会
遺
跡
と
の
出
会
い
で
筆
者

は
宗
教
間
対
話
の
可
能
性
を
確
信
し
邂
逅
の
道
を
大
き
く
開
く
も
の
と

な
る
。

3
 

 『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
全
書
簡
』
河
野
純
徳
訳
平
凡
社
昭
和
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育
は
楽
譜
の
し
っ
か
り
し
て
い
る
西
洋
音
楽
で
あ
っ
た
が
ク
ラ
シ
ッ
ク

フ
ァ
ン
は
１
％
を
越
え
な
い
こ
と
を
嘆
く
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も0.9 

％

で
同
じ
で
あ
る
。日
本
人
の
心
に
響
い
て
こ
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

エ
リ
ア
ー
デ
（
拙
稿
同
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
十
三
号
、
一
三
六
頁
。
註
十
五

参
照
）
及
び
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
技
術
の

功
績
は
み
と
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
一
地
方
の
文
化
で
あ
っ
て
普
遍
・

絶
対
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
揚
げ
「
通
態
化
」
と
称
し
て
双
方
向
の

良
さ
を
見
て
い
る
。

a
 

門
脇
は
「
祈
り
（
瞑
想
）」
に
お
い
て
は
西
洋
も
東
洋
も
な
く
、
同
じ

「
霊
性
」
の
内
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た
「
邂
逅
」
で
あ
る
こ
と
。

門
脇
佳
吉
は
『
道
の
形
而
上
学
芭
蕉
・
道
元
・
イ
エ
ズ
ス
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
の
「
序	

道
を
た
ず
ね
る
旅
」
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
西

洋
思
想
で
は
身
を
も
っ
て
旅
す
る
人
間
を
把
握
で
き
な
い
と
し
て
そ
の

限
界
を
示
す
。
つ
ま
り
、
東
西
の
対
立
を
超
え
た
身
心
一
如
の
智
恵
へ

の
到
達
は
西
洋
近
代
の
合
理
主
義
思
想
で
は
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

b
 

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
中
国
語
の
『
天
主
実
義
』

（
東
洋
文
庫
）
と
し
て
著
し
た
。
こ
の
著
は
一
六
〇
三
年
に
日
本
に
も

輸
入
さ
れ
、林
羅
山
は
こ
の
書
か
ら
『
俳
耶
蘇
』
を
考
え
た
と
さ
れ
る
。

c
 

『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
文
集
Ⅰ
』
場
所
・
私
と
汝
他
六
編
、
岩
波
文
庫

し
て
最
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

9
 

 「
も
の
」
と
「
こ
と
」
に
つ
い
て
最
初
に
哲
学
的
考
察
を
行
っ
た
の
は

和
辻
哲
郎
の
『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
と

さ
れ
る
。
最
近
で
は
廣
松
渉
の
『
事
的
世
界
へ
の
前
哨
』『
も
の
・
こ

と
・
こ
と
ば
』（
勁
草
書
房
）
が
詳
し
い
と
さ
れ
る
が
、
私
見
で
は
木

村
敏
の
『
時
間
と
自
己
』
中
公
新
書
、
一
九
八
三
年
を
参
考
に
し
て

藤
田
正
勝
が
『
現
代
思
想
と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
』
講
談
社
メ
チ
エ
、

一
九
九
八
年
の
第
四
章
が
詳
し
く
分
か
り
易
い
。
こ
の
「
も
の
」
と
「
こ

と
」
の
差
異
を
西
洋
思
想
の
客
観
的
・
対
象
的
な
二
項
対
立
の
論
理
的

な
「
も
の
」
的
世
界
の
見
方
と
は
異
な
る
東
洋
的
な
（
内
的
な
）「
こ
と
」

的
見
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
美
し
い
景
色
を
見
て

感
動
し
、
純
粋
に
美
し
い
と
思
う
「
こ
と
」
は
、
無
意
識
の
う
ち
は
双

方
向
で
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
意
識
し
、言
葉
に
表
し
た
時
に
は「
も

の
」
的
な
二
項
対
立
の
対
象
論
理
と
な
っ
て
し
ま
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

が
異
端
審
問
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
と
一
九
九
八
年
の
「
ア
ン
ト
ニ
ー
・

デ
・
メ
ロ
神
父
へ
の
出
版
停
止
令
」
拙
稿
「
教
会
の
保
守
化
傾
向
を
考

え
る
」
同
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
十
三
号
、
二
〇
一
五
年
、
七
四
～
七
五
頁
〔
資

料
Ｂ
〕
参
照
）
も
同
じ
根
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
る
。

0
 

皆
川
達
夫
が
『
オ
ラ
シ
ヨ
紀
行
―
―
対
談
と
随
想
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教

団
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
の
合
評
会
で
、
明
治
以
来
の
日
本
の
音
楽
教
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g
 

『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
―
―
陳
那
（D

ignaga

）
の
体
系
』
北
川

秀
則
著
（
財
）
鈴
木
学
術
財
団
、一
九
六
五
年
。
山
内
得
立
は
既
に
『
ロ

ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
に
お
い
て
、
西
洋
を
こ
の

二
〇
〇
〇
年
余
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
は
カ
ン

ト
に
至
る
ま
で
支
配
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
イ
ン
ド
（
東
洋
）

の「
陳
那
の
論
理
学
」を
取
り
上
げ
て
い
る
。
む
し
ろ
、鈴
木
大
拙
の「
即

非
」
や
西
田
幾
多
郎
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
論
理
の
根
源
に
位
置
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
洋
的
・
日
本
的
な
大
乗
仏
教
の
「
空
」
の
捉
え

方
等
は
、陣
那
に
負
う
と
こ
ろ
も
多
い
。
図
式
は
既
述
の
木
岡
伸
夫『
邂

逅
の
論
理
』、
二
二
三
～
二
二
四
頁
に
あ
る
。

h
 

拙
稿
『
宗
教
哲
学
論
叢
』
第
一
輯
、八
一
～
一
〇
六
頁
。
花
園
大
学
「
宗

教
と
哲
学
研
究
会
」、
二
〇
一
六
年
七
月	

「
対
話
的
原
理
に
つ
い
て
―

―
西
田
哲
学
の
場
所
論
と
祈
り
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
類
似
性
」参
照
。

i
 

拙
稿
「
職
場
に
お
け
る
い
じ
め
ー
モ
ラ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い

て
ー
」［
上
智
人
間
学
会
紀
要
］
第
三
七
号
二
〇
〇
七
年
参
照
。
自

殺
者
が
毎
年
三
万
人
を
超
え
、
原
因
不
明
の
精
神
疾
患
者
の
死
者
が

十
五
・
六
万
人
と
言
う
現
実
を
踏
ま
え
て
報
告
し
た
も
の
。

j
 

「
根
源
的
い
の
ち
」
の
言
葉
は
花
岡
永
子
著
『
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
を

め
ぐ
っ
て
―
―
根
源
的
い
の
ち
の
現
成
と
し
て
の
禅
』東
西
霊
性
文
庫
、

二
〇
一
〇
年
か
ら
。
更
に
花
岡
は
『「
自
己
と
世
界
」
の
問
題
―
―
絶

一
九
八
七
年
、
六
七
頁
。「
私
の
底
」
と
「
汝
の
底
」
と
の
通
底
性
は

自
他
合
一
の
「
一
即
多	

多
即
一
」
の
神
髄
を
表
し
て
お
り
、
西
田
哲

学
の
難
解
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
た
西
田
哲
学
の
独
創
性
が
確
立
し

た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

d
 

デ
ユ
モ
リ
ン
前
掲
書
、
八
三
頁
、「
無
我
と
い
う
仏
教
の
教
え
は
…
…

慈
悲
と
い
う
仏
教
徒
の
基
礎
的
な
徳
行
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
」。
臨
済
宗
復
興
の
師
白
隠
の
教
え
で
も
あ
る
。
デ
ユ
モ
リ
ン
は
こ

の
慈
悲
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

e
 

聖
書
マ
タ
イ
十
二
章
三
八
～
三
九
節
に
「
邪
悪
で
不
義
な
時
代
は
、
し

る
し
を
求
め
る
。
し
か
し
、
預
言
者
ヨ
ナ
の
し
る
し
の
ほ
か
に
は
、
な

ん
の
し
る
し
も
与
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
即
ち
「
印
し
」

を
求
め
る
思
想
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
「
中
動
態
」
の
失

わ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
思
想
か
ら
来
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
。

f
 

既
出
木
岡
信
夫
『
邂
逅
の
論
理
』」
に
よ
る
と
「
邂
逅
」
と
は
、「
思
い

が
け
な
い
出
会
い
、め
ぐ
り
合
い
」と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
邂

逅
の
論
理
』
の
目
的
は
、
そ
う
い
う
意
味
を
も
つ
「
邂
逅
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
」、「
邂
逅
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
」
と
い
う
道
筋
（
論

理
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。「
邂
逅
」
の
意
味

に
つ
い
て
、
前
掲
書
『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
邂
逅
』
で
西
村
恵
信
が

「
訳
者
あ
と
が
き
」、
一
九
二
～
一
九
三
頁
の
中
で
も
述
べ
て
い
る
。
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グ
の
元
型
論
を
手
が
か
り
に
」
同
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
十
三
号
、
二
〇
一
五

年
、
一
三
〇
～
一
三
三
頁
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
『
宗
教
の
歴
史
』
も
紹
介

し
て
い
る
。

o
 

自
然
法
爾
じ
ね
ん
ほ
う
に
：
も
と
よ
り
，
お
の
ず
か
ら
，
し
か
ら
し
む

る
こ
と
。
自
己
の
は
か
ら
い
を
打
捨
て
て
，
阿
弥
陀
如
来
の
誓
い
に

す
べ
て
を
生
き
き
る
こ
と
。
統
一
作
用
：
『
善
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
、
藤
田
正
勝
解
説
、
二
一
～
二
二
頁
。

p
 

も
の
と
こ
と
で
見
た
が
、
論
理
の
根
本
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
西
洋

の
「
も
の
的
」
論
理
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
が
出
て
く
る
。
以
下
「
空

に
つ
い
て
」
西
谷
啓
治
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
、一
九
九
一
年
、

一
五
六
～
一
五
七
頁
「
空
の
立
場
」、
同
じ
個
所
で
西
谷
は
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
「
神
性
」
に
も
触
れ
て
い
る
。
言
語
に
表
わ
せ
な
い
キ
リ
ス
ト

教
の
神
秘
の
世
界
は
「
空
」
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

十
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
家
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
と
も
同
じ
。

q
 

木
村
敏
『
時
間
と
自
己
』
中
公
新
書
、
一
九
八
二
、六
～
七
頁
。

r
 

拙
稿
「『
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
コ
レ
ジ
ョ
の
講
義
要
綱
』
に
見
る
Ａ
・
ヴ

ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
適
応
主
義
布
教
方
針
」
同
上
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
九
号

二
〇
一
一
年
、
八
一
頁
。

s
 

月
刊
『
あ
け
ぼ
の
』
連
載
特
集
「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
か
ら
五
〇
年
」

女
子
パ
ウ
ロ
会
「
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ	

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
二
〇
一
三

対
無
の
視
点
か
ら
』（
現
代
図
書
、
二
〇
〇
五
年
）
で
は
序
文
で
「（
西

洋
に
も
東
洋
に
も
通
底
し
、
納
得
の
で
き
る
思
想
は
）
西
田
哲
学
と
西

谷
哲
学
の
思
想
を
措
い
て
他
に
な
い
」
と
し
て
い
る
。

k
 

不
偏
心
『
霊
操
』N

o.	23

「
根
源
と
礎
（
原
理
と
基
礎
）」
参
照
。「
鏡
」

の
例
え
の
よ
う
に
神
秘
体
験
の
根
源
に
お
い
て
両
者
は
変
ら
な
い
。
イ

グ
ナ
チ
オ
以
前
の
祈
り
方
は
、
神
を
観
想
す
る
こ
と
と
神
へ
の
賛
美
に

重
点
を
置
い
て
い
た
（O

ra et labora =

祈
り
か
つ
働
け
）
が
、
そ
れ

に
留
ま
ら
ず
神
と
人
類
へ
の
奉
仕
に
重
点
を
移
し
、
力
動
的
で
行
動
的

な
霊
性
（C

ontem
plativus in actione =

活
動
に
お
け
る
観
想
）
を
確

立
し
た
。
イ
グ
ナ
チ
オ
は
霊
的
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
カ
ル
ド

ネ
ル
河
畔
で
の
神
秘
体
験
に
よ
っ
て
神
に
直
接
導
か
れ
て
新
し
い
修
行

方
法
と
祈
り
の
道
を
発
見
し
体
系
化
し
た
。	
こ
の
根
幹
に
お
い
て
宗

教
間
対
話
の
共
通
項
が
出
て
く
る
。

l
 

西
田
幾
多
郎
や
鈴
木
大
拙
の
論
理
に
つ
い
て
は
既
出
。
註
十
七
参
照
。

m
 

藤
田
正
勝
著
『
思
想
間
の
対
話
―
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学
の
受
用

と
展
開
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
、
九
頁
。

n
 

拙
稿
「
宗
教
間
対
話
の
可
能
性
―
―
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
を
要
石
と

し
て
」、
二
〇
一
三
年
、
同
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
十
二
号
、
五
十
九
頁
。
ユ

ン
グ
の
集
合
的
無
意
識
（
島
々
論
）、
唯
識
思
想
の
阿
頼
耶
識
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
マ
ン
ダ
ラ
と
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
の
類
似
性
―
―
ユ
ン
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に
気
付
い
て
い
る
人
が
少
な
い
こ
と
が
「
壁
」
と
気
付
く
。

y
 

木
村
敏
著
『
あ
い
だ
と
生
命
』
臨
床
哲
学
論
文
集
、
創
元
社
、

二
〇
一
四
年
、
一
二
六
頁
。
他
に
、
木
村
敏
は
『
時
間
と
自
己
』
中
公

新
書	

六
七
四
、一
九
八
二
年
、「
第
一
部
こ
と
と
し
て
の
時
間
」、
三
十

～
三
一
頁
の
中
で
、
芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の
句
か

ら
西
洋
の
「
も
の
（
現
実
の
物
理
科
学
）
的
世
界
観
」
に
直
訳
し
て
は

何
の
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、「
こ
と
（
日
本
的
・

東
洋
的
）
世
界
観
」
を
以
て
す
れ
ば
そ
の
見
え
な
い
奥
に
あ
る
も
の
を

疑
わ
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
二
二
頁
。

z
 

國
分
巧
一
朗
は
『
中
動
態
の
世
界
―
―
意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
医
学

書
院
、
二
〇
一
七
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と

時
間
』
第
七
節
で
「
中
動
態
」
の
言
葉
を
使
っ
て
は
い
る
が
詳
し
く
述

べ
た
も
の
で
は
な
い
。

A
 

陳
那
は
、《
因
明
正
理
門
論
》《
集
量
論
》
の
二
大
主
著
に
お
い
て
，
従

来
の
諸
派
の
説
を
批
判
し
て
唯
識
思
想
に
立
脚
し
て
仏
教
論
理
学
を
組

織
し
，
新
因
明
と
い
わ
れ
る
新
論
理
学
説
を
形
成
し
た
。

B
 

既
出　

木
岡
伸
夫
著
『
邂
逅
の
論
理
』、
二
〇
～
二
一
頁
。

C
 

前
掲
、
木
岡
伸
夫
、
二
七
四
～
二
七
五
頁
。

D
 

キ
リ
ス
ト
教
は
「
外
つ
国
の
宗
教
」
で
は
な
い.

「
霊
操
」
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
の
本
質
「
根
源
的
い
の
ち
」
に
根
差
す
も
の
で
生

年
十
二
月
発
行
『
中
央
公
論
』
門
脇
佳
吉
訳
。
ま
た
門
脇
佳
吉
訳
「
教

会
は
野
戦
病
院
で
あ
れ
」
月
刊
『
中
央
公
論
』、二
〇
一
四
年
一
月
号
「
特

集	

誰
の
た
め
の
宗
教
」。
現
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
「
第
二
バ
チ
カ
ン

公
会
議
に
つ
い
て[

（
こ
れ
ま
で
）
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
が
、
十
分
に

な
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
ぜ
ひ
こ
れ
を
実
現
し
た
い
と
い
う

謙
遜
と
野
心
を
持
っ
て
い
ま
す]

と
述
べ
て
い
る
。
拙
稿
「
ヴ
ァ
リ
ニ

ャ
ー
ノ
の
適
応
主
義
の
現
代
的
意
義
」
同
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、一
四
号
、

二
〇
一
一
年
、
一
四
二
～
一
四
三
頁
。

t
 

拙
稿
「
現
代
の
宗
教
間
対
話
に
生
き
て
い
る
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の

適
応
主
義
布
教
方
針
―
―
根
源
的
い
の
ち
の
霊
性
を
求
め
て
」
同
ジ
ャ

ー
ナ
ル
、
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
頁
。

u
 

拙
稿
「
宗
教
間
対
話
は
進
ん
で
い
る
か
―
―
教
会
の
保
守
化
傾
向
を
考

え
る
」
同
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
十
一
号
、
二
〇
一
三
年
、
五
五
頁
。

v
 

「
宗
教
間
対
話
の
可
能
性
―
―
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
を
要
石
と
し
て
」

は
註
二
四
に
。
他
に
拙
稿
「
キ
リ
ス
ト
教
は
対
象
論
理
か
」『
東
西
宗

教
研
究
』、
第
一
四
～
一
五
号
、
二
〇
七
～
二
一
三
頁
参
照
。

w
 

拙
稿
「
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
『
霊
操
』
の
「
不
偏
心
」

の
精
神
と
の
類
似
性
に
学
ぶ
」『
上
智
人
間
学
紀
要
』、
四
五
号
、
上
智

大
学
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
一
～
一
五
二
頁
。

x
 

既
出
、註
七
参
照
。
こ
の
発
表
段
階
で
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
「
中
動
態
」
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参
照
。
木
岡
の
「
縁
の
結
ぶ
世
界
」
に
も
通
じ
て
く
る
。

参
考
文
献
（
文
中
記
載
の
も
の
は
省
略
）

愛
宮
真
備
著
池
本
喬
・
志
山
博
訪
訳
『
禅　

悟
り
へ
の
道
』
理
想
社
、

一
九
六
七
年
。

イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
著
門
脇
佳
吉
訳
・
解
説
『
霊
操
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
。

十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
著
『
霊
魂
の
暗
夜
・
愛
の
活
け
る
焔
』、
ペ
ド
ロ
・
ア

ル
ー
ペ
、
井
上
郁
二
訳　

ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
一
九
五
四
年
。

末
木
文
美
士
編
『
非
・
西
欧
の
視
座
』、
大
明
堂
、
二
〇
〇
一
年
。

エ
ミ
ー
ル
・
パ
ン
ベ
ニ
ス
ト
著
『
一
般
言
語
の
諸
問
題
』
岸
本
通
夫
監
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
。

高
田
珠
樹
著
『
ハ
イ
デ
ガ
ー	

存
在
の
歴
史
』、
講
談
社
、「
現
代
思
想
の
冒

険
者
た
ち
」。
第
八
巻
、
一
九
九
六
年
。

木
岡
伸
夫
著
『〈
出
会
い
〉
の
風
土
学
―
―
対
話
へ
の
い
ざ
な
い
』、
幻
冬
舎
、

二
〇
一
八
年
。

た
か
は
し
・
か
つ
ゆ
き	

南
山
宗
教
文
化
研
究
所

活
の
中
に
生
き
て
い
る
宗
教
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
門
脇
佳
吉

は
イ
グ
ナ
チ
オ
の
『
霊
操
』
を
訳
し
、
そ
の	

「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
、

東
西
の
祈
り
・
霊
性
の
共
通
性
を
述
べ
て
い
る
。

E
 

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
著
『
精
神
と
物
質
』、中
村
量
空
訳
、

工
作
舎
、
一
九
八
七
年
、
九
〇
頁
。
西
洋
の
「
行
き
詰
ま
り
」
に
つ
い

て
は
拙
稿
「
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
適
応
主
義
と
現
代
的
意
義
」
同

ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
一
四
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
三
九
～
一
四
一
頁
。「
四
、

危
機
に
あ
る
教
会
」
で
既
に
見
て
い
る
が
、
そ
の
所
論
は
数
知
れ
な
い

程
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ベ
ル
ク
の
「
風
土
学
」
に
も
通
じ
て
く
る
。

F
 

和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』
は
有
名
で
あ
る
が
、
モ
ン
ス
ー
ン
、
砂
漠
、
牧

場
に
分
け
た
形
で
夫
々
の
文
化
的
風
土
の
違
い
を
紹
介
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
『
風
土
学
は
な
ぜ　

何

の
た
め
に
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
を
著
す
。「
日
本
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
〈
脱
中
心
化
〉
し
た
ベ
ル
ク
は
、
デ
カ
ル
ト
的
二

元
論
を
批
判
す
る
も
の
の
、
二
元
論
を
破
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
。	

日
本
の
非
二
元
論
的
思
考
に
心
を
開
き
つ
つ
、〈
再
中
心
化
〉
す
る
ベ

ル
ク
は
、
矛
盾
す
る
二
つ
の
立
場
を
行
き
来
す
る
「
通
態
化
」
の
立
場

を
打
ち
出
し
た
」
木
岡
伸
夫
著
『〈
出
会
い
〉
の
風
土
学
―
―
対
話
へ

の
い
ざ
な
い
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
八
年
。
ユ
ン
グ
の
「
島
々
論
」
か
ら

エ
リ
ア
ー
デ
の
「
宗
教
の
歴
史
」
に
つ
い
て
は
本
稿
、
註
一
〇
、二
四
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い
。
故
に
人
間
は
最
も
神
に
背
く
所
に
、
最
も
神
に
近
づ
い
て

居
る
と
云
ふ
こ
と
も
で
き
る
。
人
間
が
人
間
自
身
を
否
定
す
る

所
に
、
真
に
人
間
の
生
き
る
途
が
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ

に
真
の
理
性
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
の
で
あ
る
。
真
の
弁
証
法

と
し
て
の
具
体
的
論
理
は
、
か
か
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
が
神
と
な
る
こ
と
で
も
な
け
れ

ば
、
神
が
人
間
と
な
る
こ
と
で
も
な
い
。
又
神
と
人
間
が
一
つ

と
な
る
所
謂
神
人
合
一
と
い
ふ
こ
と
で
も
な
い
。
神
と
人
間
と

は
何
処
ま
で
も
相
反
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
絶
対

西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
の
後
期
思
索
圏
へ
と

展
開
す
る
渦
中
か
ら
の
一
論
稿
『
人
間
的
存
在
』（
一
九
三
八
年
、

一
九
三
九
年
刊
行
の
『
哲
学
論
文
集	

第
三
』
に
所
収
）
に
は
、
次

の
よ
う
な
文
章
の
く
だ
り
が
見
ら
れ
る
。

自
由
と
い
ふ
も
の
の
な
い
所
に
、
人
間
は
な
い
。
併
し
人
間
が

徹
底
的
に
自
由
と
な
ら
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
絶
対
の
鉄
壁
に

打
当
る
。
人
間
が
真
に
人
間
で
あ
ら
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
人

間
は
危
機
の
上
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
に
至
ら
な
い
人

間
は
、
厳
格
に
は
醉
生
夢
死
の
動
物
の
域
を
脱
し
た
も
の
で
な

地
球
環
境
生
命
圏
を
憂
慮
す
る
倫
理
の
宗
教
的
基
礎
へ
向
け
て

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、 

そ
し
て
西
田
幾
多
郎
と
の
対
話
的
思
索
に
よ
る
考
究
の
道
へ

長
町
裕
司
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否
定
を
隔
て
て
相
対
す
る
の
で
あ
る
。
否
、
対
す
る
と
云
ふ
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
と
し
て
作

ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
い
ふ
所
に
、
神
と
世
界
と
の

対
立
が
あ
り
、
作
ら
れ
て
作
る
も
の
の
頂
点
と
し
て
、
絶
対
否

定
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
所
に
、
人
間
が
理
性
的
な

の
で
あ
る
（
旧
全
集
版
、
第
九
巻	

五
六
頁
）。

文
中
「
絶
対
の
鉄
壁
に
打
当
る
」
と
は
、
こ
の
論
稿
に
お
い
て
の

時
代
診
断
的
省
察
に
よ
れ
ば
、「【
西
欧
】
近
世
の
内
在
的
人
間
中
心

主
義
」（
同	

六
三
頁
）
が
そ
の
歴
史
的
世
界
の
弁
証
法
的
進
展
に
含

み
込
ま
れ
た
段
階
位
相
と
し
て
極
限
に
至
る
事
態
と
し
て
開
陳
・
敷

衍
さ
れ
る
。
そ
れ
は
又
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ラ
テ
ン
中
世
と
の
連
関
で

は
、「
教
権
を
離
れ
て
人
間
が
人
間
に
還
っ
た
人
間
中
心
の
人
間
主

義
」（
同	

六
一
頁
）
と
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
西
田
最
晩
年
の
遺
稿

と
な
っ
た
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』（
一
九
四
五
年
二
月	

脱
稿
）
の
末
部
で
も
、
文
芸
復
興
（
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
）
以
来
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
自
律
化
を
進
展
せ
し
め
、
人
間
は
ど

こ
ま
で
も
非
宗
教
的
に
、
世
界
は
脱
宗
教
的
に
な
っ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ

ス
の
進
行
し
た
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
い
る
（
旧
全
集
版	

第
十
一
巻
、

四
六
〇
頁
以
下
）。
背
理
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、「
人
間
が
人
間
自
身

を
否
定
」
し
「
神
と
人
間
と
は
何
処
ま
で
も
相
反
す
る
も
の
」
で
あ

る
こ
と
の
顕
在
化
は
、
西
田
が
「
真
の
弁
証
法
と
し
て
の
具
体
的
論

理
」
と
称
す
る
歴
史
的
生
命
の
運
動
の
貫
徹
で
あ
り
、
今
日
正
に
わ

れ
わ
れ
は
「
作
ら
れ
て
作
る
も
の
」
の
立
場
の
自
己
矛
盾
的
極
限
に

立
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
の
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
趨

勢
は
、
そ
の
極
致
に
至
っ
て
二
つ
の
決
定
的
な
岐
路
へ
と
分
断
さ
れ

ゆ
く
。
一
方
に
は
、
自
律
化
し
た
人
間
と
歴
史
的
世
界
の
自
己
原
理

化
を
単
に
内
在
的
方
向
へ
と
ど
こ
ま
で
も
推
し
進
め
る
精
神
的
姿
勢

が
存
し
得
る
（
西
田
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
そ
の
長
編
ロ
マ
ン

『
悪
霊
』
の
中
で
描
述
し
た
キ
リ
ロ
フ
の
人
神
論
と
彼
の
自
己
崩
壊
、

及
び
ニ
ー
チ
ェ
の
〈
超
人
〉
を
引
き
合
い
に
出
す
）。
然
る
に
他
方

で
は
、
西
洋
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
人
間
中
心
主
義
が
そ
の
自

己
矛
盾
的
存
在
の
極
致
の
自
覚
に
於
い
て
「
絶
対
者
の
自
己
否
定
的

肯
定
と
し
て
働
く
」（
旧
全
集
版	

第
十
一
巻
、
四
四
四
頁
）
自
己
へ

と
絶
後
に
蘇
え
る
、
絶
対
的
な
他
に
直
面
し
て
の
絶
対
否
定
に
媒
介
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史
的
世
界
の
動
向
に
お
け
る
包
括
的
で
多
次
元
的
な
様
相
の
診
断

か
ら
の
危
機
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、（
Ⅰ
）
先
ず
は
ド
イ
ツ
生
ま

れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
宗
教
哲
学
者
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
（H

ans 

Jonas, 1903–1993

）
に
よ
る
「
科
学
技
術
文
明
に
お
け
る
新
し
い
倫

理
学
」
の
発
想
に
特
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
な
が
ら
、（
ａ
）

西
欧
近
代
の
自
律
化
し
た
人
間
中
心
主
義	

か
ら
〈
自
然
と
の
共
生
〉

を
（
更
に
は
、
人
間
以
外
の
す
べ
て
の
生
命
体
の
「
多
様
な
種
に
応

じ
た
繁
栄
促
進
」
を
）
配
慮
す
る
責
任
主
体
の
倫
理
へ
と
い
う
思
想

動
向
、
及
び
（
ｂ
）「
人
類
の
理
念
」
を
媒
介
と
し
た
、
将
来
の
世

代
と
の
共
生
と
い
う
課
題
（
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
倫
理
学
的
基
礎
づ

け
に
お
い
て
は
、「
将
来
も
〈
責
任
主
体
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る

存
在
〉
が
存
続
す
る
こ
と
へ
の
責
任
」
と
い
う
課
題
）
に
お
い
て
素

描
的
に
で
は
あ
る
が
叙
述
す
る
。
そ
の
際
、
ヨ
ナ
ス
の
晩
年
の
大
著

で
あ
っ
た
『
責
任
と
い
う
原
理
』
に
先
立
っ
て
、
こ
れ
も
長
い
年
月

を
か
け
て
開
拓
さ
れ
て
い
た
彼
独
自
の
〈
生
命
の
哲
学
〉（
哲
学
的

生
命
論
）
が
そ
の
思
索
上
の
緊
密
な
背
景
を
成
す
の
で
、
ヨ
ナ
ス

の
〈
生
命
の
存
在
論
〉
と
〈
責
任
の
原
理
〉
と
の
連
関
に
光
を
当
て

さ
れ
る
（「
自
己
自
身
に
真
に
内
在
的
な
も
の
は
、
超
越
的
な
る
も

の
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
る
」
―	

『
人
間
的
存
在
』
旧
全
集
版	

第

九
巻	

六
二
頁
）
歴
史
的
生
命
の
刷
新
的
な
新
局
面
が
打
ち
拓
か
れ

る
方
向
が
出
現
す
る
（
こ
こ
で
は
西
田
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

『
罪
と
罰
』
の
主
人
公
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
「
神
な
く
し
て
は
生

き
ら
れ
る
か
」
と
云
う
娼
婦
ソ
ー
ニ
ャ
に
頭
を
下
げ
て
新
し
い
生
命

の
入
り
口
に
立
つ
予
示
を
想
起
さ
せ
る
）。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
後

者
の
方
向
で
の
転
化
及
び
深
化
は
、対
象
論
理
か
ら
は
隔
絶
し
た〈
場

所
的
有
〉
と
し
て
の
自
己
が
ど
こ
ま
で
も
無
基
底
的
に
「
絶
対
者
の

自
己
否
定
的
肯
定
と
し
て
働
く
」
宗
教
性
の
開
示
態
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。「
立
場
な
き
立
場
」（
旧
全
集
版	

第
十
一
巻	
四
四
五
頁
）
と

も
表
現
し
得
る
普
遍
的
宗
教
性
は
、
人
間
的
存
在
の
淵
源
か
ら
打
ち

拓
か
れ
る
の
で
あ
り
、〈
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
中
心
性
〉
と
は
正
に

普
遍
的
に
宗
教
的
な
淵
源
へ
と
内
在
的
に
超
越
せ
る
人
間
存
在
の
中

心
性
か
ら
捉
え
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
本
提
題
で
は
、
西
田
の
思
索
に
導
か
れ
た
〈
人
間
的
存
在
の

淵
源
〉
へ
と
求
心
的
な
究
明
の
視
線
を
保
ち
な
が
ら
も
、
今
日
の
歴
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い
。

人
間
と
動
物
の
差
異
が
消
え
、
こ
の
両
極
が
―
―
今
日
よ
く

起
こ
る
よ
う
に
―
―
と
も
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
存
在
と
無
、
合
法
と
非
合
法
、
神
と
悪
魔
と
い
っ
た
差
異

も
ま
た
無
効
に
な
り
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
そ
れ
を
指
し
示

す
た
め
の
名
す
ら
欠
い
て
い
る
よ
う
な
何
か
が
姿
を
現
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
強
制
収
容
所
や
絶
滅
収
容
所
も
ま

た
、
こ
の
種
の
経
験
＝
実
験
、
す
な
わ
ち
、
人
間
か
非
人
間
か

を
決
定
し
よ
う
と
す
る
極
端
か
つ
途
轍
も
な
い
企
て
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
企
て
は
、
最
後
に
は
、
人
間
と
非

人
間
と
を
弁
別
す
る
可
能
性
そ
の
も
の
を
破
局
へ
と
巻
き
込
ん

で
い
く
の
で
あ
る
（
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン	

著
／
岡
田
・

多
賀
訳
『
開
か
れ
―
―
人
間
と
動
物
』
平
凡
社	

二
〇
〇
四
年
、

三
九
頁
）

人
間
と
動
物
の
間
に
途
方
も
な
く
大
き
な
溝
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
西
洋
文
明
の
進
展
の
大
部
分
の
間
疑
わ
れ
た
こ
と
も

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
を
根
底
か
ら
覆
し
た
の
は
、〈
人

る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
ユ
ダ
ヤ	-	

キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
固

有
な
伝
統
の
隠
蔽
さ
れ
た
〈
人
間
中
心
性
の
真
義
〉
を
刷
新
的
に
根

源
的
理
解
に
も
た
ら
す
た
め
に
、（
Ⅱ
）
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索

圏
か
ら
の
〈
住
ま
う
こ
と
の
哲
学
〉
か
ら
開
か
れ
る
普
遍
的
宗
教
性

の
基
礎
へ
と
敷
衍
的
に
論
じ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
最
後
に
、
再
び

西
田
幾
多
郎
の
思
索
か
ら
の
導
き
の
糸
を
手
繰
り
寄
せ
つ
つ
、（
Ⅲ
）

今
後
更
に
省
察
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
な
思
考
連
関
へ
の
展
望

を
短
く
ま
と
め
て
み
た
い
。

今�

日
に
お
け
る
地
球
環
境
的
生
命
圏
域
を
視
野
と
す
る
普
遍

的
共
生
の
宗
教
倫
理
的
基
礎
―
―
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
に
よ

っ
て
開
拓
さ
れ
た
問
題
脈
絡
を
振
り
返
っ
て

先
ず
手
始
め
に
、
今
日
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
自
然
や
（
人
間

と
の
差
異
を
有
す
る
と
通
常
考
え
ら
る
）
他
の
生
命
体
と
の
共
生
の

可
能
性
を
問
題
化
す
る
脈
絡
を
診
断
す
る
上
で
、
互
い
に
極
端
に
相

反
す
る
思
想
動
向
の
一
例
と
し
て
、
以
下
の
引
用
を
挙
げ
て
お
き
た
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第
一
の
引
用
文
は
、
今
日
ま
さ
に
私
た
ち
を
取
り
巻
い
て
い
る

〈
人
間
性
の
危
機
〉、
及
び
〈
生
態
系
全
体
の
謎
を
秘
め
る
動
物
的
生

命
の
危
機
〉
の
思
想
を
如
実
に
語
り
だ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
今
日
の
〈
人
間
性
危
機
の
思
想
〉
の
一
群
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立

す
る
か
の
ご
と
く
、
第
二
の
引
用
は
、「
種
差
別
（speciesism

）
の

論
理
批
判
」
か
ら
動
物
解
放
論
ま
で
を
主
唱
す
る
に
至
る
極
端
な

生
命
・
自
然
中
心
主
義
倫
理
を
帰
結
す
る
思
想
動
向
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
と
り
わ
け
現
代
社
会
が
抱
え
る
地
球
規
模
で
の
自
然

‐
生
命
圏
環
境
問
題
や
動
物
保
護
問
題
等
の
関
連
で
、
西
洋
の
伝
統

的
文
化
と
精
神
性
に
深
く
根
を
は
っ
た
「
人
間
中
心
主
義
（anthro-

pocentrism

）」
と
い
っ
た
も
の
が
批
判
的
に
問
い
正
さ
れ
る
局
面
が

生
じ
て
い
る
。
但
し
、
西
洋
文
明
に
お
け
る
「
人
間
中
心
主
義
」
と

言
っ
て
も
、
そ
の
概
念
規
定
は
決
し
て
一
義
化
で
き
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
く
、
多
層
な
理
解
背
景
を
含
み
込
ん
で
い
る
思
想
史
的
概
念

に
他
な
ら
ず
、
適
用
さ
れ
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
相
当
に
異
な

っ
た
意
味
内
実
を
有
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、「
生

命
体
と
そ
の
生
命
的
か
つ
非
生
命
的
な
環
境
と
の
間
で
の
ダ
イ
ナ
ミ

間
の
起
源
が
動
物
に
あ
る
〉
と
い
う
ダ
ー
ヴ
ィ
ン
の
発
見
で
あ

り
、「
我
々
人
間
は
神
の
創
造
物
で
あ
り
、
神
に
似
せ
て
創
ら

れ
不
死
の
魂
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
物
語
の
信
憑
性
が
ダ
ー

ヴ
ィ
ン
の
発
見
に
伴
っ
て
低
下
し
た
こ
と
で
あ
る
。
我
々
と
他

の
動
物
と
の
違
い
は
質
の
違
い
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
程
度

の
違
い
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
、
あ
る
人
々
に
は
困
難
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
々
は
人
間
と
動
物
と
の
間
の
境
界
線
を

引
く
た
め
の
方
策
を
捜
し
て
き
た
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ

の
よ
う
な
境
界
線
で
長
持
ち
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。〔
…
〕。

人
間
と
動
物
と
の
間
に
境
界
線
を
引
こ
う
と
す
る
こ
う
し
た
試

み
が
人
間
と
動
物
の
お
か
れ
た
状
況
に
関
す
る
事
実
に
た
と
え

適
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
事
実
は
道
徳
の
問
題
に

は
何
の
影
響
力
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
存
在
が
言
語
を

使
用
し
な
い
と
か
、
道
具
を
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

存
在
の
苦
し
み
を
無
視
し
て
よ
い
と
い
う
理
由
に
は
ほ
と
ん
ど

な
ら
な
い
（	

ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー	

著
／
山
内
・
塚
崎	

監
訳	

『
実
践
の
倫
理
』
昭
和
堂	

一
九
九
九
年
、
八
二
‐
八
三
頁
）。
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第
一
に
、
ヨ
ナ
ス
は
責
任
の
原
理
を
互
恵
的
な
対
称
的
関
係
性

か
ら
基
礎
づ
け
得
な
い
も
の
と
考
え
る
―
―
【
社
会
契
約
論
的
な
基

礎
を
維
持
す
る
対
称
関
係
か
ら
の
世
代
間
の
責
任
を
論
じ
た
例
と
し

て
は
、
Ｍ
・
Ｐ
・
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（1930– 

）
や
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
学
で
活
躍
中
の
Ｋ
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
＝
フ
レ
チ

ェ
ッ
ト
『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環
境
・
世
代
間
の
公
平
』
等
を
参
照
】。

す
な
わ
ち
責
任
原
理
の
基
礎
は
、
権
利
‐
義
務
関
係
の
図
式
化
か
ら

は
独
立
し
た
全
く
非
対
称
的
で
さ
え
あ
る
存
在
論
的
地
盤
に
求
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（PV, 177

）。「
非
対
称
的
な
存
在
論
的
地
盤
」

と
は
、
人
間
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
及
び
自
然
環
境
に
対
す
る
人

間
存
在
の
関
わ
り
へ
と
責
任
の
対
象
領
域
が
拡
大
さ
れ
て
あ
る
こ
と

―
―
そ
れ
は
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
科
学
技
術
文
明
に
よ
っ
て
「
累
積

的
に
自
己
繁
殖
す
る
世
界
変
革
」
を
可
能
に
し
た
人
間
の
集
団
的
行

為
の
本
質
的
変
容
に
基
づ
く
（PV, 26–27; 29–30

）
―	

を
包
含
す

る
が
、
そ
の
非
対
称
的
存
在
論
が
倫
理
的
基
盤
と
な
る
原
型
は
「
乳

飲
み
子
の
存
在
か
ら
の
要
請
へ
の
関
わ
り
」
に
存
す
る
（PV, 192, 

235–236
）。
責
任
の
原
対
象
（PV, 234

）
は
、
倫
理
的
責
任
能
力
を

ッ
ク
な
相
関
関
係
」
に
つ
い
て
の
探
求
と
理
解
さ
れ
る
環
境
学
（
エ

コ
ロ
ジ
ー
）
も
、
人
間
と
い
う
生
き
も
の
の
生
存
条
件
、
つ
ま
り
自

然
‐
生
命
圏
と
共
に
生
育
・
発
展
す
る
社
会
・
文
化
環
境
と
の
相
関

関
係
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
そ
の
際
に
や
は
り
〈
人
間

（
と
し
て
存
在
す
る
も
の
）
の
理
念
〉
が
含
蓄
的
に
問
わ
れ
、
争
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
以
下
、
ヨ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
が

主
唱
す
る
〈
地
球
規
模
で
の
責
任
倫
理
の
基
礎
〉
に
よ
っ
て
「
人
間

の
尊
厳
」
と
「（
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
を
含
む
生
態
系
と
し
て
の
）
地

球
的
自
然
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ
る
の
か
に
焦
点

化
し
て
、
考
察
を
展
開
し
て
お
き
た
い
【
第
二
次
世
界
大
戦
終
結

後
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
嵐
の
中
で
亡
命
先
の
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
か
ら
再
び
ド
イ
ツ
に
帰
還
し
て
後
の
後
期
ヨ
ナ
ス
の
主
著

と
な
っ
た
、『
責
任
と
い
う
原
理	

科
学
技
術
文
明
の
た
め
の
倫
理
学

の
試
み
』
か
ら
差
し
当
た
っ
て
開
陳
し
て
ゆ
く
。H

ans Jonas, D
as 

Prinzip Verantw
ortung. Versuch einer Ethik für die technologische 

Zivilisation, Frankfurt a.M
. 1979, 19892

―
―
以
下
、PV

と
略
記

し
て
表
示
】。
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人
間
が
（
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
）
責
任
主
体
で
あ
る
こ
と
の
根
拠

こ
そ
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
責
任
原
理
を
基
づ
け
る
根
拠
へ
の
問
い

を
彼
は
、
今
日
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
未
来
世
代
に
対
す
る
責
任
の

問
題
へ
と
拡
大
さ
れ
た
枠
組
み
か
ら
究
明
で
き
る
も
の
と
す
る
。
将

来
の
人
類
が
「
在
る
」
こ
と
（
す
な
わ
ち
、
生
存
）
へ
の
責
任
・
義

務
は
、
自
然
的
な
種
の
継
続
の
内
部
で
そ
の
存
続
に
対
す
る
基
礎
づ

け
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い（cf. PV, 36ff

）。
ヨ
ナ
ス
は
そ
こ
で
、

倫
理
性
の
在
り
処
と
し
て
の
人
間
性
の
理
念
（
イ
デ
ー
）
に
わ
れ
わ

れ
が
将
来
の
人
類
の
存
続
と
そ
の
在
り
方
を
配
慮
す
る
根
本
義
務
の

基
礎
を
見
出
す
（PV, 91, 184–187

）。
つ
ま
り
、
未
だ
存
在
し
て
い

な
い
将
来
の
子
孫
も
責
任
を
負
え
る
存
在
で
あ
り
得
る
こ
と
に
対
す

る
責
任
を
わ
れ
わ
れ
は
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
（「
責
任
が
存
在
す

る
可
能
性
が
、
何
よ
り
も
先
行
し
て
い
る
責
任
だ
か
ら
で
あ
る
」:	

PV, 186

）。
人
間
性
の
理
念
を
損
な
う
こ
と
な
く
保
持
す
る
こ
と
か

ら
の
み
倫
理
の
基
盤
と
し
て
の
責
任
存
在
を
存
続
せ
し
め
得
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
責
任
存
在
と
し
て
の
人
間
の
（
歴
史
的
状
況
に
お

け
る
）
在
り
様
と
共
に
諸
々
の
生
命
活
動
が
営
ま
れ
る
生
態
圏
と
地

有
す
る
主
体
と
し
て
自
ら
を
確
立
し
得
る
人
間
在
自
身
が
そ
の
自
然

的
生
存
を
開
始
す
る
形
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の〈
乳
飲
み
子
の
無
力
さ
〉

―
―
両
親
（
ま
た
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
人
間
た
ち
）
の
世
話
が
な
け

れ
ば
、「
頼
る
も
の
な
き
存
在
が
非
存
在
の
淵
に
宙
づ
り
に
な
っ
て

い
る
こ
と
」（PV, 240
）
―	
に
直
面
す
る
と
い
う
非
対
称
的
関
係
に

お
い
て
経
験
的
所
与
と
な
る
。
逆
面
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
人
間
の
責

任
主
体
と
し
て
の
存
在
は
契
約
上
の
取
り
決
め
―
―
そ
の
中
に
は
、

政
治
家
の
選
任
さ
れ
た
責
任
形
態
か
ら
個
々
の
公
的
及
び
私
的
関
係

に
お
け
る
取
り
決
め
の
諸
形
態
が
含
ま
れ
る
―
―
に
よ
っ
て
初
め
て

具
体
化
か
つ
自
覚
化
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
、
よ
り
原
理
的
に
（
乳
飲

み
子
の
よ
う
に
）「
そ
の
存
在
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
存
在
者
」
か
ら

呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
（cf. PV, 391

）。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う

な
如
何
な
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
責
任
の
遂
行
を
回
避
し
責
任
存

在
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
「
責
任
を
感
じ
る
」
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
自
覚
の
芽
生

え
は
か
き
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

但
し
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、
乳
飲
み
子
の
よ
う
な
存
在
に
対
し
て
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よ
び
地
球
的
自
然
環
境
の
危
機
的
状
況
を
含
む
将
来
へ
向
け
て
の
応

答
（Verantw

ortung

）
を
果
た
し
て
ゆ
く
宗
教
的
地
盤
を
も
意
味

す
る
〈
人
間
中
心
性
〉
を
開
基
し
直
す
倫
理
の
提
唱
な
の
で
あ
る
。

但
し
ヨ
ナ
ス
の
こ
の
〈
責
任
の
原
理
か
ら
の
倫
理
構
想
〉
に
は
、
さ

ら
に
そ
れ
に
先
立
っ
て
第
二
次
大
戦
後
の
一
九
四
〇
年
代
後
半
以
降

に
練
り
上
げ
ら
れ
た
（
こ
れ
も
ヨ
ナ
ス
独
自
の
）〈
生
命
の
哲
学
的

存
在
論
〉の
構
築
が
思
想
背
景
と
し
て
も
深
く
関
与
し
て
い
る1

の
で
、

以
下
で
そ
の
結
節
点
が
明
ら
か
に
な
る
思
考
脈
絡
を
剔
出
し
て
お
き

た
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
か
ら
の
影
響
の
下
で
、
し
か
し
な
が

ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
哲
学
的
関
心
の
方
向
意
味
を
異
に
し
て〈
存
在
〉

と
〈
生
命
〉
の
根
本
連
関
を
新
た
に
問
い
直
す
ヨ
ナ
ス
の
生
命
哲
学

の
理
論
的
基
礎
の
た
め
の
端
緒
は
、
生
命
現
象
の
〈
心
的
物
理
的
統

一
（die psychophysische Einheit

）〉
を
看
取
す
る
点
に
存
す
る
と

言
え
る2

。
そ
し
て
そ
の
展
開
部
で
は
、
有
機
体
的
生
命
が
存
在
階
層

を
成
し
て
存
在
論
的
構
造
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
洞
察
が
そ
の
中

核
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
洞
察
は
、「
高
い
段
階
が
低
い

球
的
規
模
で
の
自
然
環
境
全
体
が
「
責
任
あ
る
配
慮
」
の
対
象
と
な

る
（cf. PV, 245–246

）。

以
上
の
よ
う
に
〈
責
任
の
原
理
〉
は
、
人
間
存
在
が
そ
の
固
有
な

尊
厳
に
お
い
て
自
ら
の
精
神
的
な
生
を
歴
史
的
状
況
の
変
移
を
架
橋

し
て
貫
徹
し
て
ゆ
く
上
で
の
「
非
対
称
的
（asym

m
etorical

）
な
存

在
論
基
盤
」
を
根
本
土
壌
と
す
る
倫
理
の
新
構
想　

―	

西
欧
近
代

の
自
律
（autonom

y

）
に
依
拠
す
る
自
己
意
識
的
主
体
の
特
権
化

と
共
に
、
社
会
契
約
論
（social contract

）
を
強
力
な
仮
設
理
論
と

す
る
対
称
的
（sym

m
etorical

）
な
相
互
主
体
性
か
ら
の
合
理
的
基

礎
づ
け
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
抗
し
背
反
す
る
も
の
と
し
て
―

―
の
鍵
と
し
て
提
起
さ
れ
る
が
、
こ
の
倫
理
の
構
想
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
か
ら
西
洋
近
代
の
人
間
中
心
主
義（anthropocen-

trism

）を
批
判
修
正
す
る
根
幹
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、

決
し
て
人
間
存
在
の
卓
越
し
た
存
立
意
義
を
よ
も
や
相
対
化
す
る
思

想
傾
向
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
存
在
す
る
も
の
全
体
の
歴
史
的
世

界
の
動
的
展
開
に
お
い
て
唯
一〈
責
任
を
担
う
能
力
を
有
す
る
存
在
〉

で
あ
る
人
間
が
、
自
ら
の
子
孫
た
る
人
類
の
運
命
と
生
命
圏
全
体
お
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と
い
う
見
方
）は
古
代
西
洋
の
思
考
様
式
に
は
即
し
て
い
る
も
の
の
、

近
現
代
的
な
理
論
的
枠
組
み
と
は
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
（ebd.,	

邦
訳	

同
頁
）。
つ
ま
り
ヨ
ナ
ス
は
、
驚
く
べ
き

こ
と
に
方
法
論
的
な
形
態
転
換
（
組
み
換
え
）
を
遂
行
し
、
有
機
体

的
生
命
の
よ
り
低
次
な
る
現
象
領
域
か
ら
精
神
的
な
る
も
の
を
捉
え

直
し
て
ゆ
く
方
途
を
一
度
は
先
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
を
範
型
と
す
る
西
洋
古
代
哲
学
に
お
け
る
存
在
理
解
再
形

成
の
道
へ
と
回
帰
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
回
帰
的
に
し
て
刷
新
的
な
考
察
の
方
途
に
お
い
て

は
、「
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
的
実
在
の
基
層
に
存
す
る
物
質
交
代

（Stoffw
echsel

）」
が
考
究
の
出
発
点
と
な
る
。『
有
機
体
と
自
由
』

に
収
め
ら
れ
た
論
稿
（
第
五
章
）
の
中
で
も
特
に
有
名
で
重
要
な

《
神
は
数
学
者
か
？
―
―
物
質
交
代
の
意
味
に
つ
い
て4

》
は
主
題
的

に
こ
の
問
題
を
究
明
し
て
い
る
が
、
ヨ
ナ
ス
は
英
国
の
天
文
物
理
学

者
で
あ
っ
た
Ｊ
・
ジ
ー
ン
ズ
卿
（1877–1946

）
の
命
題
「
被
造
物

に
内
在
し
て
い
る
そ
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
大
い
な
る
建
築
者

は
今
日
純
粋
な
数
学
者
と
し
て
姿
を
現
し
始
め
て
い
る
」
の
真
意
と

段
階
に
依
存
し
、
低
い
段
階
の
す
べ
て
が
そ
の
つ
ど
の
最
高
の
段
階

に
保
持
さ
れ
る
形
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
層
が
前
進
的
に
積
み
上
げ
ら
れ

る
」（O

rganism
us und Freiheit, S. 13; cf. 

邦
訳
『
有
機
体
と
自
由
』、

三
頁
）
と
い
う
、
哲
学
的
生
命
論
と
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『
魂
に
つ
い
て
（D

e anim
a

）』
の
思
想
動
向
に
類
比
的
な
存
在
の
階

層
性
を
描
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
但
し
ヨ
ナ
ス
は
、
有
機
体
の
生
理

学
的
モ
デ
ル
を
非
生
理
学
的
プ
ロ
セ
ス
の
た
め
に
導
き
入
れ
て
い
な

い
と
い
う
点
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
思
考
端
緒
と
は
異
な
っ
た

方
向
を
示
し
て
い
る3

。
―	

「
有
機
体
は
す
で
に
そ
の
最
も
低
次
の
形

成
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
精
神
的
な
も
の
を
前
も
っ
て
形
成
し
て
お

り
、
精
神
は
最
も
高
次
の
到
達
範
囲
に
お
い
て
も
な
お
有
機
体
的
な

も
の
に
留
ま
る
」（O

rganism
us und Freiheit, S. 11 ; cf. 『

有
機
体
と

自
由
』、
邦
訳	

一
頁	

）。
加
え
て
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
当
引
用
部

の
後
半
部
（
＝
有
機
体
の
存
在
論
的
部
分
領
域
と
し
て
の
精
神
的
な

る
も
の
の
考
察
）
は
、
西
欧
近
代
を
経
て
の
現
代
的
思
考
に
調
和
的

に
共
鳴
関
係
に
立
つ
が
、
前
半
部
（
＝
精
神
的
な
る
も
の
の
前
段
階

が
す
で
に
有
機
体
の
最
も
低
次
な
形
成
体
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
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（eine active Selbstintegration,	

同	

一
四
七
頁
）
が
見
い
出
さ
れ
る

は
ず
な
の
だ
が
―
―
ヨ
ナ
ス
は
、「
同
一
の
物
質
の
ま
ま
で
は
な
い

と
い
う
正
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
な
自
己
と
し
て
存
続
」
す

る
生
き
て
い
る
形
相
（lebendige Form

）
の
連
続
性
と
し
て
こ
の

事
態
を
哲
学
的
に
把
握
し
て
い
る（
同	

一
四
二
～
一
四
三
頁
）―
―
、

こ
の
決
定
的
な
点
こ
そ
分
析
的
な
均
質
性
と
い
っ
た
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
の
み
存
在
現
実
を
捉
え
る
眼
差
し
し
か
有
さ
な
い
〈
数
学

者
と
し
て
の
神
〉
に
は
見
て
と
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
（
同	

一
四
六

頁
）。「
過
程
を
通
じ
た
恒
久
的
な
自
己
更
新
」（
同	

一
四
七
頁
）
は
、

有
機
体
的
生
命
そ
の
も
の
の
根
本
徴
表
に
他
な
ら
な
い
が
、
正
に
こ

の
よ
う
な
能
動
的
自
己
統
合
化
が
存
在
論
的
な
個
体
性
（
＝
単
に
現

象
上
の
個
体
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
け
る
そ
の
現
存
、
そ

の
持
続
お
よ
び
持
続
に
お
け
る
同
一
性
と
し
て
の
個
体
性
）
を
生
成

せ
し
め
る
の
で
あ
る
（
同
頁
）。
詳
し
く
考
察
す
る
な
ら
有
機
体
の

個
体
的
生
命
は
、
自
ら
の
能
動
的
自
己
統
合
性
を
通
し
て
そ
の
素
材

的
質
料
に
対
す
る
二
重
の
関
係
様
式
を
存
在
構
造
と
し
て
い
る
―
―

す
な
わ
ち
、
一
方
で
有
機
体
的
個
体
は
、
そ
の
質
料
的
諸
部
分
の
瞬

正
当
性
を
吟
味
す
る
た
め
に
以
下
の
よ
う
な
思
考
実
験
を
敷
衍
し
て

ゆ
く
―
―
数
学
者
で
あ
る
神
と
い
う
仮
定
の
眼
差
し
か
ら
そ
の
全
被

造
物
が
眺
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
被
造
物
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
存
在
対
象
が
見
て
と
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
、
と

（O
rganism

us und Freiheit, S. 119; 

邦
訳	

一
四
一
頁
）。
さ
て
、
物

質
的
生
命
（
例
え
ば
ア
メ
ー
バ
ー
）
は
被
造
的
世
界
の
存
在
現
実

を
解
釈
す
る
上
で
以
上
の
問
い
に
答
え
て
ゆ
く
た
め
の
「
被
造
物

に
内
在
す
る
証
言
」
の
試
金
石
と
し
て
採
用
さ
れ
得
る
が
（
同	

邦

訳	

一
二
七
頁
）、
そ
の
物
質
的
生
命
は
以
下
に
引
用
す
る
決
定
的
な

特
質
を
持
つ	

―
「
有
機
体
の
内
部
に
お
い
て
も
外
部
に
お
い
て
も
、

あ
る
特
殊
な
出
来
事
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
有
機

体
の
現
象
的
な
統
一
を
通
常
の
物
体
よ
り
い
っ
そ
う
疑
わ
し
く
見
え

さ
せ
、
時
間
の
経
過
を
通
じ
て
の
有
機
体
の
物
質
的
同
一
性
を
ほ
と

ん
ど
完
全
に
廃
棄
し
て
し
ま
う
も
の
だ
。
私
が
語
っ
て
い
る
の
は
有

機
体
の
物
質
交
代
、
有
機
体
が
行
っ
て
い
る
周
囲
の
環
境
と
の
物
質

の
交
換
の
こ
と
で
あ
る
」（
同	

一
四
二
頁
）。
ど
ん
な
に
低
次
の
物

質
生
命
に
も
そ
れ
が
有
機
体
で
あ
る
限
り
、
能
動
的
〈
自
己
〉
統
合
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一
つ
に
は
、〈
神
的
な
数
学
者
〉
の
視
線
を
批
判
的
に
吟
味
・
解
体

し
て
上
述
の
よ
う
に
有
機
体
的
生
命
に
固
有
で
能
動
的
な
統
合
的
同

一
性
を
見
て
と
る
眼
差
し
と
は
、
生
け
る
身
体
を
視
座
と
し
て
こ
の

身
体
に
お
け
る
直
接
的
な
自
己
経
験
の
認
知
的
証
言
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
認
識
上
の
反
省
方
向
が
正
当
化
さ
れ
る

（
同	

一
四
六
頁
、
ま
た
特
に
当
論
稿
内
で
一
七
二
頁
以
下
「
身
体
を

持
つ
認
識
主
観
の
優
越
性
」
の
部
分
を
参
照
）。
但
し
こ
こ
で
、
哲

学
的
な
反
省
方
向
は
方
法
論
的
に
逆
転
を
呈
示
す
る
。
正
当
性
の
証

示
を
含
意
す
る
反
省
方
向
は
、
数
学
的
な
神
の
眼
差
し
と
は
全
く

異
種
の
視
線
の
生
物
学
的
な
経
過
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
有
機
体
的
に
し
て
質
料
的
な
基
盤
に
遡
及
す
る
こ
と
か
ら
開
示

さ
れ
た
〈
精
神
的
な
も
の
〉
を
原
初
的
‐
根
源
的
に
包
括
的
な
も
の

と
し
て
理
解
す
る
道
を
開
拓
す
る
こ
と
に
な
る
（O

rganism
us und 

Freiheit, S. 198–225;	 “D
er A

del des Sehens. Eine U
ntersuchung 

zur Phänom
enologie der Sinne”;	

邦
訳
「
視
覚
の
高
貴
さ
―
―
感

覚
の
現
象
学
の
試
み
」
二
四
八
～
二
七
五
頁
の
部
分
を
特
に
参
照
）。

け
れ
ど
も
こ
の
逆
転
せ
る
方
途
で
の
哲
学
的
論
述
の
痕
跡
の
追
究

間
的
な
事
実
的
集
積
に
一
致
し
て
存
立
す
る
と
い
う
拘
束
を
有
す
る

が
、
他
方
で
は
そ
の
よ
う
な
瞬
間
の
連
鎖
に
お
い
て
は
如
何
な
る
個

別
的
な
質
料
的
集
積
に
も
束
縛
さ
れ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た

だ
自
ら
の
有
機
体
的
生
命
で
あ
る
と
こ
ろ
の
生
け
る
形
相
に
の
み

統
合
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
二
重
の
存
立
構
造
で
あ
る

（
同
箇
所
）。
つ
ま
り
有
機
体
的
生
命
に
固
有
な
機
能
的
づ
け
同
一
性

は
、
質
料
的
物
質
そ
の
も
の
の
実
体
的
同
一
性
と
合
致
す
る
こ
と
な

く
、
有
機
体
的
形
相
は
自
ら
の
素
材
的
‐
物
質
的
質
料
に
対
す
る
弁

証
法
的
関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ナ
ス
は
、
こ

の
弁
手
法
的
関
係
を
「
依
存
的
【
需
要
的
】
自
由
（die bedürftige 

Freiheit

）」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
概
念
化
し
て
い
る
（
同	

一
四
八

頁
）。
有
機
体
は
、
自
ら
の
生
命
と
個
体
性
の
維
持
に
質
料
的
条
件

を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
自
己
保
持
と
い
う
目
的

を
達
成
す
る
上
で
の
特
定
の
質
料
的
素
材
の
選
び
出
し
の
下
で
は

〈
自
由
〉
な
の
で
あ
る
。

こ
の
帰
結
か
ら
、
ヨ
ナ
ス
の
哲
学
的
生
命
論
の
構
想
に
と
っ
て
基

幹
と
な
る
二
つ
の
根
本
的
な
思
考
路
線
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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従
っ
て
こ
の
統
合
的
一
元
論
と
し
て
の
〈
生
命
の
哲
学
〉
は
、
二
つ

の
主
要
部
分
、
す
な
わ
ち
有
機
体
の
哲
学
と
精
神
の
哲
学
と
を
包
含

す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る6

。
そ
の
際
に
、
具
体
的
な
有
機
体
的
身

体
性
に
お
い
て
現
れ
る
生
命
活
動
の
生
命
現
象
全
体
に
対
し
て
の
中

心
的
位
置
づ
け
が
重
要
な
問
題
と
し
て
際
立
っ
て
く
る
の
だ
が
、
ヨ

ナ
ス
の
生
命
存
在
論
の
構
想
を
診
断
し
そ
の
積
極
的
意
義
を
再
吟
味

す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
本
論
で
は
、
そ
の
哲
学
上
の
中
心
的
指
針

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
十
分
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヨ

ナ
ス
は
ず
っ
と
後
年
の
最
晩
年
に
、『
物
質
、
精
神
と
創
造
―
―
宇

宙
論
的
な
調
査
結
果
と
宇
宙
論
的
な
推
測
』（
一
九
八
八
／
八
九
年
）

と
い
う
小
論
に
お
い
て
、「
物
質
・
精
神
・
創
造
と
い
う
序
列
は
、

物
質
界
の
僅
か
小
さ
な
生
け
る
部
分
に
お
い
て
自
ら
を
告
げ
知
ら
せ

て
い
る
〈
主
体
性
〉
の
局
面
を
超
え
て
、
そ
こ
に
お
い
て
自
ら
を
再

度
際
立
た
せ
る
が
常
に
未
だ
物
質
と
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る〈
精
神
〉

の
秘
密
（G

eheim
nis

）
へ
と
進
展
し
て
ゆ
く
。
精
神
を
わ
れ
わ
れ

は
人
間
に
お
い
て
の
み
、
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
方
か
ら
関
知
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
序
列
か
ら
そ
の
段
階
的
発
展
の
創
造
的

は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
試
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
一
つ
に

は
、
生
命
の
存
在
論
的
解
釈
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
成
立
の
可
能
根

拠
を
、「
精
神
が
有
機
体
的
な
も
の
に
お
い
て
全
く
最
初
か
ら
予
め

形
成
さ
れ
て
い
る
」（
前
掲
邦
訳	

四
頁
）
基
礎
事
態
に
求
め
得
る
こ

と
が
判
明
に
な
る
。
萌
芽
的
自
由
（
＝
「
物
質
が
初
め
て
生
命
に
向

け
て
自
己
を
組
織
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
の
深
み
で
働
い
て
い

る
傾
向
性
に
よ
っ
て
す
で
に
、
正
し
く
こ
の
自
由
と
い
う
様
態
へ
と

動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
移
行
は
こ
の
様
態
へ
の
扉

を
実
際
に
開
い
た
の
だ
」
邦
訳	

六
頁
）
が
有
機
体
的
生
命
の
最
基

層
を
成
す
物
質
交
代
に
お
い
て
す
で
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
精

神
の
側
か
ら
の
有
機
体
的
形
相
（
＝
生
命
自
体
の
客
観
的
形
式
）
へ

の
認
知
的
な
接
近
路
が
開
設
さ
れ
、
同
時
に
精
神
的
な
る
も
の
と
は

有
機
体
的
な
る
も
の
と
共
に
存
在
論
的
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ヨ
ナ
ス
の
哲
学
的
生
命
論
が
「
よ
り
高
次
の

段
階
で
の
統
合
的
一
元
論
（ein integraler M

onism
us auf höherer 

Stufe 5

）」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
に
読
み
取
れ
る
。
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い
だ
せ
る
。

〈
住
ま
う
〉
と
い
う
こ
の
動
詞
を
わ
た
し
た
ち
が
充
分
に
広
く

か
つ
本
質
的
に
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
が
地
の
上
・

天
の
下
で
、
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
さ
す
ら
い
を
遂
行
す

る
そ
の
仕
方
を
告
げ
て
い
る
。
こ
の
さ
す
ら
い
は
、
多
様
な
形

態
を
と
り
、
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
し
か
し
ど
ん
な
場
合
に

も
、
さ
す
ら
う
こ
と
は
住
ま
う
こ
と
の
基
本
的
特
徴
を
と
ど
め

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
と
天
の
間
に
、
誕
生
と
死
の
間
に
、

喜
び
と
悲
し
み
の
間
に
、
行
為
と
言
葉
の
間
に
人
間
が
滞
在
す

る
と
い
う
意
味
で
の
、
住
ま
う
こ
と
の
基
本
的
特
徴
を
と
ど
め

て
い
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕
わ
た
し
た
ち
が
、
こ
の
多
く
の
襞

を
も
つ
間
（dieses vielfältige Zw

ischen

）
を
世
界
と
名
づ
け

る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
世
界
は
死
を
能
く
す
る
者
た
ち
が
住

ま
う
家
で
あ
る
（M

. H
eidegger, “H

ebel der H
ausfreund”,	 in 

:Aus der Erfahrung des D
enkens 1910–1976, G

esam
tausgabe 

13, hrsg. von H
erm

ann H
eidegger, Frankfurt a. M

. 1983, S. 

138–139
）。

根
本
原
因
（
根
源
）
へ
の
問
い
、
す
な
わ
ち
神
の
問
い
を
投
げ
か
け

る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
宇
宙
論
的
な
デ
ー
タ
ー
の
経
験
的
見
地

よ
り
し
て
宇
宙
論
的
視
野
で
の
「
…
物
質
に
と
っ
て
も
さ
ら
に
先
行

す
る
第
一
の
、
も
の
」
の
形
而
上
学
的
推
定
へ
と
進
む
べ
き
こ
と
を

強
調
し
て
い
る7

。
従
っ
て
、「
自
由
と
精
神
へ
向
け
て
の
潜
在
能
力

（das Potential

）を
有
機
体
的
な
る
も
の
の
、そ
し
て
さ
ら
に
は〔
…
〕

宇
宙
全
体
の
進
化
の
内
属
的
契
機
」
と
し
て
解
釈
す
る
ヨ
ナ
ス
の
生

命
哲
学
は
、
正
に
「
存
在
論
的
に
内
容
豊
か
な
一
元
論
」
へ
の
志
向

で
あ
る
と
言
え
よ
う8

。

後�

期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
圏
か
ら�

―
〈
住
ま
う
こ
と
〉�

の
思
索
的
習
熟
を
通
し
て
の
「
地
球
環
境
的
共
生
」
へ

後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
住
ま
う
こ
と
の
思
惟
〉
の
本
質
動
向
を
包

括
的
に
示
す
文
章
は
、
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
生
ま
れ
の
ド
イ
ツ
の
詩

人
・
教
育
者
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル
（Johann 

Peter H
ebel, 1760–1826

）
に
寄
せ
て
書
か
れ
た
『
ヘ
ー
ベ
ル
―
―

家
の
友
』（
一
九
五
七
年
）
の
中
で
凝
縮
さ
れ
た
形
で
典
型
的
に
見



68 

置
と
し
て
の
）
種
別
的
規
定
が
等
閑
に
し
隠
匿
し
た
次
元
を
開
墾
し

直
す
の
み
な
ら
ず
、
今
日
の
科
学
技
術
に
よ
る
合
理
化
と
情
報
化
時

代
が
孕
む
根
底
的
次
元
で
の
危
機
を
「
住
ま
う
こ
と
を
学
び
直
す
可

能
性
」
が
打
ち
開
け
る
深
源
を
基
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う

と
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
西
欧
近
代
の
精
神
性
に
よ
る
「
存
在
に

対
す
る
主
観
性
の
支
配
」が
帰
結
し
た
故
郷
喪
失（H

eim
atlosigkeit

）

を
克
服
す
る
「
最
も
近
い
も
の
の
近
さ
へ
の
帰
郷	

（H
eim

kunft

）」

を「
人
間
ら
し
い
人
間
の
人
間
性
に
初
め
て
そ
の
尊
厳
を
与
え
返
す
」

思
惟
の
本
質
課
題
と
し
て
い
る
（“ Brief über den H

um
anism

us,” 

in G
A

 9 W
egm

arken, 1976, S. 337ff

）。
そ
の
際
、
今
日
の
人
間

を
そ
の
最
内
奥
に
お
い
て
脅
か
し
て
い
る
土
着
性
喪
失
（ebd., S. 

339f

）
と
は
、（
多
数
の
難
民
も
含
め
）
先
祖
伝
来
の
故
郷
か
ら
追

わ
れ
駆
逐
さ
れ
た
人
々
、
大
工
業
都
市
へ
と
入
植
し
そ
の
荒
涼
と
し

た
機
構
の
中
で
古
い
故
郷
か
ら
疎
遠
と
な
っ
た
人
々
の
下
だ
け
で

は
な
く
、
地
理
的
に
は
正
に
故
郷
に
留
ま
り
続
け
て
い
る
人
々
に

お
い
て
も
非
‐
土
着
・
非
‐
郷
土
的
に
（unheim

isch

）
生
起
し
て

い
る
歴
史
的
命
運
で
あ
る
（“ G

elassenheit”, in: G
A

 53, S.143ff; cf. 

従
来
の
伝
統
的
形
而
上
学
が
「
存
在
す
る
も
の
の
実
体
論
的
基

礎
」
か
ら
人
間
に
特
有
な
存
在
構
造
を
概
念
化
す
る
路
線
を
開
設
し

た
思
想
上
の
影
響
作
用
史
に
鑑
み
て
、
こ
の
思
想
的
伝
統
か
ら
離
反

す
る
今
日
的
な
思
惟
の
動
向
に
開
眼
す
る
な
ら
ば
、
人
間
存
在
は
も

は
や
、
叡
智
的
存
在
領
域
へ
と
超
出
し
得
る
宇
宙
論
的
地
位
の
確
保

に
よ
っ
て
も
、（
近
代
形
而
上
学
を
通
し
て
の
）
自
己
意
識
的
主
観

性
と
し
て
の
特
権
化
に
よ
っ
て
も
、
自
ら
に
目
覚
め
そ
の
固
有
な
存

在
体
制
に
於
け
る
自
覚
を
深
め
る
拠
り
所
を
見
い
だ
し
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
而

上
学
的
な
構
造
図
式
や
存
在
現
実
の
―
―
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
や

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
な
ど

に
開
花
し
た
卓
越
せ
る
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
や
幾
人
か
の
真
に
創

造
的
な
哲
学
的
思
惟
は
例
外
と
し
て
―
―
静
態
学
化
は
、
今
日
の
精

神
性
に
と
っ
て
更
に
強
固
な
概
念
的
偶
像
を
生
み
出
す
も
の
と
映
る

の
で
あ
る
。
住
ま
う
こ
と
の
本
質
動
性
か
ら
人
間
の
本
来
の
在
り
処

を
問
う
思
惟
は
、西
洋
に
お
い
て
伝
統
的
な
〈
理
性
的
動
物
（anim

al 

rationale

）〉
と
し
て
の
人
間
の
（
多
様
な
存
在
者
の
中
で
占
め
る
位
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の
圏
域
に
こ
そ
本
来
的
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

講
演
『
建
て
る
こ
と
―
―
住
ま
う
こ
と
―
―
思
惟
す
る
こ
と
』

（
一
九
五
一
年
）
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
語
の
「
住

ま
う	 W

ohnen

」
が
語
源
学
上
（etym

ologisch

）
は
古
ザ
ク
セ
ン

語
の	 w

unon

や
ゴ
ー
ト
語
（
ま
た
は
、
中
世
の
古
英
語
の
）
の	

w
unian

が
有
し
た
「
滞
在
す
る
こ
と	 das Sich–Aufhalten

」
保
護
・

囲
い
へ
と
も
た
ら
さ
れ
て
そ
の
内
に
留
ま
る
こ
と
即
ち
〈
被
害
や

危
険
か
ら
守
ら
れ
て
あ
る
こ
と das Friieden

〉
の
意
義
へ
と
遡
源

す
る
連
関
か
ら
、einfrieden

（
ま
た
はeinfriedigen

：
柵
ま
た
は

壁
を
も
っ
て
囲
む
）
と
い
う
語
に
連
繋
す
る
「
住
ま
う	 w

ohnen

」

は
「
大
切
に
す
る
・
思
い
や
る
・
慎
重
に
扱
う
」
を
意
味
す
る	

〉

schonen

〈	

を
そ
の
本
質
と
す
る
こ
と
を
導
き
出
す9

。
そ
し
て
こ
の	

“ schonen”	

は
消
極
的
な“verschonen”

と
区
別
さ
れ
て
「
住
ま
う

こ
と
の
根
本
動
向
・
特
質	 G

rundzug

」
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う

に
開
明
し
て
い
る	

―
「
大
切
に
す
る
・
思
い
や
る
こ
と
は
、
わ
れ

わ
れ
が
配
慮
さ
れ
た
も
の	 das G

eschonte 

に
何
も
危
害
や
苦
痛
な

ど
を
加
え
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
に
そ
の
本
質
が
存
す
る
の
で
は
な

S.155
）。
そ
こ
で
、「
非
‐
土
着
的
（
非
‐
故
郷
的
）
な
る
も
の
に
お

い
て
土
着
的
（
故
郷
的
）
と
な
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
思
惟
の
隠
蔽
さ

れ
て
い
る
エ
レ
メ
ン
ト
（
境
域
）
へ
と
回
帰
す
る
追
想
（A

ndenken

）

及
び
先
行
的
思
索
（Vordenken

）
が
開
拓
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
際
、「
住
む
と
は
、
死
を
能
く
す
る
者
た
ち
が

大
地
の
上
に
存
在
す
る
そ
の
仕
方
」〔『
建
て
る
こ
と	

住
ま
う
こ
と	

思
考
す
る
こ
と
』（“ Bauen W

ohnen D
enken,” in: G

A
 7, 150

）〕

で
あ
り
、「〈
大
地
の
上
に
〉
に
と
い
う
こ
と
は
、〈
天
空
の
下
に
〉

と
い
う
こ
と
を
既
に
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
は
、〈
神
的
な
も

の
た
ち
の
前
に
と
ど
ま
る
こ
と
〉
を
と
も
に
指
示
し
、〈
人
間
た
ち

の
相
互
共
同
性
の
内
へ
帰
属
し
て
〉
い
る
こ
と
を
含
意
す
る
」（ebd., 

151

）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、「
死
を
能

く
し
得
る
も
の
た
ち
と
し
て
の
人
間
〔=	 D

a–sein

〕
が
初
め
て
住

ま
い
つ
つ
世
界
と
し
て
の
世
界
に
到
達
す
る
」（ebd., S. 175

）
の

で
あ
る
か
ら
、〈
人
間
た
ち
の
相
互
共
同
性
の
内
へ
の
帰
属
〉
も
〈
住

ま
う
こ
と
に
習
熟
す
る
（erlernen

）〉
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
の
〈
死

を
能
く
し
得
る
者
た
ち
の
連
帯
的
共
同
性
〉
と
し
て
宗
教
的
共
生



70 

も
の
」
を
「
大
切
に
し
て
思
い
や
る
営
み
そ
の
も
の
」
に
お
い
て
そ

の
も
の
自
身
で
在
ら
し
め
る
と
い
う
純
粋
に
積
極
的
活
性
化
な
の
で

は
な
い
。

	

「
死
す
べ
き
も
の	 die Sterblichen

で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
地
上
で	

auf der Erde	

ど
の
よ
う
に	 W

ie

在
る
の
かa

」
を
住
ま
う
こ
と
の
主

動
的
－
他
動
詞
的
な	 Schonen

へ
と
集
約
的
に
究
明
し
得
る
、
思
惟

の
本
質
の
成
り
立
ち
が
こ
こ
で
同
時
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。先
ず
、

上
記
の
引
用
文
最
後
の
二
つ
の
文
章
でschonen

（
大
切
に
す
る
こ

と
・
思
い
や
る
こ
と
）
と
は
、住
ま
う
こ
と
が
人
間
を
し
て
そ
の	

「
存

在
せ
し
め
る sein lassen

」	

と
い
う
根
本
動
向
へ
帰
向
せ
し
め
る
応

答
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
即
ち
、
存
在
の
空
け
開

く
（seinslichtendes b

）D
a–sein

（
現-	

存
在
）
へ
と
自
性
化
せ
し

め
る
（sich er-eignen

）
動
性
を
内
立
的
に
持
ち
堪
え
る
こ
と
に
お

い
て
、「
存
在
す
る
も
の
を
そ
の
存
在
の
内
に
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ

と
（das Seiende in seinem

 Sein zu lassen

）、
存
在
す
る
も
の
の

予
め
そ
の
よ
う
に
在
る
存
立
に
お
い
て
匿
い
、
そ
の
発
展
・
展
開
の

ま
ま
に
さ
せ
る
こ
と
」
が
住
ま
う
こ
と
の
（
実
存
論
的	 existenzial	

い
。
本
来
的
な
思
い
や
る
こ
と
・
大
切
に
す
る
こ
と
は
何
か
積
極
的

な
る
も
の	 etw

as Positives

で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
の
も
の
を

あ
ら
か
じ
め
先
立
っ
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

時
、
そ
し
て
こ
と
さ
ら
に
そ
の
本
質
の
内
に
返
し
匿
う
時
に
生
起
す

る
の
で
あ
る
…
。
匿
わ
れ
る
こ
と
へ
と
（zum

 Frieden

）
へ
と
も

た
ら
さ
れ
て
あ
る
こ
と
と
し
て
、<

住
ま
う>	

が
意
味
す
る
の
は	

…	

ど
の
よ
う
な
も
の
を
も
そ
の
本
質
へ
と
大
切
に
配
慮
す
る
自
由

な
開
け	 das Freie

へ
と
囲
い
込
ま
れ
て
留
ま
る
こ
と
で
あ
る0

」。
従

っ
て
、
単
に
或
る
特
定
の
関
心
に
導
か
れ
て
の
保
護
（Schutz

）
や

価
値
評
価
に
媒
介
さ
れ
て
の
気
遣
い
（Besorgen

）
は
、
事
実
的
な

生
（
平
均
的
日
常
性
に
お
け
る
現
存
在
）
か
ら
他
の
諸
活
動
の
下
で

の
反
応
ま
た
は
比
較
考
量
・
選
択
を
通
し
て
発
現
す
る
諸
存
在
者
と

の
一
定
の
継
続
的
な
交
渉
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
保
護
し
気
遣
う

者
自
身
へ
と
回
帰
し
て
し
ま
う
「
い
た
わ
る
こ
と
・
傷
つ
け
な
い
こ

と	 verschonen

」
の
目
的
合
理
性
を
抜
け
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
消

極
面
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
未
だ
、
住
ま
う
こ
と
そ
の
も
の

の
全
体
的
な
本
質
化
動
向
と
し
て
の
、「
大
切
に
さ
れ
る
（
は
ず
の
）
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D
enken

）
を
開
顕
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
るf

。

結
び
と
開
き
―
―
人
間
的
存
在
の
宗
教
的
淵
源
か
ら�

の
普
遍
的
‐
包
括
的
な
生
命
共
生
態
の
思
索
へ
向
け
て�

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
経
て
改
め
て
西
田
の
引
用
テ
キ
ス
ト
に

立
ち
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
絶
対
の
鉄
壁
に
打
ち

当
た
る
」
と
は
、（
西
欧
近
代
の
諸
前
提
に
基
づ
く
）
自
律
化
を
進

展
さ
せ
て
ゆ
く
人
間
的
自
由
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
人
間
存
在
そ
れ

自
身
の（
何
ら
か
の
意
味
規
定
へ
と
明
ら
む
）宗
教
的
淵
源
か
ら「
打

ち
つ
け
ら
れ
る
」
こ
と
、を
意
味
す
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。

「
絶
対
の
鉄
壁
」、
そ
れ
は
、
人
間
的
存
在
の
成
り
立
ち
を
最
根
柢
的

に
媒
介
す
る〈
絶
対
の
他
〉に
密
接
す
る
事
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
絶

対
の
他
〉
そ
れ
自
身
の
力
動
的
‐
否
定
的
媒
介
性
が
わ
れ
わ
れ
の
自

己
の
宗
教
的
淵
源
を
成
し
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
存
在
は
人

格
的
な
自
己
の
応
答
関
係
に
呼
び
起
こ
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
期
思
索
に
さ
し
か
か
る
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
期

体
制
か
ら
の
）
根
本
態
度
（G

rundeinstellung

）
に
他
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
るc

。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
、（
そ
の
実
存
論
的
体
制
か

ら
）
人
間
を
し
て
諸
存
在
者
に
対
峙
し
て
の
根
本
態
度
へ
と
主
動

化
さ
せ
る
と
こ
ろ
の	<
存
在
せ
し
め
る>

―
―das Seinlassen

（
＝	

Schonen

）des D
a-seins

〔G
enitivus subiectivus

〕
―	

は
、
動
詞

的
（verbal

）
に
の
み
言
葉
へ
と
（
か
ろ
う
じ
て
）
名
付
け
呼
び

（nennen

）
得
る
と
こ
ろ
の
、「
お
よ
そ
存
在
者
が
そ
れ
自
体
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
」
の
可
能
性
の
条
件
〔G

enitivus objektivus

〕
へ

と
差
し
戻
さ
れ
て
い
る
（Lassen = Es gibt: das Sein d

）。
そ
れ
自
体

に
お
い
て
非-	

存
在
者
的
な
（
従
っ
て
、
非-	
因
果
的
で
あ
る
ば
か

り
か
、
そ
も
そ
も
言
明
へ
向
け
て
主
語
化
で
き
な
い
）
根
本
生
起
が	

<

住
ま
う
こ
と
の
根
本
動
向>	

を
基
づ
け
る
（gründen
）
の
で
あ

り
―
―
「
住
ま
う
こ
と
は
し
か
し
、
そ
れ
に
即
し
て
死
す
べ
き
者
ら

が
在
る
と
こ
ろ
の
存
在
の
根
本
動
向
で
あ
る
（D

as W
ohnen aber 

ist der G
rundzug des Seins, dem

gem
äß die Sterblichen sind e.

）」

―
―
、
他
方
そ
れ
は
同
時
に
思
惟
が
人
間
を
し
て
現-	

存
在
へ
の
自

性
化
へ
と
呼
び
求
め
ら
れ
る
本
質
現
成
に
属
す
る
こ
と
（Ereignis–
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の
支
点
〉
が
存
す
る
と
言
え
よ
う
。

他
方
、
後
期
思
索
圏
へ
と
進
展
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
か
ら

も
、
今
後
さ
ら
に
そ
の
〈
思
惟
の
事
柄
〉
を
追
思
し
つ
つ
、
東
西
の

宗
教
性
に
深
層
か
ら
通
底
す
る
霊
性
の
根
本
次
元
を
開
拓
す
る
課
題

が
開
か
れ
て
く
る
。
そ
の
端
緒
と
し
て
、1936–1938

年
に
書
き
留

め
ら
れ
て
い
た
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿	

性
起
か
ら
』
の
ほ
ぼ
末
部

か
ら
の
一
節
を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

人
間
は
な
お
も
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
諸
々
の
工
作
機
構

（M
achenschaft	

作
為
性
）
に
よ
っ
て
地
球
と
い
う
惑
星
を
略

奪
し
尽
く
し
、
荒
廃
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
駆
り
立
て

る
営
み
の
巨
大
な
も
の
（das R

iesenhafte

）
は
、
思
い
も
寄

ら
な
い
も
の
へ
と
〈
発
展
〉
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
見

か
け
上
の
厳
格
さ
の
形
式
を
取
っ
て
、
荒
廃
し
た
も
の
そ
の
も

の
の
規
則
化
を
な
す
か
も
し
れ
な
い
。
真
存
在
（Seyn

）
の
偉

大
さ
は
閉
じ
ら
れ
た
ま
ま
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
真
理
と
非
真
理

と
そ
れ
ら
の
本
質
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
決
定
も
も
は
や
下
さ

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
諸
々
の
工
作
機
構
が
成
功
す
る
か
失
敗

（
一
九
三
一
／
三
二
年
）
の
西
田
の
思
惟
に
照
準
化
し
て
み
る
な
ら

ば
、〈
私
と
汝
〉
が
絶
え
ず
新
た
に
生
ま
れ
出
る
処
に
、
真
に
人
格

的
な
〈
個
〉
と
し
て
の
自
己
の
応
答
関
係
の
蘇
生
が
體
認
さ
れ
る
。

し
か
も
、
社
会
的
限
定
に
拘
束
さ
れ
た
限
り
で
の
自
己
の
突
破
が
促

さ
れ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
共
に
、「（
一
定
の
社
会
的
‐
生
活
世
界
的

連
関
の
内
部
で
の
）
汝
（
で
あ
っ
た
、
或
い
は
あ
り
得
る
も
の
）」

が
解
体
さ
れ
て
、「【
絶
対
的
に
異
他
な
る
】
他
に
於
て
汝
の
呼
声
を

聞
く
」（
西
田
幾
多
郎	

『
私
と
汝
』
旧
全
集
第
六
巻
所
収
、
三
九
八

頁
）
と
い
う
重
層
的
開
け
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。「
絶
対
的

他
に
於
て
汝
の
呼
声
を
聞
く
」
と
は
、
ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

（1182–1226

）
の
キ
リ
ス
ト
教
的
霊
性
が
そ
の
典
型
を
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
一
つ
一
つ
が
愛
情
の
絆
で
む
す
ば
れ

た
姉
妹
で
あ
り
、
地
球
環
境
と
い
う
「
大
き
な
家
」
を
大
切
に
し
つ

つ
、
大
地
を
共
に
す
る
自
然
と
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
の
す
べ
て
を
も
気

遣
う
こ
と
に
召
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
覚
醒
せ
し
め
る
。

こ
こ
に
、
包
括
的
で
普
遍
的
土
壌
へ
と
ど
こ
ま
で
も
進
展
・
深

化
す
る
〈
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
転
換
せ
し
め
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
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übergängliche D
enken

）
と
し
て
（“ Beiträge zur Philosophie. 

Vom
 Ereignis”, G

A
 65, S. 5 f.; “Besinnung”, G

A
 66, S. 78f

）
今
日

に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
、
準
備
的
に
開
拓
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

1
 

こ
の
方
向
で
の
ヨ
ナ
ス
の
哲
学
的
組
織
法
へ
の
解
釈
視
点
は
、
近
年

ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
―
―V

gl. K
arl G

ünter A
rnold, 

D
as kosm

ische D
atum

. U
ntersuchungen zum

 Subjektivitätsbegriff bei 

H
ans Jonas, Leipzig 2017, S. 56 ff. und S. 132f..

2
 

V
gl. A

lexander K
lier, U

m
w

eltethik : W
ider die ökologische Krise. 

Ein kritischer Ver-gleich der Positionen von Vittorio H
ösle und H

ans 

Jonas, M
arburg 2007, S. 42.

3
 

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
は
以
下
を
参
照
―
―G

ereon W
olters, “H

ans 

Jonas’ philosophische Biologie”, in C
ristian W

iese u. Eric Jacobson 

(H
rsg.), W

eiterw
ohnlichkeit der W

elt. Zur Aktualität von H
ans Jonas, 

Berlin / W
ien 2003, S. 225–241; 234f.

4
 

初
出
は
独
立
し
た
論
文
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
発
表
さ
れ
た
―
―“Ist 

す
る
か
の
清
算
（Verrechnung

）
だ
け
が
、
な
お
も
か
ろ
う

じ
て
清
算
さ
れ
る
。
こ
の
計
算
は
、
僭
称
さ
れ
た
〈
永
遠
性
〉

の
内
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
永
遠
性
で
は
な
く
て
、
最
も

荒
廃
し
て
最
も
は
か
な
い
も
の
が
先
へ
先
へ
と
進
む
こ
と
に

す
ぎ
な
い
。（M

artin H
eidegger, “Beiträge zur Philosophie. 

Vom
 Ereignis”, G

A
 65, vii, “D

er Letzte G
ott”, 255; D

ie 

Kehre im
 Ereignis, S. 408–409

）。	

引
用
文
中
の
「（
真
）
存
在
の
偉
大
さ
が
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
と

な
る
」
の
は
、
西
洋
近
代
の
精
神
性
の
根
本
傾
向
と
し
て
洞
察
さ

れ
る
〈
存
在
に
対
す
る
主
観
性
の
支
配
〉
が
遍
く
大
地
・
自
然
・

生
命
圏
を
覆
い
尽
く
し
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
り
、
存
在
す
る
も
の
の

存
在
が
―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
近
代
技
術
の
本
質
と
す
る
「
工
作
機

構
（M

achenschaft	

作
為
性
）」-	

「
集-

立
（G

estell

）」
に
よ
っ

て
挑
発
さ
れ
駆
り
立
て
ら
れ
て
―
―
「
用
象
（Bestand

）」
へ
と

変
質
し
て
ゆ
く
歴
史
的
命
運
に
曝
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
思
惟
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
思
惟
は
、「
存
在
（Seyn

）
の
真
理
と
非
真

理
」
が
問
わ
れ
得
る
よ
う
に
な
る
思
惟
の
へ
の
移
行
的
思
惟
（der 
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objektivus	

の
み
で
は
な
く
、「
存
在
が
」
と
い
う	 G

enitivus subjekti-

vus 

も
同
時
に
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

c
 

（
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
）
存
在
せ
し
め
る
こ
と
（das 

Seinlassen

）
と
い
う
根
本
態
度
は
「
そ
こ
へ
と
ど
の
よ
う
な
存
在
者
も

入
り
来
て
存
立
す
る
存
在
の
開
性
の
空
け
開
け
へ
と
自
ら
巻
き
込
ま
れ

る
こ
と
（das Sicheinlassen auf das O

ffene und dessen O
ffenheit, in 

die jegliches Seiende hereinsteht

）」
と
い
う
脱
自
的
現-

存
在
へ
の

本
質
化
動
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
箇
所
を
参
照
―
―

“ Vom
 W

esen der W
ahrheit” (1930), in W

egm
arken, G

A
 9, S.188.

d
 

Burkhard Biella, Eine Spur ins W
ohnen legen. Entw

urf einer 

Philosophie des W
ohnens m

it H
eidegger und über H

eidegger hinaus, 

D
üsseldorf / Bonn 1998 

は
こ
の
思
考
脈
略
を
明
瞭
に
見
て
取
り
、
卓

越
し
た
解
釈
を
敷
衍
し
て
い
る
―
―ebd., S.90 ff; S.203ff.
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（『
日
本
書
紀
』
で
は
「
神
皇
産
霊
神
」
と
表
記
）
の
こ
と
で
あ
る
。

我
が
国
最
古
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
古
事
記
』（
七
一
二
年
編
纂
）

や『
日
本
書
紀
』（
七
二
〇
年
編
纂
）に「
か
み
む
す
ひ
」と
あ
る
神
が
、

平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、「
い

の
ち
ぬ
し（
伊
能
知
奴
志
）」と
名
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、「
か

み
む
す
ひ
・
い
の
ち
ぬ
し
」
と
い
う
神
名
に
よ
り
具
体
的
に
膨
ら
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
神
名
は
分
節
す
る
と
、「
か
み
＋
む
す
ひ
＋

い
の
ち
＋
ぬ
し
」
と
い
う
四
語
の
合
成
語
と
な
る
。
そ
の
名
は
、〈
神

聖
な
「
む
す
ひ
」
の
力
を
持
つ
「
い
の
ち
」
の
主
の
神
〉
と
い
う
意

味
と
神
格
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

実
は
、
こ
の
「
い
の
ち
ぬ
し
」
が
、『
古
事
記
』
の
神
統
譜
上
で

「
い
の
ち
」
と
「
命
主
社
」
～
出
雲
神
話
か
ら
探
る

出
雲
大
社
（
杵
築
大
社
）
の
東
南
東
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

と
こ
ろ
に
「
命

い
の
ち
ぬ
し主
社
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
神
社
が
あ
る
。
出
雲
大

社
に
参
拝
す
る
人
も
こ
の
神
社
の
存
在
は
知
ら
な
い
人
が
多
く
、
訪

れ
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

だ
が
、
こ
の
小
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
「
神か
み
む
す
び
い
の
ち
ぬ

魂
伊
能
知
奴

志し
の
か
み
の
や
し
ろ

神
社
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
由
緒
の
あ
る
延
喜
式
内
社

で
あ
る
。「
か
み
む
す
び
い
の
ち
ぬ
し
」
と
い
う
神
は
、『
古
事
記
』

冒
頭
の
天
地
開
闢
の
と
こ
ろ
で
造
化
三
神
と
し
て
現
れ
出
る
天あ
め
の之

御み
な
か
ぬ
し
の

中
主
神か
み
・
高た
か
み
む
す
ひ
の
か
み

御
産
巣
日
神
・
神か
み
む産
巣す

日ひ
の
神か
み
の
内
、「
神
産
巣
日
神
」

東
西
の
自
然
理
解環

境
・
生
命
・
倫
理
～
神
道
の
立
場
か
ら

鎌
田
東
二
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癒
す
処
方
を
実
行
す
る
と
ま
す
ま
す
痛
み
が
ひ
ど
く
な
っ
た
と
打
ち

明
け
た
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
そ
の
話
を
聞
い
て
、
川
へ
行
っ
て
真
水
で

体
を
洗
い
、
柔
ら
か
な
蒲か

ま

黄の
は
なを
草
の
上
に
敷
い
て
寝
転
が
っ
て
体
を

休
め
る
と
傷
つ
い
た
肌
は
元
に
戻
る
、と
傷
を
癒
す
方
法
を
教
え
る
。

そ
の
通
り
に
す
る
と
傷
が
癒
え
た
の
で
、
白
兎
は
お
礼
に
、
オ
ホ
ナ

ム
ヂ
が
兄
神
た
ち
を
差
し
置
い
て
八
上
比
売
様
の
心
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
と
予
言
と
祝
福
の
言
葉
を
述
べ
た
。

す
る
と
、
事
態
は
白
兎
の
言
う
通
り
に
な
っ
た
の
で
、
兄
神
た
ち

は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
恨
ん
で
焼
き
殺
し
た
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
こ
の
こ
と

で
、
兄
神
た
ち
の
猛
烈
な
嫉
妬
と
い
じ
め
と
攻
撃
を
受
け
、
二
度
も

兄
神
た
ち
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
度
目
は
、
猪
を
追
い
か
け
る

か
ら
下
で
待
っ
て
い
て
射
止
め
ろ
と
言
わ
れ
の
で
、
そ
の
よ
う
に
し

て
い
る
と
、
上
か
ら
兄
神
た
ち
が
落
と
し
た
真
っ
赤
に
焼
け
た
大
石

が
転
が
っ
て
き
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
下
敷
き
に
し
て
し
ま
い
、
焼
け
死

ん
で
し
ま
う
。

兄
神
た
ち
は
弟
の
死
を
大
い
に
喜
ん
だ
が
、
母
神
の
刺さ

し
く
に
わ
か
ひ
め

国
若
比
売

は
嘆
き
悲
し
み
、
天
に
上
っ
て
「
神か

み
む
す
ひ
の
み
こ
と

産
巣
日
之
命
」
に
助
け
を
求
め

は
出
雲
系
の
神
々
の
祖
神
と
さ
れ
、
兄
神
た
ち
に
殺
さ
れ
た
オ
ホ
ナ

ム
ヂ(
大
国
主
神
の
別
称)

を
二
度
も
生
き
返
ら
せ
る
は
た
ら
き
を

す
る
。
出
雲
大
社
の
主
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
大
国
主
神
は
、

『
古
事
記
』
で
は
一
番
多
い
異
名
を
持
つ
神
で
あ
る
。
元
々
の
名
は

「
大お

ほ
な
む
ぢ
の

穴
牟
遲
神か
み

」
で
、そ
の
神
名
は
「
大
き
な
穴
を
持
つ
威
力
あ
る
神
」

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
、「
葦あ

し
は
ら
の
し
こ
を
の

原
色
許
男
神か
み

・
八や

ち千
矛ほ
こ

神の
か
み・
宇う

つ都
志し

国く
に

玉た
ま
の

神か
み

」
の
名
前
を
持
つ
。

こ
の
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
は
八や

そ十
神が
み

と
呼
ば
れ
る
大
勢
の
兄
神
が
い

た
。
し
か
し
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
一
番
下
の
弟
と
し
て
邪
険
に
さ
れ
、

兄
神
た
ち
に
力
仕
事
な
ど
で
こ
き
使
わ
れ
た
。
あ
る
日
、
兄
神
た
ち

は
隣
り
の
稲い

な
ば
の羽
国く
に

の
八や
が
み
ひ
め

上
比
売
に
求
婚
を
し
に
行
く
が
、
こ
の
時
、

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
兄
神
た
ち
の
荷
物
を
全
部
負
わ
さ
れ
、
一
番
後
か
ら

つ
い
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

兄
神
た
ち
か
ら
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
て
気け

多た

の
岬
ま
で
来
る
と
、「
素し
ろ

兎う
さ
ぎ」（
因
幡
の
白
兎
）
が
泣
い
て
い
る
の
に
出
会
っ
た
。
そ
こ
で
オ

ホ
ナ
ム
ヂ
が
泣
い
て
い
る
理
由
を
尋
ね
る
と
、
白
兎
は
傷
を
受
け
た

理
由
を
語
り
、
先
に
通
過
し
た
兄
神
た
ち
に
教
え
て
も
ら
っ
た
傷
を
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せ
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を
山
の
中
に
引
き
入
れ
、
大
木
を
切
り
倒
し
て
、

木
に
茹ひ

め
や矢
の
く
さ
び
を
挿
し
込
み
、
そ
の
木
の
割
れ
目
の
と
こ
ろ
に

連
れ
て
行
っ
て
く
さ
び
を
抜
き
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
木
の
間
に
差
し
挟

ん
で
殺
し
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
母
の
刺
国
若
比
売
は
ま
た
も
や
泣
き
な
が
ら
死
体

を
木
か
ら
引
き
抜
い
て
、
も
う
一
度
蘇
ら
せ
た
。
だ
が
こ
の
ま
ま
で

は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
命
が
い
く
つ
あ
っ
て
も
足
り
な
い
と
、
兄
神
た
ち

の
仕
業
を
恐
れ
、
祖
神
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
い
る
「
根ね

の
堅か
た
す
く
に

洲
国
」
に
行

く
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
う
し
て
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
根
の
国
に
赴
き
、
そ

こ
で
一
人
前
の
神
と
な
り
、
祖
神
の
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
「
大
国
主
神
」

の
名
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
『
古
事
記
』
上
巻
の
出
雲
神
話
の
中
で
物
語
ら
れ
る
「
オ
ホ

ナ
ム
ヂ
＝
大
国
主
神
」
伝
承
は
、
大
変
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
複
雑
で
あ

る
。
そ
の
大
国
主
神
を
主
祭
神
と
し
て
祀
る
出
雲
大
社（
杵
築
大
社
）

の
巽
の
方
角
の
東
南
東
に
、
ひ
っ
そ
り
と
大
国
主
神
を
見
守
る
か
の

よ
う
な
佇
ま
い
で
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
な
か
な
か
意
味
深
長
な

も
の
が
あ
る
。

た
。
そ
こ
で
、「
カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
」
は
、
赤
貝
の
神
で
あ
る

「
𧏛き

さ
が
ひ
ひ
め

貝
比
売
」
と
蛤
は
ま
ぐ
りの
神
で
あ
る
「
蛤う
む
ぎ
ひ
め

貝
比
売
」
を
遣
わ
し
甦
ら
せ

た
。
キ
サ
ガ
ヒ
ヒ
メ
は
バ
ラ
バ
ラ
に
飛
び
散
っ
て
し
ま
っ
た
オ
ホ
ナ

ム
チ
の
体
を
集
め
、
ウ
ム
ギ
ヒ
メ
が
「
母
の
乳
汁
」
を
塗
っ
て
、
元

通
り
の
立
派
な
男
に
甦
ら
せ
た
の
で
あ
る
。「
こ
こ
に
そ
の
御み

お
や祖
の

命み
こ
と、
哭な

き
患う
れ

ひ
て
、
天
に
参
上
り
て
、
神
産
巣
日
之
命
に
請
し
し
時
、

す
な
は
ち
𧏛き

さ
が
ひ
ひ
め

貝
比
売
と
蛤う
む
ぎ
ひ
め

貝
比
売
と
を
遣
は
し
て
、
作
り
活
か
さ
し

め
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
𧏛
貝
比
売
、
刮き

さ

げ
集
め
て
、
蛤
貝
比
売
、
待

ち
承
け
て
、
母
の
乳
汁
を
塗
り
し
か
ば
、
麗
し
き
壮
夫
に
成
り
て
、

出
で
遊
行
び
き
」
と
『
古
事
記
』
上
巻
に
は
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
母
神
「
ミ
オ
ヤ
ノ
カ
ミ
＝
サ
シ
ク
ニ
ワ
カ

ヒ
メ
」
が
、
親
神
「
カ
ミ
ム
ス
ヒ
」
の
力
を
借
り
て
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
を

再
生
し
た
。
こ
れ
が
出
雲
の
祖
神
た
る
「
命
主
社
（
神
魂
伊
能
知
奴

志
）」
の
神
、「
カ
ミ
ム
ス
ヒ
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
オ

ホ
ナ
ム
ヂ
は
殺
さ
れ
て
再
生
し
た
、「
死
と
再
生
」
の
神
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
再
生
を
見
て
、
ま
ず
ま
す
怒
り
と
憎
し
み
に
か
ら
れ

た
の
が
兄
神
た
ち
で
あ
る
。
兄
神
た
ち
は
ふ
た
た
び
策
略
を
め
ぐ
ら
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表
を
な
す
感
覚
で
あ
る
。
生
成
変
化
の
創
造
性
の
方
に
ア
ク
セ
ン
ト

を
置
い
た
語
が
「
む
す
ひ
」
で
、
そ
の
破
壊
・
崩
壊
・
消
滅
の
方
に

ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
た
語
が
「
無
常
」
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
す
れ
ば
、「
む
す
ひ
（
産
巣
日
・
産
霊
）」
と
「
む
じ
ょ
う

（
無
常
）」
は
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
む
す
ひ
」
と
「
む
じ
ょ
う
」
の
両
方
を
包
み

込
む
語
が
「
い
の
ち
」
で
あ
る
。

「
い
の
ち
」
は
生
と
死
の
両
極
を
含
み
持
つ
言
葉
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
「
い
の
ち
」
に
か
か
る
枕
詞
は
「
た

ま
き
は
る
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
魂
・
来
・
経
る
（
膨
る
・
張

る
）」、
す
な
わ
ち
「
魂
が
来
訪
し
て
膨
ら
み
経
て
い
く
も
の
」
の
意

味
で
、魂
の
来
訪
と
通
過
を
核
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

「
い
の
ち
」
の
中
に
は
「
た
ま
（
た
ま
し
い
）」
を
も
含
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
日
本
人
の
「
い
の
ち
」
観

に
基
づ
き
な
が
ら
、「
環
境
・
生
命
・
倫
理
」
に
つ
い
て
神
道
の
立

場
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
「
神
魂
伊
能
知
奴
志
神
社
」
の
奥
に
は
巨
岩
の
磐
座
が
あ
り
、

境
内
か
ら
は
新
潟
県
糸
魚
川
産
の
翡
翠
を
使
っ
た
硬
玉
製
勾
玉
が
出

土
し
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
社
殿
前
方
に

は
、
高
さ
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
幹
の
太
さ
約
六
メ
ー
ト
ル
、
枝
張
り

約
一
九
メ
ー
ト
ル
の
樹
齢
約
一
〇
〇
〇
年
の
椋
の
大
木
が
聳
え
立
っ

て
い
る
。
そ
の
椋
の
大
木
の
存
在
感
は
圧
倒
的
で
、「
命
主
社
」
の

神
木
と
し
て
相
応
し
い
迫
力
を
発
し
て
い
る
。

さ
て
、「
東
西
の
自
然
理
解
―
環
境
・
生
命
・
倫
理
」
に
つ
い
て
、

神
道
の
立
場
か
ら
考
え
る
時
、
ま
ず
は
こ
の
「
命
主
社
」
の
神
社
名

と
も
な
っ
て
い
る
「
い
の
ち
」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
考
え
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。こ
の「
い
の
ち
」の
感
覚
と
思
想
は
、『
古
事
記
』

の
中
で
は
「
神
産
巣
日
神
」
の
「
産
巣
日
」、
す
な
わ
ち
「
む
す
ひ
」

と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
で
は
、「
神

魂
伊
能
知
奴
志
神
社
」
の
「
魂
＝
む
す
ひ
」
と
し
て
表
記
さ
れ
た
。

そ
れ
は
天
然
自
然
万
物
の
根
源
的
な
生
成
力
・
生
命
力
を
表
わ
す

言
葉
で
あ
る
。そ
れ
に
対
し
て
、仏
教
的
存
在
観
・
現
象
観
は「（
諸
行
）

無
常
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
と
も
に
生
成
変
化
す
る
存
在
の
裏
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こ
の
第
一
段
階
の
い
の
ち
の
生
成
は
、「
独ひ
と
り
か
み神
」
で
「
隠か
く
り
み身
」
と
さ

れ
る
神
々
の
顕
現
で
あ
り
、「
な
る
（
成
る
）
神
々
」
の
生
成
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
成
る
神
々
」
は
、
誰
か
が
産
（
生
）
ん
だ
神
々
で
は
な

い
。
お
の
ず
か
ら
成
り
出
で
、
現
わ
れ
る
神
々
で
あ
る
。
そ
の
自
然

生
成
力
を
二
番
目
と
三
番
目
に
成
り
出
で
る
「
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
」
と

「
カ
ミ
ム
ス
ヒ
」
と
い
う
「
む
す
ひ
」
と
い
う
語
を
共
通
に
含
む
神

名
で
表
現
し
て
い
る
。
な
ぜ
「
む
す
ひ
」
の
名
を
持
つ
二
柱
の
神
々

が
現
わ
れ
出
て
く
る
の
か
と
言
え
ば
、
男
女
や
夫
婦
や
陰
陽
の
よ
う

に
、
対
極
に
あ
る
も
の
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
し
て
い

く
対
構
造
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
世
界
の
初
期
設
定
を
動
か
し
て
い
る
「
む
す
ひ
」
の
は
た

ら
き
は
「
成
る
」
力
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
生
成
の

過
程
で
、「
む
す
ひ
」
神
々
の
力
が
発
動
し
、
い
ま
だ
形
は
生
ま
れ

て
い
な
い
が
、
は
た
ら
き
と
し
て
生
成
し
て
い
る
。
こ
の
プ
レ
世
界

に
お
け
る
形
態
な
き
「
隠
身
・
独
神
」
の
顕
現
が
語
ら
れ
、
続
い

て
よ
り
具
体
的
に
対
関
係
の
神
々
が
「
隠
身
」
で
は
な
く
“
顕
身
”

と
し
て
現
わ
れ
出
て
く
る
。
順
に
、
⑥
宇う

ま
し
あ
し
か
び
ひ
こ
ぢ
の
か
み

麻
志
阿
斯
備
比
古
遲
神
、

「
い
の
ち
」
と
「
む
す
ひ
」
～
『
古
事
記
』
に
お
け
る	

「
成
れ
る
神
」
と
「
生
ま
れ
る
神
」

そ
れ
で
は
次
に
、
我
が
国
最
古
の
文
献
と
な
る
『
古
事
記
』
に
ど

の
よ
う
に
「
い
の
ち
」
の
成
り
立
ち
が
物
語
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て

み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
い
の
ち
の
出
現
は
、
生
成
と
出
産
の
二
つ
の

過
程
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
和
語
で
言
え
ば
、「
な
る
（
成
る
）」

と
「
う
む
（
生
む
・
産
む
）・
う
ま
れ
る
（
生
ま
れ
る
・
産
ま
れ
る
）」

で
あ
る
。

「
天あ
め
つ
ち地
初は
じ
め
て
発ひ
ら
け
し
時
、
高
天
の
原
に
成な

れ
る
神
の
名
は
、
天

之
御
中
主
神
。
次
に
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
神
産
巣
日
神
。
こ
の

三
柱
の
神
は
、
み
な
独
神
と
成
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ

き
」（
倉
野
憲
司
校
注
『
岩
波
古
典
文
学
大
系　

古
事
記
』
岩
波
書

店
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
天
地
初
発
時
」
に
高
天
原
に
最
初
に
「
成

り
」
出
で
る
神
々
は
、
①
天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神
、
②
高た
か
み
む
す
ひ
の
か
み

御
産
巣
日
神
、	

③
神か
す
む
す
ひ
の
か
み

産
巣
日
神
、
④
宇う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

の

か

み

摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遲
神
、	

⑤
天あ
め
の
と
こ
た
ち
の
か
み

之
常
立
神
の
「
別こ
と
あ
ま
つ
か
み

天
神
」
と
呼
ば
れ
る
五
柱
の
神
々
で
あ
る
。
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高
天
原
の
神
々
は
、
最
後
に
成
り
出
で
た
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
モ
イ
ザ

ナ
ミ
の
二
柱
の
神
々
に
、「
こ
の
漂
え
る
国
を
修お

さ

め
、
理つ
く

り
、
固
め
、

成
せ
」と
命
じ
、「
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
」に
よ
る「
国
生
み
」を
さ
せ
る
。

こ
れ
が
次
の
段
階
の
「
む
す
ひ
」
の
具
現
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ

ザ
ナ
キ
・
イ
モ
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
天
の
神
々
の
ミ
コ
ト
（
命
＝
御
言
）、

す
な
わ
ち
国
生
み
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
夫
婦
と
な
り
、
国
生

み
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
ま
ず
「
水ひ

る

こ
蛭
子
」
と
「
淡あ
は

島し
ま

」
を
生
む
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
「
子
」
や
「
島
」
は
子
の
数
に
は

入
れ
ら
れ
ず
、
次
に
生
ま
れ
た
「
淡あ

は
じ道
の
穂ほ
さ
わ
け
の
し
ま

の
狭
別
島
」（
淡
路
島
）

が
最
初
の
子
供
と
認
定
さ
れ
る
。続
け
て
、「
身
一
つ
に
し
て
面
四
つ
」

を
持
つ
「
伊
予
の
二
名
島
」（
四
国
：
阿
波
・
土
佐
・
伊
予
・
讃
岐
）

が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
生
ま
れ
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ

の
島
が
「
神
名
」
を
持
つ
こ
と
、
男
か
女
か
の
「
性
別
」
を
持
つ
こ

と
、
一
つ
島
で
も
地
域
に
よ
っ
て
神
格
・
神
名
・
性
別
・
地
域
特
性

が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。「
伊い

よ
ふ
た
な
の
し
ま

予
の
二
名
島
」す
な
わ
ち「
四
国
」は
、

「
身
一
つ
に
し
て
面
四
つ
」、
つ
ま
り
、
一
つ
の
島
で
あ
る
が
四
つ
の

⑦
天あ
め
の
と
こ
た
ち

之
常
立
神の
か
み、
⑧
国く
に
の
と
こ
た
ち
の
か
み

常
立
神
、
⑨
豊と
よ
く
も
の
の
か
み

雲
野
神
、	

⑩
宇う
ひ
ぢ
に
の
か
み

比
地
邇
神
、
⑪
角つ
の
ぐ
ひ
の
か
み

杙
神
、
⑫
意お
ほ
と
の
ぢ
の
か
み

富
斗
能
地
神
、
⑬
妹い
も
お
ほ
と

大
斗

乃の
べ
の
か
み

弁
神
、
⑭
於お
も
だ
る
の
か
み

母
陀
流
神
、
⑮
妹い
も
あ
や
か
し
こ
ぬ
の
か
み

阿
夜
訶
志
古
泥
神
、
⑯
伊い

ざ

な
邪
那

岐き
の
か
み神
、
⑰
妹い
も
い
ざ
な
み
の
か
み

伊
邪
那
美
神
の
十
二
柱
の
神
々
で
、
先
の
五
柱
の
別

天
神
と
合
わ
せ
て
十
七
柱
の
神
々
が
「
成
り
」
出
る
。
こ
こ
ま
で
の

神
々
は
す
べ
て
「
成
る
神
々
」
で
あ
る
。

し
か
し
、そ
の
次
に
現
わ
れ
出
て
く
る
神
々
は
「
生
ま
れ
る
神
々
」

で
あ
る
。
上
記
の
十
二
番
目
の
オ
ホ
ト
ノ
ヂ
か
ら
十
七
番
目
の
イ
モ

イ
ザ
ナ
ミ
ま
で
の
六
柱
の
神
々
は
み
な
対
遇
の
ペ
ア
神
で
、
女
神
神

格
に
は
「
妹
」
が
接
頭
語
と
し
て
付
い
て
い
る
。
中
で
も
、
最
後
の

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
モ
イ
ザ
ナ
ミ
は
人
間
同
様
の
身
体
性
を
持
つ
神
々
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
モ
イ
ザ
ナ
ミ

と
い
う
生
殖
器
を
持
つ
男
神
と
女
神
が
性
行
為
（「
み
と
の
ま
ぐ
は

ひ
」）
を
行
な
い
、国
生
み
を
す
る
。
つ
ま
り
、出
産
す
る
よ
う
に
「
大

八
島
」
と
呼
ば
れ
る
島
々
を
生
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
モ
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
器
官
的
身
体
性
を
持
つ
神
々
で
あ

る
。
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八
島
国
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
中
で
、「
筑
紫
島
」
す
な
わ
ち
九
州
も
、

四
国
と
同
様
「
身
一
に
し
て
面
四
つ
」
と
さ
れ
る
。
北
の
筑
紫
の
国

は
「
白し

ら
ひ
わ
け

日
別
」、
東
の
豊
の
国
は
「
豊と
よ
ひ
わ
け

日
別
」、
西
の
肥
の
国
は
「
建た
け

日ひ
む
か
ひ
と
よ
く
じ
ひ
ね
わ
け

向
日
豊
久
士
比
泥
別
」、南
の
熊
曾
の
国
は
「
建た
け
ひ
わ
け

日
別
」
と
呼
ば
れ
、

す
べ
て
の
地
域
神
名
に
「
日
」
と
「
別
」
の
名
と
文
字
が
入
っ
て
い

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
陰
陽
男
女
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
四
国
と

は
異
な
り
、
九
州
の
土
地
の
霊
性
（
日
＝
霊
）
は
み
な
雄
雄
し
く
火

を
噴
く
（
別
＝
湧
く
＝
沸
く
）
男
神
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地

域
特
性
を
『
古
事
記
』
の
国
生
み
神
話
と
神
名
の
分
析
か
ら
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
る
。

『
古
事
記
』
に
「
自
然
理
解
」
と
い
う
抽
象
度
の
高
い
記
述
を
そ

の
ま
ま
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
神
話
の
分
析
を

通
し
て
、
よ
り
神
話
的
伝
承
の
中
の
「
自
然
理
解
」
の
具
体
的
な
形

象
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
国
生
み
の
後
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
さ
ら
に
石
や
土
や
砂
や

海
や
川
や
山
や
谷
や
火
な
ど
山
川
草
木
の
神
々
の
「
神
生
み
」
を
す

る
。
だ
が
、火
の
神
カ
グ
ツ
チ
を
産
ん
で
ホ
ト
（
女
陰
）
が
焼
か
れ
、

地
域
の
顔
と
特
性
を
持
つ
と
さ
れ
、
東
南
の
顔
は
阿
波
の
「
大お
ほ
げ
つ

宜
都

比ひ

め売
」、
西
南
の
顔
は
土
左
の
「
建た
け
よ
り
わ
け

依
別
」、
西
北
の
顔
は
伊
予
の

「
愛え

ひ

め
比
売
」、
東
北
の
顔
は
讃
岐
の
「
飯い
ひ
よ
り
ひ
こ

依
比
古
」
と
命
名
さ
れ
る
。

こ
の
四
つ
の
神
名
を
分
析
す
る
と
、
男
神
二
神
と
女
神
二
神
に
分

か
れ
る
。
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
エ
ヒ
メ
の
「
ヒ
メ
」
神
（
女
神
）
グ
ル

ー
プ
と
、
タ
ケ
ヨ
リ
ワ
ケ
と
イ
ヒ
ヨ
リ
ヒ
コ
の
「
ヨ
リ
」
の
共
通
名

を
持
つ
男
神
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
の
内
、
東
南
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ

と
東
北
の
イ
ヒ
ヨ
リ
ワ
ケ
は
ど
ち
ら
も
生
産
や
食
料
の
男
女
神
で
あ

り
、
西
南
の
タ
ケ
ヨ
リ
ワ
ケ
と
西
北
の
エ
ヒ
メ
は
「
猛
々
し
い
男
」

と
「
麗
し
い
女
」
と
い
う
意
味
の
男
性
性
と
女
性
性
を
最
大
限
に
発

揮
し
た
男
女
神
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
最
初
に
子
と
し
て
認
定
さ
れ

た
「
一
身
四
面
」
の
四
国
は
陰
陽
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
島
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

イ
ザ
ナ
ミ
は
、
続
け
て
隠
岐
の
三
子
島
（
天
之
忍
許
呂
別
）、
筑

紫
島
（
九
州
）、
伊
伎
島
（
天
比
登
都
柱
＝
壱
岐
）、
津
島
（
天
之
狭

手
依
比
売
＝
対
馬
）、
佐
度
島
、
大
倭
豊
秋
津
島
（
天
御
虚
空
豊
秋

津
根
別
＝
本
州
）
の
島
々
を
生
む
。
こ
れ
ら
の
八
つ
の
島
々
が
「
大
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起
源
を
ど
う
考
え
る
か
の
考
え
方
の
大
枠
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

神
道
の
起
源
と
成
立
を
考
え
る
際
に
、
大
き
く
次
の
五
つ
の
立
場

が
あ
る
。

①	

縄
文
（
時
代
）
起
源
説

②	

弥
生
（
時
代
）
起
源
説

③	

律
令
（
時
代
）
起
源
説

④	

平
安
（
時
代
）
起
源
説

⑤	

鎌
倉
（
時
代
）
起
源
説

①	

の
縄
文
起
源
説
は
、
神
道
の
レ
ン
ジ
を
も
っ
と
も
広
く
取
る

立
場
で
、
神
道
史
学
者
の
西
田
長
男
、
哲
学
者
の
梅
原
猛
、
革
命
思

想
家
の
太
田
竜
な
ど
で
あ
る
が
、
一
般
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
立
場
は
神
道
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
起
源
説
と
も
言
え

る
も
の
で
、
神
道
的
思
考
の
根
源
に
あ
る
も
の
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
自

然
崇
拝
に
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
の
弥
生
起
源
説
は
、
稲
作
農
耕
と
神
道
の
成
立
を
結
び
付
け
る

考
え
で
、
國
學
院
大
學
の
神
道
学
者
の
安
津
素
彦
や
上
田
賢
治
や
安

蘇
谷
正
彦
な
ど
が
い
る
。『
古
事
記
』
に
「
天
照
大
御
神
の
営つ
く

田
の

病
み
衰
え
て
黄
泉
の
国
に
身
罷
る
（「
神か
む
さ避
る
」）。『
古
事
記
』
に
お

い
て
は
神
々
も
死
の
世
界
に
赴
く
。
そ
の
表
現
が
「
神
避
る
」
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
さ
る
（
避
る
・
去
る
）」
こ
と
、
つ

ま
り
移
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
消
滅
で
は
な
い
。
死
は
生
滅
で
は

な
く
て
、
移
行
で
あ
る
。
こ
の
世
と
は
異
な
る
あ
の
世
へ
の
、
す
な

わ
ち
黄
泉
の
国
や
根
の
国
や
常
世
の
国
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
生
死
観
が
『
古
事
記
』
の
神
話
伝
承
か
ら
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

「
神
道
」
と
は
何
か
？

「
東
西
の
自
然
理
解
―
環
境
・
生
命
・
倫
理
～
神
道
の
立
場
か
ら
」

と
い
う
課
題
を
考
え
て
い
く
際
、「
神
道
」
を
ど
う
捉
え
る
か
を
は

っ
き
り
と
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
神
道
」
の
捉

え
方
も
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
自
体
が
議
論
の
焦
点

に
な
る
ホ
ッ
ト
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
議
論
の
全
体
を
取
り
上
げ

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
神
道
の
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⑤	

の
鎌
倉
（
以
降
）
起
源
説
は
、
伊
勢
（
外
宮
・
渡
会
）
神
道

や
吉
田
神
道
（
唯
一
宗
源
神
道
）
な
ど
の
神
道
思
想
や
神
道
教
義
が

確
立
し
て
き
た
時
を
神
道
の
成
立
と
考
え
る
立
場
で
、
顕
密
体
制
論

で
知
ら
れ
る
黒
田
俊
雄
が
い
る
。

こ
れ
ら
の
神
道
起
源
説
や
神
道
成
立
論
に
は
、
相
応
の
論
拠
が
あ

る
が
、
私
は
神
道
史
の
俯
瞰
的
仮
説
（
神
道
史
大
局
図
）
と
し
て
次

の
よ
う
な
見
取
り
図
を
提
示
し
て
き
た
。

　

①
古
代
以
前
～
神
神
習
合
時
代
（
カ
ミ
も
多
種
多
様
に
習
合
。

そ
の
典
型
・
代
表
が
天
照
大
神
と
大
国
主
神
や
八
幡
神
。
ま
た
稲
荷

神
・
諏
訪
神
も
複
数
の
神
々
の
集
合
体
で
あ
る
）

②	

古
代
・
中
世
・
近
世
～
神
仏
習
合
時
代（
神
仏
相
補
・
神
仏
補
完
・

神
仏
併
存
・
神
仏
隔
離
を
含
む
）

③	

近
代
～
神
仏
分
離
時
代
（
王
政
復
古
、
律
令
体
制
期
の
「
神

祇
官
」
再
興
を
含
む
）

④	

現
代
・
未
来
～
神
仏
諸
宗
共
働
時
代
（
新
神
仏
霊
場
の
巡
礼

な
ど
の
動
き
を
含
む
）

こ
の
見
通
し
の
根
幹
に
あ
る
ア
イ
デ
ア
は
、『
古
事
記
』
や
『
日

畔あ

を
離は
な
ち
、
そ
の
溝
を
埋
め
、
ま
た
そ
の
大お
ほ
に
へ嘗
を
聞
こ
し
め
す
殿と
の

」、

『
日
本
書
紀
』
神
代
下
巻
に
「
吾
が
高
天
原
に
所き

こ
し
め御
す
斎ゆ
に
は庭
の
穂
い
な
ほを

以
て
亦
吾
が
児
に
御
せ
まま
か
つ
る
べ
し
」
と
あ
り
、
高
天
原
で
稲
作
農

耕
が
行
な
わ
れ
て
い
た
記
述
や
、天
孫
降
臨
に
際
し
て
い
わ
ゆ
る「
斎

庭
の
稲
穂
の
神
勅
」
と
呼
ば
れ
る
命
が
天
照
大
神
よ
り
発
せ
ら
れ
た

と
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
神
道
学
会
な
ど
で
は
広
く
支
持
さ
れ
て
い

る
考
え
で
あ
る
。

③
の
律
令
起
源
説
は
、
天
武
天
皇
や
持
統
天
皇
の
時
代
に
律
令
体

制
が
確
立
し
て
く
る
時
代
に
神
道
の
制
度
の
骨
格
が
定
ま
っ
た
と
い

う
考
え
で
、
哲
学
者
の
上
山
春
平
や
梅
原
猛
、
仏
教
学
者
の
末
木
文

美
士
な
ど
の
広
が
り
を
持
つ
。
近
年
具
体
的
な
証
拠
に
基
づ
く
妥
当

性
を
持
つ
考
え
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
る
は
こ
の
説
で
あ
ろ
う
。

④
の
平
安
時
代
起
源
説
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
仏

教
勢
力
と
は
距
離
を
置
く
神
仏
分
離
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
高
取

正
男
や
平
安
時
代
中
期
以
降
に
朝
廷
で
「
二
十
二
社
」
の
制
度
が
固

ま
り
そ
の
後
「
諸
国
一
宮
」
制
の
確
立
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
を
神

道
の
成
立
と
考
え
る
井
上
寛
治
な
ど
が
こ
の
立
場
を
採
る
。
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た
。「
神
仏
習
合
」
以
前
に
、
律
令
体
制
期
に
「
八や
お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
」
と

か
「
八や

そ
よ
ろ
ず

十
万
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
多
神
の
集
合
体
を
持

つ
文
化
基
盤
の
上
に
接
ぎ
木
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
「
神
仏
習
合
」
と

い
う
、
神
々
と
仏
菩
薩
と
の
出
会
い
と
相
互
関
係
性
が
形
成
さ
れ
て

れ
て
い
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
神
神
習
合
」
は
、

縄
文
時
代
以
前
、
旧
石
器
時
代
や
新
石
器
時
代
か
ら
の
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
北
東
部
や
日
本
列
島
の
形
成
期
の
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た

神
観
が
生
み
出
し
た
初
期
文
化
形
態
で
あ
る
と
仮
説
し
た
。
そ
の
土

壌
の
上
に
仏
教
が
入
っ
て
き
て
、
千
一
四
五
〇
年
に
及
ぶ
神
仏
（
仏

神
）
関
係
の
中
で
、
日
本
の
神
々
と
の
習
合
や
共
存
関
係
が
形
づ
く

ら
れ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
神
神
習
合
」
や
「
神
仏
習
合
」
を
支
え

て
い
る
の
は
、
日
本
列
島
の
地
質
学
的
・
地
理
学
的
条
件
で
あ
る
と

指
摘
し
た
。
日
本
の
習
合
的
宗
教
文
化
は
、
こ
の
日
本
列
島
と
い
う

自
然
と
風
土
の
上
に
花
開
く
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
自
然
・
風
土
の

特
徴
は
、
南
北
東
西
に
細
長
く
伸
び
た
島
嶼
列
島
ゆ
え
の
多
様
性
に

あ
る
。
日
本
は
島
国
の
狭
い
国
土
で
は
あ
る
が
、
大
変
複
雑
で
多
様

本
書
紀
』
の
編
纂
過
程
で
も
、
日
本
の
神
々
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
の
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ
る
と
い
う
事
実
認
識
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
、
折
口
信
夫
は
『
古
代
研
究
』（
大
岡
山
書
店
、

一
九
二
九
年
）
の
中
で
、「
統
一
な
き
神
々
の
行
状
」
と
言
っ
て
い

る
。
ま
た
、
神
道
神
学
者
の
小
野
祖
教
は
『
神
道
用
語
の
基
礎
知
識

と
基
礎
問
題
』（
神
社
新
報
社
、
一
九
六
三
年
）
の
中
で
、
神
道
に

明
確
な
教
義
は
な
い
が
「
潜
在
教
義
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、
宗
教
民

俗
学
者
の
堀
一
郎
も
『
聖
と
俗
と
の
葛
藤
』（
平
凡
社
、
一
九
七
五

年
）
の
中
の
「
日
本
文
化
の
潜
在
意
志
と
し
て
の
神
道
」
と
題
す
る

論
考
の
中
で
、「
神
道
的
な
る
も
の
」
や
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の

「
潜
在
的
主
体
性
」
を
考
察
し
、
そ
れ
を
「『
神
道
』
の
名
の
も
と
に

包
括
し
う
る
よ
う
な
日
本
的
潜
在
意
識
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
私
は
『
神
と
仏
の
精

神
史
―
神
神
習
合
論
序
説
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
や
『
神
と

仏
の
出
逢
う
国
』（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
で
、
日
本
文

化
の
底
流
に
「
神
仏
習
合
」
文
化
が
あ
る
が
、
そ
の
「
神
仏
習
合
」

が
成
立
し
て
く
る
基
盤
に
「
神
神
習
合
」
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
き
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後
に
「
鎮
守
の
森
（
杜
）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
「
神
社
」

と
い
う
「
あ
ら
わ
れ
（
表
現
）」
を
中
核
と
す
る
「
神
道
」
は
、
何

よ
り
も
「
場
」（
場
所
）
と
し
て
、
一
種
の
「
空
間
の
宗
教
美
学
」

と
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
を
、「
森
（
杜
）
の
詩
学
」
と
か
、「
斎
庭

の
幾
何
学
」
と
か
、「
聖
地
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」
と
か
、「
場
所
の
記
憶

（
メ
モ
リ
ー
）
と
記
録
（
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
）」
と
比
喩
的
に
言
う
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
私
は
「
神
社
」
と
い
う
神
道
的
宗
教
施
設
と
そ

れ
を
支
え
る
場
所
と
し
て
の
「
鎮
守
の
森
」
を
そ
の
よ
う
な
観
点
で

捉
え
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
明
示
的
な
教
義
や
信
条
や
教
え
の
体
系
で
は

な
い
。
し
か
し
、
神
話
と
儀
礼
と
聖
地
の
相
関
の
中
で
明
確
な
様
式

的
を
保
つ
「
道
＝
生
の
歩
み
方
（
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
）」
の
生
活
実

践
で
あ
る
。ま
た
い
の
ち
と
暮
ら
し
の
構
え
で
あ
り
流
儀
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
い
の
ち
の
道
の
伝
承
文
化
と
し
て
、「
神
社
」
の
中
に
、

「
神
社
」
を
通
し
て
、「
神
社
と
い
う
場
」
と
と
も
に
、「
神
道
」
は

息
づ
い
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の「
神
社
」お
よ
び「
神
道
」に
祭
り（
祭

祀
）
や
歌
や
神
楽
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
芸
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
こ

な
列
島
の
自
然
風
土
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が「
神
神
習
合
」や「
神

仏
習
合
」
や
「
神
儒
仏
習
合
」
な
ど
の
異
質
な
他
者
を
結
び
つ
け
る

複
雑
で
多
様
多
彩
な
習
合
文
化
を
作
り
上
げ
て
い
く
土
壌
と
な
っ

た
。古

代
の
神
祇
信
仰
に
も
平
安
時
代
の
神
道
に
も
明
確
な
教
義
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
小
野
祖
教
や
堀
一
郎
が

見
よ
う
と
し
た
「
潜
在
教
義
」
や
「
潜
在
意
志
」
を
見
て
と
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
私
は
神
道
の
根
幹
を
成
す
神
話
と
儀
礼
と
聖
地
を

総
合
し
て
考
察
し
、「
あ
ら
わ
れ
（
表
現
）
と
し
て
の
神
道
」
と
し

て
次
の
七
項
を
抽
出
し
た
。

①
「
場
」
の
宗
教
と
し
て
の
神
道

②
「
道
」
の
宗
教
と
し
て
の
神
道

③
「
美
」
の
宗
教
と
し
て
の
神
道

④
「
祭
」
の
宗
教
と
し
て
の
神
道

⑤
「
技
」
の
宗
教
と
し
て
の
神
道

⑥
「
詩
」
の
宗
教
と
し
て
の
神
道

⑤
「
生
態
智
」
と
し
て
の
神
道
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大
小
合
わ
せ
て
六
八
〇
〇
を
超
え
る
島
々
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
の

島
嶼
列
島
の
周
囲
に
は
、
南
方
か
ら
は
暖
流
の
黒
潮
と
対
馬
暖
流
が

流
れ
込
み
、
北
方
か
ら
は
寒
流
の
親
潮
と
リ
マ
ン
海
流
と
い
う
四
つ

の
海
流
が
流
れ
込
み
、
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
。
太
平
洋
側
か
ら
も

日
本
海
側
か
ら
も
暖
流
と
寒
流
の
ぶ
つ
か
り
合
う
対
極
性
を
内
包
し

て
い
る
。
こ
の
地
質
学
的
な
プ
レ
ー
ト
集
合
や
海
洋
学
的
な
海
流
集

合
の
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
半
島
的
要
素
（
北
方
）、
大
陸
的
要
素
（
西

方
）、
南
島
的
要
素
（
南
方
）
を
持
つ
歴
史
地
理
学
的
条
件
が
加
わ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
や
太
平
洋
諸
島
な
ど
か

ら
の
人
々
と
文
化
・
文
明
の
流
入
に
よ
り
、
き
わ
め
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
な
習
合
文
化
が
生
じ
た
。
そ
れ
が
宗
教
に
も
直
接
間
接
に
反
映
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
層
多
元
的
な
習
合
構
造
の
中
に
習
合
的
宗

教
文
化
と
し
て
の
神
道
や
神
仏
習
合
や
神
儒
仏
習
合
が
成
立
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
プ
レ
ー
ト
と
海
流
と
文
化
・
文
明
の
十
字

路
の
上
に
あ
る
の
が
日
本
列
島
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
生
命
多
様
性

と
文
化
多
様
性
が
「
神
仏
多
様
性
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
条
件

に
「
生
態
智
」（ecological w

isdom

）
と
で
も
い
う
べ
き
叡
智
が
宿

っ
て
い
る
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

国
立
科
学
博
物
館
編『
日
本
列
島
の
自
然
史
』（
東
海
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
と
、
南
北
東
西
に
三
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

も
の
距
離
を
持
つ
日
本
列
島
に
は
、
亜
寒
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま
で
の
実

に
多
様
で
豊
富
な
動
植
物
が
生
息
し
て
い
る
。
日
本
列
島
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
（
西
方
）、
北
米

プ
レ
ー
ト
（
北
方
）、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
（
東
方
）、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン

プ
レ
ー
ト
（
南
方
）
と
い
う
四
枚
の
プ
レ
ー
ト
が
潜
り
込
み
合
う
こ

と
で
で
き
て
い
る
が
、
世
界
中
で
こ
れ
ほ
ど
複
雑
多
様
に
プ
レ
ー
ト

が
重
な
り
合
う
国
は
な
い
。
日
本
は
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
島
嶼
列

島
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
一
二
〇
〇
〇
年
前
に
現
在
の
よ
う
な
形
の
日

本
列
島
と
な
っ
た
。
氷
河
期
が
終
わ
っ
て
北
極
圏
の
氷
床
が
溶
け
出

し
水
位
が
上
が
る
と
、
そ
れ
ま
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
つ
な
が
っ
て

い
た
半
島
は
完
全
に
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
島
嶼
列
島
と
な
っ
た
。

そ
の
頃
か
ら
土
器
文
化
を
持
つ
縄
文
時
代
が
始
ま
り
、
独
自
の
日
本

列
島
の
風
土
と
文
化
の
形
成
が
始
ま
っ
た
。
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共
和
国
内
モ
ン
ゴ
ル
を
巡
り
、
オ
ー
ラ
（
阿
古
拉
）、
ハ
イ
ラ
ル
（
海

拉
尔
）、
フ
ル
ン
ボ
イ
ル
大
草
原
、
ロ
シ
ア
と
の
国
境
の
満
州
里
な

ど
を
回
っ
た
。
そ
の
旅
の
途
中
で
思
い
が
け
ず
比
叡
山
の
神
「
大お

ほ
や
ま山

咋く
ひ
の
か
み
神
」
の
持
ち
物
に
行
き
当
た
っ
た
。「
鳴な
り
か
ぶ
ら鏑」
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
上
巻
に
は
「
鳴
鏑
」
と
い
う
語
が
三
度
登
場
す
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
い
る
根
の
堅
州
国
に
到
っ
た
オ
ホ
ナ
ム
ヂ

（
大
国
主
神
）
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
鳴
鏑
を
大
野
の
中
に
射
入
れ
て
、

そ
の
矢
を
採
ら
し
め
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
の
が
初
出
で
あ
る
。
ス
サ

ノ
ヲ
は
「
鳴
鏑
」
の
矢
を
放
っ
て
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
そ
の
矢
を
取
っ
て

来
く
る
よ
う
に
命
じ
、オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
矢
を
採
り
に
野
に
入
っ
た
時
、

火
を
放
っ
て
焼
き
殺
そ
う
と
し
た
。
す
る
と
鼠
が
や
っ
て
き
て
、「
内

は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
言
っ
た
の
で
、
そ
の
地
面
を
踏

み
し
め
る
と
土
が
落
ち
て
穴
倉
の
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は

そ
こ
に
入
っ
て
、
野
火
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
、「
鼠
、

鳴
鏑
を
咋
ひ
持
ち
て
、出
で
来
て
奉
り
き
」、つ
ま
り
、鼠
が
そ
の
「
鳴

鏑
」
を
口
に
銜
え
て
持
っ
て
来
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
捧
げ
、
助
け
た
。

こ
れ
が
二
度
目
の
表
記
で
あ
る
。

で
あ
り
、
土
壌
で
あ
っ
た
。
こ
の
習
合
的
宗
教
文
化
は
、
単
な
る
ご

っ
た
煮
や
雑
居
で
は
な
い
。
独
自
の
神
仏
関
係
理
論
（
本
地
垂
迹
説

や
反
本
地
垂
迹
説
な
ど
）
や
様
式
を
持
ち
、
実
験
的
洗
練
を
重
ね
、

美
と
聖
と
霊
性
が
具
体
的
な
形
態
表
現
を
通
し
て
練
り
上
げ
ら
れ
、

そ
れ
が
た
と
え
ば
寺
社
建
築
や
祭
り
や
庭
園
や
能
楽
や
茶
道
や
華
道

な
ど
に
も
発
現
し
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、『
霊
性
と
東
西
文
明
―

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
「
ル
ー
ツ
と
ル
ー
ツ
」
対
話
』（
竹
本
忠
雄
監
修
、

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
の
中
の
論
考
を
「
神
道
と
は
何
か
？
～

ユ
ー
ラ
シ
ア
・
環
太
平
洋
交
響
楽
と
し
て
の
神
道
」
と
題
し
て
、
神

道
を
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
・
環
太
平
洋
交
響
楽
」
と
し
て
観
る
視
点
を
提

示
し
た
。
こ
れ
は
神
道
を
あ
ま
り
に
拡
張
す
る
も
の
だ
と
い
う
批
判

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
日
本
文
化
に
通
奏
低
音
と
し
て
鳴
り
響
い
て
い
る
神
道
の
潜

在
力
を
定
位
し
た
。

一
つ
の
具
体
例
―
「
鳴
鏑
を
持
つ
神
」

二
〇
一
六
年
八
月
三
日
か
ら
九
日
ま
で
一
週
間
、
私
は
中
華
人
民
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い
こ
と
を
指
し
、「
須す

ぶ夫
」
は
窄す
ぼ

ん
で
い
て
狭
い
さ
ま
を
言
う
と
す

る
。
そ
こ
で
、
鼠
は
地
中
に
掘
っ
た
穴
は
広
く
、
入
り
口
は
狭
い
か

ら
焼
け
る
心
配
は
な
い
の
で
、
そ
こ
に
隠
れ
て
危
難
を
切
り
抜
け
て

く
だ
さ
い
と
い
う
意
味
を
持
ち
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、外
は
す
ぶ
す
ぶ
」

と
は
鼠
の
鳴
き
声
の
模
倣
か
も
知
れ
な
い
と
も
推
測
し
て
い
る
。

さ
て
、
問
題
は
、『
古
事
記
』
上
巻
で
の
三
度
目
の
「
鳴
鏑
」
の

表
記
で
あ
る
。そ
こ
に
、比
叡
山
の
神「
大
山
咋
神
」が
出
て
く
る
。「
大

山
咋
神
」
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
大
山
津
見
神
の
娘
の
神
大
市
比
売
を
娶

っ
て
生
ん
だ
「
大
年
神
」
の
神
裔
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
「
鳴
鏑

を
用も

つ
神
ぞ
」
と
こ
の
比
叡
山
の
神
を
名
指
し
で
説
明
し
て
い
る
点

で
あ
る
。「
大お

ほ
や
ま
く
ひ

山
咋
神の
か
み、
亦
の
名
は
山や
ま
す
ゑ
の
お
ほ
ぬ
し
の
か
み

末
之
大
主
神
。
こ
の
神
は
近

つ
淡
海
国
の
日
枝
の
山
に
坐
し
、
ま
た
葛
野
の
松
尾
に
坐
し
て
、
鳴

鏑
を
用
つ
神
ぞ
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
比
叡
山
に
鎮
座
す
る「
大
山
咋
神
」は
別
名「
山
末
之
大
主
神
」

と
言
い
、「
近
江
」
の
「
日
枝
の
山
」（
比
叡
山
の
古
事
記
表
記
）
に

鎮
座
す
る
と
同
時
に
、
葛
野
の
松
尾
」
す
な
わ
ち
松
尾
大
社
に
鎮
座

し
「
鳴
鏑
」
を
持
っ
て
い
る
「
神
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
私

こ
の「
鳴
鏑
」に
つ
い
て
、本
居
宣
長
は『
古
事
記
伝
』の
中
で
、『
日

本
書
紀
』
で
は
「
な
る
か
ぶ
ら
」
と
読
ま
せ
て
い
る
が
、「
鳴な

り
か
み
ぶ

神
夫

理り

や矢
」
で
、「
か
み
」
の
「
み
」
を
省
い
て
「
り
や
」
が
「
ら
」
に

縮
ま
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
七
の
天

智
天
皇
紀
に
、「
日
本
の
高
麗
を
救
ふ
軍
将
等
、
百
済
の
加
巴
利
浜

に
泊
り
て
火
を
燃
く
。
灰
変
り
て
孔
に
為
り
て
、
細
響
有
り
。
鳴
鏑

の
如
し
」
と
あ
る
が
、
細
い
響
き
の
音
が
し
て
「
鳴
鏑
」
の
よ
う
だ

っ
た
と
あ
る
の
で
、
射
る
と
空
を
鳴
り
な
が
ら
飛
ぶ
さ
ま
が
雷
に
似

て
い
る
と
解
し
、「
蔓な

の
か
ぶ
ら

菁
根
」
の
形
に
似
て
い
る
と
い
う
説
は
誤
り

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
鳴
鏑
」
の
矢
が
『
古

事
記
』
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
え
て
い
る
の
で
、
古
代
に
は
よ
く
使

用
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
、『
日
本
書
紀
』
に
「
八
目
の
鳴
鏑
」
が

出
て
く
る
の
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
八
目
」
と
は
鏃
に
た
く
さ

ん
の
穴
が
開
い
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。さ
ら
に
は
、「
万
葉
集
」

巻
九
の
一
六
七
八
番
歌
に
「
響
矢
」
と
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
言
っ
た
鼠
の
言

葉
に
つ
い
て
は
、「
富ほ

ら良
」
は
、「
洞
」
で
、
も
の
の
中
が
空
虚
で
広
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鏑
」
は
用
い
ら
れ
た
。
古
代
日
本
に
匈
奴
～
鮮
卑
系
の
「
鳴
鏑
」
文

化
が
入
っ
て
き
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
を
ス
サ
ノ
ヲ
～

オ
ホ
ナ
ム
ヂ
～
オ
ホ
ト
シ
～
オ
ホ
ヤ
マ
グ
ヒ
と
い
う
神
々
が
担
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、秦
氏
が
斎
い
た
松
尾
の
神
す
な
わ
ち
「
大
山
咋
神
」

が
「
鳴
鏑
」
を
持
つ
神
で
あ
る
と
『
古
事
記
』
は
明
言
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
『
古
事
記
』
の
「
大
年
神
の
神
裔
」
の
条
は
、

西
田
長
男
ら
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
初
期
に
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
も
あ
り
、『
古
事
記
』
上
巻

本
文
中
で
も
と
り
わ
け
解
釈
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。と
は
い
え
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
系
譜
に
三
度
も
「
鳴
鏑
」
が
出
て
く
る
こ
と
の
意
味
を

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
朝
鮮
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
が

は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ス
サ
ノ
ヲ
と
鮮
卑
系
の
接

続
点
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
鮮
卑
は
二
世
紀
に
全
モ
ン
ゴ
ル
を

統
一
し
た
後
、
慕
容
氏
（
前
燕
・
後
燕
・
西
燕
・
南
燕
）、
乞
伏
氏
（
西

秦
）、
禿
髪
氏
（
南
涼
）、
拓
跋
氏
（
北
魏
）
な
ど
に
分
裂
し
、
拓
跋

族
は
華
北
を
統
一
し
て
「
北
魏
」
を
建
国
す
る
。
彼
ら
は
強
力
な
騎

は
そ
の
「
鳴
鏑
」
を
内
モ
ン
ゴ
ル
の
ハ

イ
ラ
ル
の
フ
ル
ン
ボ
イ
ル
民
族
博
物
館

の
展
示
物
の
中
に
見
出
し
た
。

こ
の
「
鳴
鏑
」
は
、
通
常
、
矢
の
先

端
に
付
け
て
、
弓
で
射
て
音
を
鳴
ら

す
道
具
で
あ
る
。
木
や
鹿
角
や
牛
角
や

青
銅
な
ど
で
蕪
の
形
に
作
り
、
中
を
空

洞
に
し
、
周
り
に
四
個
ほ
ど
の
小
さ
な

孔
を
穿
つ
。
そ
の
ま
ま
息
を
吹
き
込
む

と
音
を
出
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
矢
に

付
け
た
鳴
鏑
は
、
弓
で
射
ら
れ
て
飛
ん

で
い
く
際
に
自
然
に
そ
の
孔
か
ら
空
気

が
入
い
っ
て
高
い
音
が
鳴
る
仕
組
で
あ

る
。中

国
の
北
部
を
遊
動
し
て
い
た
匈

奴
は
、
こ
の
「
鳴
鏑
」
を
用
い
て
い
た

と
い
う
。
東
北
ア
ジ
ア
一
帯
で
も
「
鳴

中国内モンゴル・ハイラルのフルンボイル民族博物館に
展示された子安貝（左）と海螺（中）と鳴鏑（右
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ぎ
に
剥
ぐ
」
と
い
う
残
虐
に
見
え
る
行
為
を
ス
サ
ノ
ヲ
が
行
な
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
唐
突
さ
は
謎
め
い
て
い
る
。
そ
こ
で

ス
サ
ノ
ヲ
が
馬
の
文
化
の
圏
内
に
い
た
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
み

る
。
つ
ま
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
に
は
朝
鮮
や
内
モ
ン
ゴ
ル
の
騎
馬
文

化
が
背
景
に
あ
り
、
そ
の
接
点
を
持
っ
て
い
る
と
想
定
し
て
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
接
続
点
が
見
え
て
く
る
。

こ
れ
ま
で
、
三
品
彰
英
を
始
め
、
何
人
も
の
研
究
者
が
日
本
神
話

と
朝
鮮
神
話
と
の
共
通
点
や
影
響
関
係
を
指
摘
し
て
き
た
。
秦
氏
の

こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
も
そ
の
接
点
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
広
く
鮮
卑
文
化
圏
と
の
関
係
も
視

野
に
入
れ
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
の
フ
ル
ン
ボ

イ
ル
民
族
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
石
碑
に
は
、
昔
、
托
跋
部
が

こ
の
ハ
イ
ラ
ル
地
域
に
住
ん
で
い
た
こ
と
や
、
洞
窟
内
の
祭
壇
で
天

地
自
然
の
神
々
や
祖
先
を
祭
っ
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
時
期
の
鮮
卑
の

首
長
が
「
可か

が
ん汗
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

鮮
卑
系
の
洞
窟
祭
祀
や
鳴
鏑
文
化
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
文
化
が
古
代

日
本
の
祭
祀
文
化
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
よ
く
考
え
て

馬
軍
団
を
率
い
て
い
た
が
、
北
魏
、
東
魏
、
西
魏
、
北
斉
、
北
周
、
隋
、

唐
も
、
祖
先
は
鮮
卑
系
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
朝
鮮
と
の
関
係
や
馬
と
の
関
係
で

あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
神
代
上
巻
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
新
羅
国
の
曽そ

し尸

茂も
り
の
と
こ
ろ

梨
之
処
」
や
「
韓か
ら
く
に
の
し
ま

郷
之
島
」
に
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

『
古
事
記
』
に
は
一
切
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
代
わ
っ
て
あ
る

の
が
、
天
照
大
御
神
と
の
「
宇う

け

ひ
気
比
」
を
行
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て

自
分
の
心
が
「
清
明
」
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
、
高
天

原
の
農
耕
の
邪
魔
を
し
た
末
に
、
馬
の
皮
を
剥
い
で
血
だ
ら
け
に
し

て
、
神
聖
な
機
織
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
投
げ
入
れ
て
若
い
機
織

り
女
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。「
天
照
大
御
神
、

忌
服
屋
に
坐
し
て
、
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
、
そ
の
服
屋
の

頂
を
穿
ち
、
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て
堕
し
入
る
る
時
に
、
天

の
服
織
女
見
驚
き
て
、
梭
に
陰
上
を
衝
き
て
死
に
き
」
と
あ
る
の
が

そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
唐
突
に
馬
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
馬
の
皮
を
「
逆
剥
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う
な
歌
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
紀
貫

之
が
書
い
た
、「
和や

ま
と
う
た歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と

ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
事こ

と・
業わ
ざ

し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、

心
に
思
ふ
事
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
だ
せ
る
な

り
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
か
は
づ
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し

生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
力
を
も
入
れ
ず
し

て
天あ

め
つ
ち地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男

女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
、
猛
き
武も

の
ゝ
ふ士
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
、

歌
な
り
」と
い
う
宣
言
の
基
底
を
な
す
歌
の
世
界
の
発
動
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、ス
サ
ノ
ヲ
に
始
ま
る
声
の
力
に
対
す
る
畏
怖
の
念
と
、

人
間
ば
か
り
で
は
な
く
自
然
の
様
々
の
事
物
も
言
葉
を
発
す
る
と
い

う
言
語
生
命
観
的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
言
語
意
識
が
あ
っ
た
。『
古
事

記
』
上
巻
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
泣
き
声
を
、「
速
須
佐
之
男
命
、
命よ

さ
せ
し
国
を
治し

ら
ず
て
、
八や
つ
か
ひ
げ
む
ね

挙
須
心
の
前
に
至
る
ま
で
、
啼
き
伊
佐

知
伎
。
其
の
泣
く
状
は
、
青
山
は
枯
山
の
如
く
泣
き
枯
ら
し
、
河
海

は
悉
に
泣
き
乾
し
き
。
是
を
以
ち
て
悪
し
き
神
の
音
は
、
狭
蠅
如
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

皆
満
ち

4

4

4

、4
万
の
妖
悉
に
発
り
き
」
と
記
し
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
泣

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
系
譜
に
ま
つ
わ
る

「
鳴
鏑
」
文
化
を
接
続
点
な
い
し
補
助
線
と
し
て
、
古
代
中
国
・
古

代
モ
ン
ゴ
ル
と
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

く
古
代
日
本
お
よ
び
天
つ
神
と
国
つ
神
の
背
景
を
な
す
「
ユ
ー
ラ
シ

ア
・
環
太
平
洋
交
響
楽
」
の
一
つ
の
事
例
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
の
ち
の
言
葉
と
し
て
の
「
言
霊
」
と
い
う
事
例

い
の
ち
の
ふ
る
さ
と
と
言
え
る
出
雲
神
話
に
登
場
す
る
歌
う
神
が

須
佐
之
男
命
と
大
国
主
神
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
に
始
ま
る
出
雲
神
話

を
「
怪
物
退
治
と
歌
の
発
生
」
と
い
う
観
点
か
ら
『
古
事
記
』
を
見

て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
「
言
霊
」
と
い
う
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て
は
い

な
い
が
そ
の
前
奏
曲
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
籠
み
に
八
重
垣
作
る
そ
の
八
重
垣
を

こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
歌
が
日
本
の
和
歌
の
濫
觴
と
な
る
が
、
総
計

一
一
二
の
歌
謡
を
持
つ
『
古
事
記
』
は
叙
事
詩
で
あ
り
、
歌
劇
の
よ
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ま
れ
る
こ
と
の
な
い
、
非
生
産
的
な
世
界
に
墜
ち
る
。
そ
れ
は
、
生

命
力
の
根
源
で
あ
る
「
む
す
ひ
」
の
力
と
働
き
が
死
に
絶
え
た
生
命

力
の
枯
渇
し
た
死
の
世
界
で
あ
る
。そ
こ
に
は
未
来
も
希
望
も
な
い
。

い
の
ち
の
輝
き
も
な
い
。
高
天
原
と
い
う
い
の
ち
の
根
源
を
な
す
世

界
が
崩
壊
す
る
。
こ
の
絶
体
絶
命
の
危
機
と
崩
壊
を
食
い
止
め
る
に

は
ど
の
よ
う
な
方
策
が
あ
る
か
。
神
々
は
こ
の
暗
黒
の
世
界
の
中
で

ど
う
す
る
か
「
神
集
い
」
し
て
相
談
論
議
し
た
。
そ
し
て
、
天

あ
め
の
お
も
ひ思

金か
ね
の
か
み
神
と
い
う
名
の
智
略
の
神
が
神
々
の
議
論
を
取
り
仕
切
り
、
結

論
を
出
し
た
。
祭
り
を
し
よ
う
、
と
。

こ
の
天
思
金
神
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
旧
事
本
紀
』
に
は
、「
思

お
も
ひ
か
ね兼	

神の
か
み」
と
か
、「
八
や
ご
こ
ろ
お
も
ひ
か
ね
の
か
み

意
思
兼
神
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
思
い

や
心
（
意
）
を
ま
と
め
る
力
を
持
つ
知
恵
の
神
で
あ
る
。
そ
の
天
思

金
神
が
こ
の
暗
黒
世
界
を
脱
す
る
に
は
「
祭
り
」
し
か
方
法
が
な
い

と
決
断
を
下
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
。
神
々
は
そ
れ
ぞ
れ
役
割
分
担

し
て
祭
り
を
実
行
す
る
。
伊い

し
こ
り
ど
め
の
か
み

斯
許
理
度
賣
神
は
、
も
の
づ
く
り
の
神

と
し
て
高
天
原
の
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
「
八や

た
か
が
み

咫
の
鏡
」
を
造
り
、
玉た
ま

祖も
の
や
の
か
み
神
は
「
八や
さ
か
の
ま
が
た
ま

尺
の
勾
玉
」
を
造
り
、
布ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

刀
玉
命
は
天
あ
め
の
か
ぐ
や
ま

香
山
か
ら
採

き
声
は
、
青
山
を
枯
ら
し
、
河
や
海
の
水
を
す
べ
て
干
上
が
ら
せ
て

し
ま
う
ほ
ど
の
凄
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
、
そ
の
悪
し
き
力
で

神
々
の
悪
し
き
喧
騒
の
声
が
満
ち
溢
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
禍
が
お

こ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
記
述
が
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
の
岩
屋
戸
に
隠
れ
た
場
面
に
出

て
く
る
。「
故
是
に
天
照
大
御
神
見
畏
み
て
、
天
の
岩
屋
戸
を
開
き

て
刺
許
母
理
坐
し
き
。
爾
に
高
天
原
皆
暗
く
、葦
原
中
国
悉
に
闇
し
。

此
れ
に
由
り
て
常
夜
往
き
き
。
是
に
万
の
神
の
声
は
、
狭
蠅
那
須
満

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ち4

、
万
の
妖
悉
に
発
り
き
」。
つ
ま
り
、
太
陽
神
天
照
大
御
神
の
洞

窟
籠
り
に
よ
っ
て
世
界
は
光
を
失
い
、
真
っ
暗
闇
に
な
っ
て
神
々
の

悪
し
き
喧
騒
の
声
が
満
ち
溢
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
再
び
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
禍
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
禍
を
取
り
除
き
、
光
を
取
り
戻
す
た

め
に
行
な
わ
れ
た
の
が
、「
祭
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
祭
り
」

は
神
々
の
世
界
再
生
計
画
の
実
施
で
あ
り
、
生
存
戦
略
で
あ
っ
た
。

太
陽
神
が
天
の
岩
屋
戸
と
い
う
洞
窟
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
た
め

に
、
世
界
に
あ
ら
ゆ
る
災
い
が
次
々
に
起
こ
っ
て
く
る
。
こ
の
時
、

世
界
は
、
何
も
見
え
ず
、
何
も
わ
か
ら
ず
、
何
も
で
き
ず
、
何
も
生
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霊
や
音
霊
（
声
霊
）
の
力
の
発
現
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
八
百
万
の
神
々
の
笑
い
声
が
天
の
岩
屋
戸
の
洞
窟
の
中

に
も
、
声
と
し
て
音
と
し
て
伝
わ
り
響
き
渡
っ
た
時
、
洞
窟
の
中
で

閉
じ
籠
っ
て
い
た
天
照
大
御
神
は
洞
窟
か
ら
出
て
来
、
天
の
岩
屋
戸

は
開
放
さ
れ
、
天
照
大
御
神
が
再
出
現
し
た
こ
と
で
、
世
界
に
光
と

熱
と
い
の
ち
が
甦
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
笑
い
と
い
う
声
の
力

の
発
動
に
導
か
れ
出
て
き
た
天
照
大
御
神
の
光
に
よ
っ
て
世
界
に
再

び
光
と
輝
き
が
戻
り
、「
高
天
原
も
葦
原
中
国
も
、
自
ら
照
り
明
り

き
」
と
い
う
状
態
に
再
生
で
き
、
い
の
ち
の
最
大
大
の
危
機
を
脱
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
祭
り
の
発
生
に
関
す
る
神
話
伝
承
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
神
々
の
悪
し
き
狂
騒
の
声
か
ら
麗
し
く
聖
な
る
「
祝

詞
」
と
笑
い
に
よ
っ
て
負
―
悪
の
声
の
力
が
正
―
生
の
声
の
力
に
転

じ
て
い
く
音
霊
・
言
霊
の
は
た
ら
き
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
表
現
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
続
い
て
、
す
べ
て
の
禍
の
原
因
を
作
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は

高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
赴
い
た
出
雲
の
地
で
八
頭
八
尾
の
怪
物
で
あ

る
八
俣
大
蛇
を
退
治
し
、　

を
助
け
て
、
先
に
引
い
た
我
が
国
最
初

っ
て
き
た
根
の
付
い
た
大
榊
に
紙し

で垂
を
取
り
付
け
、
鏡
を
飾
り
、
玉

を
飾
っ
て
依よ

り
し
ろ代
と
し
、天
の
岩
屋
戸
の
洞
窟
の
前
に
祭
壇
を
設
け
た
。

そ
し
て
、
中
臣
氏
・
藤
原
氏
の
祖
神
の
天

あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

兒
屋
命
が
「
太ふ
と
の
り
と
の
ご
と

詔
戸
言
」

の
祝
詞
を
奏
上
し
、
猿
女
氏
の
祖
神
の
天あ

め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

宇
受
賣
命
が
手
に
小さ

さ

ば
竹
葉

を
持
ち
、「
槽う

け
ふ伏
せ
」
踏
み
轟
か
し
て
踊
り
を
踊
り
「
神
懸
り
」
と

な
っ
た
。

そ
の
さ
ま
を
『
古
事
記
』
は
、「
天
宇
受
賣
命
、
天
香
山
の
天
日

影
を
手た

す
き次
に
繋か

け
て
、
天あ
め
の
ま
さ
き

真
拆
を
鬘
か
づ
らと
し
て
、
天
香
山
の
小さ

さ

ば
竹
葉
を

手た
ぐ
さ草
に
結ゆ

ひ
て
、
天あ
め
の
い
わ
や
ど

岩
屋
戸
に
槽う
け
ふ伏
せ
て
踏
み
轟
こ
し
、
神か
む
が
か懸
り
し

て
、
胸む

な
ら乳
を
か
き
出
で
裳も
ひ
も緒
を
陰ほ
と
に
押
し
垂
れ
き
。
こ
こ
に
高
天
原

動と
よ

み
て
、
八や
ほ
よ
ろ
づ
の
か
み

百
万
神
共
に
咲わ
ら

ひ
き
」

先
に
引
い
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
泣
き
叫
ぶ
力
で
世
界
を
破
壊
し
た
が
、

こ
こ
で
八
百
万
の
神
々
は
笑
い
声
で
岩
戸
を
押
し
開
く
。
そ
の
笑
い

を
『
古
事
記
』
は
「
咲
」
と
表
記
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
、
い
の
ち

の
甦
り
と
「
春
＝
張
る
＝
膨
る
」
を
も
た
ら
す
「
む
す
ひ
」
の
力
で

あ
っ
た
。
こ
の
生
命
力
の
復
活
の
祭
り
は
神
々
の
「
む
す
ひ
」
の
力

の
発
動
で
あ
り
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
る
祝
詞
や
笑
い
声
は
ま
さ
に
言
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「
石い
は
ね根
・
木き
ね
た
ち立
・
草く
さ
の
片か
き
は葉
」
ま
で
「
辞こ
と
と
い語
」
す
る
と
い
う
事
態
で

あ
る
。
こ
れ
を
古
き
日
本
列
島
が
草
木
も
万
物
も
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の

言
葉
を
発
す
る
言
語
ア
ニ
ミ
ズ
ム
状
態
に
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
を
高
天
原
か
ら
降
り
て
き
た
天
孫（
天
皇
家
の
祖
先
）

が
平
定
し
統
治
し
て
い
く
さ
ま
が
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の

天
孫
降
臨
神
話
を
核
と
す
る
日
本
統
一
の
神
話
物
語
で
あ
っ
た
。
そ

の
こ
と
が
、『
延
喜
式
』
祝
詞
の
中
に
、「
大
八
洲
豊
葦
原
の
瑞
穂
の

国
を
安
国
と
平
ら
け
く
知
ろ
し
め
せ
と
、
言
寄
さ
し
ま
つ
り
た
ま
ひ

て
、
天
つ
御
量
も
ち
て
、
事
問
ひ
し
盤
根
木
の
立
ち
、
草
の
片
葉
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
言
止
め
て

4

4

4

4

4

、
天
降
り
た
ま
ひ
し
食
国
天
の
下
と
…
…
」（
大
殿
祭

祝
詞
）、「
か
く
依
さ
し
ま
つ
り
し
国
中
に
、
荒
ぶ
る
神
等
を
ば
神
問

は
し
に
問
は
し
た
ま
ひ
、
神
掃
ひ
に
掃
ひ
た
ま
ひ
て
、
語
問
ひ
し
盤

4

4

4

4

4

根
樹
立
、草
の
片
葉

4

4

4

4

4

4

4

を
も
語
止
め
て
…
…
天
降
り
依
さ
し
ま
つ
り
き
」

（
大
祓
祝
詞
）、「
経
津
主
命
・
健
雷
命
二
柱
の
神
等
を
天
降
し
た
ま

ひ
て
、
荒
ぶ
る
神
等

4

4

4

4

4

を
神
攘
ひ
た
ま
ひ
和
し
和
し
た
ま
ひ
て
、
語
問

4

4

ひ
し
盤
根
樹
立
草
の
片
葉
も
語
止
め
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
皇
御
孫
之
尊
を
天
降
し
寄

さ
し
ま
つ
り
き
」（
遷
却
崇
神
祝
詞
）、「
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
、
昼4

の
歌
を
詠
む
英
雄
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
は
自
ら
の
荒
御
魂
の
暴
力
性
を
和
御
魂
の
歌
に
転
化
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
負
の
力
の
正
と
生
へ
の
変
容
の
中
に
『
古

事
記
』
の
物
語
と
歌
に
現
れ
た
言
霊
思
想
が
あ
る
と
言
え
る
。

『
古
事
記
』
が
語
る
葦
原
中
国
の
神
々
の
悪
し
き
声
の
こ
と
を
『
日

本
書
紀
』神
代
下
巻
で
は
、「
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
立
て
て
、

葦
原
中
国
の
主
と
せ
む
と
欲
す
。
然
も
彼
の
地
に
、
多
に
螢
火
の
光

く
神
、及
び
蠅
声
す
邪
し
き
神
有
り
。
復
草
木
咸
に
能
く
言
語
有
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

故
、高
皇
産
霊
尊
、八
十
神
等
を
召
し
集
へ
て
、問
ひ
て
曰
は
く
、『
吾
、

葦
原
中
国
の
邪
し
き
鬼
を
撥は

ら

ひ
平し

け
し
む
と
欲
ふ
。
当
に
誰
を
遣
さ

ば
宜
け
む
』」
と
記
し
て
い
る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
に
も
、「
豊
葦

原
水
穂
国
を
依
さ
し
ま
つ
ら
む
と
詔
り
た
ま
へ
る
に
、荒
ぶ
る
神
等
、

4

4

4

4

4

又
、
石
根

4

4

・
木
立

4

4

・
草
の
片
葉
も
辞
語
ひ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
昼
は
狭
蠅
な
す
音お
と
な声

ひ
、夜よ

る

は
火ひ

の
光ひ
か
が
や明
く
国
な
り
。
此
を
事こ
と
む向
け
平や

は定
さ
む
大
御
神
と
、

天
降
り
供
へ
ま
つ
り
き
」
と
似
た
記
述
が
あ
る
。

こ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、日
本
列
島
に
は
狂
騒
の
声
を
発
す
る「
邪

し
き
神
」
が
い
て
「
草
木
」
も
み
な
「
言こ

と
と
ひ語
」、「
荒
ぶ
る
神
等
」
や
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④
そ
の
よ
う
な
言
語
生
命
観
や
言
語
呪
術
の
上
に
、『
万
葉
集
』

で
「
言
霊
」
の
観
念
が
生
ま
れ
て
く
る
。

⑤
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
言
葉
の
神
格
化
が
果
た
さ
れ
、『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
事
（
言
）
代
主
神
」「
一
言
主
神
」「
興

台
産
霊
神
」
な
ど
言
葉
を
司
る
神
々
の
存
在
が
物
語
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。

こ
の
よ
う
な
い
の
ち
の
言
葉
の
観
念
と
し
て
「
言
霊
（
事
霊
）」

の
語
が
成
立
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
万
葉
集
』
中
に
そ
の

語
は
わ
ず
か
三
例
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
。

志
貴
島　

倭
国
者　

事
霊
之　

所
佐
国
叙　

真
福
在
与
具

磯し
き
し
ま

城
島
の
日や
ま
と本
の
国
は
言
霊
の
幸
は
ふ
国
ぞ
ま
幸
く
あ
り
こ
そ

（
万
葉
集
巻
十
三
・
三
二
五
四
）

事
霊　

八
十
衢　

夕
占
問　

卜
正
謂　

妹
相
依

言
霊
の
八
十
の
衢ち

ま
たに
夕ゆ
ふ
け占
問と

ふ
占う
ら
ま
さ正
に
告
る
妹
は
あ
ひ
寄
ら
む

（
万
葉
集
巻
十
・
二
五
〇
六
）

神
代
欲
理　

云
伝
久
良
久　

虚
見
通　

倭
国
者　

皇
神
能　

伊

都
久
志
吉
国　

言
霊
能　

佐
吉
播
布

は
五
月
蠅
な
す
水
沸
き
、夜
は
火

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

瓫4

な
す
光
く
神
あ
り
、石
根
・
木
立
・

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

青
水
沫
も
事
問
ひ
て
荒
ぶ
る
国

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
り
」（
出
雲
国
造
神
賀
詞
）
と
表

記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
古
代
の
言
霊
思
想
の
発
生
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

①
最
初
に
、
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
言
葉
を
発
す
る
「
草く
さ

木き
こ
と
と
ふ

言
語
」
と
い
う
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
根
源
的
な
言
語
意
識
や
言

語
感
覚
が
あ
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
物
音
を
「
こ
え
（
声
＝
言
葉
）」
と

し
て
聴
き
取
る
態
度
が
あ
っ
た
。

②
そ
の
た
め
、「
語
（
事こ
と
）
問と
ひ

ひ
」
に
は
得
体
の
知
れ
な
い
霊
力

が
あ
る
と
畏
れ
ら
れ
て
い
た
。

③
こ
の
原
初
的
な
言
語
（
音
声
）
生
命
観
は
、
徐
々
に
祝
詞
や

歌
謡
や
和
歌
な
ど
の
定
型
化
さ
れ
た
詞
章
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

神
威
に
祈
請
し
、
自
ら
を
脅
か
す
カ
オ
ス
的
な
力
を
統
御
し
よ
う
と

す
る
言
語
呪
術
を
生
み
出
し
た
。
ま
た
実
名
忌
避
や
忌
詞
な
ど
、
み

だ
り
に
唱
え
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
語
や
神
聖
語
も
定
め
ら
、
言
語
定

型
の
力
の
観
念
が
生
ま
れ
て
く
る
。
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葦
原
の
瑞
穂
の
国
は
神
な
が
ら
言
挙
せ
ぬ
国

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4　

し
か
は
あ
れ
ど

言
挙
げ
ぞ
我
が
す
る
…
…

と
あ
り
、「
言
挙
せ
ぬ
国
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
言
挙
す
わ
れ
」

に
よ
っ
て
、
あ
え
て
大や

ま
と和
が
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
で
あ
る
こ
と
を

謳
い
上
げ
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
相
手
の
旅
の
無
事
息
災
を
祈
る
言
葉

も
そ
の
通
り
実
現
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
言
葉
の
力
へ
の
願
い
と
そ

れ
が
は
た
ら
い
て
い
る
国
に
対
す
る
讃
仰
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
は
、
言
霊
意
識
が
国
家
意
識
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て

お
り
、
唐
と
い
う
大
帝
国
に
対
す
る
日
本
の
国
の
独
自
性
の
自
覚
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
意
識
の
あ
り
方
と
し
て
は
単
な

る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
言
語
意
識
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
抽
象
化
さ
れ
理

念
的
に
構
成
さ
れ
た
言
語
意
識
の
段
階
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
事
霊
の
八
十
の
衢
」
で
の
夕
占
問
い
は
、
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
か
つ
言
語
呪
術
的
言
語
意
識
の
残
滓
を
と
ど
め
て
い

る
。
霊
的
存
在
の
浮
遊
し
や
す
い
黄
昏
れ
時
に
飛
び
交
っ
て
い
る
言

葉
に
は
霊
的
世
界
か
ら
の
前
兆
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
し
る
し
を
読
み
取
っ
て
未
来
を
予
測
し
吉
凶
を
占
う
。
こ
う
し

国
等　

加
多
利
継　

伊
比
都
賀
比
計
理

神
代
よ
り　

言
ひ
伝
て
来
ら
く　

そ
ら
み
つ　

倭
の
国
は　

皇

神
の　

厳
し
き
国　

言
霊
の　

幸
は

ふ
国
と　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
が
ひ
け
り
…
…（
万
葉
集
巻
五
・

八
九
四
）

前
二
者
は
柿
本
人
麿
歌
集
中
の
歌
、
後
者
は
「
天
平
五
年
三
月

一
日
、
良
宅
対
面
、
献
三
日
、
山
上
憶
良
謹
上
二

大
唐
大
使
卿
記
室
一

」

と
左
注
の
つ
い
た
山
上
憶
良
の
作
に
な
る
長
歌
で
あ
る
。
人
麿
の
歌

の
表
記
が
「
事
霊
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
上
代
に
お
け
る
言
葉

と
出
来
事
と
の
本
質
的
同
一
と
い
う
観
念
の
所
在
を
窺
わ
せ
る
が
、

同
じ
「
事
霊
」
の
表
記
で
は
あ
っ
て
も
、
遣
唐
使
へ
の
餞
詞
と
し
て

歌
わ
れ
た
「
事
霊
の
幸
は
ふ
国
」
と
い
う
観
念
と
、
言
霊
の
は
た
ら

く
夕
方
の
辻
で
人
々
の
言
葉
を
聞
い
て
吉
兆
を
占
う
と
い
う
意
味
で

枕
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
事
霊
の
八
十
の
衢
」
の
観
念
と
は
異

質
の
意
味
内
容
が
あ
る
。

前
者
は
長
歌
の
反
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
だ
が
、そ
の
長
歌
に
、

葦
原　

水
穂
国　

神
在
随　

事
挙
不
為
国　

雖
然　

辞
挙
叙
吾
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の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

草
木
也ま

た

成
ず

何い
か

に
況い
わ
ん
や
有
情
を
や
（
中
略
）

草
木
に
仏
な
く
ん
ば

波
に
す
な
は
ち
湿

う
る
ほ
ひな
け
ん

こ
れ
こ
そ
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
や
『
風
土
記
』
や
『
延

喜
式
祝
詞
』
に
表
現
さ
れ
た
神
道
の
「
草
木
言
語
」
世
界
を
仏
教
の

言
語
世
界
に
包
摂
し
、
延
い
て
は
天
台
本
覚
思
想
の
「
草
木
国
土
悉

皆
成
仏
」に
ま
で
つ
な
ぐ
糊
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
草
木
」も「
言

語
う
」
世
界
か
ら
「
草
木
」
が
「
成
仏
」
す
る
世
界
ま
で
空
海
は
接

続
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
草
木
也
成
ず
」
と
言
う
空
海
に

よ
っ
て
神
と
仏
あ
る
い
は
神
道
と
仏
教
は
原
理
的
差
異
を
超
え
て
一

挙
に
習
合
化
の
道
を
辿
り
、「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
を
説
く
天
台

本
覚
思
想
が
接
続
す
る
。
そ
し
て
そ
の
先
に
和
歌
則
陀
羅
尼
説
が
出

て
く
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
で
も
っ
と
も
多
い
九
四
首
の
歌
を
収
録
さ
れ

て
い
る
西
行
は
真
言
僧
で
あ
る
が
、
瞑
想
の
達
人
と
謳
わ
れ
た
明
恵

た
言
霊
理
解
が
言
霊
観
の
古
層
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
『
万
葉
集
』
時
代
に
顕
在
化
し
た
「
言
霊
」
観
念
が
基

盤
と
な
り
、
空
海
の
招
来
し
た
真
言
宗
の
「
真
言
」
思
想
に
接
ぎ
木

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
和
歌
則
陀
羅
尼
説
な
ど
の
神
仏
習

合
的
な
和
歌
・
言
霊
＝
真
言
思
想
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。

『
古
事
記
』
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
集
約
表
現
さ
れ
た
原
初
言
霊
の
観
念

や
「
草
木
言
語
」
の
言
語
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
密
教
的
存
在
論
と
真
言
の

修
法
に
接
ぎ
木
し
て
統
合
し
た
の
が
空
海
で
あ
っ
た
。
空
海
は
『
声

字
実
相
義
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
い
た
。

五
大
に
み
な
響
あ
り	

五
大
皆
有
響

十
界
に
言
語
を
具
す	

十
界
具
言
語

六
塵
こ
と
ご
と
く
文
字
な
り	

六
塵
悉
文
字

法
身
は
こ
れ
実
相
な
り	

法
身
是
実
相

こ
の
「
五
大
音
響
、
十
界
言
語
、
六
塵
文
字
」
と
い
う
思
想
の
中

に
プ
レ
仏
教
的
な
言
霊
・
音
霊
観
念
は
す
べ
て
呑
み
込
ま
れ
、
位
置

づ
け
し
直
さ
れ
た
。
こ
の
空
海
の
真
言
密
教
が
神
道
と
仏
教
と
の
最

大
の
接
合
部
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
空
海
は
ま
た
『
吽
字
義
』
で
次
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ヲ
用
給
事
、
必
ズ
コ
レ
真
言
ナ
ル
ニ
コ
ソ
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は

歌
を
詠
む
こ
と
が
瞑
想
で
あ
る
と
い
う
和
歌
則
陀
羅
尼
説
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
臨
済
僧
正
徹
の
歌
論
書
『
正
徹
物
語
』
に
も
「
和
歌
仏

道
全
二
無
」
が
主
張
さ
れ
、そ
の
弟
子
の
天
台
僧
心
敬
の
歌
論
書
『
さ

さ
め
ご
と
』
に
も
「
本
よ
り
歌
道
は
吾
が
国
の
陀
羅
尼
な
り
」、「
歌

道
は
ひ
と
へ
に
禅
定
修
行
の
道
」、「
歌
道
即
身
直
路
の
修
行
也
」
と

和
歌
即
陀
羅
尼
説
が
説
か
れ
て
い
る
。

「
草
木
言
語
」
と
い
う
い
の
ち
の
言
葉
の
感
覚
が
「
言
霊
」
と
い

う
言
語
観
念
を
生
み
出
し
、
や
が
て
仏
教
と
融
合
し
て
「
草
木
国
土

悉
皆
成
仏
」
と
い
う
命
題
や
和
歌
即
陀
羅
尼
思
想
を
生
み
出
し
た
。

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
や
『
延
喜
式
』
祝
詞

に
表
現
さ
れ
た
潜
在
思
想
が
よ
り
広
大
で
普
遍
的
な
真
言
密
教
や
天

台
仏
教
と
結
び
つ
き
、
我
が
国
独
自
の
天
台
本
覚
思
想
と
和
歌
即
陀

羅
尼
説
を
生
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
古
代
の
言
語
観
念

や
言
語
思
想
を
通
し
て
見
た
「
自
然
理
解
」
の
変
遷
と
そ
の
表
現
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

上
人
に
、「
此
の
歌
即
ち
是
れ
如
来
の
真
の
形
体
な
り
。
さ
れ
ば
一

首
詠
み
出
で
て
は
、
一
体
の
仏
像
を
造
る
思
ひ
を
な
し
、
一
句
を
思

ひ
続
け
て
は
、
秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る
に
同
じ
。
我
れ
此
歌
に
よ
り

て
法
を
得
る
こ
と
あ
り
。
若
し
こ
こ
に
至
ら
ず
し
て
、
妄
り
に
此
の

道
を
学
ば
ば
、邪
路
に
入
る
べ
し
。」（『
栂
尾
明
恵
上
人
伝
記
』
巻
上
）

と
語
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
一
首
即
一
仏
、
一
句
即
一
真
言

と
い
う
和
歌
即
陀
羅
尼
の
思
想
が
言
霊
思
想
と
真
言
思
想
を
つ
な
ぐ

神
仏
習
合
思
想
の
典
型
で
あ
る
。

無
住
の
著
わ
し
た
『
沙
石
集
』
の
「
和
歌
ノ
道
フ
カ
キ
理
ア
ル
事
」

の
中
に
も
、「
和
歌
ノ
一
道
ヲ
思
ト
ク
ニ
、
散
乱
鹿
動
ノ
心
ヲ
ヤ
メ
、

寂
然
静
閑
ナ
ル
徳
ア
リ
。
又
言
ス
ク
ナ
ク
シ
テ
、
心
ヲ
フ
ク
メ
リ
。

惣
持
ノ
義
ア
ル
ベ
シ
。
惣
持
ト
云
ハ
、
即
陀
羅
尼
ナ
リ
。（
中
略
）　

聖
人
ハ
心
ナ
シ
。
万
物
ノ
心
ヲ
以
テ
心
ト
シ
、
聖
人
ハ
身
ナ
シ
。
万

物
ノ
身
ヲ
モ
テ
身
ト
ス
。
然
バ
聖
人
ハ
言
ナ
シ
。
万
物
ノ
言
ヲ
モ
テ

言
ト
ス
。聖
人
ノ
言
、ア
ニ
法
語
ニ
ア
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
。若
法
語
ナ
ラ
バ
、

義
理
ヲ
フ
ク
ム
ベ
シ
。
義
理
ヲ
フ
ク
マ
バ
、
惣
持
ナ
ル
ベ
シ
。
惣
持

ナ
ラ
バ
、
即
陀
羅
尼
ナ
リ
。
此
心
ヲ
モ
テ
思
ニ
、
神
明
仏
陀
ノ
和
歌
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を
踏
ん
で
棄
教
し
た
フ
ェ
レ
イ
ラ
元
神
父
は
日
本
の
思
想
風
土
を

「
泥
沼
」
と
表
現
し
た
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
弟
子
で
後
輩
の
ロ
ド
リ
ゴ

神
父
に
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
知
っ
た
こ
と
は
た
だ
こ
の
国
に
は
お
前
や
私
た
ち
の
宗
教
は
所

詮
、
根
を
お
ろ
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
」

「
こ
の
国
は
沼
地
だ
。
や
が
て
お
前
に
も
わ
か
る
だ
ろ
う
な
。
こ

の
国
は
考
え
て
い
た
よ
り
、
も
っ
と
怖
ろ
し
い
沼
地
だ
っ
た
。
ど
ん

な
苗
も
そ
の
沼
地
に
植
え
ら
れ
れ
ば
、
根
が
腐
り
は
じ
め
る
。
葉
が

黄
ば
み
枯
れ
て
い
く
。
我
々
は
こ
の
沼
地
に
基
督
教
と
い
う
苗
を
植

え
て
し
ま
っ
た
」

日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
が
根
づ
か
な
い
こ
と
の
不
毛
性
を
「
怖
ろ
し

い
沼
地
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、「
こ
の
国
で
我
々

の
た
て
た
教
会
で
日
本
人
た
ち
が
祈
っ
て
い
た
の
は
基
督
教
の
神
で

は
な
い
。
私
た
ち
に
は
理
解
で
き
ぬ
彼
等
流
に
屈
折
さ
れ
た
神
だ
っ

た
」、
だ
が
も
は
や
そ
の
よ
う
な
「
屈
折
さ
れ
た
神
」
は
「
神
じ
ゃ

な
い
」
と
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
は
「
デ
ウ
ス
」
と

「
大
日
（
如
来
）」
を
「
混
同
」
し
、「
屈
折
」
さ
せ
「
変
化
」
さ
せ
、

「
汎�

神
論
」と「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」－
現
代
日
本
人
の「
自
然
理
解
」

の
二
つ
の
視
点

紙
幅
の
関
係
で
、
中
世
や
近
世
の
日
本
人
の
「
自
然
理
解
」
に
つ

い
て
は
、例
え
ば
、室
町
時
代
の
神
道
家（
唯
一
宗
源
神
道
の
大
成
者
）

吉
田
兼
倶
の
『
神
道
大
意
』
の
中
に
あ
る
「
吾
唯
一
神
道
は
天
地
を

以
て
書
籍
と
し
、
日
月
を
以
て
証
明
と
す
。
是
則
純
一
気
雑
の
密
意

な
り
」
と
い
う
表
現
や
、
そ
の
『
神
道
大
意
』
を
注
釈
し
た
江
戸
時

代
の
神
道
家
吉
川
惟
足
の
『
神
道
大
意
講
談
』
の
中
に
、「
天
地
の

霊
気
を
感
ず
る
に
至
り
て
、
生
成
無
窮
な
り
」
を
「
草
木
国
土
、
悉

皆
成
仏
と
説
く
に
同
じ
」
と
解
釈
す
る
箇
所
な
ど
検
討
す
べ
き
テ
キ

ス
ト
や
思
想
で
あ
る
が
、
最
後
に
現
代
日
本
人
の
「
自
然
理
解
」
と

し
て
二
人
の
作
家
の
考
え
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
二
人
と
は
遠

藤
周
作
（
一
九
二
三
－
一
九
九
六
）
と
石
牟
礼
道
子
（
一
九
二
七
－

二
〇
一
八
）
で
あ
る
。

遠
藤
文
学
は
、
沈
黙
』（
一
九
六
六
年
）
中
で
フ
ェ
レ
イ
ラ
神
父

と
ロ
ド
リ
ゴ
神
父
の
二
人
の
「
棄
教
」
の
苦
悩
を
描
い
た
。
踏
み
絵



100 

え
て
お
る
。
だ
が
そ
の
パ
ー
ド
レ
は
、
は
っ
き
り
と
申
し
た
。
切
支

丹
の
申
す
救
い
は
、
そ
れ
と
違
う
と
な
。
切
支
丹
の
救
い
と
は
デ
ウ

ス
に
す
が
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
信
徒
が
力
の
限
り
守
る
心
の

強
さ
が
そ
れ
に
伴
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
。
し
て
み
る
と
そ
こ
も
と
、
や

は
り
切
支
丹
の
教
え
を
、
こ
の
日
本
と
申
す
泥
沼
の
中
で
い
つ
し
か

曲
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

遠
藤
は
、『
沈
黙
』
を
書
く
以
前
に
、『
宗
教
と
文
学
』（
南
北
社
、

一
九
六
三
年
）「
日
本
的
感
性
の
底
に
あ
る
も
の
－
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ

ク
批
評
と
伝
統
美
」
と
題
す
る
評
論
で
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
私
が

い
つ
も
考
え
る
西
欧
の
美
的
感
性
と
は
、
こ
の
よ
う
に
メ
タ
フ
ィ
ジ

ッ
ク
で
あ
り
、
然
し
、
神
や
超
自
然
的
な
美
に
た
い
し
限
界
を
意
識

し
、
対
立
し
、
能
動
的
で
あ
る
と
言
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
基
督
教
的
な
世
界
で
は
人
間
は
神
に
は
絶
対
に
な

り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」、「
西
洋
の
美
的
感
性
の
、（
一
）
境
界
の

区
分
意
識
、（
二
）
対
立
性
、（
三
）
能
動
的
と
い
う
三
つ
の
特
徴
が
、

日
本
人
と
し
て
の
私
た
ち
の
感
性
に
非
常
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
日

「
別
の
も
の
」
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
、「
基
督
教
の
神
は
日

本
人
の
心
情
の
な
か
で
、
い
つ
か
神
と
し
て
の
実
体
を
失
っ
て
い
っ

た
」、「
日
本
人
は
人
間
と
は
全
く
隔
絶
し
た
神
を
考
え
る
能
力
を
も

っ
て
い
な
い
。
日
本
人
は
人
間
を
超
え
た
存
在
を
考
え
る
力
も
持
っ

て
い
な
い
」、「
日
本
人
は
人
間
を
美
化
し
た
り
拡
張
し
た
も
の
を
神

と
よ
ぶ
。
人
間
と
は
同
じ
存
在
を
も
つ
も
の
を
神
と
よ
ぶ
。
だ
が
そ

れ
は
教
会
の
神
で
は
な
い
」。
こ
う
し
て
、「
切
支
丹
が
亡
び
た
の
は

な
、
お
前
が
考
え
る
よ
う
に
禁
制
の
せ
い
で
も
、
迫
害
の
せ
い
で
も

な
い
。
こ
の
国
に
は
な
、
ど
う
し
て
も
基
督
教
を
受
け
つ
け
ぬ
何
か

が
あ
っ
た
の
だ
」
と
結
論
づ
け
る
。

元
切
支
丹
で
今
は
キ
リ
シ
タ
ン
最
大
の
迫
害
者
と
な
っ
て
い
る
長

崎
奉
行
の
井
上
筑
後
守
も
同
様
の
主
張
を
す
る
。「
パ
ー
ド
レ
は
決

し
て
余
（
引
用
者
注
―
井
上
筑
後
守
）
に
負
け
た
の
で
は
な
い
」、「
こ

の
日
本
と
申
す
泥
沼
に
敗
れ
た
の
だ
」、「
か
つ
て
余
は
そ
こ
も
と
と

同
じ
切
支
丹
パ
ー
ド
レ
に
訊
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
仏
の
慈
悲
と
切
支

丹
デ
ウ
ス
の
慈
悲
と
は
い
か
に
違
う
か
と
。
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
己
の

弱
さ
に
、
衆
生
が
す
が
る
仏
の
慈
悲
、
こ
れ
を
救
い
と
日
本
で
は
教
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と
い
う
郷
愁
を
も
っ
た
我
々
の
、
感
性
と
の
ち
が
い
」
が
あ
り
、「
こ

の
日
本
的
感
性
が
孕
む
虚
無
は
時
と
し
て
私
を
慄
然
と
せ
し
め
る
の

で
あ
る
」
と
も
慨
嘆
す
る
。

こ
の
心
情
は
し
か
し
、
遠
藤
に
と
っ
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
も
の

で
あ
っ
た
。
遠
藤
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
っ
た
伯
母
と
母
の
影
響

に
よ
り
十
二
歳
の
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
入
信
し
た
。
遠
藤
は
生
涯
カ

ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
捨
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
彼
に
と

っ
て
そ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
は
「
サ
イ
ズ
の
合
わ
な
い
洋
服
」
で

あ
り
、「
身
の
丈
に
合
わ
な
い
借
り
衣
装
」で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
、

遠
藤
周
作
は
「
新
潮
」
十
二
月
号
に
エ
ッ
セ
イ
「
合
わ
な
い
洋
服
―

何
の
た
め
に
小
説
を
書
く
か
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
少
年
時
代
の
あ
る
時
期
、
私
は
素
直
に
信
仰
を
信
じ
、
毎
日
、

教
会
に
通
っ
て
朝
の
ミ
サ
を
う
け
、
自
分
も
神
父
に
な
ろ
う
か
と
考

え
た
時
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
後
十
年
た
っ
て
、
私
は
初

め
て
自
分
が
伯
母
や
母
か
ら
着
せ
ら
れ
た
こ
の
洋
服
を
意
識
し
た
。

洋
服
は
私
の
体
に
一
向
に
合
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
部
分
は
ダ
ブ

ダ
ブ
で
あ
り
、
あ
る
部
分
は
チ
ン
チ
ク
リ
ン
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

本
的
感
性
は
汎
神
的
風
土
を
母
胎
と
し
て
う
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
た
め
に
、（
一
）
個
と
全
体
と
の
区
分
や
境
界
を
感
じ
な
い
、（
二
）

し
た
が
っ
て
対
立
を
要
求
し
な
い
、（
三
）
受
身
的
で
あ
る
、
こ
の

三
つ
に
還
元
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
」
と
。

西
欧
と
日
本
の
大
き
な
違
い
は
、
①
境
界
区
分
意
識
、
②
対
立

性
、③
能
動
性
だ
と
遠
藤
は
指
摘
す
る
。
西
欧
に
は
そ
れ
が
あ
る
が
、

日
本
に
は
そ
れ
が
な
い
。
境
界
も
曖
昧
、
対
立
を
避
け
る
、
極
め
て

受
動
的
だ
。
ま
る
で
そ
れ
は
西
欧
と
は
正
反
対
の
形
で
あ
る
。
そ
こ

に
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
て
来
て
も
「
泥
沼
」
に
ず
ぶ
ず
ぶ
と
吸
い
込

ま
れ
て
定
着
し
花
を
開
か
せ
る
こ
と
は
な
い
。

遠
藤
は
、「
汎
神
性
と
は
全
（
神
や
自
然
）
と
個
と
の
限
界
を
消

す
も
の
」
で
、「
人
間
と
全
的
な
も
の
（
自
然
や
宇
宙
）
が
本
質
的

に
同
一
」
の
日
本
人
の
思
考
に
底
知
れ
ぬ
「
怖
ろ
し
い
泥
沼
」
を
見

る
。
日
本
人
に
は
、「
境
界
や
区
分
の
意
識
、
対
立
性
、
能
動
的
と

い
う
三
つ
の
特
徴
を
そ
の
底
に
も
っ
た
西
欧
の
美
的
感
性
と
、
こ
れ

ら
の
も
の
を
持
た
ぬ
代
り
に
、
受
身
的
で
あ
り
、
は
っ
き
り
と
し
た

区
別
や
境
界
を
嫌
い
、
全
的
な
も
の
へ
、
そ
の
ま
ま
吸
収
さ
れ
た
い
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に
非
難
さ
れ
た
り
、
批
判
さ
れ
た
り
し
て
も
構
わ
ぬ
と
い
う
気
持
に

少
し
ず
つ
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
の
人
の
よ
う
に
素
裸
か
ら
自
分

の
服
を
み
つ
け
、
そ
れ
を
選
ぶ
こ
と
―
―
そ
れ
は
文
学
だ
ろ
う
。
し

か
し
他
人
か
ら
着
せ
ら
れ
た
ダ
ブ
ダ
ブ
の
洋
服
を
自
分
の
体
に
合
う

よ
う
生
涯
、
努
力
す
る
こ
と
も
文
学
で
は
な
い
か
と
言
う
気
持
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
」

遠
藤
は
「
合
わ
な
い
洋
服
」
の
喩
を
使
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信

仰
の
齟
齬
を
繰
り
返
し
告
白
し
て
い
る
。
だ
が
、遺
作
と
な
っ
た『
深

い
河
』
の
中
で
、
神
父
に
成
り
損
な
っ
た
大
津
に
次
の
よ
う
に
言
わ

せ
て
い
る
。「
神
学
校
の
な
か
で
ぼ
く
が
、
一
番
批
判
を
受
け
た
の

は
、
ぼ
く
の
無
意
識
に
潜
ん
で
い
る
彼
等
か
ら
見
て
汎
神
論
的
な
感

覚
で
し
た
。
日
本
人
と
し
て
ぼ
く
は
自
然
の
大
き
な
命
を
軽
視
す
る

こ
と
に
は
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
い
く
ら
明
晰
で
論
理
的
で
も
、
こ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
督
教
の
な
か
に
は
生
命
の
な
か
に
序
列
が
あ
り
ま

す
。
よ
く
見
れ
ば
な
ず
な
花
咲
く
垣
根
か
な
、
は
、
こ
こ
の
人
た
ち

に
は
遂
に
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
時
に
は
な
ず
な
の

花
を
咲
か
せ
る
命
と
人
間
の
命
と
を
同
一
視
す
る
口
ぶ
り
を
し
ま
す

を
知
っ
て
か
ら
、
私
は
こ
の
洋
服
を
ぬ
ご
う
と
幾
度
も
思
っ
た
。
ま

ず
そ
れ
は
何
よ
り
も
洋
服
で
あ
り
、
私
の
体
に
合
う
和
服
で
は
な
い

よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
私
の
体
と
そ
の
洋
服
と
の
間
に
は
ど
う
に
も

な
ら
ぬ
隙
間
が
あ
り
、
そ
の
隙
間
が
あ
る
以
上
、
自
分
の
も
の
と
は

考
え
ら
れ
ぬ
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
／
も
し
、
あ
の
時
、

私
が
別
の
境
遇
に
あ
っ
た
な
ら
洗
礼
も
受
け
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
ま

た
生
涯
、
こ
の
基
督
な
ど
と
い
う
縁
遠
い
洋
服
な
ど
着
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
私
は
し
ば
し
ば
悩
ん
だ
。
だ
が
そ
の
時
で
さ
え
、
私
は
そ
の

洋
服
を
結
局
は
ぬ
ぎ
棄
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
私
に
は
愛
す
る
者
が
私

の
た
め
に
く
れ
た
服
を
自
分
に
確
信
と
自
信
が
も
て
る
前
に
ぬ
ぎ
す

て
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
少
年
時
代
か
ら
青
年

時
代
に
か
け
て
私
を
と
も
角
、
支
え
た
一
つ
の
柱
と
な
っ
た
。
／
後

に
な
っ
て
私
は
も
う
ぬ
ご
う
と
は
思
う
ま
い
と
決
心
を
し
た
。
私
は

こ
の
洋
服
を
自
分
に
合
わ
せ
る
和
服
に
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
人
間
は
沢
山
の
こ
と
で
生
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
つ

の
こ
と
を
生
涯
、
生
き
る
べ
き
だ
と
知
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
私
は

自
分
が
身
に
あ
わ
ぬ
ダ
ブ
ダ
ブ
の
洋
服
を
着
て
い
て
、
そ
れ
が
人
々
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フ
ェ
レ
イ
ラ
神
父
や
ロ
ド
リ
ゴ
神
父
か
ら
見
る
と
、
な
し
崩
し
の
習

合
「
地
獄
」
で
あ
り
、「
泥
沼
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
絶
対
」
を
持

つ
こ
と
の
な
い
思
考
と
感
覚
。
曖
昧
さ
の
中
で
境
界
を
失
っ
て
ぐ
ず

ぐ
ず
に
溶
け
て
し
ま
う
底
な
し
沼
。

大
津
の
反
論
に
対
し
て
、
三
人
の
先
輩
は
「
そ
れ
は
汎
神
論
的
な

考
え
か
た
じ
ゃ
な
い
か
」
と
批
難
す
る
。
大
津
が
感
受
し
抱
い
て
い

る
「
大
き
な
命
」
に
対
す
る
深
い
畏
怖
畏
敬
と
讃
仰
の
感
覚
は
日
本

人
の
根
源
的
な
宗
教
心
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
統
的
な
先

輩
の
思
想
に
は
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
汎
神
論
」
で
あ
っ

た
。す

こ
ぶ
る
要
領
の
悪
い
バ
カ
正
直
な
大
津
は
ま
た
神
学
校
の
「
口

頭
試
問
」
で
、「
神
は
色
々
な
顔
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
教
会
や
チ
ャ
ペ
ル
だ
け
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
も
仏
教
の
信

徒
の
な
か
に
も
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
信
者
に
も
神
は
お
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
」
と
発
言
す
る
。
す
る
と
す
ぐ
に
「
そ
の
考
え
こ
そ
、
君
の
汎
神

論
的
な
過
ち
だ
」
だ
と
「
烈は

げ

し
く
叱
ら
れ
」
る
。
大
津
の
言
う
「
色
々

な
顔
」
を
持
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
曖
昧
で
変
幻
自
在
な
神
の
「
顔
」

が
、
決
し
て
そ
の
二
つ
を
同
じ
と
は
思
っ
て
い
な
い
の
で
す
」

大
津
は
、
生
身
の
遠
藤
同
様
、「
生
命
」
の
「
序
列
」
や
存
在
の

位
階
、
エ
ラ
ル
キ
ー
に
納
得
で
き
な
い
「
感
覚
」
が
あ
っ
た
。
大
津

の
中
に
潜
ん
で
い
る
そ
の
「
感
覚
」
は
、「
汎
神
論
的
な
感
覚
」
で
、

そ
れ
は
序
列
な
き
生
命
に
対
す
る
讃
美
や
尊
崇
だ
っ
た
。
生
命
の
根

源
的
な
平
等
性
へ
の
親
和
や
畏
敬
の
念
。
そ
の
よ
う
な
「
神
」
観
を

持
っ
て
し
ま
う
大
津
は
三
人
の
先
輩
に
こ
う
反
論
す
る
。

「
神
と
は
あ
な
た
た
ち
の
よ
う
に
人
間
の
外
に
あ
っ
て
、
仰
ぎ
み

る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
の
な
か
に
あ
っ
て
、

し
か
も
人
間
を
包
み
、
樹
を
包
み
、
草
花
を
も
包
む
、
あ
の
大
き
な

命
で
す
」

大
津
は
は
っ
き
り
と
お
の
れ
の
隠
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
異
端
」

と
呼
ば
れ
る
信
仰
の
内
実
を
主
張
し
た
。
そ
の「
汎
神
論
的
な
感
覚
」

が
日
本
と
い
う
国
の
「
泥
沼
」
の
正
体
で
あ
る
。
天
台
本
覚
思
想
が

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
命
題
化
し
た
の
が
「
泥
沼
」
日
本
の
思

想
の
真
髄
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
唯
一
絶
対
」を
限
り
な
く
相
対
化
し
、

八
百
万
のone of them

の
中
に
溶
か
し
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
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感
と
怒
り
を
買
い
、
結
局
大
津
は
そ
の
「
異
端
」
思
想
の
た
め
に
二

度
も
神
父
に
な
る
資
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
。
そ
れ
で
も

な
お
大
津
は
、
地
動
説
を
唱
え
る
ガ
リ
レ
オ
の
よ
う
に
、「
神
と
は

あ
な
た
た
ち
の
よ
う
に
人
間
の
外
に
あ
っ
て
、
仰
ぎ
み
る
も
の
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
の
な
か
に
あ
っ
て
、
し
か
も
人
間

を
包
み
、
樹
を
包
み
、
草
花
を
も
包
む
、
あ
の
大
き
な
命
で
す
」
と

い
う
考
え
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

大
津
の
信
じ
た
「
神
＝
キ
リ
ス
ト
」
は
愛
の
塊
り
で
あ
り
「
ぬ
く

も
り
」
で
あ
る
が
、
そ
の
愛
は
す
べ
て
の
も
の
を
「
包
む
、
あ
の
大

き
な
命
」
で
あ
る
。
そ
の
「
命
」
の
し
も
べ
た
る
こ
と
。
大
津
神
父

が
殉
じ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「
い
の
ち
教
」
と
で
も
い
う
べ
き
キ

リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
い
の
ち
教
」
の
ガ
リ
レ
オ
で
あ
る
大

津
は
「
信
仰
」
の
異
端
性
を
突
か
れ
て
つ
い
に
神
学
校
や
修
道
院
を

追
い
出
さ
れ
、
イ
ン
ド
の
ベ
ナ
レ
ス
の
ガ
ン
ジ
ス
河
の
ほ
と
り
で
、

行
き
倒
れ
て
死
ん
で
い
く
人
々
に
寄
り
添
い
、
最
後
を
看
取
り
、
火

葬
に
付
す
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の

河
の
ほ
と
り
で
事
故
に
遭
い
、瀕
死
の
状
態
で
小
説
は
幕
を
閉
じ
る
。

は
、
唯
一
神
の
絶
対
性
と
純
粋
性
と
超
越
性
を
冒
瀆
す
る
考
え
で
あ

る
。
だ
が
大
津
は
一
歩
も
引
か
ず
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
大
聖
堂
に
は
そ

の
地
方
の
地
母
神
信
仰
が
聖
母
マ
リ
ア
信
仰
に
溶
け
込
み
昇
華
さ
れ

て
い
る
し
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
の
日
本
人
の
切
支
丹
信
仰
に

は
仏
教
や
汎
神
論
が
混
在
し
て
い
る
と
主
張
し
、
実
は
キ
リ
ス
ト
教

の
中
に
も
「
汎
神
論
的
な
も
の
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
反
論
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
先
生
た
ち
は
、「
で
は
正
統
と
異
端
の
区
別
を
君

は
ど
こ
で
す
る
の
か
ね
」
と
大
津
に
訊
ね
る
と
、
彼
は
「
今
は
中
世

と
ち
が
い
ま
す
。
他
宗
教
と
対
話
す
べ
き
時
代
で
す
」、「
基
督
教
は

自
分
た
ち
と
他
宗
教
と
を
対
等
と
本
当
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
」、

「
こ
れ
で
は
本
当
の
対
等
の
対
話
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
ぼ
く
は
む
し

ろ
、
神
は
幾
つ
も
の
顔
を
も
た
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
も
か
く
れ

て
お
ら
れ
る
、
と
考
え
る
ほ
う
が
本
当
の
対
話
と
思
う
の
で
す
」
と

答
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
に
な

る
た
め
の
試
験
と
し
て
は
最
悪
の
解
答
で
あ
ろ
う
。
大
津
は
「
正
統

と
異
端
の
区
別
」
に
境
界
線
を
引
か
ず
、
他
宗
教
と
の
対
話
の
必
要

を
強
調
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
津
の
答
え
は
査
問
官
の
反
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「
古
代
祭
祀
社
会
時
代
の
あ
の
牧
歌
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
（
物
活
説
。

全
て
の
生
き
も
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
心
意
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う

信
仰
）
な
ど
で
大
ら
か
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
た
と
え
ば
水
俣

病
事
件
な
ど
、
産
業
の
発
達
に
伴
う
必
要
悪
な
ど
と
い
う
異
質
の
モ

ラ
ル
に
ひ
と
た
び
毒
さ
れ
る
と
、
救
い
が
た
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

す
。
／
魚
た
ち
が
死
に
、
鳥
た
ち
が
死
に
、
猫
た
ち
が
死
に
、
ね
ず

み
た
ち
も
死
に
、
犬
も
豚
も
死
に
、
つ
い
に
は
人
び
と
が
わ
か
っ
て

い
る
だ
け
で
四
六
人
も
毒
死
し
、
残
り
の
人
た
ち
も
い
ま
も
徐
々
に

死
に
つ
つ
あ
る
地
方
に
い
て
、
私
は
、
死
ん
だ
あ
の
、
天
草
生
ま
れ

の
漁
師
の
じ
い
さ
ま
の
言
葉
を
い
つ
も
お
も
い
出
す
」

石
牟
礼
道
子
は
自
分
の
基
層
に
あ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
世
界
を
隠
す
こ

と
は
な
い
。そ
れ
を
後
に「
生
類
あ
は
れ
」と
い
う
言
葉
に
表
わ
す
が
、

そ
れ
は
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
天
台
本
覚
思
想
に
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
贖
罪
思
想
に
も
つ
な
が
る
中
世
的
な
代
受
苦
思
想
を
接

続
し
た
石
牟
礼
独
自
の
「
痛
み
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
で
あ
る
。

「
魚
は
、
天
の
呉
れ
ら
す
も
ん
で
ご
ざ
す
。
そ
の
点
の
魚
を
、
我

が
要
る
と
思
う
し
こ
（
だ
け
）
採
っ
て
、
そ
の
日
を
暮
ら
す
。
我
が

遠
藤
の
小
説
に
解
決
は
な
い
。
葛
藤
と
対
立
の
中
で
引
き
裂
か
れ

た
魂
の
軌
跡
を
描
く
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
東
西
の
「
自
然

理
解
」
の
溝
の
深
さ
を
喚
起
せ
し
め
る
。
そ
の
よ
う
な
異
化
の
ブ
リ

ッ
ジ
と
し
て
遠
藤
周
作
の
文
学
は
世
界
性
と
地
域
性
の
両
極
を
含
ん

で
い
る
。

ま
っ
た
く
立
場
は
異
な
る
が
、
石
牟
礼
道
子
の
文
学
に
も
似
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。
石
牟
礼
は
は
っ
き
り
自
分
が
ア
ニ
ミ
ス
ト
で
あ
る
こ

と
を
告
げ
て
い
る
。

「
民
衆
は
論
を
言
い
ま
せ
ん
か
ら
。
歌
で
言
い
ま
す
か
ら
。
あ
る

い
は
演
技
で
。
演
劇
的
に
生
き
て
る
と
い
い
ま
す
か
ね
。
知
識
じ
ゃ

な
く
て
演
劇
的
な
表
現
で
、
自
分
を
表
現
す
る
と
き
に
何
か
し
ら
お

芝
居
が
か
っ
て
表
現
し
ま
す
よ
ね
」、「
母
の
言
葉
は
歌
で
し
た
ね
。

天
草
の
出
身
で
す
か
ら
」、「
森
羅
万
象
と
人
間
と
が
別
々
で
な
い
」、

「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
育
ち
ま
し
た
ね
」、「
や
は
り
森
羅
万
象
を

離
れ
て
は
生
き
て
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
、
今
も
あ
ら
た
め

て
思
い
ま
す
け
ど
」（「
初
期
詩
篇
」
の
世
界
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）『
石

牟
礼
道
子
全
集
』
第
一
巻
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
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の
清
（
さ
や
）
か
な
情
念
が
宗
教
化
さ
れ
た
の
は
、
た
ぶ
ん
中
世
あ

た
り
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
じ
い
さ
ま
や
、
毒
死
し
た
漁
師
た
ち
が
抱

い
て
い
た
魂
の
世
界
、
つ
ま
り
私
の
不
知
火
海
、
お
よ
び
こ
の
海
を

ふ
ち
ど
っ
て
い
た
世
界
は
、
さ
か
し
ら
な
現
代
文
明
が
そ
の
魂
ま
で

は
侵
略
し
き
れ
な
か
っ
た
〈
天
の
も
の
〉
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
世

界
で
あ
っ
た
。
／
こ
こ
に
は
ま
だ
、
文
字
化
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
古

代
叙
事
詩
の
世
界
が
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
」（「
天
の
呉
れ
ら
す

も
の
」
一
九
七
〇
年
、『
石
牟
礼
道
子
全
集
』
第
四
巻
）

天
与
の
贈
与
世
界
の
崩
落
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、
石
牟
礼
は
、

「
ま
ぼ
ろ
し
の
湖
の
上
に
ひ
ら
く
ひ
と
す
じ
の
道
を
あ
る
い
て
／
ま

だ
息
絶
え
ぬ
原
始
を
看
取
り
に
／
わ
た
し
は
急
ぐ
」（「
木
樵
り
」）。

病
苦
の
中
に
あ
る
日
本
の
「
泥
沼
」
を
「
痛
苦
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
と

し
て
感
受
し
て
き
た
点
で
、
遠
藤
周
作
と
石
牟
礼
道
子
は
対
極
的
な

位
置
か
ら
互
い
の
手
を
取
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
二
人

が
指
し
示
し
て
い
る
「
自
然
理
解
」
が
今
後
の
「
東
西
の
自
然
理
解
」

に
必
要
と
な
る
生
態
智
的
視
点
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
そ

う
し
た
「
自
然
理
解
」
の
根
底
に
あ
る
「
い
の
ち
」
と
「
む
す
ひ
」

庭
と
お
ん
な
じ
こ
の
海
に
舟
を
出
し
て
、
そ
の
日
要
る
と
思
う
し
こ

の
魚
を
天
か
ら
頂
き
申
し
、
そ
の
日
を
暮
ら
す
。
こ
れ
よ
り
上
の
栄

華
が
、
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
い
」
／
じ
い
さ
ま
は
も
っ
と
寡
黙
に
、
銀

の
し
た
た
り
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
語
っ
た
が
、〈
天
の
呉
れ
る
も
の
〉

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
へ
語
り
つ
ぐ
に
は
、
い
さ
さ
か
冗
舌
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
の
が
か
な
し
い
。
／
〈
天
の
呉
れ
る
も
の
〉
を
じ

い
さ
ま
は
沢
山
持
っ
て
い
た
。
鳥
た
ち
、
魚
た
ち
、
仏
さ
ま
に
あ
げ

る
野
の
花
、
山
の
花
。
死
ん
だ
孫
た
ち
、
ま
だ
生
き
て
い
て
、
水
俣

病
で
あ
る
孫
。
な
た
ま
め
き
せ
る
も
、
竜
の
う
ろ
こ
の
お
守
り
も
、

網
に
か
か
っ
て
き
た
沖
の
石
も
、
舟
も
、
春
の
南
風
も
、
ほ
ら
貝
も
、

自
分
の
命
も
、
ぜ
ん
ぶ
〈
天
の
呉
れ
ら
す
も
の
〉
で
あ
っ
た
。（
中

略
）
／
じ
い
さ
ま
が
、
魚
ど
も
が
花
ど
も
が
、
と
目
を
細
め
て
愛
で

語
っ
て
い
た
魚
の
精
、
花
の
精
は
、
人
間
や
神
の
た
め
に
生
命
を
供

さ
れ
る
魚
や
花
、と
い
う
よ
り
、そ
れ
は
天
と
と
も
に
あ
る
〈
生
類
〉、

我
と
同
じ
生
命
を
分
け
あ
っ
て
い
る
生
類
、
と
い
う
お
も
む
き
で
あ

っ
た
。
／
花
に
も
石
に
も
、
虫
に
も
生
命
を
感
じ
、
自
分
を
も
含
め

て
天
与
の
生
命
を
愛
で
惜
し
み
、
生
類
あ
は
れ
、
と
い
う
日
本
庶
民
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の
思
想
と
言
葉
の
希
望
と
可
能
性
を
私
も
辿
り
た
い
と
思
う
の
で
あ

る
。

か
ま
た
・
と
う
じ	

京
都
大
学
名
誉
教
授
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発
題
Ⅰ
「『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
関
す
る
仏
教
的
共
感-

若
干
の
問
題

提
起
も
含
め
て
」

	

応
答
者/

司
会　

田
中	

裕

午
後
四
時
～
五
時
四
五
分　

	

第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
題
Ⅱ　

中
田	

孝

講
演
タ
イ
ト
ル
「
東
西
の
自
然
理
解
─
環
境
・
生
命
・
倫
理
─
イ
ス
ラ
ム

の
立
場
か
ら
」

	

応
答
者/

司
会　

鶴
岡　

賀
雄

八
月
六
日(

月)

午
前
九
時
～
一
〇
時
一
五
分　

自
由
研
究
発
表

発
表
タ
イ
ト
ル
：
「
対
話
を
越
え
て
、
邂
逅
の
道
は
開
か
れ
た
」

	

発
表
者　

高
橋
勝
行

	

司
会
者　

渡
邉	

学

午
後　

二
時
～
三
時
四
五
分　

第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
表
者　

長
町
裕
司　

	

発
題
Ⅲ
「
地
球
環
境
生
命
圏
を
憂
慮
す
る
倫
理
の
宗
教
的
基
礎
へ
向
け

て
─
ハ
ン
ス
・
ヨ
ー
ナ
ス
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
そ
し
て
西
田
幾

多
郎
と
の
対
話
的
思
索
に
よ
る
高
級
の
道
へ
─
」

	

応
答
者/

司
会　

花
岡
永
子

午
後
四
時
～
五
時
四
五
分　

第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン

編
集
後
記

東
西
宗
教
交
流
学
会
第
三
七
回
学
術
大
会
は
「
東
西
の
自
然
理

解
─
環
境
・
生
命
・
倫
理
」
を
主
題
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

す
で
に
第
二
〇
回
学
術
大
会
で
「
自
然
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
今
回
は
、「
環
境
・
生
命
・
倫
理
」
と
い
う
副
題

を
つ
け
、
さ
ら
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
だ
け
で
な
く
、

神
道
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
観
点
か
ら
の
発
題
を
含
ま
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
名
に
相
応
し
い
普
遍
性
を
も
っ
た

宗
教
間
対
話
と
な
り
ま
し
た
。

東
西
宗
教
交
流
学
会
第
三
七
回
学
術
大
会
記
録

東
西
宗
教
交
流
学
会
第
三
七
回
学
術
大
会
は
、「
東
西
の
自
然
理
解
─
環

境
・
生
命
・
倫
理
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
二
〇
一
八
年
八
月
五
日
～

八
月
七
日
、
京
都
パ
レ
ス
サ
イ
ド
ホ
テ
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

大
会
の
日
程
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

八
月
五
日
（
日
）

午
後
二
時
～
三
時
四
五
分　

第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
表
者　

峯
岸
正
典
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発
表
者　

鎌
田
東
二

発
題
Ⅳ
「
東
西
の
自
然
理
解
─
─
神
道
の
立
場
か
ら
」

	

応
答
者/
司
会　

氣
多
雅
子

八
月
七
日
（
火
）

午
前
一
〇
時
～
一
二
時　

総
括
・
討
論
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