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2３ 

周
知
の
よ
う
に
、
『
日
本
１
１
一
つ
の
試
論
』
は
ハ
ー
ン
の
日
本
研
究
の
集
大
成
と
で
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
大
著
で
あ
り
、
日
本
人
の
精
神

形
成
に
お
い
て
は
神
道
が
基
盤
を
成
し
て
い
る
と
い
う
観
鷺
か
ら
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
国
の
社
会
・
文
化
を
よ
く
知
る
た
め

に
は
、
そ
の
国
の
宗
教
を
よ
く
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
ハ
ー
ン
の
烟
眼
で
あ
っ
た
が
、
日
本
古
来
の
神
道
を
重
視
す

る
あ
ま
り
、
仏
教
の
果
た
し
た
役
割
に
関
す
る
認
識
に
偏
向
を
生
じ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
書
は
二
十
二
の
章
と
附
録
か
ら
成
っ
て
い
る
。
各
章
の
標
題
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
｜
、
「
わ
か
り
に
く
さ
」

（
ロ
｛
｛
］
Ｃ
已
口
の
⑫
）
、
’
一
、
「
珍
ら
し
さ
と
魅
力
」
（
の
園
ロ
、
の
ロ
の
、
の
目
ｑ
ｏ
冨
自
）
、
一
一
一
、
「
上
代
の
祭
」
（
二
の
シ
Ｄ
Ｂ
の
已
○
巨
一
｛
）
、
四
、

「
家
庭
の
宗
教
」
（
己
の
幻
の
一
垣
Ｃ
ロ
・
｛
二
の
国
・
曰
の
）
、
五
、
「
日
本
の
家
族
」
（
曰
ず
の
］
四
℃
目
の
い
の
司
圓
二
）
、
六
、
「
地
域
社
会
の
祭
」

（
曰
彦
の
○
・
曰
目
目
山
］
○
鳥
）
、
七
、
「
神
道
の
発
達
」
ｅ
の
ぐ
の
」
・
や
曰
の
貝
。
｛
の
三
貝
。
）
、
八
、
「
礼
拝
と
清
め
」
（
三
・
『
四
宜
已
目
１

勺
目
｛
】
・
島
・
ロ
）
、
九
、
「
死
者
の
支
配
」
（
二
の
閃
巳
の
。
帛
昏
の
□
の
匙
）
、
十
、
「
仏
教
の
渡
来
」
（
こ
の
旨
８
目
呂
○
口
。
｛

、
口
監
三
ｍ
日
）
、
十
一
、
「
高
等
仏
教
」
（
曰
月
田
晋
①
【
、
巨
監
亘
切
日
）
、
十
二
、
「
社
会
組
織
」
（
曰
彦
の
印
ｏ
ｎ
〕
口
』
○
個
自
旨
目
。
。
）
、
十

一
一
一
、
「
武
士
の
興
隆
」
（
『
ゴ
の
田
切
の
。
｛
こ
の
彦
亘
屋
ｑ
勺
○
三
の
『
）
、
十
四
、
「
忠
義
の
宗
教
」
（
。
①
幻
の
｝
垣
・
宮
・
｛
Ｆ
・
］
凹
一
ご
）
、
十

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
仏
教

二
）
『
日
本
－
１
｜
っ
の
試
論
』
に
お
け
る
仏
教
理
解
の
問
題
点

大
東
俊
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2４ 

五
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
禍
」
（
国
の
］
の
吻
已
〔
勺
閏
｝
）
、
十
六
、
「
封
建
制
の
完
成
」
（
可
の
ロ
：
｝
亘
の
四
目
。
。
）
、
十
七
、
「
神
道
の
復
活
」

（
円
げ
の
の
う
目
ｑ
幻
の
く
」
ご
囚
』
）
、
十
八
、
「
前
代
の
還
物
」
（
の
巨
凰
く
“
」
、
）
、
十
九
、
「
現
代
の
抑
圧
」
（
臣
・
」
の
日
用
の
、
目
冒
⑫
）
、
二
十
、

「
官
吏
教
害
巨
（
○
｛
｛
目
色
｝
図
巨
・
畳
・
ロ
）
、
二
十
一
、
「
産
業
の
危
機
」
（
百
」
ロ
、
国
凹
一
口
目
、
臼
）
、
一
一
十
二
、
「
反
省
」

（
、
の
｛
一
の
。
｛
一
。
目
）
、
附
録
「
日
本
に
対
す
る
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
中
崔
曰
（
爵
『
す
：
い
む
８
８
『
雪
切
エ
ュ
ぐ
一
月
（
・
」
呂
自
）
。

日
本
社
会
の
形
成
と
そ
の
特
鶴
謄
つ
い
て
の
分
析
を
神
道
を
主
軸
に
し
て
語
り
、
将
来
の
見
通
し
を
述
べ
る
と
い
う
ハ
ー
ン
の
意
図

は
こ
の
章
立
て
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
第
二
章
か
ら
第
九
章
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
神
道
の
伐
割
を
検
証
す
る
こ
と
に
当
て
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
以
降
の
章
で
も
各
章
の
テ
ー
マ
と
関
係
す
る
限
り
、
神
道
の
教
義
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
仏
教
に
関
し
て
は
第
十
・
十
一
章
が
当
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
記
述
の
量
の
少
な
さ
は
今
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し

よ
う
。
ハ
ー
ン
の
仏
靭
熟
観
は
お
い
お
い
明
ら
か
に
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は
「
仏
教
２
膜
来
」
に
お
い
て
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
に
関
す
る

気
が
か
り
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
神
道
の
祖
先
裳
秤
は
家
庭
の
祭
祀
か
ら
氏
族
・
部
族
の
祭
祀
、
そ
し
て
、
国
の
最
高
支
配
者
で
あ
っ
た
天
皇
家

の
祭
祀
に
至
る
ま
で
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
と
結
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
仏
教
の
教
義
は
本
来
は
神
道
と
は
全
く
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
は
祖
先
鐸
葎
佇
を
奉
じ
る
中
国
や
朝
鮮
に
広
ま
る
間
に
、
そ
れ
へ
の
順
応
方
法
を
身
に
つ
け
た
と
い
う

の
が
ハ
ー
ン
の
見
方
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
神
道
と
の
融
和
の
方
法
は
、
神
道
の
神
々
は
仏
教
の
諸
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
説
い
た
空

海
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
両
部
袖
措
』
と
い
う
名
の
も
と
に
神
道
と
仏
教
は
合
体
し
た
の
だ
と
い
う
。
神
道
を
吸
収
し
よ
う
と

す
る
仏
教
の
試
み
は
一
時
は
ほ
と
ん
ど
成
功
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
ハ
ー
ン
は
述
べ
て
い
る
が
、
ハ
ー
ン
の
論
点
は
神
・
仏
の
融

合
が
真
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
当
の
融
合
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
接
触
が
十
世
紀
も
続
い
た
あ
と
で
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
は
ま
る
で

一
度
も
接
触
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
い
と
も
簡
単
に
別
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
仏
教
が
本
当
に
永
久
に
変
わ
ら
な
い
変

化
を
』
牙
え
た
の
は
、
家
庭
に
お
け
る
祖
先
の
祭
祀
の
形
式
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
さ
え
も
根
本
的
な
も
の
で
も
、
普
遍
的
な
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2５ 

引
用
文
中
の
「
い
と
も
簡
単
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
は
、
明
治
初
年
の
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
ひ
と
こ
と
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
家
庭
に
お
け
る
祖
先
の
祭
祀
の

形
式
」
に
関
し
て
も
、
ハ
ー
ン
は
孟
蘭
盆
に
お
け
る
祖
先
の
霊
を
祀
る
仏
挫
整
、
事
に
共
感
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
仏
教
が
神
道

と
融
合
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
と
い
う
の
が
ハ
ー
ン
の
基
本
的
な
認
識
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
仏
教
が
道
徳
教
育
、
学
問
、
芸
術
を
は

じ
め
と
し
て
日
本
文
化
の
上
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
、
神
道
こ
そ
日
本
社
会
の
基
盤
で
あ
る

と
言
い
切
り
、
仏
教
は
決
し
て
神
道
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
理
論
上
は
、
日
本
社
会
は
仏
教
に

よ
っ
て
基
本
的
な
変
容
を
被
ら
な
か
っ
た
と
い
う
帰
結
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
次
に
そ
の
仏
教
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
ハ
ー
ン
は
仏
教
に
は
「
大
衆
仏
教
」
（
や
。
ご
巨
一
四
『
曹
迂
三
⑫
ョ
）
と
「
高
等
仏
教
」

（
一
ケ
の
亘
晋
の
『
、
己
」
三
い
ョ
）
が
あ
る
と
し
、
後
者
は
い
つ
の
世
、
ど
こ
の
国
で
も
一
般
大
衆
の
支
持
者
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え

て
い
る
。

そ
し
て
、
ハ
ー
ン
は
「
仏
教
の
教
え
が
大
衆
の
心
に
宿
接
与
え
た
影
響
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
神
道
に
は
輪
廻
と
い
う
教
義
が
な

（
３
）
 

か
つ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
一
一
一
一
口
う
。
ハ
ー
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
仏
教
は
一
般
、
大
衆
に
は
海
璽
〈
な
ど
と
い
う
高
等

な
教
義
は
説
か
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
輪
廻
の
教
え
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
ハ
ー
ン
の
言
っ
て
い
る
輪
廻
と
い
う
言
葉

は
、
論
述
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
正
確
に
は
因
果
の
法
則
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
倫
理
的
な
立
場
か
ら
人
間
の
行

（
１
）
 

ｊ
Ｄ
の
で
ｊ
Ｄ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

高
等
仏
教
の
独
特
の
教
義
、
た
と
え
ば
海
藥
の
教
義
な
ど
が
一
般
大
衆
に
説
か
れ
た
と
思
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
…
…
今
日
で

も
大
衆
は
湿
樂
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
ら
わ
か
っ
て
い
な
い
。
大
衆
は
こ
の
宗
教
の
ご
く
簡
単
な
形
だ
け
を
教
え
ら
れ
て
き
た
の
で

（
ワ
』
）

あ
る
。
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2６ 

結
局
の
と
こ
ろ
、
ハ
ー
ン
に
お
い
て
は
仏
教
は
、
浬
藥
を
そ
の
特
徴
的
な
教
義
と
す
る
高
等
仏
教
と
、
輪
廻
・
因
果
応
報
説
を
説
く

大
衆
仏
教
と
い
う
二
重
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
気
が
か
り
な

こ
と
が
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
大
衆
仏
教
の
輪
廻
・
因
果
応
報
説
が
日
本
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
う
が
、
そ
の
理
由
に
関
す
る

歴
史
的
な
説
明
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
は
じ
め
に
輪
廻
・
因
果
応
報
説
あ
り
き
と
い
っ
た
態
度
で
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
「
仏
教
の
渡
来
」
の
章
で
は
空
海
の
事
跡
に
つ
い
て
は
ひ
と
こ
と
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
仏
教
を
定
着
さ
せ
る

た
め
に
努
力
し
た
人
々
、
た
と
え
ば
、
聖
徳
太
子
、
最
澄
、
源
信
、
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
達
と
い
っ
た
一
般
の
日
本
人
の
心
に
馴
染
み

の
あ
る
人
々
の
事
跡
に
つ
い
て
は
他
の
著
作
で
も
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
先
に
、
ハ
ー
ン
が
神
道
と
仏
教
と
の
融
合
を
真
の

も
の
と
は
認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
仏
教
が
神
道
と
融
合
し
て
日
本
社
会
の
基
盤
と
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
仏

教
者
へ
の
ハ
ー
ン
の
関
心
の
低
さ
は
け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
次
は
第
十
一
章
の
「
高
等
仏
教
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
の
章
を
書
い
た
ハ
ー
ン
の
意
図
は
少
々
不
可
解
で
あ
る
。
大
乗

仏
教
の
教
義
は
大
衆
に
は
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
人
の
精
神
的
基
盤
と
も
な
っ
て
い
な
い
と
述
べ
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
ハ
ー
ン

は
吉
屡
寺
仏
教
に
関
す
る
章
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
ー
ン
は
こ
の
章
の
冒
頭
で
哲
学
的
な
仏
教
に
つ
い
て
老
彦
察
を
す
る
理
由
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。
第
一
は
日
本
の
知
識
階
級
が
無
宗

教
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
第
二
は
日
本
の
大
衆
が
浬
藥
の
教
義
を
信
じ
て
厭
世
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と

う
善
・
悪
の
行
為
に
つ
い
て
、
善
い
一
℃
為
（
善
旦
に
は
善
い
結
果
と
し
て
の
報
い
（
善
果
）
が
、
ま
た
、
悪
い
行
為
（
悪
因
）
に
は

悪
い
結
果
と
し
て
の
報
い
（
悪
果
）
が
生
じ
る
と
い
う
因
果
応
報
の
教
え
が
一
般
大
衆
に
は
浸
透
し
た
と
ハ
ー
ン
は
考
え
て
い
る
。
こ

れ
に
関
連
し
て
ハ
ー
ン
は
地
獄
と
極
楽
の
観
念
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
生
き
物
に
対
す
る
糞
懇
の
心

の
重
要
性
に
つ
い
て
も
因
果
応
報
の
教
え
を
基
礎
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。
即
ち
、
ど
ん
な
生
き
物
も
、
そ
の
現
在
の
状
態
は
前
世
の

行
為
の
結
果
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
て
現
世
の
悪
行
の
た
め
に
来
世
に
は
下
等
な
動
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
も
し
れ
な

い
。
む
ご
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
動
物
が
、
自
分
の
近
親
者
の
ひ
と
り
で
は
な
い
と
誰
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ

るい
ＣＯ 
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2７ 
を
証
明
す
る
た
め
、
第
三
は
近
代
哲
学
の
研
究
者
が
高
等
仏
教
に
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ

る
。
ハ
ー
ン
は
混
藥
の
問
題
は
『
仏
の
畑
の
落
穂
』
（
ロ
ミ
ミ
量
『
富
国
§
奇
，
国
、
鳶
）
の
中
で
扱
っ
た
か
ら
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
と

し
た
上
で
、
高
等
仏
教
の
他
の
主
要
な
教
義
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
く
。
こ
の
章
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
高
等
仏
教
の
教
義
の
説
明

に
費
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
り
、
第
一
の
点
に
関
し
て
は
章
の
最
後
の
箇
所
で
、
高
等
仏
教
の
難
解
な
教
義
を
信
じ

て
い
る
日
本
の
知
識
階
級
を
、
そ
れ
が
西
洋
人
の
持
っ
て
い
る
宗
教
的
信
条
と
異
な
る
か
ら
と
い
っ
て
無
宗
教
と
見
な
し
て
は
な
ら
な

い
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
ハ
ー
ン
の
論
述
の
仕
方
は
高
等
仏
教
の
教
義
を
長
々
と
説

明
し
た
上
で
、
大
乗
仏
教
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
故
に
日
本
の
知
識
階
級
は
無
宗
教
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
論
証
の
体
裁
を
成
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
第
二
の
点
に
関
し
て
も
、
高
等
仏
教
の
難
解
な
教
義
は
抽
象
的
な
思
考
が
苦
手
な
日
本
の
大
衆
に
は
理
解
不
能
だ
し
、
今
日

で
も
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
日
本
の
大
衆
は
厭
世
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
日
本
の
大
衆
が
厭
世
的
で
あ
る

と
い
う
印
象
が
欧
米
に
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
大
衆
が
厭
世
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
理
由

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
第
一
・
第
二
の
も
の
は
高
等
仏
教
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
ハ
ー

ン
の
意
図
は
第
三
の
理
由
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
ー
ン
は
こ
の
章
で
は
「
仏
教
哲
学
の
結
論
と
西
洋
の
現
代
思
想
の
結
論

（
１
）
 

と
の
間
に
は
あ
る
種
の
類
似
点
が
あ
る
と
い
う
問
題
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン

サ
ー
の
教
説
を
援
用
し
て
仏
教
を
一
種
の
進
化
学
説
と
位
置
づ
け
、
東
西
の
思
想
の
類
似
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
が
浬
藥
以
外

（
５
）
 

の
高
等
仏
教
の
主
要
な
教
義
と
し
て
解
説
し
て
い
る
の
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

、、、

実
在
は
た
だ
ひ
と
つ
で
あ
る
（
Ｓ
の
吊
厨
一
〕
員
・
口
の
門
田
一
三
）
。

意
識
は
真
の
自
我
で
は
な
い
（
二
の
８
口
、
Ｑ
・
巨
目
の
協
一
：
。
（
『
２
－
の
①
｝
｛
）
。

物
質
は
行
為
と
思
惟
の
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
現
象
の
集
合
体
で
あ
る
（
巨
冒
の
『
厨
自
侭
喝
の
彊
一
の
。
｛
目
目
・
曰
の
目
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2８ 

来
日
後
の
ハ
ー
ン
の
作
品
の
中
に
は
、
仏
教
的
教
訓
や
説
話
を
扱
っ
た
も
の
や
仏
教
習
俗
の
解
説
と
い
っ
た
仏
教
的
色
合
い
の
濃
い

作
品
も
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
仏
教
研
究
は
次
の
三
編
に
絞
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
横
浜
に
て
」
（
農
巨

昌
・
丙
・
訂
ョ
色
忍
）
〈
「
東
の
国
か
ら
』
（
○
ミ
ミ
号
団
冨
」
（
一
八
九
五
）
所
収
〉
、
「
前
世
の
観
念
」
（
・
饒
弓
の
臣
の
四
・
｛

詳
細
は
省
く
が
、
ハ
ー
ン
は
一
か
ら
四
の
点
に
関
し
て
西
欧
の
近
代
思
想
と
の
関
係
に
お
い
て
説
明
を
加
え
て
い
き
、
東
西
の
思
想

が
達
す
る
結
論
は
同
じ
で
あ
る
と
説
く
。
仏
教
哲
学
に
共
感
す
る
ハ
ー
ン
に
し
て
み
れ
ば
、
仏
教
哲
学
が
西
洋
の
諸
思
想
に
劣
る
も
の

で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
西
洋
の
読
者
に
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
の
頭
の
中
に
は
、
第

一
・
第
二
の
理
由
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
日
本
の
事
情
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
い
っ
た
意
図
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
第
十
・
十
一
章
に
お
い
て
、
ハ
ー
ン
は
中
国
や
朝
鮮
の
仏
教
と
は
異
な
っ
た
日
本
の
仏
教
に
つ
い

て
ほ
と
ん
ど
何
も
述
べ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
第
十
一
章
な
ど
は
仏
教
祈
學
の
祖
述
に
過
ぎ
な
い
。
『
日
本
’
’
一
つ

の
試
奎
画
と
い
う
著
作
は
、
章
立
て
か
ら
も
論
述
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
日
本
社
会
の
全
休
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
ハ
ー
ン
の
意
欲
作

で
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
仏
教
に
関
す
る
記
述
量
の
少
な
さ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
日
本
の
仏
教
に
関
し
て
今
一
歩
踏
み
込
ん

だ
分
析
が
な
い
こ
と
に
は
、
日
本
研
究
、
日
本
学
と
し
て
は
い
さ
さ
か
も
の
足
り
な
い
感
が
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
関
心
は
日
本
に
｛
墓
有
し

た
仏
教
の
姿
に
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教
哲
学
そ
の
も
の
に
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
日
本
時
代
の
ハ
ー
ン
の
仏
教
研
究
の
跡
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

○『の四（の」す『（ゴの｛。『Ｏの。｛回り庁⑫ロロユ［ず○口ぬぎ【い）Ｏ

四
、
す
べ
て
の
客
観
的
存
在
お
よ
び
主
観
的
存
在
は
業
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
〈
四
一
一
・
ヶ
］
の
。
牙
２
口
：
：
］
の
目
ご
：
〆
届
｛
の
ロ
ｏ
の
届

曰
四
」
の
ケ
『
【
口
『
己
、
）
。

三
）
来
日
後
の
ハ
ー
ン
の
仏
教
観
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2９ 
で
『
＄
低
い
［
の
ロ
・
の
二
）
〈
「
心
』
（
【
・
討
Ｓ
ご
）
（
一
八
九
六
）
所
収
〉
、
「
混
藥
」
（
屋
屋
『
く
騨
冒
．
．
）
〈
『
仏
の
畑
の
落
穂
蛤
（
ロ
ミ
ミ
｝
嘱
冒

、
§
悪
ロ
ー
国
、
鳶
）
（
一
八
九
七
）
所
収
〉
の
三
編
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
横
浜
に
て
」
は
多
少
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
交
え
た
随
筆
で
あ

る
が
、
他
の
二
編
は
評
論
で
あ
る
。

ま
ず
「
横
浜
に
て
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
「
私
」
〈
お
そ
ら
く
ハ
ー
ン
自
身
）
と
「
老
僧
」
と
の
対
話
と
い
う
形
式

を
と
っ
て
は
い
る
が
、
ハ
ー
ン
が
持
っ
て
い
る
仏
教
的
知
識
の
披
瀝
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
作
品
は
来
日
早
々
の
ハ
ー
ン
が

横
浜
の
と
あ
る
地
蔵
堂
を
訪
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
因
果
応
報
説
、
実
在
、
混
藥
の
問
題
に
関
す
る
対
話
へ
と
進
ん
で
い
く
。
そ

し
て
、
そ
の
間
に
、
老
憎
が
物
（
の
ロ
房
一
目
８
）
と
心
（
三
白
」
）
は
無
限
の
実
体
（
団
目
Ｑ
）
の
二
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
と
説
い

た
の
に
対
し
て
、
ハ
ー
ン
が
「
西
洋
に
も
そ
れ
と
同
じ
教
説
を
説
く
者
が
あ
り
ま
す
。
近
代
科
学
の
最
先
端
の
研
究
は
私
達
が
物
と
呼

（
６
）
 

ん
で
い
る
Ｊ
Ｄ
の
に
は
絶
対
的
な
存
在
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
『
日

本
’
’
一
つ
の
試
奎
野
で
見
た
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
の
構
図
は
す
で
に
定
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

ま
た
、
ハ
ー
ン
は
「
生
命
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
そ
し
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
な
ぜ
生
命
は
存
在
し
て
苦
悩
す
る
の
か
」
と
い
う

西
洋
人
を
悩
ま
せ
て
き
た
問
い
に
関
し
て
、
「
私
は
こ
れ
ま
で
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
仏
典
の
中
に
探
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

一
再
’
一

一
番
良
い
よ
う
に
思
え
る
も
の
を
発
見
し
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
時
匡
只
で
ハ
ー
ン
が
す
で
に
相
当
な
仏
教
的
知
識
を
身
に

つ
け
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
対
話
の
後
半
で
は
、
愛
欲
の
問
題
に
関
し
て
「
法
句
経
」

（
８
）
 

（
□
旨
日
日
煙
目
：
）
の
第
二
一
五
節
な
る
も
の
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

随
想
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
「
横
浜
に
て
」
と
比
べ
て
、
「
前
世
の
観
念
」
は
因
果
説
に
関
す
る
本
格
的
な
考
察
で
あ
る
。
ハ
ー

ン
に
よ
れ
ば
、
東
洋
人
の
も
の
の
考
え
方
の
中
で
西
洋
人
と
根
本
的
に
違
う
の
は
前
世
の
観
念
に
基
づ
く
因
果
思
想
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
の
因
果
思
想
を
公
平
に
判
断
し
、
十
九
世
紀
の
科
学
思
想
と
の
あ
る
種
の
一
致
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
東
洋
人
の
持
っ

て
い
る
「
自
我
」
（
将
。
）
の
観
念
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ハ
ー
ン
は
言
う
。
東
洋
で
言
う
「
自
我
」
は
西
洋
の
「
自
我
」

と
違
い
、
単
一
な
る
個
性
で
は
な
い
と
ハ
ー
ン
は
考
え
る
。
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３０ 

文
中
の
グ
ノ
ー
シ
ス
派
と
は
紀
元
一
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
ロ
ー
マ
や
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
の
及
ん
だ
中
近
東
一
帯
で
流
行
し
た

神
秘
主
義
思
想
で
あ
り
、
東
洋
の
諸
々
の
宗
教
思
想
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
思
想
と
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
こ
こ
で
は

触
れ
る
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ハ
ー
ン
の
考
え
る
東
洋
の
「
自
我
」
は
無
数
の
前
世
の
行
為
と
思
惟
と
の
総
計
で

あ
り
、
複
雑
き
わ
ま
る
複
合
体
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
続
い
て
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
ハ
ー

ン
は
人
間
の
脳
は
人
間
と
Ｐ
２
打
機
体
に
ま
で
進
化
す
る
間
に
受
け
た
無
数
の
経
験
の
組
織
化
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
と
い
２
口
の
ス
ペ

ン
サ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
前
世
の
観
念
と
複
合
的
な
「
自
我
」
と
い
う
観
念
は
証
明
さ
れ
た
と
し
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
脳
の

中
に
は
、
そ
の
祖
先
の
す
べ
て
の
脳
が
受
け
取
っ
た
、
絶
対
に
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
、
無
数
の
経
験
の
遺
伝
的
記
憶
が
封
じ
込
め
ら

（
川
）

れ
て
い
る
こ
と
は
異
論
の
余
地
は
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
の
関
心
は
仏
教
哲
学
と
進
化
論
と
が
一
致
す
る
と

い
つ
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
ハ
ー
ン
は
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
著
作
ま
で
引
用
し
て
自
説
の
補
強
に
努
め
て
い
る
が
、
こ
の
「
前
世
の
観
念
」
と
い

う
作
品
に
お
い
て
も
、
ハ
ー
ン
の
意
図
は
自
分
の
奉
じ
る
仏
教
哲
学
の
教
説
が
西
洋
の
近
代
思
想
に
決
し
て
劣
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
説
く
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
人
の
「
自
我
」
に
関
す
る
言
及
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
踏
み
込
ん
だ
説
明
に
は

な
っ
て
い
な
い
感
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

無
教
養
な
一
般
大
衆
、
仏
教
哲
学
を
一
度
も
勉
強
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
貧
し
い
農
民
で
さ
え
自
分
（
世
｛
）
と
い
う
も
の
が

〈
Ⅲ
）

複
合
体
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
原
始
信
仰
で
あ
る
神
道
に
も
同
様
の
教
義
が
あ
る
。

東
洋
の
自
我
（
向
、
。
）
は
佃
（
ご
ｓ
ぐ
こ
目
」
）
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
グ
ノ
ー
シ
ス
派
の
霊
魂
の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
数
が

定
ま
っ
た
複
合
体
で
さ
え
な
い
。
そ
れ
は
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
複
雑
な
集
合
悴
、
即
ち
、
無
数
の
前
世
の
有
情
（
’
一
く
の
⑭
）
の
持
つ

（
９
）
 

て
い
た
創
造
的
田
心
惟
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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３１ 
神
道
に
関
す
る
記
述
の
当
古
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
で
は
仏
教
哲
字
の
教
義
が
日
本
の
一
般
大
衆
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
ハ
ー
ン
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
こ
で
も
仏
教
と
日
本
の
一
般
大
衆
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
ば
か
り
か
、
後
半
の
傍
魚
部
分
は
歴
史
的
事
実
と
は
無
関
係
な
ハ
ー

ン
の
信
条
の
吐
露
に
す
ぎ
な
い
。
ハ
ー
ン
は
自
分
が
奉
じ
る
仏
教
哲
学
の
教
義
と
西
洋
の
近
代
思
想
と
の
比
較
に
心
を
奪
わ
れ
、
現
実

の
日
本
の
精
神
風
土
に
対
す
る
目
配
り
を
忘
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
「
前
世
の
観
念
」
と
い
う
作
品
を
含
む
ほ
』
と

い
う
著
作
は
、
「
日
本
人
の
内
面
生
活
の
暗
示
と
影
響
」
（
四
日
扇
目
」
向
島
Ｃ
の
、
。
こ
色
已
目
の
⑫
の
百
二
の
Ｒ
Ｅ
｛
の
）
と
い
う
副
題
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
精
神
生
活
の
機
微
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
は
し
が
き
に
も
「
こ
の
一
巻
を

（
脚
）

柵
成
し
て
い
る
諸
篇
は
、
日
本
の
外
面
生
活
よ
り
も
、
む
し
ろ
内
面
生
活
を
扱
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
、
心
』
に
収
め
ら
れ

て
い
る
他
の
作
品
に
は
言
及
し
な
い
が
、
こ
の
「
前
世
の
観
念
」
と
い
う
作
品
は
仏
教
哲
字
の
教
義
の
解
説
で
は
あ
っ
て
も
、
日
本
人

の
精
神
生
活
の
叙
述
と
し
て
は
い
さ
さ
か
も
の
足
り
な
い
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。

さ
て
、
次
は
『
仏
の
畑
の
落
穂
』
に
収
め
ら
れ
た
「
混
藥
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
極
東
に
お
け
る
手
と
魂
に
関
す
る
研
究
」

（
の
目
」
一
の
⑫
。
｛
四
目
」
目
１
ｍ
。
■
｝
ご
－
房
『
四
『
園
⑫
（
）
と
い
う
副
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
『
仏
の
畑
の
落
穂
』
と
い
う
著
作
は

日
本
を
仏
の
国
と
捉
え
、
日
本
人
の
魂
の
あ
り
様
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
「
総
合
的
仏
教
の
研
究
」
ｓ

の
日
Ｓ
旨
い
百
一
ゴ
の
冒
国
且
」
ご
旨
）
と
い
う
副
題
を
持
つ
「
浬
桑
」
は
、
ハ
ー
ン
の
仏
教
研
究
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
言
え
よ

己『〃○

な
る
ほ
ど
、
日
本
の
農
民
が
、
自
分
の
心
（
で
切
言
豆
８
－
⑭
の
｝
｛
）
を
仏
教
が
考
え
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
西
洋
の
科
学
が
実
証
し

●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
■
●
●
■
●
●
●
●
●
●
①
●
 

て
い
る
よ
う
な
複
雑
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
農
民
は
自
分
と
い
う
も
の
を
複
合
体
だ

。
。
。
。
。
（
殿
｝

と
考
え
て
い
る
。

「
浬
藥
」
は
全
体
が
五
節
に
分
か
れ
、
各
節
は
『
金
剛
般
若
（
波
羅
密
）
経
』
、
『
大
般
混
藥
経
』
な
ど
か
ら
の
引
用
に
関
す
る
自
由
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3２ 

ハ
ー
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
我
を
実
体
と
見
な
す
西
欧
的
思
考
か
ら
す
る
と
、
自
我
の
死
滅
は
直
ち
に
絶
対
無
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
も
そ
も
仏
教
で
言
う
目
我
と
は
無
数
の
煩
悩
の
一
時
的
な
集
合
体
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
西
欧
の
読
者

に
対
し
て
、
伝
統
的
な
西
欧
の
実
体
概
念
を
破
棄
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
浬
藥
に
入
る
の
は
西
洋
人
が
考
え
て
い
る
よ
う

な
感
覚
や
意
識
を
持
っ
た
個
人
の
霊
魂
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
一
体
、
浬
藥
に
入
る
も
の
と
は
何
か
。
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

な
注
釈
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
節
の
冒
頭
で
ハ
ー
ン
は
、
浬
藥
を
「
絶
対
鉦
凸
（
号
⑫
。
一
日
の
口
。
（
三
二
ｍ
ロ
の
い
②
）
、
「
完

全
な
寂
滅
」
（
８
曰
で
｝
の
（
の
自
己
三
島
。
。
）
と
捉
え
て
い
る
欧
米
人
の
誤
解
に
対
し
て
、
混
盤
の
意
味
を
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。李
勝
輿
知
覚
、
想
念
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
１
－
人
間
と
い
う
不
完
全
な
存
在
の
偽
れ
る
意
識
の
か
げ
に
隠
れ
、
我
々
が
霊
魂
と
呼

ん
で
い
る
袋
（
実
は
、
そ
の
袋
は
煩
悩
と
い
う
厚
手
の
布
で
織
ら
れ
て
い
る
が
）
に
包
ま
れ
て
、
永
遠
に
し
て
神
聖
な
る
も
の
、

「
絶
対
の
実
在
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
霊
魂
や
個
性
で
は
な
く
「
無
我
の
大
葬
必
と
い
う
自
己
性
な
き
「
全
我
」
（
｛
房

『
］
う

（
温
｝

少
｝
｝
‐
の
①
一
｛
）
、
即
ち
、
業
の
中
に
蔵
さ
れ
て
い
る
仏
性
（
芸
の
、
巳
旦
冨
）
な
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
浬
藥
は
消
滅
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
個
体
性
（
曰
ら
ぐ
－
１
目
一
ケ
の
】
ロ
、
）
の
消
滅
と
い
う
こ
と
を
霊
魂
の
死
滅

（
⑰
。
巨
匠
の
ｇ
ゴ
）
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
浬
藥
と
い
う
概
念
と
は
食
い
違
っ
て
く
る
。
…
…

浬
藥
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
威
覺
・
感
情
・
想
念
の
消
滅
、
つ
ま
り
、
意
識
あ
る
個
性
（
己
の
『
８
局
」
ご
）
の

（
川
）

究
極
の
解
体
を
意
味
し
て
い
る
と
一
一
二
口
う
な
ら
ば
、
仏
教
の
教
え
の
一
側
面
を
正
し
く
言
い
表
し
た
こ
と
に
な
る
。

ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
輪
廻
転
生
を
繰
返
し
、
自
意
識
を
解
脱
し
て
浬
藥
に
入
る
の
は
、
我
々
の
自
我
の
奥
底
に
潜
む
仏
性
そ
の
も
の

Hosei University Repository



3３ 
で
あ
る
。
仏
教
で
は
「
我
」
と
「
汝
」
の
差
別
も
、
い
ず
れ
は
減
す
べ
き
感
覚
に
よ
っ
て
織
ら
れ
た
ま
ぼ
ろ
し
の
布
袋
に
す
ぎ
ず
、
唯

一
の
実
在
は
仏
性
の
み
で
あ
る
と
ハ
ー
ン
は
考
え
て
い
る
。

続
い
て
ハ
ー
ン
は
浬
藥
に
至
る
過
程
を
、
諸
経
典
を
援
用
し
な
が
ら
説
明
す
る
が
、
こ
こ
で
も
ひ
と
つ
気
が
か
り
な
こ
と
が
あ
る
。

確
か
に
ハ
ー
ン
の
仏
教
に
関
す
る
知
識
は
量
的
に
も
多
く
、
正
確
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
一
体
こ
の
混
藥
と
い
う
も
の
が
日
本
人
の

魂
の
あ
り
様
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
っ
こ
う
に
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
が

自
ら
の
仏
教
哲
学
に
関
す
る
知
識
を
た
だ
披
瀝
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
さ
え
受
け
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
混
藥
の
概

念
に
ひ
と
通
り
言
及
し
た
あ
と
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記
述
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
ー
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
一
般
大
衆
は
自
意
識
を
持
っ
た
霊
魂
が
そ
の
ま
ま
輪
廻
し
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
う
い
っ
た
霊
魂
を
実
体
焔
山
す
る
考
え
方
は
本
来
の
仏
教
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
般
に
業
は
、
行
為
の
あ
り
方
に
よ

く
ご
う

り
、
身
体
に
か
か
わ
る
行
為
を
身
業
、
一
一
一
一
口
語
に
か
か
わ
る
行
為
を
口
業
、
意
思
に
か
か
わ
る
行
為
を
意
業
と
言
い
、
一
一
一
業
に
区
別
さ

れ
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
肇
仔
し
て
い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
は
、
仏
教
史
上
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
展
開
さ
れ
た
。
ハ
ー

ン
の
目
か
ら
す
る
と
、
一
般
大
衆
は
霊
魂
を
実
企
件
化
し
た
上
に
、
単
純
に
輪
廻
を
前
世
に
犯
し
た
罪
の
応
報
の
徒
と
解
す
る
と
い
う
過

一
般
大
衆
の
仏
教
に
こ
れ
ま
で
老
彦
察
し
て
き
た
よ
う
な
概
念
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
般

こ
う

大
衆
は
霊
魂
は
本
当
一
に
輪
廻
す
る
と
単
純
に
信
じ
て
い
る
。
一
般
大
衆
は
業
と
い
う
も
の
を
、
前
世
に
犯
し
た
罪
の
応
報
の
徒
だ
と

考
え
て
い
る
。
彼
ら
は
混
藥
な
ど
に
心
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、
極
楽
の
こ
と
を
多
く
考
え
て
い
る
。
多
く
の
宗
徒
は
、
極
楽
と
は
善

人
が
死
ん
だ
ら
す
ぐ
に
行
け
る
と
こ
ろ
だ
と
信
じ
て
い
る
。
近
世
の
宗
派
の
う
ち
で
、
鮫
も
大
き
く
、
そ
し
て
肢
も
豊
饒
な
宗
派
で

あ
る
真
宗
の
信
徒
な
ど
は
、
正
し
い
人
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
に
よ
っ
て
、
死
後
直
ち
に
西
方
浄
土
、
即
ち
、
蓮
華
生
の
極
楽
へ
行

く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
さ
さ
や
か
な
研
究
で
民
間
の
信
仰
や
一
宗
派
の
教
義
を
老
窪
傘
す
る

（
脈
）

つ
も
り
は
な
い
。
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3４ 

仏
教
の
教
義
と
西
欧
の
現
代
思
想
、
お
よ
び
自
然
科
学
の
所
説
と
の
間
の
符
谷
を
見
よ
う
と
す
る
ハ
ー
ン
の
姿
勢
は
こ
れ
ま
で
に
指

摘
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ハ
ー
ン
は
こ
れ
に
加
え
、
西
欧
の
宗
教
的
閉
塞
状
況
に
関
し
て
、
光
は
ま
さ
に
東

方
か
ら
さ
し
て
い
る
と
し
て
、
仏
教
思
想
に
対
す
る
期
待
感
を
表
明
し
つ
つ
、
最
後
の
段
落
の
最
後
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。 ち
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ン
の
見
解
は
日
本
的
仏
教
の
展
開
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
詳
述
は
し
な
い
が
、
日
本
で
は
業
と
い
え
ば
、
通
例
、
過
去
世
で
な
さ
れ
た
業
を
指
し
、
そ
れ
を
実
体
視
す
る
方
向
で
宿
節
論
的

に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
王
朝
文
学
に
例
を
求
め
る
ま
で
も
な
く
、
無
学
な
一
般
大
衆
の
み
な
ら
ず
か
な
り
の

知
識
階
級
に
も
及
ん
で
い
た
模
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
宿
へ
聖
舳
的
な
業
に
関
し
て
、
そ
の
罪
業
の
自
覚
を
絶
対
他
力

の
信
と
し
て
成
立
さ
せ
た
の
が
ハ
ー
ン
も
触
れ
て
い
る
真
宗
の
祖
麹
鴛
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
親
鱒
に
よ
れ
極
、
現

世
の
善
行
と
い
い
、
悪
行
と
い
い
、
我
々
の
行
い
の
す
べ
て
は
｛
煩
茉
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
業
報
に
ま
か
せ
善
悪
の
判
断

と
行
為
を
超
え
て
阿
弥
陀
仏
の
心
に
ま
か
せ
て
生
き
る
ほ
か
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宿
命
論
的
な
業
の
観
念
は
親
驚
の
教
義
の
根

本
に
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
観
念
が
日
本
仏
教
の
展
開
に
お
い
て
い
か
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
か
を
見
る
思
い
が
す
る
。

そ
れ
で
は
一
体
ハ
ー
ン
は
こ
の
「
混
藥
」
と
い
う
代
甘
叩
を
ど
う
い
う
思
い
を
込
め
て
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
浬
藥
に
関
し
て
ひ
と

通
り
の
叙
述
を
終
え
た
最
後
の
段
落
で
、
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
最
後
に
、
仏
教
は
、
す
べ
て
の
結
合
の
不
｛
蛮
疋
で
あ
る
こ
と
や
、
遺
伝
の
論
理
的
意
義
や
、
精
神
的
進
化
の
教
訓
、
道
徳
上

の
向
上
の
義
務
な
ど
に
つ
い
て
、
十
九
世
紀
の
思
想
と
の
著
し
い
一
致
を
示
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
西
洋
の
唯
物
論
と
恥
心
論

の
学
説
や
、
造
物
主
と
特
殊
な
創
造
に
つ
い
て
の
理
論
、
ま
た
霊
魂
不
滅
の
信
念
な
ど
を
拒
絶
し
て
い
る
点
で
も
日
妹
科
学
と
一
致

〈
皿
）

し
て
い
る
。
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3５ 

「
実
在
は
一
な
り
」
と
す
る
仏
教
の
一
元
論
か
ら
す
る
と
、
我
々
の
住
む
こ
の
世
界
は
固
定
し
た
物
体
の
世
界
で
は
な
く
、
肉
体
を

も
含
め
、
す
べ
て
の
物
質
的
な
る
も
の
は
無
常
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
観
は
、
霊
魂
を
実
体
視
す
る
西
欧
の
人
々
に
と
っ
て
は
、

自
ら
を
虚
無
の
深
淵
へ
と
突
き
落
と
す
も
の
以
外
の
何
者
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
人
間
に
よ
り
よ
き
生
へ
の

第
一
歩
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
幾
世
に
も
わ
た
っ
て
修
養
を
重
ね
、
道
徳
的
向
上
を
は
か
っ
て
い
け
ば
、
つ
い
に
は
浬
築
に
到
達
で
き

る
と
説
く
仏
教
は
、
こ
こ
で
倫
理
的
進
化
説
と
で
も
言
う
べ
き
相
貌
を
呈
し
て
く
る
。
「
混
藥
」
と
い
う
作
品
を
完
成
す
る
の
に
ハ
ー

ン
は
三
年
を
費
や
し
た
と
い
う
が
、
上
記
の
引
用
箇
所
に
は
、
仏
教
的
世
界
観
の
優
位
を
認
め
、
西
欧
の
読
者
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
倫

理
的
向
上
を
求
め
る
ハ
ー
ン
の
、
静
か
で
は
あ
る
が
激
烈
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
ハ
ー
ン
の
仏
教
研
究
の
成
果
で
あ
る
「
横
浜
に
て
」
、
「
前
世
の
観
念
」
、

「
湿
藥
」
と
い
っ
た
作
品
は
、
扱
わ
れ
て
い
る
主
題
と
は
裏
腹
に
、
日
本
人
の
精
神
的
基
盤
を
仏
教
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
中
心
的
な
教
義
に
関
す
る
ハ
ー
ン
自
身
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
確
か

に
仏
教
の
教
義
に
関
す
る
ハ
ー
ン
の
理
解
は
か
な
り
正
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
仏
教
は
、
日
本
の
民
衆
の

心
を
支
え
た
日
本
の
仏
教
で
は
な
い
。
日
本
語
を
読
め
な
い
ハ
ー
ン
が
仏
教
に
関
す
る
知
識
を
得
た
の
は
、
我
々
日
本
人
が
目
に
す
る

漢
訳
の
仏
典
や
日
本
語
の
文
献
か
ら
で
は
な
く
、
原
典
か
ら
直
接
に
西
欧
語
（
と
り
わ
け
英
語
）
に
訳
さ
れ
た
経
典
や
文
献
か
ら
で

あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
来
日
後
の
第
一
作
で
あ
る
『
日
本
瞥
見
記
』
（
臼
冒
、
鼠
旦
〔
。
冒
菖
』
尽
台
菖
一
」
の
①
←
）

に
収
め
ら
れ
た
「
極
東
第
一
日
」
（
屡
巨
竜
。
『
い
【
Ｃ
ど
曰
岳
の
○
『
一
の
貝
）
に
は
、
来
日
早
々
の
ハ
ー
ン
が
横
浜
の
と
あ
る
寺
を
訪
れ

た
際
の
、
三
人
の
寺
僧
を
前
に
し
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

科
学
の
所
説
に
補
強
さ
れ
た
こ
の
古
い
信
仰
Ｔ
仏
教
）
の
教
え
は
、
何
千
年
も
の
間
、
我
々
が
裏
返
し
に
、
そ
し
て
、
さ
か
さ

ま
に
考
え
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
実
在
は
一
な
り
。
我
々
が
こ
れ
ま
で
実
体
（
①
号
②
一
目
・
の
）
と
考
え
て
き
た
も
の
は
す
べ
て

単
な
る
影
（
の
冨
曰
Ｃ
肴
）
に
す
ぎ
な
い
。
形
あ
る
も
の
（
芸
の
で
ご
麺
－
８
－
）
は
実
在
で
は
な
い
。
肉
体
は
幻
影
で
あ
る
（
号
。
貫
苓

｛
Ⅲ
）
 

冒
自
員
鷺
》
、
召
§
）
。
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3６ 

い
つ
頃
か
ら
ハ
ー
ン
が
仏
教
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
最
初
は
仏
教
そ
の
も
の
に
対
す
る

興
味
と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
を
も
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
異
国
的
風
物
へ
の
憧
慌
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
真
実
に
近
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
単
身
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ハ
ー
ン
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
を
転
々
と
し
た
あ
と
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
で
は
「
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
・
イ
ン

ク
ワ
イ
ヤ
ラ
ー
」
、
「
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
」
、
ま
た
、
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
で
は
「
デ
イ
リ
ー
・
ア
イ
テ
ム
」
、
「
タ
イ

ム
ズ
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
」
の
各
紙
で
記
者
生
活
を
送
っ
た
。
し
か
し
、
新
聞
記
者
と
い
う
職
は
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
生
活
の
資
を
か
せ

ぐ
手
段
に
す
ぎ
ず
、
夢
は
一
流
の
作
家
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ハ
ー
ン
は
文
献
を
集
め
て

は
読
み
、
習
作
を
重
ね
て
い
く
が
、
そ
の
成
果
は
や
が
て
一
八
八
四
年
の
『
飛
花
落
葉
佑
詐
（
鱒
ミ
ビ
ト
自
己
鴎
、
ご
ミ
匂
§
鱒

口
へ
、
ミ
ミ
ュ
に
酔
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
品
は
イ
ン
ド
、
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ラ
ビ
ア
、
南
太
平
洋
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
の
伝

ハ
ー
ン
は
経
典
の
引
用
に
際
し
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
（
巨
自
巨
皀
の
曰
］
、
巴
‐
』
＠
ｓ
）
の
『
一
東
方
聖
典
』
の
英
訳
文

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
用
い
て
い
る
。
ま
た
，
教
義
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
ハ
ー
ン
は
引
用
文
に
あ
る
よ
う
な
当
代
一

流
の
仏
教
学
者
の
著
作
を
利
用
し
た
。
要
す
る
に
、
ハ
ー
ン
は
主
に
英
語
を
媒
体
と
し
て
、
こ
の
時
す
で
に
西
欧
の
仏
教
学
の
成
果
を

か
な
り
な
ま
で
吸
収
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
の
仏
教
の
教
義
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

日
本
の
民
衆
仏
教
や
、
日
本
的
な
変
容
を
被
っ
た
仏
教
が
、
最
初
か
ら
老
窪
お
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
驚
く
に
値
し
な
い
。

そ
れ
で
は
次
に
来
日
以
前
の
ハ
ー
ン
と
仏
教
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

学
生
が
一
一
一
人
の
質
問
を
私
に
通
訳
し
て
い
る
間
も
、
ま
た
、
私
が
『
東
方
聖
血
ロ
（
言
の
臼
、
『
＆
国
（
）
・
穴
の
。
｛
吾
の
原
②
（
二
）
の
中
の

経
典
の
こ
と
や
、
■
の
四
一
、
団
員
二
・
口
｛
、
可
の
①
『
、
口
四
ぐ
一
」
の
、
【
の
「
ロ
、
そ
の
他
の
学
者
の
偉
業
に
つ
い
て
ひ
と
く
さ
り
述
べ
て
い
る
間

（
釦
）

ｊ
ｂ
、
’
一
一
人
の
僧
の
切
れ
長
な
眼
は
私
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
。

（
三
）
ア
メ
リ
カ
時
代
の
ハ
ー
ン
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３７ 
説
や
説
話
を
集
め
た
ハ
ー
ン
の
最
初
の
再
話
作
品
で
あ
り
、
異
国
趣
味
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
イ
ン
ド
文
学
・
仏
教
文

学
」
（
息
一
の
い
｛
８
ョ
巨
昌
目
色
且
、
臣
」
」
蔦
一
口
｛
の
国
白
『
の
）
と
い
う
標
題
の
も
と
に
十
｜
あ
ま
り
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
中
に
は
仏
典
に
依
拠
し
た
再
話
に
加
え
て
、
「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
か
ら
採
ら
れ
た
「
テ
ィ
ロ
ッ
タ
マ
ー
の
創
成
」
（
弓
の

巨
囚
【
ご
ｍ
・
｛
『
一
一
・
一
匡
曰
四
）
や
、
古
代
イ
ン
ド
の
神
話
・
説
話
に
取
材
を
し
た
「
婆
羅
門
と
そ
の
妻
」
（
目
の
、
『
昌
日
目
自
已
雷
吻

団
『
四
ヶ
己
、
己
）
、
「
バ
カ
ワ
リ
」
（
団
口
盲
君
且
）
、
「
ナ
タ
リ
カ
」
（
雪
四
国
一
】
百
）
、
「
屍
体
に
棲
む
鬼
」
（
二
の
Ｏ
Ｃ
Ｂ
“
の
ど
の
ョ
・
口
）
、
「
獅

子
」
（
『
肩
Ｅ
Ｃ
。
）
な
ど
と
い
っ
た
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
見
る
限
り
、
仏
教
説
話
は
婆
羅
門
教
や
他
の
古
代
イ
ン
ド
の
説
話
と

同
列
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
異
国
趣
味
の
文
学
の
一
環
を
成
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
ハ
ー
ン
は
あ
る
時
期
よ
り
徐
々
に
仏
教
に
目
覚
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
’
八
七
九
年
十
月
二

十
四
日
付
の
「
ア
イ
テ
ム
」
紙
に
、
ハ
ー
ン
は
「
『
ア
ジ
ア
の
半
凸
」
（
震
曼
の
口
噸
亘
・
｛
房
員
．
）
と
い
う
評
論
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
れ
は
仏
陀
の
生
涯
を
描
い
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（
巴
ミ
旨
シ
『
目
匡
］
困
図
‐
Ｓ
Ｅ
）
の
『
ア
ジ
ア
の
半
よ
の
紹
介
で
あ

る
が
、
こ
の
中
で
仏
教
に
対
す
る
評
価
が
比
》
弊
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ハ
ー
ン
は
イ
ン
ド
や
極
東
に
お
け
る

仏
陀
の
地
位
を
、
西
洋
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
地
位
に
な
ぞ
ら
え
、
仏
教
の
思
想
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
ハ
ー
ン
は
「
イ
ン
ド
の
形
而
上
学
の
教
義
」
と
「
科
学
的
真
理
」
と
が
一
致
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
発
見
の
時
期
か
ら
す

る
と
、
む
し
ろ
西
欧
よ
り
も
東
洋
の
方
が
優
位
に
立
つ
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
教
義
の
具
体
的
な
内
容
に
は
踏
み
込
ん
だ

記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
後
年
の
ハ
ー
ン
が
考
え
る
仏
教
と
西
欧
の
科
学
と
の
一
致
と
い
う
構
図
が
漠
然
と
し
た
形
で
先
取
り
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
西
欧
の
思
想
家
は
、
東
洋
の
古
代
の
倫
理
思
想
の
研
究
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
我
々
が
今
に
な
っ
て
よ
う
や
く
発
見
し
つ
つ

あ
る
科
学
的
真
理
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
一
見
す
る
と
荒
削
り
な
イ
ン
ド
の
形
而
上
学
の
教
義
の
研
究
に
、
深
い
興
味

｛
帥
）

を
抱
い
て
い
る
。
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3８ 

一
読
す
る
だ
け
で
後
年
の
ハ
ー
ン
が
信
奉
し
た
い
く
つ
か
の
教
説
の
萌
芽
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
芸
術
や
法

律
も
含
め
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
基
盤
を
宗
教
に
置
く
考
え
方
は
、
本
論
の
最
初
で
も
取
り
上
げ
た
『
日
本
－
－
－
つ
の
試
論
』

に
お
け
る
日
本
社
会
の
分
析
の
仕
方
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
が
異
文
化
を
眺
め
る
際
の
分
析
の
基
底
を
成
し
て
い
る
考
え

方
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
個
人
の
生
命
は
私
達
に
は
あ
ま
り
わ
か
っ
て
い
な
い
永
遠
の
力
の
一
分
子
だ
」

こ
の
『
ア
ジ
ア
の
辛
凸
の
初
版
は
一
八
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
が
重
大
な
反
応
を

示
す
の
は
一
八
八
三
年
に
再
版
が
出
た
と
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
八
七
九
年
以
前
に
も
仏
教
や
東
洋
の
諸
思
想
へ
の
期
待
を
ハ
ー
ン

が
表
明
す
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
異
国
趣
味
へ
の
情
橿
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
一
八
八
三

年
に
『
ア
ジ
ア
の
半
些
の
再
版
に
出
会
う
ま
で
に
、
ハ
ー
ン
の
心
の
中
で
は
徐
々
に
仏
教
に
対
す
る
機
が
熟
し
て
い
き
、
そ
の
一
方
で

雑
懐
牛
の
ハ
ー
ン
の
研
究
ス
タ
イ
ル
を
支
え
る
諸
契
機
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
日
付
は
不
明
で
あ

る
が
、
一
八
七
九
年
の
ク
レ
ー
ビ
エ
ル
（
四
・
両
・
【
『
の
弓
】
の
｝
）
宛
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

宗
教
が
あ
ら
ゆ
る
文
明
と
芸
術
と
法
律
の
母
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
そ
し
て
、
老
エ
ロ
字
的
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
古
代
で
あ
れ

近
代
で
あ
れ
、
い
か
な
る
社
会
制
度
、
芸
術
３
藤
律
も
、
倫
理
思
想
に
依
拠
し
て
生
ま
れ
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い

の
で
す
。
私
が
「
信
仰
」
と
か
ド
グ
マ
と
い
っ
た
も
の
を
信
じ
て
い
な
い
こ
と
は
御
一
仔
知
の
通
り
で
す
。
私
は
思
想
を
機
転
岬
的
な
過

程
（
幽
曰
の
Ｓ
ｇ
－
８
一
頁
・
８
ｍ
の
）
と
考
え
て
い
ま
す
し
、
個
人
の
生
命
は
私
達
に
は
あ
ま
り
わ
か
っ
て
い
な
い
永
遠
の
力
の
一
分

子
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
こ
の
よ
う
な
学
説
（
を
初
め
て
考
案
し
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
仏

教
と
同
じ
く
ら
い
古
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
）
を
奉
じ
て
い
る
真
の
哲
字
者
達
は
ま
た
、
社
会
の
制
度
の
粍
持
に
は
宗
教
的
観
念

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
箙
も
よ
く
理
解
し
て
い
る
人
々
で
す
。
と
い
う
の
は
、
社
会
の
制
度
は
そ
の
宗
教
的
観
念
に
よ
っ
て
固
め
ら

れ
、
発
達
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
宗
教
で
あ
る
か
は
こ
の
真
理
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
あ
り
ま

（”一）

せ
ん
。
進
歩
の
法
則
〈
ｇ
の
一
皇
。
｛
ロ
「
。
、
『
の
い
い
）
は
ど
こ
で
で
も
同
じ
で
し
た
。
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3９ 

は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
い
う
見
解
は
、
仏
教
か
ら
の
影
響
が
あ
る
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
と
り
わ
け
「
永
遠
の
力
」
と
い
う
も
の
は
仏
教
に
お
け
る

唯
一
の
実
在
で
あ
る
「
無
我
の
大
我
」
、
「
仏
性
」
と
い
っ
た
も
の
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
ハ
ー
ン
は
引
用
文
の
最
後
の
箇
所
で
、
社
会
の
制
度
の
維
持
・
発
展
に
は
宗
教
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
宗
教
で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
ハ
ー
ン
は
「
進
歩
の
法
則
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
し
た
」
と

し
た
上
で
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
「
エ
ジ
プ
ト
人
の
芸
術
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
文
化
、
ロ
ー
マ
の
奏
功
し
た
政
策
、
ア
ラ
ビ
ア
建
築
の

風
変
り
な
美
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
観
念
が
生
み
出
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
培
っ
た
信
仰
が
衰
え
た
り
忘
れ
ら
れ
た
と
き
に

（
麺
）

の
み
死
滅
し
た
の
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
歴
史
の
展
開
に
一
定
の
パ
タ
ー
ン
を
認
め
る
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
進
化
田
心
想
か
ら
は

い
ま
だ
ほ
ど
遠
い
と
し
て
も
、
後
年
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
を
容
易
に
受
け
入
れ
る
素
地
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

さ
て
、
問
題
の
『
ア
ジ
ア
の
半
公
の
再
版
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
八
三
年
で
あ
っ
た
。
初
版
を
読
ん
だ
際
に
は
、
ま
だ
機
が
熟
し

て
い
な
か
っ
た
せ
い
か
、
き
わ
立
っ
た
反
応
を
見
せ
な
か
っ
た
ハ
ー
ン
で
あ
る
が
、
今
回
は
こ
の
書
に
願
盈
騨
動
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
も
日
付
が
不
明
だ
が
、
一
八
八
三
年
の
オ
ッ
コ
ナ
ー
（
三
・
口
○
○
ｏ
日
。
【
）
宛
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
ア
ジ
ア
の
光
』
の
す
ば
ら
し
い
新
版
は
も
う
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
。
そ
れ
は
私
を
す
っ
か
り
魅
了
し
ま
し
た

１
１
奇
妙
な
ま
で
に
新
し
く
て
美
し
い
信
仰
の
芳
香
で
私
の
心
を
満
た
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
何
ら
か
の
秘
教
的

な
形
態
を
し
た
仏
教
が
未
来
の
宗
教
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
転
生
の
循
環
（
ｓ
の
Ｑ
ｏ
－
の
。
｛
【
『
自
切
目
囚
昌
。
ご
）
は
遊
牧
の
民

か
ら
文
明
人
へ
至
る
広
大
な
進
化
、
ま
た
、
う
じ
虫
か
ら
数
限
り
な
い
野
獣
の
形
態
を
通
っ
て
王
へ
と
至
る
広
大
な
進
化
に
よ
っ

て
、
実
際
に
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
現
代
哲
学
の
傾
向
は
、
服
に
見
え
る
も
の
（
二
の
ぐ
）
い
｝
ず
｜
の
）

は
眼
に
見
え
な
い
神
（
吾
の
旨
く
国
ワ
ー
の
）
の
流
出
、
即
ち
、
一
個
の
幻
想
１
－
至
高
の
夢
（
こ
の
の
口
ご
『
の
曰
の
□
同
田
ョ
）
の
産
物
か

影
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
の
教
え
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
想
像
す
る
天
国
と
い
う
も
の
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
浬
藥
（
三
コ
目
四
）
、
即
ち
、
人
間
と
神
と
の
相
互
融
合
の
中
で
個
人
性
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冒
頭
の
一
文
か
ら
ハ
ー
ン
が
い
か
に
『
ア
ジ
ア
の
乎
公
隆
騨
動
し
た
か
が
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
先
に
引
用
し
た
一
八
七
九
年
の
「
ア

イ
テ
ム
」
紙
の
記
事
や
ク
レ
ー
ビ
エ
ル
宛
の
書
簡
と
比
べ
る
と
、
仏
教
に
関
す
る
ハ
ー
ン
の
理
解
は
格
段
に
深
く
、
そ
し
て
正
確
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
浬
藥
に
関
す
る
言
及
は
お
そ
ら
く
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
た
だ
、
輪
廻
転
生
に

関
す
る
叙
述
は
と
も
か
く
と
し
て
、
霊
魂
の
窯
痙
降
性
如
何
に
関
す
る
議
論
が
な
い
ま
ま
に
、
霊
魂
を
実
体
祝
し
な
い
仏
教
の
混
桑
と
キ

リ
ス
ト
教
の
天
国
と
を
同
一
視
す
る
あ
た
り
は
、
荒
削
り
で
あ
る
と
い
Ｚ
印
象
を
愁
え
な
い
。

し
か
し
、
仏
教
に
関
す
る
ハ
ー
ン
の
知
識
が
徐
々
に
深
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
日
付
不
明
で
は
あ
る
が
、
同
じ
一
八
八

三
年
の
ポ
ー
ル
（
乏
旦
一
目
」
ロ
、
四
一
｜
）
宛
の
書
戸
簡
で
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ル
コ
ッ
ト
（
馬
己
昌
。
｝
８
号
」
、
臣
‐
］
＠
＆
）
の
『
仏

（
泌
）

教
教
義
間
硅
會
（
、
且
」
宣
巴
Ｄ
Ｐ
－
の
。
亘
唾
日
）
な
ど
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
察
す
る
に
、

こ
の
時
期
ま
で
に
ハ
ー
ン
は
西
欧
の
仏
教
学
者
の
著
作
を
多
数
読
破
し
、
か
な
り
の
知
識
を
吸
収
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ハ
ー
ン

の
琴
圭
線
に
触
れ
た
の
は
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
が
最
初
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
頃
ハ
ー
ン
は
「
タ
イ
ム
ズ
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
」
に
ア
ー
ノ
ル
ド
を
紹
介
す
る
記
事
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
。

が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
肉
体
が
な
く
、
物
質
性
の
な
い
、
無
感
覚
の
状
態
は
、
無
以
外
の
何
物

を
も
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
宇
宙
の
生
命
、
苦
悩
、
死
は
、
真
実
在
（
二
の
の
。
｝
｛
‐
向
鳥
目
一
）
の
眠
り
と

覚
醒
、
そ
の
夜
と
昼
と
の
交
錯
と
共
に
、
万
物
が
現
れ
て
は
消
え
る
と
い
２
黒
律
の
教
え
の
中
に
す
で
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

（
割
｝

い
で
し
ょ
う
か
。

、、

一一、

「
二
人
の
ア
ー
ノ
ル
ド
」
（
旱
の
曰
三
・
シ
日
。
｜
」
⑫
）
〈
一
八
八
三
年
十
一
月
四
日
付
〉

「
祖
国
で
は
認
め
ら
れ
ず
」
（
冨
・
（
二
晨
◎
日
四
○
口
。
『
の
色
ぐ
の
ご
円
⑫
○
三
口
○
・
目
目
）
〈
一
八
八
四
年
五
月
十
一
日
付
〉

「
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
新
著
」
（
図
ミ
ョ
レ
日
○
三
の
三
の
弓
、
。
。
【
）
〈
一
八
八
五
年
四
月
五
日
付
〉
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4１ 
こ
れ
ら
に
加
え
、
『
飛
花
落
葉
集
』
二
八
八
四
年
）
の
冒
頭
の
解
説
部
分
で
も
、
本
書
と
同
じ
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
注
目
す
べ

（
釧
）

き
著
書
と
し
て
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
イ
ス
ー
フ
ム
の
数
珠
』
（
記
ｇ
ｐ
ｑ
ａ
身
冒
ミ
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

「
二
人
の
ア
ー
ノ
ル
ド
」
は
、
同
姓
の
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（
巨
呉
こ
の
ミ
エ
目
Ｃ
一
」
）
の
談
話
の
引
用
か
ら

始
ま
っ
て
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
紹
介
へ
と
移
っ
て
い
く
が
、
ハ
ー
ン
の
意
図
は
「
ア
ジ
ア
の
聖
が
仏
陀
の
生
涯
に
関
し
て

そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
い
か
な
る
作
品
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
。

ハ
ー
ン
の
関
心
が
渥
煙
〈
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
共
に
引
用
し
た
オ
ッ
コ
ナ
ー
宛
の
普
簡
に
も
あ
て
は
ま

る
が
、
『
ア
ジ
ア
の
半
凸
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
ン
は
仏
教
の
中
心
的
な
教
義
と
し
て
浬
桑
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
は
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
美
し
い
詩
句
と
一
緒
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
「
祖
国
で
は
認
め

ら
れ
ず
」
と
い
う
記
事
に
お
い
て
ハ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
勺
型
Ｐ
に
隠
れ
て
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
こ
と
を
、
作
品
名
を
挙
げ
な
が
皇
蔦
賛
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
新
著
」

で
は
、
『
カ
タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
（
愚
員
冒
臼
菖
尊
白
ｓ
に
題
材
を
求
め
た
『
死
の
秘
索
査
（
へ
旱
、
印
：
再
Ｑ
Ｕ
§
》
）
と
い
う
ア

ー
ノ
ル
ド
の
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
実
際
に
詩
句
が
引
用
さ
れ
て
詳
細
な
紹
・
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
死
の
秘
》
鋲
な
ど
は
仏
教
の
教
義
で
は
な
く
婆
羅
門
教
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
書
へ
の
共
感
は
ハ
ー
ン
の
異
国
趣
味

の
根
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
ノ
ル
ド
に
関
す
る
一
連
の
紹
介
記
事
は
、
ハ
ー
ン
に
対
す
る
ア
ー
ノ
ル
ド
の
影
響
が
相
当
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
知
識
の
蓄
積
に
加
え
、
『
ア
ジ
ア
の
坐
凸
と
い
う
作
品
に
触
れ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
は
浬
藥
の
概
念
を
中
心
と
し
て
徐
々
に
構
造
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
美
し
い
詩
の
最
後
の
部
分
と
な
っ
て
い
る
混
藥
の
明
瞭
な
る
解
説
は
、
お
そ
ら
く
学
者
の
批
判
や
実
証
主
義
者
の
疑
念
を
ひ

き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
解
説
は
何
千
年
も
の
間
、
人
間
の
心
に
あ
る
普
遍
的
な
願
い
に
、
ま
さ
に
ぴ
っ
た
り
合
う
も

（
訂
〉

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
読
む
す
べ
て
の
人
に
、
き
っ
と
壁
不
高
な
思
想
を
よ
び
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
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ハ
ー
ン
が
こ
の
時
期
に
書
い
た
記
事
の
中
で
、
混
魑
定
触
れ
た
も
の
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
「
タ
イ
ム
ズ
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
」
（
一
八

八
四
年
一
月
十
三
日
付
）
に
発
表
し
た
「
仏
教
と
は
何
か
」
（
三
富
一
因
且
」
巨
閨
｛
ぬ
）
と
い
う
評
論
の
中
で
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
お
か

げ
で
仏
陀
の
教
え
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
た
あ
と
で
、
仏
教
の
中
心
的
な
教
義
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。後
半
の
部
分
に
注
目
し
た
い
。
浬
藥
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
膨
大
な
量
の
文
献
が
書
か
れ
て
き
た
と
ハ
ー
ン
は
述
べ
て
い
る

が
、
仏
教
の
こ
の
中
心
的
な
教
義
の
解
明
の
た
め
に
ハ
ー
ン
も
自
ら
の
身
を
大
海
に
投
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ハ
ー
ン
は
西
欧
の

当
代
一
流
の
仏
教
学
者
の
著
書
か
ら
知
識
を
吸
収
し
た
。
先
に
も
触
れ
た
ミ
ュ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
は
ビ
ー
ル

（
、
■
ョ
色
の
一
団
の
四
一
皀
圏
、
‐
＄
）
、
デ
ー
ビ
ズ
（
曰
す
。
目
匡
酸
乏
一
一
一
国
日
用
ご
ｍ
Ｄ
ｍ
ご
こ
い
巴
震
い
‐
」
ｇ
←
）
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
ビ
ュ
ル
ヌ

ー
フ
（
向
二
ｍ
ｇ
の
団
巨
『
口
・
ロ
｛
Ｅ
ｍ
Ｃ
］
，
目
）
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
フ
ー
コ
ー
（
勺
ラ
ー
一
一
弓
の
巴
ｏ
ｇ
ａ
『
・
巨
日
巨
〆
》
届
巨
「
眉
）
と
ス
ナ

仏
教
徒
は
教
え
る
、
「
四
つ
の
菅
頁
な
真
理
」
が
私
た
ち
の
ま
ず
学
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
。
す
な
わ
ち
、

一
、
苦
が
あ
る
こ
と
、
生
き
る
こ
と
は
苦
し
む
こ
と
で
あ
る
。

二
、
苦
し
み
を
引
き
起
こ
す
の
は
欲
望
で
あ
る
。

三
、
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
、
苦
の
抑
止
を
得
る
。

四
仏
陀
に
教
え
ら
れ
る
ご
と
く
、
「
善
き
法
」
に
従
う
こ
と
に
よ
り
欲
望
の
抑
止
が
得
ら
れ
る
ｌ
「
善
き
法
」
を
守
る
こ
と

を
通
し
て
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
、
無
化
に
到
達
す
る
。

無
化
と
言
っ
た
。
し
か
し
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
、
「
あ
る
」
こ
と
の
全
面
的
な
消
滅
、
一
滴
の
水
が
自
分
の
出
て
き
た
太
洋
へ
帰
る

よ
う
に
魂
が
神
の
中
へ
と
吸
い
取
ら
れ
て
い
く
こ
と
、
と
ゴ
ー
タ
マ
が
見
た
か
ど
う
か
は
、
今
な
お
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
。
私
た

ち
は
知
ら
猿
い
の
だ
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
が
「
私
」
の
無
化
を
い
つ
も
意
味
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
’
そ
う
だ
と
今
日
思
わ
れ
て
い

（
蝿
）

ろ
の
だ
け
れ
ど
も
。
こ
の
一
点
に
関
し
て
だ
け
で
も
、
一
書
庫
全
体
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
の
論
が
響
か
れ
て
き
た
。

Hosei University Repository



4３ 
１
ル
（
向
昌
一
の
○
盲
『
一
の
⑫
旨
貰
一
の
⑭
の
。
色
『
（
」
程
『
‐
］
①
畠
）
の
一
一
人
、
そ
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ケ
ル
ン
（
］
・
富
ご
宙
の
己
『
房
○
凹
め
‐

で
の
『
【
の
胃
］
、
患
，
己
］
『
）
な
ど
の
々
豆
肌
が
ハ
ー
ン
の
作
品
中
に
散
見
さ
れ
る
。
仏
教
の
研
究
に
向
か
う
ハ
ー
ン
の
知
識
の
基
盤
が
、

こ
う
い
っ
た
西
欧
の
仏
教
学
の
権
威
達
の
業
績
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
来
日
後
の
ハ
ー
ン
が
一
般
大
衆
の
風

俗
・
習
橘
醒
と
い
っ
た
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
民
俗
的
な
も
の
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
翅
実
で
あ
る
が
、
こ
と
仏
教
に
関

し
て
は
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
は
日
本
的
に
変
容
し
た
仏
教
、
民
間
仏
教
と
い
っ
た
も
の
に
関
し
て
は
、
時
折
自
分

の
感
性
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
事
象
に
つ
い
て
の
随
想
と
い
っ
た
も
の
も
含
め
、
ほ
と
ん
ど
理
論
的
・
体
系
的
な
考
察
を

行
っ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
時
代
に
西
欧
の
仏
教
学
か
ら
得
た
知
識
が
、
仏
教
に
対
す
る
そ
の
後
の
ハ
ー
ン
の
見
方
を
か
な
り
な
程
度

規
定
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
後
ま
も
な
く
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
を
知
っ

た
ハ
ー
ン
は
、
ク
レ
ー
ビ
エ
ル
宛
の
書
簡
二
八
八
六
年
）
で
、
「
私
が
や
っ
て
き
た
東
洋
の
形
而
上
学
が
す
べ
て
、
ど
れ
ほ
ど
時
間

（
⑭
）
 

の
浪
費
で
あ
っ
た
か
に
わ
か
に
わ
か
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
へ
の
関
・
心
が
容
易
に
波
え
な

か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
時
代
の
ハ
ー
ン
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
様
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
一
．
仏
の
畑
の
落
穂
』
の
「
混
梁
」

と
い
う
作
品
は
、
浬
璽
〈
を
仏
教
理
解
の
核
心
と
見
な
す
ハ
ー
ン
の
力
作
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
の
仏
教
観
の
発
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

注

（
１
）
ハ
ー
ン
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
津
・
岳
三
目
三
一
｛
｛
一
三
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
蹴
初
の
全
集
の
復
刻
で
あ
る
臨
川
評
店
版
『
青
一
早
尊
』
彊
旦
．

ト
ミ
９
塁
・
配
圏
昌
（
一
九
七
三
年
）
を
参
照
し
、
拙
訳
を
施
し
た
。
な
お
、
ハ
ー
ン
の
著
作
の
引
用
に
際
し
て
は
、
平
井
塁
一
氏
の
翻
訳
を
参

照
さ
せ
て
頂
い
た
。
以
下
、
引
用
箇
所
は
二
、
景
違
弓
瞬
ミ
ト
ミ
ご
塁
）
醇
菖
、
雪
・
く
・
一
］
蝉
一
う
一
召
‐
］
。
の
よ
う
に
標
記
す
る
。

（
２
）
写
二
・
・
つ
己
」
『
や
‐
］
⑭
○
・

一員グー、￣、￣、辞￣、グー～

７６５４３２ 
－＝－戸～〆ﾛーン－戸､－〆

『
ぎ
ぎ
蔑
臆
哩
旦
片
ミ
ｇ
へ
藍
。
」
窯
ミ
ヨ
・
３
－
『
・
己
ｂ
』
戸

田
ゴ
ー
二
Ｊ
で
，
⑭
←
Ｃ
・

缶
ケ
ー
ニ
Ｊ
己
．
』
、
○
・

円ケーニ・や己．」＠ｍ・

閂
ゴ
ー
」
Ｊ
己
．
、
○
つ
．
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〆－－〆￣､グー､‐￣､〆￣、ダニ、〆￣、ゴー～－－￣、〆￣～〆へ〆へ－、￣、￣、グー品－－〆＝､グー～￣、－－
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コ
フ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

同
前
、
一
一
三
七
頁
。

［す】」．ご己．⑭○℃．

『ず】二．ご己で．⑭①』

閂
す
】
ユ
８
℃
・
い
⑤
、
。

『ず】二．ご己で．⑭①岸０酌や山。

臼
詳
ヨ
鄭
貸
瞬
く
ｈ
皇
圓
患
貝
｛
、
葛
黒
『
○
一
・
ｍ
七
・
侭
。

届
｛
８
＆
Ｃ
国
の
“
『
Ｐ
Ｓ
計
貝
員
』
萬
匙
圏
（
西
崎
一
郎
編
箸
、
北
星
堂
、
昭
和
十
四
年
）
や
。
・

閂
雰
ト
鴬
§
一
旦
ト
鳥
凰
ミ
ト
§
量
目
『
可
ミ
ヨ
（
ご
同
一
薗
辱
の
二
国
“
」
目
』
）
》
弓
。
』
卜
国
・
ロ
晩
旨
。
ご
旨
｛
旨
ｎ
．
曰
冨
具
」
ｇ
Ｐ
ｇ
・
ｇ
ｍ
’
９
④
．

『
歎
異
抄
』
塞

曰
亭
毎
尹
守
蒔
賃
、
睦

【ず｝ユ・凸已。⑬Ｃ四，

閂ず『」・守已。⑬の←・

自
青
冨
寸
簿
苛
噌

閂ケ冑ユ・）己，］『○・

冒す】」・中や巳・傍、祭０］函、．

『
ず
一
二
・
）
己
’
一
一
』

」
す
昼
・
ら
・
仁
］
・
傍
点
部
分
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
。

房す】」・一己己。←⑭⑩Ｄこいｍ・

閂ワ】」・・己．一一□．

閂
ケ
廷
・
菅
已
・
凹
心
⑫
．
（
｛
句
８
旨
一
○
く
の
○
○
ヨ
⑦
い
、
二
の
｛
》
｛
Ｈ
Ｃ
目
館
昌
の
｛
○
○
日
の
い
［
の
餌
『
恥
ｏ
ｐ
ｍ
字
「
｜
】
Ｃ
鯖
｛
昂
⑮
｛
『
ｏ
昌
一
○
ぐ
⑦
【
己
○
三
鰯
再
の
一
二
日
殖
ユ
の
｛
戸
ｏ
『
｛
の
吟
『
・

】
】

豊
・
田
等
§
蕊
ト
…
》
鏡
ミ
ト
曾
薗
へ
尋
爲
｛
甸
冒
・
ぐ
・
｝
・
］
ら
・
弓
一
・

ヘ
ヨ
免
冨
〉
逢
萬
頚
ミ
ド
ミ
高
竪
・
睡
図
貫
く
。
｝
・
唖
も
．
】
Ｒ
・

『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
染
』
（
恒
文
社
、
一
九
八
八
年
）
第
五
巻
、
’
六
八
頁
。

里
⑮
ヨ
ミ
苛
噌
旦
旧
且
曾
韓
・
串
『
図
『
劃
・
く
。
一
・
ｍ
も
』
馬
．

景
量
貫
恩
旦
博
嘗
菖
・
蔦
§
】
》
ぐ
。
←
、
》
で
．
“
ｇ
・

参
照

｡ 
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