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）
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言

　

こ
こ
で
〈
根
據
〉
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
る
こ
と
の
辯
解
じ
み
た
說
明

が
ま
づ
必
要
で
あ
ら
う
。
或
る
特
定
の
判
断
を
述
べ
る
際
の
論
理
的

な
根
據
、
と
い
つ
た
一
般
的
な
文
脈
で
の
使
ひ
方
と
し
て
こ
の
語
を

出
す
と
す
れ
ば
、〈
神
衟
の
根
據
〉
と
は
い
つ
た
い
如
何
な
る
関
聯

を
云
は
ん
と
し
て
ゐ
る
の
か
ど
う
も
不
分
明
だ
と
い
ふ
こ
と
に
も
な

ら
う
。
と
こ
ろ
で
學
殖
該
博
に
し
て
公
正
、
且
つ
極
め
て
懇
功
な
基

礎
的
敎
科
書
で
あ
る
脇
本
平
也
氏
の
『
宗
敎
學
入
門
』
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
敎
に
于
け
る
創
造
と
主
宰
の
「
主
」、
原
始
仏
敎
に
お
け

る
「
法
」、
或
い
は
又
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
哲
學
の
「
梵
」
や
老
莊
思

想
の
「
衟タ
オ

」
の
如
く
、
一
つ
の
宗
敎
体
系
の
據
つ
て
立
つ
所
の
根
本

概
念
、
究
極
の
據
り
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
の
見
解
を
そ
の
宗
敎
の
「
實

在
観
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
、
そ
の
實
在
に
当
る
も
の
を
こ
こ
で

は
根
據
と
把
握
し
て
み
た
ま
で
で
あ
る
。
つ
ま
り
標
題
は
「
神
衟
の

實
在
観
に
つ
い
て
」
で
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に

宗
敎
學
と
い
ふ
一
科
の
専
門
學
に
近
づ
き
す
ぎ
た
視
角
と
見
ら
れ
よ

う
し
、
脇
本
氏
自
身
も
認
め
て
を
ら
れ
る
如
く
、「
實
在
観
」
は
日

本
語
と
し
て
は
ま
だ
十
分
に
熟
し
て
ゐ
る
と
は
言
ひ
難
い
。
専
門
術

語
の
生
硬
を
避
け
、
稍
�
曖
昧
で
あ
る
と
し
て
も
論
を
進
め
て
ゆ
く

う
ち
に
は
理
解
を
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
一
般
的
表
現
「
根
據
」
を
採

る
こ
と
に
し
た
所
以
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
敎
の
敎
義
の
究
極
の
根
據
な
る
も
の
が
「
主
」
で
あ
り
、

仏
敎
の
そ
れ
が
「
法
」
で
あ
る
、
と
い
ふ
構
造
を
說
き
聞
か
さ
れ
た

場
合
に
直
ち
に
思
ひ
出
す
関
聯
が
あ
る
。

　

週
知
の
通
り
歴
史
文
献
に
〈
神
衟
〉
と
い
ふ
二
字
成
語
が
出
て
く

る
最
初
の
例
は
『
日
本
書
紀
』
の
飛
鳥
時
代
の
部
で
、
用
明
天
皇
即

位
前
紀
に
〈
天
皇
信
仏
法
尊
神
衟
〉
と
の
文
脈
で
出
、
次
い
で
孝
徳

天
皇
即
位
前
紀
に
前
例
を
一
部
逆
転
さ
せ
て
〈
天
皇
…
…
尊
仏
法
軽

神
衟
〉
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。〈
軽
神
衟
〉
は
古
来
〈
神
の
衟
を
あ
な
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づ
り
た
ま
ふ
〉
と
訓
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。（
但
し
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま

ま
非
難
の
意
味
に
な
る
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
そ
れ
に
続
け
て
〈
人
と

為
り
、
柔め
ぐ

仁み

ま
し
ま
し
て
儒は
か
せを
好
み
た
ま
ふ
。
貴
き
賎
し
き
と
擇
ば

ず
、
頻
に
恩
め
ぐ
み
の
み
こ
と
の
り

勅
を
降
し
た
ま
ふ
〉
と
讚
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。）
そ
し

て
そ
の
同
じ
孝
徳
天
皇
が
即
位
の
年
の
翌
々
年
、大
化
三
年
に
は「
惟

神
の
衟
を
諭
し
且
つ
庸ち
か
ら
つ
き調を
賜
ひ
て
官
民
を
慰
諭
し
給
ふ
の
詔
」
を

下
し
た
ま
う
て
そ
の
冒
頭
で
〈
惟か
む
な
が
ら神（

惟
神
と
は
神
衟
に
随
ふ
を
謂
ふ
。

亦
自
づ
か
ら
に
神
衟
有
る
を
謂
ふ
）
も
我あ

が
子み
こ

応ま
さ
に

治し
ら

さ
む
と
故こ
と

寄よ
さ

せ
き
。

是
を
以
て
天
地
の
初
よ
り
君
と
臨
し
ろ
し
めす
国
な
り
…
…
〉
と
仰
せ
ら
れ
て

ゐ
る
。
こ
の
挿
入
注
の
部
分
に
も
「
神
衟
」
の
字
は
用
ゐ
ら
れ
、
且

つ
既
に
安
定
し
た
用
法
に
乗
つ
て
ゐ
る
が
如
き
使
ひ
方
を
し
て
ゐ
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
思
ひ
出
す
関
聯
と
い
ふ
の
は
こ
の
詔
勅
の
文

脈
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、〈
神
衟
・
仏
法
〉
と
い
ふ
対
語
的
用
法
が

二
度
現
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
村
岡
典
嗣
が『
神
衟
史
』

序
論
で
こ
の
名
辭
の
最
初
期
の
用
例
と
し
て
夙
に
注
意
を
促
し
て
ゐ

る
。

　

圣
徳
太
子
が
三
経
義
疏
を
撰
述
さ
れ
て
よ
り
以
来
日
本
人
は
仏
敎

と
い
ふ
信
仰
体
系
の
根
據
が
「
法
」
に
存
す
る
こ
と
を
夙
に
認
識
し

た
で
あ
ら
う
。「
い
つ
く
し
き
の
り
」
と
し
て
の
憲
法
十
七
条
の
二

に
も
〈
篤
く
三
寶
を
敬
へ
〉
を
受
け
て
（
そ
の
次
の
〈
三
寶
と
は
仏
・

法･

僧
也
〉
は
後
世
の
付
注
と
の
說
が
有
力
で
、
な
る
ほ
ど
と
ば
し
て
読
ん

で
も
脈
絡
に
乱
れ
は
生
じ
な
い
）〈
何い
づ
れ
の
世
、
何い
づ
れ
の
人
か
、
是
の
法
を

貴
び
ず
あ
ら
む
〉
と
說
か
れ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
仏
の
敎
な
る
も

の
を
指
し
て
〈
萬よ
ろ
づの
国
の
極
き
は
め

宗の
む
ね〉
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
貴
ぶ
よ
り
他

な
き
〈
法
〉
で
あ
る
、
と
の
判
断
を
宣
べ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
浮
び

上
る
。

　

仏
の
敎
の
實
体
に
し
て
根
據
で
あ
る
〈
法
〉
と
対
を
な
す
形
で
、

か
う
し
て
神
の
〈
衟
〉
が
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
の
な
ら
ば
、
即
ち
こ
の

時
期
に
于
い
て
正
し
く
一
つ
の
信
仰
体
系
と
し
て
の
仏
法
の
理
解
に

刺
激
さ
れ
、そ
れ
に
模
す
る
心
理
に
発
し
て
、祖
先
神
と
し
て
の
神
々

の
遺
訓
の
体
系
が
「
神
衟
」
と
認
識
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
つ
ま
り
こ
の
神
々
の
敎
が
一
箇
の
体
系
た
り
得
る
根
據

が
惟
神
の
〈
衟
〉
で
あ
る
、
と
の
認
識
は
十
分
に
古
い
。
言
ひ
換
へ

れ
ば
「
神
衟
」
と
い
ふ
命
名
が
行
な
は
れ
た
時
が
、
即
ち
こ
の
信
敎

体
系
の
根
據
が
成
立
し
た
時
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
。（

二
）　

世
界
宗
敎
と
「
言
葉
」

　
「
名
」
と
共
に
「
体
」
が
現
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の

信
敎
体
系
が
仏
の
法
と
拮
抗
し
並
立
し
得
る
ほ
ど
の
敎
義=

神
學

を
形
成
す
る
ま
で
に
は
な
ほ
長
い
熟
成
の
歳
月
を
経
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　

こ
れ
も
週
知
の
史
實
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、『
倭
姫
命
世
記
』

を
は
じ
め
と
す
る
神
衟
五
部
書
の
如
き
、
と
も
か
く
も
神
衟
神
學
と
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稱
す
る
に
足
る
敎
義
學
的
文
献
の
成
立
は
漸
く
鎌
倉
時
代
後
期
に
入

つ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
古
代
に
于
け
る
諸
神
の
祭
祀
の
様
式
を

断
片
的
に
留
め
て
ゐ
る
各
種
宣
命
、『
令
義
解
』
神
祇
官
部
、『
延
喜

式
』
の
内
十
巻
に
亙
る
「
神
祇
」、
或
い
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
等
の

古
文
献
は
い
づ
れ
も
事
實
的
「
史
料
」
か
行
事
の
「
記
録
」
で
あ
る

に
と
ど
ま
つ
て
を
り
、
そ
れ
等
は
全
て
敎
訓
、
主
張
、
判
断
に
類
す

る
言
說
と
い
ふ
も
の
を
欠
い
て
ゐ
る
。

　

思
へ
ば
か
な
り
不
思
議
な
話
だ
が
、
何
故
然
う
な
の
か
を
問
ふ
事

は
姑
く
措
い
て
事
實
に
の
み
着
目
し
て
み
る
な
ら
ば
、
我
等
の
民
族

宗
敎
と
し
て
の
神
衟
は
、
そ
の
現
像
化
の
当
初
か
ら
凡
そ
「
言
葉
」

に
よ
る
表
現
を
志
向
し
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
先
づ
「
神
衟
・
仏
法
」

と
並
稱
さ
れ
た
そ
の
仏
敎
と
比
べ
て
み
て
も
直
ち
に
眼
に
つ
く
差
異

で
あ
る
。

　

圣
徳
太
子
に
よ
つ
て
我
が
国
で
最
初
に
講
ぜ
ら
れ
た
、
即
ち
衆
生

の
耳
に
送
り
こ
ま
れ
た
『
法
華
経
』
に
せ
よ
『
勝
鬘
経
』
に
せ
よ
、

本
文
各
節
は
皆
〈
如
是
我
聞
〉
で
始
ま
る
。
阿
難
な
り
勝
鬘
な
り
、

そ
の
他
の
仏
弟
子
逹
が
世
尊
の
語
る
言
葉
を
聞
き
と
め
、
書
き
と
め

た
も
の
が
経
で
あ
る
。
敎
の
根
據
で
あ
る
「
法
」
は
言
葉
を
以
て
語

ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
人
の
胸
に
逹
し
、
敎
と
な
つ
て
生
き
る
。
今

に
残
る
経
典
の
分
量
の
厖
大
な
る
を
見
た
だ
け
で
も
、
世
尊
は
實
に

多
辯
の
人
で
あ
つ
た
こ
と
、
弟
子
逹
も
亦
實
に
根
気
よ
く
世
尊
の
言

葉
を
聞
き
、
倦
き
る
こ
と
な
く
文
字
に
書
き
と
め
た
も
の
と
感
嘆
に

堪
へ
な
い
。「
法
」
と
は
何
か
、
と
問
ふ
時
、
先
づ
外
形
と
し
て
は

そ
れ
は
厖
大
な
量
の
「
言
葉
」
だ
、
と
答
へ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
、

仏
法
の
体
系
を
構
成
す
る
も
の
は
言
葉
・
言
葉
・
言
葉
で
あ
る
。

　

ユ
ダ
ヤ=

キ
リ
ス
ト
敎
に
于
い
て
、
こ
の
構
造
は
更
に
顕
著
な

特
徴
を
成
す
。
何
し
ろ
宇
宙
・
世
界
と
し
て
存
在
す
る
全
て
の
も
の

を
存
在
せ
し
め
た
の
は
創
造
主
の
「
言
葉
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
有

名
な
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
冒
頭
は
〈
太
初
に
言こ
と
ばあ
り
き
〉
で
あ

る
。
言
葉
は
主
と
共
に
あ
り
、
言
葉
が
主
で
あ
つ
た
、
と
い
ふ
。
こ

の
主
は
も
ち
ろ
ん
創
造
主
の
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
萬
物
を
作
つ

た
の
は
言
葉
だ
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　

仏
法
の
根
據
と
い
ふ
よ
り
仏
敎
徒
の
解
す
る
限
り
で
の
全
て
の
存

在
の
根
據
で
あ
る
「
法
」
を
說
き
明
か
す
者
と
し
て
の
仏
陀=

釈

迦
が
出
現
し
た
如
く
に
、
ユ
ダ
ヤ=

キ
リ
ス
ト
敎
徒
の
考
へ
た
限

り
で
の
存
在
の
根
本
で
あ
る
「
主
」
の
言
葉
を
人
間
逹
に
正
し
く
說

き
明
か
す
役
目
を
担
ふ
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
が
誕
生
す
る
。
イ
エ
ス

は
「
主
」
の
言
葉
の
代
言
人
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
語
録
（
福
音
書
）

を
見
れ
ば
、
そ
の
主
要
な
言
說
は
多
く
〈
イ
エ
ス
言
ひ
給
ふ
〉、
そ

し
て
時
に
強
く
〈
誠
に
我
汝
ら
に
告
ぐ
〉
と
說
き
起
さ
れ
る
。
仏
典

の
〈
爾
時
世
尊
、
告
（
仏
弟
子
各
人
の
名
）〉
と
い
ふ
定
型
と
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
敎
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
宗
敎
の
枠
を
越
え
て

文
字
通
り
の
世
界
宗
敎
と
し
て
地
球
上
に
宣
布
さ
れ
る
に
至
つ
た
、

そ
の
大
布
敎
運
動
の
最
初
の
き
つ
か
け
も
、
福
音
書
記
者
の
マ
ル
コ
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に
よ
れ
ば
〈
全
世
界
を
巡
り
て
凡
て
の
造
ら
れ
し
も
の
に
福
音
を
宣

伝
へ
よ
〉
と
の
イ
エ
ス
の
一
言
が
決
定
的
な
動
機
で
あ
る
。
そ
の
福

音
と
い
ふ
の
は
即
ち
造
物
主
の
言
葉
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
つ
ま
り

人
間
の
言
葉
を
以
て
主
の
言
葉
を
世
界
中
に
語
つ
て
歩
け
、
と
命
じ

た
わ
け
な
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
敎
文
化
の
持
つ
「
言
葉
」
の
意
味

の
重
大
さ
に
、
有
史
以
来
の
伝
統
と
し
て
の
寡
黙
の
文
化
に
生
き
る

我
等
神
衟
民
族
は
、
何
か
気
迫
だ
け
で
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
ふ
様
な
戦

闘
性
を
そ
こ
に
感
じ
取
つ
て
た
ぢ
ろ
ぐ
。

　

實
際
、
日
本
人
が
初
め
て
キ
リ
ス
ト
敎
文
化
の
持
つ
「
言
葉
」
の

強
さ
に
ふ
れ
て
驚
い
た
の
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ･

サ
ヴ
ィ
エ
ル
を
先
陣
と
し
、
そ
の
後
に
随
つ
て
続
々
と
こ
の
国

を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
會
の
神
父
・
修
衟
士
逹
の
言
說
に
よ
つ
て
の
こ

と
で
あ
る
が
、
彼
等
は
敎
會
か
ら
托
さ
れ
た
使
命
を
忠
實
に
奉
じ
て
、

實
に
多
く
を
、
且
つ
雄
辯
に
語
つ
た
。
彼
等
の
奉
ず
る
信
敎
体
系
の

根
據
は
即
ち「
主
」で
あ
る
が
、そ
の「
主
」の
有
す
る「
無
始
無
終
」「
不

可
視
の
實
体
」「
全
知
全
能
」「
絶
対
の
正
義
」
等
々
の
属
性
を
代
辯

す
る
者
と
し
て
、
宣
敎
師
逹
の
示
す
自
信
の
強
さ
は
、
そ
れ
ま
で
の

〈
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
〉、
穏
和
な
自
然
の
秩
序
の
中
で
常
に
他
者

と
の
調
和
を
当
為
と
し
て
生
き
て
来
た
日
本
民
族
が
初
め
て
触
れ
た

異
質
の
感
触
だ
つ
た
。

　

そ
の
異
質
さ
は
、
直
接
に
は
、
何
と
も
御
大
層
な
言
葉
を
使
ふ
奴

が
居
る
も
の
だ
、
と
の
対
人
的
な
驚
き
を
喚
び
起
し
た
ま
で
で
あ
ら

う
が
、
そ
の
表
面
の
下
に
生
じ
て
ゐ
た
の
は
正
し
く
異
文
化
間
接
触

と
摩
擦
の
発
生
と
い
ふ
重
大
な
世
界
史
的
現
象
だ
つ
た
。
そ
の
接
触

と
摩
擦
に
は
当
然
様
々
の
局
面
が
あ
つ
て
、
文
化
交
渉
史
の
賑
や
か

な
項
目
を
作
り
成
し
て
ゐ
る
わ
け
だ
が
、
当
面
本
稿
の
主
題
に
限
つ

て
こ
れ
を
言
ふ
な
ら
ば
、
言
葉
を
武
器
と
し
て
戦
ふ
文
化
と
言
葉
を

そ
の
様
な
覇
衟
の
用
に
は
供
さ
な
い
文
化
と
の
接
触
と
見
て
も
よ

い
。
實
は
こ
の
接
触
を
機
と
し
て
、
相
手
の
文
化
の
特
性
に
文
字
通

り
に
「
触
発
」
さ
れ
て
、
日
本
人
の
中
に
も
不
干
齋
ハ
ビ
ア
ン
の
如

き
見
事
な
論
争
家
が
出
現
し
、
そ
の
系
譜
の
中
に
新
井
白
石
の
如
き

hom
o･loquens

が
出
現
し
も
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
な
ほ
後
の
話

で
あ
る
。

（
三
）　

惟
神
之
衟
の
寡
黙
性
及
価
値
の
範
疇
に
つ
い
て

　

僧
が
「
法
」
を
說
く
事
が
そ
の
敎
団
の
「
用
」
で
あ
る
仏
敎
、「
主
」

の
言
葉
を
宣
べ
伝
へ
る
こ
と
を
宣
敎
師
の
使
命
と
す
る
キ
リ
ス
ト
敎

に
比
べ
る
と
、
神
衟
は
確
か
に
言
葉
を
以
て
敎
義
を
述
べ
る
と
い
ふ

志
向
を
本
来
有
し
て
ゐ
な
い
か
の
如
く
に
映
る
。
然
し
、
だ
か
ら
と

言
つ
て
神
衟
は
「
沈
黙
の
宗
敎
」
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
前
記
の

如
く
寡
黙
だ
と
い
ふ
ま
で
の
事
で
あ
る
。
神
の
衟
の
発
祥
の
段
階
に

于
い
て
既
に
、
衟
の
履
む
べ
き
様
を
說
い
て
ゐ
る
「
み
こ
と
の
り
」

と
い
ふ
重
要
な
言
葉
が
あ
る
。
第
一
、
日
本
の
国
土
と
国
民
の
創
始

は
『
古
事
記
』
及
び
『
書
紀
』
の
中
の
「
一あ
る

書ふ
み

」
に
よ
れ
ば
「
天
つ
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神
」
の
「
修
つ
く
り
を
さ
め
か
た
め
な
せ

理
国
成
」
の
「
詔
」
を
諾
冉
二
神
が
奉
じ
て
實
践
し

た
こ
と
に
よ
る
、
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
日
本
国
の
統
治
は
永
久
に
天

照
大
神
の
子
孫
の
系
統
に
委
任
す
る
、
と
の
詔
も
、
著
名
な
「
神

勅
」
の
明
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
、
同
じ
大
神
の
「
寶
鏡
同

床
共
殿
の
神
勅
」「
齋
庭
の
穗
の
神
勅
」「
思
金
神
に
下
さ
れ
し
皇
政

扶
翼
の
神
勅
」（
以
上
の
勅
の
題
号
は
森
淸
人
撰
『
み
こ
と
の
り
』
に
よ
る
）

は
、
神
祇
祭
祀
の
在
り
方
、
民
生
の
基
本
、
天
皇
統
治
の
政
治
形
態

と
い
ふ
国
家
基
本
問
題
に
つ
い
て
の
在
る
べ
き
様
を
指
示
し
た
も
の

で
、
民
族
宗
敎
の
神
衟
の
枠
内
で
は
、
ユ
ダ
ヤ=

キ
リ
ス
ト
敎
に

于
け
る
「
主
」
の
創
世
の
言
に
も
当
る
重
み
を
有
す
る
と
言
へ
よ
う
。

　

玆
に
少
し
く
注
意
を
惹
く
事
は
、
天
照
大
神
は
「
寶
祚
之
隆　

天

壌
無
窮
」
の
神
勅
を
皇
孫
に
宣
り
給
う
た
際
、「
一
書
」
の
本
文
に

よ
れ
ば
、
八
坂
瓊
曲
玉
、
八
咫
鏡
、
天
叢
雲
剣
（
日
本
武
尊
の
逸
事
以

後
草
薙
剣
）
な
る
三
種
の
寶
物
を
確
か
に
皇
孫
に
賜
つ
て
ゐ
る
の
だ

が
、
こ
の
神
器
に
つ
い
て
は
神
勅
の
中
に
何
の
言
及
も
な
く
、
又
第

二
の
「
一
書
」
な
る
「
寶
鏡
同
床
共
殿
の
神
勅
」
で
も
、
今
度
は
曲

玉
と
神
剣
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
て
ゐ
な
い
、
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

　

惟
ふ
に
、―

日
本
民
族
よ
、
神
々
の
衟
を
神
々
の
後
に
随
つ
て

歩
め
、
そ
れ
に
よ
つ
て
民
族
の
永
遠
の
繁
栄
は
保
証
さ
れ
よ
う
、
と

の
お
諭
し
を
遺
さ
れ
た
皇
祖
の
神
々
は
、
他
の
多
く
の
、
と
い
ふ
よ

り
一
般
の
宗
敎
体
系
の
創
始
者
と
同
じ
く
、
こ
の
世
界
の
構
造
を
解

読
し
、
以
て
こ
の
世
界
に
対
す
る
人
間
の
対
応
の
在
り
方
を
構
想
し

敎
示
す
る
だ
け
の
「
象
徴
の
体
系
」
を
把
握
し
、
そ
れ
を
脳
裡
に
収

め
て
は
ゐ
た
。
但
、
そ
の
象
徴
の
体
系
を
言
葉
を
以
て
表
現
し
說
明

す
る
必
要
を
感
じ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
然
る
が
故
に
、
爾
後
一
国
の

統
治
者
た
る
の
衟
を
踏
み
出
さ
う
と
し
て
ゐ
る
皇
孫
に
対
し
、
象
徴

そ
の
も
の
で
あ
る
寶
器
を
授
與
し
、
鏡
の
扱
ひ
方
に
対
す
る
形
の
上

の
注
意
だ
け
は
與
へ
た
が
、
こ
れ
ら
神
器
の
有
す
る
象
徴
性
の
解
読
、

及
び
實
践
の
場
に
于
け
る
そ
の
取
扱
ひ
方
に
つ
い
て
は
格
別
の
說
明

を
聞
か
せ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
た
め
、
三
種
の
神
器
と
は
、
併
せ
て
皇
位
の
御
し
る
し
で
あ

る
こ
と
確
か
で
あ
る
が
、
三
種
夫
々
の
象
徴
す
る
価
値
が
い
つ
た
い

そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
々
で
あ
る
か
、
後
世
の
學
者
逹
が
種
々
の
解

釈
を
施
し
て
世
に
問
ふ
と
い
つ
た
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
つ
た
わ

け
だ
が
、
そ
れ
は
別
段
難
し
い
も
の
で
も
な
い
。
學
者
と
言
は
ず
、

一
般
の
民
衆
の
誰
に
も
十
分
可
能
な
思
辨
の
課
題
で
あ
ら
う
。
と
い

ふ
よ
り
も
誰
の
眼
を
以
て
し
て
も
大
し
て
見
紛
ひ
様
の
な
い
、
単
純

明
快
な
象
徴
性
で
あ
る
が
故
に
、
皇
祖
の
神
々
は
言
葉
に
よ
る
說
明

を
添
へ
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
象
徴
そ
の
ま
ま
の
形
で
こ
れ
を
皇
孫
に

お
授
け
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
學
者
逹
の
論
辯
に
つ
い
て
は
多
田

義
俊
『
三
種
神
器
辨
書
』
を
は
じ
め
と
し
、
凡
そ
「
三
種
神
寶
」
を

題
号
に
取
入
れ
た
著
書
が
十
種
近
く
あ
る
事
を
宮
地
直
一
・
佐
伯
有

義
監
修
『
神
衟
辭
典
』
が
敎
へ
て
ゐ
る
が
、
今
筆
者
は
そ
こ
に
挙
げ

ら
れ
た
書
の
何
れ
を
も
参
照
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
象
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徴
の
解
読
と
い
ふ
こ
と
で
あ
れ
ば
北
畠
親
房
『
神
皇
正
統
記
』
の
次

の
一
節
を
引
く
だ
け
で
必
要
に
し
て
十
分
の
解
は
得
ら
れ
る
だ
ら
う
。

　
　

･〈
鏡
は
一
物
を
た
く
は
へ
ず
。
私
の
心
な
く
し
て
萬
象
を
て
ら

す
に
是
非
善
悪
の
す
が
た
あ
ら
は
れ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
そ

の
す
が
た
に
し
た
が
ひ
て
感
応
す
る
を
徳
と
す
。
こ
れ
正
直
の

本
源
な
り
。
玉
は
柔
和
善
順
を
徳
と
す
。
慈
悲
の
本
源
也
。
剣

は
剛
利
決
断
を
徳
と
す
。
智
恵
の
本
源
也
。
此
三
徳
を
翕
あ
は
せ

受
ず

し
て
は
、
天
下
の
を
さ
ま
ら
ん
こ
と
ま
こ
と
に
か
た
か
る
べ
し
。

神
勅
あ
き
ら
か
に
し
て
、
詞
つ
づ
ま
や
か
に
む
ね
ひ
ろ
し
。
あ

ま
さ
へ
神
器
に
あ
ら
は
れ
給
へ
り
。
い
と
か
た
じ
け
な
き
事
を

や
〉

　

解
と
し
て
は
こ
れ
で
十
分
な
の
だ
が
、
筆
者
と
し
て
は
こ
の
三
種

の
象
徴
へ
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
一
言
付
加
へ
て
お
き
た
い
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
神
器
が
象
徴
す
る
三
種
の
徳
と
は
、
単
に
萬

世
一
系
の
皇
統
と
い
ふ
脈
絡
の
中
で
の
代
々
の
皇
位
の
徴
証
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、凡
そ
日
本
民
族
に
と
つ
て
の
「
価
値
の
最
髙
の
範
疇
」

を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　

明
治
二
十
四
年
に
政
敎
社
の
同
人
に
し
て
江
湖
新
聞
の
主
筆
で
あ

つ
た
国
粋
主
義
の
代
表
的
言
論
人
三
宅
雪
嶺
が
『
眞
善
美
日
本
人
』

を
著
し
て
ゐ
る
。
雪
嶺
は
確
か
に
国
粋
主
義
者
で
あ
る
が
、
同
時
に

国
際
社
會
と
の
調
和
を
念
頭
に
置
き
「
世
界
文
明
」
と
い
つ
た
髙
い

次
元
に
向
け
て
の
文
化
的
寄
與
を
目
指
し
た
、
規
模
の
大
き
な
思
想

家
で
も
あ
つ
た
。
そ
の
彼
の
国
際
性
乃
至
世
界
性
が
「
眞
・
善
・
美
」

と
い
ふ
価
値
観
の
尺
度
の
取
り
方
に
明
瞭
に
表
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て

そ
の
点
を
、
筆
者
な
ど
は
、
所
詮
は
彼
も
文
明
開
化
時
代
特
有
の
、

西
欧
中
心
の
世
界
観
の
束
縛
か
ら
免
れ
て
ゐ
な
い
、
敢
へ
て
言
へ
ば

欧
化
主
義
者
の
徒
輩
の
一
人
で
あ
つ
た
か
、
と
の
物
足
り
な
さ
を
覚

え
て
ゐ
る
者
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、「
眞
・
善
・
美
」
の
価
値
の

尺
度
を
宛
て
が
つ
て
日
本
人
を
測
つ
た
り
、
督
勵
し
た
り
と
い
ふ
発

想
が
即
ち
既
に
西
欧
精
神
史
の
流
れ
の
中
に
日
本
人
の
位
置
を
定
め
、

彼
の
奉
ず
る
価
値
基
準
に
我
か
ら
追
随
し
よ
う
と
の
屈
従
の
姿
勢
を

示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
事
に
関
聯
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
の
経
済
學
者
に
し
て

哲
學
者
ク
ル
ト
・
ジ
ン
ガ
ー
（
A.D
一
八
八
六―

一
九
六
二
）
が
昭
和
六

年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
の
日
本
滞
在
の
体
験
に
基
い
て
著
し
た
日

本
文
化
史
論
『
鏡
・
剣
・
玉
』（
現
行
邦
譯
名
は
『
三
種
の
神
器
』）
は

感
嘆
す
べ
き
烱
眼
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
の
書
は
日
本
人
の
學
問
・
芸

術
の
歴
史
の
み
な
ら
ず
法
体
制
、
社
會
習
俗
、
日
常
の
生
活
風
景
、

宗
敎
生
活
、
世
界
観
と
い
つ
た
広
汎
な
文
化
現
象
に
つ
い
て
の
卓
抜

な
考
察
集
な
の
だ
が
、
書
中
の
本
文
で
は
題
名
に
反
し
て
三
種
の
神

器
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
か
い
な
で
に
唯
一
箇
所
の
言
乁
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
以
外
で
は
一
切
ふ
れ
て
ゐ
な
い
。
眼
目
は
著

者
の
自
序
の
結
び
の
一
節
に
あ
る
。
曰
く
、

　
　

･〈
鏡
、
剣
、
勾
玉
は
、
日
本
の
朝
廷
で
、
正
統
の
皇
位
の
し
る
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し
と
し
て
歴
代
天
皇
に
伝
へ
ら
れ
て
き
た
。
十
五（
マ
マ
）世
紀
の
著
作

者
逹
は
、
こ
れ
ら
を
国
民
が
身
に
つ
け
る
べ
き
徳
目
の
象
徴
と

解
釈
し
た
。
鏡
は
、
よ
く
も
悪
し
く
も
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿

を
映
す
の
で
、公
平
と
正
義
の
真
の
源
泉
に
な
る
。
剣
は
、堅
く
、

銳
く
、
す
ば
や
く
決
着
を
つ
け
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
英
知
の
真

の
起
源
で
あ
る
。
勾
玉
は
、「
月
」
の
様
な
形
で
、
温
和
と
敬

虔
の
象
徴
に
な
る
。
日
本
人
の
精
神
を
研
究
す
る
に
当
つ
て
の

尺
度
を
、
こ
れ
以
上
簡
潔
に
述
べ
る
の
は
困
難
な
の
で
、
私
は
、

こ
の
三
つ
を
本
書
の
題
名
に
選
ん
だ
〉（
鯖
田
豊
之
氏
の
譯
に
よ

る
）

　

三
つ
の
象
徴
の
解
釈
に
『
神
皇
正
統
記
』
の
提
示
す
る
そ
れ
と
は

微
か
な
ぶ
れ
が
生
じ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
少
し
も
問
題
で
は
な
い
。

こ
の
様
に
解
読
者
の
有
す
る
精
神
的
文
化
的
背
景
に
よ
つ
て
幾
種
類

か
の
解
を
許
容
す
る
の
が
、
象
徴
の
象
徴
た
る
所
以
で
あ
り
、
こ
の

柔
軟
性
自
体
が
又
、
正
に
勾
玉
の
示
す
如
き
日
本
人
の
精
神
の
一
特

質
だ
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
ジ
ン
ガ
ー
が
勾
玉
を
指
し
て
「
月
」
の

様
な
、
と
言
ふ
の
は
た
ぶ
ん
三
日
月
の
映
像
を
脳
裡
に
置
い
て
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
。
単
数
の
玉
な
ら
ば
、
人
が
軽
く
腰
を
か
が
め
た
様
な
、

そ
の
形
の
や
さ
し
さ
は
温
和
と
敬
虔
の
象
徴
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ら

う
し
、
又
一
方
『
記
』『
紀
』
の
う
け
ひ
の
場
で
の
叙
述
で
、
天
照

大
神
が
身
に
つ
け
て
を
ら
れ
た
五い

百ほ

箇つ

の
御み
す

統ま
る

の
珠
を
、〈
瓊ぬ
な
と音
も

も
ゆ
ら
に
、
天
の
眞
名
井
に
振
り
滌す
す

ぎ
て
〉、
と
い
ふ
の
は
連
な
つ

た
多
数
の
珠
が
互
ひ
に
触
れ
合
つ
て
美
し
い
響
を
発
す
る
様
を
述
べ

て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
複
数
で
考
へ
た
珠
は
多
数
者
の
協
同
と
調
和
の

比
喩
で
も
あ
り
得
る
。

　

い
づ
れ
に
せ
よ
、
ジ
ン
ガ
ー
が
日
本
人
の
精
神
を
研
究
す
る
際
の

価
値
測
定
の
尺
度
と
し
て
西
欧
的
価
値
の
範
疇
た
る
「
眞
・
善
・
美
」

で
は
な
く
て
、「
鏡
・
剣
・
玉
」
を
以
て
し
た
こ
と
は
他
民
族
の
文

化
の
研
究
姿
勢
と
し
て
極
め
て
す
ぐ
れ
た
着
眼
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
、
日
本
の
學
界
は
十
分
に
評
価
し
、
稱
揚
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
簡

単
に
言
つ
て
し
ま
へ
ば
、
神
衟
の
文
化
現
象
を
測
る
尺
度
と
し
て
キ

リ
ス
ト
敎
的
一
神
敎
文
化
圏
の
尺
度
を
以
て
測
ら
う
と
い
ふ
の
は
、

予
想
さ
れ
る
測
定
誤
差
の
発
生
以
前
に
、
方
法
と
し
て
基
本
的
に
誤

つ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
事
を
、
ユ
ダ
ヤ
的
賢
人
と
も
い
ふ
べ
き
ジ
ン

ガ
ー
は
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

（
四
）　

寡
黙
の
実
態
及
「
畏
敬
の
心
」

　

扨
、
こ
こ
で
漸
く
本
稿
の
本
論
に
說
き
進
む
こ
と
が
で
き
る
様
で

あ
る
。

　

日
本
人
の
民
族
宗
敎
と
し
て
二
千
年
余
の
揺
る
ぎ
な
き
衟
統
を

保
有
す
る
神
の
衟
は
、
そ
の
抑
�
の
発
祥
の
時
か
ら
極
め
て
簡
潔

に
し
て
均
衡
の
と
れ
た
価
値
の
範
疇
（
三
種
の
神
寶
）
を
中
核
と
す

る
象
徴
の
体
系
を
形
成
し
て
ゐ
た
。
こ
の
見
事
な
象
徴
体
系
を
神
話

と
い
ふ
共
同
表
象
と
し
て
共
有
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
敎
說
に
も
敎
義
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に
も
生
成
し
展
開
し
よ
う
と
し
な
い
日
本
人
の
言
語
に
対
す
る
関
係

は
、
主=

ロ
ゴ
ス
こ
そ
が
自
分
た
ち
の
信
念
体
系
の
根
據
で
あ
る

と
心
得
て
ゐ
る
キ
リ
ス
ト
敎
文
化
圏
の
民
か
ら
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く

不
可
解
な
こ
と
で
あ
つ
た
ら
う
。
彼
等
に
は
そ
れ
が
或
い
は
日
本
人

がhom
o･sapiens

と
し
て
未
発
逹
な
る
が
故
で
あ
る
、
と
映
つ
た

こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

我
々
日
本
人
自
身
に
し
て
も
、
我
が
民
族
の
祖
先
の
神
々
は
、
あ

の
様
に
見
事
な
古
代
歌
謡
の
詞
藻
を
駆
使
す
る
だ
け
の
力
を
持
ち
な

が
ら
、
世
界
を
解
読
す
る
た
め
の
象
徴
体
系
と
し
て
の
言
語
に
対
し

て
何
故
こ
れ
程
に
控
へ
め
な
態
度
を
取
つ
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
か
、
と

時
折
不
審
に
思
ふ
こ
と
が
あ
る
。
言
語
能
力
そ
の
も
の
が
乏
し
か
つ

た
か
ら
だ
、
と
は
と
て
も
思
へ
な
い
。
あ
の
豊
か
な
口
誦
伝
承
歌

謡
を
含
ん
だ
『
記
』『
紀
』
の
物
語
世
界
の
充
實
に
ふ
れ
て
み
れ
ば
、

神
の
衟
を
言
葉
を
用
ゐ
て
說
き
明
か
す
試
み
を
し
て
ゐ
な
い
、
そ
の

点
で
の
古
代
人
の
不
作
為
は
や
は
り
差
当
つ
て
は
一
種
の
謎
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
改
め
て
言
ふ
ま
で
も
な
い
週
知
の
話
で
あ
る

が
、
こ
の
謎
を
、
い
や
そ
れ
は
謎
と
い
ふ
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な

い
、
か
う
い
ふ
わ
け
な
の
だ
、
と
至
つ
て
明
快
に
說
き
明
か
し
て
く

れ
た
の
が
、『
直
毘
霊
』『
玉
く
し
げ
』
に
于
け
る
本
居
宣
長
で
あ
る
。

　

宣
長
は
『
直
毘
霊
』
の
冒
頭
に
近
い
部
分
で
、
本
稿
で
も
既
に

引
い
た
孝
徳
天
皇
大
化
三
年
の
惟
神
の
衟
に
言
及
さ
れ
た
詔
書

を
取
り
上
げ
て
、〈
書
紀
の
難な
に

波は
の

長な
が

柄ら
の

朝み
か

廷ど
の

御み

巻ま
き

に
、
惟か
む

神な
が
ら

者と
は

、

謂い
ふ
か
み
の
み
ち
に
し
た
が
ひ
た
ま
ひ
て
ま
た
お
の
づ
か
ら
か
み
の
み
ち
あ
る
を

随
神
衟
亦
自
有
神
衟
也
と
あ
る
を
、
よ
く
思
ふ
べ
し
。

神
衟
に
随
ふ
と
は
、
天
下
治
め
賜
ふ
御
し
わ
ざ
は
、
た
ゞ
神
代
よ
り

有
こ
し
ま
に
〳
〵
物
し
賜
ひ
て
、
い
さ
さ
か
も
さ
か
し
ら
を
加
へ
給

ふ
こ
と
な
き
を
い
ふ
。
さ
て
し
か
神
代
の
ま
に
〳
〵
、
大
ら
か
に
所し
ろ

知し

看め

せ
ば
、
お
の
づ
か
ら
神
の
衟
は
た
ら
ひ
て
、
他
に
も
と
む
べ
き

こ
と
な
き
を
、
自
お
の
づ
か
ら
か
み
の
み
ち
あ
り

有
神
衟
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
…
…
古
の
大
御

世
に
は
、
衟
と
い
ふ
言こ
と

挙あ
げ

も
さ
ら
に
な
か
り
き
。
故か
れ
ふ
る
こ
と

古
語
に
、
あ
し

は
ら
の
水
穗
の
国
は
、
神
な
が
ら
言こ
と

挙あ
げ

せ
ぬ
国
と
い
へ
り
。
／
其
は

た
だ
物
に
ゆ
く
衟
こ
そ
有
け
れ
〉
と
衟
破
し
て
ゐ
る
。（
こ
こ
で
筆
者

は
は
た
と
気
が
つ
く
。
は
て
〈
衟
破
〉
と
は
敢
然
と
言
ひ
切
る
こ
と
だ
。
我

が
国
の
上
古
に
「
衟
」
と
い
ふ
言
挙
げ
は
な
い
と
い
ふ
、
そ
の
衟
が
「
言
ふ
」

と
い
ふ
意
味
を
有
し
て
ゐ
る
と
は
此
如
何
に
、
と
。
諸
橋
博
士
の
大
漢
和
辭

典
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
〈
衟
犹
レ

言
也
〉〈
衟
、
言
說
也
〉
と
い
つ
た
釈
が
あ

る
。
な
る
ほ
ど
、「
衟
」
と
は
「
言
說
」
で
あ
る
と
す
る
国
と
、
衟
と
は
た
ゞ

物
に
ゆ
く
路
で
あ
る
、
語こ
と
ばを
以
て
言
ふ
こ
と
で
は
な
い
、
と
考
へ
た
我
が
上

代
人
と
の
違
ひ
が
こ
こ
に
も
鮮
明
に
表
れ
て
ゐ
る
。）

　

こ
の
様
に
し
て
宣
長
は
、
言
は
ば
神
衟
の
「
寡
黙
」
に
対
す
る
理

解
を
示
し
且
つ
擁
護
す
る
わ
け
な
の
だ
が
、
次
の
一
節
も
趣
旨
は
同

じ
で
あ
る
。（
引
用
は
岩
波
文
庫
本
『
直
毘
霊
』
と
『
古
事
記
伝
㈠
』
を
照

合
し
て
の
上
で
あ
る
が
、
な
ほ
引
用
者
に
よ
る
「
校
訂
」
を
含
ん
で
ゐ
る
。）

　
　

･〈
…
…
故
か
れ
す

皇め
ら
み

国く
に

の
古
い
に
し
へは
、
さ
る
言こ
ち
た痛
き
敎
も
何
も
な
か
り
し
か

ど
、
下
が
下
ま
で
み
だ
る
る
こ
と
な
く
、
天あ
め
の
し
た下は
穏お
だ
ひに
治
ま
り
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て
、
天あ
ま

津つ

日ひ

嗣つ
ぎ

い
や
遠
長
に
伝
は
り
来き

坐ま
せ

り
。
さ
れ
ば
か
の

異あ
だ
し

国く
に

の
名
に
な
ら
ひ
て
い
は
ゞ
、
是
ぞ
上
も
な
き
優
れ
た
る

大
き
衟
に
し
て
、
實
は
衟
あ
る
が
故
に
衟
て
ふ
言こ
と

な
く
、
衟
て

ふ
言こ
と

な
け
れ
ど
、
衟
あ
り
し
な
り
け
り
。
そ
を
こ
と
こ
と
し
く

い
ひ
あ
ぐ
る
と
、
然
ら
ぬ
と
の
け
ぢ
め
を
思
へ
。
言こ
と

挙あ
げ

せ
ず
と

は
、
あ
だ
し
国
の
ご
と
、
こ
ち
た
く
言い
ひ

た
つ
る
こ
と
な
き
を
云い
ふ

な
り
。〉

　

こ
の
部
分
は
甚
だ
重
要
な
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
。〈
言
挙
げ
〉
と

い
ふ
概
念
に
つ
い
て
は
柿
本
人
蔴
呂
の
歌
集
に
出
て
ゐ
る
と
い
ふ
次

の
歌
を
通
じ
て
有
名
に
な
つ
た
こ
と
は
是
亦
多
く
の
人
の
知
る
所
で

あ
る
。

　
　

･〈
葦
原
の　

水
穗
の
国
は　

神
な
が
ら　

言
挙
せ
ぬ
国　

し
か

れ
ど
も　

言
挙
ぞ
わ
が
す
る　

言こ
と

幸さ
き

く　

ま
さ
き
く
ま
せ
と　

つ
つ
み
な
く　

さ
き
く
い
ま
さ
ば　

荒
磯
波　

あ
り
て
も
見
む

と　

百
重
波　

千
重
波
に
し
き　

言
挙
す
吾
は　

言
挙
す
吾
は

／
反
歌　

し
き
島
の
日
本
の
国
は
言
霊
の
さ
き
は
ふ
国
ぞ
ま
さ

き
く
あ
り
こ
そ
〉（
萬
葉
集　

三
二
五
三
・
五
四
）

　

人
蔴
呂
は
さ
す
が
に
誇
髙
き
宮
廷
歌
人
と
し
て
、
言
葉
の
持
つ
力

に
つ
い
て
の
明
瞭
な
意
識
を
有
し
て
ゐ
た
。
又
そ
の
言
葉
を
駆
使
す

る
こ
と
を
職
業
と
す
る
者
と
し
て
の
自
負
も
有
し
た
こ
と
だ
ら
う
。

そ
れ
は
又
我
が
国
が
神
代
の
昔
か
ら
〈
言
挙
せ
ぬ
国
〉
で
あ
つ
た
、

と
の
認
識
が
先
づ
あ
り
、
そ
の
伝
統
に
十
分
に
敬
意
を
払
ひ
な
が
ら
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
吾
は
言
挙
す
る
も
の
な
り
、
と
の
覚
悟
を
昂
然
と

謳
ひ
上
げ
た
の
が
こ
の
一
首
で
あ
る
。

　

人
蔴
呂
は
こ
の
自
覚
に
逹
し
た
が
故
に
、
確
か
に
見
事
な
「
言
挙

げ
」
を
し
た
。
例
へ
ば
〈
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の
雷
の
上
に

い
ほ
ら
せ
る
か
も
〉（
萬
葉
集　

二
三
五
）
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
蔴
呂
が
持
統
天
皇
の
飛
鳥
の
雷
丘
へ
の
御
游
に
供
俸
し
た

際
に
側
近
の
一
人
と
し
て
儀
礼
的
即
興
的
に
詠
ん
だ
偶
作
に
す
ぎ
ず
、

天
皇
の
神
格
に
つ
い
て
の
思
慮
を
め
ぐ
ら
し
た
上
で
そ
の
判
断
を
述

べ
た
と
い
ふ
如
き
深
い
作
意
の
あ
る
歌
で
は
な
い
の
だ
が
、
結
果
と

し
て
当
時
の
廷
臣
の
天
皇
崇
敬
の
心
情
を
見
事
に
表
現
し
、
後
世
に

伝
へ
る
重
要
な
作
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
我
が
国
人
の
天

皇
に
つ
い
て
の
心
情
の
あ
り
方
を
言
挙
げ
し
た
第
一
級
の
も
の
と
評

価
し
て
よ
い
だ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
、
宣
長
の
い
ふ
「
衟
」
と
い
ふ

こ
と
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
れ
が
天
皇
に
仕
へ
る
臣
の
衟
の
態
度
を

表
明
し
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
言
及
が
間
接
的
な
も

の
で
あ
る
の
は
否
み
様
も
な
い
。
宣
長
が
〈
古
は
衟
と
い
ふ
言
挙
な

か
り
し
故
に
、
古
書
ど
も
に
、
つ
ゆ
ば
か
り
も
衟み
ち

々み
ち

し
き
意
も
語
も

見
え
ず
〉
と
判
定
を
下
し
て
ゐ
る
、
そ
の
範
囲
内
に
収
ま
つ
て
ゐ
て
、

直
接
に
「
衟
」
に
つ
い
て
の
言
挙
げ
に
は
な
つ
て
ゐ
な
い
。

　

と
い
ふ
こ
と
は
、
實
は
、
宣
長
の
表
現
を
借
り
て
言
へ
ば
、〈
こ

と
ご
と
し
く
い
ひ
あ
ぐ
る
と
、
然
ら
ぬ
と
の
け
ぢ
め
〉
を
自
づ
か
ら

に
心
得
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
来
る
の
で
、
上
古
に
は
衟
が
行
は
れ
て
ゐ
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た
が
故
に
、
特
に
言
葉
に
出
し
て
衟
を
言
ふ
必
要
が
な
く
、
人
が
衟

の
名
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
衟
は
現
に
存
し
履
み
行
は

れ
て
ゐ
た
、
と
い
ふ
事
態
の
あ
り
の
ま
ま
の
反
映
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
判
断
を
肯
定
す
る
場
合
、
そ
れ
で
は
そ
の
裏
を
考
へ
て
、
人

が
衟
に
つ
い
て
盛
ん
に
言
挙
げ
を
す
る
と
い
ふ
状
況
は
即
ち
衟
が
見

失
は
れ
て
、
人
々
が
そ
れ
を
履
み
行
ふ
術
を
持
た
ぬ
と
い
ふ
事
態
を

示
す
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
果
し
て
さ
う
で
あ
ら
う
か
。

宣
長
を
し
て
言
は
し
む
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
、
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
彼
は
『
玉
く
し
げ
』
の
冒
頭
で
次
の
如
く
に
云
ふ
。

　
　

･〈
ま
こ
と
の
衟
は
、
天
地
の
間
に
わ
た
り
て
、
何
れ
の
国
ま
で
も
、

同
じ
く
た
だ
一
す
ぢ
な
り
。
然
る
に
此
衟
、
ひ
と
り
皇
す
め
ら
み
く
に
国
に
の

み
正
し
く
伝
は
り
て
、
外と
つ

国く
に

に
は
み
な
、
上
か
み
つ

古い
に
し
へよ
り
既
に
そ

の
伝
来
を
失
へ
り
。
そ
れ
故
に
異
あ
だ
し

国く
に

に
は
、
又
別
に
さ
ま
ざ
ま

の
衟
を
說と
き

て
、
お
の
お
の
其
衟
を
正ま
さ

衟み
ち

の
や
う
に
申
せ
ど
も
、

異
国
の
衟
は
、
皆
末
々
の
枝
衟
に
し
て
、
本
の
ま
こ
と
の
正
衟

に
は
あ
ら
ず
、
た
と
ひ
こ
ゝ
か
し
こ
と
似
た
る
所
は
有
と
い
へ

ど
も
、
そ
の
末
々
の
枝
衟
の
意
を
ま
じ
へ
と
り
て
は
、
ま
こ
と

の
衟
に
か
な
ひ
が
た
し
。〉

　

宣
長
の
論
理
は
一
見
奇
說
の
様
に
映
る
の
だ
が
、
よ
く
考
へ
て

み
る
と
實
は
少
し
も
偏
で
も
僻
で
も
な
い
。
支
那
大
陸
で
あ
の
様

に
「
衟
」
や
「
徳
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
で
経
部
・
子
部
等
に

分
類
さ
れ
る
厖
大
な
圣
賢
逹
の
語
録
・
言
行
録
が
生
産
さ
れ
た
の
は
、

つ
ま
り
は
夙
に
衟
が
失
は
れ
て
ゐ
て
、
諸
子
が
い
く
ら
說
い
て
も
一

向
に
そ
れ
が
行
は
れ
な
か
つ
た
が
故
で
あ
ら
う
、
と
は
下
世
話
に
も

よ
く
用
ゐ
ら
れ
、
流
布
し
て
ゐ
る
論
理
で
あ
る
。「
大
衟
廃
れ
て
仁

義
あ
り
」
の
老
子
の
逆
說
は
古
往
今
来
、
人
口
に
膾
炙
す
る
所
だ
が
、

有
名
な
の
は
そ
れ
だ
け
事
の
真
相
を
穿
つ
て
ゐ
る
故
で
あ
ら
う
。

　

で
は
そ
の
「
衟
」
が
漢
土
で
は
口
々
に
說
か
れ
る
ば
か
り
で
實
践

の
次
元
で
は
失
は
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
と
見
る
、
そ
の
認
識
の
根
據

は
何
か
。
宣
長
は
こ
の
点
で
も
い
と
も
明
瞭
に
論
断
す
る
。〈
異
国

に
は
、
さ
ば
か
り
か
し
こ
げ
に
其
衟
々
を
說
て
、
お
の
〳
〵
我
ひ
と

り
尊
き
国
の
や
う
に
申
せ
ど
も
、
其
根
本
な
る
王
統
つ
ゞ
か
ず
、
し

ば
〳
〵
か
は
り
て
、
甚
だ
み
だ
り
な
る
を
以
て
、
萬
事
い
ふ
と
こ
ろ

み
な
虚
妄
に
し
て
、
實
な
ら
ざ
る
こ
と
を
お
し
は
か
る
べ
き
な
り
〉

（『
玉
く
し
げ
』）
と
。

　

こ
の
点
で
も
亦
、
こ
の
判
定
を
裏
返
し
て
み
る
と
、
本
朝
に
は
衟

の
議
論
が
な
い
ま
ま
に
衟
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
態
の
徴
表

は
、
皇
統
が
天
照
大
神
の
勅み
こ
と
の
り令の
ま
ま
に
連
綿
と
し
て
途
切
れ
も
歪

み
も
な
く
続
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。〈
此
勅
令
は

こ
れ
衟
の
根
元
大
本
な
り
〉（『
玉
く
し
げ
』）、世
の
中
の
全
て
の
衟
理
、

人
の
衟
は
神
代
の
ま
ま
に
（
即
ち
惟
神
の
衟
と
し
て
）
今
で
も
健
や
か

に
行
は
れ
て
ゐ
る―

。

　
『
玉
く
し
げ
』
か
ら
は
引
用
し
て
お
き
た
い
章
句
が
更
に
多
く
あ

る
の
だ
が
、
こ
れ
以
上
は
ま
あ
控
へ
て
お
か
う
。
宣
長
の
立
論
は
、
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事
態
の
経
過
說
明
と
し
て
は
洵
に
危
ふ
気
の
な
い
、
明
快
で
懇
切
な

も
の
で
あ
る
。
だ
が
我
々
と
し
て
は
そ
こ
を
も
う
一
目
盛
問
ひ
進
め

た
く
な
る
。
即
ち
我
が
国
で
は
衟
に
つ
い
て
の
言
挙
げ
が
声
髙
に
な

さ
れ
る
こ
と
な
き
ま
ま
に
、
惟
神
の
衟
が
言
は
ば
「
黙
々
と
」
履
み

行
は
れ
て
来
た
。
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
畢
竟
蒼
生
の
衆
庶

に
自
づ
か
ら
に
具
は
つ
て
ゐ
た
、
衟
に
対
す
る
畏
敬
の
心
で
あ
る
。

人
々
は
極
め
て
素
直
に
〈
天
皇
は
神
に
し
ま
せ
ば
…
…
〉
の
姿
勢
を

見
習
つ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
惟
神
の
衟
が
そ
れ
に
支
へ
ら
れ
て
遙
か
な

る
太
古
か
ら
現
時
ま
で
遠
く
連
る
象
徴
の
体
系
を
解
読
す
る
だ
け
の

銳
敏
な
感
性
を
有
し
て
ゐ
た
故
に
、
声
と
言
葉
に
よ
る
言
說
を
用
ゐ

な
く
て
も
、
こ
の
衟
の
方
向
を
見
定
め
、
そ
の
路
程
を
辿
る
こ
と
が

で
き
た
。
銳
敏
な
感
性
と
は
云
ふ
が
、
そ
れ
は
そ
の
基
盤
に
神
の
衟

の
圣
性
に
対
す
る
畏
敬
の
心
と
い
ふ
も
の
が
な
く
て
は
あ
り
得
な
い

感
受
機
能
で
あ
る
。
論
理
の
順
を
追
つ
て
言
へ
ば
、
神
衟
を
可
能
に

し
て
ゐ
る
の
は
、
つ
ま
る
所
日
本
民
族
の
上
古
か
ら
の
民
族
性
と
し

て
血
の
中
に
承
継
が
れ
て
来
た
、
こ
の
圣
な
る
も
の
に
向
け
て
の
畏

敬
の
心
で
は
な
か
つ
た
か
。

（
五
）　�

エ
リ
ア
ー
デ
を
借
り
て
、hom

o�religiosus

と

し
て
の
日
本
民
族

　

扨
、
以
上
に
記
し
た
所
を
、
こ
れ
は
神
衟
と
い
ふ
信
敎
体
系
の
構

造
を
自
分
な
り
に
分
析
し
理
解
し
て
み
よ
う
と
し
た
試
み
の
原
案
の

如
き
も
の
な
の
だ
が―

と
、
或
る
若
い
研
究
者
に
話
し
て
み
た
と

こ
ろ
、
彼
は
多
少
憐
む
如
き
蔑
む
如
き
表
情
で
、―

汝
の
考
へ
た

様
な
こ
と
は
夙
の
昔
に
先
人
が
考
へ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
、
之
を
見
よ
、

と
て
何
や
ら
筆
者
に
は
魔
法
の
様
に
思
へ
る
電
子
機
器
を
操
作
し

て
十
枚
足
ら
ず
の
プ
リ
ン
ト
を
取
出
し
て
手
渡
し
た
。
見
れ
ばA

･
Synopsis･of･Eliade's･T

he･Sacred･and･the･Profane

と
題
す
る

論
文
体
の
も
の
で
あ
る
。
何
だ
、
エ
リ
ア
ー
デ
か
、
と
つ
い
口
に
出

し
た
が
、
實
は
こ
の
髙
名
な
著
者
の
小
な
が
ら
代
表
的
著
作
と
な
る

『
圣
と
俗
』を
筆
者
は
ま
だ
読
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
。
と
も
か
く
も
先
づ
、

と
い
ふ
こ
と
で
そ
の
シ
ノ
プ
シ
ス
（
要
約
）
に
眼
を
通
し
て
み
る
と
、

忽
ち
に
し
て
、
な
る
ほ
ど
、
と
思
は
ざ
る
を
得
な
い
說
明
に
つ
き
当

る
。
曰
く
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
こ
の
著
作
を
理
解
す
る
た
め
の
三
つ
の

標
識
語
はthe･num

inous,･hierophany,･hom
o･religiosus

で
あ

る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
Ｒ
・
オ
ツ
ト
ー
が
名
著
『
圣
な
る
も
の
』（
一

九
一
七
）
に
よ
つ
て
企
て
た
、
人
間
の
宗
敎
的
体
験
の
本
質
に
つ
い

て
の
解
明
の
試
み
に
共
鳴
し
、
且
つ
そ
の
「
圣
な
る
も
の
」
の
全
体

像
を
別
途
か
ら
把
握
す
る
た
め
に
「
俗
な
る
も
の
」
と
の
対
比
と
い

ふ
方
法
を
以
て
し
た
。
そ
し
て
彼
な
り
の
そ
の
構
想
の
中
で
の
「
圣

な
る
も
の
」
を
人
間
が
体
験
す
る
際
の
構
造
を
分
析
す
る
手
が
か
り

と
し
て
上
記
の
三
つ
の
範
疇
を
提
起
し
た
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　

筆
者
が
、
神
衟
と
い
ふ
信
敎
体
系
の
成
立
を
可
能
に
す
る
の

は
、
日
本
民
族
の
眼
に
見
え
ぬ
神
へ
の
畏
敬
の
心
で
あ
る
と
い
ふ
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時
、
念
裡
に
あ
つ
た
の
は
要
す
る
に
我
が
民
族
は
本
質
的
にhom

o･
religiosus

な
の
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
說
で
あ
つ
た
。
し
か
も

エ
リ
ア
ー
デ
はGod,･gods,･N

irvana

等
の
特
定
宗
敎
の
實
在
観

の
名
を
以
て
で
は
な
くthe･num

inous,･the･Sacred

とhom
o･

religiosus

と
の
間
の
一
般
的
関
係
と
し
て
の
人
間
の
宗
敎
的0

体
験

の
構
造
に
迫
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
彼
の
方
法
は
神
衟
研

究
の
方
便
の
一
と
し
て
有
効
な
の
で
は
な
い
か
、
と
の
予
想
が
先
づ

浮
上
す
る
の
も
自
然
で
あ
ら
う
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
試
み
に
対
し
筆
者
の
覚
え
る
大
い
な
る
躊
躇
に
つ

い
て
は
正
直
に
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
こ
の
試
み
は

所
詮
誰
か
或
る
先
人
の
成
し
た
事
の
二
番
煎
じ
と
い
ふ
結
果
に
終
る

の
だ
ら
う
こ
と
が
一
つ
（
筆
者
は
専
門
學
科
と
し
て
の
宗
敎
學
に
対
し
て

は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
り
、
そ
の
學
界
内
部
の
既
出
研
究
實
績
に
も
全
く
不

案
内
で
あ
る
。
何
し
ろ
エ
リ
ア
ー
デ
の
原
者
の
刊
行
が
一
九
五
七
年
、
そ
の

ド
イ
ツ
語
版
に
よ
る
邦
譯
の
刊
行
が
一
九
六
九
年
、
以
来
三
十
七
年
の
間
に

こ
の
邦
譯
版
は
24
刷
が
出
て
ゐ
る
。
如
何
に
多
く
の
研
究
者
が
本
書
を
読
み
、

そ
の
敎
示
を
受
け
て
論
文
を
著
し
て
ゐ
る
か
は
想
像
に
余
る
。
そ
し
て
筆
者

は
そ
の
う
ち
の
一
篇
を
も
眼
に
し
て
ゐ
な
い
。
邦
譯
書
自
体
も
上
記
の
シ
ノ

プ
シ
ス
に
敎
へ
ら
れ
て
初
め
て
手
に
し
た
ば
か
り
で
あ
る
）。

　

次
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
と
い
ふ
ル
ー
マ
ニ
ア
生
れ
の
カ
ト
リ
ツ
ク
敎

徒
の
比
較
宗
敎
學
者
の
方
法
を
借
り
て
日
本
神
衟
の
構
造
を
分
析
し

て
み
よ
う
と
い
ふ
の
は
、
あ
り
ふ
れ
た
比
喩
で
あ
る
が
、
や
は
り
イ

ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
語
の
文
法
を
适
用
し
て
日
本
語
文
法
の
法
則
を
編

み
上
げ
よ
う
と
す
る
如
き
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の
反
省
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
類
の
方
法
借
用
は
筆
者
の
平
生
最
も
忌
む
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
は
ず
だ
つ
た
。

　

こ
の
種
の
こ
と
に
つ
い
て
、
實
は
エ
リ
ア
ー
デ
自
信
に
甚
だ
慎
重

に
し
て
思
慮
深
い
見
解
の
披
瀝
が
見
ら
れ
る
。『
圣
と
俗
』
の
「
序

言
」
の
中
で
彼
は
以
下
の
如
く
に
言
ふ
。
そ
の
大
意
を
取
る
な
ら
ば
、

―

人
間
の
精
神
は
自
然
の
現
象
に
対
し
、
民
族
や
文
化
の
差
異
を

越
え
て
常
に
同
様
の
反
応
を
抂
す
る
、
と
決
め
て
か
か
る
の
は
、
タ

イ
ラ
ー
や
フ
レ
イ
ザ
ー
が
犯
し
て
ゐ
た
十
九
世
紀
の
誤
謬
の
線
に
逆

戻
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
そ
れ
が
そ
れ
ぞ

れ
の
民
族
の
文
化
に
よ
つ
て
、
つ
ま
り
は
歴
史
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ

る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
共
通
項
を
抽
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

決
め
込
む
こ
と
も
亦
正
し
く
な
い
。
人
間
の
宗
敎
的0

体
験
の
基
本
型

の
如
き
も
の
は
、
世
界
の
如
何
な
る
宗
敎
を
材
料
と
し
て
試
み
る
と

し
て
も
、
お
よ
そ
宗
敎
的
な
る
も
の
の
本
質
に
ふ
れ
る
抽
出
が
可
能

な
は
ず
で
あ
る―

と
。

　

彼
の
こ
の
見
解
は
、
他
で
も
な
い
、
以
下
に
試
み
る
筆
者
の
考
察

に
よ
つ
て
正
否
を
判
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。（
正
し
さ
が
証

明
で
き
よ
う
、
と
言
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
失
敗
に
終
る
か
も
し
れ
ぬ

こ
と
を
覚
悟
の
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。）

　

宗
敎
的
な
る
も
の
の
本
質
を
抽
出
し
提
示
し
て
み
よ
う
と
い
ふ
エ
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リ
ア
ー
デ
の
方
法
に
于
け
る
三
つ
の
範
疇
で
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の

中
で
筆
者
の
主
題
の
字
眼
を
な
す
と
こ
ろ
のhom

o･religiosus

は
、

三
十
七
年
通
用
し
続
け
て
ゐ
る
邦
譯
本
で
は
、「
宗
敎
的
人
間
」
と

譯
さ
れ
て
ゐ
る
。
確
か
に
か
う
と
で
も
譯
す
よ
り
他
な
か
つ
た
で
あ

ら
う
し
、
今
で
も
そ
の
事
情
は
変
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に

問
題
が
あ
る
。
も
し
英
文
シ
ノ
プ
シ
ス
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
邦
譯

版
を
通
じ
て
『
圣
と
俗
』
に
ふ
れ
、
そ
し
て
こ
の
「
宗
敎
的
人
間
」

な
る
範
疇
に
遭
遇
し
た
の
だ
つ
た
と
す
れ
ば
、
筆
者
は
エ
リ
ア
ー
デ

を
応
用
し
て
み
る
と
い
ふ
着
想
に
は
至
ら
な
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。

何
故
な
ら
ば
、
惟
神
の
衟
を
二
千
年
黙
々
と
歩
ん
で
来
た
日
本
民
族

は
、
い
づ
れ
の
宗
派
に
せ
よ
仏
敎
徒
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
門
徒
に
于
い

て
さ
う
で
あ
つ
た
と
い
ふ
意
味
で
の
宗
敎
的
人
間
と
い
ふ
わ
け
で
は

決
し
て
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
「
宗
敎
的
人
間
」
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
のhom

o･
religiosus

と
は
何
か
。religiosus

は
い
ふ
ま
で
も
な
く
名
詞
と
し

て
のreligio

に
由
来
す
る
。
そ
のreligio

に
つ
い
て
は
、
西
洋
近

代
語
に
せ
よ
、
国
語
の
そ
れ
に
せ
よ
ラ
テ
ン
語
辭
典
に
よ
る
限
り
、

賑
や
か
に
十
数
語
の
譯
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
て
、
ど
れ
が
そ
の
最
も
本

源
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
指
示
が
な
い
。
こ
こ
で
は
敢
へ
て
通
用
期

限
の
切
れ
た
「
古
い
」
說
と
思
は
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
加
藤
玄
智
の

言
を
借
り
て
「
宗
敎
」
の
語
源
と
し
て
のreligio

の
理
解
を
試
み

よ
う
。

　

加
藤
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
敎
神
學
者
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ

ス
はreligio

の
語
源
はreligere

で
、即
ち「
結
び
つ
け
る
」で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
敎
の
文
脈
で
は
主
（
神
的
な
る
も
の
の
根
本
概
念
）
と
人
と

を
結
び
つ
け
る
関
係
性
で
あ
る
、
と
說
く
。
他
方
ロ
ー
マ
の
哲
人
キ

ケ
ロ
はrelegere

がreligio

の
前
段
階
の
概
念
で
、
即
ち
対
象
を

注
視
し
熟
慮
す
る
の
意
と
の
見
解
を
示
し
て
ゐ
る
。
両
者
夫
々
に
後

世
賛
否
の
說
が
寄
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
加
藤
自
身
は
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ

ウ
ス
の
說
を
妥
当
と
見
、
西
洋
近
代
語
に
共
通
な
るreligion

な
る

語
が
〈
最
も
非
宗
敎
的
な
る
国
民
た
る
羅
馬
人
の
語
に
由
来
せ
し
は

如
何
に
も
奇
な
る
現
象
〉
と
の
感
想
も
記
し
て
ゐ
る
。
然
し
一
方
で

加
藤
は
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ロ
ー
マ
人
と
の
祭
儀
に
対
す
る
姿

勢
の
違
ひ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
つ
て
神
々
は
人
間
の
理
想
的
本

性
が
人
間
の
形
を
と
つ
て
顕
現
し
た
典
型
像
で
あ
つ
た
の
に
対
し
、

ロ
ー
マ
人
は
〈
不
可
思
議
的
神
力
に
対
す
る
畏
怖
の
念
に
満
さ
れ
〉

た
る
人
々
で
あ
つ
た
、
と
述
べ
て
も
ゐ
る
。
こ
の
着
眼
が
重
要
で
あ

つ
て
、
即
ち
キ
ケ
ロ
が
熟
慮
深
考
を
語
源
と
し
て
のreligio

を
言

ふ
と
き
、
そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
ロ
ー
マ
人
に
于
け
る
不

可
見
的
神
格
に
対
す
る
畏
怖
の
念
な
の
で
あ
る
。

　

加
藤
玄
智
が
、
宗
敎
と
い
ふ
概
念=

名
辭
が
、（
キ
リ
ス
ト
敎
的
文

脈
か
ら
見
れ
ば
）
最
も
非
宗
敎
的
な
国
民
と
さ
れ
た
ロ
ー
マ
人
の
言

語
に
由
来
し
て
ゐ
る
精
神
史
上
の
大
な
る
皮
肉
に
着
目
し
て
ゐ
る
の

は
、
我
々
に
と
つ
て
も
甚
だ
興
味
深
い
遭
遇
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
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我
が
日
本
民
族
も
、
圣
徳
太
子
に
よ
る
仏
法
の
敎
を
聴
く
ま
で
は
、

そ
し
て
或
る
意
味
で
は
仏
法
受
容
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
、
宗
派
へ

の
所
属
に
こ
だ
は
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
で
は
非
宗
敎
的
な
民
族
で
あ
つ

た
し
、
今
日
で
も
大
部
分
の
民
が
非
宗
敎
的
心
性
の
持
主
で
あ
る
と

思
は
れ
て
ゐ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
古
代
の
ロ
ー
マ
人
が
非
宗
敎
的
と

断
ぜ
ら
れ
た
と
同
じ
意
味
で
さ
う
な
の
で
あ
り
、
全
て
日
本
人
は
古

代
ロ
ー
マ
人
と
同
様
の
、
不
可
思
議
な
神
の
力
に
対
す
る
畏
怖
の
念

を
生
れ
な
が
ら
に
し
て
身
に
帯
び
て
ゐ
た
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
人

こ
そ
は
民
族
を
挙
げ
てhom

o･religiosus=

「
畏
怖
す
る
事
を
知
る

人
間
」
だ
つ
た
。
そ
し
て
是
亦
今
で
も
平
均
的
日
本
人
は
神
に
対
す

る
畏
怖
の
心
情
と
感
性
と
を
具
へ
た
民
族
で
あ
る
。

　

つ
い
で
に
眼
を
向
け
て
み
る
と
、
日
本
人
は
そ
の
畏
怖
し
崇
敬
す

る
対
象
の
神
々
の
体
系
に
関
し
て
も
古
代
の
ロ
ー
マ
人
と
共
通
す
る

点
が
多
い
。

　

第
一
に
彼
等
も
我
等
も
家
の
神
を
有
し
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
祖
先

（
霊
）
崇
拝
と
い
ふ
民
族
的
習
俗
を
有
つ
。
こ
の
習
俗
は
列
島
と
大

陸
と
の
間
に
文
化
交
渉
の
環
流
が
動
き
始
め
て
以
来
、
儒
敎
と
仏
敎

の
影
響
を
受
け
、
檀
那
寺
や
各
家
の
仏
壇
の
位
牌
と
い
つ
た
眼
に
見

え
る
形
を
と
る
様
に
な
つ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
に
于
け
る
儒
敎
・
仏

敎
文
化
の
様
式
化
と
い
ふ
よ
り
以
前
に
民
族
心
理
の
深
層
に
底
流
す

る
祖
霊
崇
拝
の
情
の
な
せ
る
業
で
あ
る
こ
と
は
、
家
の
神
が
共
同
体

共
有
の
祖
神
と
い
ふ
形
を
と
つ
た
氏
神
信
仰
が
我
が
民
族
に
特
有
の

信
仰
体
系
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　

第
二
に
職
業
や
生
活
の
守
護
神
が
あ
る
。
農
業
、
林
業
、
漁
業
、

手
工
業
と
い
つ
た
人
間
の
原
始
時
代
か
ら
の
生
業
の
多
種
多
様
に
応

じ
て
の
守
護
神
が
あ
り
、
山
の
神
、
木
の
神
、
水
の
神
、
火
の
神
と

い
つ
た
自
然
生
活
環
境
自
体
の
神
が
あ
り
、
又
戦
の
神
の
如
く
、
生

業
と
は
い
へ
な
い
、
戦
士
と
い
ふ
社
會
的
職
業
に
か
か
は
る
神
が
あ

る
。

　

第
三
に
国
家
の
神
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
の
場
合
、
そ
の
原
始
時
代

以
来
の
民
族
神
は
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
（
直
接
に
は
神
話
の
）
強
い
影
響

を
受
け
、
ロ
ー
マ
人
の
国
家
構
造
神
話
の
神
々
は
ギ
リ
シ
ャ
人
の
そ

れ
と
習
合
し
て
ゐ
る
ら
し
い
不
純
性
を
見
せ
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
我

が
民
族
の
国
家
の
神
は
日
本
独
自
固
有
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に

異
文
化
に
よ
る
征
服
や
支
配
の
痕
を
留
め
て
ゐ
な
い
こ
と
は
幸
ひ
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
神
々
の
事
蹟
を
語
り
伝
へ
る
象
徴
の
体
系
の
中
に

大
陸
文
化
の
要
素
が
混
入
し
て
ゐ
る
（
記
紀
神
話
に
于
け
る
淮
南
子
の

脈
絡
の
如
き
）
例
は
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
神
話
口
伝
の
途

上
に
生
じ
た
文
學
的
影
響
の
如
き
も
の
で
、
神
々
の
在
り
方
に
と
つ

て
の
決
定
的
な
因
子
で
は
な
い
。

　

肝
腎
な
こ
と
は
、
日
本
民
族
の
神
話
が
伝
へ
て
ゐ
る
、
上
記
三
種

の
基
本
型
に
様
々
の
変
奏
が
付
加
さ
れ
て
展
開
す
る
神
々
の
世
界
が
、

人
間
に
と
つ
て
や
が
て
エ
リ
ア
ー
デ
の
言
ふthe･num

inous,･the･
sacred

と
し
て
昇
華
し
、
夫
々
固
有
の
性
格
の
ま
ま
に
神
格
化
し
、
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そ
し
て
以
後
長
い
安
定
を
保
つ
て
今
日
に
至
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
こ

の
伝
統
の
姿
で
あ
る
。

　

日
本
の
神
々
は
そ
の
発
生
期
に
于
い
て
は
、
ま
る
で
ギ
リ
シ
ャ
神

話
の
神
々
の
如
く
、
現
實
の
人
間
世
界
の
喜
怒
哀
楽
愛
憎
欣
戚
を
そ

の
ま
ま
投
映
し
て
造
型
さ
れ
た
ら
し
く
見
え
る
、
生
々
と
し
た
人
間

的
な
活
躍
ぶ
り
を
見
せ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
人
間
と
よ
く
似
た

姿
の
神
々
が
、
一
旦
神
と
し
て
人
間
の
祀
り
を
受
け
る
様
に
な
る
と
、

一
転
し
て
ロ
ー
マ
人
の
神
々
に
も
似
た
、
人
間
の
畏
怖
崇
敬
の
対
象

と
な
り
、
即
ち
神
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
日
本
人
の
「
神
」
と
は
何
か
。
話
が
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、

本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
中
の
語
釈
を
借
り
て
論
を
立
つ
べ
き
こ

と
、
こ
れ
は
も
う
不
文
の
約
束
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
同

書
三
之
巻
の
「
神
名
」（
か
み
の
み
な
は
）
以
下
、
長
文
に
亙
る
挿
入

注
部
分
は
省
略
し
て
本
文
だ
け
を
引
い
て
み
よ
う
。

　
　

･〈
迦か

微み

と
申
す
名
義
は
未
だ
思
ひ
得
ず
。（
注
は
略
）
さ
て
凡
て

迦
微
と
は
、
古
御
典
等
に
見
え
た
る
天
地
の
諸
の
神
た
ち
を
始

め
て
、
其
を
祀
れ
る
社
に
坐
す
御
霊
を
も
申
し
、
又
人
は
さ
ら

に
も
云
ず
、
鳥
獣
木
草
の
た
ぐ
ひ
海
山
な
ど
、
其そ
の

余ほ
か

何
に
ま
れ
、

尋よ
の

常つ
ね

な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可か
し
こ畏
き
物
を
迦
微
と

は
云
な
り
。（
注
略
）
抑
そ
も
そ
も

迦
微
は
如
此
く
種く
さ

々ぐ
さ

に
て
、
貴
き
も

あ
り
賎
き
も
あ
り
、
強
き
も
あ
り
弱
き
も
あ
り
、
善
き
も
あ
り

悪
き
も
あ
り
て
、
心
も
行
も
そ
の
さ
ま
〴
〵
に
随
ひ
て
、
と
り

〴
〵
に
し
あ
れ
ば
、（
注
略
）
大
か
た
一
む
き
に
定
め
て
は
論い

ひ
が
た
き
物
に
な
む
あ
り
け
る
。（
注
略
）
ま
し
て
善
き
も
悪

き
も
、
い
と
尊
く
す
ぐ
れ
た
る
神
た
ち
の
御
う
へ
に
至
り
て
は
、

い
と
も
い
と
も
妙
に
霊あ
や
しく
奇く
す

し
く
な
む
坐ま

し
ま
せ
ば
、
さ
ら
に

人
の
小ち
ひ
さき
智
さ
と
り

以も
ち

て
、
其
の
理
こ
と
わ
りな
ど
ち（
千
重
）へ
の
ひ（
一
重
）
と
へ
も
、
測
り
知

ら
る
べ
き
わ
ざ
に
非
ず
。
た
だ
其
の
尊
き
を
た
ふ
と
み
、
可
畏

き
を
畏
み
て
ぞ
あ
る
べ
き
。〉

　

な
る
ほ
ど
神
々
の
世
界
は
広
大
な
象
徴
の
体
系
を
成
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
神
々
の
相
互
の
相
対
的
関
係
に
于
い
て
は
、
善
悪
・

貴
賎
・
強
弱
と
様
々
の
位
階
に
分
か
れ
て
各
々
の
位
置
を
保
つ
。
然

し
そ
の
い
づ
れ
も
が
、
人
間
と
比
べ
て
は
隔
絶
し
て
霊
妙
な
存
在
で

あ
り
、
神
々
の
取
て
以
て
準
則
と
す
る
理
法
は
人
間
の
小
さ
な
智
を

以
て
し
て
は
測
り
知
る
こ
と
の
か
な
は
ぬ
深
遠
な
も
の
で
あ
る
。
人

は
そ
の
理
法
を
た
だ
認
め
て
、
畏
れ
尊
ぶ
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い

…
…
。

　

こ
の
神
々
の
準
則
た
る
理
法
の
こ
と
を
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
「
圣

な
る
も
の
」the･num

inous,･R.･O
tto

の
唱
へ
る
と
こ
ろ
のdas･

N
um

inöse

（=das･H
eilige

）
と
呼
び
、
敢
へ
て
既
成
の
宗
派
宗
敎

的
概
念
を
以
て
譯
す
こ
と
を
避
け
る
か
の
様
に
「
超
越
的
存
在
」

（transcendent･referent

）
と
何
か
無
機
的
な
說
明
に
と
ど
め
る
。
こ

の
「
圣
な
る
も
の
」
の
存
在
と
機
能
を
感
得
で
き
る
だ
け
の
知
性
と

情
緒
と
感
受
性
を
具
へ
た
人
間
が
即
ちhom

o･religiosus

な
の
だ
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が
、
こ
の
「
圣
な
る
も
の
」
が
人
間
の
経
験
領
域
に
侵
入
し
て
く
る

時
と
場
所
は
、
即
ち
「
俗
」
と
は
一
線
を
劃
し
た
、
象
徴
的
に
で
よ

い
隔
絶
さ
れ
た
圣
な
る
時
間
と
空
間
に
限
ら
れ
よ
う
。
そ
の
様
な
場

に
于
い
て
な
ら
ば
、hom

o･religiosus

た
る
の
人
間
は
、
圣
な
る

も
の
の
現
れ
と
そ
の
啓
示
・
託
宣
を
象
徴
的
に
聴
き
取
り
、
即
ち
圣

性
と
の
交
感
を
所
謂
神
が
か
り
を
し
た
如
き
精
神
状
態
に
于
い
て

實
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
示
現
と
感
受
を
エ
リ
ア
ー
デ
は

hierophany

と
呼
ぶ
の
だ
が
、
こ
の
極
め
て
「
宗
敎
的
」
に
は
違

ひ
な
い
心
理
現
象
を
エ
リ
ア
ー
デ
が
こ
の
「
的
」
を
付
し
た
形
の
名

を
以
て
呼
ん
だ
こ
と
は
本
稿
の
冒
頭
に
引
い
た
脇
本
平
也
『
宗
敎
學

入
門
』
で
も
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
六
）　

日
本
人
と
神
々
と
の
関
係

　

と
こ
ろ
で
こ
のhierophany

と
い
ふ
現
象
は
神
衟
の
象
徴
体
系

そ
の
も
の
の
構
造
を
說
明
し
て
ゐ
る
か
の
如
く
、
我
々
に
は
至
つ
て

わ
か
り
易
い
話
と
評
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
即
ち
日
本
の
神
々
は
多
く

は
森
に
棲
ん
で
ゐ
た
。
森
が
圣
な
る
空
間
だ
つ
た
。
森
の
中
で
人
々

は
象
徴
的
に
神
々
の
示
現
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
時
間
的
に

は
例
え
ば
夢=

寝い

目め

の
中
が
神
の
示
現
の
時
だ
つ
た
。
日
の
神
の

示
現
は
朝
の
旭
日
昇
天
が
そ
の
象
徴
だ
と
見
る
の
が
最
も
自
然
で
あ

る
。
だ
か
ら
太
陽
に
畏
怖
の
念
を
覚
え
る
ほ
ど
の
能
力
を
具
へ
た

hom
o･religiosus

は
拍
手
を
打
つ
て
日
の
出
を
拝
ん
だ
。
こ
の
感

覚
を
具
へ
た
人
間
の
類
型
は
今
日
で
も
往
々
に
し
て
登
山
者
の
中
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

森
を
神
の
棲
処
で
あ
る
と
見
た
古
代
人
は
、
更
に
空
間
を
細
分
し
、

神
の
示
現
の
場
と
し
て
磐い
は
さ
か境
や
磐い
は
く
ら座
を
見
出
し
た
り
、
人
間
の
方
か

ら
神
の
示
現
の
場
を
設
定
し
よ
う
と
し
て
標し
め

を
結ゆ

つ
て
神ひ
も

籬ろ
ぎ

を
作
る

こ
と
も
し
た
。「
や
し
ろ
」（
社
・
屋
代
）
や
「
み
あ
ら
か
」（
御
舎
・

御
在
処
）
は
神
の
示
現
が
恒
常
化
す
る
圣
な
る
空
間
で
あ
り
、
即
ち

神
の
宿
り
給
ふ
家
と
し
て
の
神
殿
を
建
て
て
神
を
勧
請
す
る
と
い
ふ

こ
と
も
生
じ
た
。

　

圣
な
る
も
の
が
恒
常
的
に
示
現
し
得
る
空
間
と
し
て
の
神
社
が
、

後
述
す
る
世
俗
合
理
主
義
か
ら
の
圧
迫
に
耐
へ
ぬ
い
て
、
こ
の
平
成

の
御
代
に
于
い
て
も
全
国
に
約
八
萬
の
所
在
が
数
へ
ら
れ
る
と
い
ふ

こ
と
だ
が
、
そ
の
他
に
、
我
が
民
族
は
日
常
生
活
の
到
る
処
、
あ
ら

ゆ
る
時
点
に
于
い
て
、
一
時
的
にhierophany

の
生
じ
得
る
機
縁

を
作
り
成
す
、
不
思
議
な
感
受
性
を
具
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
機
縁
は
、

上
記
の
磐
境
な
ど
も
そ
の
一
種
と
見
て
よ
い
の
だ
が
、
例
へ
ば
一
本

の
樹
木
で
あ
つ
た
り
、
一
掬
の
泉
で
あ
つ
た
り
す
る
。
樹
木
も
、
所

謂
御
神
木
と
は
限
ら
な
い
。
庭
園
の
中
の
一
株
の
老
木
で
あ
つ
て
も

よ
い
し
、
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
絵
畫
に
表
現
さ
れ

た
、
濃
い
霧
の
中
か
ら
仄
か
に
浮
び
出
て
見
え
る
松
林
の
景
で
あ
つ

て
も
よ
い
。
人
が
そ
こ
に
単
な
る
芸
術
の
美
以
上
の
圣
な
る
も
の
の

示
現
を
感
じ
取
る
、
霊
妙
な
交
感
の
實
現
は
、
例
へ
ば
「
神
韻
縹
緲
」
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と
い
つ
た
褒
め
詞
の
中
に
無
造
作
に
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

か
う
し
たhierophany

が
實
現
し
得
る
条
件
も
亦
、
謂
つ
て

み
れ
ば
極
め
て
簡
単
な
こ
と
で
、
そ
れ
は
我
が
民
族
がhom

o･
religiosus

と
い
ふ
性
格
を
有
す
る
人
間
集
団
だ
か
ら
、
と
い
ふ
こ

と
に
尽
き
る
。
既
に
別
の
文
で
度
々
筆
者
の
引
用
す
る
と
こ
ろ
な
の

だ
が
、
日
本
民
族
の
こ
の
性
格
が
手
ひ
ど
い
傷
を
負
ふ
よ
り
以
前
の
、

即
ち
さ
き
の
大
戦
以
前
の
日
本
に
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
し
て
滞
在

し
た
経
験
を
有
す
る
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
大
正
十
一
年
に
或

る
日
本
人
學
生
の
団
体
に
向
け
て
の
講
演
の
中
で
こ
ん
な
風
に
語
つ

て
ゐ
る
。〈―

日
本
人
の
心
の
伝
統
的
な
性
格
と
は
、
宗
敎
の
気

持
で
あ
り
、
敬
ふ
べ
き
も
の
を
前
に
し
た
時
自
ら
の
個
性
を
縮
小
す

る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
た
ち
を
取
巻
く
生
物
や
諸
々
の
事
物
に
注
意

を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
理
解
で
き
た
と
思
ひ

ま
す
。
今
に
到
る
ま
で
、
皆
さ
ん
の
宗
敎
は
或
る
超
越
的
な
存
在
の

崇
拝
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆
さ
ん
の
宗
敎
は
、
そ
れ
が
力
を

及
ぼ
し
て
ゐ
る
自
然
や
社
會
的
な
場
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
ゐ
ま
す
。

―

〉
原
文
を
見
て
の
引
用
で
は
な
い
の
で
、
テ
キ
ス
ト
の
厳
密
な

解
釈
に
は
渉
ら
ぬ
こ
と
に
し
て
お
く
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
玆
で
日
本

人
の
宗
敎
性
と
は
或
る
特
定
の
敎
義
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

圣
な
る
も
の
の
発
現
す
る
「
場
」
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
そ
の
時
そ
の
場
で
示
す
日
本
人
の
畏
怖
崇
敬
の
念
に
よ
つ
て
そ

れ
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

こ
の
講
演
の
少
し
前
の
と
こ
ろ
で
彼
が
述
べ
て
ゐ
る
、〈
宗
敎
の
目

的
は
全
て
、
永
遠
な
る
も
の
と
の
対
比
の
下
に
、
精
神
を
謙
遜
と
沈

黙
の
態
度
の
中
に
置
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
〉
と
の
命
題
に
照
し
て
み

れ
ば
、
彼
が
、
敎
義
・
敎
団
の
上
に
成
立
つ
特
定
の
宗
敎
と
は
関
係

な
く
、
日
本
人
の
対
世
界
態
度
は
宗
敎
的
で
あ
る
、
と
の
判
断
を
下

し
て
ゐ
る
に
等
し
い
。

　

偶
々
ク
ロ
ー
デ
ル
の
如
き
烱
眼
の
観
察
者
が
斯
様
な
証
言
を
書
き

遺
し
て
お
い
て
く
れ
た
の
は
有
難
い
事
で
あ
る
が
、
此
を
引
用
し
た

の
は
、
彼
を
唯
一
の
証
人
と
し
て
借
り
て
以
て
こ
の
判
断
を
下
さ
う

と
い
ふ
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
我
々
の
見
る
神
衟
と
は
正
に
さ
う
し

た
も
の
だ
、
と
い
ふ
ま
で
の
事
で
あ
つ
て
、
圣
な
る
も
の
へ
の
畏
怖

と
崇
敬
の
念
を
懐
く
知
と
情
と
意
と
を
兼
ね
備
へ
て
ゐ
る
日
本
人
の

民
族
性
こ
そ
が
即
ち
神
衟
の
根
據
な
の
だ
、
と
の
命
題
は
客
観
的
に

は
ク
ロ
ー
デ
ル
の
観
察
に
聴
く
ま
で
も
な
く
夙
に
成
立
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。

　

同
時
に
判
明
し
て
く
る
の
は
、
古
代
以
来
の
日
本
の
民
族
性
と
多

分
に
共
通
点
を
有
す
る
古
代
ロ
ー
マ
人
のreligio

を
語
源
と
し
て

成
立
し
た
西
洋
近
代
語
のreligion

が
、
現
在
「
宗
敎
」
と
い
ふ
譯

語
を
得
て
漢
字
文
化
圏
で
通
用
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
語

は
人
間
精
神
の
こ
の
領
域
で
の
諸
現
象
の
說
明
原
理
と
し
て
は
如
何

に
も
頼
り
な
い
も
の
だ
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
既
成
の
概
念
規
定

と
語
史
上
の
閱
歴
に
束
縛
さ
れ
る
限
り
、「
宗
敎
」
な
る
語
の
内
包
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を
以
て
神
衟
の
性
格
を
說
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

不
用
意
に
「
宗
敎
で
は
な
い
」
と
言
へ
ば
、
葦
津
珍
彦
氏
が
苦
心

惨
膽
の
末
に
そ
の
「
世
俗
合
理
主
義
的
」
浅
薄
を
厳
し
く
批
判
し
た

明
治
三
十
三
年
以
来
の
日
本
の
行
政
府
に
よ
る
「
神
社
非
宗
敎
論
」

に
、
百
年
後
の
今
日
か
ら
遡
つ
て
加
担
す
る
つ
も
り
か
、
と
見
ら
れ

て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
そ
ん
な
役
割
は
御
免
蒙
り
た
い
。

　

他
方
「
神
衟
は
立
派
な
宗
敎
の
一
で
あ
る
」
と
主
張
し
よ
う
も
の

な
ら
、
そ
れ
で
は
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
憲
法
第
二
〇
条
の
規
定
す
る
政
敎

分
離
原
則
が
改
廃
さ
れ
ぬ
限
り
、
敎
育
基
本
法
に
謂
ふ
所
の
公
立
學

校
に
于
け
る
宗
敎
敎
育
の
禁
止
条
項
に
基
き
、
學
校
で
の
圣
な
る
も

の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
育
て
る
敎
育
も
罷
り
な
ら
ぬ
と
い
ふ
、
現

今
の
こ
の
妄
状
に
屈
従
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
よ
い
の
か
、

と
の
声
が
聞
え
て
来
さ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
板
挟
み
状
態
は
今
後
も
な
ほ
当
分
続
く
で
あ
ら
う
。
仮
令
我

が
国
民
が
自
主
憲
法
の
制
定
公
布
に
成
功
し
て
、
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
憲

法
の
第
二
〇
条
三
項
が
破
棄
さ
れ
た
と
し
て
も
、
例
へ
ば
平
成
九
年

の
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
髙
裁
判
決
、
殊
に
園
部
、
尾
崎
、
髙
橋
の
三

判
事
の
個
別
意
見
に
見
る
如
く
、
国
家
と
宗
敎
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
政
敎
完
全
0

0

分
離
が
文
明
の
理
想
で
あ
る
、
と
い
つ
た
野
蛮
な
妄
見

が
、
我
が
国
で
は
既
に
そ
の
様
な
「
思
想
」
と
し
て
日
本
人
の
物
の

見
方
の
中
に
浸
透
し
始
め
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

憲
法
の
中
に
嵌
入
し
て
生
き
残
る
こ
と
に
成
功
し
た
神
衟
指
令
の

効
果
と
し
て
、「
国
家
神
衟
」
と
い
ふ
虚
像
に
幻
惑
さ
れ
た
米
占
領

軍
と
、
そ
の
権
力
に
便
乗
し
た
国
内
の
過
激
「
世
俗
合
理
主
義
」
勢

力
と
は
、
神
社
信
仰
の
深
層
に
ひ
そ
む
民
族
意
識
を
撲
滅
せ
ん
と
し

て
、
結
果
的
に
は
日
本
人
の
「
圣
な
る
も
の
に
対
す
る
畏
怖
の
心
」

自
体
の
破
壊
に
出
精
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
勝
者
の
傲
り
が

敢
へ
て
し
た
敗
戦
国
国
内
の
宗
敎
弾
圧
の
形
を
と
つ
て
ゐ
た
が
、
實

は
更
に
深
刻
な
禍
害
、hom

o･religiosus

で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
日

本
人
の
民
族
性
の
腐
蝕
を
結
果
す
る
蛮
行
だ
つ
た
。

　

我
々
日
本
人
の
二
千
年
来
の
伝
統
的
民
族
性
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
蛮

行
に
劫
掠
し
尽
さ
れ
て
し
ま
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
占
領
の
終
了
と

共
に
、
再
生
の
芽
は
静
か
に
萌
し
始
め
た
。
然
し
占
領
後
遺
症
と
い

ふ
形
で
の
「
世
俗
合
理
主
義
」
勢
力
に
よ
る
民
族
性
破
壊
活
動
は
依

然
と
し
て
蠢
動
を
止
め
ず
、
破
壊
は
確
實
に
進
行
し
て
ゐ
る
。
我
々

が
日
本
人
と
し
て
将
来
も
こ
の
世
界
に
生
き
残
り
得
る
か
否
か
は
、

hom
o･religiosus

と
し
て
我
々
が
再
生
を
遂
げ
得
る
か
否
か
に
懸

つ
て
ゐ
る
。

参
考
書
目
（
基
礎
的
文
献
史
料
は
除
く
）

（
本
文
中
で
言
及
し
た
順
序
に
排
列
し
て
あ
る
。
注
番
号
を
付
さ
な
か
つ
た

が
、
少
し
く
そ
れ
に
近
い
効
果
を
有
つ
と
思
ふ
。）

脇
本
平
也
『
宗
敎
學
入
門
』　

講
談
社
學
術
文
庫　

平
成
九
年

村
岡
典
嗣
『
神
衟
史
』　

創
文
社　

昭
和
三
十
一
年

圣
徳
太
子
『
法
華
義
疏
』　

岩
波
文
庫　

昭
和
五
十
年
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同
『
勝
鬘
経
義
疏
』　

岩
波
文
庫　

昭
和
二
十
三
年

ア
ル
ー
ペ
神
父
他
譯
『
圣
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
サ
ビ
エ
ル
書
翰
抄
』　

岩

波
文
庫　

昭
和
二
十
四
年

不
干
齋
ハ
ビ
ア
ン
『
破
提
宇
子
』　
（
各
種
版
本
）

新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』　

岩
波
文
庫　

昭
和
十
一
年

森
淸
人
撰
『
み
こ
と
の
り
』　

錦
正
社　

平
成
七
年

宮
地
直
一
・
佐
伯
有
淸
監
修
『
神
衟
大
辭
典
』　

平
凡
社　

昭
和
十
二
年　

覆
刻
版　

臨
川
書
店　

平
成
二
年

北
畠
親
房
『
神
皇
正
統
記
』　

岩
波
文
庫　

昭
和
九
年
（
昭
和
五
十
年
新
版

他
各
種
版
本
）

三
宅
雪
嶺
『
眞
善
美
日
本
人
』　

冨
山
房
百
科
文
庫
『
日
本
人
論
』
所
収　

昭
和
五
十
二
年

ク
ル
ト
・
ジ
ン
ガ
ー
『
三
種
の
神
器
』　

講
談
社
學
術
文
庫　

平
成
六
年

本
居
宣
長
『
直
毘
霊
』　

岩
波
文
庫　

昭
和
十
一
年　
『
玉
く
し
げ
』　

同　

昭
和
九
年

『
萬
葉
集
』
巻
十
三　

各
種
版
本

A
･Synopsis･of･Eliade's･T

he Sacred and the Profane  http://w
w

w
.

csun.edu/~rcum
m

ings/sacred.htm
l

ミ
ル
チ
ァ
・
エ
リ
ア
ー
デ
『
圣
と
俗
』　

法
政
大
學
出
版
局　

昭
和
四
十
四

年
Ｒ
・
オ
ツ
ト
ー
『
圣
な
る
も
の
』　

岩
波
文
庫　

昭
和
四
十
三
年

加
藤
玄
智
「
宗
敎
」「
ロ
ー
マ
人
の
宗
敎
」　
『
哲
學
大
辭
書
』
所
収　

同
文

館　

大
正
五
年

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』　

岩
波
文
庫
他
各
種
版
本

ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
「
日
本
人
の
心
を
訪
れ
る
目
」　
『
朝
日
の
中
の
黒
い

鳥
』
所
収　

講
談
社
學
術
文
庫　

昭
和
六
十
三
年

葦
津
珍
彦
『
国
家
神
衟
と
は
何
だ
つ
た
の
か
』　

神
社
新
報
社　

昭
和
六
十

二
年　

新
版　

平
成
十
八
年

政
敎
関
係
を
正
す
會
編
『
最
髙
裁
へ
の
批
判―

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
判
決
に

接
し
て―

』　

政
敎
関
係
を
正
す
會　

平
成
九
年

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）


