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ル
タ
ー
と
日
蓮

─
世
界
の
両
端
の
宗
教
改
革
者

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ブ
リ
ュ
ッ
ク

山
崎
達
也　

訳

　

 

※
本
稿
は
、
２
０
１
４
年
11
月
４
日
、
ド
イ
ツ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
・
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
文
化
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
小
見
出
し
と
、
文
中
の
〔　

〕
内
の
注
、
文
末
注
は
訳
者

に
よ
る
も
の
で
す
。

１　

歴
史
の
平
行
的
発
展

　

本
日
の
テ
ー
マ
「
ル
タ
ー
と
日
蓮

─
世
界
の
両
端
の
宗
教

改
革
者
」
は
、
少
々
冒
険
的
で
す
。
両
者
の
改
革
が
開
始
さ
れ

た
時
代
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

地
理
的
に
は
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
で
す
が
、
一
方
は
一
五

〇
〇
年
頃
、
も
う
一
方
は
一
三
〇
〇
年
頃
で
す
。
し
か
し
こ
の

当
時
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
両
端
に
あ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
文
化

の
間
に
、
ほ
と
ん
ど
接
触
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
日

本
は
島
国
で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
は
遠
く

離
れ
た
国
だ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
、
後
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
、
平
行

的
と
思
え
る
歴
史
的
発
展
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
日
本
の
偉
大
な
学
者
に
し
て
哲
学
史
家
で
あ
る
中
村
元
氏

が
﹃
世
界
思
想
史
﹄︵
一
九
七
五
年
︶
の
な
か
で
「
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ィ

ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
」︵Parallel D

evelopm
ents

︶
と
名
づ
け
た
も
の
、

ド
イ
ツ
で
の
公
開
講
演
会
よ
り
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す
な
わ
ち
平
行
的
発
展
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
平
行
性
を
知
ろ
う
と
す
る
と
、
今
度
は
以
下
の

問
い
が
生
じ
て
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
は
法
則
性
が
あ

る
の
か
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
は
盲
目
的
な
偶
然
な
の
か
。
私

た
ち
が
観
察
し
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
的
出
来
事
が
そ

れ
に
し
た
が
っ
て
つ
ね
に
繰
り
返
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
、
し
か
も

幸
運
で
あ
れ
ば
そ
こ
か
ら
何
か
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の

よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
す
べ

て
は
偶
然
で
あ
り
、
学
ぶ
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
の
だ
ろ

う
か
？

　

こ
の
根
本
的
な
問
題
は
、
ル
タ
ー
と
日
蓮
を
め
ぐ
る
私
た
ち

の
考
察
の
根
底
に
も
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
問
題
に

答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
理
解
す
る

た
め
の
何
ら
か
の
手
立
て
を
示
す
こ
と
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、

こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
こ
と
は
皆
さ
ん
に
注
文
の
多
い
も
の
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
ぞ
そ
の
点
を
ご
理
解
い
た
だ

い
て
、
ご
容
赦
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、

皆
さ
ん
は
私
を
お
招
き
く
だ
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
局
の
と

こ
ろ
学
術
的
な
議
論
の
場
に
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
か

ら
、
ご
理
解
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
私
と
ご
い
っ
し
ょ
に

考
え
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
た
い
の
で
す
。

　

歴
史
の
法
則
性
と
人
間
の
自
由

　

ル
タ
ー
と
日
蓮
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
と
き
、
彼
ら
が
残

し
た
著
作
を
読
み
解
く
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
先
へ
進

ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
本
講
演
の
テ
ー
マ
に
示
し

た
、
創
唱
者
で
あ
り
偉
大
な
宗
教
改
革
者
で
あ
る
二
人
を
結
び

つ
け
る
も
の
が
生
ま
れ
た
時
代
精
神
、
歴
史
的
背
景
を
理
解
す

る
た
め
で
す
。

　

最
初
に
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て

き
ま
す
。
時
間
と
歴
史
の
な
か
で
の
人
間
の
「
行
為
」
と
い
う

も
の
は
、
な
ん
ら
か
の
「
動
機
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
動
機
は
、
将
来
へ
の
「
見
込
み
」
あ
る
い
は
「
期
待
」
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
見
込
み
と
は
、
い
わ
ば
想
像

の
中
で
先
取
り
さ
れ
た
結
果
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
、

行
為
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で

す
か
ら
、
現
在
あ
る
も
の
以
上
の
「
進
歩
」
を
見
込
ん
で
行
う

わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
ご
く
平
凡
な
も
の
で
、
文
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化
に
よ
っ
て
変
化
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
文

化
の
型
に
お
い
て
も
同
様
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

人
間
に
将
来
、
何
が
起
こ
る
か
を
詳
し
く
予
言
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
未
来
が
も
た
ら
す
も
の
を
私
た
ち
は
知
ら
な
い
か

ら
で
す
。
な
ぜ
知
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
未
来
は
決
定
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
人
間
の
行
為
が
、
そ
の
動
機
に

見
合
っ
た
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
将
来
に
起

こ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
一
定
の
範
囲
内
で
、
人
間
の
「
見

込
み
」
な
ら
び
に
行
為
を
も
た
ら
し
た
「
動
機
」
に
左
右
さ
れ

る
は
ず
で
す
。
こ
れ
ら
が
未
来
の
出
来
事
に
か
な
り
の
影
響
を

与
え
て
い
る
の
で
す
。

　
「
歴
史
に
は
進
歩
、
意
味
、
目
的
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
」

と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
「
人
間
的
行
為
の

可
能
性
の
大
き
さ
」
に
対
す
る
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
新
し
い
こ
と
、
正
し
い
と
思
わ

れ
る
こ
と
を
実
践
す
る
自
由
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

も
っ
て
い
な
い
の
か
？　

す
べ
て
は
偶
然
な
の
か
、
そ
れ
と
も

決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
？　

決
定
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
宇
宙
の
法
則
に
よ
っ
て
な
の
か
、
物
理
的
法
則
に
よ
っ
て

な
の
か
、
そ
れ
と
も
神
に
よ
っ
て
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
誰

か
に
よ
っ
て
な
の
か
？　

偶
然
だ
と
し
た
ら
、
い
か
な
る
条
件

に
基
づ
い
て
い
る
の
か
？　

進
歩
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
？　

進
歩

─
私
は
、
現
代
な
か
ん
ず
く
啓
蒙
期
以
来
、
こ
の
進
歩

と
い
う
概
念
に
込
め
ら
れ
て
い
る
情
熱
も
含
め
て
、
こ
の
問
い

を
発
し
て
い
ま
す
。

　

歴
史
の
進
歩
は

─
歴
史
書
を
見
さ
え
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と

で
す
が

─
少
し
ば
か
り
私
た
ち
を
ほ
っ
と
さ
せ
て
く
れ
る
も

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
一
九
八
九
年
秋
以
降
の
中
央

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
想
起
す
れ
ば
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
歴
史
に
は
破
滅
へ
と
導
く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
一
九
三
九
年
秋
以
降
の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を

想
起
さ
れ
れ
ば
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
人
間
は
こ
の
よ

う
な
歴
史
の
流
れ
に
身
を
さ
ら
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
同
時

に
、
歴
史
の
流
れ
を
自
分
自
身
で
も
形
成
し
て
い
ま
す
。
人
間

が
主
体
者
と
な
り
、
自
ら
の
歴
史
の
担
い
手
と
な
る
と
き
、
は

じ
め
て
私
た
ち
は
歴
史
の
意
味
と
目
的
を
語
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
人
間

は
歴
史
を
形
づ
く
り
、
同
時
に
自
己
自
身
を
も
形
づ
く
る
か
ら
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で
す
。

２　

黙
示
思
想
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
観
念

　

さ
て
、
も
う
一
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
目
を
転
じ
て
み
ま

し
ょ
う
。
古
代
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
二
つ
の
神
秘
的

な
時
間
の
観
念
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
黙
示
思
想
」
と
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
観
念
」
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
的
黙
示

録
は
、
時
間
の
終
わ
り
に
神
が
歴
史
を
完
成
す
る
こ
と
へ
の
期

待
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ラ
ン
に
由
来
す
る
ユ
ダ
ヤ
の
二

元
論
に
関
し
て
い
え
ば
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
地
上
に
あ
る
も
の
が
滅
亡
し
た
後
に
、
神
の
支
配
に
よ
る

平
和
と
正
義
の
救
世
主
の
国
が
地
上
に
建
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
進
歩
の
概
念
の
古
典
的
意
味
で
は
「
進
歩
」
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
歴
史
の
主
体

は
人
間
で
は
な
く
、
神
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
人
間
に
で
き
た
こ

と
と
い
え
ば
、
神
が
神
ら
し
い
行
動
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
に

外
れ
た
行
動
に
よ
っ
て
「
企
ん
だ
」
こ
う
し
た
出
来
事
を
早
め

た
り
遅
ら
せ
た
り
す
る
の
が
、
せ
い
ぜ
い
だ
っ
た
の
で
す
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
来
た
る
べ
き
新
し
い
世
界
に
対
す

る
こ
う
し
た
期
待
が
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
黙
示
思
想
と
そ
の
帰
結

　

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
近
づ
き
つ
つ
あ
る
終
末
を
感
じ

な
が
ら
生
き
て
い
ま
し
た
。
パ
ウ
ロ
は
自
ら
の
手
紙
の
な
か
で

次
の
よ
う
に
問
う
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
時
の
終
わ
り
が
近

づ
く
と
、
い
ま
生
き
て
い
る
こ
の
世
代
が
最
初
に
変
わ
る
の
か
、

あ
る
い
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
者
が
最
初
に
死
か
ら
甦
る
の
かあ
、

と
。
つ
ま
り
、
す
ぐ
そ
こ
の
未
来
、
た
と
え
ば
数
年
後
に
、
歴

史
の
終
わ
り
が
見
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
の
見
通
し
は
間
違
い
で
し
た
。
そ
れ
以

来
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
そ
の
「
実
現
」︵
予
期
さ
れ
た
こ
と
は
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
す
で
に
来
た
と
い
う
こ
と
︶
と
、
い
ま
だ

満
た
さ
れ
て
い
な
い
「
待
望
」︵
す
で
に
や
っ
て
き
た
も
の
が
さ
ら

に
完
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
新
し
い
こ
と
を
最
終
的
に
も
た

ら
す
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
へ
の
期
待
︶
と
の
間
の
独
自
の
緊
張
の
な
か

に
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
が
抱
い
て
き
た
こ
の
よ
う
な
未
来
待
望
は
、

紀
元
二
世
紀
以
降
、
存
在
論
化
さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
い
え
ば
、

プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
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待
望
さ
れ
て
い
る
彼
岸
が
現
在
へ
と
移
し
変
え
ら
れ
た
の
で
す
。

新
し
い
神
の
国
の
も
つ
新
し
い
性
質
は
未
来
に
あ
る
の
で
は
な

い
、
す
で
に
今
こ
こ
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
「
教
会
を
介
し
て
、

秘
跡
︵Sakram

ent

︶
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
新
し
い
こ
と
が
霊
的
な
か
た
ち

で
完
全
に
現
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
会
に
よ
る
秘
跡

の
執
行
に
ま
さ
に
対
抗
す
る
と
さ
れ
る
課
程
、
す
な
わ
ち
「
意

識
の
変
容

─
原
則
と
し
て
個
人
が
体
験
で
き
る
神
秘
的
飛
躍
」

と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し

て
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
が
直
ち
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
根
本
的
な
思
い
違
い
に
直
面
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
世
全
体
、
も
し
か
す
る
と
今
日
に
い
た
る
ま

で
の
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
刻
ま
れ
た
「
二
つ
の
異
な
る
生
の
様

式
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で
す
。
一
つ
は
教
会
に
よ
る
救
済
の
仲

介
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
変
わ
る
こ
と
な
き
彼
岸

的
な
も
の
に
神
秘
的
に
与
か
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
機

関
を
も
介
在
さ
せ
な
い
霊
的
体
験
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
い

か
な
る
制
度
的
な
も
の
を
も
突
き
破
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
黙
示
的
思
惟
の
基
本
構
造
は
、
啓
蒙
主
義
か
ら
マ

ル
キ
シ
ズ
ム
ま
で
の
す
べ
て
の
世
俗
的
運
動
、
す
な
わ
ち
、
あ

ら
ゆ
る
歴
史
的
な
改
革
運
動
に
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て

刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ユ
ー
ト
ピ
ア
観
念
の
３
つ
の
タ
イ
プ

　

私
が
先
ほ
ど
紹
介
し
た
二
つ
目
の
観
念
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い

う
観
念
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
推
進
し
て
き
た
一
つ

の
側
面
は
、
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
的
黙
示
思
想
と
言
わ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
後
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
「
待
ち
望
む
」

と
い
う
態
度
で
し
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
側
面
が
ユ
ー
ト

ピ
ア
で
す
。

　

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、「
欲
求
」
と
「
現
実
」
と
の
ズ
レ
か
ら
生
ま

れ
ま
す
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
あ
る
、
き
わ
め

て
普
遍
的
な
形
態
で
す
。
黙
示
思
想
と
は
違
っ
て
、
あ
る
文
化

に
特
有
の
か
た
ち
で
は
な
く
、
人
類
学
的
な
普
遍
性
を
も
っ
て

い
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、
現
在
の

状
況
を
不
満
に
思
い
、
よ
り
良
い
世
界
を
思
い
描
く
か
ら
で
す
。

こ
の
「
よ
り
良
く
」
と
い
う
比
較
級
が
、
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
原
動
力
で
す
。
よ
り
良
く
あ
る
よ
う
に

─
こ
の
願
い
に
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し
た
が
っ
て
行
動
す
る
わ
け
で
す
。

　

さ
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
、
私
は
三
つ
の
類
型
に
分
け
た

い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
目
は
「
空
間
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
す
。

つ
ま
り
、
救
わ
れ
た
状
態
を
別
の
空
間

─
山
の
か
な
た
に
求

め
る
の
で
す
。
七
人
の
小
人
の
い
る
遠
い
山
へ
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ

ス
へ
、
ミ
ル
ク
と
蜂
蜜
の
流
れ
る
国
へ
、
エ
ル
・
ド
ラ
ド
へ
、

シ
ャ
ン
バ
ラ
へ
と
い
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
と
わ
ざ
に
あ

る
よ
う
に
「
隣
の
芝
生
は
青
い
」︵Jenseits des Zaunes ist das G

ras 

grüner

︶
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
か
ら
一
世
紀
か
二
世
紀
前
ま
で

は
、
地
図
上
に
ま
だ
未
知
の
場
所
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の

こ
ろ
の
問
題
は
、
理
想
の
世
界
を
ど
こ
に
設
定
で
き
る
か
で
し

た
。
し
か
し
今
日
で
は
、
地
球
は
グ
ー
グ
ル
・
ア
ー
ス
に
よ
っ

て
、
す
っ
か
り
測
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
た
め
の

場
所
は
も
は
や
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、

Ｅ
Ｔ
す
な
わ
ち
地
球
外
生
物
と
し
て
ど
こ
か
に
移
住
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
ど
こ
か
別
の
太
陽
系
に
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
だ
け
の
知
恵
が
あ
れ
ば
、
彗
星
の
上
に
で
も

─
彗
星
は

数
百
万
年
後
に
ま
た
戻
っ
て
き
ま
す
の
で

─
ユ
ー
ト
ピ
ア
を

設
定
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
空
間
的
ユ
ー
ト
ピ

ア
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
す
で
に
過
去
の

も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
Ｓ
Ｆ
の
映
画
や
本
の
中
に
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

　

二
つ
目
の
タ
イ
プ
は
「
時
間
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
す
。
つ
ま

り
理
想
状
態
を
歴
史
の
初
め
あ
る
い
は
終
わ
り
に
設
定
す
る
の

で
す
。
た
と
え
ば
、
蛇
と
リ
ン
ゴ
に
よ
っ
て
不
幸
な
歴
史
が
始

ま
る
前
に
は
、
天
国
が
あ
り
、
そ
こ
に
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
い
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
歴
史
の
終
わ
り
に
天
国

が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
す
で
に
黙
示
思

想
の
な
か
で
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
初
め
は
存

在
し
て
い
た
が
人
間
の
罪
に
よ
っ
て
台
な
し
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
神
の
国
が
、
こ
の
世
の
終
わ
り
に
再
び
や
っ
て
来
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
終
末
の
実
現
は
長
い
間
待
ち
望
ま
れ

て
き
ま
し
た
が
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
実
現
し
て
い
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば
新
し
い
千
年
紀
の
よ
う
な
年
数
の
大
き
な
切
れ
目
に
は
、

「
ま
さ
に
終
末
の
到
来
だ
！
」
と
叫
ぶ
人
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。

し
か
し
、そ
れ
が
本
当
だ
っ
た
た
め
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、

何
千
年
も
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
も
長
く
待
っ
て
い
ら
れ
る
時
間

が
、
私
た
ち
に
は
お
そ
ら
く
も
う
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
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れ
ま
で
に
世
界
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

か
ら
で
す
。
つ
ま
り
時
間
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
あ
る
意
味
で
は

さ
し
迫
っ
た
問
題
で
す
。
私
た
ち
は
、
た
ん
に
待
っ
て
い
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
実
現
す
る
ま
で
に
、
あ
る

い
は
実
現
し
な
く
て
も
、
私
た
ち
は
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
三
つ
目
は
私
が
「
意
識
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
名
づ
け

た
も
の
で
す
、
つ
ま
り
、
霊
的
体
験
に
よ
る
変
革
を
通
し
て
、

個
人
の
内
的
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
変
化
す
る
こ
と
で
す
。
そ

の
実
例
は
、
我
々
は
す
で
に
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
古
い
話
に

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
紀
元
前
六
世
紀
の
預
言
者
エ
レ
ミ
ア
の

物
語
で
す
。
こ
の
と
き
以
来
、
律
法
は
文
字
に
書
か
れ
た
も
の
、

す
な
わ
ち
ト
ー
ラ
ー
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
神
が
人
間
の

心
臓
に
書
き
記
し
た
も
の
に
な
り
ま
し
たい
。
つ
ま
り
、
精
神

︵G
eist

︶
の
変
革
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
臓
と
は
ヘ
ブ
ラ
イ
人
に

と
っ
て
精
神
と
同
一
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
同
様
の
希
望
は
、

ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
よ
る
福
音
の
は
じ
め
に
も
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
最
古
の
福
音
書
で
あ
る
マ
ル
コ
福
音
書
の
第
一
章
一
五

節
に
は
、「
悔
い
改
め
て
福
音
を
信
じ
な
さ
い
」︵
ギ
リ
シ
ャ
語
：

μετανοεῖτε καὶ π
ιστεύετε ἐν τῷ

 εὐαγγελίῳ

︶
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。「
悔
い
改
め
よ
」︵μετανοεῖτε

︶
と
は
「
あ
な
た
の
意
識

を
転
換
し
な
さ
い
」
と
い
う
命
令
な
の
で
す
。
こ
れ
が
す
な
わ

ち
意
識
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
体
験

を
す
る
こ
と
で
す
。
完
全
に
変
革
さ
れ
た
意
識
に
よ
っ
て
、
人

間
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
良
く
振
る
舞
い
、
創
造
に
よ
っ
て
人

間
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
能
力
を
い
か
ん
な
く
発
揮
す
る
よ
う
に

な
る
の
で
す
。

　

以
上
の
三
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
か
ら
み
合
い
な
が
ら
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
の
中
で
強
力
に
作
用
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
識
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
世

界
の
変
化
を
人
間
の
意
識
の
中
に
移
し
替
え
ま
し
た
。
私
は
エ

レ
ミ
ア
や
イ
エ
ス
の
名
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
ブ
ッ
ダ
や

孔
子
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
世
界
の
悪

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
意
識
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
も
つ
光
輝

の
力
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

ら
三
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
歴
史
の
な
か
で

─
私
は
ま
だ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
に
し
か
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
が

─
相
互
に
関
係
し

合
い
、
神
を
待
ち
望
む
独
自
の
行
動
様
式
を
作
り
上
げ
て
き
ま
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し
た
。
こ
れ
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
黙
示
思
想
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
モ

デ
ル
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
時

代
に
限
定
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す

の
も
、
本
日
の
一
人
目
の
主
人
公
で
あ
る
ル
タ
ー
に
関
わ
り
が

あ
る
か
ら
で
す
。

３　

ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
時
間
意
識
の
変
容

　

ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
時
代
は
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
お
け
る
行
動

主
体
と
し
て
、
い
わ
ば
歴
史
を
つ
く
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
、

神
は
よ
り
背
後
に
退
き
、
人
間
が
真
ん
中
に
躍
り
出
て
き
た
時

代
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
と
き
、
被
造
物
た
る
個
々
人
の

自
意
識
と
量
的
に
測
定
可
能
な
時
間
と
が
結
び
つ
い
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
近
代
的
な
時
計
の
発
明
が
、
人
間
の
活
動
の
自
然
な

状
態
と
は
関
わ
り
な
く
、
時
間
を
計
れ
る
よ
う
に
し
た
わ
け
で

す
。
こ
の
抽
象
的
時
間
測
定
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
時
代
〔
十
二
世
紀

後
半
～
十
五
世
紀
〕
に
準
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
目
標
に
自
分
の
意
識
を
組
織
立
て
て
向
け
て
い
く
目
的

志
向
的
意
識
が
で
き
る
と
と
も
に
、
人
間
の
認
識
し
だ
い
で
つ

く
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
と
い
う
時
間
意
識
が
生
ま
れ
た
の
で

す
。
こ
こ
か
ら
次
に
発
展
し
て
き
た
も
の
と
し
て
、
自
然
科
学

と
技
術
に
よ
る
「
世
界
と
の
新
し
い
関
係
」
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
さ
ら
に
、
科
学
と
技
術
に
よ
る
経
済
発
展
の
革
新
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
組
織
化
さ
れ
た
時
間
を
利
用
し
た
活
動
に
よ
っ

て
、
社
会
の
組
織
化
と
豊
か
さ
が
実
現
し
た
の
で
す
。

　

以
上
の
こ
と
の
ほ
か
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
す
で
に

社
会
層
の
分
離
に
よ
っ
て
、
階
層
ご
と
の
価
値
観
や
時
間
配
分

が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
教
会
、
貴
族
、
ツ
ン
フ
ト

︵Zunft

：
初
期
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
︶
そ
れ
ぞ
れ
が
、
こ
の
新
し
い

近
代
的
生
活
感
覚
を
独
自
の
仕
方
で
も
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に

都
市
と
地
方
の
違
い
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
、
今
日
も
な
お
そ

の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
人
生
は
自
分
自
身

の
動
機
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
我
々

自
身
が
自
発
的
に
行
動
し
、
前
進
し
ま
す
。
我
々
は
自
分
の
歴

史
を
つ
く
る
設
計
者
で
さ
え
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ル
ネ
サ
ン
ス

に
お
け
る
革
新
で
あ
り
、
今
日
ま
で
こ
れ
は
持
続
し
て
い
ま
す
。

も
は
や
、
古
代
と
い
う
過
去
を
夢
見
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の

創
造
的
息
吹
を
現
状
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
す
る
の
で
す
。
ル
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ネ
サ
ン
ス
人
に
と
っ
て
、
現
在
に
お
け
る
創
る
力
な
ら
び
に
造

ら
れ
た
も
の
は
、
過
去
か
ら
集
積
さ
れ
て
き
た
も
の
よ
り
も
高

い
正
当
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
の
中

で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
現
在
、
忠
実
に
再
現
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
対
し
て
好
奇
心
を
燃
や
し
た
わ
け
で
す
。
個
々
人
は

自
分
自
身
が
世
界
の
中
心
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

新
し
い
生
活
感
覚
は
絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
の
発
見
に
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
切
が
、
自
分
自
身
を
中
心
に
し
て
見
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
そ
れ
以
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
新
し
い
意
識
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
を
形
成
し
た
６
つ
の
要
因

　

知
的
仕
事
は
、
も
は
や
権
威
︵
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
あ

る
い
は
聖
書
︶
に
対
す
る
註
釈
と
い
う
仕
事
で
は
な
く
な
り
ま
し

た
。
独
自
の
著
作
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
や
実
験
に
基
づ
い
て
自

分
が
責
任
を
も
っ
た
独
自
の
考
え

─
こ
れ
が
議
論
の
対
象
と

な
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
自
己
実
現
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
過
去
の
師
に
対
す
る
註
釈
を
書
い
て
い
た
の
が
、
今
や
自

分
た
ち
独
自
の
哲
学
を
手
に
入
れ
た
の
で
す
。
研
究
に
お
い
て

は
証
拠
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
偉

大
な
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ー
ラ

︵G
iovannni Pico della M

irandola, 1463-1494

︶
が
書
い
て
い
る
よ

う
に
、
人
間
は
神
に
よ
っ
て
「
世
界
の
中
心
に
」
置
か
れ
、
そ

の
結
果
、
人
間
は
今
や
「
自
己
決
定
」
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
人
間
に
世
界
の
覆
い
を
取
っ
て
そ
の
秘
密
を
開
示
し

て
く
れ
る
の
は
、
も
は
や
神
話
や
伝
統
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
に
、
世
界
を
発
見
し
て
い
く
人
間
が
、
独
自
の
神

話
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
す
！

　

こ
の
新
し
い
意
識
は
、
あ
る
一
つ
の
運
動
の
な
か
で
形
成
さ

れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
運
動
は
芸
術
、
文
学
、
哲
学
、
さ
ま
ざ

ま
な
技
能
や
手
仕
事
に
も
浸
透
し
、
社
会
の
構
造
変
革
を
も
意

味
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
運
動
の
起
点
は
イ
タ
リ
ア
北
部
の
都

市
で
し
た
が
、
も
の
す
ご
い
速
さ
で
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を

同
時
に
巻
き
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
精
神
的
革
新

が
十
五
世
紀
に
突
然
起
こ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
い
か
に
し
て
そ

れ
は
可
能
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
多
く
の
要
因
が

か
ら
み
合
っ
て
働
い
た
と
私
に
は
思
え
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
い

く
つ
か
に
つ
い
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、

そ
れ
ら
が
、
他
の
文
化
圏
と
は
違
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
展
の
強
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い
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
す
。
私
は
、
こ
こ
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
特
殊
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
か
つ
て
別
の
場
所
で
八
個
あ
る
い
は
九
個
の
要
因
を
数
え

た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
本
日
は
そ
の
う
ち
六
つ
を
挙
げ
る

こ
と
に
し
ま
す
。

　

１
．
レ
ミ
・
ブ
ラ
ー
グう
︵R

ém
i B

rague

︶
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
「
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
︵
中
心
を
外
れ
た
︶
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
の
な
か
で
生
き
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
心
が
外
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
外
と

は
、
古
代
ア
テ
ネ
や
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
ユ
ダ
ヤ
の
こ
と
で
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
は
誰
で
も
、
自
身
の
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

形
成
す
る
た
め
に
は
、
ラ
テ
ン
語
と
か
ギ
リ
シ
ア
語
と
い
う
外

国
語
を
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
今
日
な
お
そ
う
な
の
で
す
。
こ
の
矛

盾
、
す
な
わ
ち
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
を
可
能
に
す

る
た
め
に
外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
特
殊
な
こ
と
で
す
。

私
た
ち
が
も
つ
独
自
性
が
、
じ
つ
は
私
た
ち
に
と
っ
て
他
者
的

な
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
か
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
外
国
語
を

私
た
ち
が
学
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
よ
そ
よ
そ
し

い
他
者
性
や
不
可
解
性
と
い
う
も
の
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な

る
わ
け
で
す
。

　

２
．
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
独
自
性
を
外
に
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
展
に
動
揺
を
、
そ
し
て

力
動
性
を
与
え
ま
し
た
。
他
の
文
化
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ

ほ
ど
強
く
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
象
で
す
。
お
そ
ら
く
例

外
と
し
て
は
六
・
七
世
紀
に
玄
奘
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
人
の

巡
礼
者
が
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
諸
起
源
」
へ
、

す
な
わ
ち
イ
ン
ド
へ
巡
礼
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
日
本
人
も
彼
ら
に
続
い
て
巡
礼
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
が
行

っ
た
の
は
イ
ン
ド
で
は
な
く
中
国
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
転
移
し
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
独
自
な
も

の
は
、
そ
の
つ
ど
遭
遇
す
る
未
知
な
る
も
の
を
摂
取
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
の
で
す
。
仏
教
は
ま
さ
に
イ
ン
ド
で
成

立
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
今
で
は
ほ
と
ん
ど
廃
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
も
共
通
し
て
お
り
、
数

世
紀
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
も
そ
の
発
生
地
に
お
い
て
は
ほ
と

ん
ど
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
仏
教
は
他
の
文
化
の

な
か
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
文
化
は
自
分
た
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ち
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
諸
起
源
を
自
分
た
ち
の
外
に
も
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
屈
折
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、

あ
る
い
は
レ
ミ
・
ブ
ラ
ー
グ
が
名
づ
け
た
「
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ

ク
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
動
揺
、
力
動

性
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
が
も
つ
す
さ
ま
じ
い
活
力
の
理
由

に
な
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

３
．
十
字
軍
か
ら
コ
ロ
ン
ブ
ス
と
ル
ネ
サ
ン
ス
を
経
て
、
後

の
帝
国
主
義
的
世
界
の
構
築
に
い
た
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

は
政
治
的
・
経
済
的
計
算
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
経
済
的
な
利
益
が
つ
ね
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
宗
教
的
要
求
が
あ

り
ま
し
た
。
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
諸
起
源
へ
の
憧
憬

が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
源
泉
に
到
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
将

来
は
独
自
の
創
造
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
て
い
た
た
め
、
そ

こ
に
向
か
っ
て
出
発
し
た
の
で
す
。

　

４
．
す
で
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
こ
ろ
に
は
、「
時
間
的
制
約
と
い

う
束
縛
か
ら
の
解
放
」
と
呼
べ
る
出
来
事
が
始
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
最
初
の
う
ち
は
空
想
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
後
に
は

社
会
的
現
実
と
な
り
、
そ
れ
を
享
受
す
る
階
層
は
次
第
に
広
が

り
ま
し
た
。
十
六
世
紀
の
初
め
、
す
な
わ
ち
宗
教
改
革
の
時
代

で
す
が
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
︵Thom

as M
ore, 1478-1535

︶
は
著
作

﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄
で
一
日
六
時
間
労
働
を
展
望
し
て
い
ま
し
た
し
、

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
︵Tom

m
aso C

am
panella, 1568-1639

︶
が
一
六
〇

二
年
に
公
刊
し
た
﹃
太
陽
の
都
﹄
で
は
、
さ
ら
に
一
日
四
時
間

に
減
ら
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
目
的
は
、
た
と
え
ば
残
り

の
時
間
を
ぶ
ら
ぶ
ら
過
ご
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
精
神
と

身
体
を
思
う
存
分
に
養
う
た
め
に
使
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
稼
ぐ
た
め
の
仕
事
か
ら
の
解
放
と
は
つ
ま
り
、
個
人

の
能
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
前
提
で
し
た
。

　

５
．
再
び
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
個
性
、
力
、

名
声
、
そ
し
て
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
こ
と

─
レ
オ
ナ
ル

ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い

─
も

い
ま
や
最
高
の
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ペ
ト
ラ
ル

カ
︵Francesco Petrarca, 1304-1374

︶
は
、
規
則
正
し
く
流
れ
過
ぎ

去
っ
て
い
く
時
間
を
嘆
い
た
り
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
す

る
か
わ
り
に
彼
は
主
体
的
な
時
間
を
賛
美
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

わ
た
し
に
は
時
間
が
あ
る
、
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
わ
け
で
す
。
大
事
な
の
は
自
分
自
身
の
時
間
を
つ
く
る
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こ
と
な
の
で
す
。

　

６
．
以
上
の
こ
と
と
関
係
す
る
の
は
、
今
日
ま
で
持
続
し
て

い
る「
時
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
化
」と
い
う
こ
と
で
す
。宗
教
改

革
の
保
守
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
化
は
ル

タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
な
ぜ

な
ら
、〔
宗
教
改
革
に
お
い
て
〕
個
人
は
宗
教
か
ら
外
面
的
に
解

放
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
面
に
お
い
て
宗
教
的
に
解

放
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
宗
教
改
革
は
、
い
ま
お
話
し
し
た
少
数

の
天
才
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
感
性
」
を
民
衆
に

ま
で
広
げ
ま
し
た
。
と
く
に
公
共
の
学
校
制
度
の
設
立
に
よ
っ

て
可
能
に
な
っ
た
教
育
を
通
し
て
、そ
れ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
個

人
の
」
信
仰
や
意
識
の
重
要
視
を
通
し
て
、
大
衆
化
し
た
の
で

す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
場
合
に
は
、
神
の
国
が
歴
史
の
な
か
で
継

続
的
に
発
展
す
る
と
い
う
考
え
が
、
こ
れ
に
加
わ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
ま
っ
た
く
新
し
い
考
え
な
の
で

す
。
の
ち
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
︵M

ax W
eber, 1864-1920

︶

が
註
釈
し
た
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
予
定
説
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
経
済
的
活
力
に
非
常
に
大
き
な
貢
献
を
し
ま
し
た
。

４　

13
世
紀
の
日
本
の
危
機
意
識
と
仏
教
の
対
応

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
ル
タ
ー
が
入
り
込
ん
で

活
躍
し
た
の
は
世
俗
世
界
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
所
産
で
し
た
。

さ
て
今
度
は
日
本
、
す
な
わ
ち
日
蓮
の
生
活
世
界
︵Lebensw

elt

︶

へ
と
跳
び
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
ま
っ
た
く
違

っ
た
状
況
が
支
配
し
て
い
ま
す
。
時
間
も
少
し
ず
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
十
三
世
紀
に
移
り
ま
す
。
当
時
の
日
本

は
神
話
的
時
代
を
生
き
て
お
り
、
歴
代
の
天
皇
の
母
系
祖
先
す

な
わ
ち
天
照
大
神
は
人
々
の
生
活
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
大
い
な

る
存
在
で
し
た
。
も
っ
と
も
、
十
三
世
紀
に
お
い
て
は
天
皇
の

実
際
の
政
治
的
権
威
は
弱
か
っ
た
の
で
す
が
。
天
皇
の
権
威
は

各
勢
力
の
戦
い
の
な
か
で
削
り
取
ら
れ
、
地
方
の
力
が
強
く
な

り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
京
都
に
対
し
て
鎌
倉
の
力
が
増
大
し

ま
し
た
。
武
士
が
権
力
を
掌
握
し
、
皇
室
は
多
か
れ
少
な
か
れ

政
治
の
一
線
を
退
い
て
耽
美
の
世
界
へ
と
引
き
こ
も
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
藤
原
氏
や
北
条
氏
等
の
大
き
な
氏
族
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

い
え
ば
宗
教
改
革
時
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
フ
ッ
ガ
ー
家
︶
が
政
治
の

主
導
権
を
取
っ
た
の
で
す
。
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こ
の
時
期
、
仏
教
は
定
着
し
て
か
ら
す
で
に
長
い
時
間
が
た

っ
て
い
ま
し
た
が
、
多
く
の
宗
派
に
分
裂
し
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
で
も
同
様
で
し
た
。
仏
教
は

各
宗
派
に
分
裂
し
、
互
い
に
ま
っ
た
く
反
対
の
こ
と
を
主
張
し

て
い
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
、
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
、
ブ
ッ

ダ
本
来
の
教
え
と
は
何
な
の
か

─
人
々
は
確
実
に
信
用
で
き

る
も
の
を
求
め
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
ど
こ
で
学
べ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
原
典
を
人
々
は
求
め
ま
し
た
。
ま
ず
中
国

に
お
い
て
で
す
が
、
中
国
の
人
々
は
、
自
国
に
あ
る
仏
教
の
原

典
が
す
べ
て
翻
訳
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
に
通
用
す
る
規
準
を
見

つ
け
る
た
め
に
は
原
語
に
戻
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
気
づ
い

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
す
で
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
彼
ら

は
イ
ン
ド
へ
と
赴
き
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
経
典
を
持
ち
帰

っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら

の
原
典
は
法
華
経
、
般
若
経
、
華
厳
経
、
そ
の
他
の
経
典
と
い

っ
た
具
合
に
多
数
存
在
し
、
し
か
も
き
わ
め
て
矛
盾
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ら
の
主
張
は
互
い
に
異
な
っ
て
い

た
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
に
加
え
て
、
個
々
の
教
団
に
よ
る

実
践
も
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
が
説
い
て
い
る
以
上
に
異
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

ブ
ッ
ダ
の
死
後
間
も
な
く
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
整
理
し
、
そ

れ
ら
が
い
か
に
教
育
的
で
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
、

き
ち
ん
と
体
系
づ
け
て
示
そ
う
と
い
う
最
初
の
試
み
が
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。〔
経
典
群
の
体
系
の
順
序
が
意
味
す

る
も
の
に
つ
い
て
〕
最
も
よ
く
聞
く
解
答
は
、「
最
初
、
ブ
ッ
ダ

は
よ
り
易
し
く
説
き
、
次
第
に
教
説
を
高
度
化
し
て
仕
上
げ
て

い
き
、
弟
子
た
ち
が
行
と
学
に
お
い
て
成
長
し
て
か
ら
、
包
括

的
な
真
理
を
説
い
た
」
と
い
う
も
の
で
す
。
中
国
で
は
、
と
く

に
天
台
宗
の
智
顗
を
挙
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
の
教
相
判
釈

に
お
い
て
は
じ
め
て
法
華
経
が
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し

た
。
最
も
包
括
的
で
高
度
な
教
え
は
、
他
の
宗
派
が
主
張
す
る

よ
う
な
般
若
系
経
典
で
も
な
け
れ
ば
華
厳
経
で
も
な
く
、
法
華

経
で
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と

を
日
蓮
に
即
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
日
蓮

宗
に
と
っ
て
法
華
経
は
最
高
の
教
え
で
あ
り
、
す
べ
て
の
経
典

の
究
極
な
の
で
す
が
、
法
華
経
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
日
蓮
以

前
の
天
台
宗
の
時
代
か
ら
の
伝
統
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
考
え
か

ら
す
れ
ば
、
他
の
経
典
は
、
法
華
経
へ
と
導
く
入
門
書
の
た
ぐ
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い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

禅
宗
・
浄
土
宗
の
主
張

　

十
三
世
紀
の
日
本
に
は
他
の
宗
派
も
あ
り
ま
し
た
。
日
蓮
の

宗
教
運
動
と
並
ん
で
、
と
く
に
二
つ
の
大
き
な
宗
派
が
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
ら
の
主
張
は
日
蓮
と
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

一
つ
は
禅
宗
で
す
。
こ
の
宗
派
は
そ
も
そ
も
中
心
と
な
る
経
典

を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
禅
宗
は
経
典
の
権
威
を
結
局
の
と
こ
ろ

認
め
な
い
か
ら
で
す
。
経
典
は
た
だ
言
葉
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
む
し
ろ
よ
り
重
要
な
の
は
内
的
経
験
で
あ
っ
て
、

経
典
の
学
習
を
し
な
く
て
も
そ
の
よ
う
な
経
験
は
可
能
で
あ
る

と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
極
端
な
主
張
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
禅
に
お
い
て
は
過
激
な
主
張
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

少
な
く
と
も
、「
直
接
性
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」︵
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー

ルえ︶
を
、
禅
宗
は
他
の
仏
教
宗
派
の
伝
統
に
逆
ら
っ
て
主
張
し
た

の
で
す
。
日
蓮
の
宗
教
運
動
が
競
合
し
た
二
つ
目
の
宗
派
は
、

阿
弥
陀
仏
教
す
な
わ
ち
浄
土
宗
で
あ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
「
ス
カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
」︵Sukhāvatī

／
極
楽
浄
土
︶
と
い
わ
れ

る
浄
土
を
説
き
ま
す
。
こ
の
宗
派
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
依
拠

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
々
が
信
仰
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の

守
護
の
も
と
で
よ
り
良
い
世
界
に
再
生
で
き
る
よ
う
に
し
、
混

乱
し
た
こ
の
世
界
で
よ
り
も
霊
的
な
覚
醒
が
容
易
に
で
き
る
よ

う
に
し
よ
う
と
い
う
誓
願
で
す
。
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
が
、
こ

の
宗
派
を
支
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
教
と
日
蓮
の
両
者
は
共
通
し
て
禅
を
批
判
し
ま

す
。
禅
は
エ
リ
ー
ト
主
義
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
批
判

は
今
日
で
も
と
き
ど
き
耳
に
し
ま
す
。
私
自
身
、
じ
つ
は
禅
を

教
え
て
い
る
の
で
す
が
、
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
宗
派
の

実
践
は
極
め
て
難
し
く
、
限
ら
れ
た
人
に
し
か
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
沈
黙
し
た
ま
ま
何
時
間
も
座
禅
布
団
の
上
に
座

る
の
で
、
膝
と
お
尻
が
痛
く
な
り
、
と
き
に
は
心
理
的
苦
痛
を

感
じ
る
と
い
う
の
で
す
。
と
も
か
く
、
浄
土
宗
も
日
蓮
宗
も
共

通
し
て
、
普
通
の
平
凡
な
人
々
に
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
重
要

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
末
法
」
と
い
う
暗
黒
時
代
で
あ
る
と

診
断
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
な
お
さ
ら
重
大
な
こ

と
で
す
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
の
時
間
観
念

　

こ
れ
〔
末
法
意
識
の
重
要
性
〕
が
、
私
が
序
説
と
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
時
間
と
黙
示
思
想
に
つ
い
て
長
々
と
述
べ
た
理
由
で
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す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
類
似
し
た
観
念
が
仏
教
に
も
あ
り
ま
す
。

イ
ン
ド
の
こ
の
観
念
と
は
周
知
の
よ
う
に
、
宇
宙
論
的
時
間
す

な
わ
ち
カ
ル
パ
︵
劫
︶
と
ユ
ガ
に
関
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
観
念

に
よ
れ
ば
、
四
つ
の
時
代
が
循
環
し
ま
す
。
四
つ
の
時
代
は
次

第
に
衰
退
へ
と
向
か
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
上
昇
で
は
な
く
、
下

降
の
方
向
な
の
で
す
。
こ
の
衰
退
は
、
た
と
え
ば
身
体
的
寿
命

す
な
わ
ち
生
き
て
い
る
時
間
の
短
縮
に
示
さ
れ
ま
す
。

　

時
間
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
長
さ
が
あ
り
ま
す
。〔
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
で
は
〕
こ
れ
ら
の
時
代
の
最
初
は
「
ク
リ
タ
・
ユ
ガお
」
で
あ

り
一
七
二
万
八
〇
〇
〇
年
、
二
番
目
の
「
ト
レ
ー
タ
ー
・
ユ
ガ
」

は
一
二
九
万
六
〇
〇
〇
年
、
三
番
目
の
「
ド
ヴ
ァ
ー
パ
ラ
・
ユ

ガ
」
は
八
六
万
四
〇
〇
〇
年
し
か
な
く
、
最
後
の
不
吉
な
時
代

で
あ
る
「
カ
リ
・
ユ
ガ
」
は
四
三
万
二
〇
〇
〇
年
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
た
神
秘
的
数
字
な
の
で

す
が
、
そ
の
背
景
を
こ
こ
で
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
四
つ
の
宇
宙
論
的
時
代
は
次
々
に
続
い
て
、
一

つ
の
宇
宙
周
期
︵
一
カ
ル
パ
＝
一
劫
︶
を
形
成
し
ま
す
。
一
つ
の

サ
イ
ク
ル
が
過
ぎ
去
る
と
、
原
則
的
に
は
ま
た
初
め
に
戻
り
ま

す
が
、
完
全
に
元
ど
お
り
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と

い
う
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て

い
た
の
で
す
か
ら
、
何
か
が
最
初
か
ら
始
ま
る
と
い
う
以
上
、

そ
れ
は
初
め
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
完
全
に
同
一
の
も
の

で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
同
一
物
の
回
帰
を

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
仏
教
も
説
い
て
は
い
ま
せ
ん
。
こ
の
宇
宙
的

プ
ロ
セ
ス
に
は
時
間
上
の
始
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
膨
張
と
収

縮
に
よ
っ
て
、
計
り
知
れ
な
い
時
間
の
循
環
的
な
サ
イ
ク
ル
が

繰
り
返
さ
れ
、
一
つ
の
宇
宙
が
次
か
ら
次
へ
と
生
ま
れ
て
は
破

壊
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
〔
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
〕
時
間
観
念

を
仏
教
も
本
質
的
に
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。

　

と
も
あ
れ
、
十
三
世
紀
の
日
本
は
、
身
体
的
に
も
精
神
的
に

も
弱
め
ら
れ
た
時
代
で
し
た
。
国
家
内
の
紛
争
、
き
わ
め
て
凄

惨
な
内
戦
、
僧
団
内
で
の
霊
性
の
堕
落
︵
瞑
想
も
せ
ず
、
戒
律
も
守

ら
ず
︶、
社
会
の
貧
苦
、
自
然
災
害
の
発
生
な
ど
、
不
吉
な
時
代
・

末
法
で
あ
る
徴
候
が
続
き
ま
し
た
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
日
蓮
の
時

代
に
は
政
治
的
に
も
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
す

な
わ
ち
蒙
古
襲
来
で
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
は
中

央
ア
ジ
ア
を
す
で
に
席
巻
し
終
わ
り
、
今
度
は
日
本
も
占
領
し



167

「東洋学術研究」第54巻第１号

ルターと日蓮─世界の両端の宗教改革者

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

５　

日
蓮
の
宗
教
改
革

　

社
会
の
こ
う
し
た
衰
微
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
こ
の
ユ
ガ
が
ほ

と
ん
ど
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
の
流
れ
を
み
てか
、
日
蓮
が

登
場
し
、
ひ
と
つ
の
行
に
集
中
し
た
形
態
︵
専
修
︶
の
宗
教
が
必

要
な
の
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
法
然
や
親
鸞
も
登
場
し
、
彼
ら

も
宗
教
の
集
中
し
た
形
態
を
望
み
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信

仰
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
道
元
禅
師
や
他
の
禅

師
も

─
彼
ら
は
中
国
で
学
び
日
本
に
帰
っ
て
き
た
の
で
す
が

─
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
ひ
と
つ
の
行
へ
の
集
中
で
あ
り
、

そ
れ
は
禅
の
修
行
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

　

圧
迫
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
緊
迫
し
て
い
た
時
代
を
背
景
と
し
て
、

そ
れ
ま
で
こ
れ
ほ
ど
目
立
っ
た
か
た
ち
で
は
経
験
し
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
が
仏
教
の
な
か
に
現
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
個
々
の

宗
派
の
教
説
の
対
決
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
わ
が
宗
派
だ
け
が
、

拠
る
べ
き
規
範
で
あ
り
、
人
々
を
救
済
で
き
る
」
と
、
相
互
に

排
他
的
に
な
る
こ
と
で
す
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
寛
容
性

に
よ
っ
て
、
た
い
て
い
の
場
合

─
常
に
と
は
言
え
ま
せ
ん
が

─
多
様
性
は
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。
異
な
っ
た
教
義
や
修
行

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
何
が
よ
り
速
く
修
行

の
結
果
が
出
る
道
で
あ
り
、
何
が
よ
り
遅
い
道
な
の
か
と
い
う

こ
と
は
論
争
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
他
の
道
も
仏
教
と
し
て
間

違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
緊
迫
し
た
時
代
の
到
来
と
と
も
に
、
排
他

性
が
表
に
出
て
き
た
の
で
す
。

　
「
生
命
の
再
生
」
の
シ
ン
ボ
ル
・
太
陽

　

日
蓮
の
こ
と
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、
十
三
世
紀
と
い
う
時
代

の
感
覚
︵G

eschm
ack

︶
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
と
思
わ

れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
が
、
日
蓮
と
い
う
名
前
で
す
。

　
「
日
蓮
」
と
は
「
太
陽
と
蓮
華
」
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
名
前

に
は
太
陽
の
シ
ン
ボ
ル
が
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
太
陽
シ
ン
ボ

ル
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
な
か
に
あ
り
ま
す
が
、
日
本

に
お
い
て
は
特
殊
な
あ
り
方
を
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
創
造
の

シ
ン
ボ
ル
な
の
で
す
。
日
本
〔
の
伊
勢
〕
に
二
見
浦
と
い
う
浜

辺
が
あ
り
、
沖
合
に
二
つ
の
岩
が
縄
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
て
、

イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
人
祖
の
夫
婦
の
神
秘
的
な
原
形

を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
人
々
は
敬
虔
な
気
持
ち
で
、
そ
の
砂
浜
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に
座
り
、
海
か
ら
の
日
の
出
を
見
る
と
、
太
陽
が
こ
の
夫
婦
岩

か
ら
昇
っ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。
太
陽
シ
ン
ボ
ル
は

再
生
と
革
新
の
象
徴
で
す
。
こ
れ
が
日
蓮
の
名
前
と
結
び
つ
い

て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
日
蓮
は
一
二
五
三
年
五
月
二
六
日き、

昇
り
く
る
太
陽
に
向
か
っ
て
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
題

目
を
唱
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
の
中
心
的
行
で
あ
る

唱
題
行
も
、
太
陽
シ
ン
ボ
ル
す
な
わ
ち
変
革
の
象
徴
、
生
命
の

新
し
き
再
生
と
い
う
象
徴
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
太
陽
の
儀
式
に
お
い
て
は
、
宇
宙
的
事
象
す
な

わ
ち
太
陽
、
星
々
等
が
個
々
の
生
命
の
霊
的
成
長
あ
る
い
は
悟

り
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
宇
宙
的
事
象
で
あ
る
と
同

時
に
霊
的
事
象
で
す
。
霊
的
成
長
が
起
こ
る
の
は
、
人
間
の
進

歩
と
宇
宙
の
進
歩

─
こ
こ
で
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
意
味
で
進

歩
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
い
ま
す

─
の
双
方
が
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
き
な
の
で
す
。

　
「
日
蓮
は
人
類
の
偉
大
な
宗
教
批
判
者
の
一
人
」

　

し
か
し
日
蓮
は
、
他
の
仏
教
宗
派
が
主
題
と
し
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
強
く
は
主
題
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
ま
し

た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
宗
教
は
政
治
的
世
界
を
も
変
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
で
な
く
て
は
意
味
が
な
い
と
主
張
し
た

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
は
宇
宙
的
な
儀
式
に
夢
中
に
な
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
儀
式
に
強
い
美
的
な
喜
び
を
感
じ
、
お

の
れ
の
霊
的
な
深
化
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
座
禅
布

団
に
座
り
、
深
い
霊
的
経
験
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
一
方
で
禅
堂
の
外
で
は
人
々
が
殺
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
は
だ
め
で
す
。
容
認
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
祈

り
、
観
想
す
る
な
か
で
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
一
体
性
を

思
い
、
語
り
、
内
面
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
一
体
性
を
少

な
く
と
も
一
歩
で
も
前
に
向
け
て
現
実
化
す
る
べ
く
、
政
治
的

に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
私
の
知
る
か
ぎ
り

で
は
、
日
蓮
は
最
初
の
現
実
的
な
政
治
的
仏
教
者
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

日
蓮
は
、
浄
土
教
徒
と
共
有
し
て
い
る
も
の
も
多
い
の
で
す

が
、
彼
ら
が
阿
弥
陀
仏
の
名
前
を
称
え
る
念
仏
と
い
う
専
修
的

な
霊
的
修
行
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
政
治
的
行
動
へ
と
向
か
わ

な
い
こ
と
を
非
難
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
は
世
界
を
変
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
コ
ー
ラ
ー
︵W

erner 
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K
ohler

︶
が
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
・
フ
ォ
ン
・
ボ
ル
ジ
ヒ
︵M

argarete 

von B
orsig

︶
の
著
書
﹃
蓮
華
か
ら
生
ま
れ
出
る
命
﹄︵Leben aus 

der Lotosblüte
︶
に
寄
せ
た
序
論
か
ら
、
素
晴
ら
し
い
考
え
の
い

く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
コ
ー
ラ
ー

は
、
日
蓮
仏
教
な
ら
び
に
創
価
学
会
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
最

初
の
ド
イ
ツ
の
宗
教
学
者
で
あ
り
、
一
九
六
〇
年
代
に
す
で
に

研
究
を
始
め
て
い
ま
す
。
彼
は
創
価
学
会
に
つ
い
て
書
い
て
い

ま
す
が
、
創
価
学
会
は
日
蓮
仏
教
か
ら
生
ま
れ
た
教
団
で
、
十

三
世
紀
に
日
蓮
が
見
出
し
た
こ
と
を
現
代
に
適
用
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

　
「
こ
こ
︵
日
蓮
な
ら
び
に
日
蓮
か
ら
派
生
し
た
創
価
学
会
︶
で
は
、

宗
教
は
ま
っ
た
く
新
し
い
生
活
様
式
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
人
間
同
士
の
活
力
に
満
ち
た
構
造
と
し
て
現
わ
れ
る
。
個
々

人
は
比
較
的
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
組
織
に
属
し
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー

プ
は
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
連
合
体
に
属
し
て
い
る
。
す
べ
て
の

グ
ル
ー
プ
に
は
責
任
を
伴
う
指
導
者
が
い
て
、
指
導
者
も
ま
た

位
階
的
な
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
を
動
員

し
た
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
舞
踏
グ
ル
ー
プ
、
演
劇

グ
ル
ー
プ
、
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ
、
生
徒
や
学
生
が
登
場
す
るく
。

こ
れ
が
、
こ
の
現
代
宗
教
が
示
す
外
貌
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」

　
「
日
蓮
の
重
大
さ
は
、
彼
が
菩
薩
の
も
つ
政
治
的
・
教
育
的
責

任
を
認
識
し
、
そ
れ
を
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
展
開
し
た
こ

と
に
あ
る
」

─
こ
こ
に
コ
ー
ラ
ー
の
主
要
命
題
が
あ
り
ま
す
。

後
で
、
ル
タ
ー
に
つ
い
て
の
話
の
中
で
触
れ
る
つ
も
り
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
命
題
の
結
果
、
宗
教
は
、
歴
史
上
の
多
く
の
事

例
の
よ
う
に
、
単
な
る
政
治
的
力
関
係
の
投
影
で
あ
っ
た
り
、

そ
の
力
関
係
を
固
定
化
す
る
要
素
と
し
て
働
く
だ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
は
権
力
へ
の
抵

抗
勢
力
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
宗
教
そ
の
も
の

が
「
病
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
」
ゆ
え
に
、
日
蓮
は
〔
当
時

の
宗
教
を
厳
し
く
批
判
し
〕「
人
類
の
偉
大
な
宗
教
批
判
者
の
一

人
」
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

宗
教
批
判
と
聞
い
て
想
い
起
こ
す
名
前
と
い
え
ば
、
カ
ー
ル
・

マ
ル
ク
ス
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
あ
る
い
は
毛
沢
東
ら
で
す
が
、

日
蓮
も
ま
た
宗
教
批
判
者
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
本
質
的

な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
蓮
や
ル
タ
ー
、
他
の
宗
教

改
革
者
た
ち
、
ま
た
神
殿
礼
拝
を
激
し
く
非
難
し
た
イ
ス
ラ
エ

ル
の
預
言
者
た
ち
は
、「
産
湯
と
一
緒
に
赤
子
を
流
す
」
す
な
わ
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ち
宗
教
そ
の
も
の
を
な
く
そ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
宗
教
を
清
浄
に
し
、
そ
の
核
に
あ
る
本
質
的
な
も
の
を
呼
び

覚
ま
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
宗
教
の
領
域
に
あ

っ
た
あ
ら
ゆ
る
失
態
を
批
判
し
、
闘
っ
た
の
で
す
。

　

ヴ
ァ
ル
ナ
ー
・
コ
ー
ラ
ー
は
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

　
「
一
人
の
人
間
が
い
た
。
彼
は
出
会
っ
た
。
自
然
災
害
、
飢
饉
、

経
済
的
失
政
、
戦
争
へ
の
脅
威
。
そ
れ
ら
を
目
の
当
た
り
に
し

て
、
彼
は
い
た
た
ま
れ
ず
に
立
ち
上
が
り
、
戦
っ
た
。
そ
し
て

彼
は
、
そ
の
同
時
代
人
を
静
か
に
放
っ
て
お
い
た
り
は
し
な
か

っ
た
」

　

彼
は
同
時
代
の
人
々
を
う
る
さ
が
ら
せ
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
ル
タ
ー
が
彼
と
同

時
代
の
人
々
を
う
る
さ
が
ら
せ
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

か
っ
た
の
と
同
様
で
す
。
ま
た
預
言
者
エ
レ
ミ
ア
と
イ
ザ
ヤ
が

同
時
代
の
す
べ
て
の
人
々
を
う
る
さ
が
ら
せ
ま
し
た
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
す
。

　

た
し
か
に
こ
れ
は
ま
っ
た
く
非
仏
教
的
で
す
。
仏
教
的
と
は
、

き
わ
め
て
静
的
で
、
落
ち
着
き
払
い
、
た
と
え
世
界
が
滅
亡
せ

ん
と
す
る
と
き
で
さ
え
平
静
に
座
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
変
わ
る
こ
と
の
な
い
仏
教
の
基
本
的

態
度
で
あ
り
、
数
世
紀
を
経
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
し
も

常
に
そ
う
だ
と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
。
政
治
的
に
は
、
力
関

係
を
現
状
の
ま
ま
安
定
さ
せ
て
き
た
の
が
仏
教
で
す
。
同
様
の

こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
や
他
の
多
く
の
宗
教
の
歴
史
の
な
か
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
女
性
成
仏
」
の
革
新
性

　

し
か
し
日
蓮
は
、
い
わ
ゆ
る
穏
健
な
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
彼
は
最
初
の
主
要
著
作
で
あ
る
﹃
立
正
安
国
論
﹄
を

法
華
経
に
よ
っ
て
得
た
大
い
な
る
「
体
験
」
に
基
づ
い
て
著
わ

し
ま
し
た
。
日
蓮
が
こ
の
主
著
の
な
か
で
書
い
た
こ
と
は
革
新

的
な
も
の
で
す
。
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
の
教
説

に
は
す
べ
て
が
包
含
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
が
そ

の
ま
ま
仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
と
え
ば
「
す
べ
て
の
」
衆
生
は
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
一
切
衆
生
は
ブ
ッ
ダ
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
貧
困
者
も
、
と
り
わ
け

─
こ
れ
こ

そ
革
新
的
で
す
が

─
女
性
も
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
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と
い
う
こ
と
で
す
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
︵Shantideva

／
寂

天
︶
は
、
八
世
紀
頃
の
偉
大
な
学
者
で
す
が
、
彼
は
重
要
な
著
書

﹃
入
菩
薩
行
論
﹄︵Bodhisattvacharyāvatāra

︶
の
な
か
で
、
真
剣

に
「
す
べ
て
の
女
性
が
男
性
と
し
て
再
生
す
る
よ
う
に
」
と
祈

っ
て
い
ま
す
。
悟
り
に
到
達
で
き
る
の
は
男
性
に
限
ら
れ
て
い

ま
し
た
の
で
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
ま
っ
と
う
な
願
望
だ
っ
た
と

い
え
ま
す
。
万
人
が
男
性
と
し
て
再
生
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
よ

り
素
晴
ら
し
い
世
界
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で

は
な
く
、
女
性
も
女
性
の
ま
ま
で
成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
は
日
蓮
と
同
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
革
新
的
だ
っ
た
の

で
す
。
日
蓮
は
こ
の
こ
と
を
法
華
経
の
第
十
二
章
「
提
婆
達
多

品
」
か
ら
読
み
取
っ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
う
し
て
、
十
三
世
紀
の
宗
教
改
革
者
で
あ
る
他
の

僧
侶
た
ち
、
た
と
え
ば
親
鸞
や
法
然
の
グ
ル
ー
プ
と
の
論
争
が

巻
き
起
こ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
然
は
自
ら
の
著
書
﹃
選
択

本
願
念
仏
集
﹄
の
な
か
で
、
法
華
経
の
修
行
は
不
要
で
あ
る
と

し
、
念
仏
だ
け
が
効
力
が
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
日
蓮
は
浄
土
教
の
修
行
は
ま
っ
た
く
無
益
な
も
の
で
あ

り
、
法
華
経
だ
け
が
功
力
が
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

は
も
ち
ろ
ん
生
存
競
争
が
あ
り
、
宗
派
間
で
の
競
合
、
影
響
力

を
拡
大
す
る
た
め
の
競
争
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
こ
と
は
ル
タ
ー

の
場
合
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
き
わ
め
て
危
機
的
な
歴
史
的
状
況

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
急
進
性
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ

う
か
？

　

た
だ
し
、
た
と
え
日
蓮
を
深
く
崇
拝
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
日
蓮
の
流
儀
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
そ
の
攻
撃

性
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
た
り
、
単
純
に
現
代
に
移
し
入
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
の
行
動
の

背
景
を
考
慮
し
、
そ
の
時
代
と
い
う
も
の
を
理
解
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
ル
タ
ー
の
場
合
も
や
は
り
同
様
で
あ
り
、
た
と

え
ば
ル
タ
ー
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
学
校
に
行
っ
て
、
ル
タ
ー

の
著
作
﹃
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
﹄︵Von der F

reiheit eines 

C
hristenm

enschen, 1520

︶
を
読
み
、
ル
タ
ー
が
そ
の
な
か
で
ユ
ダ

ヤ
人
に
つ
い
て
書
い
た
非
難
を
、
そ
れ
が
ル
タ
ー
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
し
た
な
ら

ば
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。

　

仏
教
の
核
心
へ
の
回
帰
と
集
中

　

こ
こ
で
私
は
日
蓮
本
人
の
著
作
か
ら
引
用
し
た
い
と
思
い
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ま
す
。

　
「
一
切
衆
生
・
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
よ
り
外
の
遊
楽
な

き
な
り
経
に
云
く「
衆
生
所
遊
楽
」云
云
、此
の
文
・
あ
に
自
受
法

楽
に
あ
ら
ず
や
、
衆
生
の
う
ち
に
貴
殿
も
れ
給
う
べ
き
や
、
所

と
は
一
閻
浮
提
な
り
日
本
国
は
閻
浮
提
の
内
な
り
、
遊
楽
と
は

我
等
が
色
心
依
正
と
も
に
一
念
三
千
・
自
受
用
身
の
仏
に
あ
ら

ず
や
、
法
華
経
を
持
ち
奉
る
よ
り
外
に
遊
楽
は
な
し
現
世
安
穏
・

後
生
善
処
と
は
是
な
り
、
た
だ
世
間
の
留
難
来
る
と
も
・
と
り

あ
へ
給
う
べ
か
ら
ず
、
賢
人
・
聖
人
も
此
の
事
は
の
が
れ
ずけ
」

　

一
念
三
千
の
教
説
で
は
、
全
世
界
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
表
現

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
蓮
が
結
論
づ
け
た
よ
う
に
、

世
界
が
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
一
念
三
千
は
政
治
的
、
社
会

的
に
も
表
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
権
力
者
か
ら
貧
し

き
民
に
い
た
る
ま
で
万
人
を
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
う
行
為
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。
こ
れ
が
、
日
蓮
が
主
張

し
、
要
求
し
た
こ
と
で
す
。

　

こ
の
文
に
続
い
て
、
日
蓮
は
き
わ
め
て
日
常
的
な
具
体
的
実

践
を
語
り
ま
す
。

　
「
た
だ
女
房
と
酒
う
ち
の
み
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
・
と
な
へ

給
へ
、
苦
を
ば
苦
と
さ
と
り
楽
を
ば
楽
と
ひ
ら
き
苦
楽
と
も
に

思
い
合
せ
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
う
ち
と
な
へ
ゐ
さ
せ
給
へ
、

こ
れ
あ
に
自
受
法
楽
に
あ
ら
ず
や
、
い
よ
い
よ
強
盛
の
信
力
を

い
た
し
給
へこ」

　

日
蓮
に
は
、
宗
教
的
厳
格
さ
や
、
あ
る
意
味
の
攻
撃
性
と
と

も
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
宗
教
を

そ
の
実
質
的
な
核
心
部
分
に
集
約
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
日

蓮
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

人
間
の
本
質
的
な
も
の
は
顔
に
表
れ
る
。
顔
は
身
体
全
体
の

六
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
そ
の
人
の
全
体
も
推
定

で
き
る
。
同
様
に
、
顔
は
さ
ら
に
眼
に
還
元
で
き
る
と
い
う
の

で
す
。
た
し
か
に
、
私
た
ち
は
人
の
眼
を
見
て
、
そ
の
人
が
ど

の
よ
う
な
気
分
な
の
か
、
眠
い
の
か
醒
め
て
い
る
の
か
、
疑
っ

て
い
る
の
か
心
を
開
い
て
い
る
の
か
、
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。

眼
は
「
部
分
が
全
体
を
表
し
て
い
る
︵pars pro toto

︶」
も
の
な
の

で
す
。
日
蓮
は
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
法
華
経
全
体
も
ま
た
経

の
題
名
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、
題
目
を
唱
え
る
だ
け

で
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
れ
ば
法
華
経
全
体
を
読
む
必
要
は

な
い
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
すさ
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
皆
さ
ん
方
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は
法
華
経
を
読
ん
で
お
ら
れ
ま
す
し
、
日
蓮
も
も
ち
ろ
ん
読
ん

で
お
り
、
彼
の
手
紙
を
読
ん
で
わ
か
る
よ
う
に
、
法
華
経
を
解

釈
す
る
こ
と
も
重
視
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
日
蓮
の
言
い
方
に

よ
れ
ば
、
題
目
だ
け
で
十
分
だ
と
い
う
の
で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
、
重
要
な
こ
と
は
こ
の
経
典
に
込
め
ら
れ
た
精

神
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
力
を
束
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
こ
れ
ら
が
私
た
ち
の
生
命
全
体
に
染
み
込
み
、
私
た
ち

の
活
動
の
す
べ
て
に
み
な
ぎ
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
南
無
妙
法

蓮
華
経
と
唱
え
る
こ
と
は
、
パ
ウ
ロ
が
「
絶
え
ず
祈
り
な
さ
いし
」

と
書
き
留
め
た
と
き
に
考
え
て
い
た
こ
と
に
通
じ
る
よ
う
に
私

に
は
思
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
絶
え
ず
祈
る
と
い
っ
て
も
、
気
持
ち
を
集
中
で
き

な
い
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
と
て
も
祈
れ

ま
せ
ん
。
思
い
が
あ
れ
こ
れ
と
散
乱
し
て
い
て
は
、
日
常
生
活

で
も
問
題
を
起
こ
し
ま
す
。
た
と
え
ば
車
を
運
転
し
て
い
る
と

き
、
意
識
が
散
漫
に
な
っ
て
い
て
は
事
故
を
起
こ
し
て
し
ま
い

ま
す
。
し
か
し
、
心
が
完
全
に
「
た
だ
ひ
と
つ
」
の
様
式
に
よ

っ
て
満
た
さ
れ
、
気
が
散
ら
ず
、
意
識
が
す
べ
て
集
中
さ
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
こ
の
集
中
し
た
一
念
に
よ
っ
て
、
人
生
の
い
か

な
る
課
題
に
も
対
処
し
て
い
け
ま
す
。
こ
れ
は
禅
定
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。

　
〔
ひ
と
つ
の
行
に
集
約
さ
せ
る
と
い
う
〕
こ
う
し
た
「
局
限
」

す
る
論
理
は
、
時
代
の
政
治
的
状
況
を
背
景
に
し
た
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
こ
う
し
た
論
理
が
す
べ
て

の
ケ
ー
ス
で
正
当
化
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

６　

ル
タ
ー
の
改
革
に
お
け
る 

４
つ
の
「
の
み
」

　

そ
こ
で
、
ル
タ
ー
︵M

artin Luther, 1483-1546

︶
に
つ
い
て
話

す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
最
も
有
名

な
テ
ー
ゼ
は
「
の
み
」︵solus/sola

︶
で
す
。
ル
タ
ー
に
は
四
重
の

「
の
み
」
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
恩
寵
に
よ
っ
て
の
み
」「
信

仰
に
よ
っ
て
の
み
」「
聖
書
の
み
」「
キ
リ
ス
ト
の
み
」
で
す
。

ル
タ
ー
の
闘
い
も
、
教
会
の
腐
敗
に
対
抗
す
る
た
め
で
し
た
。

す
べ
て
の
出
来
事
は
一
五
一
七
年
に
始
ま
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

金
銭
で
救
済
を
買
う
と
い
う
免
償
符
に
対
抗
し
た
の
で
す
。
ま

た
、
重
要
だ
っ
た
の
は
、
教
皇
の
独
裁
や
皇
帝
の
独
裁
、
あ
る

い
は
両
者
に
よ
る
独
裁
︵
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
両
者

は
と
き
ど
き
結
託
し
ま
し
た
︶
に
対
す
る
闘
い
で
し
た
。
さ
ら
に
、
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外
敵
︵
こ
の
と
き
ウ
ィ
ー
ン
の
近
く
ま
で
迫
っ
て
い
た
オ
ス
マ
ン
ト
ル

コ
︶
に
対
し
て
も
対
抗
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、
本
質
的
な
こ
と
へ
の
集
中
で
あ
り
、

人
間
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
霊
的
力

─
「
恩
寵
」
と
訳
さ
れ
る

も
の
へ
の
集
中
で
す
。
す
な
わ
ち
人
間
は
神
の
現
存
に
対
し
て

開
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
「
聖
書
の
み
」
が

基
準
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
聖
書
の
な
か
に
は
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ

て
お
り
、
矛
盾
す
る
こ
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
矛
盾
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
き
、
解
釈
の
唯
一
の
基
準
は
「
キ
リ
ス
ト
」
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
こ
こ
で
も
唯
一
の
形
式
へ
の
還
元
を
見
出
し
ま

す
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
世
の
厄
介
な
諸
問
題
に
直
面
し
て

い
た
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
教
育
の
な
い
普

通
の
人
々
に
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
い
う
課
題
が
彼
に
は
あ
っ

た
の
で
す
。
か
つ
て
は
、
聖
書
を
読
め
る
の
は
ラ
テ
ン
語
が
で

き
る
人
々
だ
け
で
あ
り
、
非
常
に
少
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ド

イ
ツ
語
の
聖
書
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
普
通
の

民
衆
に
聖
書
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
は
以
前
か
ら
あ
り

ま
し
た
がす
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
聖
堂
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
描

か
れ
た
絵
物
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
場
合
も
、
シ
ン
プ
ル
な
形
式
の
信

仰
実
践
を
示
し
ま
し
た
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
が
こ
の
宗
教

改
革
運
動
全
体
の
核
心
部
分
で
す
。

　
「
自
由
」
で
あ
り
な
が
ら
「
愛
」
に
つ
な
が
れ
た
人
間

　

ル
タ
ー
の
革
新
的
思
想
の
中
心
は
、
彼
が
「
信
徒
皆
祭
司
︵
万

人
祭
司
／
全
信
徒
祭
司
︶」︵Priestertum

 aller G
läubigen

︶
と
名
づ
け

た
考
え
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
蓮
は
一
切
衆
生
が
菩
薩
と
な
り
成
仏
で
き
る
こ
と
、
女
性

も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
を
、
さ
き
ほ
ど
私
た
ち

は
学
び
ま
し
た
。
ル
タ
ー
の
場
合
も
、
信
徒
皆
祭
司
と
は
、
す

べ
て
の
人
間
が
神
に
対
し
て
ま
っ
た
く
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
叙
階
さ
れ
た
聖
職
者
や
、
あ
る

特
定
の
集
団
や
、
男
性
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
、
で
す
。

こ
れ
は
革
命
的
な
こ
と
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
平
等
に
す
べ
て

の
人
が
、
神
的
な
も
の
へ
と
直
接
に
近
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、

人
間
と
神
を
仲
介
す
る
機
関
は
必
要
な
い
か
ら
で
す
。
な
に
か

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
宗
教
的
な
自
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己
責
任
に
対
す
る
知
識
を
伝
え
る
こ
と
だ
け
で
す
。
こ
の
た
め

に
宗
教
改
革
者
た
ち
は
学
校
を
建
て
た
の
で
す
。
こ
の
機
関
は
、

伝
統
を
純
粋
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
存
在
し
た
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
個
々
人
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
自
身
に
可
能
な
、

自
己
に
ふ
さ
わ
し
い
道
を
選
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

自
己
意
識
を
も
ち
自
立
し
た
個
人
と
し
て
成
長
し
て
い
く
た
め

の
前
提
で
あ
り
、
条
件
で
す
。
こ
れ
は
宗
教
に
お
い
て
も
同
じ

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
人
間
の
自
由
の
条
件
な
の
で
す
。

　

ル
タ
ー
の
作
品
の
な
か
で
お
そ
ら
く
最
も
著
名
で
あ
り
、
宗

教
改
革
に
お
け
る
重
要
著
作
と
さ
れ
る
の
は
﹃
キ
リ
ス
ト
者
の

自
由
﹄
で
す
。
そ
の
冒
頭
部
分
を
引
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
キ
リ
ス
ト
者
は
、
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
立
つ
自
由
な
る
主

人
で
あ
り
、
誰
人
に
も
隷
属
し
て
い
な
い
」

　

こ
の
最
初
の
原
則
は
、
そ
れ
だ
け
で
死
罪
を
宣
告
さ
れ
て
も

お
か
し
く
は
な
い
、
恐
ろ
し
い
挑
発
で
し
た
。
現
代
に
お
い
て

さ
え
、
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
非
難
さ
れ
て
い
る
前
代
未
聞

の
宣
言
な
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
次
の
文
は
こ
の
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
「
キ
リ
ス
ト
者
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
奉
仕
す
る
下
僕
で
あ
り
、

誰
人
に
も
隷
属
し
て
い
る
」

　

こ
れ
は
最
初
の
原
則
と
比
べ
る
と
矛
盾
で
す
が
、
こ
の
弁
証

法
的
な
矛
盾
の
な
か
で
、
ル
タ
ー
は
自
ら
の
人
間
学
を
展
開
し

て
い
く
の
で
す
。
本
来
は
、
こ
れ
を
説
明
す
る
に
は
本
書
を
全

部
読
む
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
二
つ
の
段
落
だ
け
読
ん
で
み
ま

す
。

　
「
こ
の
二
つ
の
原
則
は
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
に
お
い
て
も
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹃
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
﹄
第
九

章
に
は
「
わ
た
し
は
、
だ
れ
に
対
し
て
も
自
由
な
者
で
す
が
、

す
べ
て
の
人
の
奴
隷
に
な
り
ま
し
た
」︵
十
九
節
︶
と
あ
り
、
ま

た
﹃
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
﹄
第
十
三
章
に
は
「
互
い
に
愛

し
合
う
こ
と
の
ほ
か
は
、
だ
れ
に
対
し
て
も
借
り
が
あ
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん
」︵
八
節
︶
と
あ
る
」

　

こ
れ
は
、〔
愛
に
よ
っ
て
〕
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
隷
属
を
意
味
し
ま
す
。

　
「
と
こ
ろ
で
、
愛
と
は
、
愛
し
て
い
る
者
に
奉
仕
し
服
従
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
﹃
ガ
ラ
テ
ア
の
信
徒
へ
の
手
紙
﹄
第
四
章
に
は
「
時

が
満
ち
る
と
、
神
は
、
そ
の
御
子
を
女
か
ら
、
し
か
も
律
法
の
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下
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て
お
遣
わ
し
に
な
り
ま
し
た
」︵
四
節
︶

と
あ
る
」

　

し
た
が
っ
て
自
由
と
献
身
、
自
由
と
奉
仕
は
、
一
つ
の
事
柄

の
二
つ
の
側
面
な
の
で
す
。
こ
こ
で
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
本
書
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
私
が
引
用
し

た
文
章
だ
け
で
も
、
さ
ら
に
熟
考
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
弁
証
法
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
本
書
は
、
今
な
お
魅
力
を

失
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

ル
タ
ー
と
ユ
ダ
ヤ
人
問
題

　

ル
タ
ー
の
過
激
さ
は
、
懐
疑
に
満
ち
た
時
代
の
な
か
で
先
鋭

化
し
て
い
き
ま
す
。
彼
は
破
門
さ
れ
、
呪
詛
さ
れ
、
お
尋
ね
者

に
な
り
ま
し
た
。
見
つ
か
れ
ば
、
誰
で
も
彼
を
殺
し
て
よ
か
っ

た
の
で
す
。
ル
タ
ー
は
、
領
主
で
あ
り
賢
明
な
助
言
者
で
あ
っ

た
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
〔
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
３
世
〕
な
ら
び
に
自
身

の
友
人
で
あ
っ
た
グ
レ
ゴ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ブ
リ
ュ
ッ
ク

︵G
regor von B

rück, 1484-1557

︶
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
追
手

か
ら
逃
れ
、
匿
名
で
生
活
す
る
た
め
に
、
ま
た
そ
こ
で
聖
書
を

訳
す
た
め
に
、
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
に
身
を
隠
し
ま
し
た
。
ル

タ
ー
は
過
激
さ
ゆ
え
に
目
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
。
よ
り
穏
健

な
調
和
を
考
慮
し
た
や
り
方
は
、
ル
タ
ー
に
は
気
に
入
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
︵Philipp M

elanchthon, 

1497-156

せ0︶、
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
ヨ
ナ
ス
︵Justus Jonas der Ä

ltere, 

1493-155

そ5︶、
グ
レ
ゴ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ブ
リ
ュ
ッ
ク
等
が
、
一

五
三
〇
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
の
た
め
に
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
調
停
を
目
指
し
た
よ
う
な
や
り
方

で
す
。

　

ル
タ
ー
は
コ
ー
ル
ブ
ル
ク
〔
バ
イ
エ
ル
ン
州
北
部
の
町
〕
に

滞
在
し
て
、
一
な
る
も
の
、
本
質
的
な
る
も
の
に
還
帰
し
よ
う

と
思
い
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
行
お
う
と
し
ま
し
た
。
こ
の
徹
底

ぶ
り
は
ま
こ
と
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
の

初
期
に
も
後
期
に
も
見
ら
れ
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
過
激
さ
に
表

れ
ま
し
た
。
初
め
の
う
ち
、
ル
タ
ー
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
説
得
し
改

宗
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
真
剣
に
彼
ら
を
人
間
と
し

て
、
ま
た
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
見
な
そ
う
と
す
る
も
の
で
し
た

が
、
一
五
三
〇
年
代
に
彼
の
態
度
は
一
変
し
ま
し
た
。

　
〔
一
五
四
一
年
〕
ユ
ダ
ヤ
人
は
ボ
ヘ
ミ
ア
か
ら
追
放
さ
れ
ま
し

た
。
強
制
的
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
ル
タ
ー
は
宗
教
改

革
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
み
て
、
今
度
は
彼
の
方
か
ら
ユ
ダ
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ヤ
人
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
テ
リ
ト
リ
ー
か
ら
追
放
し
、
彼
ら

の
財
産
を
押
収
し
よ
う
と
し
た
り
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
す

べ
て
を
、
私
た
ち
は
後
の
歴
史
の
な
か
で
も
見
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
言
い
回
し
は
恐
ろ
し
く
聞
こ
え
ま
す
が
、

状
況
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、

ロ
マ
〔
い
わ
ゆ
る
ジ
プ
シ
ー
〕
と
同
様
、
一
五
三
〇
年
頃
に
は

す
で
に
ト
ル
コ
の
共
謀
者
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し

た
外
的
世
界
の
軍
事
的
危
機
は
、
ル
タ
ー
の
表
現
を
、
ま
た
実

際
の
政
治
的
影
響
を
過
激
に
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

一
五
四
六
年
の
死
を
迎
え
る
少
し
前
、「
ユ
ダ
ヤ
人
は
洗
礼
を

受
け
る
か
、
さ
も
な
く
ば
追
放
さ
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
だ
」
と

彼
は
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ル
タ
ー
の
終
末
信
仰
が
ま
す

ま
す
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

お
い
て
も
十
三
世
紀
の
日
本
と
類
似
し
た
心
理
状
況
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
の
内
戦
が
予
想
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
一
五
三
〇
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
会
議
で
の

調
停
の
試
み
が
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
も
ま

だ
何
回
か
の
話
し
合
い
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ

ル
ク
で
の
会
議
の
よ
う
に
、
す
べ
て
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　

権
力
が
あ
り
、
富
が
あ
り
、
僧
院
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
富

も
そ
の
他
の
財
産
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
争
の

兆
候
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
ル
タ
ー
は
自
ら
に
問

い
か
け
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
必
要
だ
っ
た
の
か
？　

私
は

本
当
に
正
し
い
行
動
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

信
仰
の
次
元
に

お
い
て
は
、
彼
は
自
ら
の
正
し
さ
を
確
信
し
て
い
ま
し
た
。
自

分
は
聖
書
の
福
音
を
正
し
く
註
釈
し
、
解
釈
し
て
き
た
。
教
皇

派
は
間
違
っ
て
い
る
と
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
が
分
裂
し
、
続
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

も
分
裂
す
る
と
い
う
政
治
的
帰
結
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
正
し
か
っ
た
か
？　

こ
れ
は
許
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う

か
？　

ル
タ
ー
は
疑
い
、
疑
っ
て
い
る
人
な
ら
だ
れ
で
も
す
る

よ
う
に
、
問
題
を
自
分
の
外
部
に
押
し
や
り
ま
し
た
。
な
か
ん

ず
く
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
排
泄
物
に
対
す
る
よ
う
な
言
葉
を
彼
か
ら

浴
び
せ
ら
れ
ま
し
た
。
一
五
四
三
年
に
書
か
れ
た
﹃
ユ
ダ
ヤ
人

と
彼
ら
の
嘘
に
つ
い
て
﹄
と
い
う
ル
タ
ー
の
著
作
に
は
、
ぞ
っ

と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
も
、
状
況
に
対
応
し
た
急
進
化
の

実
例
が
あ
り
ま
す
。
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７　

日
蓮
と
ル
タ
ー
が
も
た
ら
し
た
４
つ
の
革
新

　

さ
て
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
結
論
を
話
す

こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

日
蓮
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
他
の
仏
教
宗
派
と
の
闘
い
を
見

て
き
ま
し
た
。
ル
タ
ー
に
関
し
て
、
彼
の
中
心
思
想
す
な
わ
ち

「
信
仰
の
み
」
に
よ
っ
て
神
が
人
間
を
義
と
認
め
る
と
い
う
思
想

︵
信
仰
義
認
説
︶
を
承
認
し
な
い
す
べ
て
の
人
々
と
の
闘
い
を
見
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
両
者
が
宗
教
全
体
を
シ
ン
プ
ル
な
霊
的
形

式
へ
と
集
約
し
た
こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

ル
タ
ー
に
お
い
て
はsola gratia

す
な
わ
ち
「
恩
寵
に
よ
っ
て
の

み
」
で
あ
り
、
日
蓮
に
お
い
て
は
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
で
す
。

　

こ
こ
で
日
蓮
か
ら
短
く
引
用
し
ま
す
。

　
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
計
り
に
て
仏
に
な
る
べ
し
や

と
、
此
の
御
不
審
所
詮
に
候
・
一
部
の
肝
要
八
軸
の
骨
髄
に
て

候た」
　

次
に
彼
は
、
眼
と
顔
が
身
体
全
体
を
表
す
と
述
べち、
以
下
の

よ
う
に
続
け
ま
す
。

　
「
一
切
の
事
に
つ
け
て
所
詮
・
肝
要
と
申
す
事
あ
り
、
法
華
経

一
部
の
肝
心
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
に
て
候
、
朝
夕
御
唱

え
候
は
ば
正
く
法
華
経
一
部
を
真
読
に
あ
そ
ば
す
に
て
候
、
二

返
唱
う
る
は
二
部
乃
至
百
返
は
百
部
・
千
返
は
千
部
・
加
様
に

不
退
に
御
唱
え
候
は
ば
不
退
に
法
華
経
を
読
む
人
に
て
候
べ
く

候つ」
　

要
約
し
ま
す
と
、
本
質
的
な
も
の
へ
の
専
心
は
、
個
々
人
が

困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
も
実
践
で
き
る
た
め
な
の
で
す
。
同
じ

こ
と
は
ル
タ
ー
のsola gratia 

に
も
い
え
ま
す
。

　

二
人
の
宗
教
批
判
者
に
よ
る
宗
教
改
革
行
動
の
核
心
は
何
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
つ
目
は
典
礼
問
題
、
つ
ま
り
礼
拝
の
革
新
に
関
わ
る
こ
と

で
す
。
ル
タ
ー
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
全
教
会
、
キ
リ

ス
ト
教
全
体
が
基
づ
い
て
い
た
原
則
で
あ
り
基
本
で
あ
る
聖
な

る
儀
式
す
な
わ
ち
ミ
サ
を
変
え
た
の
で
す
。
ミ
サ
は
、
ル
タ
ー

以
前
の
中
世
に
お
い
て
「
人
間
が
神
に
捧
げ
る
犠
牲
」
と
見
な

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ル
タ
ー
は
「
神
が
人
間
に
捧
げ
た
犠
牲
」

と
し
て
そ
れ
を
執
り
行
う
と
述
べ
、
犠
牲
の
観
念
を
ま
っ
た
く

ひ
っ
く
り
返
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
が
神
に
義
認
さ
れ
る

の
は
こ
の
こ
と
へ
の
信
仰
の
み
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
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自
己
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
い

と
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
〔
教
会
な
ど
の
〕
機

関
に
依
存
し
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
革
新
は
、

少
し
違
っ
た
仕
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
蓮
に
お
け
る
集
約
す

な
わ
ち
一
切
を
本
尊
へ
と
帰
一
さ
せ
る
こ
と
に
も
明
ら
か
に
見

て
取
れ
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
宗
教
的
か
つ
社
会
的
な
革
新
で
す
。
つ
ま
り
ル

タ
ー
に
お
け
る
信
徒
皆
祭
司
説
で
あ
り
、
日
蓮
に
お
け
る
「
す

べ
て
の
人
間
が
ブ
ッ
ダ
で
あ
り
菩
薩
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
で

す
。

　

三
つ
目
の
革
新
を
、
私
は
精
神
的
革
新
と
呼
び
た
い
と
思
い

ま
す
。＂
縛
ら
れ
た
自
由
＂
と
名
づ
け
得
る
も
の
は
、
愛
に
よ
っ

て
縛
ら
れ
、
愛
と
結
ば
れ
た
自
由
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

私
は
自
由
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
行
為
で
き
る
自
由
で
あ
っ

て
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
は
愛
の
観
点
か
ら
私
は
縛
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
愛
に
よ
る
拘
束
と
は
、
す
べ
て
の
人
・
す
べ
て
の

も
の
と
の
絆
を
意
味
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
が
感
情
的
に
好

意
を
も
て
る
人
々
つ
ま
り
友
人
と
か
親
族
だ
け
で
は
な
く
、
好

意
を
も
て
な
い
人
々
も
含
め
た
万
人
と
の
絆
、
関
係
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
敵
を
愛
せ
よ
」

と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
仏
教
を
は
じ
め
東
洋

の
宗
教
に
お
い
て
、
敵
対
者
を
も
含
め
た
一
切
衆
生
に
対
す
る

愛
と
慈
悲
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

四
つ
目
の
革
新
は
、
政
治
的
革
新
で
す
。
新
し
い
「
サ
ン
ガ
」

〔sam
gha

／
修
行
者
の
共
同
体
〕、
そ
し
て
西
洋
に
お
け
る
新
し

い
教
会
は
こ
の
革
新
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
終
末
な

い
し
末
法
と
い
う
重
圧
を
意
識
し
て
い
た
ル
タ
ー
と
日
蓮
が
、

そ
れ
に
打
ち
克
つ
も
の
と
し
た
新
し
い
組
織
な
の
で
す
。
こ
れ

が
も
た
ら
す
も
の
は
信
仰
者
の
共
同
体
で
あ
っ
て
、
個
々
人
が

バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
サ
ン
ガ
、

新
し
い
教
会
は
、
迫
害
、
終
末
思
想
、
政
治
的
抑
圧
に
直
面
す

る
中
で
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　

内
面
の
霊
的
体
験
を
政
治
的
現
実
へ
と
変
え
る
努
力

　

一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
で
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
こ
れ
ま
で
、
た
だ
疑
問
符
と
し
て
述
べ
て
き
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
両
者
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
で
す
。
ル
タ
ー
は
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
態
度
に
最
後
ま
で

問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
日
に
な
っ
て
初
め
て
受
け
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入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
同
時
代
の
人
々

に
も
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
蓮
は
、
他

の
仏
教
宗
派
に
対
す
る
排
他
性
を
最
後
ま
で
変
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
は
今
日
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
日
蓮
の
同
時
代

の
多
く
の
人
々
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
な
わ

ち
排
他
主
義
と
絶
対
主
義
で
す
が
、
協
調
的
な
討
議
や
議
論
が

で
き
な
い
専
政
下
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
は
危
険

な
も
の
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

当
時
の
政
治
状
況
を
も
う
一
度
見
て
、
比
較
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
独
裁
制
の
と
き
に
よ
く
使
用
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と

比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
ナ
チ
ス

に
対
し
て
告
白
教
会
が
反
対
し
た
と
き
や
、〔
そ
の
理
論
的
指
導

者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
〕
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
︵K

arl B
arth, 1886-

1968

︶
の
よ
う
な
神
学
者
が
排
他
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
、
排
他
的
な

解
釈
を
宣
伝
し
て
い
た
ケ
ー
ス
で
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら

の
主
張
の
み
が
福
音
に
あ
た
い
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の

も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
悪
魔
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
レ

ト
リ
ッ
ク
は
、
独
裁
政
治
の
重
圧
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
す

べ
て
を
利
用
し
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
日
蓮
や
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
著
作
を
読
む
と
き
、

日
蓮
に
も
ル
タ
ー
に
も
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
以
上
の
よ
う

な
問
題
か
ら
、
私
た
ち
は
何
か
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
圧
政
の
時
代
に
お
い
て
は
、

き
わ
め
て
明
晰
で
わ
か
り
や
す
い
行
為
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は

排
他
的
な
行
為
も
必
要
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
人
々
が
お
互
い
に
議
論
を
交
わ
し
、
互
い
を

友
好
的
に
受
け
入
れ
な
が
ら
共
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
時
代
に

お
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
私
は
思

う
の
で
す
。

　

こ
の
「
共
に
学
ぶ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
結
語
と
し
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。
日
蓮
を
読
み
、
ル
タ
ー
を
読
む
こ
と
で
、
私
た

ち
は
勇
気
づ
け
ら
れ
、
内
面
の
霊
的
体
験
を
政
治
的
現
実
へ
と

変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
日
蓮
の
十
三
世
紀

や
ル
タ
ー
の
十
六
世
紀
と
同
様
に
、
今
日
に
お
い
て
も
必
要
な

こ
と
で
す
。
こ
の
方
向
に
向
け
て
、
と
も
に
進
み
続
け
て
い
こ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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訳
注

︵
１
︶「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」
第
十
五
章
五
一
–
五
二
節
、

「
わ
た
し
た
ち
は
皆
、
眠
り
に
つ
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
は
皆
、
今
と
は
異
な
る
状
態
に
変
え
ら
れ
ま
す
。

最
後
の
ラ
ッ
パ
が
鳴
る
と
と
も
に
、
た
ち
ま
ち
、
一
瞬
の
う
ち

に
で
す
。
ラ
ッ
パ
が
鳴
る
と
、
使
者
は
復
活
し
て
朽
ち
な
い
者

と
さ
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
変
え
ら
れ
ま
す
。」︵
聖
書
か
ら
の
引

用
は
、
す
べ
て
新
共
同
訳
聖
書
に
よ
る
︶。

︵
２
︶「
エ
レ
ミ
ア
書
」
第
三
一
章
三
三
節
、「
し
か
し
、
来
る
べ
き
日

に
、
わ
た
し
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
と
結
ぶ
契
約
は
こ
れ
で
あ
る
、

と
主
は
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
の
律
法
を
彼
ら
の
胸

の
中
に
授
け
、
彼
ら
の
心
に
そ
れ
を
記
す
。」

︵
３
︶
一
九
四
七
年
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。
お
も
に
ア
ラ
ビ

ア
哲
学
や
中
世
哲
学
を
専
門
と
し
て
い
る
。

︵
４
︶
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
︵B

ernard Faure

︶
は
現
在
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
の
宗
教
学
部
教
授
。
お
も
に
日
本
仏
教
の
研
究
に

従
事
し
、
代
表
作
と
し
て
﹃
直
接
性
の
レ
ト
リ
ッ
ク
︱
︱
禅
仏

教
の
文
化
的
批
判
︱
︱
﹄︵The Rhetoric of Im

m
ediacy—

A 
C

altural C
ritique of C

han/Zen Buddhism
, Princeton, 1991

︶

な
ど
が
あ
る
。

︵
５
︶「
サ
テ
ィ
ヤ
・
ユ
ガ
」
と
も
い
わ
れ
る
。

︵
６
︶
正
法
・
像
法
・
末
法
の
概
念
と
ユ
ガ
の
循
環
の
概
念
は
異
な
る

が
、
こ
こ
で
は
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

︵
７
︶
立
宗
の
日
。
現
行
の
太
陽
暦
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
表
記
。

和
暦
で
は
建
長
五
年
四
月
二
八
日
。

︵
８
︶
お
そ
ら
く
創
価
学
会
が
主
催
す
る
文
化
祭
を
指
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

︵
９
︶
日
蓮
、「
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」、﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄︵
以

下
、﹃
御
書
﹄
と
表
記
︶、
創
価
学
会
、
一
一
四
三
頁
。
な
お
、

ド
イ
ツ
語
版
︵D

ie Schriften N
ichiren D

aishonins, ed. Soka 
G

akkai, 2014, S. 844

︶
で
は
、
こ
の
書
簡
は
「
こ
の
世
に
お
け

る
幸
福
」︵G

lück in dieser W
elt

︶
と
題
さ
れ
て
い
る
。

︵
10
︶
日
蓮
、「
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」、﹃
御
書
﹄、
一
一
四
三
頁
。

︵
11
︶
日
蓮
、「
妙
法
尼
御
前
御
返
事
」、「
人
の
身
の
五
尺
・
六
尺
の

た
ま
し
ひ
も
一
尺
の
面
に
あ
ら
は
れ
・
一
尺
の
か
ほ
の
た
ま
し

ひ
も
一
寸
の
眼
の
内
に
お
さ
ま
り
候
、
又
日
本
と
申
す
二
の
文

字
に
六
十
六
箇
国
の
人
畜
・
田
畠
・
上
下
・
貴
賤
・
七
珍
万

宝
・
一
も
か
く
る
事
候
は
ず
収
め
て
候
、
其
の
ご
と
く
南
無
妙

法
蓮
華
経
の
題
目
の
内
に
は
一
部
八
巻
・
二
十
八
品
・
六
万
九

千
三
百
八
十
四
の
文
字
・
一
字
も
も
れ
ず
・
か
け
ず
お
さ
め
て

候
」、﹃
御
書
﹄、
一
四
〇
二
頁
。

︵
12
︶﹃
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
﹄
第
五
章
一
七
節
。

︵
13
︶
ラ
テ
ン
語
でB

iblia pauperum

と
い
い
、「
貧
し
き
人
々
の
た
め

の
聖
書
」
を
意
味
す
る
。

︵
14
︶
ド
イ
ツ
の
人
文
主
義
者
で
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
教
授
。

初
め
の
う
ち
は
ル
タ
ー
に
共
鳴
し
、
ル
タ
ー
の
思
想
の
体
系
化

に
も
貢
献
し
た
が
、
し
だ
い
に
両
者
の
思
想
的
違
い
が
顕
著
に

な
っ
て
く
る
。

︵
15
︶
ド
イ
ツ
の
法
律
家
、
人
文
主
義
者
、
ル
タ
ー
派
の
神
学
者
。
改

革
派
の
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
た
。
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︵
16
︶
日
蓮
、「
妙
法
尼
御
前
御
返
事
」、﹃
御
書
﹄、
一
四
〇
二
頁
。

︵
17
︶
注
11
を
参
照
の
こ
と
。

︵
18
︶
同
一
四
〇
三
頁
。
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