
　
　
　
　
　
　
第
二
巻

第
十
五
號

　
　
　
　
　
　
第
六
冊

ダ
ヤ
ー
ナ
ン
グ
の
思
想

羽
　
渓
　
了
　
諦

　
近
代
印
度
の
生
ん
だ
最
も
偉
大
な
宗
敏
改
革
者
た
る
ス
ワ
ー
ミ
・
ダ
ヤ
3
ナ
ン
ダ
継
起
四
百
凶
d
ζ
筒
－

蜜
画
才
）
の
性
行
並
に
其
の
著
書
に
罪
し
て
は
、
既
に
本
誌
前
號
に
於
て
紹
介
し
た
か
ら
、
今
は
直
ち

に
彼
の
宗
教
的
思
想
及
び
其
の
魅
會
的
理
想
に
就
い
て
論
蓮
し
ょ
う
。

⑬
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ダ
や
菅
ナ
ン
ダ
が
恒
に
絶
叫
し
喰
吠
陀
（
＜
巴
節
）
に
還
れ
！
」
と
い
ふ
警
語
は
、
彼
の
思
想
の
骨
子
を

詮
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
印
度
最
古
の
聖
典
π
る
吠
陀
笹
野
（
＜
鑑
諮
訟
訴
箇
）
を
奪
重
し
讃
仰

し
た
こ
と
は
、
實
に
吾
人
の
想
像
竜
及
ば
諏
ほ
ど
極
端
で
あ
っ
た
。
彼
の
蓮
作
に
係
る
『
土
筆
の
表

彰
』
（
細
身
脅
夢
弓
鋸
勲
珍
）
に
於
け
る
信
仰
告
白
の
第
二
條
に
は
、
四
吠
陀
を
以
て
「
知
識
の
倉
庫
」
と
な
し
、

　
　
　
　
ダ
ヤ
！
ナ
ン
ダ
の
患
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
一



62d・

　
　
　
　
哲
學
研
究
　
　
第
ナ
五
墾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

『
宗
敏
的
眞
理
」
と
な
し
，
「
紳
の
言
葉
」
と
な
し
、
維
封
に
誤
謬
な
く
、
一
切
事
物
に
於
け
る
至
高
猫
立
の
椹

威
で
あ
っ
て
、
其
の
紳
垂
な
る
本
源
を
謹
明
す
る
爲
に
何
等
他
書
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
恰
竜
太
陽

若
し
く
は
燈
火
が
そ
れ
自
ら
の
光
明
に
依
っ
て
そ
れ
自
ら
の
存
在
を
絶
封
筆
立
に
表
示
す
る
が

如
く
、
叉
そ
れ
自
ら
の
存
在
よ
ウ
竜
寧
ろ
他
物
の
存
在
を
明
示
す
る
が
如
く
、
吠
陀
竜
亦
一
切
眞
理

の
本
源
な
る
こ
と
宣
説
し
、
総
て
の
吠
陀
註
繹
書
及
び
吠
陀
敏
の
諸
分
涙
の
一
切
教
義
に
し
て
、
若
・

し
吠
陀
の
敏
読
に
一
致
せ
な
い
竜
の
は
、
悉
く
排
斥
せ
ら
る
．
～
き
も
の
で
あ
る
と
圭
思
し
て
を
る
。

斯
く
の
如
く
、
四
吠
陀
を
以
て
紳
よ
う
の
直
接
的
啓
示
に
し
て
、
棘
聖
確
實
無
過
の
絶
野
里
と
看
倣

し
π
ダ
や
霧
ナ
ン
ダ
は
、
其
の
信
仰
告
臼
に
於
て
、
翼
理
標
準
と
し
て
墨
げ
て
を
る
五
個
條
申
、
「
吠
陀

の
敏
説
に
違
背
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
ふ
一
個
條
を
設
け
、
其
の
信
仰
告
自
の
序
言
中
に
も
亦
「
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
紳
及
び
宇
宙
に
於
け
る
他
の
一
切
事
物
に
糊
す
る
概
念
は
吠
陀
及
び
他
の
翼
の
経
書
（
砿
器
霞
a

に
基
い
て
を
る
」
と
宣
言
．
し
て
を
る
。
　
是
に
由
っ
て
観
れ
ば
、
ダ
や
貰
ナ
ン
ダ
の
思
想
が
如
侮
に
吠

陀
中
心
主
義
で
あ
っ
π
か
冥
畑
か
で
あ
る
。

　
ダ
や
雪
ナ
ン
ダ
は
全
く
近
代
豹
療
育
を
受
け
な
か
つ
だ
が
だ
め
、
英
書
を
讃
み
得
る
ほ
ど
の
語

學
の
知
識
竜
な
く
、
從
っ
て
思
索
及
び
批
劉
に
關
す
る
近
代
的
方
法
も
殆
ん
ど
之
を
把
捉
し
て
み

な
か
つ
π
け
れ
共
．
彼
は
多
年
間
印
度
諸
國
を
遍
歴
し
て
、
幾
多
の
學
者
賢
者
と
論
議
を
交
へ
、
而
竜



6邸

面
罵
政
府
の
施
設
し
た
近
代
文
明
の
薪
光
輝
に
接
し
て
大
い
に
聯
動
レ
砂
な
か
ら
ず
非
印
度
豊

新
交
明
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
吠
陀
の
紳
智
な
る
こ
と
を
仰
信
せ
る
彼
は
、
其
の

吠
陀
と
翼
理
に
關
す
る
自
己
の
確
信
と
を
一
致
せ
し
め
て
吠
陀
は
一
聯
敏
を
説
き
近
代
科
學
を

敏
ふ
る
竜
の
で
あ
る
と
断
定
し
だ
。
從
っ
て
、
彼
は
吠
陀
中
に
顯
は
れ
て
を
る
多
門
学
的
二
二
的

及
び
魔
法
的
色
彩
は
、
そ
れ
等
よ
う
竜
一
層
深
遠
崇
高
な
眞
理
を
表
象
的
に
説
示
し
π
も
の
と
解

回
せ
な
け
れ
ば
な
ら
、
な
い
と
辮
明
し
、
更
に
進
ん
で
吠
陀
の
申
に
は
近
世
二
曲
の
新
襯
明
に
係
る

蒸
汽
上
町
や
銃
鉋
や
電
信
や
電
話
や
な
ど
も
暗
示
せ
ら
れ
て
を
る
と
主
張
し
π
。
　
か
く
し
て
、
彼

は
愛
縁
を
鋏
け
る
説
開
法
に
依
っ
て
、
彼
が
錯
誤
で
あ
る
と
信
じ
π
虜
の
も
の
は
之
を
吠
陀
申
よ

β
排
除
し
、
彼
が
眞
理
で
あ
る
と
信
じ
だ
所
の
も
の
は
之
を
吠
陀
中
に
轍
閉
せ
ん
と
試
み
π
の
で

あ
る
。
乙
れ
に
就
い
て
マ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
置
は
次
の
如
く
論
じ
た
。

　
　
彼
（
ダ
や
韮
ナ
ン
グ
）
に
取
っ
て
は
、
牽
に
映
陀
に
含
ま
れ
て
を
る
面
上
が
完
全
な
眞
理
．
て
あ
っ
た
ば
か
り

　
　
で
な
く
、
二
叉
彼
．
は
更
に
一
歩
進
ん
で
、
最
も
信
ず
べ
か
ら
詔
ざ
る
説
明
に
よ
っ
て
、
知
る
に
足
る
べ
き
一
切

　
　
の
事
、
近
代
二
二
の
最
も
新
し
い
潮
岬
で
さ
へ
も
、
狭
陀
中
に
は
暗
示
せ
ら
れ
で
を
る
と
い
ふ
こ
と
を
貞

　
　
身
も
信
じ
、
他
人
に
竜
信
ぜ
し
め
得
た
の
で
あ
る
。
　
蒸
氣
紅
炉
悟
道
及
び
汽
船
、
纏
て
二
等
の
も
の
は
少

　
　
く
と
も
そ
の
幼
芽
の
駿
態
に
於
て
駿
陀
詩
人
に
知
ら
れ
て
み
た
で
あ
る
。
（
諸
露
辣
寓
魯
δ
同
…
廓
δ
σ
p
琶
℃
覧
。
島
国
。
。
？

　
　
触
薫
章
賢
類
O
）

　
吠
陀
に
野
す
る
斯
く
の
如
き
解
説
は
、
實
に
彼
れ
濁
得
の
新
見
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
由
つ

　
　
　
　
ダ
や
董
ナ
ン
ダ
の
隣
仙
額
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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哲
．
學
研
究
．
　
，
第
十
、
五
難
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

て
以
て
吠
陀
に
外
す
る
古
代
の
解
詮
を
復
活
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
宣
言
し
て
を
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
實
際
彼
の
吠
陀
に
甥
す
る
見
鰐
は
最
も
重
要
な
二
織
に
於
て
古
代
の
解
説
と
背
離
し
て
を

る
。
吠
陀
の
宗
敏
思
想
中
に
は
マ
ク
ス
・
ミ
ュ
嘗
ラ
！
が
軍
一
紳
敏
（
国
＾
当
6
二
5
ヨ
一
ぎ
若
し
く
は
交
替
紳

敏
（
図
註
δ
口
○
窪
⑦
置
ヨ
）
と
命
名
し
π
や
う
な
】
準
則
的
氣
分
も
現
は
れ
て
を
る
が
、
併
し
古
代
の
通
者

が
吠
陀
に
於
け
る
多
神
及
び
そ
れ
諸
紳
の
崇
拝
に
帯
す
る
一
切
の
形
式
的
事
項
を
認
め
て
ゐ
尤

こ
と
は
争
は
れ
な
い
事
實
で
あ
る
。
然
る
に
、
彼
ほ
之
等
一
切
の
諸
々
を
斥
け
て
、
唯
一
紳
の
存
在

を
認
め
だ
の
で
あ
る
。
叉
古
代
の
飾
者
に
取
っ
て
は
、
郵
書
（
じ
じ
函
ご
露
呈
及
び
そ
の
附
録
た
る
森
林

書
（
白
話
越
路
9
）
並
に
奥
義
書
（
d
℃
諺
鍍
銭
）
は
、
實
に
吠
陀
本
集
と
同
ゼ
＜
不
滅
の
聖
語
で
あ
っ
た
。
然

る
に
彼
は
吠
陀
密
集
の
み
を
神
の
啓
示
と
噺
定
し
、
梵
書
は
人
聞
的
臭
昧
を
帯
べ
る
竜
の
と
し
之

を
紳
聖
呈
せ
な
か
つ
π
。
か
く
て
、
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
は
濁
ウ
自
ら
吠
陀
の
眞
の
解
論
者
と
し
て
立

ウ
た
の
で
あ
る
。
が
併
し
、
彼
の
試
み
π
吠
陀
の
翻
謬
解
繹
は
あ
ま
ウ
に
牽
張
三
皇
に
照
っ
て
み

て
．
彼
が
果
し
て
衷
心
か
く
信
じ
て
み
た
か
何
う
か
を
疑
は
ざ
る
を
得
な
い
や
う
な
食
合
が
あ
る
。

現
に
紳
敏
會
e
㊦
奉
ω
建
回
a
M
の
創
立
者
だ
る
ア
グ
ニ
ホ
ト
リ
（
酸
磐
．
〉
σ
q
に
導
。
葺
）
は
彼
が
一
八
九
一
年

に
公
に
し
た
『
濡
衣
を
剥
が
れ
だ
る
見
者
ダ
や
茸
ナ
ン
ダ
』
、
三
稜
臼
酔
b
鎚
配
置
参
d
異
亀
①
O
）
と
卸
す
る

小
冊
子
に
於
て
、
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
が
或
人
々
に
介
し
て
吠
陀
に
期
す
る
彼
の
玉
池
拡
自
信
せ
み
之



と
で
は
な
《
権
謀
上
の
沙
汰
で
み
る
と
い
ふ
こ
と
を
認
容
し
た
と
い
ふ
こ
と
を
惇
～
て
を
る
。

け
れ
共
、
余
輩
は
か
㌦
る
風
説
を
信
じ
、
よ
う
と
は
思
は
訟
。
多
分
こ
れ
は
彼
の
隆
々
た
る
勢
力
を

忌
む
随
劣
な
心
事
か
ら
放
力
れ
誕
謹
中
傷
で
あ
ら
う
。
か
や
う
に
彼
に
同
情
し
て
、
彼
の
眞
撃
を

疑
は
な
い
に
し
て
竜
、
彼
の
吠
陀
に
剥
す
る
翻
謬
解
繹
は
到
底
皆
こ
れ
を
信
ず
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
す
で
に
グ
ヅ
ス
ウ
ォ
ル
ド
の
如
き
も
、
彼
の
誤
れ
る
見
解
を
指
摘
し
穴
へ
O
塁
’
ぎ
算
鯖
δ

O
三
野
診
直
証
ε
電
器
9
酔
δ
⇔
○
掌
嗣
δ
妻
O
覧
．
．
U
①
募
り
｝
碁
師
O
潟
0
9
く
㊦
貯
」
Q
O
り
ご
。
そ
れ
で
、
ア
叢
り
ヤ
教
會
（
酵
智

こa

H
9
の
信
者
と
錐
も
そ
の
闘
租
π
る
ダ
ヤ
｝
ナ
ン
ダ
の
吠
陀
翻
鐸
を
以
て
完
全
な
竜
の
と
は

考
へ
て
を
ら
な
い
と
見
え
て
、
ラ
ジ
ュ
バ
ト
ニ
フ
ィ
は
之
に
就
い
て
次
の
や
う
に
辮
じ
て
を
る
。

　
　
五
n
入
が
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
映
陀
咄
糊
課
に
痴
策
し
て
・
王
挺
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
印
度
教
徒
の
見
地
よ
り
す

　
　
れ
ば
、
そ
劇
は
公
に
さ
れ
た
古
聖
典
の
翻
課
中
、
最
も
警
良
に
し
て
最
も
學
究
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
併

　
　
し
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
は
只
如
何
に
し
て
映
陀
を
翻
課
す
べ
き
か
の
方
法
を
後
代
に
示
し
た
の
に
過
ざ
な

　
　
い
と
い
ふ
こ
と
に
離
す
る
。
　
殆
ん
ど
完
全
に
し
て
意
義
の
轍
礒
せ
る
畝
傍
の
翻
課
が
作
ら
れ
得
る
ま

　
　
で
に
は
、
数
世
純
の
困
難
な
努
力
と
不
断
の
苦
心
と
を
嬰
す
る
に
違
ひ
な
い
。
（
び
a
℃
簿
導
け
膚
ヶ
①
≧
影
o
Q
節
琶
一

　
　
鉾
や
湊
”
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵

C｝27

　
扱
か
＼
る
徹
底
し
”
力
吠
陀
中
心
主
義
か
ら
生
れ
だ
ダ
ヤ
「
ナ
ン
ダ
の
宗
教
思
想
は
、
果
し
て
如

何
な
る
毛
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
彼
が
そ
の
信
仰
告
白
の
序
言
に
於
て
宣
べ
て
を
る
所
に
依
る

　
　
　
　
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
・
の
澱
…
惣
　
　
　
　
　

㌔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



声

　
　
　
　
　
報
學
赫
、
究
㌔
第
＋
五
號
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
六

日
　
と
、
彼
の
信
ず
る
宗
藪
は
普
遍
的
に
し
て
一
切
を
包
容
す
る
原
理
に
立
脚
せ
る
も
の
、
過
去
未
家
を

6
　
通
じ
て
蝶
理
と
し
て
認
容
せ
ら
れ
、
又
認
容
せ
ら
る
べ
き
竜
の
、
從
っ
て
如
河
な
る
種
類
の
人
問
の

　
信
條
の
敵
甥
を
竜
超
越
せ
る
竜
の
で
あ
る
と
い
ふ
劇
画
で
、
之
を
「
原
始
的
永
久
的
宗
敏
」
と
舞
ヘ
カ

　
の
で
あ
る
。
但
し
、
彼
の
所
謂
「
普
遍
的
に
し
て
心
切
を
包
容
す
る
原
理
亀
は
即
ち
吠
陀
の
翼
理
を

　
指
示
し
て
を
6
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
膚
身
は
毫
し
竜
新
宗
教
若
し
く
は
新
宗
涙
を
建
設
し
カ
と
い

、
ム
や
5
な
観
念
は
抱
い
て
み
な
か
っ
た
。
彼
の
宗
敏
は
徹
頭
徹
尾
吠
陀
を
申
心
と
す
る
復
古
主

　
義
に
墓
い
て
る
疫
の
で
あ
る
。

　
　
さ
ウ
な
が
ら
、
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
信
仰
封
事
た
る
紳
は
短
く
吠
陀
の
多
榊
敏
的
紳
話
的
色
彩
を

　
脱
却
せ
る
偉
大
崇
高
な
も
の
で
あ
っ
π
。
彼
の
信
仰
告
臼
の
第
一
條
に
は
彼
の
紳
観
が
設
示
せ

　
ら
れ
て
を
る
。

　
　
　
最
高
者
（
回
ぎ
げ
琶
碧
）
と
繕
せ
ら
る
・
彼
、
日
蔭
（
娼
・
ξ
彦
⇒
轟
轟
）
な
る
彼
は
益
宇
宙
に
遍
在
す
。
　
彼
は
眞
理
智
慧

　
　
　
申
辛
爾
な
り
。
　
彼
の
性
融
質
㎜
濁
性
及
び
特
徴
は
紬
旧
聖
な
り
。
　
一
網
は
全
知
・
盤
蝋
霜
…
・
一
切
遍
在
・
鉦
川
止
・
鮭
…
隈
・
全
抽
肺
・
正

　
　
　
義
・
慈
愛
な
り
。
　
彼
は
宇
宙
の
作
者
に
し
て
、
之
を
維
持
し
之
を
分
解
す
。
　
彼
は
二
二
に
五
罪
的
正
義
の

　
　
　
要
求
に
随
っ
て
、
一
切
羅
紬
魂
の
行
爲
の
結
果
を
戴
糊
す
。
　
円
し
て
彼
は
騰
性
の
如
く
、
他
の
も
の
に
所
有

　
　
　
せ
ら
る
と
錐
も
、
予
は
正
し
く
彼
が
天
地
萬
有
の
主
た
る
こ
と
を
信
ず
。

　
　
こ
れ
を
一
讃
す
れ
ば
、
何
人
も
直
ち
に
基
督
敏
の
脚
を
想
起
す
る
で
あ
ら
う
。
．
全
知
全
能
の
創

　
造
者
売
る
織
に
於
て
、
宇
密
唯
一
の
維
持
者
π
る
鮎
に
継
て
．
正
義
慈
愛
の
最
高
者
禿
る
鋤
に
於
て
、
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個
入
行
爲
の
審
判
者
π
る
鐵
に
於
て
、
ダ
や
蓄
ナ
ン
ダ
の
紳
と
墓
督
教
の
そ
れ
と
は
頗
る
梱
似
通

ふ
て
を
る
。
　
然
し
な
が
ら
、
国
勢
に
爾
者
を
全
然
同
一
塗
し
て
は
な
ら
諏
。
　
勿
論
、
そ
の
精
愁
的
陽

徳
的
及
び
人
格
的
性
質
に
細
い
て
考
察
す
れ
ば
、
爾
者
は
殆
ん
ぎ
同
じ
も
の
㌦
や
う
に
思
は
れ
る

が
、
併
し
ダ
ヤ
「
ナ
ン
ダ
の
紳
は
全
宇
宙
に
遍
通
し
て
他
の
総
て
の
も
の
＼
厩
性
の
如
く
な
っ
て

存
在
し
、
菰
も
萬
有
の
主
で
あ
る
と
い
ム
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
明
か
に
印
度
固
有
の
萬
有
紳
教

的
傾
向
を
示
し
て
み
て
、
基
督
草
本
來
の
超
越
聯
観
と
そ
の
趣
を
異
に
し
て
を
る
。
故
に
ダ
や
葦

ナ
ン
ダ
の
紳
観
は
印
度
固
有
の
汎
帥
親
に
基
督
敏
的
紳
観
の
長
所
を
附
加
し
カ
も
の
と
解
す
る

乙
と
が
出
黙
る
。
か
く
の
如
く
、
ダ
ヤ
7
ナ
ン
ダ
が
印
度
古
画
の
宗
教
思
想
と
基
督
敏
的
思
想
と

を
折
衷
せ
ん
と
し
た
傾
向
は
、
彼
の
平
人
關
係
論
に
於
て
も
亦
現
は
れ
て
を
る
。
彼
は
そ
の
信
仰

告
白
の
第
四
條
に
於
て
、
先
づ
個
人
精
聯
を
説
明
し
て
、
「
思
惟
と
劉
断
、
欲
求
と
嫌
悪
と
を
賦
與
せ
ら

れ
、
能
く
快
樂
苦
痛
を
威
じ
、
認
識
に
封
ず
る
そ
の
能
力
の
翻
限
ぜ
ら
れ
π
る
永
劫
不
滅
の
原
理
は
、

正
し
く
湿
れ
露
魂
な
う
“
と
陳
べ
、
更
に
策
五
條
に
断
て
、
紳
と
雲
魂
と
の
關
係
を
論
じ
て
を
る
。

　
　
憩
と
叢
魂
と
は
二
種
目
二
二
な
り
。
　
各
々
は
他
の
も
の
に
臨
定
せ
ら
れ
ず
、
噺
定
せ
ら
る
エ
能
は
ざ
る

　
　
一
定
の
騰
馬
を
有
し
、
叉
各
々
は
他
の
も
の
が
ハ
∬
は
ざ
る
、
行
ふ
能
は
ざ
る
一
定
の
作
用
を
右
μ
す
。
　
然
れ

　
　
ど
も
、
彼
等
は
遍
在
巻
及
び
被
遍
在
者
と
し
て
、
相
互
に
關
…
係
せ
る
を
以
て
、
一
よ
り
他
を
分
離
す
べ
か
ら

　
　
ず
。
　
恰
竜
物
質
酌
客
掘
が
過
現
未
の
三
時
を
通
じ
て
、
そ
r
れ
の
存
在
せ
る
窒
間
と
分
れ
て
存
在
せ
ざ
る

　
　
　
　
ダ
ヤ
「
ナ
ン
ダ
の
思
想
　
　
　
　
　

．
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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暫
學
研
究
第
†
五
號
、
　
p
八

　
　
が
如
く
、
叉
懸
者
が
過
現
末
の
三
時
を
通
じ
て
同
一
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
が
如
く
、
紳
と
鰯
網
と
の
相
互

　
　
關
係
も
亦
然
り
。
　
彼
等
の
粗
互
闘
開
係
は
遍
在
者
と
被
遽
在
者
と
の
そ
れ
、
父
と
子
と
の
そ
れ
な
り
。
　
此

　
　
は
崇
舞
し
、
彼
は
崇
卿
せ
ら
る
。

　
さ
す
れ
ば
、
聯
と
霊
と
は
親
子
的
關
係
を
有
す
る
無
限
の
實
在
で
あ
る
が
、
併
し
決
し
て
同
一
と

な
る
こ
と
は
出
汁
な
い
竜
の
で
あ
る
。
詳
し
く
言
へ
ば
、
一
切
に
遍
在
せ
る
紳
は
露
魂
に
も
遍
通

し
で
、
を
る
か
ら
、
紳
国
側
魂
乏
は
固
よ
ウ
恒
に
離
る
べ
か
ら
ぎ
る
竜
の
で
あ
る
が
、
相
互
に
異
っ
た

生
理
で
あ
っ
て
、
恰
も
物
質
が
室
，
問
に
存
す
る
如
く
、
盤
魂
は
瀞
の
内
に
在
る
け
れ
ど
毛
、
榊
に
伺
ず

　
　
　
　
　
タ

る
之
と
は
出
勝
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
物
質
が
層
層
に
存
す
る
如
く
、
盤
魂
は
紳
の
内
に
在

っ
て
、
一
よ
う
他
を
離
す
こ
と
は
母
型
な
い
と
い
ふ
思
想
は
、
印
度
古
有
の
隼
人
同
格
敏
の
見
地
に

立
脚
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
瀞
と
霊
魂
と
「
を
以
て
全
然
没
交
渉
な
屡
性
作
用
を
有
す
る
国
費
の
尊

台
と
な
し
、
物
質
的
客
観
が
塞
夢
中
に
在
っ
て
、
而
竜
之
と
合
一
せ
な
い
や
う
に
、
爾
者
は
永
恒
同
一

と
な
る
こ
と
は
出
家
な
い
と
い
ふ
二
元
論
的
見
解
は
、
全
く
神
人
懸
隔
敏
だ
る
基
督
敢
の
思
想
に

番
い
尤
竜
の
で
あ
る
と
書
は
ね
ば
な
ら
諏
。
若
し
果
し
て
然
ウ
と
す
れ
ば
、
ダ
や
婁
ナ
ン
ダ
の
宗

敏
画
工
は
印
度
圃
有
の
汎
憩
観
的
思
想
と
基
督
敏
の
超
越
淋
敏
的
思
想
と
の
折
衷
調
和
よ
う
浅

立
つ
だ
竜
の
で
あ
っ
て
、
強
ひ
て
之
に
命
名
す
れ
ば
汎
憩
観
的
．
超
越
紳
敏
と
で
も
謂
つ
べ
き
で
あ

～
り
う
。

価



上
述
の
如
く
、
ダ
や
甚
ナ
ン
ダ
は
蕾
に
聯
と
霊
魂
と
を
不
滅
的
潮
気
と
考
へ
π
ば
か
参
で
な
く
．

宇
宙
づ
質
料
因
（
滋
養
菖
9
を
竜
亦
無
始
無
絡
の
實
膿
と
爲
し
、
糧
嚢
三
者
の
本
性
作
用
は
永
久
に
同

U
で
あ
っ
て
墾
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
繋
い
だ
（
信
仰
告
自
第
六
條
）
。
か
や
う
に
、
憩
と
精
憩
と
物

質
乏
が
い
つ
れ
竜
永
恒
不
滅
の
實
膣
で
あ
っ
て
、
而
も
そ
れ
等
が
永
久
に
同
一
と
な
る
乙
と
の
出

戻
な
い
別
種
の
實
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
思
想
は
哲
學
上
底
う
し
て
竜
多
元
論
に
基
い
て
‘
を

る
と
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
而
し
て
衣
に
繹
出
す
る
彼
の
創
造
に
住
す
る
見
解
を
観
れ
ば
、
彼

の
多
元
論
的
思
想
が
愈
々
明
自
で
あ
る
。
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結
合
よ
蓼
坐
ず
る
實
膿
仕
懸
及
び
作
用
は
、
分
解
す
れ
ば
滅
す
。
　
實
膿
が
山
っ
て
以
て
他
と
結
合
し
、
若

し
く
は
他
と
分
離
す
る
所
の
力
は
月
華
貿
膿
中
に
内
在
せ
り
。
　
而
し
て
此
の
力
は
自
ら
求
め
で
、
實
膿

を
し
て
將
凍
同
じ
結
合
及
び
分
解
を
な
さ
し
む
。
　
結
合
分
散
並
に
由
っ
て
以
て
そ
れ
等
の
起
る
力
は

そ
れ
等
の
癬
㎜
灘
一
正
確
な
る
が
た
め
祠
れ
亦
無
始
無
終
　
な
り
。
（
第
七
條
）

各
個
の
要
素
の
特
殊
的
性
質
に
關
す
る
徹
底
的
十
全
的
知
識
と
、
一
切
轡
型
な
る
意
匠
と
、
全
然
調
合
せ

ら
丸
．
た
る
根
本
・
的
要
素
（
紳
。
精
紳
及
び
物
質
）
の
結
A
『
よ
り
生
ず
る
駈
の
も
の
は
一
i
総
て
そ
の
無
限
の
檬

式
に
於
け
る
、
其
の
も
の
す
ら
も
創
造
物
と
評
せ
ら
る
。
（
第
九
條
）

暴
風
の
目
的
は
憩
め
創
造
力
の
根
本
的
自
然
的
獲
揮
な
り
。
　
嘗
て
人
あ
り
て
聖
人
に
問
ふ
て
嘗
ふ
、
「
眼

の
目
的
は
何
ぞ
や
」
と
。
「
言
ふ
ま
で
も
な
く
機
か
に
見
る
が
た
め
」
と
答
へ
ら
れ
き
。
　
今
こ
の
揚
合
に
同

じ
。
　
紳
の
創
造
力
は
常
勤
を
得
ざ
る
べ
．
か
ら
ず
、
両
し
て
璽
魂
は
そ
の
・
業
．
果
を
刈
り
取
ら
ざ
る
ぺ
か
ら

ず
。
（
第
九
條
）

創
邉
物
は
創
造
主
を
有
す
。
　
宇
宙
に
於
け
る
意
匠
の
存
在
、
並
に
死
滅
せ
る
無
意
識
的
物
質
が
生
命
及

ダ
や
響
ナ
ン
ダ
の
舐
想

九

6
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哲
學
研
究
　
第
＋
五
號
　
　
、
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
活
元
の
賦
與
せ
ら
れ
た
る
種
子
若
し
く
は
そ
の
他
の
も
の
に
成
る
こ
と
を
能
は
ざ
る
心
血
は
、
創
造
物

　
　
が
創
琶
畢
主
を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
表
示
り
。
（
第
十
條
）

・
若
し
ダ
ヤ
；
ナ
ン
ダ
の
如
く
創
造
物
邸
ち
宇
宙
萬
有
が
憩
と
上
野
と
物
質
と
の
三
種
の
實
膿

帥
ち
根
本
的
要
素
の
結
合
に
依
っ
て
成
る
と
す
れ
ば
、
之
等
三
種
の
實
禮
は
宇
宙
創
造
の
根
本
原

理
と
な
っ
て
、
到
底
多
元
論
の
域
を
脱
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ウ
乍
ら
、
之
を
他
面
よ
り

観
察
す
れ
ば
、
紳
と
精
紳
と
物
質
と
の
三
種
の
實
膿
の
結
合
に
依
っ
て
宇
宙
萬
有
の
創
造
を
見
る

の
で
あ
る
が
、
就
申
「
宇
宙
の
作
者
」
と
呼
ば
れ
て
を
る
紳
は
、
創
造
的
意
匠
の
登
案
者
で
あ
っ
て
、
精
留

及
び
物
質
は
創
造
の
材
料
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
を
る
や
う
で
あ
る
か
ら
、
之
曽
爾
者
は
紳
の
属
性

と
も
看
倣
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
彼
の
本
膣
観
は
ス
ピ
ノ
ザ
（
警
窪
◎
謬
）
が
完
全
圓
満
な
る
・

實
髄
（
紳
）
の
無
限
の
厩
性
申
吾
入
の
知
う
得
る
豚
．
の
竜
の
と
し
て
思
惟
（
精
紳
）
と
延
長
（
物
質
）
と
を
墨

げ
、
而
竜
様
歌
と
し
て
顯
現
し
だ
聖
者
は
全
く
別
異
の
込
の
で
あ
っ
て
．
其
の
問
に
は
因
果
の
關
係

竜
な
い
と
認
め
疫
の
と
多
少
相
蓮
ず
る
所
あ
る
や
う
に
想
は
れ
る
。
　
果
し
て
然
ウ
と
す
れ
ば
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
早
馬
が
抽
象
的
一
元
論
に
立
脚
し
て
を
る
に
も
拘
ら
ず
、
他
面
に
於
て
デ
カ
互
ト
e
Φ
。
。
一

。
鶏
｛
。
。
。
）
の
二
元
論
を
保
持
し
た
と
見
ら
れ
得
る
や
う
に
、
ダ
㍗
君
ナ
ン
ダ
の
本
膿
的
観
念
も
一
面

に
は
＝
兀
論
的
色
彩
を
帯
び
、
他
面
に
は
多
元
論
的
傾
向
を
表
し
だ
竜
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら

顧
。
併
し
彼
の
宗
教
観
念
は
徹
頭
徹
尾
一
軍
敏
に
立
脚
し
て
を
る
の
で
あ
っ
て
、
精
憩
も
物
質
も

砂



共
に
永
劫
不
滅
の
實
在
で
は
あ
る
が
、
何
れ
竜
紳
の
内
に
存
在
せ
る
も
の
と
考
へ
た
の
で
あ
る
か

ち
、
彼
は
萬
有
を
直
ち
に
紳
の
全
膣
と
観
ず
し
て
そ
の
一
部
分
と
観
て
ゐ
π
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ

な
い
。
　
さ
す
れ
ば
、
彼
は
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
（
鼠
巴
Φ
ぴ
諺
⇔
◎
ぽ
Φ
）
の
所
謡
義
旗
右
岬
在
融
料
謹
製
睡
夢
b
Φ
β
台
｝
6
於
営
）
し
に
住

し
て
み
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
梨
倶
吠
陀
（
⇔
σ
。
＜
Φ
翁
）
第
十
巻
の
詩
篇
申
に
は
、
す
で
に
乙
の
種
の

淋
観
が
多
少
現
は
れ
て
を
る
。

　
　
上
扇
し
た
や
う
に
、
璽
魂
が
片
時
も
紳
を
離
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
如
何
な
る
原
因
に
由
っ
て
盤

　
魂
が
俗
的
繋
縛
を
被
っ
て
不
自
由
な
密
話
と
な
る
の
で
あ
ら
う
か
。
　
ダ
や
聲
ナ
ン
ダ
は
そ
の
原

　
霞
を
印
度
論
叢
の
憩
想
π
る
無
明
に
婦
し
て
を
る
。
彼
の
言
ふ
所
に
随
へ
ば
、
無
明
は
人
を
導
い

　
て
創
造
者
以
外
の
竜
の
を
崇
拝
せ
し
．
め
る
か
ら
．
是
れ
罪
の
本
源
で
あ
る
、
の
み
な
ら
ず
智
力
を
薄

　
弱
な
ら
し
め
、
其
の
結
果
と
し
て
苦
心
を
生
ぜ
し
め
る
竜
の
で
あ
る
。
而
し
て
之
を
繋
縛
と
名
け

　
る
所
以
は
、
各
人
が
脱
せ
ん
と
欲
す
る
苦
痛
の
中
に
盤
魂
を
青
函
す
る
か
ら
で
あ
る
ゆ
併
し
な
が

嗜
ら
、
若
し
人
が
無
知
で
あ
る
な
ら
ば
、
其
の
苦
痛
を
忍
受
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
　
か
＼
る
一
切
の
苦
櫛
よ

　
う
解
脱
し
、
て
、
其
の
後
は
一
切
遍
在
の
憩
と
其
の
無
限
の
創
造
物
と
に
於
て
唐
由
の
行
動
を
取
る

鰯
こ
と
が
言
忌
と
繕
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
㌧
る
回
書
は
只
一
心
密
話
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
ダ
ヤ
．
ー
ナ
ン
ダ
の
田
曲
想
　
胤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
哲
學
　
研
　
究
　
　
第
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

眼
其
の
時
期
を
経
過
す
れ
ば
、
再
び
二
二
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
焼
の
で
あ
る
（
第
十
一
第
十
二
條
）
。
．
叢

　
に
吾
人
の
注
意
す
べ
き
事
は
．
彼
の
所
謂
救
濟
は
永
詩
的
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
假
令
、
憩
に
救

　
．
濟
せ
ら
れ
て
、
一
切
苦
橋
を
癬
嘉
し
て
竜
、
そ
れ
は
只
一
時
的
で
あ
っ
て
、
永
久
的
解
脱
は
不
可
能
と

　
断
定
せ
ら
れ
て
あ
る
。
か
＼
る
一
時
的
救
濟
観
、
制
限
的
解
脱
観
は
實
に
彼
感
得
の
思
想
で
あ
っ

　
て
．
印
度
に
於
て
は
未
だ
曾
て
見
聞
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
何
が
故
に
彼
は
か
＼
る
奇
怪
な

　
救
濟
解
脱
観
を
立
つ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
惟
ふ
に
之
は
前
多
し
た
通
ウ
、
彼
は
憩

　
と
霞
魂
と
を
臨
く
ま
で
一
＝
兀
的
に
観
て
、
爾
者
の
合
一
を
認
め
ず
、
而
竜
印
度
古
來
の
思
想
π
る
輪

　
廻
轄
生
説
を
信
じ
て
ゐ
走
か
ら
、
椴
落
魚
魂
が
紳
に
救
蒸
せ
ら
れ
、
一
切
の
苦
界
を
解
脱
し
て
、
聯
と

　
そ
の
創
唱
物
と
の
裡
に
在
っ
て
自
由
に
行
動
す
る
乙
と
が
出
來
て
竜
、
本
質
的
に
紳
と
融
合
す
る

　
こ
と
能
は
ず
、
而
直
話
魂
は
依
然
と
し
て
着
生
的
性
質
を
失
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
扁
定
の
時
期

　
を
輕
過
す
れ
ば
、
再
び
肉
禮
と
結
合
し
て
生
れ
出
で
ね
ば
な
ら
な
い
が
た
め
、
永
久
の
救
濟
を
可
能

　
な
ら
し
あ
る
之
と
が
出
家
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
、
ダ
や
聾
ナ
ン
ダ
は
墓
督
教
の
紳

　
門
別
膿
観
と
印
度
敏
固
有
の
二
上
聴
生
詮
と
に
囚
は
れ
て
、
か
＼
る
不
自
然
な
救
濟
擬
を
立
て
π

　
の
で
あ
る
。

　
　
然
ら
ば
如
何
に
し
て
斯
る
救
濟
に
あ
つ
か
う
得
る
で
あ
ら
う
か
。
　
そ
の
方
法
と
し
て
、
ダ
ヤ
｝
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ナ
ン
ダ
，
は
棘
を
塗
筆
す
る
こ
と
、
若
し
く
は
集
申
せ
る
注
意
を
以
て
紳
の
本
質
及
び
野
性
を
冥
想

す
る
こ
と
、
道
徳
を
實
行
ず
る
こ
と
、
浮
行
（
国
璽
げ
白
き
弩
冒
）
を
修
す
る
こ
と
に
依
っ
て
眞
智
を
會
得
す

る
こ
と
、
賢
者
學
者
を
友
と
す
る
乙
と
、
眞
智
を
愛
す
る
こ
と
、
思
想
の
純
潔
な
る
こ
と
積
極
的
仁
慈

を
施
す
乙
と
な
ど
を
墨
げ
て
を
る
（
第
十
三
條
）
。
是
に
由
っ
て
，
彼
の
宗
敏
が
如
侮
に
道
徳
的
で
あ

る
か
を
知
る
こ
と
が
早
昼
る
。
彼
の
立
て
た
眞
理
標
準
の
第
五
條
に
は
自
己
の
良
●
心
の
命
令
と

一
致
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
あ
る
が
、
惟
ム
に
彼
は
乙
の
眞
理
標
準
に
順
癒
し
て
か
く
澄
徳
を
主

と
し
た
救
濟
の
大
道
を
開
示
し
た
の
で
あ
ら
5
。

・
斯
く
の
如
く
、
ダ
や
霧
ナ
ン
ダ
は
一
方
に
於
て
は
救
濟
の
方
法
と
し
て
十
徳
的
生
活
を
愈
重
し

海
が
、
他
方
に
於
で
は
宗
激
的
観
念
に
注
意
を
集
申
す
る
こ
と
に
於
て
、
將
π
ま
π
宗
漱
世
理
徳
的

予
習
を
養
成
す
る
こ
と
に
於
て
、
儀
式
の
三
っ
て
力
あ
る
乙
「
と
を
認
め
て
、
彼
は
そ
の
弟
子
に
祭
式

黛
a
鍵
）
を
行
ム
べ
き
こ
と
を
工
め
π
。
彼
の
厨
謂
祭
式
も
亦
主
と
し
て
道
徳
的
の
竜
の
で
あ
る
。

即
ち
賢
者
學
者
に
敬
意
を
表
す
る
之
と
、
化
學
を
始
あ
と
し
て
そ
の
他
の
物
質
的
科
學
の
原
理
を

人
事
に
適
用
す
る
乙
と
、
知
識
を
弘
布
す
る
こ
と
、
町
鳶
及
び
水
を
黒
め
、
野
物
の
健
全
な
る
生
長
に

貢
獄
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
直
接
．
一
切
有
情
の
薦
利
を
増
進
す
る
所
の
織
火
式
（
臣
σ
Q
巨
6
け
養
）
を
行
ふ

こ
と
即
ち
是
れ
で
あ
る
。
舷
に
最
も
注
意
を
佛
ふ
べ
き
は
最
後
の
祭
式
で
あ
る
。
ア
グ
ニ
ホ
手

　
　
　
　
ダ
ヤ
ー
チ
ン
ダ
の
愚
惣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

・
　
　
　
　
菅
學
研
究
　
秦
＋
匠
號
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
一
吸

鱗、

､
と
は
、
夙
に
吠
陀
時
代
よ
ウ
行
は
れ
ぬ
火
沸
を
祭
る
儀
式
で
あ
る
が
、
ダ
や
聾
ナ
ン
ダ
は
そ
の
墾

　
集
者
に
黒
し
て
、
心
理
的
肚
會
的
影
響
を
與
へ
ん
が
爲
に
、
改
革
さ
れ
溢
自
己
の
新
宗
教
中
へ
か
、

　
る
古
代
印
度
の
宗
敏
的
儀
式
を
探
参
入
れ
π
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
此
の
聖
策
は
大
い
に
功
を

　
奏
し
て
、
彼
の
弟
子
は
皆
少
く
と
竜
一
日
一
度
家
庭
若
し
く
は
公
會
に
於
て
励
ん
で
乙
の
祭
式
を

　
行
ふ
π
。
十
二
年
聞
印
度
に
在
っ
て
、
一
昨
年
『
印
度
及
び
其
信
仰
』
と
題
す
る
大
聖
を
公
に
し
尤
ビ
ッ

　
セ
ヅ
ト
・
プ
ラ
ヅ
ト
は
、
ラ
ボ
罫
ル
（
ピ
巴
5
δ
）
に
於
て
催
“
さ
れ
た
此
の
敏
會
の
第
三
十
六
週
年
祭
に
遇
ふ
て
ヤ

　
此
の
祭
式
を
濁
号
し
て
、
そ
の
實
況
を
諭
し
（
髪
B
霧
国
霧
。
審
℃
養
げ
ぼ
含
飾
宣
讐
象
寵
屡
、
陰
F
団
・
毬
G
。
l
O
）
又
同
じ

　
く
一
昨
年
『
印
度
に
於
け
る
近
代
宗
敏
擁
動
』
と
稻
す
る
良
書
を
著
は
し
π
フ
ァ
ル
ク
ァ
ル
眼
裡
一
九
一

　
二
年
十
二
月
に
ラ
ホ
診
ル
に
於
て
既
の
敏
會
の
日
曜
日
朝
農
の
勤
式
を
墾
観
し
て
、
其
模
檬
を
傳

　
へ
て
を
る
が
（
F
累
頴
材
・
喜
眞
之
。
無
二
澤
ぎ
｝
醒
。
自
注
。
＜
。
墓
塞
鴎
に
含
器
量
睾
・
。
㏄
墨
）
、
要
す
る
に
此
の
祭
式

　
は
、
梵
語
の
吠
陀
本
集
か
ら
抜
粋
せ
ら
れ
だ
長
篇
の
詩
を
合
写
し
な
が
ら
、
香
木
に
牛
酪
油
を
舞
い

　
で
、
火
を
燃
す
の
で
あ
る
。
何
の
爲
に
火
を
燃
す
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
そ
の
第
一
の
理
由
は
そ

　
れ
が
塞
氣
を
浮
め
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
、
吾
人
の
身
膿
は
断
え
ず
室
申
へ
有
毒
な
排
出
物
を
放

　
散
し
て
を
る
か
ら
、
吾
人
は
自
然
に
摩
し
て
そ
の
代
償
を
爲
す
義
務
を
持
っ
て
を
る
、
そ
れ
で
此
の

　
砲
火
式
を
行
ふ
て
、
室
氣
を
浄
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
見
地
に
響
い
て
を
る
の
で
あ
る
。
ダ
ヤ



『
’
ナ
ン
ダ
は
之
に
關
し
て
「
芳
香
を
放
つ
物
質
分
子
を
以
て
混
合
せ
ら
れ
た
る
蒸
氣
は
、
室
中
に
上
．

ウ
て
室
氣
中
に
存
す
る
水
分
を
清
め
、
爾
ほ
一
睡
多
量
の
雨
を
生
じ
、
維
草
藥
草
穀
物
及
び
そ
の
他

の
農
産
物
の
質
を
改
良
す
。
・
：
：
・
：
：
こ
の
祭
式
を
行
ふ
こ
と
に
由
ム
て
増
加
す
る
利
盆
は
な
ほ

他
に
多
く
霧
す
、
賢
者
は
自
か
ら
由
っ
て
以
て
増
加
す
る
利
島
を
推
知
す
る
こ
と
を
得
』
と
記
し

詑
と
傳
へ
ら
れ
て
を
る
（
野
蓄
9
夢
甘
ω
営
σ
Q
び
甲
巨
δ
匂
h
雪
巳
日
雪
9
貯
σ
q
。
。
。
＝
）
鎚
営
銘
3
や
・
D
μ
O
）
。
實
際

印
度
の
ア
雲
ヲ
や
人
は
皆
牛
酪
油
が
燃
さ
れ
た
後
は
、
塞
氣
が
一
層
良
く
な
る
竜
の
と
信
じ
で
を

る
の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
か
＼
る
吠
陀
の
祭
式
を
有
へ
ば
己
が
紳
聖
な
吠
陀
時
代
と
結
び
つ
い
て

を
る
と
い
ふ
氣
分
を
高
め
る
こ
と
も
．
亦
之
を
行
ふ
一
理
由
で
あ
る
。
故
に
ア
璽
ソ
や
敏
會
に
於

い
て
は
集
義
毎
に
こ
の
祭
式
を
修
し
、
叉
こ
の
教
會
に
鵬
す
る
學
校
に
於
て
は
毎
日
乙
の
祭
式
を

行
ふ
て
か
ら
授
業
を
開
始
す
る
こ
と
に
定
っ
て
を
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

637

　
以
上
叙
述
し
た
所
に
依
っ
て
、
ダ
ヤ
9
ナ
ン
ダ
の
宗
敏
思
想
の
特
徴
は
、
大
略
之
を
明
か
に
し
得

π
と
思
ふ
。
勿
っ
て
更
に
彼
の
趾
會
的
理
想
に
就
い
て
こ
言
し
ょ
う
。

　
・
今
ま
つ
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
二
言
的
理
想
の
根
祇
と
竜
見
る
’
べ
き
観
念
を
概
括
す
る
な
ら
ば
、
凡

そ
次
の
四
個
條
に
館
す
る
。

・
　
　
　
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
患
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
戦
　
、
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（三／（二）（一）（四）

哲
　
　
患
㍗
　
研
…
　
究
　
　
　
第
十
　
五
　
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

聯
の
父
た
る
こ
と
、
及
び
人
類
の
兄
弟
た
る
こ
と
。

男
女
爾
性
の
李
等
な
る
こ
と
。

，
個
人
相
互
間
及
び
國
罠
相
互
間
に
鞭
て
絶
…
封
的
正
義
を
登
翻
し
、
公
平
な
る
取
扱
を
な

す
乙
と
。
　
各
人
の
性
質
業
（
観
鎚
彰
騨
）
及
び
功
徳
に
從
ふ
て
、
何
人
竜
機
會
均
等
な
る
こ
と
。

萬
人
に
封
し
て
慈
愛
な
る
こ
と
。

　
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
は
斯
る
崇
高
な
遙
歩
的
観
念
に
基
い
て
、
そ
の
就
會
的
理
想
を
構
成
し
π
の
で

あ
る
。
而
し
て
彼
の
理
想
が
最
も
著
し
く
現
實
化
し
た
方
面
は
彼
が
試
み
た
印
度
聖
徒
要
撃
に

於
け
る
悪
風
改
良
運
動
で
あ
る
。
印
度
敏
徒
の
趾
會
に
於
け
る
最
も
固
晒
な
風
響
は
言
ふ
ま
で

竜
な
く
階
級
制
度
へ
○
器
貯
ω
嶺
8
旦
で
あ
る
。
階
級
は
印
度
教
徒
の
根
本
的
特
色
で
あ
っ
て
、
制
定
の

階
級
に
厩
し
π
も
の
で
な
く
て
は
、
そ
の
悪
徒
と
な
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ

の
制
度
の
齎
ら
す
最
竜
残
酷
な
事
は
、
一
定
の
階
級
魁
會
よ
う
除
外
せ
ら
れ
る
者
の
臨
る
境
遇
で

あ
る
。
　
一
度
除
外
せ
ら
れ
た
も
の
は
そ
の
階
級
肚
會
か
ら
文
宇
通
う
の
絶
交
を
敢
て
せ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
實
に
悲
惨
な
生
活
を
迭
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
ダ
や
言
ナ
ン
ダ
は
こ
の
階

級
嗣
度
に
書
し
て
は
甲
羅
會
（
弱
親
密
導
．
o
Q
瀞
曄
皇
の
や
う
に
過
言
な
反
抗
的
態
度
を
示
さ
な
か
つ
尤

け
れ
ど
も
、
吠
陀
時
代
の
初
期
に
於
て
は
ア
ー
ジ
ャ
人
種
の
問
に
は
何
等
階
級
的
差
別
な
く
、
各
人
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李
等
の
椹
利
を
享
受
し
て
ゐ
π
と
い
ふ
理
由
に
基
い
て
、
門
地
に
依
っ
て
定
ま
る
階
級
の
無
意
味

な
る
乙
と
を
非
難
し
、
之
に
平
し
て
何
等
宗
敏
納
根
篠
を
認
め
な
か
っ
た
。
而
し
て
彼
は
人
間
と

し
て
重
要
な
問
題
は
そ
の
父
に
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
自
身
に
存
し
、
そ
の
門
地
に
在
る
の
で
は

な
く
て
、
己
の
性
質
に
在
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
除
外
せ
ら
れ
た
も
の
を
喜
ん
で
敏
會
員

に
加
へ
て
、
忙
し
竜
揮
る
所
な
か
つ
π
。
故
に
彼
の
敏
會
。
に
於
て
は
、
最
高
の
階
級
に
属
す
る
も
の

も
、
最
下
の
階
級
に
薦
す
る
も
の
竜
同
等
の
取
扱
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
何
等
の
差
別

を
も
設
け
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
印
度
敏
徒
野
會
の
弊
風
は
早
婚
と
寡
婦
の
再
婚
禁
止
と
で
あ

る
。
　
印
度
敢
徒
の
女
子
は
早
け
れ
ば
五
六
歳
、
遽
く
と
も
十
四
五
歳
に
於
て
は
十
五
歳
乃
至
五
十

歳
の
男
子
と
結
婚
す
る
。
從
っ
て
、
彼
等
の
大
多
数
は
妻
と
七
て
母
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
道

徳
の
教
養
を
登
く
重
い
て
を
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
等
の
二
十
五
バ
蓄
セ
ン
ト
は
早
婚
の
爲
に
天
死

す
る
の
で
あ
る
。
爾
叉
こ
の
早
婚
の
風
習
に
關
面
し
て
起
る
悲
鰺
な
こ
と
は
、
印
度
藍
徒
の
肚
會

に
は
小
娘
の
寡
婦
が
頗
る
多
い
乙
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
正
統
涙
の
扇
島
敏
徒
だ
る
以
上
は
、
一

度
寡
婦
と
な
れ
ば
、
如
何
に
未
だ
う
ら
若
く
と
も
、
再
婚
す
る
こ
と
は
出
語
な
い
の
で
あ
る
。
而
し

て
夫
に
死
別
れ
尤
後
、
そ
の
家
に
留
ら
ん
と
す
れ
ば
、
自
己
の
生
活
費
を
自
ら
儲
け
幽
さ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
悲
し
い
こ
と
に
は
、
一
般
に
印
度
の
女
子
ば
相
碁
の
教
育
を
受
け
て
み
な

炉
か
ら
一
士
ら
生
活
費
を
得
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
而
も
心
際
印
度
に
於
て
は
女
子
に
涌
し
て
．

殆
ん
ど
金
儲
の
口
が
開
か
れ
て
る
な
い
と
言
つ
イ
よ
炉
。
か
＼
る
窮
境
起
立
だ
ね
ば
な
ら
諏
寡

　
　
　
・
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
田
臨
撫
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
一
七

　
　
　
嚇
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・
哲
學
研
究
　
射
＋
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
一
八

婦
が
頻
々
と
し
て
自
殺
を
企
て
る
の
は
敢
て
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
か
や
5
に
、
早
婚
と
再
婚
禁

止
と
の
風
習
は
印
度
の
就
會
に
多
大
の
害
毒
を
流
し
、
其
の
登
算
を
阻
げ
て
を
る
の
で
あ
る
。
此

に
於
て
、
雨
性
の
馬
丁
を
認
め
、
萬
人
に
．
遡
す
る
慈
愛
を
理
想
と
せ
詣
る
ダ
や
貰
ナ
ン
ダ
は
、
か
＼
る
非

人
道
的
な
悪
風
を
打
破
せ
ん
が
爲
に
、
結
婚
の
年
齢
を
一
定
し
て
、
女
子
は
十
六
歳
、
男
子
は
二
十
五

歳
に
達
せ
な
け
れ
ば
、
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
を
許
さ
な
い
事
と
し
3
ロ
蚤
σ
⇔
燥
げ
摩
詫
。
。
言
ぴ
δ
戸
9
夢
。
乙
Q
暮
易

邑
亀
卜
姦
。
。
げ
ξ
七
ξ
σ
q
曽
団
聖
遷
斜
男
」
㏄
ど
、
叉
未
だ
實
際
の
夫
婦
關
係
を
結
ば
ず
し
て
寡
嫌
若
し
く
は
鰐

夫
と
な
つ
π
竜
の
＼
再
婚
を
奨
憎
し
あ
ん
。
け
れ
共
、
一
度
配
偶
者
と
同
棲
し
た
寡
婦
及
鰐
夫
の
再

婚
は
允
さ
れ
な
か
っ
た
（
U
霞
σ
Q
凄
弓
養
ひ
鶏
、
醗
準
舅
自
註
。
ぎ
H
、
・
挨
O
・
）
。
が
併
し
、
彼
は
再
婚
す
る
と
の
出
梅
な

い
寡
婦
及
び
鱗
夫
の
爲
に
特
に
ニ
ヨ
が
黛
ぢ
。
警
）
の
實
行
を
認
可
し
た
（
H
）
籠
σ
q
9
娼
藁
。
。
峯
、
。
。
日
養
追
認
δ
詳

℃
」
鵠
i
O
ご
。
所
謂
晶
ヨ
ガ
と
は
同
一
階
級
に
製
す
る
異
性
の
一
時
的
結
合
で
あ
る
。
此
ニ
ョ
ガ

は
全
く
他
に
類
例
の
な
い
珍
奇
な
制
度
で
あ
る
か
ら
、
最
後
に
之
に
關
し
て
詳
説
し
よ
う
。

　
ダ
や
窪
ナ
ン
ダ
の
改
革
蓮
慰
事
最
も
大
謄
に
し
て
最
竜
奇
抜
な
こ
と
は
こ
の
ニ
ョ
ガ
の
制
度

を
認
可
し
π
こ
と
で
あ
る
。
之
が
爲
、
彼
は
墓
真
棒
の
樽
道
師
を
始
め
と
し
て
、
其
の
道
徳
的
理
想

に
威
化
せ
ら
れ
力
印
度
人
に
依
っ
て
痛
く
罵
晋
せ
ら
れ
π
の
で
あ
る
。
抑
ニ
ヨ
ガ
は
結
婚
し
て

嫡
子
を
得
な
い
時
、
子
孫
を
墨
げ
ん
と
欲
す
る
揚
合
、
或
は
配
偶
者
の
死
去
し
た
揚
合
、
或
ひ
は
配
偶

者
が
長
病
の
沁
め
に
生
殖
力
を
滅
却
し
力
揚
合
、
一
か
、
る
特
別
の
場
合
に
の
み
行
ふ
こ
と
を

得
る
面
魂
で
あ
る
。
　
ダ
ヤ
ー
ナ
ソ
ダ
は
面
懸
異
性
問
の
問
題
に
就
い
て
は
嚴
格
な
観
念
を
抱
，
い



て
臭
の
募
3
・
・
唾
罵
の
聖
讐
配
偶
者
の
死
暴
露
す
る
こ
と
集
可
・
と
し
奮

説
明
這
峯
．
Q
一
髪
乙
・
量
…
惹
き
蛭
・
藝
冨
℃
・
戚
H
・
。
）
、
從
っ
て
一
、
日
替
削
回
緩
し
奪
、

婦
及
び
簗
は
再
婚
を
許
裏
か
つ
奏
で
あ
る
．
．
併
し
乍
ら
、
彼
は
印
度
馨
、
生
活
の
實
献
に

照
し
て
出
家
の
金
智
蕎
奮
入
、
惹
な
鍮
伽
を
享
る
人
は
兎
為
、
蓋
褻
の
ノ
々

釜
の
；
ガ
の
蓉
を
禁
ず
る
こ
と
は
却
っ
て
罪
深
．
竃
と
で
あ
る
毒
へ
、
塁
肇
兜
の
法

典
に
断
て
は
配
饗
の
三
嘆
講
の
奮
、
若
し
姦
子
肇
設
け
る
爲
癒
の
異
性
と
嘱

す
る
必
麗
書
れ
る
特
溺
の
入
の
場
禽
撃
、
一
時
的
憧
釜
、
認
可
し
て
を
る
か
ム
穿
囲
塑
郎
昌
・
ぐ
．

髪
．
）
彼
は
古
代
の
立
法
者
の
意
見
に
從
宅
、
・
；
ガ
繋
婆
以
て
道
徳
法
の
馨
せ
る
主

義
と
し
て
・
三
図
吹
す
る
ご
と
に
密
室
の
で
あ
る
〔
　
凋
ξ
・
．
・
三
）
・
肋
・
男
・
・
っ
一
・
，
・
）
．
寧
レ
、
彼
が
こ
の
制

度
姦
吹
す
る
に
撃
は
、
極
め
至
情
の
周
到
な
る
あ
が
あ
っ
！
．
、
籍
窺
定
を
設
け
た
の

で
あ
る
・
帥
ち
；
ガ
の
關
経
入
ら
ん
と
す
る
婁
は
、
先
づ
親
族
の
面
前
に
於
て
、
．
五
口
等
は
子

孫
蓮
げ
る
爲
に
ご
；
ガ
の
結
盒
入
ら
ん
と
す
’
、
そ
の
駐
奪
ら
れ
護
五
麟
等
笠
に
回
る

べ
し
」
と
三
二
な
け
れ
ば
な
ら
盗
と
い
ふ
重
や
、
若
し
夫
が
生
架
能
で
あ
る
な
ら
ば
．
彼
は
，

そ
の
妻
生
し
て
他
の
委
求
む
ベ
ミ
と
を
鷺
、
若
し
妻
が
病
氣
乃
、
の
他
の
妻
に
弩
て

生
殖
三
態
あ
る
な
ら
ば
、
彼
女
は
そ
の
夫
蓋
し
蓬
か
に
毒
と
・
；
ガ
の
蓉
に
入
っ
て
．

子
孫
条
ぐ
べ
含
と
遅
め
農
な
ら
な
い
と
い
ふ
乙
と
や
、
芒
妻
が
寛
の
み
姦
窒

蒼
ぱ
そ
の
書
結
婚
隼
二
年
貝
の
歪
は
離
縁
し
竃
よ
い
が
、
併
し
若
し
些
、
の
妻
が
一
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
九

　
　
　
　
ダ
ヤ
’
・
ナ
ン
ダ
の
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺

（
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哲
、
學
研
究
　
第
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
二
Q

で
な
い
な
ら
ば
、
脳
力
る
も
の
は
猶
豫
な
く
直
ち
に
そ
の
妻
を
去
っ
て
、
ニ
ヨ
ガ
の
結
合
に
入
っ
て

も
よ
い
と
か
、
或
は
同
じ
く
若
し
夫
が
甚
だ
煩
い
性
質
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
其
時
に
は
妻
は
そ
の

夫
を
去
っ
て
、
他
の
男
と
ニ
ョ
ガ
の
關
係
に
入
る
こ
と
が
出
語
る
が
、
若
し
妻
が
其
際
子
供
を
有
す

る
な
ら
ば
、
妻
は
そ
の
本
説
の
財
産
を
相
滅
す
る
椹
利
が
あ
る
と
か
、
或
は
嫡
子
が
そ
の
父
の
財
産

相
績
の
走
査
あ
る
如
く
、
ニ
ョ
ガ
の
結
合
よ
う
生
れ
た
庶
子
も
亦
同
じ
樺
利
を
有
し
て
を
る
と
か
、
．

或
は
ニ
ョ
ガ
の
結
合
に
よ
う
二
人
の
子
供
が
生
れ
謡
本
は
、
そ
の
結
合
を
絶
だ
ね
ば
な
ら
臓
と
か
、

（
但
し
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
は
吠
陀
に
於
て
は
ニ
ヨ
ガ
の
結
合
に
於
て
確
説
十
人
と
女
見
聴
入
と
を
生

む
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
を
る
と
主
張
す
る
が
、
併
し
實
際
に
於
て
は
寡
婦
は
自
身
の
爲
に
二
見
と
、

四
人
の
男
の
各
々
の
爲
に
二
人
と
都
合
．
十
人
生
め
ば
よ
い
の
で
あ
ウ
、
鱗
夫
も
亦
同
じ
く
自
，
身
の

爲
に
二
見
と
、
四
人
の
寡
婦
の
各
々
の
爲
に
二
見
ど
都
合
十
人
生
め
ば
よ
い
の
で
あ
る
、
）
或
は
ニ
ヨ

ガ
の
結
合
は
一
人
の
男
子
に
封
し
て
十
一
人
の
婦
人
、
又
一
入
の
婦
人
に
封
し
て
十
一
人
の
男
子

に
ま
で
及
ぼ
す
乙
と
が
繊
雲
る
と
か
い
ふ
如
き
規
定
で
あ
る
。
之
等
の
規
定
に
於
て
、
吾
人
の
特

に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ダ
ヤ
｝
ナ
ン
ダ
が
男
女
の
問
に
訳
し
も
馬
副
の
別
を
認
め
ず
、
爾
性
を
全

く
同
等
に
取
扱
っ
て
を
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
は
男
性
に
適
用
し
な
い
規
則
を
濁
め
女
性
に
の
み

・
強
制
す
る
と
い
ふ
如
き
偏
頗
的
精
紳
を
表
さ
な
か
つ
π
。
纏
れ
實
に
彼
の
肚
馬
草
理
想
を
實
現

し
だ
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
諏
。
而
し
て
彼
が
ニ
ヨ
ガ
に
關
す
る
規
定
に
於
て
、
成
る
べ
く
多
く

の
子
供
を
生
ま
し
む
や
う
に
考
案
を
蓮
ち
し
た
跡
の
著
し
い
の
は
、
或
－
は
フ
シ
ザ
…
の
槻
察
し
控
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や
う
に
、
ダ
ヤ
『
ン
ダ
は
強
幾
な
る
民
族
を
以
て
新
印
度
を
建
設
せ
ん
と
欲
し
、
而
も
吠
陀
教
権
の

上
に
築
か
ら
れ
力
宗
敏
的
基
礎
に
立
脚
し
て
そ
の
闘
的
を
達
せ
ん
と
欲
し
だ
の
か
菟
知
れ
な
い

（
国
・
毒
・
長
丘
Φ
同
断
象
毒
目
δ
郎
α
Q
算
ゆ
劉
。
。
b
。
H
・
）
。
然
し
、
新
道
徳
の
理
想
を
懐
い
て
を
る
吾
人
は
假
令
如
何

な
る
情
實
理
由
の
あ
る
に
せ
よ
、
異
性
の
一
時
的
情
交
を
公
認
せ
る
ニ
ョ
ガ
の
制
度
に
醸
し
て
、
そ

の
實
際
的
，
外
耳
は
多
少
之
を
認
め
得
る
が
、
そ
の
道
徳
的
意
義
に
至
っ
て
は
全
く
之
を
認
め
る
こ

と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
ア
君
リ
や
教
導
員
の
申
に
覧
て
竜
此
の
問
題
に
卒
し
て
意
見

の
衝
突
を
來
し
た
と
見
え
て
、
ラ
ジ
ュ
で
ト
・
ラ
イ
は
次
の
や
う
に
飛
禽
し
だ
。

　
　
ア
聾
リ
や
教
會
に
於
て
す
ら
、
こ
の
問
題
に
聾
し
℃
は
多
く
の
異
見
が
あ
る
。
　
剛
者
は
全
然

　
　
再
婚
詮
に
賛
成
し
、
或
者
は
理
論
と
し
て
は
ニ
ョ
ガ
を
認
可
す
る
が
、
併
し
同
時
に
近
代
の
生

　
　
満
貫
態
に
於
て
は
そ
れ
は
執
行
さ
ら
る
＼
こ
と
が
出
來
な
い
と
主
張
す
る
。
（
暴
君
暮
鶉
其
目
δ

　
　
k
ζ
）
、
齢
ω
艶
彦
ζ
に
仁
刈
l
Q
O
し

　
古
來
、
宗
敏
改
革
運
動
に
は
復
古
的
精
紳
を
俘
ふ
乙
と
を
通
則
と
し
て
を
る
が
、
ダ
ヤ
！
ナ
ン
ダ
・

の
そ
れ
も
亦
復
古
主
義
に
立
脚
し
て
ゐ
カ
こ
と
は
上
來
論
貸
し
た
所
に
依
っ
て
闘
か
で
あ
る
。

欧
洲
に
於
け
る
最
竜
偉
大
な
宗
敏
改
革
者
π
る
ル
チ
ル
が
羅
馬
敏
會
の
敏
礎
に
反
抗
し
て
ら
聖
書

に
選
れ
」
と
宣
言
し
だ
や
う
に
、
ダ
ヤ
｝
ナ
ン
ダ
は
婆
羅
門
敏
の
そ
れ
を
離
脱
し
て
、
「
吠
陀
に
還
れ
」
と

絶
叫
し
カ
の
で
あ
る
。
故
に
彼
の
思
想
は
鞄
く
ま
で
吠
陀
中
心
で
あ
っ
カ
。
が
併
し
、
前
溢
し
π

や
う
に
、
彼
の
吠
一
陀
に
封
ず
る
見
解
は
大
い
に
精
選
せ
ら
れ
カ
も
の
で
あ
っ
だ
。
斯
る
精
選
さ
れ

。
　
　
　
グ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
二
一

・



　
　
　
　
　
捧
駐
書
殊
搬
．
鐵
七
蹟
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幡
三
．

蜘
，
だ
嚇
陪
審
息
玄
菰
五
方
の
駐
兵
町
毅
菰
人
格
を
遮
じ
で
宣
襟
せ
む
凱
¢
冨
や
、
㍗
言
ジ
ギ
聴
欝
．
伽
郎

6

　
見
習
喚
旭
レ
た
乙
ど
は
ヅ
通
グ
で
数
が
つ
た
。
落
着
㍉
ダ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
思
想
の
中
心
は
復
古
的

　
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
民
族
的
で
あ
う
、
愛
國
的
で
あ
っ
π
。
彼
が
そ
の
敏
會
を
ア
窒
リ
ヤ
と
櫓
へ

　
た
之
と
に
依
っ
て
も
、
這
般
の
浩
息
を
窺
知
す
る
こ
と
が
出
血
る
。
か
く
の
如
く
、
彼
の
教
説
が
復

　
古
主
義
民
族
主
義
愛
國
主
義
に
謡
い
て
る
た
上
に
、
彼
の
就
會
改
良
方
針
が
極
め
て
穏
健
重
訂
で

　
あ
っ
π
か
ら
、
近
代
印
度
に
於
け
る
諸
種
の
宗
敏
蓬
心
中
、
彼
の
そ
れ
が
最
も
成
功
し
て
、
彼
の
敏
會

　
は
速
迅
な
蟹
展
を
途
げ
得
π
の
で
あ
る
。
ラ
ジ
ュ
バ
ト
・
ラ
イ
の
報
告
に
從
へ
ば
、
扁
九
一
一
年
に
於

　
け
る
其
敏
會
員
歎
は
十
年
前
に
於
け
る
そ
れ
に
六
倍
し
、
五
年
前
に
於
け
る
そ
れ
に
二
倍
牛
増
加

　
し
て
、
二
十
四
萬
三
千
入
に
達
し
、
今
な
ほ
特
に
パ
ン
ジ
ャ
ブ
及
び
合
併
州
に
於
て
其
雨
垂
を
盆
々
憤

　
張
し
て
を
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
λ
9
雪
暮
甥
鼻
目
5
㌶
ご
・
勲
G
Q
鍵
影
い
や
O
。
。
．
）
果
し
て
然
ム
と
す
れ
ば
、

　
ダ
や
聖
ナ
ン
ダ
の
敏
會
の
將
豪
は
實
に
吾
人
の
注
月
に
債
す
る
竜
の
で
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら

　
ユ
。
　
（
完
結
）

　
曾


