
カ
ル
キ
e

。フラ

i
ナ
に
お
け
る
千
年
王
国
論
的
構
造

千
年
王
国
論
と
イ
ン
ド

で
一
概
念
と
し
て
の
千
年
王
国
論

千
年
王
国
論
(
ミ
レ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
)
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
六

0

年
代
初
頭
か
ら
歴
史
的
な
運
動
や
思
想
、
そ
し
て
隷
々
な
社
会
に
見
ら

れ
る
宗
教
運
動
の
分
類
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
概
念

は
、
多
義
的
で
暖
珠
な
ま
ま
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
い
う

言
葉
の
本
来
の
意
味
に
、
そ
の
本
質
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
キ
リ

ス
ト
教
史
学
者
を
中
心
と
し
た
歴
史
学
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下

に
あ
る
運
動
の
み
を
千
年
王
国
論
と
呼
び
、
限
定
的
に
こ
の
語
を
用
い

た
。
ま
た
、
千
年
五
霞
論
を
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
以
前
の
イ
ラ

ン
の
宗
教
に
麗
史
的
起
源
を
も
っ
た
メ
シ
ア
信
仰
の
伝
播
だ
と
す
る
見

方
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
既
存
の
体
制
に
対
す
る
抑
圧
さ
れ
た
民
衆
に
よ

る
革
命
的
運
動
と
し
て
、
千
年
王
国
運
動
を
扱
う
社
会
学
者
も
少
な
く

な
L
。

一
般
的
に
は
歴
史
学
者
の
ノ
!
マ
ン
・
コ
!
ン
に
よ
る
千
年
王
国
論

渡

辺

た
ま
き

の
五
つ
の
特
徴
が
、
定
義
と
し
て
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
千
年
王
国
論
と
は
、
(
ニ
共
同
体
的
で
あ
る
、
(
二
)
現

世
的
で
あ
る
、
(
三
)
ま
も
な
く
来
る
と
い
う
意
味
で
緊
迫
的
で
あ
る
、

(
由
)
絶
対
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
、
(
活
)
そ
う
し
た
変
革
は
超
自
然

的
な
力
に
よ
る
、
と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
。
し
か
し
こ
れ
は
厳
密
な
定

義
と
い
う
よ
り
は
、
実
際
に
起
こ
っ
た
事
象
の
諸
特
徴
を
挙
げ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
暖
珠
さ
が
残
る
が
、
そ
う
し
た
媛
昧
さ
の
故
に

広
い
分
野
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
乙
う
し
た
多
義
的

な
用
法
に
対
し
て
、
千
年
王
国
論
と
い
う
概
念
を
あ
ま
り
に
も
広
範
囲

に
適
応
し
た
結
果
、
一
般
化
を
招
き
、
暖
株
さ
と
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る

た
鋭
、
「
聖
書
の
幻
想
的
預
言
に
直
接
か
か
わ
る
記
述
に
限
定
す
る
こ

と
が
、
も
っ
と
も
よ
い
と
思
わ
れ
た
」
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
意

見
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
目
。
し
か
し
な
が
ら
千
年
王
国
論
が
い
ず

れ
か
の
宗
教
、
文
化
に
本
来
的
に
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
問
題
よ
り

も
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た

概
念
を
使
っ
て
、
異
な
っ
た
背
景
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
宗
教
現
象
を
関
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保
付
け
、
比
較
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

で
ニ
イ
ン
ド
に
お
け
る
千
年
五
臨
論

こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
、
各
地
の
歴
史
に
あ
ら
わ
れ
た
運
動

が
、
千
年
王
国
論
と
い
う
用
語
の
も
と
に
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
イ
ン

ド
に
お
け
る
千
年
王
国
論
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
イ
ン
ド

は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
シ
ア
信
仰
の
一
冗
と
な
っ
た
イ
ラ
ン
宗

教
の
産
接
的
な
影
響
関
採
に
あ
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
も
早
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
世
界
の
終
末
と
い
う
主
題
と
、
は
び

と
る
惑
を
破
る
救
務
者
い
う
主
題
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
継
続
的
に

人
々
の
関
心
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
槌
民
地
主
義
に
対
す
る
抵
抗
運
動

も
広
く
み
ら
れ
た
。
と
と
ろ
が
、
千
年
王
国
的
運
動
は
イ
ン
ド
に
は
ほ

と
ん
ど
例
外
的
に
し
か
起
と
り
え
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
イ
ン
ド
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
が
い
ま
ま
で
消
極

的
に
し
か
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
千
年
王
国
運
動
が
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
理
由

は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
社
会
人
類
学
か
ら
出
さ
れ
た
意

見
で
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
は
社
会
変
革
を
導
く
よ
う
な
革
命
的
運
動
が

起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
神
学
的
立
場
か

ら
出
さ
れ
た
も
の
で
、
時
開
と
援
史
に
関
す
る
イ
ン
ド
と
ユ
ダ
ヤ
・
キ

リ
ス
ト
教
関
の
思
想
的
差
異
に
隠
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
指
摘
に
つ
い
て
い
え
ば
、
近
現
代
の
社
会
変
化
を
主
題
と
し

て
扱
っ
て
い
る
分
野
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
、
千
年
王
国
論
の
宗
教
学

的
意
義
を
考
え
る
際
に
は
、
必
ず
し
も
実
際
の
社
会
変
革
は
必
要
な
要

素
だ
と
は
い
え
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
社
会
変
革
と
い
う
具
体
的
な
結

果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
思
想
は
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
。
次
に
時

間
観
念
の
差
異
か
ら
く
る
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
ノ
!

マ
ン
・
コ

i
ン
以
来
す
で
に
、
そ
う
し
た
点
に
関
す
る
千
年
王
国
論
と

イ
ン
ド
宗
教
と
の
非
連
続
性
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を

最
も
顕
著
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
宗
教
社
会
学
者
の
ブ
ラ
イ
ア
ン
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
彼
は
千
年
王
国
論
の
多
様
性
を
認
め
な
が
ら

も
、
神
学
的
視
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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例
え
ば
、
輪
廼
の
思
想
は
直
線
的
時
間
で
は
な
く
、
静
止
ま
た
は

循
環
的
な
時
潤
の
観
念
で
あ
る
。
救
済
が
輪
廻
を
通
し
て
封
来
す

る
文
化
で
は
、
時
の
終
わ
り
に
来
た
る
集
合
的
な
救
済
と
し
て
の

千
年
王
匿
の
思
想
は
全
く
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
千
年
王

国
は
状
況
の
突
然
の
そ
し
て
全
体
的
な
変
化
で
あ
る
の
に
対
し
、

輪
廻
は
、
偶
人
的
成
果
の
着
実
な
改
善
と
、
地
位
や
幸
福
の
着
実

な
向
上
の
経
験
を
意
味
し
て
い
る
。
二
つ
の
神
義
論
は
、
お
互
い

に
相
容
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
だ
け
が
基
本
的
に
両
立
し
が
た
い

知
的
な
理
論
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
個
人
が
無
意
識
に
前
提
と

し
て
い
る
伝
統
的
な
思
考
様
式
に
与
え
ら
れ
た
傾
向
と
も
相
容
れ

な
い
。
そ
れ
故
、
イ
ン
ド
で
は
非
常
に
稀
な
例
外
を
除
い
て
は
、



千
年
王
国
の
期
待
は
広
ま
り
も
し
な
か
っ
た
し
、
根
づ
き
も
し
な

か
っ
た
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
千
年
玉
医
論
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
ワ
ス
ト
教

的
な
亘
線
的
な
時
期
間
の
観
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ

れ
は
直
接
黙
示
文
学
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
運
動
と
、
そ
の
運
動
(
宣

教
活
動
な
ど
)
に
よ
っ
て
波
及
し
て
い
っ
た
第
三
世
界
で
の
千
年
王
国

運
動
と
を
含
む
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
歴
史
の
延
長
線
上
に
間
引
き
伸
ば
さ

れ
た
最
初
で
最
後
の
終
末
と
救
い
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
脈
を
始

点
と
す
る
の
が
、
そ
の
立
場
と
い
え
る
。
そ
の
場
合
、
議
論
は
キ
リ
ス

ト
教
史
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
「
キ

リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
近
代
」
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
壮
近
代
の
世
界
へ
の
広
が
り
と
い
う
観
点
か
ら
、
議
論
の

フ
ィ
ー
ル
ド
を
拡
大
す
る
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
が
直
線
的
歴

史
観
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
指

摘
し
た
い
の
は
、
民
衆
宗
教
の
要
素
が
色
濃
い
千
年
王
罰
運
動
に
、
そ

の
よ
う
、
な
教
義
的
か
つ
観
念
的
な
「
歴
史
意
識
」
が
あ
っ
た
と
は
考
ゆ
え

に
く
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
千
年
紀
を
め
ぐ
る
一
連
の
運
動

に
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
明
確
な
歴
史
観
が
必
ず

し
も
見
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
明
ら
か
に
循
環
的
な
要
素
が
多
く
見

ら
れ
る
。
西
洋
中
世
史
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ピ
ィ
は
、
紀
元
千
年
紀

に
書
か
れ
た
歴
史
書
の
な
か
に
、
人
間
の
歴
史
に
周
期
的
な
リ
ズ
ム
を

見
出
す
考
え
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
千
年
紀
前
後
の
混

乱
を
経
て
の
ち
、
人
々
が
そ
こ
に
神
と
の
新
た
な
約
束
を
見
出
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
千
年
王
国
運
動
の
過
程
で
、
「
神
の

由
が
ま
だ
来
な
い
」
と
い
う
意
識
も
重
要
で
あ
る
一
方
、
「
神
の
留
は

も
う
来
て
い
る
」
と
い
う
意
識
も
ま
た
、
重
要
な
の
で
あ
る
。

一
方
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
用
い
る
資
料
、
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
主

張
は
近
代
キ
リ
ス
ト
教
的
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
神
学
が
、
車
線
的
歴
史
観
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を

民
衆
的
運
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
千
年
玉
極
論
の
必
要
条
件
と
み
な
す

こ
と
に
は
潤
題
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
千
年
王
国
運
動
と
は
一
般

に
、
既
存
の
教
義
や
思
想
に
と
ら
わ
れ
ず
、
新
た
な
仕
方
で
あ
ら
わ
れ

て
く
る
「
絶
対
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
」
運
動
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
(
こ
の
場
合
の
変
革
は
必
ず
し
も
社
会
的
変
革
で
は
な
く
、
思
想

や
存
在
様
態
の
変
革
を
も
意
味
す
る
)
。
故
に
千
年
王
国
運
動
は
し
ば

し
ば
巽
端
と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
降
、
中
世
に

お
い
て
は
、
聖
書
に
し
る
さ
れ
る
神
の
屈
の
到
来
は
、
心
の
中
に
実
現

す
る
と
い
う
の
が
正
統
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
理
解
に
は
、
正
統

と
巽
端
、
洗
練
さ
れ
た
宗
教
思
想
と
畏
衆
の
宗
教
意
識
と
が
同
列
に
扱

わ
れ
て
い
る
と
い
う
隠
題
。
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
担
い
手
の
違
い
は
そ
の

運
動
や
思
想
を
論
じ
る
療
に
は
霞
別
し
て
み
な
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
千
年
王
国
を
論
じ
る
際
に
、
教
義
的
に
一
部
さ
れ
る
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時
開
論
の
遠
い
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
に
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
「
藍
糠
的
」
時
間
論
、
「
循
環
的
」
時
間
論
を
、
両
文
化
の
関
係
付

け
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
扱
う
場
合
、
各
文
化
を
比
較
す
る
視
野
が

関
ざ
さ
れ
や
す
い
と
い
う
文
化
栂
対
主
義
的
な
問
題
を
は
ら
む
。

概
念
は
汎
用
性
の
高
い
も
の
に
作
り
産
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意

味
で
千
年
王
国
論
は
概
念
と
し
て
粗
い
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
う
し

た
概
念
を
用
い
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
連
性
の
な
い
と
思
わ

れ
て
い
た
も
の
に
新
し
い
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
本
論
文
で
は
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
カ
ル
キ
化
身
を
主
と
し
て

扱
っ
て
い
る
カ
ル
キ
・
プ
ラ
l
ナ
を
中
心
に
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
終
末

観
を
千
年
王
国
論
と
し
て
位
種
付
け
る
こ
と
を
試
み
、
概
念
と
し
て
の

千
年
玉
富
論
を
捉
え
な
お
す
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
以
下
で
は
千
年
王
国
論
を
宗
教
史
の
類
型
論
の
中
に
位
置
づ

け
て
解
釈
し
て
み
た
い
。

千
年
王
国
議
の
構
造

弓
一
千
年
王
患
の
到
来
と
楽
彊
の
イ
メ
ー
ジ

エ
リ
ア
!
デ
の
用
語
を
借
り
て
表
現
す
る
な
ら
、
千
年
王
国
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
ア
ル
ケ
タ
イ
プ
は
、
神
話
的
な
始
原
(
楽
園
)
で
あ
る
。

創
世
記
で
い
え
ば
、
エ
デ
ン
の
留
と
し
て
一
部
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態

で
あ
る
。
世
界
は
、
神
に
よ
っ
て
今
ま
さ
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
活
力
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。
世
界
全
体

が
、
未
だ
織
れ
を
知
ら
ず
、
人
間
も
ま
た
、
新
し
く
造
ら
れ
た
ば
か
り

で
あ
る
が
ゆ
え
に
清
ら
か
で
あ
る
。
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
ば
か
り
と

い
う
こ
と
は
、
人
と
世
界
と
が
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
始
原
の
楽
園
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
社
会
に
お

い
て
は
、
神
話
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
祭
で
実
現
さ
れ
て
い
る
。

千
年
王
国
論
は
、
神
話
的
始
原
を
ア
ル
ケ
タ
イ
プ
と
し
て
い
る
が
、
千

年
王
国
の
到
来
と
い
う
出
来
事
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
宗
教
に
お
い
て

そ
う
で
あ
る
よ
う
な
、
単
純
な
永
遠
回
婦
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

う
し
た
宗
教
に
お
い
て
は
、
祭
の
と
き
に
、
人
潤
が
始
原
へ
と
回
帰
す

る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
千

年
王
毘
論
で
は
、
そ
う
し
た
回
帰
が
も
は
や
不
可
能
な
状
態
を
前
提
に

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
千
年
王
留
や
メ
シ
ア
が
待
望
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

千
年
王
国
の
到
来
と
は
、
楽
圏
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
に

対
し
て
、
い
っ
た
ん
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
回
帰
の
道
が
、
再
び
関

か
れ
る
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
先
に
、
千
年
王
国
の
実
現
は
、
単
純

な
永
遠
回
帰
で
は
な
い
と
い
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
で

+
め
甲
令
。
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的
ヒ
エ
ロ
ブ
ァ
ニ

i
は
、
ど
の
よ
う
に
性
格
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

諸
宗
教
を
「
発
展
段
階
」
に
応
じ
て
分
類
す
る
と
い
う
進
化
論
的
構

図
は
、
宗
教
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
発
生
し
、
↓
多
神
教
↓
一
神
教
(
ま

た
は
二
元
論
)
へ
と
発
達
す
る
と
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
タ
イ
ラ

i
、

「
自
然
的
宗
教
」
と
「
倫
理
的
宗
教
」
と
に
分
け
た
コ
ル
ネ
リ
ス
・

p
-

テ
ィ

i
レ
な
ど
、
一
九
世
紀
以
来
展
開
し
て
い
る
宗
教
史
学
発
達
の
も

と
な
っ
て
き
た
。
「
高
等
宗
教
」
と
「
原
始
的
宗
教
」
と
い
う
よ
う
に

宗
教
を
価
値
的
に
区
分
す
る
こ
と
の
問
題
な
ど
か
ら
、
こ
う
し
た
図
式

へ
の
批
判
は
二

O
世
紀
前
半
か
ら
継
続
的
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
教

と
人
類
史
の
関
係
は
、
依
然
と
し
て
宗
教
史
学
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
現
在
で
も
有
力
な
宗
教
進
化
論
の
圏
式
の
一
つ
が
ロ
パ
ー

ト

-
N
・
ベ
ラ

i
の
分
類
で
、
宗
教
を
象
徴
体
系
、
行
為
、
組
織
、
社

会
的
意
義
の
四
つ
の
側
頭
か
ら
分
析
し
、
「
原
始
的
」
、
「
古
代
的
」
「
歴

史
的
」
「
近
代
的
」
「
現
代
的
」
と
に
分
類
し
た
。
ほ
か
に
も
雄
々
な
発

展
園
式
は
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
キ
タ
ガ
ワ
に
よ
る

歴
史
的
類
型
論
を
用
い
て
性
格
付
け
て
み
た
い
。
キ
タ
ガ
ワ
の
類
型
論

は
、
先
に
あ
げ
た
宗
教
発
達
論
と
は
異
な
っ
た
問
題
意
識
、
つ
ま
り
人

類
の
宗
教
体
験
の
把
握
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
う
し
た
図
式
化
が
錨
々
の
宗
教
を
理
解
す
る
場
合
に
不
十
分
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
進
化
論
の
図
式
で
は
な
い
こ
と
は
キ
タ
ガ

ワ
自
身
に
よ
っ
て
指
擁
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
「
全
人
類
の
歴
史

的
体
験
の
中
に
現
れ
た
宗
教
体
験
と
、
そ
の
表
現
と
を
、
全
体
的
な
立

場
か
ら
眺
望
し
」
「
整
理
し
、
組
織
化
」
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

す
る
。キ

タ
ガ
ワ
は
、
ヨ
ア
キ
ム
・
ワ
ッ
ハ
が
宗
教
史
学
の
標
準
と
な
る
べ

き
規
範
的
宗
教
に
対
し
て
用
い
た
「
ク
ラ
シ
カ
ル
」
と
い
う
概
念
を
歴

史
的
類
型
と
し
て
整
理
し
、
「
プ
レ
ク
ラ
シ
カ
ル
」
、
「
ク
ラ
シ
カ
ル
」
、

「
ポ
ス
ト
ク
ラ
シ
カ
ル
」
(
「
ノ
ン
ク
ラ
シ
カ
ル
」
)
と
に
分
類
し
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
「
プ
レ
ク
ラ
シ
カ
ル
」
と
は
神
話
や
祭
柁
を
中
心
と
し

た
歴
史
化
以
前
の
宗
教
段
階
、
し
ば
し
ば
「
原
始
(
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
こ

も
し
く
は
「
根
源
的
(
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
ご
と
さ
れ
て
き
た
文
化
に
み

ら
れ
る
宗
教
的
傾
向
性
を
示
す
。
対
し
て
「
ク
ラ
シ
カ
ル
」
と
は
、
歴

史
時
代
に
入
っ
て
反
省
的
思
考
、
理
論
的
体
系
の
整
備
の
進
ん
だ
文
明

に
お
い
て
、
神
話
よ
り
も
教
義
、
哲
学
の
方
を
重
要
視
す
る
宗
教
的
傾

向
性
を
指
し
、
ウ
ェ

i
パ
i
や
ベ
ラ
!
が
「
世
界
宗
教
」
、
「
歴
史
宗
教
」

と
し
て
示
し
た
宗
教
と
重
な
る
。
「
ポ
ス
ト
ク
ラ
シ
カ
ル
」
な
宗
教
と

は
現
世
中
心
的
傾
向
と
人
関
存
在
の
意
義
の
追
求
、
精
神
の
「
自
由
」

の
追
求
を
特
徴
と
す
る
現
代
に
み
ら
れ
る
宗
教
を
指
す
。
つ
ま
り
「
ク

ラ
シ
カ
ル
」
な
宗
教
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
「
秩
序
」
を
否
定
す

る
の
が
「
ポ
ス
ト
ク
ラ
シ
カ
ル
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
千
年
王
国
一
応
酬
が

発
生
す
る
の
は
近
代
以
前
で
あ
り
、
近
代
以
降
の
千
年
王
国
論
で
あ
っ

て
も
、
そ
こ
で
主
題
化
す
る
の
は
神
に
よ
る
救
済
で
あ
り
、
「
ポ
ス
ト

ク
ラ
シ
カ
ル
」
の
よ
う
な
人
間
中
心
主
義
的
な
特
徴
が
あ
る
と
は
い
い
え

カルキ・プラーナにおける千年王国論的構造85 



な
い
ひ
し
た
が
っ
て
本
橋
で
は
第
三
の
類
型
に
つ
い
て
の
考
察
は
特
に

行
わ
ず
、
以
下
で
「
プ
レ
ク
ラ
シ
カ
ル
」
と
「
ク
ラ
シ
カ
ル
」
の
二
点

に
絞
っ
て
考
察
す
る
。

ク
ラ
シ
カ
ル
以
前
、
つ
ま
り
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
宗
教
で
は
、
神
は
コ

ス
モ
ス
に
到
来
し
、
去
っ
て
ゆ
く
の
を
繰
り
返
す
。
コ
ス
モ
ス
に
神
が

顕
現
す
る
の
は
祭
の
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
コ
ス
モ
ス
が
創
ら
れ
た
と

き
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
コ
ス
モ
ス
は
聖
な
る
も
の

と
な
る
。
創
世
記
的
に
表
現
す
る
と
、
彼
ら
は
エ
デ
ン
の
菌
へ
の
定
期

的
機
濯
が
許
さ
れ
て
い
る
人
閥
、
い
う
な
れ
ば
、
原
罪
以
前
の
状
態
に

ち
か
い
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
と
い
え
ど
も
、
始
原
へ
の
回
帰

が
可
能
に
な
る
の
は
、
祭
の
と
き
だ
け
で
あ
り
、
常
に
楽
留
に
暮
ら
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
祭
の
と
き
に
は
、
そ
こ
に
聖
な
る
も
の
が

顕
れ
る
の
で
、
無
条
件
に
誰
で
も
楽
園
に
い
る
こ
と
に
な
る
。

対
し
て
「
ク
ラ
シ
カ
ル
」
な
宗
教
で
は
、
聖
な
る
も
の
は
こ
の
世
の

背
後
に
働
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
に
は
な
く
、
そ
こ
に
は
断
絶

(
原
罪
、
マ

i
ヤ
i
)
が
あ
る
。
人
々
は
俗
な
る
こ
の
世
か
ら
抜
け
出

て
、
聖
な
る
あ
の
世
を
目
指
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
が
創
ら
れ
る
以

前
へ
の
図
婦
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク

な
人
々
が
持
っ
て
い
た
よ
う
な
聖
な
る
も
の
と
の
交
流
可
能
性
は
ひ
ど

く
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
。
た
と
え
ば
創
世
記
の
場
合
、
ア
ダ
ム
の
原

罪
に
よ
っ
て
、
エ
デ
ン
の
濁
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
に
は
、

も
は
や
そ
こ
へ
の
国
帰
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
に
許
さ
れ
て
い
る

の
は
、
エ
デ
ン
の
東
に
住
む
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
創
世
記
に

お
け
る
神
話
的
始
原
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る

が
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
神
話
の
場
合
の
よ
う
に
実
際
に
そ
こ
へ
と
回
帰

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
場
所
あ
る
い
は
時
間
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
千
年
王
宙
論
の
構
造
を
、
キ
タ
ガ
ワ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
か
ら

図
式
化
し
て
み
た
い
。
千
年
王
国
論
は
、
こ
の
世
に
つ
い
て
の
考
え
方

と
い
う
点
で
は
、
ク
ラ
シ
カ
ル
な
モ
デ
ル
に
従
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

現
在
の
「
こ
の
世
界
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
「
俗
な
る
世

界
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
世
界
と
人
間
は
、

神
話
的
始
原
と
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
人
隠
に
は
、
も
は
や
そ
う
し
た

回
帰
が
ま
っ
た
く
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
ノ
!
マ
ン
・
コ

i
ン
の
い
う
千
年
王
国
論
に
お
け
る
切
迫
性
に
合

致
す
る
。

し
か
る
に
、
千
年
王
国
論
で
は
、
そ
う
し
た
「
俗
な
る
世
界
」
の
中

に
、
突
如
と
し
て
「
聖
な
る
も
の
」
が
顕
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
俗

な
る
世
界
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
聖
な
る
千
年
王
国
」
に
変
貌
す
る
。
こ

う
し
た
顕
現
は
、
ク
ラ
シ
カ
ル
以
前
の
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
モ
デ
ル
と

同
じ
構
造
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
世
界
」
の
中
に
お
い
て
顕
現
が

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
が
霊
化
(
コ
ス
モ
ス
化
)
さ
れ
る
と
い
う

構
造
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
コ

i
ン
で
は
千
年
王
国
論
に
お
け
る
現
世

性
、
集
団
性
、
社
会
変
革
性
と
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
「
プ
レ
ク
ラ
シ
カ
ル
」
と
「
ク
ラ
シ
カ
ル
」
と
い

う
モ
デ
ル
を
使
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
千
年
王
国
論
と
は
、
ク
ラ
シ
カ

ル
な
状
況
に
お
け
る
、
そ
れ
以
前
の
よ
う
な
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
仕
方
で

の
聖
な
る
も
の
の
顕
現
、
と
い
う
構
造
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
の
千
年
五
宙
論
的
構
造

一
ニ
“
一
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
の
離
要

プ
ラ
!
ナ
と
は
、
も
と
も
と
「
古
い
物
語
」
と
い
う
意
味
の
聖
典
の

一
群
で
あ
り
、
マ
ハ
!
パ

i
ラ
夕
、
ラ
!
マ

i
ヤ
ナ
と
い
う
こ
大
叙
事

詩
と
並
ん
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
徒
の
信
仰
や
慣
習
、
人
生
観
に
強
い
影

響
力
を
持
っ
て
い
る
。
叙
事
詩
の
要
素
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
成
立
し

た
の
が
プ
ラ
!
ナ
聖
典
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
多
種
多
様
の
プ
ラ

i

ナ
が
あ
り
、
最
古
の
も
の
は
三
世
紀
以
前
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
主

な
も
の
は
回
世
紀
か
ら
十
回
世
紀
に
か
け
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
知
識
を
持

た
な
い
女
性
や
低
い
身
分
の
人
々
へ
の
教
育
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ

た
。
物
語
は
バ
ラ
モ
ン
や
ヴ
ェ
ー
ダ
の
伝
承
者
と
は
別
の
、
ス

i
タ
と

い
う
弾
唱
詩
人
の
集
団
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
の
ち
に
こ
う
し
た
物
語

は
、
寺
廟
や
巡
礼
地
に
属
す
る
非
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
僧
族
た
ち
の
手
に

よ
っ
て
諮
ら
れ
て
い
く
中
、
様
々
な
改
変
や
挿
入
が
行
な
わ
れ
た
。
プ

ラ
i
ナ
が
叙
事
誌
に
比
べ
て
極
め
て
宗
派
的
で
、
特
定
の
神
の
賛
美
、

あ
る
い
は
特
定
の
巡
礼
地
の
徳
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
の
は
、

そ
う
し
た
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
。

カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
は
、
副
次
的
な
プ
ラ

i
ナ
と
し
て
位
蜜
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
シ
ユ
ヌ
派
に
属
す
る
プ
ラ
!
ナ
で
あ
り
、
未
来
に
現

れ
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
第
十
の
化
身
で
あ
る
英
雄
カ
ル
キ
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
成
立
は
遅
く
、
一
回
世
紀
に
は
一
つ
の
プ
ラ

l

ナ
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
主
題
は
、
そ

れ
以
前
の
諸
プ
ラ
!
ナ
に
既
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
を
詳
細
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宇
密
の
第
四
期
で
あ
る
カ
リ
・
ユ
ガ

(
暗
黒
時
代
)
に
は
、
思
慮
の
な
い
人
々
が
増
え
、
カ
!
ス
ト
制
度
は

混
乱
し
、
あ
ら
ゆ
る
徳
も
、
規
範
も
、
学
問
問
も
失
わ
れ
る
。
人
々
は
欲

望
一
と
虚
偽
に
満
ち
、
神
々
の
名
前
も
忘
れ
さ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
神
々

に
救
い
を
議
わ
れ
た
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
、
帰
依
者
の
家
に
カ
ル
キ
と
し
て

生
ま
れ
、
仏
教
徒
や
蛮
族
、
最
終
的
に
は
カ
リ
・
ユ
ガ
の
人
格
化
で
あ

る
カ
リ
王
の
軍
勢
と
戦
っ
て
勝
利
を
お
さ
め
、
世
界
に
秩
序
と
正
義
を

確
立
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
・
ユ
ガ
(
真
理
の

時
代
)
と
い
う
新
し
い
時
代
が
始
ま
る
。
そ
の
後
カ
ル
キ
は
故
郷
シ
ャ

ン
パ
ラ
へ
一
戻
り
、
そ
こ
で
千
年
間
平
和
を
楽
し
ん
だ
と
さ
れ
る
。

カルキ・プラーナにおける千年王国論的構造

三
.
一
一
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
の
歴
史
的
状
況

一
般
に
、
「
マ
ハ

i
パ
!
ラ
タ

i
』
や
ウ
フ

i
マ
i
ヤ
ナ
』
、
そ
し
て

プ
ラ

i
ナ
の
よ
う
な
叙
事
詩
的
な
神
話
が
出
て
き
て
、
バ
ラ
モ
ン
教
が
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ヒ
ン
ド
ゥ
!
教
に
な
る
の
は
、
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
の
非
バ
ラ
モ

ン
的
宗
教
の
勃
興
に
対
抗
す
る
た
め
、
バ
ラ
モ
ン
教
が
土
着
の
信
仰
を

受
容
し
て
い
っ
た
結
果
だ
と
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
外
的
要
因
だ
け
で
な
く
、
ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
ブ
ラ
!

フ
マ
ナ
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
へ
と
至
る
バ
ラ
モ
ン
教
の
流
れ
自
体
に

も
、
こ
う
い
っ
た
プ
ラ

i
ナ
を
生
み
だ
す
必
然
性
が
あ
っ
た
と
み
な
す

べ
き
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
ダ
の
時
代
に
は
、
暴
風
神
ル
ド
ラ
や
天
空
神
イ
ン
ド
ラ
を
は

じ
め
と
し
て
、
世
界
の
諮
現
象
と
し
て
神
々
が
顕
れ
、
そ
こ
に
重
要
性

が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
先
に
あ
げ
た
モ
デ
ル
に
あ
て
は
め
て
い
え
ば
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ

の
談
、
ブ
ラ

i
フ
マ
ナ
文
献
に
お
け
る
よ
う
に
、
祭
式
に
よ
り
神
々
の

背
後
に
髄
く
天
澱
(
ワ
タ
)
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
に
と
っ
て
の

重
要
性
が
、
神
々
で
は
な
く
、
神
々
で
す
ら
そ
れ
に
は
逆
ら
え
な
い
原

剣
そ
の
も
の
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
祭
式
主
義
と
は
、
こ
う
し
た
原
則

を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
神
も
人
も
宇
宙
も
自
在
に
動
か
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
は
、
そ
う
し
た
ブ

ラ
!
フ
マ
ナ
の
形
式
主
義
に
反
対
し
て
、
祭
式
を
行
う
も
の
の
内
面
の

充
実
、
即
ち
内
的
供
犠
に
重
要
性
を
み
い
だ
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
宇

宙
の
原
理
た
る
プ
ラ
フ
マ
ン
を
個
人
的
自
覚
に
お
い
て
知
る
こ
と
で
あ

り
、
彼
ら
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
宇
富
の
外
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
っ
た
。
仏
教
は
そ
の
意
味
で
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
の
延
長
線
上
に
あ

ザhv
〉
」
い
ぶ
ん
ザ
令
。

以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
は
、
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
先
に
あ
げ

た
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
宗
教
か
ら
、
ク
ラ
シ
カ
ル
な
宗
教
へ
の
変
遷
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
流
れ
が
、
イ
ン
ド
宗
教
史
の

主
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
流
れ
が
あ
る
一
方
で
、
た
と
え
ば
バ
ラ
モ

ン
教
が
ヒ
ン
ド
ゥ

i
教
へ
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
端
的
に
し
め
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
、
も
う
一
つ
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
流
れ
が
あ
る
。
確

か
に
プ
ラ
!
ナ
は
教
導
の
警
と
し
て
一
編
集
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
の
こ

と
は
単
に
ヴ
ェ
ー
ダ
の
知
識
が
二
万
的
に
民
衆
に
広
め
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
「
最
高
の
認
識
」
を
民
衆
に
わ
か
る
よ
う
に
伝
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
同
様
に
民
衆
の
宗
教
意
識
を
そ
こ
に
吸
い
込
む
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
民
衆
の
側
か
ら
の
、
特
権
化
さ
れ
た
知
識

の
再
解
釈
で
あ
る
。
カ
ル
キ
・
プ
ラ
!
ナ
は
、
こ
の
流
れ
の
中
に
位
震

づ
け
ら
れ
る
宗
教
現
象
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
流
れ
は
、
主
流
(
宗
教

の
ク
ラ
シ
カ
ル
化
)
に
対
す
る
ゆ
り
も
ど
し
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ゆ
り
も
ど
し
の
流
れ
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ク
ラ
シ
カ

ル
化
に
よ
っ
て
忘
れ
さ
ら
れ
た
宗
教
的
価
鐘
の
再
発
見
・
再
評
儀
で
あ

ザ

9
0
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三
.
一
ニ
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
の
千
年
王
国
論
的
構
造

先
に
、
千
年
王
国
論
は
そ
の
構
造
上
、
ク
ラ
シ
カ
ル
な
類
型
と
プ
レ



ク
ラ
シ
カ
ル
な
類
型
の
荷
方
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
敷

街
す
れ
ば
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

(
こ
こ
の
世
界
が
、
俗
な
る
世
界
(
霊
化
さ
れ
て
い
な
い
世
界
)

だ
と
い
う
認
識
(
ク
ラ
シ
カ
ル
な
側
面
)

(
二
)
こ
の
世
界
に
お
い
て
と
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
こ
の
俗
な
る
世
界
が
聖
化
さ
れ
、
コ
ス
モ
ス
へ
と
変
容

す
る
。
(
プ
レ
ク
ラ
シ
カ
ル
な
側
面
)

カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
の
場
合
で
い
え
ば
、
(
一
)
現
在
が
カ
リ
・
ユ

ガ
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
(
二
)
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
地
上
へ
と
転

生
し
、
カ
ル
キ
と
し
て
人
格
化
し
た
カ
リ
・
ユ
ガ
(
カ
リ
王
)
を
打
ち

倒
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
(
こ
の
カ
リ
・
ユ
ガ
に
つ
い
て
だ
が
、
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i

ナ
で
は
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
カ
ル
キ
と
し
て
地
上
に
転
生
す
る
こ
と
と
な

る
蓋
接
的
原
因
は
、
神
々
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
に
頼
ん
だ
か
ら
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
な
ぜ
神
々
が
ヴ
ィ
シ
ユ
ヌ
に
助
け
を
求
め
た
か
と
い
う

と
、
人
間
が
神
々
の
名
前
を
忘
れ
て
祭
記
を
し
な
く
な
り
、
神
々
へ
の

供
物
が
窟
か
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
に
お
け

る
カ
リ
・
ユ
ガ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
地
上
に
暮
ら
す
人
間
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
人
間
か
ら
の
供
物
が
窟
か
ず
に
鴎
っ
て
い
る
神
々
に
よ
っ
て

問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
リ
・
ユ
ガ
に
対
す
る
こ
う
し
た
理
解
は
、
ク
ラ
シ
カ
ル
化
の
過
程

で
教
義
化
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
ユ
ガ
説
に
対
す
る
、
ア
ル
カ

イ
ッ
ク
な
宗
教
の
視
点
か
ら
の
再
解
釈
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
神
々
の

名
前
が
忘
れ
ら
れ
、
祭
認
が
行
わ
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ク
ラ

シ
カ
ル
化
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
世
界
(
現
象
世
界
)
が
脱
聖
化
さ

れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
重
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

神
々
、
特
に
こ
の
世
界
に
顕
現
す
る
神
々
の
重
要
性
は
、
ク
ラ
シ
カ

ル
ル
ル
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
減
少
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
々
の

名
前
は
、
実
際
に
、
「
忘
れ
去
ら
れ
て
」
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

祭
柁
の
価
値
や
、
神
々
に
供
物
を
捧
げ
る
こ
と
の
意
味
も
、
重
要
視
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
で
は
、
神
々
に
実
際
に
供

物
を
捧
げ
る
こ
と
は
「
外
的
供
犠
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
内
的
供

犠
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神
々
の
名

前
が
忘
れ
ら
れ
、
供
物
が
窟
か
な
く
な
る
と
い
う
表
現
は
、
内
的
供
犠

の
も
た
ら
す
帰
結
を
、
具
体
的
に
示
す
も
の
と
み
な
し
う
る
。

カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
に
お
け
る
カ
リ
・
ユ
ガ
の
描
写
は
、
「
?
」
の
世

界
が
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
で
は
な
い
」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
お
り
、
そ

の
点
で
ク
ラ
シ
カ
ル
な
類
型
に
お
け
る
規
点
を
と
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
認
識
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
神
々
が
考

え
た
解
決
策
は
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
に
頼
ん
で
世
界
を
再
コ
ス
モ
ス
化
し
て

も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
明
ら
か
に
プ

レ
ク
ラ
シ
カ
ル
な
類
型
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
(
二
)
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
顕
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
供
物
が

腐
か
な
く
な
っ
て
困
っ
た
神
々
は
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
領
域
(
ヴ
ァ
イ
ク
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ン
タ
)
へ
行
っ
て
、
ヴ
ィ
シ
ユ
ヌ
に
助
け
を
求
め
た
。
ヴ
ィ
シ
ユ
ヌ

は
、
救
世
主
と
し
て
地
上
に
転
生
し
、
神
的
な
秩
序
を
取
り
戻
す
こ
と

を
約
束
し
た
の
だ
が
、
な
、
ぜ
自
分
、
が
カ
ル
キ
と
し
て
地
上
に
転
生
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

地
上
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
の
乳
海
か
ら
は
、
物
事
が
う
ま
く
指
示

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
、
悪
漢
を
倒
し
、
そ

の
後
に
法
と
秩
序
と
正
し
さ
を
も
た
ら
す
た
め
、
地
上
に
赴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
地
上
に
救
い
を
も
た
ら
し
、
神
的
な

秩
序
を
立
て
直
す
、
唯
一
確
実
で
、
時
間
が
証
明
し
た
や
り
方
な

の
だ
。

ご
と
で
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
領
域
は

「
地
上
か
ら
遠
く
離
れ
た
乳
海
」
に
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
神
々
は
、
ヴ
ィ

シ
ュ
ヌ
に
頼
む
前
に
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
断
ら
れ
た
の
だ

が
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
領
域
も
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
領
域
も
、
と
も
に
カ
リ
・

ユ
ガ
の
影
響
を
受
け
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
根
本
的
な
神
々
は
、

供
物
が
腐
か
な
く
て
因
っ
て
い
る
神
々
と
は
違
い
、
「
地
上
か
ら
遠
く

離
れ
た
」
彼
ら
の
世
界
に
い
て
、
そ
の
世
界
は
カ
リ
・
ユ
ガ
と
は
関
係

な
しブ

ラ
フ
マ
ン
や
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
「
遠
さ
」
と
は
、
彼
ら
が
ク
ラ
シ
カ

ル
な
類
型
に
お
け
る
、
根
本
的
・
本
質
的
な
神
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
現
在
の
こ
の
世
界
内
に
顕
現
し

な
い
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
タ
イ
プ
の
考

え
方
に
お
け
る
、
デ
ィ
オ
ス
・
オ
テ
ィ
オ
ス
ス
で
あ
る
こ
と
を
も
象
徴

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中
性
的
原
理
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
、
前
者

の
要
素
が
強
く
、
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
、
後
者
の
要
素
が
強

い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
リ
グ
・
ヴ
ェ

i
ダ
な
ど
の
神
話
時
代
の
神
話

と
、
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
の
よ
う
な
後
世
の
神
話
の
違
い
は
、
神
が
そ

の
顕
現
を
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
人
々
が
お
お
ら
か
に
神
の
名

を
讃
え
て
神
々
の
行
い
を
語
る
の
で
は
な
く
、
神
々
は
そ
う
頻
繁
に
現

れ
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
時
代
の
神
話
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
顕
現
は
奇
跡
的
で
あ
り
、
岡
山
定
化
さ
れ
た
世
界
を
徹
底
的
に
変
革

す
る
力
を
持
つ
。

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
領
域
に
は
、
「
聖
者
た
ち
」
が
い
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
彼
ら
は
お
そ
ら
く
、
地
上
世
界
(
マ
!
ヤ
!
の
世
界
)
か
ら

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
世
界
(
真
実
在
の
世
界
)
へ
と
解
脱
し
た
人
た
ち
で
あ

る
。
彼
ら
は
も
は
や
地
上
世
界
と
は
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
起
こ
る
問
題

を
解
決
す
る
力
も
も
た
な
い
。
ま
た
ブ
ラ
フ
マ
ン
自
身
、
自
分
は
救
い

主
を
与
え
る
の
に
適
し
て
お
ら
ず
、
ヴ
ィ
シ
ユ
ヌ
だ
け
が
、
救
い
主
を

与
え
て
く
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
地
上
世
界
を
霊
化
す
る
力
も
、
型
化

し
よ
う
と
す
る
意
欲
も
見
い
だ
せ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
、
自
分
が
カ
ル
キ
と
し
て
転
生
(
顕

現
)
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
地
上
に
神
的
な
秩
序
を
立
て
直
す
た
め
の
、
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唯
一

J

確
実
な
方
法
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

は
、
ク
ラ
シ
カ
ル
な
タ
イ
プ
の
宗
教
の
方
法
(
解
脱
な
ど
)
で
は
、
地

上
世
界
を
霊
化
す
る
(
コ
ス
モ
ス
化
す
る
)
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
地

上
へ
の
神
の
顕
現
だ
け
が
、
世
界
を
そ
れ
自
体
と
し
て
聖
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
カ
ル
キ
と
し
て
地
上
に
顕
現
し
、
カ
リ

の
寧
勢
を
打
ち
倒
し
て
地
上
に
再
び
秩
序
を
う
ち
建
て
る
。
こ
の
世
界

が
霊
化
さ
れ
、
コ
ス
モ
ス
に
変
容
す
る
の
は
、
直
接
的
に
は
、
カ
ル
キ

が
カ
リ
・
ユ
ガ
そ
の
も
の
で
あ
る
カ
リ
の
軍
勢
を
打
ち
倒
し
た
か
ら
だ

と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
根
本
的
に
は
、
ヴ
ィ
シ
ユ
ヌ
が
カ
ル
キ
と
し
て

こ
の
世
界
に
顕
現
し
た
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
が
、
世
界
を
聖
化
す
る

の
で
あ
る
。

四

結

何
か
を
発
見
す
る
こ
と
と
は
、
あ
る
側
面
を
明
隔
に
認
識
す
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
結
果
と
し
て
別
の
側
面
を
見
失
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
聖
な
る
も
の
の
全
体
性
と
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
発

見
す
る
こ
と
と
見
失
う
こ
と
と
は
同
義
で
あ
る
。
人
類
の
宗
教
史
で

は
、
発
見
し
、
見
失
い
、
再
び
発
見
す
る
と
い
う
営
み
が
、
弁
証
法
的

に
相
互
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
、
連
続
し
て
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え

す

Q
O

ク
ラ
シ
カ
ル
な
宗
教
の
方
向
性
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
抽
象
化
・

普
遍
化
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
イ
ン
ド
の
場
合
で
は
、
ブ
ラ

l
ブ
マ
ナ

書
に
よ
っ
て
、
顕
現
す
る
神
々
(
リ
グ
の
神
々
)
が
否
定
さ
れ
、
次
に

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
に
よ
っ
て
祭
式
が
否
定
さ
れ
、
ブ
ッ
ダ
以
後
に
は
、

す
べ
て
の
現
象
す
る
も
の
が
「
マ
!
ヤ

l
」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
ま
で

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
否
定
は
、
ひ
と
え
に
、
す
べ
て
の
現
象
の
背
後

に
あ
る
、
普
遍
的
な
聖
な
る
も
の
を
探
求
し
て
い
っ
た
が
ゆ
え
で
あ

司令。
し
か
し
な
が
ら
、
聖
な
る
も
の
を
、
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
の
み
把

握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
聖
な
る
も
の
の
顕
現
と
い
う
出
来
事
の
中

に
あ
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
側
面
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
創
造
的
側
面
、

つ
ま
り
、
具
体
的
な
何
か
が
制
創
造
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
見
失
う
こ
と

で
も
あ
る
。
「
本
質
」
こ
そ
が
重
要
だ
と
思
え
ば
こ
そ
、
現
れ
た
も
の

は
単
な
る
「
現
象
」
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

創
造
的
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
み
れ
ば
、
何
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
侭

か
が
「
創
造
さ
れ
た
」
こ
と
こ
そ
が
神
聖
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、

「
普
遍
的
な
も
の
」
は
、
単
に
、
「
未
だ
創
造
さ
れ
ざ
る
も
の
」
、
潜
勢

態
、
カ
オ
ス
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
に
お
け
る
千
年
王
国
論
的
解
釈
と
い
う
の
は
、

ク
ラ
シ
カ
ル
な
タ
イ
プ
の
宗
教
経
験
と
ク
ラ
シ
カ
ル
以
前
の
ア
ル
カ

イ
ッ
ク
な
タ
イ
プ
の
宗
教
経
験
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
獄
み
と
し
て
意

義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
顕
現
の
重
要
性
と
い
う
方
向
性

カルキ・プラーナにおける千年王国論的構造91 



と
、
聖
な
る
も
の
の
普
通
性
・
絶
対
性
と
い
う
方
向
性
を
統
合
す
る
も

の
で
あ
る
。
宗
教
史
と
い
う
の
は
こ
う
し
た
統
合
の
連
続
、
古
い
宗
教

経
験
の
市
内
解
釈
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
二
つ
の
解
釈

の
あ
い
だ
に
あ
る
再
解
釈
の
一
つ
の
形
と
し
て
千
年
王
国
運
動
を
モ
デ

ル
に
し
、
そ
の
よ
う
な
再
解
釈
の
営
み
と
し
て
、
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ

を
意
義
づ
け
て
み
た
。

[
注
]

(1)
鈴
木
中
正
は
、
と
も
す
れ
ば
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
の
み
毘
ら
れ
る

間
有
の
事
設
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
千
年
王
国
論
を
、
歴
史
的

缶
播
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
信
伸
お
よ
び
運
動
の
通
世
界
性
、
通

人
類
性
を
強
鰐
し
た
。

(2)
ノ
!
マ
ン
・
コ
!
ン
『
千
年
玉
菌
の
追
求
」
℃
-
A
F

(3)
田
村
秀
夫
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
千
年
王
国
」
円
y

。

(4)
回一。
n
r
u
m
-
〈
一
色
。
口
問
山
、
河
mwMvcσ
出
。
一
玄
ニ
}
伶
口
三
巴

5
2
H】

g
E
〉

g
m
ユ
gロ

凶

4-ocmHYS圃
℃
'
尚
三

(5)
イ
ン
ド
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
諾
プ
ラ
!
ナ
の
古
典
的
な
主
題
と
し
て
は
、

字
苗
の
創
造
、
磁
壊
及
び
再
建
、
神
々
及
び
壁
仙
の
系
譜
、
人
祖
マ
ヌ
に
支

配
さ
れ
る
莫
大
な
期
間
、
王
の
系
譜
の
五
種
で
あ
る
が
、
最
後
の
王
の
系
譜

は
、
末
法
の
世
(
カ
リ
・
ユ
ガ
)
の
予
蓄
の
か
た
ち
を
取
る
。
カ
ル
キ
化
身

は
地
の
プ
ラ
l
ナ
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
末
法
の
救
済
者
と
し
て
言
及
さ

れ
る
。
他
に
も
終
末
、
末
法
と
い
っ
た
状
況
は
、
物
語
な
ど
の
な
か
で
多
く

摺
い
ら
れ
る
。

(6)
問
え
ば
ピ

i
タ
i
-
ワ
i
ス
レ
イ
『
千
年
王
国
と
未
開
社
会
」
、

E
.
J
.

ホ
ブ
ズ
ボ
i
ム
『
素
朴
な
反
逆
者
た
ち
』

(7)
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
「
千
年
王
患
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

M
Y
足。

(8)
デ
ュ
ピ
ィ
「
紀
元
千
年
』
℃
・
お

tg・
5
z
s

(9)
エ
リ
ア
i
デ
は
「
時
間
の
指
無
の
方
法
」
と
い
う
問
題
か
ら
こ
う
し
た
二
項

を
立
て
て
お
り
、
前
者
は
後
者
の
一
種
の
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
。

(
M
W
)

島
欝
進
「
宗
教
史
の
可
能
性
〈
序
論
ど

3
・2
N

(
日
)
向
。
σ
m
w
Z
2・
出
何
回
え
へ
吋
ゆ
ロ
位
。
ロ
ω
一
何
〈
。
}
ロ
位
。
ロ
Y
句

q
o
S出出向~凡
hq，

(
臼
)
ジ
ョ
セ
フ

@
M
-
キ
タ
ガ
ワ
「
未
開
宗
教
、
古
典
的
宗
教
、
な
ら
び
に
近
代

限
界
の
諸
宗
教
」
、
北
川
三
夫
「
現
代
世
界
と
宗
教
学
」
。
引
用
部
は
「
現
代

世
界
と
宗
教
学
」

3
・吋

093

(
日
)
ク
ラ
シ
カ
ル
な
宗
教
に
つ
い
て
、
キ
タ
ガ
ワ
は
次
の
三
点
の
特
徴
を
指
摘
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

1
・
ミ
ュ
ト
ス
か
ら
の
ロ
ゴ
ス
の
解
放
。

2
.
こ
の

現
象
界
や
人
生
に
対
す
る
否
定
的
態
度
の
躍
問
。

3
.
宗
教
の
理
論
的
・
実

践
的
・
柱
会
学
的
各
側
面
の
洗
練
、
体
系
化
で
あ
る
。
キ
タ
ガ
ワ
は
「
未
開

宗
教
」
、
「
世
界
宗
教
」
、
「
現
代
宗
教
」
と
い
う
分
類
を
、
あ
え
て
「
ク
ラ
シ

カ
ル
」
と
そ
れ
以
前
以
後
と
い
う
言
い
方
で
統
合
す
る
こ
と
で
、
宗
教
の
歴

史
的
類
型
を
図
式
的
に
整
理
し
た
。

(
凶
)
「
超
自
然
的
存
在
に
関
す
る
神
話
的
解
釈
に
追
従
か
つ
模
倣
し
な
が
ら
、
原

始
人
や
未
開
人
は
、
混
沌
か
ら
宇
宙
的
調
和
を
創
造
す
る
原
初
的
行
為
を
再

現
し
、
か
つ
そ
れ
に
参
与
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
行
為
は
、
秩
序
の
み

な
ら
ず
、
人
間
的
規
範
や
様
式
を
確
立
し
た
り
維
持
し
た
り
す
る
と
い
う
意

味
を
暗
に
ふ
く
ん
で
い
る
よ
キ
タ
ガ
ワ
前
掲
欝
℃
・

8

(
日
)
中
村
元
「
ヒ
ン
ド
ゥ

i
教
史
い
。
し
か
し
ヴ
イ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
は
「
プ
ラ
l
ナ」

の
概
念
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
、
聖
典
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
以
前
の
物
語
り

群
も
「
プ
ラ

i
ナ
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
意
味
で
叙
事
詩
は
「
プ
ラ
!
ナ
」

を
ま
と
め
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
ヴ
イ
ン
テ
ル
ニ
ッ

ツ
「
叙
事
詩
と
プ
ラ

i
ナ
ピ
。

(
日
)
主
た
る
プ
ラ
l
ナ
(
マ
ハ

1
プ
ラ
!
ナ
)
は
ブ
ラ
フ
マ
、
パ
ド
マ
、
ヴ
ィ
シ
ユ

ヌ
、
ヴ
ァ

i
ユ
、
パ

i
ガ
ヴ
ア
夕
、
ナ

i
ラ
ダ
、
マ

i
ル
カ
ン
デ
!
ヤ
、
ア

グ
ニ
、
パ
ヴ
ィ
シ
ュ
ヤ
、
ブ
ラ
フ
マ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
夕
、
リ
ン
ガ
、
ヴ
ァ
!

ラ
i
ハ
、
ス
カ
ン
ダ
、
ヴ
ァ

1
マ
ナ
、
カ
ウ
ル
マ
、
マ
ツ
ヤ
、
ガ
ル
ダ
、
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ブ
ラ
フ
マ

i
ン
ダ
の
四
種
で
あ
る
。
カ
ル
キ
・
プ
ラ

i
ナ
は
こ
の
う
ち
最
も

有
名
な
「
パ
!
ガ
ヴ
ァ
タ
・
プ
ラ

i
ナ
」
の
続
編
と
さ
れ
て
い
る
(
出

R
E

M
刊誌込
8
3
忌
向
句
、
む
、
認
可
制
、
E
M
)
。

(
口
)
例
え
ば
ク
シ
テ
ィ
・
モ

i
ハ
ン
・
セ

i
ン
は
、
仏
教
以
降
の
バ
ラ
モ
ン
教
は

そ
の
方
法
を
真
似
て
、
寓
話
を
布
教
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る

(
「
ヒ
ン
ド
ゥ

i
教
と
。

(
日
)
も
ち
ろ
ん
、
「
こ
の
よ
う
な
世
界
の
大
混
乱
の
な
か
、
人
々
は
神
の
力
に
救

済
を
求
め
た
」
と
醤
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
リ
・
ユ
ガ
は
、
人
間
に
と
っ

て
も
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。

(
印
)
世
界
の
生
成
か
ら
崩
壊
ま
で
を
四
時
期
に
分
け
る
ユ
ガ
説
は
、
プ
ラ

i
ナ
の

時
代
に
先
立
つ
ク
シ
ャ

l
ナ
朝
の
時
代
の
碑
文
に
す
で
に
克
ら
れ
て
い
る

(
中
村
前
掲
欝
℃
・
口
同
)
。

(
却
)
こ
う
し
た
世
界
の
脱
聖
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
エ
リ
ア

i
デ
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
プ
ラ

i
フ
マ
ナ
文
献
に
お
い
て
、
ヴ
ェ

i
ダ
の
神
々

は
、
プ
ラ
ジ
ャ
!
パ
テ
ィ
が
優
位
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
価
値
は
根
本
的

に
失
わ
れ
た
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
の
作
者
た
ち
は
、
こ
の

a
プ
ロ
セ
ス
を
受
け

継
ぎ
、
さ
ら
に
推
し
進
め
て
い
く
。
だ
が
、
彼
ら
は
そ
れ
よ
り
先
ま
で
進

み
、
万
能
の
は
ず
の
供
犠
の
価
値
を
舵
め
る
こ
と
さ
え
路
践
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
一
部
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ア

i
ト
マ
ン
に
つ
い

て
の
膜
想
な
し
に
は
、
供
犠
は
不
完
全
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
チ
ャ

i
ン

ド
l
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
は
、
「
行
為
(
カ
ル
マ
)
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
世
界
は
す
べ
て
滅
び
る
」
よ
う
に
、
供
犠
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
世
界
も
や

は
り
滅
び
る
と
述
べ
て
い
る
。
マ
イ
ト
リ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
に
よ
れ
ば
、

供
犠
の
重
要
さ
に
幻
想
を
抱
く
も
の
は
憐
慨
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と

え
良
い
働
き
に
よ
っ
て
天
上
で
顕
著
な
地
位
を
占
め
、
そ
れ
を
享
受
し
た
に

せ
よ
、
や
が
て
は
地
上
に
渓
る
か
冥
界
に
下
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

奥
の
リ
シ
に
と
っ
て
は
、
神
々
も
儀
礼
も
重
要
で
は
な
い
。
そ
の
思
想
は
、

最
古
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
で
あ
る
プ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア

i
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ツ
ド
に
伝
え
ら
れ
る
祈
り
の
な
か
に
見
事
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
無

か
ら
我
を
有
へ
と
導
け
、
関
か
ら
光
へ
と
我
を
導
け
、
死
か
ら
不
死
へ
と
我

を
導
け
!
」
。
吋
世
界
宗
教
史

I
」
、
℃
N
己

(
幻
)
否

E
M】
号
百
三
-N・

(
詑
)
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
領
域
は
理
想
的
な
状
態
で
、
聖
者
た
ち
は
聖
典
を
唱
え
、

祭
式
の
煙
は
譲
り
高
く
、
彼
ら
(
訪
ね
て
い
っ
た
神
々
)
に
行
く
先
(
ブ
ラ

フ
マ
ン
の
い
る
と
こ
ろ
)
を
示
し
て
い
た
ニ
同
色
E
M
M
E‘
関
口
山
口
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ン
ド
学
界
一
九
六
五
[
原
著
一
九

O
七〕

ミ
ル
チ
ェ
・
エ
リ
ア

i
デ
「
世
界
宗
教
史

I
」
筑
摩
欝
境
一
九
一
一
[
原
著

一
九
七
六
〕

ジ
ョ
セ
フ

-
M
-
キ
タ
ガ
ワ
「
未
開
宗
教
、
古
典
的
宗
教
、
な
ら
び
に
近
代
出
界
の

諸
宗
教
」
「
現
代
の
宗
教
学
』
東
京
大
学
出
版
一
九
七

O
〔
原
著
一
九
六
七
]

北
川
三
夫
「
現
代
世
界
と
宗
教
学
』
信
教
出
版
社
一
九
八
五
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ノ

i
マ
ン
匂
コ
i
ン
「
千
年
王
国
の
追
求
」
江
川
徹
訳

〔
顕
著
一
九
五
七
]

斎
藤
昭
使
『
イ
ン
ド
の
神
々
』
古
川
弘
文
館
一
九
八
六

勤
圏
進
「
宗
教
史
の
可
能
性
〈
序
輪
ど
岩
波
艇
座
宗
教
3

「
宗
教
史
の
可
能
性
』

岩
誠
鶴
自
ニ

O
O閥

鈴
木
中
正
編
著
「
千
年
王
盟
的
民
衆
運
動
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
二

部
村
秀
夫
編
著
吋
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
千
年
王
国
』
鴎
文
館
出
版
一
九
九
O

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ピ
ィ
吋
紀
元
千
年
」
若
杉
様
子
訳
公
論
社
一
九
七
五
[
顕
著

一
九
六
七
]

中
村
元
「
ヒ
ン
ド
ゥ

i
教
史
』
世
界
宗
教
史
畿
欝
6

山
間
出
版
一
九
七
九

E
.
J
.
ホ
プ
ズ
ボ
!
ム
「
紫
朴
な
反
逆
者
た
ち
』
水
田
洋
他
訳
社
会
思
想
社

一
九
八
九
〔
顕
著
一
九
五

O
]

ピ
i
タ

1

・
ヮ
!
ス
レ
イ
吋
千
年
王
国
と
未
開
社
会
』
紀
伊
国
屋
欝
詰
一
九
八
一

蕃
一
九
五
七
}

紀
伊
国
屋
欝
路
一
九
七
八
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わ
た
な
べ
・
た
ま
き
筑
波
大
学
大
学
院
時
土
課
程

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
)
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