
言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

棚

次

正

和

序

析
り
は
最
も
崇
高
な
宗
教
的
行
為
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
。
し
か
し
実
は
、
我
々
の
間
に
祈
り
に
関
し
て
共
通
の
理
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ぞ

れ
の
祈
り
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
伝
統
の
枠
組
み
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
特
殊
な
準
拠
枠
を
超
え
て
人
間
精
神
の
普
遍
性
の
次
元
に
関
わ
る

行
為
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
従
っ
て
、
宗
教
会
議
や
宗
教
関
対
話
の
席
上
で
祈
り
が
そ
の
会
議
や
対
話
の
「
原
点
」
や
「
潤
滑
油
L

の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
宗
教
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
理
解
に
立
っ
て
祈
り
を
行
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
祈
り
の
現
状

に
想
到
す
る
時
、
祈
り
固
有
の
輪
郭
線
を
明
確
に
描
く
べ
き
時
期
が
到
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
論
は
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
祈
り
の
諸
現
象
を
、
「
言
葉
と
し
て
の
祈
り
」
と
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」
と
い
う
こ
つ
の
局
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
折

り
の
富
有
性
を
照
射
す
る
た
め
の
予
備
的
な
考
察
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
「
言
葉
と
し
て
の
祈
り
」
の
側
面
に
つ
い
て
は
、

ハ
イ
ラ

l
の
著
書

『祈
り
』
を
手
引
き

に
し
て
考
察
し
、
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」
の
側
面
に
関
し
て
は
、

そ
の
著
書
に
批
判
を
投
げ
か
け
た
サ
ム
・
ギ
ル
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て

出
来
れ
ば
、
「
言
葉
と
し
て
の
祈
り
」
と
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」
の
考
察
を
通
し
て
、
「
祈
り
」
の
概
念
そ
れ
自
体
を
鋳
造
し
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た

い
と
田
ゅ
う
。
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言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

五
四

第
一
章

言
葉
と
し
て
の
祈
り

i
iハ
イ
ラ
!
の

『
祈
り
』
を
手
引
き
に
し
て

祈
り
に
関
す
る
一
般
研
究
の
端
緒
は
、
ハ
イ
ラ

1
(
明円芯ハ
r
r
y
Z
E
Z
F
H
∞U
N
l
S
ミ
)
の
著
書
『
祈
り
l
l
l
一
つ
の
宗
教
史
的
宗
教
心
理
学
的
研
究
』
(
ロ
訟
の
与

F

5
5
)
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
た
。
そ
の
冒
頭
で

ハ
イ
ラ

i
は
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。
「
祈
り
が
一
切
の
宗
教
の
心
で
あ
り
、
中
心
点
で
あ
る
こ
と
に
対
し

て
は
、
い
さ
さ
か
の
疑
い
も
な
い
。
教
義
や
制
度
の
中
や
儀
礼
や
倫
理
的
理
念
の
中
で
は
な
く
、
祈
り
の
中
で
こ
そ
、
我
々
は
本
来
の
宗
教
的
生
命
を
捉
え
る
の
で

あ
る
。
」
し
か
し
な
が
ら
、
祈
り
が
宗
教
の
中
心
的
現
象
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
神
学
や
教
学
の
立
場
を
離
れ
て
、
祈
り
一
般
に
つ
い
て
の
考
察
と
分

析
を
試
み
た
研
究
者
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
。
祈
り
の
一
般
研
究
に
対
す
る
意
図
的
な
無
視
と
言
え
る
学
問
的
状
況
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、

ハ
イ
ラ

l
の
推
察
で
は

宗
教
経
験
の
一
直
接
的
源
泉
に
赴
く
よ
り
も
、
そ
の
表
現
と
し
て
の
宗
教
的
表
象
や
神
学
的
教
説
に
関
心
を
注
い
だ
啓
蒙
主
義
的
な
合
理
主
義
や
ス
コ
ラ
的
な
主
知
主

義
の
影
響
が
あ
っ
た
。
祈
り
の
学
術
的
な
研
究
は
、
文
献
学
・
比
較
宗
教
・
宗
教
心
理
学
・
宗
教
哲
学
と
い
う
四
つ
の
観
点
か
ら
行
な
わ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ら

の
方
法
は
混
乱
を
招
く
ほ
ど
多
種
多
様
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
研
究
の
多
く
は
、
定
型
の
祈
り
の
言
葉
や
詩
歌
や
儀
礼
の
動
作
な
ど
と
い
う
祈
り
の
外
皮
を
取
り
扱

う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
祈
る
人
の
魂
の
中
を
覗
き
見
て
、

そ
の
内
面
の
消
息
や
震
え
、
憧
僚
や
信
頼
な
ど
の
観
察
に
成
功
し
た
の
は
、
ダ
イ
ス
マ
ン
、

サ
パ
テ
ィ

エ
、
テ
ィ
!
レ
等
わ
ず
か
の
研
究
者
し
か
い
な
い
、

と
ハ
イ
ラ

i
は
言
う
。

ロ門戸広司
O
}
拓
也
ロ
ロ
}
1
2
)

で
は
、
ハ
イ
ラ

i
自
身
は
、
如
何
な
る
認
識
に
立
っ
て
包
括
的
で
一
般
的
な
祈
り
の
研
究
を
遂
行
し
た
の
か
。
「
宗
教
は
何
よ
り
も
そ
の
源
泉
と
頂
点
。
買

g
c
c巴
g

に
つ
い
て
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
表
現
は
、
彼
の
基
本
姿
勢
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
が
意
味
す
る
宗
教
の
「
源
泉
L

と
は
、

慣
習
的
な
文
化
形
態
の
内
に
硬
直
化
す
る
以
前
の
自
由
で
自
発
的
な
生
命
力
を
以
て
近
り
出
る
魂
の
体
験
の
場
所
で
あ
り
、

ま
た
神
話
的
思
考
や
哲
学
的
神

学
的
思
弁
で
覆
わ
れ
る
以
前
の
場
所
で
あ
る
。

そ
う
し
た
原
初
的
な
思
考
や
生
命
力
を
持
っ
た
「
素
朴
な
宗
教
」

(S一
三
月
巳
釘
芯
ロ
)
は
、
現
代
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ

な
部
族
の
宗
教
儀
礼
の
中
に
野
性
の
力
を
残
し
て
い
る
と
共
に
、

い
つ
の
時
代
に
も
ど
の
地
域
に
も
、
信
仰
心
の
基
層
と
し
て
民
衆
の
簡
に
生
き
続
け
て
い
る
。
だ

が
、
宗
教
体
験
の
原
初
的
表
現
は

大
抵
は
歴
史
的
展
開
の
過
程
で
爽
雑
物
が
混
じ
り
込
み
、
外
来
の
諸
要
素
が
堆
積
す
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
複
合
物
か
ら
本
来
の

宗
教
性
を
洗
い
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、

っ
た
。
神
秘
家
・
預
言
者
・
説
教
者
・
伝
道
者
・
創
唱
者
な
ど
の
宗
教
的
天
才
は
、

ハ
イ
ラ
!
が
取
っ
た
手
段
は

「
偉
大
な
宗
教
的
天
才
L

(

色
め
明
。
守
口

5
ロ
柱
。

ω
g
c
gぽ
ロ
)
に
訴
え
る
こ
と
で
あ

そ
の
豊
か
で
繊
細
な
創
造
的
経
験
を
直
接
的
な
自
明
性
に
お
い
て
我
々
に
打
ち



明
け
る
。
心
理
学
で
「
変
形
分
析
」
と
呼
ば
れ
る
手
続
き
に
従
っ
て
、

ハ
イ
ラ

l
は
偉
大
な
宗
教
的
天
才
の
研
究
を
行
な
い
、

そ
の
研
究
を
通
し
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ

な
人
々
の
内
な
る
素
朴
な
宗
教
的
感
情
を
捉
え
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
分
析
が
依
拠
す
る
基
本
認
識
は
、
或
る
体
験
の
萌
芽
的
形
態
は
そ
の
同
じ
体
験
の
完
全
に
発

達
し
た
透
明
な
形
態
か
ら
説
明
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
体
験
の
源
泉
〔
素
朴
な
宗
教
〕
を
本
来
の
意
味
で
そ
れ
と
し
て
認
識
せ
し
め
る
の
は
、

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

宗
教
体
験
の
頂
点
〔
宗
教
的
天
才
〕

宗
教
現
象
の
本
質
は
、

た
だ
純
粋
な
体
験
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
と
な
る
が
、
現
代
の
問
題
は
、

そ
の
よ
う
な
純
朴
な
宗
教
体
験
を
基
礎
と
し
た
研
究
を
行
な
う

に
は
、
宗
教
が
余
り
に
も
異
質
な
要
素
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

的
部
分
を
な
す
L

と
考
え
、
宗
教
の
経
験
的
研
究
の
基
本
的
課
題
を
類
型
論
(
任
。
吋
否

gzyZ)、
即
ち
宗
教
現
象
の
多
様
な
形
態
の
分
類
と
記
述
と
分
析
の
中
に

ハ
イ
ラ
!
は
「
純
粋
に
経
験
的
歴
史
的
で
心
理
学
的
な
宗
教
研
究
が
、
宗
教
学
の
基
礎

見
て
い
る
。
こ
の
類
型
論
は
、
宗
教
哲
学
の
よ
う
に
価
値
の
観
点
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
精
綾
な
歴
史
的
研
究
な
し
に
は
、
個
々
の
類
型
の
分
析
は
不
可
能
で
あ

る
。
「
類
型
論
は
比
較
宗
教
史
と
重
な
る
L

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
書
『
祈
り
』

の
副
題
は
「
一
つ
の
宗
教
史
的
宗
教
心
理
学
的
研
究
L

・
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
宗
教
学
の
学
問
的
内
部
構
成
と
そ
の
方
法
論
に
対
す
る

ハ
イ
ラ
!
の
理
解
を
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
の
理
解
で
は
、
経
験
的
研
究
、

即
ち
歴
史
的
心
理
学
的
研
究
が
、
宗
教
学
の
基
礎
的
部
分
を
な
す
。
そ
の

経
験
的
研
究
の
基
本
的
課
題
は
、
何
よ
り
も
類
型
論
で
あ
る
。
「
心
理
学
的
研
究
」
は
、
個
人
の
宗
教
体
験
の
動
機
や
心
的
過
程
の
起
伏
を
一
般
的
因
果
的
視
点
か
ら

て記
は述

「 分
比析
較す
心 る
理 も
学の
的で
研あ
究り
は

歴
根

史
本

的
的
ド個」別
は γyγ

個 :向
別 「

員同
築。
物示

教
を

亮
白缶

習室
ム そ
It の
念限

;なさ
{由工
別 1f
研み

存在
n_ の
と 中
つ

で
て冊

f}]_ -i; 
目IJ .:; 

提If 
す

でス
あも
りの

去 Z
T丁る
す。

るこ
ーの
般 両
的者
形の
態関
論係
なに
しつ

単
に
文
献
学
的
資
料
を
基
礎
と
し
て
祈
り
の
特
殊
記
述
を
試
み
て
も
不
十
分
な
成
果
し
か
上
が
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
文
献
学
的
歴
史
的
な
偲

別
作
業
を
通
し
て
、
心
理
学
的
記
述
は
補
足
さ
れ
、
部
分
的
な
修
正
を
受
け
る
。
従
っ
て
、

一
般
的
比
較
研
究
(
別
の
表
現
で
は
、
比
較
心
理
学
的
研
究
)

と
歴
史

的
偲
別
研
究
の
関
係
は
相
補
的
で
あ
り
、
研
究
上
の
相
互
交
換
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
的
研
究
は
、
宗
教
学
に
お
け
る
学
問
領
域
と

し
て
は
、
宗
教
史
・
宗
教
現
象
学
・
宗
教
心
理
学
・
宗
教
社
会
学
の
形
を
取
る
。
こ
の
四
部
門
の
他
に
、

そ
の
経
験
的
研
究
を
踏
ま
え
て
、

そ
の
上
に
樹
立
さ
れ
る

べ
き
宗
教
哲
学
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
宗
教
の
認
識
論
・
価
値
哲
学
・
形
而
上
学
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、

ハ
イ
ラ
!
は
宗
教
の
経
験
的
研
究
領
域
の
中
か
ら
「
歴
史
的
心
理
学
的
」
な
も
の
に
焦
点
を
絞
り
込
み
、

そ
の
経
験
的
研
究
の
基
本
的
課
題
を
類
型

哲
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・
思
想
論
集
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祈
り
と
行
為
の
祈
り

五
六

論
の
中
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
個
別
研
究
の
前
提
と
な
る
比
較
心
理
学
的
研
究
を
宗
教
学
の
基
礎
的
な
中
心
領
域
と
見
倣
す
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
内
容
は
比
較
心
理
学
的
研
究
と
な
る
他
は
な
い
。
こ
う
し
て
、

一
般
的
比
較
研
究
が
個
人
の
宗
教
体
験
を
第
一
の
対
象
と
す
る
限
り
、

ハ
イ
ラ

1
自
身
は
、
著

室
田
『
祈
り
』
の
研
究
範
囲
を
次
の
よ
う
に
画
定
す
る
。
「
当
面
の
研
究
は
個
々
の
祈
り
の
類
型
の
分
類
や
記
述
や
分
析
に
限
定
さ
れ
、

本
質
規
定
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
L

そ
し
て
現
象
学
、

即
ち
祈
り
の

確
か
に
、
著
書
『
祈
り
』

の
中
で

ハ
イ
ラ
!
は
実
に
膨
大
な
資
料
を
我
々
に
提
供
し
な
が
ら
、
祈
り
の
主
要
形
態
、

つ
ま
り
祈
り
の
類
型
を
以
下
の
順
序
で
取

り
扱
っ
て
い
る
。

A 

未
開
人
の
素
朴
な
祈
り

B 

儀
礼
的
な
祈
り
の
文
句
、

C 

賛
美
歌
、

D 

ギ
リ
シ
ア
の
文
化
全
体
に
お
け
る
祈
り

E 

哲
学
的
思
索
の
祈
り
の
批
判

と
祈
り
の
理
想
、

F 

偉
大
な
宗
教
的
人
格
の
個
人
的
信
仰
に
お
け
る
祈
り
、

G 

偉
人
(
詩
人
や
芸
術
家
)

の
個
人
的
な
祈
り
、

日

礼
拝
的
な
共
同
体
の
祈
り

法
則
の
宗
教
に
お
け
る
宗
教
的
義
務
や
良
き
行
為
と
し
て
の
個
人
的
な
祈
り
、

と
続
い
て
最
後
に
「
祈
り
の
本
質
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

膨
大
な
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら

ハ
イ
ラ

l
は
如
何
に
し
て
祈
り
の
多
様
な
形
態
を
分
類
・
分
析
し
、
更
に
は
そ
こ
か
ら
祈
り
の
本
質
を
洞
察
し
よ
う
と
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
の
大
童
の
資
料
を
必
ず
し
も
十
分
に
生
か
し
切
っ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
り
、

ま
た
資
料
の
選
択
に
も
或
る
種
の
偏
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
我
々

の
当
面
の
課
題
は
、

ハ
イ
ラ

l
が
取
り
揃
え
た
膨
大
な
資
料
を
逐
一
吟
味
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
勿
論
な
く
、
驚
く
べ
き
多
様
性
を
帯
び
た
祈
り
の
諸

現
象
か
ら
構
造
的
類
似
牲
を
観
取
し
て
そ
れ
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
、
要
す
る
に
祈
り
の
本
質
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
以
外
に
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、

ハ
イ
ラ
!

は
祈
り
の
「
源
泉
」
と
「
頂
点
」
、

と
り
わ
け
後
者
に
着
目
し
、

そ
こ
か
ら
祈
り
の
一
般
研
究
を
進
め
よ
う
と
し
た
。

で
は
、

そ
の
「
頂
点
」
と
し
て
彼
の
娘
に
映
じ

た
も
の
は
、
具
体
的
に
は
如
何
な
る
光
景
で
あ
っ
た
の
か
。

祈
り
の
最
も
純
粋
で
豊
か
な
形
態
は
、
「
偉
大
な
宗
教
的
人
格
の
個
人
的
信
仰
に
お
け
る
祈
り
」
の
中
に
結
実
し
て
い
る
。
そ
こ
に
ハ
イ
ラ
!
は
人
格
的
信
仰
の
二

つ
の
主
要
類
型
、
即
ち
「
神
秘
主
義
」
(
玄
3
t
r
)
と
「
預
言
者
的
信
仰
」
(
七
吋
O

吾
2
5
7
0
F
Oヨ
ヨ
一

m
Z一
円
)
を
見
出
し
、
そ
の
一
般
的
特
徴
を
描
写
し
よ
う
と
す

る
。
神
秘
主
義
に
お
い
て
、
世
界
と
自
己
は
根
本
的
に
否
定
さ
れ
、
人
間
の
人
格
は
神
性
の
無
限
の
一
者
の
中
に
消
滅
し
没
入
す
る
。
一
方
、
預
言
者
宗
教
(
有
名

Z
Z
R
E

問。一百一
C
ロ
)
、
或
い
は
啓
示
宗
教

(
O止

g
g円

gmRO口問一
o
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
神
秘
主
義
の
特
殊
な
形
態
で
は
決
し
て
な
く
、

そ
れ
か
ら
完
全
に
・
自
立
し
た

一
つ
の
類
型
と
見
倣
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。



ハ
イ
ラ

l
が
試
み
た
両
類
型
の
宗
教
的
根
本
概
念
に
関
す
る
比
較
の
一
部
を
要
約
し
つ
つ
、
以
下
に
お
い
て
両
類
型
の
構
造
的
な
棺
違
を
簡
単
に
素
描
し
て
み
よ

う
。
ま
ず
、
「
歴
史
的
発
生
」
に
触
れ
る
と
、
神
秘
主
義
は
古
代
の
偉
大
な
文
化
宗
教
の
内
部
で
発
生
し
、
預
言
者
宗
教
は
遊
牧
民
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
宗
教
か
ら
発

展
し
て
人
格
的
一
神
教
的
な
神
信
仰
に
高
ま
っ
た
。
両
類
型
の
「
心
理
的
根
本
体
験
」
は
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。
神
秘
主
義
は
世
界
や
文
化
に
対
す
る
嫌

悪
を
抱
き
、
感
覚
の
門
を
閉
ざ
し
、
自
我
の
情
動
や
表
象
を
放
棄
し
な
が
ら
無
限
の
神
的
な
も
の
に
還
帰
し
よ
う
と
す
る
が
、

そ
の
否
定
的
過
程
(
浄
化
・
還
滅
な

ど
)
を
通
し
て
至
高
へ
の
憧
標
と
し
て
の
神
秘
的
愛
は
止
揚
さ
れ
、
遂
に
は
日
常
的
意
識
が
完
全
に
終
息
し
た
脱
我
や
浬
繋
の
境
地
に
至
る
。
そ
れ
は
生
へ
の
意
志

の
死
と
い
う
代
償
を
払
っ
て
贈
わ
れ
た
合
一
の
体
験
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
預
言
者
宗
教
で
は
生
へ
の
意
志
が
主
張
さ
れ
、
能
動
的
で
熱
望
的
で
倫
理
的
な
要
求

に
貫
か
れ
、
神
の
恩
寵
へ
の
信
頼
と
認
識
と
し
て
の
信
仰
が
生
の
根
本
感
情
と
な
る
。
そ
の
他
に
も
、
神
秘
主
義
が
受
動
的
女
性
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
預
言
者

宗
教
は
能
動
的
男
性
的
で
あ
る
と
い
う
心
理
的
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
宗
教
体
験
の
根
本
性
格
の
相
違
は
、
神
観
念
や
世
界
観
や
歴
史
観
な
ど
に
反
映
さ

れ
る
。「

神
の
表
象
し
に
関
し
て
は
、
脱
我
の
体
験
の
観
照
的
認
識
に
基
づ
い
て
、
神
秘
主
義
で
は
人
格
性
が
奪
わ
れ
た
不
動
・
無
限
の
統
一
・
単
一
・
最
高
善
と
な
り
、

預
言
者
宗
教
で
は
そ
の
意
志
的
な
信
仰
体
験
を
反
映
し
た
生
き
る
意
志
力
と
な
る
が
、
そ
れ
は
裁
く
神
と
愛
の
神
が
共
存
す
る
逆
説
で
あ
る
。
ま
た
、
神
秘
主
義
で

は
神
は
時
間
と
空
間
を
超
え
た
隠
れ
た
神
で
あ
る
故
に
、
「
歴
史
の
評
価
L

は
極
め
て
低
く
、
一
方
の
預
言
者
宗
教
で
は
神
は
時
間
と
空
間
の
中
に
自
ら
の
意
志
を
啓

示
す
る
神
で
あ
る
故
に
、
歴
史
と
の
関
係
は
不
可
欠
で
あ
る
。
「
権
威
に
対
す
る
態
度
」
に
つ
い
て
は
、
神
秘
主
義
が
一
切
の
宗
教
的
権
威
を
原
理
的
に
超
越
す
る
の

に
対
し
て
、
預
言
者
宗
教
で
は
権
威
の
観
念
は
啓
示
の
中
に
根
を
下
ろ
す
。
更
に
、
神
秘
主
義
で
は
「
罪
」
は
感
覚
や
世
界
や
肉
体
と
同
一
視
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は

人
間
存
在
の
核
心
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
「
救
済
」
は
世
界
や
被
造
物
か
ら
の
離
脱
に
求
め
ら
れ
る
。
反
対
に
、
寝
言
者
宗
教
で
は
「
罪
L

は
神
の
聖

な
る
意
志
か
ら
の
離
反
、
「
救
済
」
は
神
の
恩
寵
の
自
由
な
る
働
き
で
あ
る
。
「
倫
理
」
や
「
社
会
的
共
同
体
L

や
「
文
化
と
世
界
」
に
対
す
る
態
度
も
、
両
者
は
対

照
的
で
あ
る
。
神
秘
主
義
で
は
人
倫
的
行
為
は
神
と
の
合
一
の
た
め
の
準
備
段
階
に
す
ぎ
な
い
が
、
預
言
者
宗
教
で
は
そ
の
人
倫
的
行
為
自
体
が
神
と
の
交
わ
り
と

な
る
。
神
秘
主
義
は
「
神
と
魂
」
以
外
の
何
も
の
も
知
ら
な
い
個
人
主
義
性
・
非
社
会
性
を
特
徴
と
す
る
故
に
、
社
会
に
対
し
て
は
寛
容
性
と
柔
軟
性
を
示
し
、
預

言
者
宗
教
は
徹
底
し
て
社
会
的
で
あ
り
、
使
命
感
に
燃
え
て
神
の
言
を
告
知
し
、
現
実
社
会
の
変
革
を
自
指
す
故
に
、
本
質
的
に
現
実
社
会
に
は
不
寛
容
で
あ
る
。

ま
た
神
秘
主
義
は
文
化
生
活
の
一
切
の
価
値
に
無
関
心
で
あ
る
が
、
預
言
者
宗
教
は
文
化
に
敵
対
し
な
い
。
「
来
世
の
希
望
L

に
関
し
て
も
、
神
秘
主
義
が
永
遠
の
生

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号
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言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

五
八

命
を
脱
我
的
法
悦
の
中
に
求
め
る
の
に
対
し
て
、
預
言
者
宗
教
は
終
末
論
的
希
望
の
中
で
神
と
の
親
密
な
生
の
交
わ
り
に
入
る
。
こ
う
し
て
、
神
秘
主
義
的
体
験
は

世
界
か
ら
の
弧
立
と
感
情
生
活
の
抑
圧
を
通
し
た
一
切
の
心
的
活
動
の
統
一
と
単
純
化
に
あ
り
、

人
聞
が
完
全
な
統
一
の
中
で
神
の
内
に
消
え
る
二
元
論
」
的
性

格
を
帯
び
る
。
他
方
の
預
言
者
的
経
験
は
反
対
者
へ
の
敵
対
や
劇
的
緊
張
を
顕
わ
に
し
、
恐
れ
と
希
望
、
不
安
と
信
頼
、
懐
疑
と
信
仰
が
互
い
に
格
闘
し
合
う
「
二

元
論
し
的
性
格
が
顕
著
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
神
秘
主
義
」
と
「
預
言
者
宗
教
」
と
い
う
こ
つ
の
宗
教
類
型
が
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、

で
は
そ
の
両
者
は
如
何
な
る
関
係
を
切
り
結
ぶ
だ
ろ
う

七、

ハ
イ
ラ

i
の
見
解
に
よ
る
と
、
神
秘
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
の
外
部
で
生
じ
た
が
、

キ
リ
ス
ト
教
を
通
し
て
最
も
見
事
な
形
態
を
纏
っ
た
口
預
言
者
的
福
音
的
暖

か
さ
と
の
交
差
を
通
し
て
、

一
方
の
神
秘
主
義
は
純
粋
性
と
徹
底
性
を
喪
失
す
る
代
わ
り
に
、
深
み
と
親
密
さ
と
力
を
獲
得
し
た
。
両
者
の
対
照
は
歴
史
の
中
で
幾

度
と
な
く
調
停
さ
れ
、
軽
減
さ
れ
、
時
に
は
一
つ
に
融
合
し
た
か
の
如
く
に
見
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
人
格
肯
定
的
宗
教
と
人
格
否
定
的
宗
教
、

歴
史
的
な
神
体
験
と
非
歴
史
的
な
神
体
験
、
啓
示
と
脱
我
、
預
言
主
義
と
修
道
主
義
、
世
界
変
革
と
世
界
逃
亡
、
福
音
主
義
と
観
相

Ul--そ
の
内
的
対
照
は
余
り
に

強
烈
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
両
者
の
類
型
の
本
質
的
関
一
性
を
主
張
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
秘
主
義
と
啓
示
宗
教
は
、
高
次
の
信
仰
の
両
対
極

(ι
芯

Z
5
2
0
m
w
m
g古
C
Z
己

mu「
訂

O
Y
O「

3
司
吋
O

B

B応
}
内
角
川
一
円
)

い
る
の
で
あ
る
。
」

で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
宗
教
史
の
中
で
互
い
に
避
け
合
っ
て
い
る
が
、

ま
た
繰
り
返
し
引
き
寄
せ
合
っ
て
も

以
上
の
よ
う
に
、
宗
教
の
同
類
型
の
構
造
的
相
違
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ハ
イ
ラ
!
は
「
神
秘
主
義
の
祈
り
」
と
寸
預
言
者
的
信
仰
の
祈
り
」
に

関
す
る
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
こ
こ
で
、

そ
の
二
類
型
の
祈
り
に
関
す
る
ハ
イ
ラ

i
の
記
述
を
子
細
に
検
討
す
る
暇
は
な
い
。
我
々
は
た
だ

「
祈
り
L

に
対
す
る
彼
の
基
本
理
解
の
み
に
着
眼
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
透
け
て
見
え
る
認
識
枠
組
み
を
素
描
し
、

ま
た
そ
こ
に
苧
ま
れ
た
問
題
点
を
洗
い
出
す
こ
と

に
努
め
た
い
と
思
う
。

ハ
イ
ラ
ー
に
よ
る
祈
り
の
一
般
研
究
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
個
人
の
宗
教
体
験
の
中
に
基
礎
的
な
資
料
を
求
め
、
祈
り
の
「
源
泉
」
と
「
頂
点
」
に
考
察
の
比
重

を
置
き
つ
つ
、
「
神
秘
主
義
の
祈
り
」
と
「
預
言
者
的
信
仰
の
祈
り
」
と
い
う
祈
り
の
こ
類
型
を
析
出
し
、

そ
の
特
性
を
詳
細
に
記
述
・
分
析
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

場
合
に
、
原
理
的
に
考
察
さ
れ
う
る
問
題
領
域
と
し
て
は
、
資
料
と
な
る
諸
事
実
の
取
り
扱
い
の
問
題
、

そ
れ
ら
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
概
念
的
構
成
の
間

題
、
そ
し
て
本
質
規
定
を
導
く
直
観
の
問
題
と
い
う
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
領
域
が
区
別
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

ま
ず
祈
り
の
資
料
に
関
し
て
、



何
を
基
礎
的
な
も
の
と
見
倣
し
、
不
透
明
で
不
均
質
的
な
資
料
に
如
何
な
る
序
列
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
次
に
、
多
様
な
祈
り
の
諸
事
実
を
分
類
・
整

理
す
る
た
め
の
類
型
論
的
作
業
に
纏
わ
る
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
宗
教
の
二
類
型
の
識
別
、
他
の
類
型
の
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
、
第
一
次
的
類
型
と

第
二
次
的
類
型
と
の
関
係
な
ど
と
い
う
、
類
型
を
導
出
す
る
手
続
き
や
類
型
の
内
容
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
事
実
的
資
料
と
概
念
的
把
握
の
交

互
媒
介
を
通
し
て
次
第
に
鮮
明
に
結
像
す
る
現
象
学
的
直
観
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
資
料
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
、

に
大
別
し
て
い
る
。
第
一
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
民
族
や
偉
大
な
宗
教
者
の
口
か
ら
漏
れ
た
自
発
的
な
祈
り
の
叫
び
で
あ
る
が
、

ハ
イ
ラ
!
は
祈
り
の
資
料
を
「
祈
り
の
言
葉
自
体
L

、
「
祈
り
に
つ
い
て
の
自
己
証
言
ヘ
「
純
粋
な
他
者
証
言
」
の
三
つ

そ
の
〈
祈
ら
れ
た
祈
り
〉
は
文
書
に

固
定
さ
れ
た
〈
書
か
れ
た
祈
り
〉
と
な
る
。
そ
れ
は
祈
り
の
文
学
や
宗
教
的
告
白
の
中
に
、
或
い
は
定
型
の
祈
り
(
例
え
ば
、
主
の
祈
り
)
、
儀
礼
や
典
礼
の
祈
り
、

詩
歌
的
祈
り
(
賛
美
歌
)

な
ど
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
第
二
は
偉
大
な
宗
教
者
自
身
の
祈
り
に
関
す
る
発
言
、
例
え
ば
祈
り
の
指
導
や
祈
り
の
神
学
の
言
葉
で
あ
り
、

第
三
は
他
者
に
よ
っ
て
聞
き
取
ら
れ
保
存
さ
れ
た
祈
り
で
あ
り
、

そ
れ
は
文
学
や
芸
術
作
品
の
中
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
資
料
の
分
類
は
、
祈
り
の
直
接
的
現
実
性

や
生
命
力
の
質
的
相
違
の
観
点
か
ら
試
み
ら
れ
た
も
の
で
、
自
己
か
ら
他
者
へ
、
〈
祈
ら
れ
た
祈
り
〉
か
ら
〈
書
か
れ
た
祈
り
〉
へ
と
移
行
す
る
に
従
っ
て
、
祈
り
は

間
接
的
で
生
命
力
を
喪
失
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
資
料
を
取
り
扱
う
際
に
、
こ
の
よ
う
な
資
料
自
体
が
含
む
内
的
現
実
性
の
相
違
に
対
す
る
認
識
が
必
要
と
な

そ
の
資
料
を
解
読
す
る
研
究
者
の
態
度
が
隠
然
た
る
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
祈
り
の
基
礎
資
料
が
個
人
の
宗
教
体
験
で

あ
り
、
祈
り
が
祈
り
か
ら
の
み
理
解
で
き
る
と
す
る
以
上
、
資
料
の
解
読
に
「
自
己
観
察
」
の
契
機
が
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

る
以
外
に
、

類
型
論
と
現
象
学
的
直
観
と
い
う
こ
つ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
今
は
祈
り
の
「
源
泉
し
と
「
頂
点
」
の
関
係
、
及
び
「
素
朴
な
宗
教
」
や
「
宗
教
的
天
才
」
の
祈

り
と
「
儀
礼
の
祈
り
L

の
関
係
に
着
目
す
る
に
止
め
て
お
こ
う
。
祈
り
の
「
源
泉
し
と
「
頂
点
」
の
関
係
は
、
宗
教
的
生
命
が
伏
流
す
る
「
地
下
水
L

と
そ
れ
が
地

表
に
湧
き
出
た
「
噴
水
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
祈
り
の
「
源
泉
」
は
「
素
朴
な
祈
り
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
領
域
、
即
ち
プ
リ
ミ
テ
ィ

ブ
な
人
間
の
祈
り
、
民
衆
宗
教
の
祈
り
、

そ
し
て
神
礼
拝
の
共
同
の
祈
り
の
中
に
見
ら
れ
る
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
人
間
の
自
発
的
で
自
由
な
懇
願
の
祈
り
は
二
切

の
祈
り
の
原
型
」
で
あ
り
、
先
史
時
代
の
人
間
の
口
か
ら
、
漏
れ
た
「
原
初
的
祈
り
の
残
響
」
で
あ
る
。
そ
の
一
部
は
古
代
儀
礼
の
定
型
的
祈
り
、

即
ち
秘
蹟
的
制
度

の
中
に
毘
定
化
さ
れ
る
以
前
の
神
礼
拝
の
共
同
の
祈
り
の
中
に
保
存
さ
れ
た
が
、
大
半
は
呪
文
文
学
の
下
に
迷
い
込
む
か
、
賛
美
歌
の
中
に
断
片
的
に
吸
収
さ
れ
た
。

そ
れ
は
ま
た
高
度
に
発
達
し
た
文
化
に
お
け
る
民
衆
宗
教
の
中
に
も
、

い
わ
ば
信
仰
の
基
層
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
る
。
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言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

六

O

一
方
、
祈
り
の
「
頂
点
」
は
「
宗
教
的
天
才
」
の
祈
り
で
あ
り
、

ハ
イ
ラ
!
が
重
点
的
に
扱
っ
た
「
神
秘
主
義
」
や
「
預
言
者
的
信
仰
」
の
中
に
そ
の
典
型
的
形

ハ
イ
ラ

i
が
祈
り
の
「
源
泉
」
と
「
頂
点
L

の
間
に
必
ず
し
も
質
的
区
別
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
素
朴
な

態
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は

宗
教
」
の
祈
り
と
「
宗
教
的
天
才
し
の
祈
り
は
通
底
し
て
い
て
、

ち
ょ
う
ど
地
上
の
湧
泉
と
地
下
に
伏
流
す
る
水
脈
が
通
じ
合
っ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
祈
り
は

同
根
で
あ
り
等
質
的
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
内
的
生
命
力
の
遊
り
出
る
魂
の
体
験
の
直
接
的
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
湧
泉
や
地
下
水
が
し
ば
し
ば
枯
渇
す
る
よ
う

に
、
そ
の
内
的
生
命
力
は
次
第
に
そ
の
直
接
的
現
実
性
を
失
っ
て
、
模
倣
や
代
用
や
硬
化
現
象
が
生
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
祈
り
の
生
命
力
の
直
接
的
表
現

と
間
接
的
表
現
に
対
す
る
観
察
か
ら
、
ハ
イ
ラ
!
は
用
意
周
到
に
、
祈
り
の
現
象
に
第
一
次
的
な
も
の
と
第
二
次
的
な
も
の
を
区
別
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
類
型
自
体

の
内
部
に
質
的
相
違
を
設
け
て
、
祈
り
の
第
一
次
的
類
型
と
第
二
次
的
類
型
を
想
定
す
べ
き
こ
と
を
-
説
い
て
い
る
。
第
一
次
的
類
型
に
は
、
内
的
生
命
力
の
直
接
的

表
現
と
し
て
の
素
朴
な
宗
教
の
祈
り
や
宗
教
的
天
才
の
祈
り
が
該
当
し
、
第
二
次
的
類
型
に
は
、

そ
の
生
命
力
の
間
接
的
模
倣
や
代
替
物
と
し
て
の
一
般
信
者
の
祈

り
、
哲
学
的
理
念
的
な
祈
り
、
儀
礼
の
祈
り
、
秘
蹟
的
制
度
と
し
て
の
典
礼
的
共
同
の
祈
り
、
合
法
的
で
功
徳
的
な
祈
り
な
ど
が
属
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

イ

ラ
i
は
、
祈
り
の
本
質
的
特
性
が
顕
わ
に
な
っ
た
第
一
次
的
類
型
に
考
察
の
焦
点
を
絞
る
こ
と
で
、
却
っ
て
そ
こ
か
ら
分
離
し
て
希
薄
化
さ
れ
た
祈
り
の
第
二
次
的

類
型
の
性
格
も
明
瞭
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

宗
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
祈
り
は
驚
く
べ
き
多
様
な
形
態
で
現
れ
て
い
る
。
こ
の
祈
り
の
多
様
な
現
象
形
態
の
根
底
に
あ
る
も
の
、
要
す
る
に
「
祈
り
の
本
質
」

は
、
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
。
祈
り
の
本
質
を
問
う
際
に
、
我
々
は
祈
り
の
根
本
的
な
動
機
や
心
理
学
的
な
根
底
を
問
う
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
祈
り
を
よ
り

高
次
の
豊
か
な
生
命
へ
の
根
本
衝
動
の
表
現
と
見
倣
す
こ
と
も
、
祈
り
の
動
機
を
自
己
の
生
命
の
拡
充
へ
の
努
力
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
祈
り

に
関
す
る
こ
の
種
の
心
理
学
的
な
動
機
や
根
底
の
追
求
が
、
直
ち
に
祈
り
の
本
質
の
解
明
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
が
把
握
す
べ
き
は
、
祈
り
の
よ
り
一
一
層

内
面
的
な
姿
勢
や
霊
的
な
自
的
で
あ
る
。
祈
り
の
体
験
の
内
的
構
造
を
形
成
す
る
要
因
と
し
て
、

ハ
イ
ラ

i
は
「
生
き
た
人
格
的
な
神
へ
の
信
仰
」
、
「
そ
の
現
実
的

で
直
接
的
な
現
前
へ
の
信
仰
」
、
「
現
前
す
る
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
た
神
と
人
間
の
劇
的
な
交
わ
り
」
に
注
目
す
る
。
彼
の
見
解
で
は
、
神
の
人
格
性
へ
の
信
仰
は

必
然
的
前
提
で
あ
っ
て

一
切
の
祈
り
の
根
本
条
件
で
あ
る
。
神
の
人
格
性
に
つ
い
て
の
生
き
た
表
象
が
色
槌
せ
る
と
こ
ろ
で
は
、
祈
り
は
純
粋
な
観
想
的
没
入
や

崇
拝
へ
と
移
行
す
る
他
な
い
。

ま
た
、
真
正
の
祈
り
の
体
験
に
は
、
神
の
生
き
た
現
前
に
つ
い
て
の
畏
敬
に
満
ち
た
確
信
が
常
に
伴
っ
て
い
る
。

実
は
、
「
人
格
的
な
神
へ
の
信
仰
」
と
「
そ
の
現
前
へ
の
信
仰
し
は
、
祈
り
の
二
つ
の
前
提
と
言
う
べ
き
も
の
で
、

祈
り
そ
れ
自
体
は
そ
の
二
つ
の
経
験
に
包
摂
さ



れ
る
も
の
で
は
な
い
。
祈
り
は
、

む
し
ろ
神
と
の
人
間
の
生
き
た
関
わ
り
で
あ
り
、
対
話
で
あ
り
、
我
と
汝
の
結
合
で
あ
る
。
祈
り
が
我
と
汝
の
交
わ
り
ゃ
対
話
で

あ
る
以
上
、
祈
ら
れ
る
神
と
祈
る
人
と
の
関
係
は
、
人
間
の
社
会
的
関
係
の
類
推
に
よ
っ
て
、
親
と
子
、
主
と
奴
、
婿
と
嫁
な
ど
の
関
係
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

と
は
い
え
、
こ
の
神
と
人
と
の
劇
的
な
交
わ
り
は
、
人
間
の
側
か
ら
の
擬
人
論
的
把
握
を
遥
か
に
超
絶
し
て
い
る
。
ゼ

l
デ
ル
プ
ロ
ム
の
一
一
一
一
口
を
借
り
れ

ば
、
「
我
々
の
内
面
の
深
み
に
お
い
て
、
我
々
自
身
の
声
や
我
々
自
身
の
本
質
か
ら
の
反
響
が
人
格
性
の
暗
い
深
み
か
ら
跳
ね
返
る
の
が
見
出
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
に
自
ら
を
委
託
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
こ
う
し
て
、

我
々
自
身
よ
り
も
高
次
の
偉
大
な
現
実
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
人
間
は
崇
拝
し
、

ハ
イ
ラ

l

は
、
祈
り
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
祈
り
と
は
「
人
格
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
現
前
す
る
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る
神
と
の
信
仰
者
の
生
き
た
交
わ
り

(
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反
映
し
て
い
る
交
わ
り
」
で
あ
る
。

で
あ
り
、
人
間
の
社
会
関
係
の
形
態
を

と
こ
ろ
で
、
祈
り
の
固
有
性
を
そ
れ
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
る
際
に
、
祈
り
と
そ
れ
に
類
似
し
た
体
験
と
の
識
別
が
不
可
避
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
ハ
イ
ラ
!
が
特

に
着
服
す
る
の
は
、
「
崇
拝
L

(

〉円以

σ
2
5
m
)
と
「
敬
度
」
(
〉

E
R
Y門
)
と
い
う
こ
つ
の
宗
教
的
経
験
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
両
概
念
の
輪
郭
線
を
明
確
に
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
陰
画
的
に
祈
り
の
固
有
性
を
照
射
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

ハ
イ
ラ

1
の
見
解
で
は
、
「
崇
拝
し
と
「
敬
度
L

は
祈
り
と
密
接
な
繋
が
り
が
あ
る
も
の
の
、

る5折
。り

よ
り
も
更

広

概
今

で
あ
り

そ
れ
ら
が
属
す
る
の
は
宗
教
的
と
い
う
よ
り
も
世
俗
的
な
領
域
、
或
い
は
む
し
ろ
祈
り
と
の
境
界
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ

「
崇
拝
」
は
至
高
価
値
と
し
て
の
聖
な
る
も
の
へ
の
厳
粛
な
観
察
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
へ
の
全
き
帰
依
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
へ
の
専
心
で
あ
る
。
崇
拝
は
プ

リ
ミ
テ
ィ
プ
な
人
間
が
超
自
然
的
な
力
を
持
つ
対
象
を
前
に
示
す
畏
敬
の
念
か
ら
、
神
秘
家
に
よ
る
最
高
善
へ
の
観
想
や
現
代
詩
人
に
よ
る
自
然
へ
の
審
美
的
没
入

に
至
る
ま
で
様
々
だ
が
、

そ
の
場
合
に
崇
拝
の
対
象
の
人
格
性
は
必
ず
し
も
本
質
的
特
徴
で
は
な
い
。
崇
拝
に
お
け
る
高
み
へ
の
飛
惣
や
献
身
や
一
体
感
は
、
祈
り

の
中
で
生
じ
る
劇
的
な
交
わ
り
と
は
異
な
る
も
の
の
、

そ
の
交
わ
り
の
契
機
を
暗
示
は
し
て
い
る
。
全
き
帰
依
や
献
身
の
対
象
と
な
る
至
高
価
値
は
、
宗
教
的
な
も

の
で
も
世
俗
的
な
も
の
で
も
あ
り
得
る
し
、
超
自
然
的
な
も
の
で
も
自
然
的
な
も
の
で
も
あ
り
得
る
。
若
者
は
愛
人
を
崇
拝
し
、
市
民
は
祖
国
を
崇
拝
し
、
芸
術
家

は
ミ
ュ
ー
ズ
を
崇
拝
し
、
哲
学
者
は
真
と
善
の
イ
デ
ア
を
崇
拝
す
る
。
崇
拝
者
は
自
分
の
理
想
的
対
象
が
不
動
で
あ
る
こ
と
を
観
察
し
、
驚
き
と
歓
喜
と
共
に
そ
こ

に
、
没
入
す
る
。
こ
う
し
て
、
崇
拝
は
寸
至
高
価
値
へ
の
観
想
的
な
献
身
」
で
あ
る
。

哲
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言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

__L... 
/、、

他
方
、
「
敬
度
」
と
は
何
よ
り
も
「
一
点
へ
の
精
神
集
中
」
で
あ
り
、
「
収
縮
し
た
意
識
の
範
囲
に
つ
い
て
の
明
る
く
目
覚
め
た
意
識
状
態
」
だ
が
、

そ
こ
に
は
単

な
る
精
神
集
中
や
注
意
力
と
違
っ
て
、
「
厳
か
で
静
か
で
崇
高
で
神
聖
な
心
的
情
緒
」
が
漂
う
。
自
然
愛
好
者
が
高
い
連
山
の
前
に
立
つ
時
、
芸
術
愛
好
家
が
ラ
フ
ア

エ
ル
の
聖
母
に
感
嘆
す
る
時
、

ま
た
信
仰
者
が
神
聖
な
儀
礼
に
参
加
す
る
時
、
或
い
は
無
信
仰
者
で
さ
え
荘
厳
な
ド
!
ム
の
静
か
な
薄
明
に
足
を
踏
み
入
れ
る
時
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
敬
農
を
体
験
す
る
。
そ
の
時
に
意
識
の
範
囲
は
狭
ま
り
、
体
験
の
強
度
は
増
大
す
る
。

つ
ま
り
、
敬
皮
と
は
「
静
か
で
厳
か
な
心
的
情
緒
」
で

あ
っ
て
、

そ
れ
は
理
知
的
で
倫
理
的
な
、

だ
が
審
美
的
宗
教
的
な
価
値
の
観
察
を
通
じ
て
刺
激
さ
れ
る
。
崇
拝
が
理
念
的
対
象
へ
と
内
面
的
に
向
か
っ
て
そ
の
対
象

に
執
心
す
る
の
に
対
し
て
、
敬
度
は
そ
の
対
象
的
な
前
提
と
の
関
係
が
絶
た
れ
て
主
観
的
没
入
に
深
ま
る
傾
向
が
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
な
「
崇
拝
」
と
「
敬
度
」
に
関
す
る
現
象
学
的
考
察
を
通
し
て
、

ハ
イ
ラ
!
は
祈
り
の
本
質
、
即
ち
「
神
と
人
間
の
生
け
る
交
わ
り
」
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
現
代
人
が
崇
拝
や
敬
度
を
真
正
の
祈
り
と
取
り
違
え
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
こ
う
し
た
有
限
の
精
神
と
無
限
の
精
神
と
の
生
け
る
交
わ
り

に
つ
い
て
の
適
切
な
表
象
を
欠
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
祈
り
な
く
し
て
は
、
信
仰
は
観
念
的
な
確
信
に
止
ま
り
、
祈
り
な
く
し
て
は
、
礼
拝
は
単
な
る
外
的
活
動

で
し
か
な
く
、
祈
り
な
く
し
て
は
、
神
の
愛
は
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
祈
り
な
く
し
て
は
、
有
限
と
無
限
の
間
に
無
限
の
深
淵
が
横
た
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
祈
り

を
通
し
て
こ
そ
、
宗
教
は
神
の
中
に
お
け
る
生
命
と
な
り
、
永
遠
な
る
も
の
と
の
共
同
と
な
る
。
祈
り
の
宗
教
学
的
研
究
は
、
こ
の
有
限
と
無
限
の
結
び
つ
き
と
い

う
不
思
議
の
認
識
へ
と
誘
わ
れ
る
。
祈
り
の
研
究
者
は
、
祈
り
の
不
思
議
を
前
に
し
て
、
結
局
は
そ
こ
に
顕
わ
れ
る
深
い
カ
強
い
生
命
の
証
人
や
代
弁
者
と
な
る
他

は
な
い
、

と
ハ
イ
ラ
ー
は
言
う
。

以
上
の
よ
う
な
寸
祈
り
の
本
質
」
に
関
す
る
ハ
イ
ラ
!
の
分
析
は
、
果
し
て
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
祈
り
の
本
質
を
「
神
と
人
間
の
生
け
る
交
わ
り
L

の
中
に
見
た
こ
と
、
祈
り
を
「
崇
拝
L

と
「
敬
度
」
に
対
照
さ
せ
た
こ
と
、
差
し
当
た
り
、
こ
の
二
点
が
論
究
の
た
め
の
糸
口
と
な
ろ
う
。

ハ
イ
ラ
!
が
祈
り
の
勺
頂

点
」
と
し
て
「
宗
教
的
天
才
」
に
着
目
し
、

そ
の
典
型
的
表
現
を
「
神
秘
主
義
」
と

「
預
言
者
宗
教
」
と
い
う
宗
教
の
二
類
型
の
中
に
見
た
こ
と
は
、
既
述
し
た
通

り
で
あ
る
。

そ
の
二
類
型
は
互
い
に
独
立
し
た
「
高
次
の
信
仰
の
両
対
極
」
で
あ
っ
た
。
彼
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
両
者
の
聞
に
、

人
格
否
定
的
宗
教
と
人
格
肯
定

的
宗
教
、
非
歴
史
的
な
神
体
験
と
歴
史
的
な
神
体
験
、

脱
我
と
啓
示
と
い
う
よ
う
な
強
烈
な
内
的
対
照
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
祈
り
の
本
質
規
定
の
際
に
も
、

そ

の
二
類
型
の
固
有
性
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
よ
仰
と
人
間
の
生
け
る
交
わ
り
」

と
い
う
よ
う
な
祈
り
の
本
質
規
定
は
、
「
預
言
者
宗
教
」
の
祈
り
に
偏
向
し
た

規
定
と
受
け
取
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
「
神
秘
主
義
」
の
祈
り
に
お
い
て
は
、
神
も
人
間
も
人
格
的
形
像
を
剥
ぎ
取
ら
れ
、

両
者
の
生
け
る
交
わ
り
も
空
無
化
さ
れ
る



境
位
が
確
か
に
現
出
す
る
。

ハ
イ
ラ
!
の
祈
り
の
本
質
規
定
に
は
、
彼
自
身
の
信
仰
と
彼
の
宗
教
的
環
境
の
影
響
が
濃
厚
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

ま
た
、
「
祈
り
」
の
輪
郭
線
を
「
崇
拝
」
と
「
敬
度
」
の
特
性
描
写
か
ら
陰
面
的
に
照
射
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、

そ
の
こ
項
の
選
択
が
窓
意
的
で
あ
る

と
か
、
相
互
の
識
別
が
国
難
で
あ
る
と
か
の
批
判
が
予
想
さ
れ
う
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
祈
り
を
崇
拝
や
敬
度
か
ら
区
別
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
祈
り
と
崇

拝
と
敬
度
の
三
者
の
決
定
的
な
相
違
は
、
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、

ま
た
祈
り
と
な
る
た
め
に
は
崇
拝
と
敬
度
は
何
が
欠
落
し
、
或
い
は
何
が
余
分
で
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
「
至
高
価
値
へ
の
観
想
的
な
献
身
」
と
し
て
の
崇
拝
は
、
至
高
価
値
が
宗
教
的
の
み
な
ら
ず
世
俗
的
で
も
あ
り
う
る
点
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
人
格
性
を
帯
び

な
い
点
、
そ
れ
と
の
関
係
が
劇
的
交
わ
り
と
な
ら
ず
に
観
想
的
な
献
身
と
な
る
点
な
ど
に
お
い
て
、
祈
り
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
「
静
か
で
厳
か
な
心
的
情
緒
」
と
し

そ
の
精
神
集
中
は
対
象
と
の
関
わ
り
を
絶
っ
て
、
主
観
の
方
に
内
向

て
の
敬
度
の
念
に
打
た
れ
る
時
、
意
識
の
範
囲
は
狭
ま
る
代
わ
り
に
体
験
の
強
度
は
強
ま
り
、

す
る
。
崇
拝
が
理
念
的
対
象
に
執
心
す
る
の
に
対
し
て
、
敬
度
は
主
観
の
内
に
没
入
す
る
。
前
者
は
対
象
の
虜
と
な
り
、
後
者
は
逆
に
主
観
内
に
閉
塞
し
て
、

ハ
イ
ラ
!
は
「
崇
拝
」
と
「
敬
度
」
の
特
性
を
描
写
し
な
が
ら
、
同
時
に
彼
が
想
定
す
る
真
実
の
祈
り
の
輪

い
ず

れ
も
「
生
け
る
交
わ
り
」
と
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、

郭
線
を
陰
画
的
に
刻
み
つ
け
た
の
で
あ
る
。
「
崇
拝
」
と
「
敬
度
」
の
理
解
は
、
実
は
「
析
り
L

の
理
解
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
我
々
は
、

ハ
イ
ラ
!
の
著
書
『
祈
り
』
に
お
け
る
細
部
の
議
論
や
膨
大
な
例
証
を
殆
ど
顧
み
る
こ
と
な
く
、

そ
の
認
識
枠
組
み
と
議
論
の
展
開
の
大
筋
を

把
握
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
要
す
る
に
、

ハ
イ
ラ
!
は
、
宗
教
の
中
心
的
現
象
と
し
て
の
祈
り
を
、
「
歴
史
的
心
理
学
的
」
な
経
験
的
研
究
、
特
に
そ
の
基
本
的
課
題

を
「
類
型
論
」
に
求
め
る
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
、
宗
教
の
「
源
泉
」
〔
素
朴
な
宗
教
)
と
」
原
点
し
(
宗
教
的
天
才
〕
に
考
察
の
焦
点
を
合
わ
せ
つ
つ
、

神
秘
主
義
と
預
言
者
宗
教
と
い
う
祈
り
の
こ
大
類
型
を
析
出
し
て
そ
の
特
性
を
描
写
し
、
最
後
に
祈
り
の
本
質
規
定
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

行
為
と
し
て
の
祈
り

l
iサ
ム
・
ギ
ル
に
よ
る
ハ
イ
ラ

i
批
判

ハ
イ
ラ

i
の
著
書
『
祈
り
』
は
、
概
ね
好
意
的
な
評
価
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。
各
種
宗
教
辞
典
に
お
け
る
「
祈
り
L

の
解
説
に
は
、
大
抵
は
彼
の
著
書
『
祈
り
』

に
対
す
る
一
一
言
及
や
参
照
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
彼
の
分
析
や
記
述
が
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

ハ
イ
ラ

l

の
弟
子
ワ
ッ
ハ
は

ハ
イ
ラ

l
の
偉
大
な
功
績
(
宗
教
的
類
型
の
重
要
性
の
認
識
や
、
体
系
化
を
自
指
し
た
格
腐
な
ど
)
を
認
め
な
が
ら
も
、
彼
の
方
法
論
が
宗
教

学
と
宗
教
哲
学
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
、
彼
の
心
理
学
的
探
究
で
は
客
観
的
な
宗
教
形
態
の
領
域
が
把
握
で
き
な
い
こ
と
、

ま
た
類
型
論
が
比
較
宗
教
史
と
重
な
る

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号

-'-
/¥ 



言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

六
回

と
い
う
主
張
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
研
究
者
サ
ム
・
ギ
ル

(ωω

ヨロ・
0
2

は

ハ
イ
ラ
ー
が
「
儀
礼
の
祈
り
」
や
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」
を
過
小
評
価
し
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、

エ
リ
ア

i
デ
責
任
編
集
の
よ
一
小

の
「
祈
り
L

の
項
目
に
関
す
る
サ
ム
・
ギ
ル
の
解
説
か
ら
、
彼
の
見
解
を
要
約
し
て
み
よ
%
。

教
百
科
全
書
』
(
叫
JZMWH百
三
]
O
B
E
ω
O同
月
巴
町
一
o
ロ)

サ
ム
・
ギ
ル
は
、
祈
り
を
「
テ
キ
ス
ト
」
と
「
行
為
」
と
「
主
題
」
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
祈
り
は
ま
ず
霊
的
実
在
に
向
け

ら
れ
た
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
凝
集
し
た
一
一
一
一
口
葉
の
集
合
、
即
ち
「
テ
キ
ス
ト
」
(
円
。
三
)
と
し
て
考
察
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
次
に
一
一
言
語
だ
け
で
は
な

く
、
特
に
そ
の
行
為
を
構
成
す
る
遂
行
的
要
素
を
も
含
ん
だ
、
神
々
と
意
思
伝
達
す
る
人
間
の
寸
行
為
し

(
R門
)
と
し
て
考
察
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
最
後
に
そ
の
本

質
の
分
節
が
信
念
の
表
明
や
教
義
や
教
一
訓
や
哲
学
や
神
学
を
構
成
す
る
宗
教
の
一
つ
の
次
元
、
即
ち
「
主
題
」

(
g
Z
R門
)
と
し
て
考
察
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
な
か

で
も
、
彼
が
強
い
関
心
を
示
す
の
は
、
「
行
為
」
と
し
て
の
祈
り
の
側
面
で
あ
る
。

祈
り
の
一
般
的
な
基
礎
類
型
論
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
宗
教
学
的
研
究
の
中
で
広
範
に
用
い
ら
れ
、
「
テ
キ
ス
ト
L

と
し
て
の
祈
り
の
研

究
を
通
し
て
模
索
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
種
の
類
型
論
は
数
多
く
の
ク
ラ
ス
を
含
み
つ
つ
、
内
容
的
に
は
請
願
・
呼
び
か
け
・
感
謝
(
賛
美
・
崇
拝
)
・
献
身
・
祈
願
・

執
り
成
し
・
告
白
・
怖
特
・
祝
福
な
ど
に
分
け
ら
れ
て
き
た
。
サ
ム
・
ギ
ル
は
、
祈
り
に
関
す
る
古
典
的
著
作
と
し
て
、

タ
イ
ラ
!
の
『
原
始
文
化
』

(
H

∞一ぷ)
と
ノ¥

イ
ラ
!
の
「
祈
り
』

(SH∞
)
に
注
目
す
る
。
両
書
に
お
い
て
、
祈
り
は
自
由
で
自
発
的
な
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
祈
り
の
理
解
が
祈
り
を
そ
の
テ

キ
ス
ト
の
形
式
に
制
限
す
る
こ
と
と
結
び
つ
く
時
に
、
本
来
自
由
で
自
発
的
な
析
り
が
反
復
的
で
静
的
な
定
式
に
封
じ
込
ま
れ
る
と
い
う
矛
盾
、
乃
至
は
デ
ィ
レ
ン

マ
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
タ
イ
ラ

l
の
理
論
は
呪
術
の
後
に
続
く
宗
教
を
要
求
す
る
が
、
彼
が
上
述
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
解
消
を
は
か
っ
た
の
は
、

そ
の
言
葉
が

正
確
に
反
復
さ
れ
、

そ
の
本
質
が
実
践
的
に
呪
文
に
類
似
し
た
伝
統
的
定
型
一
へ
と
凝
固
し
た
、
本
来
的
に
は
自
由
で
柔
軟
な
祈
り
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

ハ
イ
ラ

1
は
祈
り
の
「
テ
キ
ス
ト
L

を
真
実
の
祈
り
で
は
な
く
て
、
啓
発
・
教
化
の
目
的
で
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
と
見
た
故
に
、

サ
ム
・
ギ
ル

ハ
イ
ラ
!
に
よ
る
祈
り
の
研
究
は
、
「
彼
が
祈
り
の
研
究
の
た
め
に
資
料
の
第
一
次
的
源
泉
を
軽
視
し
て
、
人
が
自
分
の
心
を
神
に
注
ぐ
祈
り
を
盗
み
聴

き
す
る
と
い
う
希
有
な
機
会
を
物
欲
し
げ
に
待
ち
受
け
る
に
任
せ
た
と
い
う
点
で
、
最
初
か
ら
無
駄
な
努
力
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
ま
た
「
祈
り
の
心
理
学
的
性

に
よ
れ
ば
、

質
を
求
め
る
ハ
イ
ラ

1
の
傾
向
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
祈
り
と
行
為
と
し
て
の
祈
り
の
聞
に
明
確
な
区
別
、
或
い
は
有
益
な
区
別
を
つ
け
る
こ
と
の
失
敗
と
結
び



つ
い
て
、
彼
の
祈
り
の
考
察
を
非
生
産
的
な
位
置
に
、

と
り
わ
け
特
殊
な
祈
り
の
伝
統
を
超
え
た
祈
り
の
学
術
的
研
究
を
一
般
に
挫
い
て
し
ま
う
位
置
に
置
い
た
」

の
で
あ
る
。
入
手
で
き
る
資
料
の
性
質
か
ら
し
て
、
祈
り
は
ま
ず
第
一
に
「
テ
キ
ス
ト
L

と
し
て
考
察
さ
れ
る
他
は
な
い
。

し
か
し
、
祈
り
は
単
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
言
語
行
為
の
遂
行
的
要
素
を
含
ん
だ
行
為
で
も
あ
る
。
祈
り
を
行
為
と
見
る
時
に
、
個
人
的
な
祈
り

と
儀
礼
の
祈
り
の
区
別
が
有
意
味
と
な
る
だ
ろ
う
。
神
に
心
を
注
ぐ
個
人
的
な
祈
り
は
、
確
か
に
祈
り
の
最
も
真
実
な
形
態
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

サ
ム
・
ギ
ル

ハ
イ
ラ

l
は
儀
礼
の
祈
り
が
持
つ
重
要
な
機
能
を
軽
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祈
り
の
理
解
を
徹
底
的
に
切
り
詰
め
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
儀
礼
の

祈
り
の
側
面
は
、
「
伝
統
と
文
化
の
連
続
性
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
重
要
で
且
つ
し
ば
し
ば
本
質
的
な
も
の
と
し
て
-
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
定
型

の
見
解
で
は
、

的
反
復
的
で
標
準
化
さ
れ
た
祈
り
の
諸
特
徴
は
、
教
育
的
な
意
味
で
効
果
が
あ
り
、
文
化
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
言
語
行
為
論
的
な
視
点
か
ら
、
情
報
を
伝
達
す

る
機
能
の
み
な
ら
ず
、

言
語
の
行
為
遂
行
的
な
機
能
が
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
祈
り
の
研
究
で
も
、
祈
り
の
行
為
的
次
元
が
も
っ
と
十
分
に
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

し〉。
ま
た
、
言
語
の
行
為
遂
行
的
な
力
の
研
究
は
、
発
話
の
実
行
能
力
が
慣
例
化
さ
れ
形
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
適
切
で
あ
る
た
め
に
は
言
葉
の
言
表
と
同
時

に
身
体
的
行
為
を
通
常
は
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

つ
ま
り
、
祈
り
の
行
為
は
、

そ
れ
が
効
果
を
持
ち
真
実
で
権
能
を
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
が
捧

げ
ら
れ
る
歴
史
的
文
化
的
個
人
的
な
場
に
お
け
る
諸
要
素
(
例
え
ば
、
適
切
な
身
体
的
動
作
や
そ
の
方
位
、
指
定
さ
れ
た
建
築
的
構
造
や
物
理
的
環
境
、
特
別
な
時

聞
や
麿
の
日
付
な
ど
)

の
能
動
的
な
関
わ
り
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
祈
り
を
行
為
と
見
る
時
、
祈
り
は
常
に
歴
史
的
文
化
的
心
理
的
な
脈
絡
を
行

為
の
一
部
と
し
て
必
然
的
に
含
む
故
に
、

そ
の
言
葉
の
硬
直
と
不
可
分
な
も
の
と
見
ら
れ
た
無
反
応
的
で
非
生
産
的
な
次
元
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
む
し

ろ
、
最
も
重
要
な
祈
り
は
、

一
一
言
葉
な
し
で
達
成
さ
れ
た
祈
り
で
あ
る
場
合
さ
え
あ
り
、
歌
や
踊
り
や
供
犠
や
布
施
の
よ
う
な
非
言
一
詩
的
な
宗
教
的
行
為
も
、
本
質
的

に
は
祈
り
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
祈
り
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
り
語
ら
れ
た
り
す
る
「
主
題
L

で
あ
り
、
宗
教
的
伝
統
に
お
け
る
祈
り
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

の
「
メ
タ
J

祈
り
」
で
あ
る
。
祈
り
は
理
論
や
神
学
や
説
教
や
教
義
や
指
導
の
主
題
で
あ
り
、
指
定
さ
れ
た
礼
拝
様
式
や
生
活
様
式
の
主
題
で
あ
り
、
祈
り
の
方
法
に

関
す
る
記
述
の
主
題
で
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
祈
り
を
「
主
題
」
と
す
る
数
多
く
の
文
献
が
存
在
し
、

そ
こ
に
お
い
て
宗
教
的
伝
統
の
原
理
や
性
格
が
、

ま

た
或
る
伝
統
に
お
け
る
傾
向
が
分
節
さ
れ
て
い
る
。
祈
り
を
「
主
題
」
と
す
る
議
論
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
西
洋
の
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
請
願
的
な
祈
り
は
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言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

ムハムハ

必
要
で
あ
る
か
と
か
、
祈
り
は
独
話
で
あ
る
か
、
或
い
は
対
話
で
あ
る
か
な
ど
と
い
う
古
典
的
問
題
が
提
起
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
、

サ
ム
・
ギ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
祈
り
の
一
般
研
究
に
お
い
て
、
〈
祈
り
〉
と
い
う
用
語
は
、
様
々
な
人
間
の
行
為
、
主
に
宗
教
の
実

践
と
結
び
つ
い
た
一
言
語
行
為
や
、

と
り
わ
け
神
的
あ
る
い
は
霊
的
実
在
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
言
語
行
為
を
指
し
示
す
た
め
に
、
漠
然
と
使
わ
れ
て
き

た
。
こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
場
合
、

そ
の
語
に
与
え
ら
れ
る
正
確
な
定
義
な
ど
あ
り
え
な
い
。
何
故
な
ら
、

そ
れ
は
よ
り
正
確
な
比
較
的
歴
史
的
研
究
の
た
め
の
、

た
だ
一
般
的
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
装
置
と
し
て
の
み
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
祈
り
の
用
語
が
定
義
上
の
正
確
さ
を
獲
得
す
る
の
は
、
実
践
や
教
義
の
内
に
分
節
さ
れ

た
も
の
と
し
て
特
別
な
宗
教
的
伝
統
の
中
で
使
わ
れ
る
数
多
い
用
語
の
中
の
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
時
で
あ
る
。
祈
り
の
一
般
研
究
を
促
進
す
る
た
め
に
明
確
に
言
え

る
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
行
為
と
し
て
、
主
題
と
し
て
と
い
う
祈
り
の
三
重
の
区
分
が
持
つ
重
要
性
で
あ
る
。
L

さ
て
、
我
々
の
問
題
意
識
に
即
し
て
サ
ム
・
ギ
ル
の
主
張
を
整
理
す
れ
ば
、
「
テ
キ
ス
ト
」
と
「
行
為
」
と
っ
主
題
L

の
三
重
の
側
面
か
ら
の
祈
り
の
理
解
、
「
テ

キ
ス
ト
と
し
て
の
祈
り
」
か
ら
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」

へ
の
考
察
の
重
点
の
移
行
、

そ
し
て
「
個
人
の
祈
り
」
か
ら
「
儀
礼
の
祈
り
」

へ
の
比
重
の
移
動
と
い
う

三
点
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
サ
ム
・
ギ
ル
が
主
張
す
る
論
点
の
裏
返
し
は
、

ハ
イ
ラ
!
の
祈
り
理
解
に
対
す
る
批
判
の
視
点
と
ほ
ぽ
重
な
り
合
う
。

却
ち
、

ω
「
テ
キ
ス
ト
」
の
過
小
評
価
、

ω
「
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
祈
り
」
と
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」
の
区
別
の
無
視
、

ω
「
儀
礼
の
祈
り
」
の
軽
視
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
前
に
、

ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
資
料
の
第
一
次
的
源
泉
し
に
関
す
る
ハ
イ
ラ
!
と
サ
ム
・
ギ
ル
の
見
解

の
相
違
で
あ
る
。

ハ
イ
ラ

l
に
と
っ
て
祈
り
の
第
一
次
資
料
は
、
個
人
の
宗
教
体
験
に
お
け
る
生
き
た
「
祈
り
の
言
葉
自
体
」
で
あ
り
、
次
に
「
祈
り
に
つ
い
て
の

自
己
証
言
ヘ

そ
し
て
「
他
者
証
言
」
と
序
列
が
つ
け
ら
れ
た
。
資
料
の
重
要
度
は
、
祈
り
の
言
葉
か
ら
祈
り
に
つ
い
て
の
証
言
へ
、
自
己
証
一
一
一
一
口
か
ら
他
者
証
言
へ
、

〈
祈
ら
れ
た
祈
り
〉
か
ら
〈
書
か
れ
た
祈
り
〉

へ
と
そ
れ
ぞ
れ
移
行
す
る
に
つ
れ
て
低
下
す
る
と
見
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
個
人
の
宗

教
体
験
、

し
か
も
祈
り
の
「
頂
点
」
と
し
て
の
宗
教
的
天
才
の
祈
り
の
体
験
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

サ
ム
・
ギ
ル
の
判
断
で
は
、

ハ
イ
ラ
ー
は
「
資
料
の
第
一
次
的

源
泉
を
軽
視
し
し
て
、
「
祈
り
を
盗
み
開
き
す
る
と
い
う
希
有
な
機
会
を
物
ほ
し
げ
に
待
ち
受
ザ
」
た
点
で
、
「
最
初
か
ら
無
駄
な
努
力
」
を
し
た
の
で
あ
る
。
サ
ム
・

ギ
ル
に
と
っ
て
資
料
の
第
一
次
的
源
泉
と
は
、
「
儀
礼
の
祈
り
」
の
中
で
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」
の
形
に
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
見
方
の
食
い
違

V:~ 

は

一
見
す
る
と
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
実
は
、
寸
資
料
の
第
一
次
的
源
泉
」
を
、
「
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
祈
り
し
(
ハ
イ
ラ
!
の
言
う
〈
書
か
れ
た
祈
り
〉
)

や
「
主
題
と
し
て
の
祈
り
」
(
こ
れ
は
「
メ
タ
祈
り
し
だ
が
、

ハ
イ
ラ
!
の
言
う
「
祈
り
に
つ
い
て
の
自
己
証
一
一
一
一
口
」
や
「
他
者
証
一
一
一
一
口
」
に
相
当
す
る
、
だ
ろ
う
)
の
中



で
は
な
く
て
、
現
実
の
祈
り
の
体
験
に
求
め
た
点
で
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

ハ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
を
「
個
人
の
祈
り
」
の
方
向
に
追
求
し

サ

ム
・
ギ
ル
は
集
団
的
な
「
儀
礼
の
祈
り
L

の
方
向
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

ωハ
イ
ラ

l
が
「
テ
キ
ス
ト
」
を
過
小
評
価
し
た
と
い
う
批
判
は
、

ハ
イ
ラ

i
が
〈
書
か
れ
た
祈
り
〉
よ
り
も
〈
祈
ら
れ
た
祈
り
〉
を
第
一
次
的
資
料
と
し
て
重

視
し
た
こ
と
に
関
連
が
あ
る
口
宗
教
学
の
基
礎
的
部
分
の
重
要
な
一
部
門
な
す
心
理
学
的
研
究
で
は
、
個
人
の
宗
教
体
験
に
お
け
る
〈
祈
ら
れ
た
祈
り
〉
、
或
い
は
現

実
の
生
き
た
「
祈
り
の
言
葉
自
体
L

が
当
面
の
第
一
の
対
象
で
あ
る
。
そ
の
心
理
学
的
研
究
が
目
指
す
方
向
を
、

サ
ム
・
ギ
ル
は
「
人
が
自
分
の
心
を
神
に
注
ぐ
祈

り
を
盗
み
聴
き
す
る
と
い
う
希
有
な
機
会
を
物
欲
し
げ
に
待
ち
受
け
」
た
と
郷
撤
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
祈
り
に
お
け
る
「
パ
ロ

i
ル
」
と
「
エ
ク
リ

チ
ュ
!
ル
L

の
対
立
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

〈書
か
れ
た
祈
り
〉
に
対
す
る
ハ
イ
ラ

i
の
評
価
が
消
極
的
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
寸
文
書
に

固
定
さ
れ
た
言
葉
は
、
語
ら
れ
た
祈
り
の
言
葉
に
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
書
き
記
し
(
任
。
〉
丘
N
2
♀
ロ
ロ
コ
問
)
は
、
既
に
真
正
の
祈
り
の
言
葉
の
様
式
化

(
2
5

ω忌一
ω
ぽ円

Edm)
を
も
た
ら
す
。
L

と
言
い
つ
つ
、

ハ
イ
ラ

l
は
、
本
当
の
祈
り
が
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
パ
ン
ヤ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
資
料
の
第
一
次
的
源
泉
に
対
す
る
理
解
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
何
を
以
て
現
実
と
呼
ぶ
か
と
い
う
「
現

実
」
概
念
の
内
容
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
更
に
、
祈
り
の
理
解
に
「
自
己
観
察
」
の
必
要
性
を
'
認
め
る
時
に
は
、
こ
の
問
題
地
平
は
一
層
紛
糾
し
た
根
底

を
顕
わ
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。

間
「
祈
り
の
心
理
学
的
性
格
を
求
め
る
ハ
イ
ラ
!
の
傾
向
は
、

テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
祈
り
と
行
為
と
し
て
の
祈
り
の
聞
に
明
確
な
区
別
」
を
つ
け
る
こ
と
に
失
敗

し
た

と
サ
ム
・
ギ
ル
は
言
う
。
し
か
し
な
が
ら

ハ
イ
ラ

i
が
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
祈
り
と
預
言
者
の
祈
り
の
同
根
的
等
質
性
|
|
た
だ
後
者
は
前
者
よ
り
も
宗
教

的
に
内
面
化
さ
れ
倫
理
的
に
浄
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
l
liを
承
認
し
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
し
を
無
視
し
た
と
い
う
批
判
は
、
必
ず

し
も
正
鵠
を
得
て
い
な
い
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
祈
り
の
場
合
と
同
様
に
、
預
言
者
の
祈
り
の
内
容
は
、
懇
願
・
執
り
成
し
・
賛
美
・
感
謝
な
ど
で
満
ち
溢
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
単
に
言
葉
だ
け
で
な
く
、
行
為
遂
行
的
要
素
を
も
既
に
苧
ん
で
い
る
。

む
し
ろ
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
祈
り
は
、
或
る
意
味
で
祈
り
で
す
ら
な
い
。

オ
i
ス

テ
ィ
ン
の
言
語
行
為
論
が
現
れ
た
一
九
四

0
年
代
後
半
よ
り
も
か
な
り
以
前
に
、

ハ
イ
ラ
ー
は
、
祈
り
の
行
為
的
な
側
面
に
気
づ
い
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ

る。

ω
「
儀
礼
の
祈
り
」
に
対
す
る
軽
視
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
、
確
か
に

ハ
イ
ラ

i
は
「
個
人
の
祈
り
L

の
体
験
を
重
視
し
て
、
祈
る
人
の
心
の
中
を
覗
き
見
よ
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言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

し
か
し
実
は

う
と
し
た
。
し
か
も
、
彼
は
そ
れ
を
自
ら
渉
猟
し
た
膨
大
な
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら
、
心
理
学
的
研
究
の
立
場
か
ら
共
感
的
自
己
観
察
的
に
把
握
し
よ
う
と
努
め
た
。

ハ
イ
ラ
!
の
著
書
『
祈
り
』
の
中
で
、
儀
礼
の
祈
り
に
関
係
す
る
記
述
は
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
全
体
の
五
分
の
こ
は
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
儀
礼
の
祈
り
」
が
持
つ
重
要
な
機
能
を
軽
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ハ
イ
ラ
!
は
祈
り
の
理
解
を
徹
底
的
に
切
り
詰
め
た
と
す
る
サ
ム
・
ギ
ル
の
論
難

は
、
む
し
ろ
的
外
れ
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
但
し
、
同
じ
「
儀
礼
の
祈
り
」
を
扱
う
に
し
て
も
、

ハ
イ
ラ
!
の
研
究
が
個
人
の
宗
教
体
験
に
対
す
る
心
理

ま
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
人
間
の
祈
り
に
対
す
る
接
近
が
間
接
的
で
あ
り
、
他
者
に
よ
る
第

学
的
記
述
、
従
っ
て
祈
り
の
動
機
や
内
容
分
析
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
、

べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
占
…
、

二
次
資
料
に
依
存
し
た
こ
と
、
更
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
的
キ
リ
ス
ト
教
的
儀
礼
を
中
心
に
儀
礼
行
為
が
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
な
ど
は
指
摘
さ
れ
て
然
る

サ
ム
・
ギ
ル
の
研
究
で
は
、
「
儀
礼
の
祈
り
L

か
ら
「
個
人
の
祈
り
」
が
明
ら
か
に
差
し
引
か
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
我
々
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
サ
ム
・
ギ
ル
の
主
張
に
全
面
的
に
同
意
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

ハ
イ
ラ
!
が
研
究
の
中
心
を

置
か
な
か
っ
た
側
面
、
即
ち
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
」
や
寸
儀
礼
の
祈
り
」
に
サ
ム
・
ギ
ル
が
考
察
の
力
点
を
移
し
変
え
、

そ
の
重
要
な
機
能
を
強
調
し
た
こ
と
は
、

評
価
さ
れ
う
る
だ
ろ
う

D

祈
り
の
行
為
的
儀
礼
的
側
面
を
重
視
す
る
彼
の
視
点
は
、
近
年
の
一
一
一
一
口
語
行
為
論
の
流
行
と
も
連
動
し
て
、
祈
り
の
研
究
に
お
け
る
新
た
な

方
向
を
切
り
拓
く
た
め
の
一
つ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
紹
介
し
た
よ
う
な
祈
り
に
対
す
る
ハ
イ
ラ
!
の
見
解
と
サ
ム
・
ギ
ル
の
見
解
か
ら
、
我
々
は
現
実
の
多

様
な
祈
り
の
諸
現
象
を
単
純
化
し
て
見
通
す
た
め
の
概
念
装
震
を
手
に
入
れ
た
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
「
言
葉
(
テ
キ
ス

ト
)
と
行
為
¥
及
び
「
個
人
と
集
団
(
儀
礼
)
し
と
い
う
こ
組
み
の
対
立
概
念
を
利
用
し
て
、
祈
り
の
諸
現
象
を
整
序

す
る
手
法
で
あ
る
。
「
言
葉

l
行
為
し
の
対
立
概
念
を
垂
直
軸
に
、

ま
た
「
個
人

i
集
団
」
の
対
立
概
念
を
水
平
軸
に
置

(テキスト)
言葉

、J'-

、

?
v
v
d
t
 

そ
れ
ら
を
十
字
に
交
差
さ
せ
た
地
平
か
ら
祈
り
の
現
象
を
眺
め
る
時
に
、
祈
り
は
如
何
な
る
様
相
を
呈
す
る
だ

ろ
う
か
。

「
個
人
」
に
よ
る
よ
一
一
口
葉
L

の
祈
り
に
主
要
な
関
心
を
注
ぐ
ハ
イ
ラ
!
と
、
「
集
団
」
に
よ
る
「
行
為
」
と
し
て
の
祈

り
に
着
眼
す
る
サ
ム
・
ギ
ル
は
、

互
い
に
完
全
に
対
極
に
位
置
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

両
者
の
対
立
は
見
か
け

だ、

ヌうま

ほ
ど
鋭
く
は
な
い
。

何
故
な
ら
、

両
者
共
に
現
実
の
生
き
た
祈
り
を
捉
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

個人

ハイラー

サム・ギル

行為

集団



だ
、
そ
の
視
線
の
方
向
が
、
「
個
人
」
と
「
集
毘
」
に
分
裂
し
て
お
り
、

ハ
イ
ラ
ー
が
宗
教
的
天
才
が
吐
露
し
た
祈
り
の
言
葉
に
関
き
耳
を
立
て
る
の
に
対
し
て
、

サ

ム
・
ギ
ル
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
宗
教
儀
礼
に
お
け
る
祈
り
の
行
為
の
現
場
に
立
ち
会
う
の
で
あ
る
。

」
こ
で
問
う
べ
き
は
、

む
し
ろ
両
者
の
対
立
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
問
題
地
平
そ
の
も
の
の
妥
当
性
、
具
体
的
に
は
二
組
み
の
二
項
対
立
の
有
効
性
そ
れ
自
体

を
検
討
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
吟
味
は
、
祈
り
の
現
実
性
の
内
実
に
直
一
結
す
る
事
柄
で
あ
る
。
果
し
て
、
「
個
人
し
と
「
集
団
」
は
対
立
し
て
い
る
の

か
。
ま
た
、
コ
一
一
一
口
葉
」
と
「
行
為
」
は
明
確
に
区
別
で
き
る
の
か
。
二
組
み
の
二
項
対
立
は
、

一
見
自
明
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
特
殊
な
社
会
の
特
殊
な
価
値
に

磁
化
さ
れ
た
人
間
観
や
社
会
観
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
人
間
を
も
は
や
細
分
化
で
き
な
い
人
間
関
係
の
原
子
と
見
倣
す
「
個
人
」
(
門

Z
E
E
-を
と
)
の

把
握
や
、

そ
の
個
人
の
集
合
と
し
て
の
「
社
会
」
の
把
握
は
、
個
人
性
と
社
会
性
の
双
方
を
包
み
込
む
「
人
間
L

概
念
(
例
え
ば
、

日
本
語
の
「
人
間
」
や
「
ひ
と
」

の
如
き
)

と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。
我
々
は
寸
近
代
的
自
我
」
が
確
立
さ
れ
た
思
想
史
的
な
過
程
、
及
び
そ
の
近
代
的
世
界
観
を
背
景
に
持
っ
た
「
自
我
と
無

我
」
や
「
人
格
と
非
人
格
」
な
ど
の
対
立
を
無
批
判
に
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
多
少
な
り
と
も
用
心
し
て
眼
を
向
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。

一
方
、
三
一
一
一
口
葉
と
行
為
」
の
対
立
も
、
必
ず
し
も
自
明
な
事
柄
で
は
な
い
。
行
為
と
し
て
の
言
葉
に
対
す
る
議
論
、
郎
ち
一
一
一
一
口
語
行
為
論
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
視
点

は
、
両
者
の
対
立
を
ボ

l
ダ
レ
ス
な
方
向
に
導
い
て
い
る
し
、

ま
た
仏
教
や
ヨ

i
ガ
の
カ
ル
マ
論
が
、
身
体
的
行
為
と
言
語
的
行
為
と
意
思
的
行
為
の
三
者
を
包
括

す
る
よ
う
な
行
為
論
的
地
平
を
切
り
拓
い
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
言
葉
と
行
為
L

の
対
立
の
背
後
に
、
寸
観
照
(
己
認
。
門
広
)
と
実
践
(
百
円
安
佐
)
」

の
対
立
を
我
々
は
読
み
取
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
言
葉
を
観
照
と
行
為
(
実
践
)

を
媒
介
す
る
も
の
と
見
倣
す
時
に
、
身
体
的
行
為
に
偏
向
し
た
行
為
観
の
収
縮

と
共
に
、
原
初
的
な
言
語
感
覚
を
忘
却
し
た
言
語
観
の
収
縮
を
論
じ
う
る
地
平
に
、
我
々
は
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
地
平
は
、
観
照
と

し
て
の
行
為
、
或
い
は
行
為
と
し
て
の
観
照
が
顕
わ
に
な
る
地
平
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
掲
の
概
念
装
置
が
有
効
に
働
く
の
は
、

そ
れ
ら
の
概
念
を
産
出

し
た
社
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
特
定
の
一
一
一
一
口
語
体
系
が
特
定
の
言
語
的
な
世
界
裁
断
で
あ
る
以
上
、

そ
の
言
語
体
系
に
お
け
る
概
念
装
置
そ
の
も
の
が
、
固
有
の
世
界

観
を
有
す
る
特
殊
社
会
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
の
研
究
が
特
定
の
圭
一
口
語
体
系
を
用
い
て
行
な
わ
れ
る
限
り
は
、
こ
う
し
た
言
語
的
制
約

の
問
題
は
不
可
避
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
文
化
の
眼
鏡
L

を
通
し
た
言
語
拘
束
的
認
識
を
相
対
化
し
う
る
よ
う
な
視
点
を
方
法

論
的
に
獲
得
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
口

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号
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言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

七。

結
び

我
々
は
祈
り
の
一
般
研
究
の
具
体
例
と
し
て
ハ
イ
ラ
!
の
著
書
『
祈
り
』

に
お
け
る
基
本
認
識
と
、

そ
れ
に
対
す
る
サ
ム
・
ギ
ル
の
批
判
を
一
瞥
し
た
後
で
、
現

実
の
祈
り
の
複
合
的
現
象
を
単
純
化
し
て
見
通
す
た
め
に
、
個
人
と
集
団
、

言
葉
と
行
為
と
い
う
こ
組
み
の
こ
項
対
立
を
利
用
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

そ
の
こ
項
対

立
に
含
ま
れ
た
問
題
と
し
て
改
め
て
浮
上
し
て
来
た
の
は
、
我
々
の
研
究
が
被
ら
ざ
る
を
得
な
い
文
化
的
言
語
的
制
約
の
問
題
で
あ
っ
た
。
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
最
後
に
我
々
が
目
指
す
「
祈
り
の
研
究
」
の
方
向
性
を
素
描
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

祈
り
の
研
究
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
、
我
々
は
特
定
の
宗
教
的
価
値
に
参
与
し
た
立
場
に
終
始
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
知
覚
と
認
識
の
有
限
な
遠
近
法
的
性
格
か

ら
し
て
、
祈
り
の
特
殊
な
個
別
研
究
を
通
し
て
、
祈
り
を
一
般
的
に
捉
え
う
る
地
平
に
出
る
と
い
う
道
が
、
差
し
当
た
り
我
々
の
前
に
は
開
か
れ
る
だ
ろ
う
。
時
代

や
地
域
や
信
仰
が
異
な
っ
た
特
殊
な
祈
り
に
関
す
る
個
別
研
究
の
積
み
重
ね
か
ら
、
前
掲
の
二
組
み
の
二
項
対
立
を
交
差
さ
せ
た
概
念
装
置
は
、

一
種
の
深
み
の
次

元
を
与
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
敷
約
す
れ
ば
、
コ
一
一
一
口
葉
と
し
て
祈
り
」
と
「
行
為
と
し
て
の
祈
り
へ
及
び
「
個
人
の
祈
り
L

と
っ
集
団
の
祈
り
」
と
い
う
水
平
面

で
の
二
重
の
対
立
に
、

お
そ
ら
く
は
更
に
寸
有
の
祈
り
」
と
「
無
の
祈
り
L

と
い
う
自
己
実
現
と
自
己
否
定
に
関
係
し
た
垂
直
次
元
の
対
立
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
祈
り
の
研
究
は
よ
り
拡
大
・
深
化
し
た
地
平
へ
と
超
え
出
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
人
格
神
を
前
提
と
し
た
「
狭
義
の
祈
り
」
と
そ
れ
を
必

ず
し
も
前
提
と
し
な
い
「
際
想
」
(
禅
定
)
の
双
方
を
包
み
込
む
よ
う
な
「
広
義
の
祈
り
L

概
念
が
現
実
の
祈
り
に
即
し
て
鋳
造
し
直
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ

の
地
平
に
お
い
て
は
、
「
祈
り
し
概
念
と
同
様
に
、
っ
人
間
」
概
念
も
変
容
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
我
々
の
理
解
で
は
、
祈
り
は
単
に
特
殊
な
人
間

の
特
殊
な
宗
教
的
行
為
で
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、

む
し
ろ
人
間
の
存
在
構
造
一
般
が
祈
り
を
不
可
欠
な
も
の
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
聞
は
究
極
的

な
も
の
(
或
い
は
、
聖
な
る
も
の
)
を
志
向
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
根
本
事
実
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
人
間
は
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
1
ス
ス
(
訂
0
5
0
5一一色
o
ω
5
・宗

教
的
人
間
)

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
言
語
媒
介
的
認
識
が
人
間
の
存
在
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
必
然
的
に
ホ
モ
・
ロ
ク
ェ

1
ン
ス

(
F
0
5
0
 

一ο
宮内コ
ωu
言
葉
を
話
す
人
間
)

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
に
関
す
る
こ
の
二
重
の
本
質
規
定
、
即
ち
「
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ

l
ス
ス
L

と
「
ホ
モ
・
ロ
ク
ェ

i
ン
ス
」

が
、
我
々
の
祈
り
の
一
般
研
究
を
推
進
す
る
た
め
の
導
き
の
糸
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

我
々
が
捉
え
る
よ
う
な
「
祈
り
」
は
通
常
の
「
祈
り
」
概
念
を
極
端
に
拡
張
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
予
想
さ
れ
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
は
、

正
に



そ
の
通
常
の
理
解
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
文
化
的
土
壌
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
と
答
え
た
い
と
思
う
。
所
謂
通
常
の
「
祈
り
L

の
理
解
が
、
或
る
特
殊
な
社
会

そ
の
特
殊
な
通
常
の
見
方
を
祈
り
や
そ
れ
に
類
似
し
た
一
切
の
宗
教
現
象
に
押
し
当
て
る

の
価
値
的
な
磁
化
作
用
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

」
と
は

一
つ
の
特
殊
な
も
の
の
普
遍
主
義
的
な
拡
張
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
批
判
は
、
実
は
我
々
自
身
の
「
祈
り
」
理
解
に
対
し
て
も
、
同
様
に
投

げ
か
げ
ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
あ
る
。
「
神
と
人
間
の
生
け
る
交
わ
り
」
と
い
う
よ
う
な
「
祈
り
し
の
一
般
的
理
解
は
、
従
来
の
欧
米
主
導
(
換
言
す
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
主
導
)

の
宗
教
学
的
研
究
の
在
り
方
を
反
映
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
神
観
念
や
人
間
観
に
伴
う
暗
黙
の
前
提
や
前
了
解
そ
の

も
の
が
間
い
に
付
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
口
我
々
は
、
人
格
神
を
前
提
と
し
た
「
狭
義
の
祈
り
し
と
そ
れ
を
必
ず
し
も
前
提
し
な
い
「
摂
想
L

(

禅
定
)
と
を
包
括
す
る

よ
う
な
「
広
義
の
祈
り
」
概
念
を
鋳
造
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
祈
り
が
持
つ
豊
か
な
多
様
性
と
繊
細
な
流
動
性
に
対
応
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
注
)
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l
)

司
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空
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コ
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【

E
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m
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こ
う
し
て
、
自
由
で
自
発
的
な
生
命
力
を
も
っ
た
個
人
的
体
験
と
し
て
の
「
素
朴
な
宗
教
」
と
「
宗
教
的
天
才
」
と
が
宗
教
研
究
の
中
心
的
な
対
象
と
な
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
二
次
的
な

現
象
の
研
究
も
不
可
欠
で
あ
る
。
個
人
的
な
体
験
の
背
後
に
は
、
神
話
や
儀
礼
や
律
法
に
支
え
ら
れ
た
宗
教
共
同
体
が
あ
り
、
哲
学
的
思
惟
と
結
合
し
て
合
理
化
さ
れ
た
教
義
の
領
域
が
あ

る
。
大
半
の
信
仰
者
は
二
次
的
な
宗
教
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
二
次
的
現
象
と
の
比
較
や
対
照
を
通
し
て
こ
そ
、
一
次
的
現
象
の
本
質
も
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
の
だ
。
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葉
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(
M
)
 

(
日
)

(
同
)

]寸一円山」印
-
N
A
山1ω
寸・

-σ
一円】よ

ω
N
N

素
朴
な
宗
教
と
宗
教
的
天
才
の
信
仰
と
の
間
に
は
、
宗
教
的
内
面
性
や
倫
理
的
浄
化
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
ハ
イ
ラ

i
は
基
本
的
に
は
同
類
の
宗
教
的
生
命
力
を
認
め
て
い
る
。
「
純
粋

で
素
朴
な
宗
教
は
、
常
に
宗
教
学
の
出
発
点
と
中
心
点
を
形
成
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る

0

・
・
・
(
引
用
者
、
省
略
)
・
・
・
素
朴
な
宗
教
は
、
現
代
の
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Verbal Prayer and Performative Prayer 

言
葉
の
祈
り
と
行
為
の
祈
り

七
四

Masakazu TANATSUGU 

This paper has two objectives. The first is to elucidate what the property of prayer 

is by focusing our consideration on verbal prayer and performative prayer， and the 

second is to suggest that we should remold the concept of prayer into a more dynamic 

and flexibile one， pointing towards the dimension of the universality of human beings 

First， we wil1 attempt to make clear the verbal character contained in the concept 

of prayer by referring to Friedrich Heiler's Das Gebet (Prayer)， where he surveyed 

various prayers in prophets and rnystics in the Western and the Eastern re1igious 

traditions. Heiler's definition of prayer as the living communion of man with God is 

widely received as valid. 1n checking the leading ideas and the fundamental stance in 

Heiler's study of prayer， we will be able to foresee some other aspects in prayer that 

Heiler often ignored. For instance， Sam Gill approached prayer in terms of perfor暢

mance or speech-act. His criticism of Heiler's view can be accepted insofar as he put 

stress upon the performative aspect of prayer by researching American lndians' 

rituals， though Sam Gill's view can not be always affirmed in other respects. 

Second， through the reflection mentioned above， we will find it necessary to 

reconsider the concept of prayer. The concept of prayer that we are trying to remold 

will become a more comprehensive and profound one， that may include not only Heiler's 

understanding which emphasizes verbal prayer， but also Sam Gill's position which 

highlights performative prayer. The new horizon into which our understanding of 

prayer is to be open wiII be， according to our prospect， related to the perspective of the 

universality of human beings. Thus， our investigation of various prayers will be a 

search for the universal dimension that both comprehends and transcends a great 

variety of particular manifestations of human spirituality. 
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