
天
理
教
に
お
け
る
救
済
史
神
講

－
新
宗
教
の
歴
史
意
識
鶴
序
説
1

島
　
　
薗

進

救
済
史
神
話
と
千
隼
王
国
主
義

　
幕
末
維
新
期
以
後
の
新
宗
教
は
そ
の
多
様
な
表
出
形
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

思
想
の
構
造
に
多
く
の
莱
通
点
を
見
る
こ
と
が
で
る
。
そ
の
こ
と
は
新
宗
教
の

歴
史
意
識
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
と
く
に
天
理
教
を
例
に

あ
げ
、
新
宗
教
に
共
通
す
る
歴
史
意
識
の
特
徴
を
考
察
す
る
手
が
か
り
を
探
っ

て
み
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
宗
教
的
歴
史
観
を
分
析
す
る
た
め
の
一
般
的
概
念

と
し
て
、
「
救
済
史
神
話
」
と
「
千
年
王
国
主
義
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
予

備
的
な
検
討
を
加
え
て
お
こ
う
。

　
救
済
史
神
話

　
救
済
史
神
話
と
は
救
済
宗
教
の
申
心
的
テ
ー
マ
で
あ
る
「
救
済
」
を
め
ぐ
る

神
話
の
申
の
歴
史
的
要
素
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
者
と

人
間
の
関
わ
り
の
時
間
的
展
開
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
救
済
さ
れ

る
根
拠
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
救
済
宗
教
は
少
な
く
と
も
そ
の

時
間
意
識
の
一
部
と
し
て
、
初
原
か
ら
終
局
へ
と
向
か
う
一
方
向
的
な
時
間
意

識
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
「
救
済
の
歴
史
」
と
よ
び
う
る
内
容
を
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
救
済
史
神
話
の
中
核
的
テ
ー
マ
は
多
く
の
場
合
、
人
類
の
救
済
が
い
か
に
し

て
可
能
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
の
宗
教
が
い

か
に
し
て
始
ま
っ
た
か
の
説
明
、
と
く
に
教
祖
（
創
始
者
）
の
生
涯
と
そ
の
啓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
デ
ソ
テ
イ
テ
イ
ー

示
（
悟
り
）
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
宗
教
の
自
己
同
一
性
の

根
本
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
救
済
史
神
話
の
み
な
ら
ず
そ
の
宗
教
の
す
べ
て
の

教
義
の
中
核
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
中
核
的
要
素
だ
け

で
は
あ
ま
り
に
貧
弱
で
あ
り
、
充
分
な
説
明
カ
を
も
つ
完
締
的
な
救
済
史
神
話

と
は
い
え
な
い
。
救
済
史
神
話
が
一
定
の
完
縞
性
を
も
つ
に
は
、
こ
の
中
核
的

テ
ー
マ
を
支
え
補
う
い
く
つ
か
の
付
加
的
テ
ー
マ
を
必
要
と
す
る
。
付
加
的
テ

ー
マ
と
は
超
越
者
と
世
界
の
初
原
、
人
類
の
誕
生
ま
た
は
超
越
者
と
人
類
の
関

わ
り
の
始
ま
り
、
人
類
文
化
（
と
く
に
宗
教
。
政
治
）
の
歴
史
、
現
代
の
人
類

の
状
況
、
人
類
の
未
来
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
少
な
く
と
も
い
く

つ
か
に
つ
い
て
充
分
な
叙
述
が
な
さ
れ
全
体
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
な
い

と
、
救
済
史
神
話
と
し
て
は
中
途
半
ぱ
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　
救
済
史
神
話
が
何
か
ら
構
築
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
察
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教
の
創
造
に
な
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
要
素
と
既
存
の
歴
史
や
神
話
に
由
来
す
る
要

素
と
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
ど
こ
ま
で
が
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
ど
こ
ま
で
が
既
存
の
も
の
か
を
見
分
け
る
の
は
た
い
へ
ん
困
難
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
各
宗
教
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
既
存
の

も
の
の
や
き
直
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
り
、
伝
統
に
立
脚
す
る
と
称
す
る
も
の
が

き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
語
り
か
え
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
一

般
的
に
い
っ
て
、
既
存
の
も
の
に
ど
れ
ほ
ど
依
存
し
う
る
か
は
、
既
存
の
伝
統

的
歴
史
観
が
ど
れ
ほ
ど
確
立
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
既
存
の

救
済
史
神
話
が
二
兀
的
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
場
合
に
は
、
中
核
的
要
素
は
い

ざ
知
ら
ず
、
付
加
的
要
素
の
多
く
は
既
存
の
も
の
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
既
存
の
二
兀
的
救
済
史
神
話
が
確
立
し
て
い
な
い
状
況
（
シ
ン

ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
）
で
は
、
か
な
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
神
話
を

構
築
し
う
る
し
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
千
年
王
国
主
義

　
千
年
王
国
主
義
（
嘗
自
①
昌
邑
涼
冒
）
と
は
切
迫
し
た
（
進
行
中
の
）
人
類

（
部
族
一
民
族
。
国
家
）
の
大
転
換
（
破
局
）
に
よ
る
人
夫
の
救
済
（
破
減
）

を
説
く
思
想
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
現
在
の
社
会
の
状
況
と
諸
事
件
に
関
心
が
向

け
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
超
越
者
と
人
類
の
緊
張
関
係
の
表
現
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
。
そ
の
集
団
が
代
表
す
る
善
へ
の
志
向
と
、
そ
れ
以
外
の
人
々
、
と
く
に
現

代
の
宗
教
的
政
治
的
指
導
者
支
配
者
（
層
）
の
悪
へ
の
志
向
の
対
決
の
徴
候
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

こ
と
ご
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
彼
方
に
、
義
し
い
信
仰
者
の
み
か
ら

な
る
聖
な
る
世
界
の
実
現
が
夢
想
苔
れ
る
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
宗
教
運
動
は
千
年
王
国
主
義
へ
の
潜
在
的
志
向
を
含
ん
で
い
る
と
い

え
る
。
宗
教
運
動
に
加
わ
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
現
に
彼
が
見
守
っ
て
い

る
超
自
然
的
カ
（
カ
リ
ス
マ
）
の
働
き
は
世
界
の
申
心
に
あ
る
も
の
と
感
じ
ら

れ
る
。
現
代
が
歴
史
の
転
換
点
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
救
済
宗
教
的
な
宗
教

運
動
の
基
本
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
間
題
は
こ
の
転
換
を
緩
慢
な
も
の
と
考

え
る
か
、
急
逮
な
破
局
的
な
も
の
と
考
え
る
か
の
違
い
、
ま
た
、
人
間
の
心
の

転
換
だ
け
を
孤
立
さ
せ
て
考
え
る
が
、
諸
状
況
と
縞
び
つ
け
て
社
会
全
体
の
転

換
と
老
え
る
か
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
違
い
を
生
む
条
件
、
す
な
わ
ち
宗
教
運

動
が
千
年
王
国
主
義
的
な
も
の
と
な
る
条
件
の
一
つ
は
、
千
年
王
国
主
義
そ
の

も
の
や
社
会
の
大
転
換
と
い
う
観
念
の
伝
統
の
有
無
（
強
弱
）
で
あ
る
。
未
来

の
理
想
世
界
の
実
現
を
約
束
し
て
い
る
よ
う
な
聖
典
が
広
く
受
け
い
れ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
地
域
で
は
、
宗
教
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
容
易
に
千
年
王
国
主
義

的
観
念
に
流
れ
こ
む
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
杜
会
的
大
動
乱
と
支
配
者
の
劇
的
な

交
代
が
記
憶
に
し
み
つ
い
て
い
る
よ
う
な
状
況
の
下
で
も
、
千
年
王
国
主
義
は

生
じ
や
す
い
だ
ろ
う
。
宗
教
運
動
が
千
年
王
国
主
義
的
な
も
の
と
な
る
今
一
つ

の
条
件
は
、
強
い
危
機
意
識
の
存
在
の
有
無
で
あ
る
。
信
仰
者
た
ち
は
悪
の
徴

候
で
あ
る
集
団
的
危
機
を
重
大
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
。
し
ば
し
ば
奇
蹟

を
実
感
し
て
い
る
だ
け
に
、
彼
ら
は
危
機
を
解
決
す
る
超
自
然
的
な
力
の
発
動

に
熱
い
期
待
を
か
け
る
。
危
機
が
重
大
と
感
じ
ら
れ
れ
ば
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、

危
機
の
劇
的
な
解
決
と
い
う
大
転
換
を
夢
想
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
危
機
意
識
を
ひ
き
お
こ
す
要
因
し
て
は
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
全
体
祉
会
の
危
機
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
危
機
の

意
識
は
信
仰
者
達
が
独
カ
で
形
づ
く
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
杜
会
の
多
く
の

人
々
に
よ
っ
て
広
く
い
だ
か
れ
て
い
る
危
機
感
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
激
し
い
杜
会
変
動
や
国
内
の
政
治
的
緊
張
、
と
り
わ
け
対
外
的
緊
張
に
よ

る
危
機
感
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
レ
ベ
ル
は
宗
教
集
団
白
身
の
危
機
で
あ
る
。
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集
団
（
指
導
者
）
へ
の
圧
追
弾
圧
は
信
仰
者
に
と
っ
て
は
救
済
の
約
東
の
重
大

な
侵
害
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
単
な
る
一
集
団
の
危
機
で
は
な
く
、
集
団
が
体

現
す
る
趨
自
然
的
な
カ
そ
の
も
の
が
悪
と
の
対
決
を
深
め
つ
つ
あ
る
こ
と
と
感

じ
と
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
悪
そ
の
も
の
が
根
絶
さ
れ
る
よ
う
な
大
転
換
が
追

っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
救
済
史
神
話
と
千
年
王
国
主
義

　
千
年
王
国
主
義
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
は
救
済
史
神
話
を
構
成
す
る
一
つ

の
要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
千
年
王
国
主
義
は
救
済
の
歴
史
の
現
在
と
未
来
を

描
き
出
す
。
し
か
も
そ
れ
は
救
済
の
歴
史
の
決
定
的
局
面
と
し
て
、
き
わ
め
て

重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
千
年
王
国
主
義
的

で
は
な
い
現
在
と
未
来
を
描
き
出
す
救
済
史
神
話
も
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
未

来
の
理
想
世
界
の
実
現
を
構
想
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
遠
い

未
来
の
こ
と
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
破
局
や
大
転
換
の
イ
メ
ー
ジ
が
不
鮮
明
な

ま
ま
に
漢
然
と
思
い
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
非
千
年
王
国

主
義
的
未
来
観
は
、
し
ば
し
ば
千
年
王
国
主
義
の
変
容
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ

れ
は
初
期
に
お
い
て
激
し
い
危
機
意
識
の
も
と
に
生
ま
れ
育
っ
た
教
団
が
、
時

が
た
つ
と
と
も
に
既
成
化
し
、
危
機
意
識
が
う
す
れ
る
に
つ
れ
て
、
現
在
と
近

い
未
来
へ
の
鮮
烈
な
関
心
を
後
退
さ
せ
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
こ
の
種
の
教
団

の
救
済
史
神
語
に
比
べ
、
千
年
王
国
主
義
を
含
む
救
済
史
神
話
は
現
在
と
近
未

来
に
強
い
重
点
を
お
い
た
救
済
史
神
語
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
千
年
王
国
主
義
が
生
じ
て
き
た
場
合
、
い
ち
お
う
そ
れ
は
信
仰
者
の
目
を
歴

史
へ
と
向
け
さ
せ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
救
済
の
根
拠
を
歴
史
的
視
野
の
下

に
見
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
萌
芽
的
に
せ
よ
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
救
済
史
神
語
の
全
体
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か

ど
う
か
は
別
間
題
で
あ
る
。
確
か
に
そ
う
い
う
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
他

方
、
千
年
王
国
主
義
が
救
済
史
神
話
全
体
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
に
は
な
ら

ず
、
千
年
王
国
主
義
的
部
分
の
み
が
孤
立
的
に
信
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
場
合
、
千
年
王
国
主
義
は
全
体
と
し
て
の
救
済
史
神
語
の
弱
ざ
を

一
部
分
の
強
調
に
よ
っ
て
補
償
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
近
代
に
は
杜
会
的

危
機
感
が
常
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
た
め
、
過
去
に
つ
い
て
の
神
話
が
信
じ
に

く
く
な
っ
て
も
、
千
年
王
国
主
義
だ
け
は
栄
え
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

二
、
新
崇
教
の
脱
救
済
史
的
傾
向

　
冒
本
に
お
け
る
救
済
史
神
謡
と
千
隼
王
国
主
義
の
伝
統

　
新
宗
教
の
歴
史
意
識
を
決
定
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
要
因
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
そ
の
土
台
と
な
っ
た
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
的
歴
史
意
識
で
あ
る
。
そ
れ

も
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
宗
教
的
歴
史
意
識
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
と
し
て
幕
末
維
新

期
を
念
頭
に
お
い
て
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
救
済
史
神
話
と
千
年
王
国
主
義
の
伝
統

が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
救
済
史
神
話
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
一
元
的
な
伝
統
が
確
立
し
て
お

ら
ず
、
金
般
に
救
済
史
神
話
の
民
衆
へ
の
浸
透
が
稀
薄
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

信
じ
よ
う
が
信
じ
ま
い
が
す
べ
て
の
人
々
の
世
界
観
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
一

元
的
な
「
宗
教
的
歴
史
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
な
い
。
多
く
の
不
鮮
明
な
神

話
的
非
神
話
的
歴
史
が
並
存
錯
綜
し
て
い
て
混
沌
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

間
の
関
係
は
尊
門
家
か
よ
ほ
ど
熱
心
な
信
仰
者
に
聞
か
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い

だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
人
々
は
、
そ
も
そ
も
救
済
史
神
語
と
い
う
も
の
に
つ
い

て
も
あ
ま
り
よ
く
親
し
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
講
事
情
に
よ
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る
。

　
ω
農
民
的
な
非
直
線
的
循
環
的
時
間
意
識
が
根
強
か
っ
た
－
外
来
宗
教
の

強
カ
な
流
入
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
着
的
民
俗
的
な
宗
教
意
識
は
排

除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
民
衆
の
宗
教
意
識
の
基
底
に
残
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た

時
間
意
識
に
救
済
史
神
語
の
二
兀
的
直
線
的
な
時
間
意
識
が
な
じ
ま
な
か
っ

た
。
た
だ
し
こ
れ
は
因
果
関
係
を
逆
に
し
て
、
二
兀
的
な
救
済
史
神
話
が
確
立

し
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
循
環
的
な
時
間
意
識
が
強
く
保
存
さ
れ
た
と
い
っ
た

方
が
よ
い
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
②
神
遺
と
仏
教
の
並
存
に
よ
る
神
語
的
歴
史
の

二
重
化
－
仏
教
の
神
話
の
圧
倒
的
影
響
力
の
下
で
も
記
紀
の
非
救
済
史
的
な

歴
史
神
話
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
「
も
う
一
つ
の
歴
史
」
と
し
て

意
識
さ
れ
続
け
た
。
本
地
垂
述
説
や
習
合
神
道
諸
教
説
に
よ
る
両
者
の
統
合
の

試
み
は
く
り
返
し
な
さ
れ
た
が
、
確
固
た
る
救
済
史
神
話
と
し
て
確
立
す
る
に

は
至
ら
な
い
。
ど
う
い
う
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
さ
ま
ざ
ま
な
超
越
者
の
諸
関

係
は
単
純
明
快
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
㈹
仏
教
が
そ
も
そ
も
二
兀
的
救
済
史

神
話
に
固
執
し
な
い
1
輪
廻
の
恩
想
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
仏
教
は
（
他
の
イ

ン
ド
思
想
と
同
様
）
く
り
返
し
な
し
の
直
線
的
時
間
と
い
う
観
念
に
な
じ
ま
な

い
。
と
く
に
大
乗
仏
教
で
は
多
元
的
な
超
越
者
や
多
元
的
な
時
間
。
空
間
の
観

念
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
救
済
史
の
断
片
が
無
秩
序
に
並
存
し
て
い
る
こ
と
を

意
に
介
さ
な
い
の
で
あ
る
。
ω
日
本
仏
教
の
宗
派
主
義
的
性
格
I
I
そ
う
し
た

仏
教
の
無
定
形
な
歴
史
表
象
の
中
か
ら
、
日
本
の
仏
教
者
た
ち
は
主
と
し
て
末

法
思
想
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
な
り
に
独
自
な
救
済
史
神
話
を
構
築
し
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
宗
祖
に
よ
る
宗
派
の
創
始
を
申
核
と
す
る
宗
派
主
義

的
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
全
体
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
欠
け
て
い
た
。

し
か
も
空
海
、
親
鷺
、
日
蓮
等
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
救
済
史
神
語
が
他
と
競

い
合
う
も
の
と
し
て
並
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
語
は
多
の
中
の
一
と
し
て
相
対

化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
㈲
儒
教
的
教
養
に
も
と
づ
く
世
俗
史
の
浸
透

－
近
世
に
は
儒
教
的
教
養
が
大
き
な
影
響
カ
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ

こ
で
は
歴
史
を
人
間
的
事
実
し
て
客
観
的
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
か

っ
た
。
儒
教
に
も
中
国
の
神
話
的
古
代
像
が
伴
っ
て
い
た
が
、
日
本
で
は
そ
れ

は
イ
ン
ド
、
日
本
と
並
ぶ
今
一
つ
の
神
話
と
見
な
さ
れ
た
。
神
儒
仏
を
も
ろ
と

も
に
脱
神
語
化
し
よ
う
と
す
る
富
永
仲
基
（
一
七
一
五
－
四
六
）
の
よ
う
な
思

想
家
が
現
れ
、
相
対
主
義
的
な
も
の
の
見
方
が
早
く
か
ら
民
衆
に
も
浸
透
し
て

い
っ
た
（
た
と
え
ば
石
門
心
学
）
。

　
次
に
千
年
王
国
主
義
の
伝
統
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
も
あ
ま
り
強
く
は
な

か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
宮
田
登
に
よ
る
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
よ
っ
て
か
な
り
の
程
度
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
圏
で
の
伝

統
的
な
千
年
王
国
主
義
は
弥
勒
下
生
信
仰
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
宮

田
は
中
国
、
朝
鮮
に
お
け
る
宗
教
叛
乱
と
直
縞
す
る
よ
う
な
弥
勤
信
仰
と
日
本

の
よ
り
民
俗
的
な
ミ
ロ
ク
信
仰
と
を
比
較
し
て
、
臼
本
に
は
千
年
王
国
主
義
的

な
宗
教
運
動
が
乏
し
い
と
論
じ
て
い
る
。
日
本
の
ミ
ロ
ク
信
仰
に
お
い
て
も
間

近
な
理
想
世
界
の
実
現
を
夢
想
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
悪
の
力
と
の
対

決
の
緊
張
感
を
欠
い
て
お
り
、
社
会
全
体
の
破
局
や
大
転
換
の
イ
メ
ー
ジ
と
も

締
び
つ
い
て
い
な
い
。
二
一
年
に
一
度
稔
り
豊
か
な
ミ
ロ
ク
の
年
が
来
る
と
い

う
よ
う
な
循
環
的
時
間
意
識
と
の
混
じ
り
あ
い
が
見
ら
れ
た
り
、
破
局
を
避
け

な
が
ら
理
想
世
界
を
実
現
す
る
と
い
う
日
和
見
主
義
が
見
ら
れ
た
り
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
冒
本
の
社
会
で
千
年
王
国
主
義
の
伝
統
が
薄
弱
で
あ
っ
た
理
由

に
つ
い
て
、
富
田
は
い
く
つ
か
の
示
唆
を
行
な
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
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を
私
な
り
に
ま
と
め
れ
ぱ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ω
日
本
の
農
耕
杜
会
は
徹
底

的
な
破
減
に
陥
り
に
く
く
、
破
局
的
事
態
の
経
験
が
乏
し
か
っ
た
1
地
形

的
、
気
候
的
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
た
め
、
飢
饅
で
地
域
の
人
口
の
多
く
が
失

わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
に
く
い
。
た
と
え
ぱ
広
い
地
域
に
わ
た

り
凶
作
が
何
年
も
続
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
少
な
く
、
ま
た
農
村
が
凶
作
で

も
漁
村
の
生
産
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
。
②
革
命
思
想
と

王
朝
交
代
観
の
欠
如
　
　
中
国
や
朝
鮮
に
は
外
敵
の
侵
入
に
伴
う
杜
会
的
破
局

や
王
朝
の
交
代
に
よ
る
社
会
秩
序
の
大
転
換
と
い
う
史
実
が
あ
り
、
そ
れ
は
人

人
の
歴
史
意
識
の
基
底
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
飯
乱
の
指
導
者
、
権
カ
奪
取

者
は
、
社
会
を
正
し
く
統
治
す
る
と
い
う
天
命
を
負
っ
た
聖
な
る
存
在
と
見
な

さ
れ
る
。
中
国
や
朝
鮮
に
お
け
る
弥
勒
下
生
信
仰
は
仏
教
の
そ
れ
と
中
国
根
生

い
の
革
命
思
想
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
対
し
日
本

で
は
万
世
一
系
の
天
皇
が
聖
な
る
存
在
と
し
て
社
会
秩
序
の
（
影
の
）
守
護
者

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
権
威
に
挑
戦
し
て
新
た
な
杜
会
秩
序
の

聖
な
る
守
護
者
を
主
張
す
る
の
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
運

動
が
社
会
秩
序
の
大
転
換
に
結
び
つ
く
と
い
う
観
念
も
生
じ
に
く
か
っ
た
。

　
宮
困
が
示
唆
し
て
い
る
以
上
二
つ
の
理
由
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
宗
教
史
的

理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
③
末
法
思
想
の
伝
統
が
強
か
っ
た
こ
と
－

－
戦
乱
や
災
害
な
ど
で
杜
会
の
危
機
が
感
じ
ら
れ
る
と
き
、
臼
本
人
が
ま
ず
思

い
う
か
べ
る
歴
史
神
話
的
表
象
は
「
末
法
」
で
あ
っ
た
。
末
法
意
識
は
終
末
意

識
を
合
ん
で
お
り
、
そ
れ
故
に
宗
教
運
動
を
促
す
思
想
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
間
近
な
決
定
的
破
局
や
大
転
換
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
結
び
つ
か
な
い
。
完

縞
し
た
救
済
史
神
話
へ
の
関
心
が
強
く
な
い
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
千

年
王
国
主
義
は
生
じ
に
く
い
の
で
あ
っ
て
、
弥
勒
下
生
信
仰
も
元
来
は
五
六
億

七
千
万
年
と
い
う
は
る
か
に
遠
い
未
来
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
杜
会
的
危
機
や
悪
が
末
法
思
想
の
枠
組
で
受
け
と
ら
れ
る
と
き
、
千
年

王
国
主
義
へ
の
展
開
は
自
然
に
は
生
じ
て
き
に
く
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
千
年
王
国
主
義
の
形
成
を
妨
げ
る
い
く
つ
か
の
要
因

が
あ
っ
た
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
千
年
王
国
主
義
の
一
つ
の
強
カ
な
伝
統

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
蓮
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
伝
統
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
の
下
に
最
大
の
新
宗
教
教
団
創
価
学

会
に
お
け
る
一
時
期
の
千
年
王
国
主
義
が
形
成
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
伝
統

が
も
つ
意
味
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
宮
田
の
よ
う
に
、
、
、
、

ロ
ク
信
仰
の
特
徴
を
も
っ
て
日
本
人
の
千
年
王
国
主
義
一
般
を
諭
じ
る
の
は
片

手
落
ち
と
肴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
臼
蓮
宗
の
流
れ
は
日
本
仏

教
の
一
部
を
し
め
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
の
日
蓮
宗
の
千
年
王
国
主
義

的
傾
向
も
江
戸
時
代
の
禁
圧
も
あ
っ
て
長
期
間
と
だ
え
て
い
た
こ
と
、
日
蓮
自

身
の
千
年
王
国
主
義
的
観
念
が
鮮
明
な
輸
郭
を
欠
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
老
慮

に
入
れ
る
と
、
臼
本
人
の
宗
教
意
識
に
お
い
て
千
年
王
国
主
義
の
伝
統
が
弱
か

っ
た
と
い
う
宮
困
の
指
摘
そ
の
も
の
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
新
宗
教
の
脱
救
済
史
的
傾
向

　
新
宗
教
の
担
い
手
と
な
っ
た
幕
末
期
以
降
の
民
衆
は
、
明
確
な
救
済
史
神
話

の
イ
メ
ー
ジ
や
千
年
王
国
主
義
的
な
考
え
方
に
な
じ
ん
で
い
な
か
っ
た
。
こ
の

た
め
金
般
に
新
宗
教
の
教
義
に
お
い
て
も
完
縞
的
な
救
済
史
神
話
が
形
を
と
り

に
く
か
っ
た
。
し
か
も
、
近
代
に
お
い
て
は
世
俗
的
歴
史
観
が
広
ま
る
と
と
も

に
、
天
皇
制
神
話
へ
の
低
触
が
忌
ま
れ
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
腕
救
済
史
神
話

（
脱
救
済
史
）
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
が
明
白
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
新
宗
教
の
中
の
脱
神
話
主
義
の
流
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れ
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
一
群
の
教
団
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
黒
住
教
、
金

光
教
に
始
ま
り
、
ひ
と
の
み
ち
、
生
長
の
家
を
経
て
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
、
実
践
倫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

理
宏
正
会
な
ど
の
「
擬
似
宗
教
」
的
諸
教
団
に
至
る
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

教
団
が
い
ず
れ
も
男
性
教
祖
に
ょ
っ
て
創
始
さ
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
教
団
で
は
超
越
者
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
に
つ
い

て
の
神
話
的
表
象
は
最
少
隈
に
隈
定
さ
れ
、
人
間
や
万
物
の
内
に
見
ら
れ
る
神

的
霊
的
な
働
き
そ
の
も
の
が
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
金

光
教
の
教
義
解
説
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
…
…
教
祖
の
信
心
に
お
い
て
の
神
は
、
天
地
の
創
造
者
で
あ
る
と
か
、
絶

　
　
対
者
で
あ
る
と
か
い
う
存
在
で
は
な
く
、
万
物
を
生
か
す
は
た
ら
き
と
し

　
　
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
本
教
に
お
い
て
は
、
神
が
あ
る
か
な
い
か

　
　
で
は
な
い
。
現
に
神
の
は
た
ら
き
を
う
け
て
生
き
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ

　
　
と
が
、
は
っ
き
り
し
て
お
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
ど
う
す
れ
ぱ
、
そ
の
よ

　
　
う
な
神
の
は
た
ら
き
を
う
け
て
生
き
る
生
き
方
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
が

　
　
で
き
る
か
、
そ
れ
が
た
い
せ
つ
な
間
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
を
「
は

　
　
た
ら
き
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
、
本
教
神
観
の
基
本
で
あ
る
と
考

　
　
（
3
）

　
　
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
神
の
実
体
を
間
わ
な
い
神
観
の
下
で
は
、
完
結
的
な
救
済
史
神

話
が
構
築
さ
れ
に
く
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
金
光
教
の
場
合
に
は
そ
の
か

わ
り
に
、
教
祖
自
身
が
自
ら
の
生
涯
に
お
け
る
神
と
の
交
渉
の
克
明
な
記
録

『
金
光
大
神
覚
』
を
つ
づ
っ
て
以
来
、
教
祖
の
生
涯
に
神
が
ど
の
よ
う
に
現
わ

れ
た
か
に
対
す
る
強
い
関
心
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
祖
伝
へ
の
関
心
集
中
の

傾
向
は
、
そ
の
後
の
新
宗
教
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
救
済
史
神
話
が

個
人
史
に
濃
縮
さ
れ
、
代
替
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
教
団
の
歴
史
に
対
す
る
態
度
は
、
完
締
的
な
救
済
史
神
話
や
そ
の

背
後
に
あ
る
べ
き
知
識
に
対
す
る
疎
遠
さ
の
感
覚
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
へ
の
不

信
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
。
完
結
的
な
救
済
史
神
話
は
独
善

的
、
排
他
主
義
的
な
信
仰
に
通
じ
る
。
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
学
識
あ
る
人
が

学
間
的
に
構
成
し
た
と
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
て
構
成
さ
れ
た
歴
史
で
は
宗

教
と
し
て
の
内
実
に
欠
け
る
だ
ろ
う
。
脱
神
話
主
義
の
流
れ
の
教
団
の
指
導
者

た
ち
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
直
観
的
に
と
ら
え
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
黒
住
宗
忠
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
そ
れ
が
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る

　
　
－
…
さ
て
某
は
何
も
知
ら
ぬ
者
に
侍
れ
ば
、
書
籍
に
も
よ
ら
ず
、
旧
く
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
き
た
る
事
も
な
く
、
儒
も
知
ら
ず
仏
は
素
よ
り
知
ら
ず
、
何
を
説
か
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
ら

　
　
お
も
う
心
も
な
し
。
た
だ
天
照
大
神
の
御
神
慮
を
う
け
て
こ
の
鳩
楽
（
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず

　
　
塵
の
こ
と
I
l
原
註
）
に
直
れ
ば
、
大
神
の
御
神
慮
自
然
と
某
が
胸
に
来

　
　
や
ど

　
　
舎
り
て
、
す
ら
す
ら
と
流
れ
出
る
事
、
源
あ
る
水
の
い
ず
み
て
や
ま
ざ
る

　
　
事
の
如
く
に
し
て
、
今
日
の
講
釈
と
な
り
て
皆
が
た
の
聴
に
伝
う
る
と
こ

　
　
　
　
（
4
）

　
　
ろ
な
り
。

説
法
の
言
葉
は
そ
の
場
に
お
け
る
神
の
働
き
で
あ
っ
て
、
固
定
的
な
真
理
の
体

系
の
表
出
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が
特
徴
的
で
あ
る
。
完
結
的
な
救
済
史

神
話
こ
そ
そ
う
し
た
固
定
的
な
真
理
の
体
系
の
代
表
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
新
宗
教
に
は
以
上
の
よ
う
な
脱
神
話
主
義
の
流
れ
と
並
ん
で
、
神

話
へ
の
強
い
志
向
を
示
す
流
れ
も
あ
っ
た
。
こ
の
流
れ
に
属
す
る
教
団
は
多
く

の
場
合
、
女
性
教
祖
の
神
が
か
り
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
神
話
を
そ
の
教
義
の
核

心
に
す
え
る
。
彼
女
ら
は
そ
の
神
話
が
社
会
的
に
敬
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る

か
ど
う
か
に
は
お
か
ま
い
な
し
に
、
そ
の
生
活
思
想
を
神
話
へ
と
投
入
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
代
表
的
な
教
団
と
し
て
天
理
教
と
大
本
教
を
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あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
間
題
は
こ
れ
ら
の
教
団
に
お
い
て
救
済
史
神
話
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
教
団
は
完
結
的

な
救
済
史
神
話
の
構
築
を
目
ざ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
実
際

に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
は
完
結
的
な
救
済
史
神
話
と
い
え
る
も
の
に
な
り
え
て

い
な
い
。
そ
の
意
味
で
新
宗
教
の
脱
救
済
史
的
傾
向
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ら
の

教
団
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
大
本
教
に
つ
い
て
の
老
察
は
別
の

機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
天
理
教
の
場
合
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

三
、
天
理
教
の
救
済
史
神
話

　
天
理
教
の
救
済
史
神
話
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
教
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
き
（
5
）

申
山
み
き
（
一
七
九
八
－
一
八
八
七
）
が
『
古
記
』
と
よ
ん
で
い
た
文
書
に
お

い
て
で
あ
る
。
『
吉
記
』
は
み
き
が
自
ら
始
め
た
救
済
の
活
動
の
神
話
的
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
示
そ
う
と
し
、
取
次
ぎ
の
人
々
に
語
り
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
（
明
治
一
四

年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
い
く
っ
か
の
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ

冒
ン
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
番
内
容
が
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
初
期
の
天
理
教

信
者
の
間
に
広
く
流
布
し
て
い
た
「
十
六
年
本
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
一
つ
を

　
　
　
（
6
）

資
料
と
す
る
。
）
み
き
は
こ
の
文
書
を
い
わ
ぱ
根
本
聖
典
と
し
て
構
想
し
て
い

た
。
『
お
ふ
で
さ
き
』
（
明
治
二
－
一
五
年
）
の
次
の
一
節
は
み
き
が
こ
の
聖
典

に
託
し
た
熱
い
期
待
を
示
し
て
い
る
。
「
し
ん
ぢ
つ
の
こ
ふ
き
が
で
け
た
事
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ら
ば
　
ど
ん
な
事
で
も
月
日
（
”
神
）
ひ
ろ
め
る
」
（
一
0
1
9
3
）
。

　
こ
の
聖
典
で
語
り
明
か
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
核
心
を
み
き
自
身
は
、
「
よ
ろ

づ
い
さ
い
（
一
切
、
委
細
）
の
も
と
の
い
ん
ね
ん
」
（
『
お
ふ
で
さ
き
』
一
1

6
）
、
「
こ
の
よ
ふ
（
世
）
の
は
じ
ま
り
だ
し
の
し
ん
ぢ
つ
」
（
同
、
八
1
2
1
）

と
考
え
て
い
た
。
そ
の
後
の
天
理
教
の
用
語
で
は
コ
兀
の
理
L
「
元
始
ま
り
の

話
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
『
吉
記
』
は
こ
の
世
の
始
原

の
時
だ
け
で
は
な
く
、
天
理
教
開
教
の
意
義
に
つ
い
て
の
か
な
り
の
叙
述
を
も

含
み
、
そ
れ
に
至
る
歴
史
の
全
体
を
ふ
り
返
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意

味
で
、
『
古
記
』
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
救
済
史
神
話
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
『
古
記
』
の
叙
述
を
救
済
史
神
話
と
し
て
と
ら
え
、

時
間
的
順
序
に
並
べ
か
え
て
ま
と
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
川
川
人
類
の
祖
型
創
造
－
「
此
世
の
本
元
な
る
は
、
人
間
も
な
く
、
世
界
も

な
く
、
泥
の
海
ば
か
り
。
其
申
に
神
と
云
ふ
は
、
月
日
両
人
居
た
ば
か
り
」
。

月
日
両
神
の
う
ち
月
様
（
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）
が
「
国
床
を
見
定
め

て
」
、
臼
様
（
オ
モ
タ
リ
ノ
ミ
コ
ト
）
に
相
談
す
る
。
「
泥
の
海
中
に
月
日
両
人

居
た
ば
か
り
で
は
、
神
と
云
ふ
て
敬
ふ
者
な
し
。
何
の
楽
み
も
な
く
。
人
間
を

持
へ
て
、
其
上
、
世
界
を
始
め
て
、
人
間
に
神
が
入
込
ん
で
、
教
へ
て
守
護
さ

せ
ば
、
人
間
は
重
宝
な
る
者
で
、
陽
気
遊
参
、
其
他
何
事
も
見
ら
れ
る
こ
と
」
。

そ
こ
で
人
間
を
作
る
た
め
の
「
種
子
、
苗
代
、
遭
具
雛
型
」
と
な
る
動
物
が
泥

海
の
中
か
ら
さ
が
し
出
さ
れ
る
。
種
子
が
ギ
イ
ギ
菌
（
人
魚
）
、
苗
代
が
ミ
（
白

蛇
）
で
あ
る
。
と
も
に
人
間
の
顔
を
し
て
お
り
、
心
が
ま
っ
す
ぐ
で
正
直
で
あ

る
。
人
間
の
魂
と
な
る
の
は
ど
じ
ょ
う
。
ま
た
、
人
間
の
諸
器
官
の
雛
型
、
諸

機
能
の
守
護
者
と
し
て
し
ゃ
ち
（
鯉
）
、
亀
、
う
な
ぎ
、
か
れ
い
、
黒
ぐ
つ
な

（
黒
蛇
）
、
ふ
ぐ
の
六
つ
の
動
物
が
選
ば
れ
る
。
そ
し
て
ギ
イ
ギ
冒
に
し
ゃ
ち

を
「
男
一
の
遣
具
」
と
し
て
仕
込
み
、
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
の
心
が
入
込

み
、
ミ
に
亀
を
「
女
一
の
遣
具
し
と
し
て
仕
込
み
、
オ
モ
タ
リ
ノ
ミ
コ
ト
の
心
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ぢ
　
ば

が
入
込
ん
で
、
中
山
家
の
あ
る
場
所
（
地
場
）
に
九
九
九
、
九
九
九
人
の
人
間

が
宿
し
込
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
を
作
る
た
め
の
種
子
、
苗
代
、
遣
具
雛

型
と
さ
れ
た
八
つ
の
動
物
は
、
同
時
に
八
柱
の
神
で
も
あ
る
。
ギ
イ
ギ
冒
は
イ

ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
、
ミ
は
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
等
々
で
、
そ
の
名
は
天
神
七
代

と
関
わ
り
が
あ
り
、
う
ち
六
神
は
甫
無
阿
弥
陀
仏
の
各
一
字
と
縞
び
つ
け
ら
れ

る
。
月
日
両
神
と
合
わ
せ
て
十
柱
の
神
が
人
間
の
身
体
の
諸
機
能
の
守
護
を
分

担
す
る
と
と
も
に
、
天
体
（
日
、
月
、
諸
星
農
）
で
も
あ
り
、
ま
た
既
存
の
諸

神
仏
の
本
体
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
ニ
サ
ヅ
チ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
天
で
は
源
助

星
、
姿
は
亀
、
人
間
の
皮
つ
な
ぎ
の
働
き
を
守
護
し
、
「
仏
法
に
て
は
」
普
賢

菩
薩
、
達
磨
大
師
、
弁
天
、
結
び
の
神
、
黄
壁
さ
ん
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　
②
人
類
の
前
史
1
こ
う
し
て
宿
し
込
ま
れ
た
人
類
は
大
和
を
中
心
に
周
本

各
地
に
産
み
下
ろ
さ
れ
る
。
五
分
の
大
き
さ
で
生
ま
れ
、
一
定
の
大
き
さ
に
育

っ
て
か
ら
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
三
度
く
り
返
す
。
最
初
は
三
寸
、
二
度
国
は
三

寸
五
分
、
三
度
目
は
四
寸
ま
で
と
少
し
ず
つ
大
き
く
な
る
が
、
こ
の
過
程
で
ま

ず
イ
ザ
ナ
ギ
が
、
次
で
イ
ザ
ナ
ミ
が
死
ぬ
。
ギ
：
・
・
両
神
か
ら
自
立
し
た
小
さ

な
人
類
は
、
次
に
諸
生
物
に
八
千
八
度
生
ま
れ
か
わ
る
。
人
間
が
諸
生
物
の
ま

ね
を
で
き
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
猿
が
一
匹
残
り
、
こ
の
猿
か
ら

新
た
に
人
類
が
生
ま
れ
育
っ
て
い
く
。
今
度
も
生
ま
れ
か
わ
る
た
び
に
最
初
は

八
寸
、
続
い
て
一
尺
八
寸
、
三
尺
、
五
尺
と
次
第
に
大
き
く
な
る
が
、
そ
の
過

程
で
人
類
は
も
と
の
九
九
九
、
九
九
九
人
の
人
数
に
も
ど
り
、
言
葉
を
し
ゃ
べ

る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
並
行
し
て
天
地
海
山
水
土
も
次
第
に
分
離

し
、
世
界
が
形
を
な
し
て
く
る
。
五
尺
の
人
類
は
地
上
に
上
が
り
、
も
と
大
和

に
産
み
下
さ
れ
た
者
は
日
本
へ
、
そ
れ
以
外
の
者
は
唐
、
天
竺
へ
と
住
み
分
か

れ
て
い
く
。
こ
こ
ま
で
の
過
程
で
九
九
万
年
が
経
過
し
て
い
る
。

　
㈹
開
教
ま
で
の
人
類
史

　
そ
れ
以
後
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
天
理
教
開
教
ま
で
に
九
、
九
九
九
年

が
経
過
す
る
。
ま
ず
最
初
の
六
千
年
に
は
「
人
間
に
神
が
入
込
み
何
事
も
教

へ
」
る
。
（
後
の
三
、
九
九
九
年
に
は
「
文
字
の
仕
込
み
」
が
行
な
わ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
え

い
う
が
、
典
拠
不
詳
）
。
こ
の
九
、
九
九
九
年
に
人
間
の
「
修
理
肥
」
と
し
て

教
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
た
と
え
ば
拝
み
祈
穣
、
易
判
断
、
医
師
、
薬
に
関
わ

る
こ
と
が
あ
る
。
（
ま
た
、
他
の
伝
え
〔
「
彼
岸
之
訳
」
〕
に
よ
れ
ば
、
た
と
え

ば
ク
ニ
サ
ヅ
チ
ノ
ミ
コ
ト
は
人
闘
に
生
ま
れ
て
木
綿
織
を
教
え
、
そ
の
子
の
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

磨
大
師
は
金
物
に
関
す
る
仕
事
を
教
え
た
と
い
う
。
）

　
㈹
開
教
の
意
義
ー
こ
う
し
て
原
初
の
時
か
ら
九
九
九
、
九
九
九
年
と
い
う

年
限
が
過
ぎ
、
人
間
の
仕
込
み
が
す
ん
だ
と
き
に
い
よ
い
よ
天
理
教
の
開
教
が

行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
魂
が
中
山
み
き
と

し
て
再
生
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
天
保
九
年
一
〇
月
二
六
日
、
神
は
こ
の
申
山
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
L
ろ

き
に
降
臨
し
、
み
き
は
「
月
日
の
社
」
と
な
る
。
元
の
神
（
月
日
）
は
み
き
の

肉
体
に
入
込
ん
で
、
直
接
救
済
の
真
理
を
教
え
始
め
る
。
そ
の
内
容
は
何
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

も
元
の
理
で
あ
り
、
ま
た
病
気
の
理
由
、
救
け
の
方
法
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
開

教
は
「
年
限
が
立
っ
た
な
ら
、
（
人
類
を
）
元
の
星
敷
へ
連
れ
帰
り
、
陽
気
遊

参
を
見
て
楽
遊
び
を
さ
せ
る
」
と
い
う
原
初
の
時
の
約
束
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。

　
⑤
未
来
－
理
想
世
界
－
未
来
に
つ
い
て
は
、
中
山
家
1
－
人
類
誕
生
の
地
に

置
か
れ
た
象
徴
的
な
台
で
あ
る
「
苛
露
台
」
の
説
明
と
し
て
語
ら
れ
る
。
「
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
　
は

廿
露
台
を
建
て
置
く
は
、
人
間
宿
込
み
た
る
地
場
の
証
拠
に
、
元
の
拾
柱
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま

の
謂
れ
の
形
を
以
て
、
建
置
く
な
り
。
又
、
此
先
は
、
世
界
中
の
心
済
し
（
澄

ま
し
）
た
る
上
は
、
廿
露
台
の
上
へ
、
平
鉢
に
食
物
を
供
へ
、
夫
に
廿
露
を
与
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へ
、
是
は
人
間
の
寿
命
薬
と
な
る
と
の
御
噺
な
り
。
」

　
こ
こ
で
は
千
年
王
国
主
義
は
ほ
と
ん
ど
形
を
と
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

「
吉
記
」
に
先
だ
っ
て
、
ま
た
一
部
は
並
行
し
て
執
筆
さ
れ
た
『
お
ふ
で
さ
き
』

に
は
、
明
ら
か
に
千
年
王
国
主
義
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
古
記
』
に
は

な
い
歴
史
意
識
が
表
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
『
お
ふ
で
さ
き
』
の
全
体
が
千
年
王
国
主
義
的
気
分
に
満
た
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
『
お
ふ
で
さ
き
』
に
は
「
い
ま
」
「
け
ふ
」

「
こ
の
た
び
」
「
こ
れ
ま
で
」
「
こ
れ
か
ら
し
「
こ
の
さ
き
」
な
ど
、
現
在
へ
の
注

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

意
を
促
す
語
が
頻
出
す
る
。
と
く
に
典
型
的
な
表
現
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
「
い
ま

ま
で
は
な
に
よ
の
事
も
み
へ
ね
ど
も
　
こ
れ
か
ら
さ
き
ハ
は
や
く
み
ゑ
る
で
」

（
七
1
4
5
）
の
よ
う
に
、
現
在
以
前
と
現
在
以
後
を
対
照
的
な
も
の
と
し
て
示

し
て
い
る
場
合
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
過
去
の
負

の
状
態
が
急
速
に
好
転
し
て
い
く
と
い
う
期
待
、
そ
れ
を
阻
む
も
の
へ
の
怒
り

と
危
機
感
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
期
待
や
危
機
感
の
具
体

的
な
内
実
と
な
る
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
身
近
な
人
々
の
家
族
関
係
や
病
気
の

こ
と
、
教
団
へ
の
周
囲
か
ら
の
干
渉
圧
迫
の
こ
と
、
人
々
の
信
仰
状
況
に
関
す

る
こ
と
、
社
会
全
体
の
ゆ
く
え
な
ど
が
前
後
の
脈
路
な
し
に
唐
突
に
話
題
に
さ

れ
、
混
沌
と
し
た
印
象
を
与
え
る
。
こ
れ
ら
全
体
が
一
つ
の
千
年
王
国
主
義
恩

想
の
も
と
に
統
御
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時

期
の
中
山
み
き
が
常
に
千
年
王
国
主
義
的
気
分
に
満
た
さ
れ
て
い
た
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
女
が
と
き
た
ま
（
と
く
に
身
近
な
出
来
事
に
触
発

さ
れ
て
）
強
い
危
機
意
識
を
い
だ
く
と
、
そ
の
危
機
の
克
服
の
た
め
に
『
お
ふ

で
さ
き
』
執
筆
と
い
う
行
為
に
向
か
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
に
近
い
と
思
わ
れ

れ
る
。

　
し
か
し
、
『
お
ふ
で
さ
き
』
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
全
体
社
会
の
間
近
な
大

転
換
の
予
言
と
し
て
読
み
と
れ
る
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
　
い
ま
ま
で
ハ
か
ら
が
に
ほ
ん
を
ま
㌧
に
し
た
神
の
ざ
ん
ね
ん
な
ん
と
し

　
　
よ
や
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
　
知

　
　
こ
の
さ
き
ハ
に
ほ
ん
が
か
ら
を
ま
㌧
に
す
る
　
み
な
一
れ
つ
ハ
し
よ
ち
し

　
　
て
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
根

　
　
を
な
じ
き
の
ね
へ
と
ゑ
だ
と
の
事
な
ら
バ
　
ゑ
だ
ハ
を
れ
く
る
ね
ハ
さ
か

　
　
い
で
る

　
　
い
ま
㌧
で
わ
か
ら
ハ
ゑ
ら
い
と
ゆ
う
た
れ
ど
　
こ
れ
か
ら
さ
き
ハ
を
れ
る

　
　
ぽ

　
　
は
か
り
や

　
　
ほ
こ
り
さ
い
す
き
や
か
は
ろ
た
事
な
ら
ば
　
あ
と
ハ
め
ず
ら
し
た
す
け
す

　
　
る
ぞ
や

　
　
し
ん
ぢ
つ
の
心
し
だ
い
の
こ
の
た
す
け
　
や
ま
ず
し
な
ず
に
よ
ハ
り
な
き

　
　
よ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
条

　
　
こ
の
た
す
け
百
十
五
才
ぢ
よ
み
よ
と
　
さ
だ
め
つ
け
た
い
神
の
一
ぢ
よ

　
　
（
三
1
8
6
～
8
9
，
9
8
～
㎜
）

神
と
疎
遠
な
関
わ
り
を
も
つ
人
々
（
か
ら
、
と
う
じ
ん
）
の
支
配
す
る
社
会
が

続
い
て
き
た
が
、
近
い
将
来
、
神
と
心
の
つ
な
が
っ
た
人
々
（
に
ほ
ん
）
の
支

配
す
る
杜
会
が
到
来
す
る
。
そ
の
と
き
背
露
台
の
神
の
「
与
え
」
に
よ
っ
て
、

人
間
は
二
五
才
の
定
命
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
千
年
王
国
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
至
o
）

の
予
言
が
、
不
鮮
明
な
が
ら
こ
こ
に
は
語
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
初
期
の
天
理

教
信
徒
の
中
に
は
、
理
想
世
界
の
間
近
な
到
来
を
文
字
ど
お
り
に
信
じ
て
い
た
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者
が
少
な
く
な
か
っ
た
｝
大
転
換
の
予
兆
は
廿
露
水
の
降
下
で
あ
っ
た
が
、
み

き
は
こ
の
肯
露
水
の
降
下
を
予
言
し
、
信
徒
た
ち
は
実
際
に
廿
露
を
見
た
と
信

　
　
　
　
　
（
1
1
）

じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
千
年
王
国
主
義
の
思
想
が
確
か
に
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
救
済
史
神
話
の
内
容
を
も
っ
た
根
本
聖
典
『
古
記
』
の
中
に
く
り

込
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
『
古
記
』
で
明

ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
の
救
い
の
約
東
の
実
現
に
と
っ
て
、
間
近
な
未
来
の
全
体

社
会
の
大
転
換
は
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
み
き

の
思
考
の
中
で
は
、
本
来
一
つ
の
「
歴
史
」
を
構
成
す
る
は
ず
の
二
つ
の
観
念

領
域
－
『
古
記
』
の
救
済
史
神
話
の
構
想
と
『
お
ふ
で
さ
き
』
の
千
年
王
国

主
義
的
な
観
念
と
が
、
し
っ
く
り
と
か
み
合
う
も
の
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
『
お
ふ
で
さ
き
』
　
の
発
想
に
そ
っ
て
思
考
を
進
め
て
い
け
ば
、
た
と

え
ば
「
か
ら
」
「
と
う
じ
ん
」
に
よ
る
支
配
が
な
ぜ
、
い
か
に
し
て
生
じ
て
き

た
の
か
が
間
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
題
に
関
わ
り
の
あ
る
叙
述
が
『
古

記
』
の
中
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
五
尺
に
ま
で
育
っ
た
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

間
の
内
、
目
本
に
住
む
者
と
か
ら
、
天
竺
に
住
む
者
と
の
区
別
が
な
さ
れ
て
お

り
、
両
者
の
相
違
は
人
類
の
祖
型
創
造
の
時
の
区
別
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
本
質
的
な
違
い
は
何
な
の
か
、
両

者
の
対
立
は
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

『
お
ふ
で
さ
き
』
に
あ
っ
て
『
古
記
』
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
神
と
人
類
と
の

緊
張
関
係
に
つ
い
て
の
感
覚
で
あ
る
。
『
古
記
』
に
お
い
て
は
神
の
意
志
に
反

す
る
よ
う
な
傾
向
が
人
類
の
中
に
ど
の
よ
う
に
し
て
現
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
後

そ
の
傾
向
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
将
来
ど
の
よ
う
に
除
去
さ
れ
る
の
か
と
い

っ
た
こ
と
が
ら
が
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
『
お
ふ
で
さ
き
』
に
満
ち
あ
ふ
れ

て
い
る
人
間
の
悪
し
き
傾
向
へ
の
関
心
が
、
『
吉
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
歴

史
的
思
考
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
結
実
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
救
済
史
神
話
の
中
で
神
と
人
類
と
の
緊
張
関
係
の
問
題
（
悪
の
間
題
と
い
い

か
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
）
が
ほ
と
ん
ど
形
を
な
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

天
理
教
の
歴
史
意
識
の
重
要
な
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
幕
末

期
以
前
の
民
衆
宗
教
の
救
済
史
神
話
と
此
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
瞭
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
き
ぎ
よ
う
み
ろ
く

ろ
う
。
た
と
え
ば
窟
士
講
の
食
行
身
禄
（
ニ
ハ
七
一
－
一
七
三
三
）
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ち
は
は

作
ら
れ
た
救
済
史
神
話
で
は
、
「
元
の
父
母
」
（
仙
元
大
菩
薩
）
に
よ
る
人
間
と

万
物
の
創
造
の
後
に
、
　
一
万
二
千
年
間
の
天
照
大
神
の
支
配
の
時
代
（
「
神

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

代
」
の
時
代
）
が
来
る
。
こ
の
時
代
は
根
源
の
神
と
人
間
と
の
間
に
疎
隔
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ
ね
が
い

じ
て
お
り
、
人
間
が
自
ら
の
手
で
作
り
出
し
た
神
仏
へ
の
「
影
願
」
が
は
ぴ
こ

る
時
代
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
元
禄
元
年
六
月
一
五
日
の
　
「
ふ
り
か
わ

り
」
以
後
は
「
み
ろ
く
の
御
代
」
と
な
り
、
理
想
世
界
の
実
現
が
間
近
に
な
っ

て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
如
来
教
の
一
尊
如
来
き
の
（
一
七
五
六
－
一

八
二
六
）
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
救
済
史
神
話
で
は
、
如
来
に
よ
る
人
間
創
造
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

後
、
人
間
は
天
上
へ
上
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
伊
勢
大
神
宮
（
そ
の
家
来
）
と

魔
遣
と
の
交
渉
の
縞
果
、
あ
ら
た
め
て
悪
を
本
性
と
し
て
も
っ
た
人
間
の
創
造

が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
後
釈
迦
、
金
毘
羅
、
上
行
菩
薩
ら
が
救
済
活
動
を
行
な

い
、
諸
宗
派
の
祖
師
と
い
う
形
を
と
っ
た
り
も
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
充
分
な

も
の
で
は
な
く
、
き
の
の
登
場
に
よ
っ
て
初
め
て
究
極
の
教
え
が
開
示
さ
れ
る

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
教
団
の
救
済
史
神
話
で
は
、
神
と
人
間
の
緊
張
関
係
（
ま

た
は
疎
隔
）
が
人
類
史
の
展
開
の
基
軸
と
も
い
う
べ
き
位
置
を
し
め
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
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『
古
記
』
の
救
済
史
神
話
が
神
と
人
間
の
緊
張
関
係
と
い
う
視
点
を
欠
落
さ
せ

て
い
る
の
は
偶
然
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
理
教
の
救
済
観
の
本

質
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
み
き
が
救
済
の
根
拠
を
示
す
上
で
も
っ
と
も
重

要
だ
と
考
え
た
の
は
、
人
類
の
誕
生
以
前
の
神
と
人
類
の
祖
型
と
で
も
よ
ぷ
べ

き
も
の
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
神
話
だ
っ
た
。
十
六
年
本
の
全
体
は
囚
百

字
詰
の
原
稿
用
紙
に
し
て
二
七
、
八
枚
ぐ
ら
い
の
長
さ
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

ω
の
「
人
類
の
祖
型
創
造
」
に
あ
た
る
部
分
は
一
五
、
六
枚
を
し
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
③
の
「
開
教
ま
で
の
人
類
史
」
、
⑤
の
「
未
来
－
理
想
世
界
し

に
あ
た
る
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
数
行
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
「
人
類
の
祖
型
創
造
」
の
物
語
と
は
人
間
の
生
命
の
起
源
と
目
的
、

生
命
の
構
成
要
素
で
あ
る
身
体
諸
器
官
、
諸
機
能
の
起
源
お
よ
び
そ
れ
ら
と
神

や
宇
宙
と
の
つ
な
が
り
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
山
み
き
は
身
体

の
自
然
な
機
能
の
発
現
の
中
に
、
神
の
も
っ
と
も
重
要
な
現
れ
を
見
て
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
み
き
の
宗
教
活
動
が
お
産
の
呪
術
（
お
び
や
許
し
）

や
病
気
治
し
を
中
心
に
さ
れ
た
こ
と
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
身
体

と
世
界
と
の
自
然
な
調
和
こ
そ
『
古
記
』
の
宗
教
的
思
考
の
核
心
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
『
古
記
』
を
語
っ
た
み
き
の
念
頭
に
な
か
っ
た
神
と
人
間
と

の
緊
張
関
係
の
間
題
は
、
宗
教
集
団
や
全
体
杜
会
の
あ
る
べ
き
秩
序
に
つ
い
て

の
宗
教
的
思
考
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
が
ら
に
つ
い
て
み
き
は

『
お
ふ
で
さ
き
』
の
中
で
執
鋤
に
ふ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
き
わ
め
て

非
歴
史
的
な
形
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
人
類
の
本
来
的
性
向
が
か
つ
て
ど
の
よ

う
に
現
出
し
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
形
づ
く
っ
た
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
み
き

の
関
心
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
人
類
史
、
宗
教
史
に
つ
い
て
疎

か
っ
た
幕
末
の
一
農
婦
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
結
果
、
『
古
記
』
の
中
の
人
類
史
に
つ
い
て
の
叙
述
は
き
わ
め
て
貧
弱
な
も

の
と
な
り
、
天
理
教
の
救
済
史
神
語
は
完
結
性
を
欠
く
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

四
、
緒

語

　
天
理
教
は
幕
末
維
新
期
の
新
宗
教
の
中
で
、
も
っ
と
も
神
話
的
傾
向
の
強
い

教
団
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
神
語
的
傾
向
は
、
当
然
の
よ
う
に
救
済
の
根
拠

を
時
間
的
展
開
の
中
で
説
明
す
る
と
い
う
救
済
史
神
話
の
構
築
へ
と
向
け
ら
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
救
済
史
神
語
は
み
き
の
宗
教
的
思
考
の
す
べ
て
を
く
り
込

む
も
の
で
は
な
く
、
『
お
ふ
で
さ
き
』
の
千
年
王
国
主
義
と
の
間
に
乖
離
を
生

じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
救
済
史
神
話
が
人
類
創
造
の
み
に
偏

し
、
人
類
史
に
つ
い
て
の
関
心
が
き
わ
め
て
弱
い
こ
と
と
も
つ
な
が
っ
て
い

た
。
こ
の
意
味
で
、
『
古
記
』
の
救
済
史
神
話
は
完
結
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
の
天
理
教
に
お
い
て
も
、
『
吉
記
』
を
完
結
的
な
救
済
史
神
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
試
み
は
（
ほ
ん
み
ち
の
よ
う
な
分
派
を
除
い
て
）
乏
し

く
、
『
古
記
』
は
比
楡
的
な
物
語
と
し
て
脱
神
話
的
な
解
釈
を
加
え
ら
れ
て
い

く
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
、
天
理
教
も
ま
た
神
話
的
歴
史
に
固
執
す
る
宗
教

で
は
な
く
、
脱
救
済
史
的
な
傾
向
を
免
れ
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
天
理
教
の
脱
救
済
史
的
な
傾
向
は
、
身
体
の
自
然
な
機
能
の
発
現
の
申
に
神

の
も
っ
と
も
重
要
な
現
れ
を
見
る
よ
う
な
宗
教
意
識
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
幕
末
の
一
農
婦
の
宗
教
意
識
の
特
徴
と
し
て
理
解
で
き
る
点
が
少
な
く
な

い
。
し
か
し
同
じ
よ
う
な
宗
教
意
識
が
、
実
は
先
に
あ
げ
た
脱
神
話
主
義
の
流

れ
を
含
め
て
新
宗
教
の
全
体
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
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意
し
た
い
。
筆
者
ら
は
そ
れ
を
、
超
越
者
が
世
界
に
内
在
す
る
生
命
カ
の
象
徴

で
も
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
生
命
主
義
の
宗
教
意
識
（
救
済
観
）
と
し
て
特
徴

　
　
　
　
　
　
（
μ
）

づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
宗
教
意
識
は
た
ん
に
幕
末
の
農
民
に
の
み
見
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
近
代
日
本
の
民
衆
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新

宗
教
の
全
体
に
お
い
て
（
し
た
が
っ
て
、
近
代
日
本
の
民
衆
の
宗
教
意
識
の
も

っ
と
も
大
き
な
潮
流
に
お
い
て
）
、
そ
の
思
想
の
脱
救
済
史
的
傾
向
と
生
命
主

義
的
救
済
観
と
が
表
裏
を
な
す
も
の
と
し
て
存
在
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。注

（
1
）
　
宮
田
登
『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』
新
訂
版
、
未
来
社
、
一
九
七
五
、

　
同
『
新
し
い
世
界
へ
の
祈
り
〈
弥
勒
〉
』
佼
成
出
版
社
、
一
九
八
○
。

（
2
）
　
西
山
茂
「
現
代
宗
教
の
動
向
と
展
望
－
新
宗
教
を
中
心
と
し
て
1

　
I
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
総
合
特
集
2
1
　
現
代
人
と
宗
教
』
一
九
八
一
。

（
3
）
　
金
光
教
本
部
教
庁
『
概
説
金
光
教
』
同
所
刊
、
一
九
七
二
、
二
三
八

　
頁
。

（
4
）
　
原
敬
吾
『
黒
住
宗
忠
』
吉
州
弘
文
館
、
一
九
六
〇
、
二
一
九
頁
。

（
5
）
　
一
般
に
は
『
泥
海
古
記
』
と
し
て
流
布
し
て
い
た
。
現
在
の
天
理
教

　
で
は
『
こ
ふ
き
』
と
表
記
し
「
こ
う
き
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。

（
6
）
　
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
い
く
つ
か
は
、
中
山
正
善
『
こ
ふ
き
の
研
究

　
－
成
人
譜
そ
の
三
1
』
天
理
教
遣
友
社
、
一
九
五
七
、
に
載
せ
ら
れ

　
て
い
る
。
こ
こ
で
は
吉
川
萬
壽
雄
「
神
の
古
記
対
照
考
」
『
復
元
』
一
五
、

　
一
九
四
九
、
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
。
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
わ
か
り

　
や
す
い
よ
う
に
若
干
の
書
き
か
え
を
行
な
っ
た
。

（
7
）
　
『
お
ふ
で
さ
き
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
村
上
重
良
、
安
丸
良
夫
校
注
『
日

　
本
思
想
大
系
6
7
　
民
衆
宗
教
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
、
に
よ
っ

　
た
。
「
一
0
1
9
3
」
は
「
第
一
〇
号
第
九
三
首
」
を
意
味
す
る
。

（
8
）
　
上
野
利
夫
「
翻
刻
『
泥
海
古
記
』
」
『
ビ
ブ
リ
ア
』
四
三
、
　
一
九
七

　
四
、
二
一
三
頁
。

（
9
）
　
島
薗
進
「
新
宗
教
の
宗
教
意
識
と
聖
典
1
『
お
ふ
で
さ
き
』
の
文

　
体
に
つ
い
て
ー
」
、
池
田
英
俊
他
編
『
日
本
人
の
宗
教
の
歩
み
』
大
学

　
教
育
杜
、
一
九
八
一
。

（
加
）
　
『
お
ふ
で
さ
き
』
の
こ
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る
論
文
に
、
鹿
野
政

　
直
「
世
直
し
の
思
想
と
文
明
開
化
」
高
木
俊
輔
。
鹿
野
政
直
編
『
維
新
変

　
革
期
に
お
け
る
在
村
的
諸
潮
流
』
三
一
書
房
、
一
九
七
二
、
が
あ
る
。

（
1
1
）
　
上
村
福
太
郎
『
教
祖
の
御
姿
を
偲
ぶ
』
上
、
天
理
教
遣
友
社
、
一
九

　
六
二
、
ニ
ハ
八
－
九
頁
。

（
1
2
）
　
官
崎
ふ
み
子
「
不
二
遭
の
歴
史
観
－
食
行
身
禄
と
参
行
六
王
の
教

　
典
を
中
心
に
ー
」
佐
々
木
宏
幹
他
編
『
現
代
宗
教
2
　
山
岳
宗
教
』
春

　
秋
杜
．
、
一
九
八
○
。

（
1
3
）
　
石
橋
智
信
「
隠
れ
た
る
日
本
の
メ
シ
ア
教
－
一
尊
教
の
教
団
生
活

　
と
そ
の
信
仰
内
容
1
」
下
『
宗
教
研
究
』
新
四
－
五
、
一
九
二
七
、

　
村
上
重
良
「
一
尊
如
来
き
の
と
『
お
経
様
』
に
つ
い
て
」
脇
本
平
也
編

　
『
宗
教
と
歴
史
』
山
本
書
店
、
一
九
七
七
。

（
払
）
　
対
馬
路
人
他
「
新
宗
教
に
お
け
る
生
命
主
義
的
救
済
観
」
『
思
想
』

　
六
六
五
、
一
九
七
九
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
ま
ぞ
の
・
す
す
む
　
東
京
外
国
語
大
学
助
手
）
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