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従
来
、
「
た
た
り
」
と
い
う
宗
教
現
象
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ

て
き
た
が
、
そ
の
多
く
は
そ
の
他
の
研
究
対
象
一
御
霊
な
ど
一
に
関
す
る
考
察

に
お
い
て
副
次
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
た
た
り
」
と
い
う
現
象
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
一
般
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
本

発
表
で
は
、
古
代
日
本
に
お
け
る
事
例
を
用
い
な
が
ら
、
「
た
た
り
」
と
い
う

現
象
の
も
つ
宗
教
的
意
味
、
す
な
わ
ち
「
た
た
り
」
と
い
う
形
で
の
聖
な
る
も

の
と
の
出
会
い
と
い
う
出
来
事
が
も
つ
存
在
論
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
で
、
「
た
た
り
」
現
象
に
関
す
る
一
般
的
研
究
へ
の
端
緒
と
し
た
い
。

　
「
た
た
り
」
と
い
う
現
象
の
意
味
に
つ
い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
説

は
、
折
口
信
夫
が
『
「
ほ
」
・
「
う
ら
」
か
ら
「
ほ
が
ひ
」
へ
』
の
な
か
で
述

べ
た
、
「
た
た
り
」
と
は
神
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ

る
。
し
か
し
折
口
説
は
、
「
た
た
り
」
と
い
う
言
葉
の
語
義
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
彼
の
「
霊
魂
し
研
究
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
た
た
り
」
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
に
対
す
る

十
全
な
宗
教
学
的
定
義
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
本
発
表

で
は
、
延
喜
式
祝
詞
「
遷
却
崇
神
」
お
よ
び
風
土
記
の
事
例
を
も
と
に
、
折
口

説
を
「
「
た
た
り
」
と
は
神
が
「
荒
び
」
に
お
い
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
と
捉
え
直
し
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
開
示
き
れ
る
「
た

た
り
」
と
い
う
宗
教
現
象
の
存
在
論
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
以
下
、
具

体
例
を
省
略
し
、
論
旨
の
み
を
述
べ
る
。

　
「
た
た
り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
宗
教
体
験
は
、
今
回

検
討
し
た
事
例
に
お
い
て
は
、
「
荒
び
と
い
う
形
で
の
神
の
出
現
」
と
し
て
体

験
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
た
た
り
」
の
宗
教
体
験
の
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
「
荒
び
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教

体
験
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
荒
び
」
の
事
例
は
、
記
紀
に
お
け
る
天
孫
降
臨
の
段
に
お
い
て
、
天
孫
降

臨
以
前
の
葦
原
中
國
の
状
態
と
し
て
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
「
荒

び
」
の
体
験
は
、
暗
闇
の
な
か
に
妖
し
く
光
る
「
螢
火
」
の
よ
う
な
「
荒
ぶ
る

神
」
1
1
「
鬼
」
に
出
会
う
体
験
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
石
屋
戸
隠
り
」
や
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
突
き
泣
ち
」
に
お

い
て
も
み
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
世
界
用
秩
序
】
の
崩
壊
一
1
1
暗
闇
一
に

伴
っ
て
混
沌
円
無
秩
序
出
が
氾
濫
↑
「
鬼
」
の
発
生
一
す
る
体
験
で
あ
る
と

い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
鬼
」
の
発
生
一
「
荒
び
」
一
は
、
記
紀
に
お
け
る

も
っ
と
も
原
初
的
な
コ
ス
モ
ゴ
ニ
ー
一
神
代
紀
一
に
お
い
て
、
世
界
は
原
初
の

カ
オ
ス
の
な
か
に
生
れ
た
一
つ
の
「
も
の
」
か
ら
始
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
と

き
の
「
も
の
」
の
発
生
と
、
基
本
的
に
は
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
た
た
り
」
の
体
験
と
は
、
原
初
的
な
カ
オ
ス
に
お
い
て
「
も

の
」
が
発
生
す
る
の
に
立
会
う
と
い
う
体
験
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
「
混
沌
か

ら
の
創
成
」
と
い
う
コ
ス
モ
ゴ
ニ
ー
が
も
っ
意
味
と
、
墓
本
的
に
は
同
一
で
あ

る
。
但
し
「
た
た
り
」
と
い
う
現
象
は
、
既
に
コ
ス
モ
ス
が
成
立
し
た
状
態
に
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お
い
て
発
生
す
る
と
い
う
点
に
特
殊
性
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
通
常
の
コ
ス
モ

ゴ
ニ
ー
に
お
い
て
は
な
し
え
な
い
、
現
在
の
コ
ス
モ
ス
を
否
定
し
て
新
し
い
コ

ス
モ
ス
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
宗
教
と
こ
と
は

1
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
に
お
け
る
物
語
の
発
生
1
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跳

　
宗
教
学
の
課
題
が
宗
教
的
意
味
世
界
の
理
解
の
理
解
に
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
お
い
て
宗
教
的
意
味
を
媒
介
す
る
も
の
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
こ
で
は
宗
教
的
な
「
こ
と
ば
」
、
宗
教
的
一
言
語
に
注
目
す
る
。

　
宗
教
的
詩
人
・
童
話
作
家
と
し
て
の
宮
沢
賢
治
の
創
作
活
動
は
、
宗
教
的
実

践
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
彼
の
創
作
の
軌
跡
と
文
学
観
は
ま
た
、
宗

教
的
な
「
こ
と
ば
」
・
宗
教
堕
言
語
の
様
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
作
品
に
お
け
る
詩
や
物
語
の
「
こ
と
ば
」
と
は
詩
的
な
言
語
で
あ
り
、

日
常
的
な
言
語
使
用
と
は
弁
別
さ
れ
る
独
自
の
意
味
作
用
を
有
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
文
学
と
宗
教
の
「
こ
と
ば
」
を
含
む
範
嬢
と
し
て
の
詩
的
一
言
語
と
し

て
、
彼
の
作
品
は
新
た
な
意
味
世
界
と
可
能
な
世
界
の
見
方
と
を
開
示
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
ポ
i
ル
・
リ
ク
i
ル
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
詩
的
言
語
で

は
一
次
的
指
示
が
中
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
次
的
な
指
示
が
解
放
さ
れ
て

い
る
。
文
学
や
宗
教
の
こ
と
ば
は
独
自
な
仕
方
で
世
界
を
語
る
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
賢
治
作
品
も
ま
た
世
界
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
は
賢
治
の
作
品
は
、
文
学
の
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
に
と
止
ま
ら
ず
、

宗
教
的
な
「
こ
と
ば
」
と
し
て
の
位
相
を
も
示
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
開
示
さ
れ
る
新
た
な
意
味
世
界
が
、
単
な
る
可
能
な
世
界
の
見
方

と
し
て
で
は
な
く
、
唯
一
の
真
な
る
世
界
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
賢

治
の
作
品
が
開
示
す
る
も
の
と
は
、
聖
性
と
不
可
分
な
宗
教
的
な
意
味
世
界
な



の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
賢
治
作
品
に
お
け
る
自
然
の
聖
性
を
指
摘
で
き

る
。
つ
ま
り
賢
治
に
お
け
る
自
然
と
は
、
単
な
る
自
然
で
は
な
い
。
賢
治
の
宇

宙
観
の
根
底
に
お
い
て
は
、
存
在
全
て
に
お
い
て
世
界
の
根
源
的
な
法
、
つ
ま

り
妙
法
と
し
て
の
法
華
経
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
確
信
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
自
然
に
お
い
て
、
妙
法
と
し
て
の
法
華
経
を
直
観
す
る
賢
治
の

宇
宙
観
が
あ
る
。

　
ま
た
第
二
に
、
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
は
、
詩
的
な
指
示
の
次
元
に
お
い
て
世
界

を
開
示
す
る
の
に
止
ま
ら
ず
、
記
述
的
な
指
示
の
側
面
に
お
い
て
も
ま
さ
に
字

義
通
り
に
、
リ
テ
ラ
ル
に
受
け
止
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

意
味
世
界
の
開
示
で
あ
る
と
同
時
に
、
記
述
的
な
次
元
に
お
い
て
の
真
理
主
張

で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
作
品
世
界
が
贈
与
す
る
意
味
世
界
と
は
、
た
だ
新

た
な
意
味
世
界
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
、
実
在
と
し
て
の
意

味
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
可
能
な
世
界
の
見
方
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、

唯
一
の
世
界
の
見
方
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
賢
治
の
物
語
の
こ
と
ば
は
、
「
字
義
通
り
の
意
味
」
を

超
え
て
表
現
し
て
い
る
と
同
時
に
、
ま
た
、
「
字
義
通
り
の
意
味
」
に
お
い
て
も
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
に
お
い

て
、
我
々
は
こ
こ
に
宗
教
言
語
に
お
け
る
聖
と
俗
と
の
弁
証
法
を
見
い
だ
す
。

　
賢
治
テ
ク
ス
ト
を
宗
教
的
な
表
現
と
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
文
学

と
し
て
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
単
な
る
事
実
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
読

む
こ
と
だ
け
で
も
な
い
。
宗
教
者
に
と
っ
て
の
宗
教
的
テ
ク
ス
ト
と
は
、
字
義

通
り
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
越
え
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
宗
教
曹
は
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
を
産
出
す

る
の
で
あ
る
。

『
全
体
』
の
生
き
生
き
し
た
把
握
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幸
三

　
対
象
の
現
実
的
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
つ
ど
対
象
が
知
覚
に
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
負
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
後
か
ら
」
の
綜
合

が
「
物
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
対
象
全
体
を
生
き
生
き
と
捉
え
る
に
は
、
対
象

を
パ
i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
る
と
同
時
に
全
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
る
。
そ
れ
は
S
に
P
を
関
係
づ
け
て
ゆ
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
記
述
に
よ
る

把
握
で
は
な
く
、
全
体
が
部
分
の
な
か
に
示
さ
れ
、
ま
た
部
分
把
握
が
全
体
把

握
で
あ
る
よ
う
な
把
握
で
あ
る
。

　
ロ
ム
バ
ッ
ハ
は
、
こ
こ
に
い
る
体
験
が
同
時
に
あ
そ
こ
に
い
る
体
験
で
も
あ

る
よ
う
な
統
一
的
把
握
を
真
の
把
握
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
は
「
私
」
を
捨
象

し
た
「
道
（
無
）
」
に
基
づ
い
た
認
識
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
語
る
よ
う
に

知
覚
が
既
に
形
式
を
含
ん
で
お
り
、
『
意
義
講
義
』
一
胃
芦
家
）
で
記
述
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
意
義
が
一
カ
テ
ゴ
リ
i
的
一
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
着
目
さ

れ
る
の
は
全
体
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
把
握
以
前
の
前
述
語
的
事
実
一
前
反
省
的
事

実
一
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
式
を
も
つ
知
覚
に
よ
っ
て
世
界
全

体
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
分
割
さ
れ
る
。
主
客
分
離
以
前
に
お
い
て
、
基
体
は
あ

り
の
ま
ま
の
様
態
に
お
い
て
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
言
葉
は
そ
れ
が
対
象
と
な
る
前
の
「
時
熟
す
る
」
ま
ま
に

経
験
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
「
言
う
。
。
晶
露
」
は
「
示
し
」
と
し

て
立
ち
現
れ
さ
せ
る
働
き
を
す
る
が
、
そ
れ
は
冗
漫
な
語
り
と
し
て
で
は
な
く

合
図
≦
寿
と
し
て
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
レ
ゲ
イ
ン
一
集
め
る
一
す
る
働
き
で
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あ
り
、
示
し
が
生
じ
る
以
前
は
静
寂
の
響
き
と
し
て
の
沈
黙
の
な
か
で
、
一
緒

に
統
べ
て
い
る
も
の
が
集
ま
り
、
一
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
集
め
に

よ
っ
て
ヒ
ュ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ン
（
基
体
、
背
後
に
置
か
れ
た
も
の
一
が
現
前
し
、

そ
れ
は
合
図
に
よ
っ
て
沈
黙
（
無
一
か
ら
開
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
時
熟
、
合
図
に

よ
っ
て
闘
け
の
刹
耶
に
主
客
不
分
離
の
全
体
が
開
か
れ
る
。
意
味
の
あ
る
沈
黙

と
は
そ
れ
が
破
ら
れ
る
瞬
間
に
沈
黙
全
体
が
同
時
に
「
現
実
的
な
」
意
味
と
し

て
語
ら
れ
て
く
る
よ
う
な
沈
黙
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
存
在

は
無
の
帳
の
彼
岸
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
全
体
が
全
体
と
し
て
開
か
れ
る
こ

と
は
な
い
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
無
を
同
時
に
有
と
し
て
、
つ
ま
り
、
一
と

十
を
区
別
す
る
の
で
は
な
く
、
一
は
十
を
予
め
前
提
し
含
ん
で
い
る
と
捉
え
る

仏
教
的
思
索
に
お
い
て
で
あ
る
。
静
寂
と
し
て
の
全
体
が
短
く
言
わ
れ
る
刹
那

は
、
そ
の
音
声
化
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
の
声
な
き
言
へ
の
応
答
と
し
て
捉
え

た
が
、
ま
た
、
身
体
的
存
在
と
し
て
の
私
が
世
界
と
「
交
感
す
る
」
刹
那
で
あ

る
。
そ
れ
は
沈
黙
が
破
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間

が
世
界
に
現
実
に
存
す
る
こ
と
が
告
知
さ
れ
る
瞬
間
で
も
あ
る
。

　
知
覚
は
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
者

を
構
成
に
よ
っ
て
把
握
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
生
き
生
き
と
統
一
的

に
把
握
す
る
と
す
る
な
ら
、
部
分
は
全
体
を
含
む
と
い
う
思
惟
に
基
づ
き
、
言

葉
の
開
け
に
そ
の
方
途
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
進
展
と
友
愛
論

城
西
大
学
　
石
井

雅
之

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
友
愛
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
重
要
な
聞
題
の
一

つ
に
、
幸
福
な
人
一
よ
き
生
を
営
む
人
一
は
友
を
必
要
と
す
る
の
か
、
ひ
い
て

は
ま
た
必
要
と
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
か
、
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
本
発
表
は
、
友
愛
論
の
中
で
も
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
が
与

え
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
注
目
し
、
そ
こ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
『
エ
ウ

デ
モ
ス
倫
理
学
』
と
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
関
係
、
ひ
い
て
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
倫
理
恩
想
の
変
化
な
い
し
は
進
展
の
一
端
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
問
題
を
「
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
」
第
七
巻

第
十
二
章
と
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
九
巻
第
九
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
与
え
て
い
る
解
答
は
重
要
な
点
で
異
な
っ
て
い

る
。
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
は
、
幸
福
な
人
は
、
そ
の
幸
福
（
よ

き
生
一
が
思
惟
活
動
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
外
的
な
も
の
を
ほ
と
ん
ど
必

要
と
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
友
は
外
的
な
も
の
の
内
で
も
と
り
わ
け
て

大
切
な
も
の
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
友
さ
え
も
、
そ
の
場
合
の
幸
福

一
思
惟
活
動
一
に
対
し
て
は
付
加
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
は
、
神
と
人
と
の
類
比
に
基
づ
い
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
ら
れ
う
る
。
一
方
、
『
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
は
、
思

惟
活
動
も
、
そ
れ
が
幸
福
一
よ
き
生
一
で
あ
る
た
め
に
、
思
惟
の
か
か
わ
る
も

の
一
思
惟
対
象
一
と
し
て
友
た
る
他
者
を
必
要
と
す
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
張
は
、
人
問
の
な
す
限
り
で
の
思
惟
活
動
一
般
に
つ
い
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て
の
考
察
に
基
づ
い
て
、
神
と
人
と
の
類
比
に
よ
る
解
答
を
批
判
し
つ
つ
提
出

さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
思
惟
活
動
に
つ
い
て
『
ニ

コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
よ
う
な
考
え
を
帰
結
す
る
研
究
方
法
へ
の
反
省
を
も

伴
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
発
表
者
は
、
『
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
』
第
七
巻
第
十

二
章
の
議
論
は
、
そ
れ
が
真
作
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
第
九
巻
第
九
章
の
そ
れ
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

前
者
に
お
い
て
後
者
の
自
説
を
自
ら
批
判
し
修
正
し
た
の
だ
、
と
主
張
す
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
発
表
者
は
、
そ
の
よ
う
な
自
説
修
正
、
ひ
い
て
は
思
想
的
変

化
な
い
し
進
展
は
、
次
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
と
見
る
。
す
な
わ
ち
、
幸

福
な
一
よ
き
生
を
営
む
一
人
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
に
お
い
て
は
、

人
間
の
善
の
基
準
な
い
し
は
模
範
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
、
生
き
た
人
聞
に

お
い
て
具
体
的
に
実
現
さ
れ
た
善
、
人
間
の
善
の
現
実
態
で
あ
る
。
こ
の
現
実

態
を
重
ん
じ
る
立
場
が
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
個
々
の
幸
福

な
人
の
独
立
性
な
い
し
自
立
性
を
強
調
す
る
立
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
立
場
は
、
人
間
の
神
的
あ
り
方
に
お
い
て
よ
う
や
く
確
保
さ
れ
た
の

み
で
あ
っ
た
。
『
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
』
で
は
、
人
間
の
善
の
基
準
な
い
し
模

範
を
人
間
の
次
元
に
引
き
戻
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
人
間
ど
う
し
の
交
わ

り
を
強
調
す
る
立
場
へ
の
移
行
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
日
本
に
お
け
る

　
　
　
初
期
キ
リ
ス
ト
教
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

筑
波
大
学
池
上

良
正

　
本
発
表
で
は
、
近
代
臼
本
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
空
白
部
と
し
て
、
明
治
末
か

ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
「
聖
霊
派
」
と
呼
ば
れ
、
聖
霊
に
よ
る
聖
潔
一
き
よ

め
一
や
神
癒
一
い
や
し
一
の
働
き
を
強
く
唱
え
た
人
々
の
活
動
を
指
摘
し
た
。

具
体
的
に
は
、
中
田
重
治
を
中
心
と
す
る
中
央
福
音
伝
道
館
一
東
洋
宣
教
会
一

や
、
そ
の
機
関
誌
『
焔
の
舌
』
な
ど
、
後
の
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
に
つ
な
が
る
系

譜
の
初
期
段
階
の
実
態
で
あ
る
。
初
期
「
聖
霊
派
」
が
、
研
究
史
の
う
え
で
軽

視
さ
れ
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
研
究
の
意
義
と
課
題
を
挙
げ
た

後
、
本
発
表
の
主
題
と
し
て
、
〈
医
薬
を
拒
否
し
た
「
神
癒
」
の
信
仰
と
、
信

徒
や
そ
の
家
族
の
死
の
受
容
と
の
葛
藤
〉
を
設
定
し
た
。

　
『
焔
の
舌
』
『
聖
潔
の
友
』
な
ど
の
記
事
を
抜
粋
し
た
配
布
資
料
に
基
づ

き
、
初
期
「
聖
霊
派
」
に
お
け
る
「
神
癒
」
の
実
態
を
紹
介
し
、
こ
れ
と
平
行

し
て
頻
出
す
る
肉
親
の
死
を
め
ぐ
る
葛
藤
、
特
に
「
愛
児
の
死
」
の
問
題
に
注

目
し
た
。
さ
ら
に
、
徹
底
し
た
聖
潔
・
神
癒
・
再
臨
の
信
仰
に
よ
っ
て
自
ら
の

愛
児
の
死
を
受
け
と
め
て
い
っ
た
米
田
豊
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
さ
し

あ
た
り
の
結
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
初
期
「
聖
霊
派
」
に
賛
同
し
た
の
は
、
第
一
次
産
業
を
基
盤
と
す
る
地
域
共

同
体
か
ら
中
下
層
の
勤
労
者
と
し
て
都
市
的
環
境
の
な
か
に
離
脱
し
、
一
方

で
、
家
族
国
家
論
を
枠
組
み
と
す
る
皇
民
化
教
育
の
も
と
、
近
世
以
来
の
イ
エ

制
度
の
継
承
・
強
化
を
叩
き
込
ま
れ
つ
つ
、
他
方
で
は
、
劣
悪
な
衛
生
環
境
の
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も
と
で
、
依
然
と
し
て
低
い
平
均
余
命
と
高
い
乳
幼
児
死
亡
率
と
い
う
現
実

を
、
新
た
な
都
市
的
小
家
族
の
枠
内
に
お
い
て
堪
え
忍
ぶ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
一
」
う
し
た
人
々
に
対
し
て
、
中
田
重
治
に
代
表
さ
れ
る

初
期
「
聖
霊
派
」
の
カ
リ
ス
マ
的
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
病
い
を
個
人
の
罪
の
結

果
と
み
な
し
、
徹
底
し
た
聖
潔
の
信
仰
に
立
っ
て
、
近
代
医
学
ま
で
を
も
拒
否

す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
神
癒
の
信
仰
を
説
き
、
み
ず
か
ら
の
実
践
に
よ
っ
て
そ
の

正
し
さ
を
証
明
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
米
田
豊
の
よ
う
に
、
波
状
攻
撃
の
よ
う
に
押
し
寄

せ
る
人
生
の
不
条
理
、
と
り
わ
け
聖
霊
に
よ
る
神
癒
へ
の
確
信
を
根
底
か
ら
揺

る
が
す
か
に
見
え
る
よ
う
な
「
愛
児
の
死
」
と
い
う
現
実
に
直
面
し
、
徹
底
し

た
純
福
音
の
信
仰
と
の
矛
盾
・
葛
藤
に
苦
悩
し
つ
つ
、
な
お
固
い
信
仰
ラ
デ
ィ

カ
リ
ズ
ム
を
唯
一
の
支
え
と
し
て
、
矛
盾
に
満
ち
た
人
生
の
現
実
を
乗
り
越
え

よ
う
と
し
た
人
々
の
群
れ
が
い
た
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
聖
霊
派
の
機
関
誌
の
読
者
の
な
か
に
は
、
中
田
重
治
の
よ
う
な
強
い
リ
ー

ダ
ー
の
生
き
方
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
米
田
豊
の
よ
う
な
、
初
期

「
聖
霊
派
」
の
信
仰
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
徹
底
的
に
吸
収
し
、
そ
の
「
毒
」
や

「
苦
み
」
ま
で
を
も
味
わ
い
つ
く
し
た
「
弱
き
信
仰
者
」
の
苦
悩
や
煩
悶
の
率

直
な
表
明
に
、
深
い
共
感
と
慰
め
を
見
出
し
た
人
々
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
が
、
驚

異
的
と
も
い
え
る
教
勢
の
拡
張
を
と
げ
た
理
由
の
一
端
も
、
こ
う
し
た
点
か
ら

捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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