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一

は
じ
め
に

今
一
段
聖
者
と
な
ら
ず
ば
、
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
に
生
命
な
き

１
）

こ
と
」。
こ
の
言
葉
は
、
大
正
十
四
年
七
月
、
廣
池
千
九
郎

が
自
ら
の
「
日
記
」
に
記
し
た
誓
詞
で
あ
る
。
廣
池
に
と
っ
て
「
聖
者
」
と
は
、
人
類
の
教
師
（
聖
人
）
た
ち
の
遺
志
を
継
ぐ

人
物
の
謂
い
で
あ
る
。
聖
人
と
は
、
神
の
意
思
を
体
現
し
た
人
物
で
あ
り
、
人
類
に
普
遍
的
な
価
値
の
所
在
を
開
示
し
た
稀
人

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
聖
人
の
生
き
方
に
倣
い
、
そ
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
、
自
ら
の
人
生
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
を
「
祖
述
」

と
称
し
た
。

ま
た
「
祖
述
」
と
は
単
に
知
識
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
人
生
の
全
体
に
関
わ
る
根
本
的
な
精
神
の
転
換
を
前
提
と
し
て

い
た
。
つ
ま
り
、
人
が
聖
者
に
な
る
と
は
、
人
と
し
て
の
自
我
を
完
全
に
脱
却
し
、
神
の
意
思
の
実
現
に
全
霊
を
捧
げ
る
と
い

う
覚
悟
と
、
そ
の
た
め
の
人
格
の
陶
冶
を
め
ざ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
廣
池
は
「
更
生
」
と
称
し
、
そ
れ
は
、
あ
く

ま
で
現
実
の
社
会
と
遊
離
す
る
こ
と
な
く
、
人
々
の
安
心
と
社
会
の
平
和
と
を
求
め
続
け
る
実
学
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。冒

頭
に
引
用
し
た
言
葉
は
、
聖
人
を
敬
慕
し
、
そ
の
生
き
方
を
祖
述
し
つ
つ
、
よ
り
一
層
の
更
生
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て

自
ら
の
人
生
の
課
題
を
全
う
し
た
い
と
い
う
誓
詞
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
祖
述
」
と
「
更
生
」
と
い
う
概
念
は
廣
池
千
九
郎
の

人
生
に
一
貫
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
教
学
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿

に
お
い
て
は
廣
池
の
人
生
に
お
け
る
「
祖
述
」
と
い
う
生
き
方
と
「
更
生
」
を
志
す
意
思
を
通
し
て
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
（
道
徳
科

学
）
の
実
践
的
な
理
解
を
目
指
し
た
い
。
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二

祖
述
」
と
い
う
生
き
方

一
）
聖
人
の
生
き
方

ま
ず
廣
池
に
と
っ
て
「
聖
人
の
生
き
方
に
倣
う
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

孔
子
に
倣
う

昭
和
十
二
年
七
月
、
開
設
ま
も
な
い
群
馬
県
の
谷
川
講
堂
に
当
時
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
会
員
の
主
だ
っ
た
人
が
五
十

名
ほ
ど
集
め
ら
れ
、
研
修
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
研
修
会
は
廣
池
に
と
っ
て
最
初
で
最
後
と
な
っ
た
の
だ
が
、
六
日
間
に
わ

た
っ
て
自
ら
連
日
演
壇
に
立
ち
、
中
津
を
出
て
以
来
の
自
ら
の
体
験
を
回
顧
し
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
が
形
成
さ
れ
た
経
路
を
語
っ

た
。
そ
し
て
「
私
に
は
内
外
の
困
難
が
あ
っ
た
。
反
面
自
己
反
省
し
て
至
誠
慈
悲
に
な
る
こ
と
に
四
十
年
か
か
っ
て
き
ま
し

た
」
と
述
懐
し
、「
ど
ん
な
に
困
難
が
あ
っ
て
も
止や
め
て
は
だ
め
で
す
」
と
訓
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
講
話
の
中
で
、

陳
蔡
の

厄
」
と
い
わ
れ
る
孔
子
の
事
蹟
を
と
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

孔
子
は
楚
の
国
か
ら
頼
ま
れ
て
高
弟
（
弟
子
）
を
連
れ
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
陳
・
蔡
の
野
で
困
難
に
出
会
っ
た
。
そ
れ

は
孔
子
を
楚
の
国
に
や
っ
て
は
我
々
の
国
が
危
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
弟
子
た
ち
は

先
生
、
知
は
困
難
す
る
が
、
道
徳
は
幸
福
に
な
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な

苦
し
い
目
に
遭
う
の
で
し
ょ
う
か
」

と
孔
子
に
質
問
し
た
。
す
る
と
孔
子
は

聖
人
は
困
難
す
る
の
で
あ
る
。
今
、
そ
れ
ら
に
会
う
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
け
れ
ば
い
か
ん
」

と
応
え
、
子
貢
に
向
か
っ
て

祖述と更生



お
前
は
ど
う
思
う
か
」

と
質
し
た
。
す
る
と
子
貢
は

余
り
に
先
生
の
教
え
は
正
直
す
ぎ
る
の
で
、
先
生
の
教
え
を
少
し
曲
げ
て
、
今
の
人
に
合
う
よ
う
に
説
け
ば
良
い
と

思
い
ま
す
」

と
答
え
た
。
次
に
顔
回
を
呼
ん
で

お
前
は
ど
う
思
う
か
。
皆
は
教
え
を
弱
く
せ
よ
と
い
う
が
ど
う
す
る
か
」

著
者
注

教
え
を
弱
く
す
る
と
は
、
教
え
の
程
度
を
低
く
し
て
世
の
中
に
迎
合
す
る
こ
と
を
い
う
。）

と
質
し
た
。
す
る
と
顔
回
は

そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
。
皆
が
帰
っ
て
行
っ
て
も
私
は
先
生
の
通
り
に
致
し
ま
す
」

と
答
え
た
。
孔
子
は
顔
回
を
非
常
に
褒
め
て

お
前
が
も
し
大
商
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
私
が
お
前
の
店
の
支
配
人
に
な
ろ
う
」

と
言
い
、
大
い
に
安
心
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
正
し
い
こ
と
に
つ
い
て
行
く
者
だ
け
が
勝
利
を

得
る
の
で
あ
る
。
聖
人
の
道
を
曲
げ
る
事
は
な
い
の
で

２
）

あ
る
。

孔
子
が
生
涯
に
お
い
て
最
大
の
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
事
蹟
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
も
道
を
志
し
、
そ
れ
を
貫

く
べ
き
だ
と
い
う
顔
回
の
意
見
を
通
し
て
、
天
命
を
確
信
し
た
孔
子
の
意
識
の
高
さ
を
示
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
人
生
に
重
ね
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
事
蹟
を
例
に
と
っ
て
自
ら
の
人
生
を
語
る
廣
池
は
、
そ
の
人
生
が
常
に
聖
人
を
祖
述
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
同
時
に
、
研
修
会
に
集
ま
っ
た
将
来
を
託
す
門
人
に
対
し
て
「
顔
回
の
よ
う
な
弟
子
に
な
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れ
」
と
、
孔
子
か
ら
自
分
（
廣
池
）
へ
と
受
け
継
が
れ
た
遺
志
を
祖
述
し
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
聖
人
に
倣
っ
て
生
き
る
こ
と
の
貴

さ
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

聖
人
の
活
動
は
必
ず
し
も
順
風
の
も
と
に
功
を
成
す
と
は
限
ら
な
い
。
歴
史
上
に
伝
え
ら
れ
た
聖
人
は
、
時
に
時
勢
に
受
け

入
れ
ら
れ
ず
、
往
々
に
し
て
迫
害
す
ら
う
け
て
い
る
。
し
か
し
、
廣
池
は
聖
人
の
生
き
方
に
注
目
し
、
そ
の
生
き
方
に
倣
う
こ

と
に
よ
っ
て
茨
の
道
を
も
歩
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
確
信
を
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
六
年
に
は
、
次
の
よ
う
な

漢
詩
に
自
ら
の
思
い
を
託
し
て
い
る
。

正
法
湮
滅
し
て
異
端
旺
ん
な
り

世
を
挙
げ
て
蕩
々
と
名
利
に
耽
る

満
腔
の
至
誠
は
施
す
と
こ
ろ
な
し

山
水
に
隠
れ
て
不
朽
の
道
を

３
）

樹
つ

つ
ま
り
「
正
法
」（
聖
人
正
統
の
教
え
）
が
失
わ
れ
、
異
端
の
教
え
が
天
下
に
満
ち
て
い
る
。
世
の
中
を
見
渡
す
と
人
々
は

蕩
々
と
し
て
名
誉
や
利
益
の
み
を
求
め
る
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
。
胸
一
杯
に
満
ち
た
至
誠
の
心
は
、
そ
れ
を
施
す
す
べ

が
な
い
。
そ
こ
で
自
分
と
し
て
は
山
間
の
僻
地
に
身
を
置
い
て
モ
ラ
ロ
ジ
ー
（
道
徳
科
学
）
の
研
究
を
深
め
、
聖
人
正
統
の
教

え
を
現
代
に
、
そ
し
て
未
来
に
伝
え
る
た
め
の
礎
を
築
く
こ
と
に
全
身
全
霊
を
賭
け
た
い
…
…
、
と
い
う
心
情
を
吐
露
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
漢
詩
が
作
ら
れ
た
昭
和
六
年
は
、『
道
徳
科
学
の
論
文
』
も
一
応
完
成
し
、
念
願
の
学
校
・
研
究
所
の
構
想
を
視
野
に

祖述と更生



入
れ
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
教
育
活
動
を
全
国
的
に
展
開
し
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
必
死
に
道
を
説
き
、
ひ
た
す
ら
に
聖
人
の

道
を
歩
も
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
間
の
理
解
は
十
分
で
な
い
。
人
と
し
て
あ
る
べ
き
道
を
説
き
、
日
本
の
将
来

を
平
和
に
導
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
が
世
間
は
見
向
き
も
し
て
く
れ
な
い
。
世
の
中
を
平
和
に
導
き
、
ひ
と
り
で
も
多

く
の
人
を
救
い
た
い
と
い
う
胸
い
っ
ぱ
い
に
満
ち
た
慈
悲
の
心
は
、
そ
れ
を
発
揮
す
る
場
す
ら
与
え
ら
れ
な
い
。「
施
す
と
こ

ろ
な
し
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
廣
池
自
身
、
人
の
世
の
不
条
理
を
味
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
専
心
モ
ラ
ロ

ジ
ー
を
通
し
て
「
不
朽
の
道
」
を
説
き
続
け
た
い
と
い
う
決
意
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
『
史
記
』

に
記
さ
れ
た
孔
子
の
生
き
方
に
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
境
遇
の
中
で
、
廣
池
は
神
の
導
き
を
確
信
し
つ
つ
『
道

徳
科
学
の
論
文
』
を
公
刊
し
（
昭
和
九
年
）、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
教
育
の
組
織
的
な
展
開
を
進
め
、
さ
ら
に
道
徳
科
学
専
攻
塾
を
開

設
し
た
の
で
あ
る
（
昭
和
十
年
）。
そ
れ
は
祖
述
と
い
う
生
き
方
の
賜
物
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
廣
池
の
「
日
記
」
に
は
、
自
分
自
身
の
人
生
を
振
り
返
り
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
記
し
て
い
る
。

小
生
は
世
界
諸
聖
人
の
教
え
に
本
づ
き
て
、
自
己
の
最
高
品
性
を
完
成
す
る
こ
と
に
努
力
す
。
人
心
の
開
発
も
ま
た
自
己

完
成
の
た
め
に
し
て
、
自
己
ま
ず
完
成
さ
れ
ざ
れ
ば
、
そ
の
言
行
い
か
に
美
な
る
も
世
を
益
せ
ず
と
の
聖
人
の
教
え
に
本

づ
き
て
努
力
し
つ
つ
あ
り
。（
中
略
）

小
生
は
財
力
な
く
権
力
な
く
、
た
だ
神
様
と
聖
人
と
の
御
徳
に
す
が
り
、
自
己
の
修
養
を
目
的
と
し
て
平
和
、
寧
静
の
極

め
て
消
極
的
の
貧
し
い
生
活
を
致
し
て
居
り
ま
す
。
故
に
小
生
の
下
に
集
ま
る
人
々
の
数
は
、
一
般
宗
教
団
や
修
養
団
や

貴
下
の
団
体
の
ご
と
く
多
か
ら
ず
、
ま
た
盛
ん
な
ら
ず
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
人
々
は
皆
神
様
と
聖
人
と
に
す
が
り
、

至
誠
、
慈
悲
、
温
和
、
真
面
目
な
る
方
々
の
み
に
し
て
、
真
に
君
父
、
国
家
に
報
恩
せ
む
と
す
る
志
を
有
し
、
小
生
に
対
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し
て
は
親
子
の
情
を
有
し
て
お
り
ま
す
。
さ
れ
ば
か
か
る
人
々
は
、
求
め
ざ
れ
ど
も
お
の
ず
か
ら
永
遠
の
安
心
と
幸
福
と

を
得
つ
つ
あ
り
。（
中
略
）
小
生
は
天
祖
の
御
聖
徳
た
る
慈
悲
寛
大
自
己
反
省
を
心
懸
け
、
日
々
自
己
を
反
省
し
て
聖
人
を

学
び
、
日
に
月
に
聖
人
の
徳
に
向
か
い
て
進
ま
む
と
し
て
努
力
し
つ
つ

４
）

あ
り
。

こ
の
文
は
、
或
る
宗
教
団
体
を
主
催
す
る
人
に
宛
て
た
書
簡
の
下
書
き
で
あ
る
。
文
中
で
聖
人
の
教
え
に
本
づ
い
て
努
力
し

つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
廣
池
は
道
を
体
得
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
聖
人

を
敬
慕
し
、
そ
の
遺
志
を
祖
述
す
る
こ
と
自
体
を
自
負
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
の
中
で
、
先
に

引
用
し
た
孔
子
の
事
蹟
を
踏
ま
え
て

私
が
多
年
困
難
の
地
に
立
ち
、
非
難
攻
撃
の
渦
中
に
あ
り
な
が
ら
、
常
に
内
外
に
向
か
い
毅
然
と
し
て
聖
人
正
統
の
教
え

を
固
執
強
調
す
る
ゆ
え
ん
は
こ
の
理
由
で
あ
り
ま
す
。
む
か
し
、
子
貢
、
陳
蔡
の
困
厄
の
と
き
、
孔
夫
子
に
勧
め
て
、
少

し
く
教
え
の
程
度
を
低
く
し
て
は
い
か
が
や
と
説
き
し
も
、
夫
子
（
孔
子
）、
顔
回
共
に
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の

５
）

で
す
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
生
き
方
を
「
祖
述
」
し
た
い
と
い
う
信
念
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
と
し
て
迫
害
を
受

け
不
条
理
に
憤
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
天
与
の
試
練
と
し
て
正
受
し
、
自
ら
そ
の
責
め
を
負
う
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

祖述と更生



二
）
父
母
の
教
え

廣
池
は
、
生
前
、
周
囲
の
若
者
に
、
折
に
ふ
れ
て
自
分
の
歩
ん
で
き
た
道
行
き
を
話
し
、「
最
高
道
徳
」
の
世
界
を
味
わ
う

に
至
っ
た
経
緯
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
少
年
の
頃
、
両
親
よ
り
受
け
た
薫
陶
の
内
容
に
触
れ
た
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
父
半

六
よ
り
は

神
仏
の
よ
う
な
精
神
の
持
ち
主
に
な
れ
よ
。
全
て
の
も
の
を
慈
し
み
、
育
て
る
と
い
う
精
神
を
持
っ
て
行
動
せ
よ
。
そ
れ

が
本
当
の
人
間
じ
ゃ
。
分
か
っ

６
）

た
か
。

と
再
三
に
わ
た
っ
て
諭
さ
れ
、
母
り
え
よ
り

お
父
様
の
言
う
こ
と
を
守
っ
て
、
そ
う
い
う
人
に
な
る
こ
と
で
す
よ
。
世
の
中
で
出
世
し
た
人
を
見
て
み
る
と
必
ず
親
孝

行
を
し
た
人
で
す
よ
。
親
孝
行
を
し
な
さ
い
よ
。
親
孝
行
は
親
の
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
た
ち
の
た
め
で

７
）

す
よ
。

と
「
孝
は
百
行
の
本
」
の
教
え
を
徹
底
し
て
受
け
た
と
い
う
。
半
六
は
熱
心
な
浄
土
真
宗
の
信
徒
で
あ
り
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来

へ
帰
依
す
る
姿
は
、
廣
池
の
育
っ
た
家
庭
教
育
の
骨
子
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
半
六
は
阿
弥
陀
様
に
す
が
り
な
さ

い
、
仏
教
を
信
仰
し
な
さ
い
と
指
導
す
る
よ
り
も
、「
如
来
の
心
」、「
神
仏
の
よ
う
な
精
神
」
を
持
つ
こ
と
に
努
力
す
る
よ
う

に
と
指
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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現
在
、
半
六
の
心
情
を
書
き
留
め
た
遺
稿
が
保
存
さ
れ
、
浄
土
真
宗
の
信
徒
と
し
て
の
決
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
中
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
恩
恵
に
浴
し
、
そ
の
教
え
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
恩
に
対
し
て
、「
何
と
か
し
て
御
恩
に
報
ぜ

ん
も
の
と
思
い
、
心
に
鞭
打
ち
は
げ
む
よ
り
ほ
か
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
「
神
仏
の
よ
う
な
精
神
の
持
ち
主

に
な
れ
よ
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
の
道
を
学
び
、
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
父
の
言
葉
で
あ
る
だ
け
に
説
得
力
が

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
教
え
に
従
う
こ
と
が
「
真
の
孝
行
」
で
あ
る
と
母
親
か
ら
諭
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。後

年
に
廣
池
は
、「
神
様
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た

８
）

だ
く
」、
あ
る
い
は
「
神
様
の
仕
事
を
助
け
る
人
に
な
れ
」
と
い
う
言

葉
を
再
三
語
っ
て

９
）

い
る
。
神
様
の
手
伝
い
を
す
る
人
、
神
様
の
仕
事
を
助
け
る
人
と
は
現
実
社
会
に
お
い
て
神
の
心
を
実
践
し

よ
う
と
す
る
人
、
す
な
わ
ち
「
聖
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
と
は
所
謂
四
（
五
）
大
聖
人
を
指
す
と
同
時
に
、
目
の
当
た
り

に
見
た
仏
の
道
を
説
い
て
歩
く
父
親
の
姿
で
も
あ
っ
た
。『
浄
土
往
生
記
』
に
示
さ
れ
た
父
の
真
摯
な
求
道
と
救
済
の
生
き
方

こ
そ
、
廣
池
が
最
も
身
近
に
感
じ
た
聖
人
の
生
き
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

想
う
に
不
肖
の
私
が
今
日
神
を
信
じ
、
聖
人
正
統
の
教
え
を
中
興
し
て
自
ら
最
高
道
徳
を
実
行
し
、
遂
に
新
科
学
モ
ラ

ロ
ジ
ー
を
建
設
す
る
ご
と
き
偉
大
な
る
人
類
的
事
業
を
創
始
す
る
を
得
た
り
し
は
、
全
く
亡
父
の
誠
実
な
る
信
仰
の
余
沢

に
よ
り
て
神
仏
の
加
護
あ
り
し
結
果
と
謂
う
の
外
無
き
な
り
。
是
を
も
っ
て
予
は
今
更
に
深
く
神
仏
を
始
め
、
亡
父
及
び

亡
母
の
霊
に
対
し
て
感
謝
を
禁
ぜ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り

10
）

と
す
。

と
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
、
廣
池
六
十
一
歳
の
時
の
記
述
で
あ
り
、
父
親
在
世
中
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て

祖述と更生



い
た
か
分
明
で
は
な
い
が
、
家
業
に
励
み
、
仏
を
信
じ
、
家
々
を
回
っ
て
仏
法
を
説
く
父
の
姿
は
、
若
き
日
の
廣
池
の
脳
裏
に

鮮
明
に
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
自
ら
実
行
を
期
し
て
の
ち
は
じ
め
て
聖
人
を
思
う
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
い

る
よ

11
）

う
に
、
そ
の
教
え
に
従
っ
て
実
践
を
試
み
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
に
、
聖
人
の
心
の
深
さ
、
人
格
の
高
さ
と
い
っ
た
も

の
を
感
じ
と
り
、
聖
父
へ
の
敬
慕
の
念
を
深
め
、
母
の
教
え
の
尊
さ
を
実
感
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
廣
池
に
と
っ
て
聖
人
に
倣
い
、
慈
悲
の
心
を
抱
く
こ
と
を
志
し
た
の
は
、
父
の
「
神
仏
の
よ
う
な
精
神
の
持
ち

主
に
な
れ
」
と
い
う
教
え
と
、
母
の
「
孝
は
百
行
の
本
」
と
い
う
教
え
と
に
基
づ
い
て
日
々
の
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
自
ら
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
た
恩
人
と
し
て
父
母
に
感
謝

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
晩
年
に
至
り
（
昭
和
十
二
年
）、「
父
の
肖
像
に
題
す
」
と
い
う
漢
詩
の
中
で

慈
眼
温
顔
、
円
満
の
相
、
威
あ
り
て
猛
か
ら
ず
、
已
に
聖
人

と
記
し
て

12
）

い
る
。
父
の
人
格
は
、
深
い
信
仰
心
に
支
え
ら
れ
、
三
十
年
に
亘
る
救
済
活
動
を
通
し
て
如
来
の
道
を
求
め
た
求
道

の
生
き
方
に
よ
り
高
め
ら
れ
、
つ
い
に
聖
人
の
域
に
達
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
廣
池
の
聖
人
を
祖
述
し
よ
う
と
す
る
意

思
は
父
母
の
遺
志
を
祖
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
固
と
し
た
信
念
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
廣

池
の
人
生
を
通
し
て
考
え
て
み
る
と
、「
祖
述
」
と
は
、
自
分
を
育
て
た
親
の
生
き
方
を
通
し
て
聖
人
の
道
を
自
分
の
立
場
や

境
遇
に
即
し
た
形
で
考
え
、
そ
の
生
き
方
に
倣
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

親
の
生
き
方
の
ど
の
部
分
に
聖
人
に
通
ず
る
も
の
を
見
出
す
か
、
そ
れ
は
個
人
個
人
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

見
方
の
一
つ
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
廣
池
の
生
き
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
真
の
孝
道
と
は
「
父
母
・
祖
先
と
親
と
の
心
を
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体
得
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
晩
年
の
教
訓
は
、「
孝
は
百
行
の
本
」
と
い
う
母
の
教
え
を
終
生
の
座
右
の
銘
と
し
、
父
の

教
え
に
従
い
神
仏
の
心
を
体
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
信
さ
れ
て
い
っ
た
廣
池
の
生
涯
に
一
貫
す
る
信
条
で
あ

る
。

祖
述
と
い
う
生
き
方

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
「
祖
述
」
と
い
う
人
生
へ
の
取
り
組
み
に
は
、
神
・
祖
先
・
両
親
を
敬
慕

し
、
そ
の
見
守
り
、
守
護
を
確
信
す
る
心
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
常
に
神
仏
や
親
、
祖
先
に
見
守
ら
れ
守
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
が
「
安
心
」
の
心
境
を
得
て
、

祖
述
と
い
う
生
き
方
の
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

晩
年
の
「
日
記
」
に
は
、
こ
の
神
の
守
護
、
神
の
導
き
を
信
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
正
元
年
十
二
月
六
日
、
二
十
年
延
命
の
御
願
い
よ
り
、
こ
こ
に
二
十
五
年
の
歳
月
を
経
た
り
。
神
様
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
大

成
に
対
す
る
御
守
護
の
ほ
ど
感
謝
の
ほ
か
な
し
。
こ
の
上
幾
年
の
延
命
を
許
さ
る
る
や
、
す
べ
て
神
慮
の
ま
ま
な
り
。
昨

夏
の
大
患
以
来
、
今
一
度
世
界
人
類
の
今
日
の
混
乱
に
対
し
て
、
奮
進
こ
れ
を
救
済
し
た
し
と
の
御
願
い
を
致
し
、
や
や

回
復
の
方
に
向
か
い
、
つ
い
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
経
済
学
の
レ
コ
ー
ド
吹
き
込
み
の
端
を
も
開
く
を
得
た
り
。
こ
の
上
御
守
護

あ
ら
ば
、
全
人
類
の
人
心
救
済
の
た
め
飽
く
ま
で
努
力
を
惜
し
ま
ざ
る
決
心

15
）

な
り
。

こ
の
御
教
え
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
）
は
人
間
の
心
や
人
間
の
力
に
て
出
来
た
も
の
で
な
く
、
ま
た
広
が
る
も
の
で
な
く
、
神
様

の
御
心
に
て
出
来
、
神
様
の
御
手
引
き
に
て
広
が
る
も
の
と
考
え
る
ほ
か
考
え
よ
う
な
し
。
恐
れ
入
り
た
る
こ
と

16
）

な
り
。

祖述と更生



晩
年
の
「
日
記
」
に
記
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
記
事
は
「
祖
述
」
と
い
う
生
き
方
が
、
神
の
守
護
を
確
信
す
る
と
い
う
信
条
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
聖
人
の
生
き
方
に
倣
っ
た
人
心
救
済
へ
の
努
力

は
、
聖
人
に
倣
い
神
の
守
護
を
心
静
か
に
祈
り
つ
つ
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
廣
池
の
説
く
道
徳
に
深
み
を
付
与

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

廣
池
は
、
常
々
聖
人
を
祖
述
し
、
聖
人
に
代
わ
っ
て
人
心
の
救
済
に
尽
力
す
る
と
い
う
意
思
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、

人
心
の
救
済
を
善
行
で
あ
る
と
か
、
道
徳
の
実
践
で
あ
る
と
か
言
う
よ
う
に
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
と
ら
わ
れ
さ
え
も

超
越
し
て
、
人
心
の
救
済
そ
の
も
の
が
自
分
の
生
き
方
と
一
つ
に
な
っ
た
「
体
得
」
の
心
境
に
達
し
て
い
る
。「
心
機
旺
盛
に

し
て
、
世
を
済
う
を
楽
し
み
と
な
す
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
い
る
よ

17
）

う
に
、
聖
人
の
人
と
な
り
を
敬
慕
し
、
そ
の
徳
に
縋

り
、
そ
の
教
え
に
従
い
、
人
心
の
救
済
を
楽
し
む
と
い
う
高
い
境
涯
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
聖
人
に
倣
う
こ
と
を
悦
び
と
し
、
人
心
の
救
済
を
楽
し
み
と
す
る
と
い
う
境
地
」
こ
そ
、
廣
池
が
目
指
し
た

慈
悲
の
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
父
母
の
教
え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
自
覚
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
廣
池
の
人
生
に
一
貫
す
る
「
祖
述
」
と
い
う
生
き
方
の
原
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

世
に
偉
人
と
い
わ
れ
る
人
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
の
人
生
を
一
貫
し
た
信
念
を
も
っ
て
貫
い
た
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
一
貫
す
る
も
の
が
、
人
々
の
心
を
打
ち
、
感
銘
を
与
え
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
「
祖
述
」
と
い
う
生
き
方
を
貫

き
、
更
な
る
更
生
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
廣
池
博
士
の
七
十
二
年
間
の
人
生
を
一
貫
す
る
信
念
で
あ
り
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
示

さ
れ
た
最
大
の
教
え
で
あ
る
。
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三

更
生
」
の
意
義

聖
人
を
祖
述
し
つ
つ
更
生
を
目
指
す
廣
池
は
、
そ
の
教
学
を
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
と
し
て
体
系
化
す
る
と
同
時
に
、「
更

生
館
」
を
設
け
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
学
ぶ
者
の
修
養
の
場
と
し
た
。
こ
こ
で
改
め
て
「
更
生
館
」
を
設
け
た
廣
池
の
遺
志
を
通
し
て

「
更
正
」
の
意
義
を
考
え
た
い
。

一
）
更
生
館
の
意
義

廣
池
千
九
郎
は
道
徳
科
学
専
攻
塾
の
開
塾
式
当
日
（
昭
和
十
年
四
月
）
の
大
食
堂
に
お
け
る
第
一
期
別
科
生
に
対
す
る
講
話

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

更
生
殿
は
誰
が
行
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
腹
が
立
つ
と
か
、
家
か
ら
何
か
言
う
て
来
た
な
ら
ば
、
更
生

殿
に
行
っ
て
舌
を
上
に
曲
げ
て
自
然
に
息
を
す
る
と
静
座
が
出
来
る
。
私
は
寝
て
お
っ
て
も
治
ま
る
が
、
他
の
人
で
は
い

か
ん
の
で
、
じ
っ
と
更
生
殿
に
お
れ
ば
、
心
が
治
ま
っ
て
く
る
。
腹
が
立
た
ぬ
内
か
ら
、
来
た
事
を
忘
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
度
々
行
く
の
で
ま
す
ま
す
好
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
立
っ
て
お
っ
て
も
出
来
る
。
こ
う
せ
ね
ば
な
ら
ん
と
言
う
事

は
な
い
。
私
は
こ
う
し
て
や
っ
て

18
）

き
た
。

更
生
殿
」
と
は
、
更
生
館
の
創
立
当
時
の
呼
び
名
で
あ
る
（
名
称
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
日
常
生
活
の
中
で
気
に
か
か
る

こ
と
や
、
腹
立
た
し
い
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
な
ら
ば
「
更
生
殿
」
に
行
き
、
静
座
し
呼
吸
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
を
治
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め
る
」
こ
と
が
で
き
る
。「
心
を
治
め
る
」
と
は
葛
藤
す
る
心
の
内
を
鎮
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
度
や
二
度
、
静
座
し
た
ぐ

ら
い
で
心
が
鎮
ま
る
は
ず
は
な
い
。
何
度
と
な
く
更
生
館
に
通
う
こ
と
に
よ
っ
て
心
が
静
ま
り
、
や
が
て
我
を
取
り
戻
し
、
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
考
え
方
と
な
り
、
心
が
楽
に
な
る
と
指
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
昭
和
三
年
十
月
十
六
日
の
「
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

形
の
上
に
活
動
し
て
い
て
は
、
た
と
い
著
述
出
来
て
も
、
深
遠
の
理
を
文
字
に
含
ま
し
む
る
余
裕
な
し
。
故
に
心
身
に
間

暇
あ
り
て
、
瞑
想
深
思
す
る
必
要

19
）

あ
り
。

心
身
の
間
暇
」
と
は
温
泉
を
め
ぐ
り
療
養
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
で
あ
り
、「
幸
い
に
し
て
病
を
得
た
」
と
い
う

運
命
の
自
覚
に
基
づ
い
た
精
神
的
な
ゆ
と
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
身
の
間
暇
が
与
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
瞑
想
し
深
く
思
索

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
執
筆
し
て
い
る
文
字
に
「
深
遠
の
理
」
を
籠
め
る
事
が
で
き
、
生
命
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
た
と
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
正
時
代
の
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
の
記
事
を
見
る
と
、
病
床
に
伏
し
つ
つ
、
前
途

の
不
安
に
焦
燥
感
を
抱
き
、
日
々
葛
藤
を
繰
り
返
し
、
そ
の
度
ご
と
に
心
を
治
め
る
こ
と
に
尽
力
し
て
い
る
有
様
を
如
実
に
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
廣
池
に
と
っ
て
病
床
に
伏
し
、
人
心
の
救
済
に
尽
力
し
、「
道
徳
科
学
」
の
樹
立
へ
の
ひ
た
す
ら
な
努
力

は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
父
母
、
お
よ
び
聖
人
の
遺
志
を
祖
述
し
、
常
に
神
と
対
峙
し
つ
つ
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
そ
の
ま
ま
更
生
の
た
め
の
修
養
の
場
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
は
人
と
の
関
わ
り
合
い
に
お
い
て
切
磋
琢
磨
す
る
と
同
時
、
孤
独
の
中
に
身
を
置
き
神
お
よ
び
伝
統
と
の
か
か
わ
り

に
お
い
て
自
己
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
右
記
に
紹
介
し
た
「
心
身
の
間
暇
」
が
あ
っ
て
始
め
て
「
深
思
瞑
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想
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
廣
池
の
体
験
に
倣
い
、
更
生
館
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
遺
志
を
感
じ
つ
つ
、
更
生
館
に
座
し

修
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
取
り
戻
し
、
新
し
い
自
己
の
発
見
へ
の
意
志
を
抱
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

更
生
す
る
た
め
に
は
単
に
説
教
を
聴
き
、
研
究
を
深
め
、
人
心
の
救
済
に
尽
力
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
自

ら
を
静
か
に
振
り
返
る
場
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
廣
池
自
身
の
体
験
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
体
験
を
踏
ま
え

て
、
日
常
の
煩
瑣
な
出
来
事
に
追
わ
れ
て
い
る
私
た
ち
に
「
瞑
想
深
思
」
す
る
た
め
の
場
と
し
て
更
生
館
を
設
け
た
の
で
あ

る
。

「
更
生
館
」
の
由
来
と
名
称

大
講
堂
が
設
立
さ
れ
た
当
時
（
昭
和
十
年
）、
正
面
に
「
神
壇
」
と
「
学
祖
宣
誓
壇
」
が
設
け
ら

れ
、
そ
れ
に
併
設
さ
れ
て
板
の
間
が
あ
り
、「
最
高
道
徳
」
の
教
え
を
刻
ん
だ
掲
板
と
小
さ
な
机
、
そ
し
て
座
布
団
が
置
か
れ

て
い
た
。
こ
の
部
屋
を
最
初
は
「
更
生
殿
」（
こ
う
せ
い
ど
の
）
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
廣
池
は
宗
教
的
な
名
称
で
あ

る
と
し
て
「
更
生
館
」
と
改
称
し
た
。

ま
ず
、「
更
生
殿
」
を
「
更
生
館
」
と
改
称
し
た
廣
池
の
遺
志
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
昭
和
十
二

年
二
月
十
日
の
記
事
に
、

更
生
館
は
、
も
と
更
生
殿
と
称
せ
し
も
類
似
宗
教
の
疑
惑
を
受
け
る
恐
れ
あ
る
を
も
っ
て
、
今
回
、
修
養
更
生
館
と
改
め

た
り
。
但
し
聖
人
正
統
の
教
育
は
人
間
を
し
て
最
高
道
徳
に
よ
り
て
、
そ
の
精
神
を
開
発
し
且
つ
救
済
し
て
、
こ
れ
を
更

生
せ
し
め
、
以
っ
て
神
意
に
同
化
せ
し
む
る
に
在
り
。
さ
れ
ど
今
日
一
般
の
思
想
上
に
て
は
更
生
と
は
宗
教
上
専
有
の
語

の
ご
と
く
に
誤
り
考
う
る
傾
き
あ
れ
ば
、
今
回
こ
れ
を
修
養
更
生
館
と
改
称
せ
る

20
）

な
り
。

祖述と更生



と
記
さ
れ
て
い
る
。
類
似
宗
教
と
の
区
別
は
廣
池
が
そ
の
晩
年
に
最
も
気
を
配
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
私
た
ち

が
願
う
自
ら
の
人
生
の
安
心
と
幸
福
は
、
単
に
祈
り
と
か
、
信
心
と
い
っ
た
精
神
的
な
世
界
に
浸
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
日
常
生
活
に
お
け
る
道
徳
の
実
践
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
更
生

館
に
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
と
幸
福
が
自
然
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
聖
人
と
称
さ
れ
る
人
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
神

の
心
を
、
我
が
心
に
修
め
祖
述
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
々
の
生
活
が
道
徳
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
安
心

と
幸
福
に
満
ち
た
人
生
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
が
廣
池
の
立
場
で
あ
る
。

こ
の
立
場
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
「
殿
」
を
「
館
」
と
改
め
、
一
人
ひ
と
り
の
身
を
修
め
、
豊
か
な
精
神
を
養
う
た
め
の

「
場
」
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
「
修
養
」
の
二
文
字
を
冠
し
、
ま
た
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
学
ぶ
者
と
し
て
の
さ
ら

な
る
更
生
の
意
思
を
確
認
し
て
貰
い
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
「
会
員
修
養
更
生
館
」
と
称
し
て

21
）

い
る
。
さ
ら
に
神
の
心
に
淵
源

し
、
聖
人
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
「
純
粋
正
統
」
の
教
え
に
基
づ
い
て
わ
が
身
を
修
め
る
と
い
う
目
的
を
明
確
に
す
る
た
め
に

「
正
統
更
生
館
」
と
も
称
し
て

22
）

い
る
。
こ
れ
が
新
装
さ
れ
た
現
在
廣
池
千
九
郎
記
念
講
堂
の
北
側
に
設
け
ら
れ
た
「
更
生
館
」

の
由
来
で
あ
る
。

神
壇
と
更
生
館

祖
述
」
の
対
象
と
な
る
聖
人
の
行
動
と
思
想
は
「
神
」
の
意
思
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
重

要
な
条
件
で
あ
っ
た
。『
道
徳
科
学
の
論
文
』
の
中
で
「
神
（
天
）
に
対
す
る
孔
子
の
信
仰
」
に
つ
い
て

23
）

触
れ
、
孔
子
の
「
道
」

を
伝
え
、
道
に
志
す
人
生
が
「
天
」
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
（
天
に
対
す
る
信
仰
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し

て
い
る
。
ひ
た
す
ら
天
を
信
じ
、
天
命
に
従
い
人
事
を
尽
く
す
無
私
の
生
き
方
こ
そ
聖
人
の
生
き
方
で
あ
る
こ
と
を
孔
子
か
ら

学
び
、
祖
述
の
意
思
を
固
め
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
聖
人
の
言
動
を
祖
述
す
る
と
は
、
神
か
ら
聖
人
へ
と
受
け
継
が
れ
た
精
神
を
祖
述
す
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
更
生
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館
に
は
必
ず
神
壇
が
併
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
神
壇
と
の
か
か
わ
り
を
理
解
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
教
訓
を
発
し

て
い
る
。

人
間
が
動
物
性
か
ら
神
の
性
質
に
生
ま
れ
更
わ
る
方
法
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
云
え
ば
、
古
来
東
西
に
神
様
を
信
じ
て

そ
の
御
力
に
よ
っ
て
更
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
の
よ
う
に
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
の
で
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
宗
教
の
始
ま
り
で

あ
り
ま
す
。
然
る
に
そ
れ
は
間
違
っ
た
考
え
で
あ
る
の
で
、
聖
人
正
統
の
御
教
え
に
よ
れ
ば
人
間
の
更
生
は
人
間
が
神
様

を
信
じ
、
そ
の
御
精
神
に
同
化
し
て
自
ら
不
完
全
な
が
ら
神
様
の
御
心
と
御
行
い
と
を
実
現
す
る
よ
う
に
為
る
こ
と
で
あ

る
の

24
）

で
す
。

つ
ま
り
「
信
仰
本
位
」
と
「
道
徳
本
位
」
と
を
対

25
）

比
し
、
神
へ
の
純
粋
な
信
仰
心
に
根
ざ
し
た
道
徳
の
実
践
を
積
む
こ
と
に
よ

っ
て
「
更
生
」
し
て
い
く
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
祖
宣
誓
壇
と
更
生
館

神
壇
と
と
も
に
併
設
さ
れ
た
「
学
祖
宣
誓
壇
」
に
は
廣
池
千
九
郎
の
写
真
が
置
か
れ
、
そ
の
前
に
ぬ

か
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
栃
尾
又
の
大
病
」
の
時
に
廣
池
が
、
神
と
人
に
「
人
心
の
救
済
」
を
誓
っ
た
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
我

身
今
日
神
の
御
傍
に
帰
る
と
も

誠
の
人
を
い
か
で
見
捨
て
む
」
の
文
字
に
込
め
ら
れ
た
廣
池
の
意
思
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
救
済
の
心
に
報
い
よ
う
と
決
意
し
た
時
に
、
私
た
ち
は
「
伝
統
本
位
」
と
い
う
実
践
の
指
針
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で

き
、
神
か
ら
聖
人
へ
と
受
け
継
が
れ
た
遺
志
は
「
伝
統
」
へ
の
報
恩
と
い
う
精
神
を
い
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
社
会
に
お
け

る
道
徳
の
実
践
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
教
訓
の
意
味
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

祖述と更生



伝
統
尊
重
の
慈
悲
至
誠
心
な
く
し
て
、
只
自
分
の
利
益
の
目
的
の
為
に
勢
力
あ
る
人
や
伝
統
の
周
囲
に
居
る
人
に
媚
び
る

如
き
は
陋
劣
に
し
て
無
効
な
る
行
為
な
り
。
伝
統
本
位
の
純
真
の
行
為
以
外
は
神
様
の
御
心
に
適
う
も
の
に
あ
ら
ず
。
故

に
罪
を
天
に
獲
れ
ば
禱
る
所
な
し
。
天
地
の
法
則
、
天
地
の
公
道
、
若
し
く
は
万
有
進
化
の
法
則
は
宇
宙
根
本
唯
一
の
神

の
御
心
な
り
。
此
下
に
種
々
の
系
列
あ
り
。
而
し
て
各
伝
統
の
個
人
の
行
い
に
は
優
劣
あ
る
も
、
凡
そ
人
間
と
し
て
は
、

そ
の
所
属
伝
統
に
奉
仕
し
つ
つ
根
本
唯
一
の
大
神
の
御
心
に
適
う
行
い
を
為
す
人
が
最
後
の
勝
利
者
と
為
る
。
予
の
過
去

の
径

路

トオツタミチを
併
せ
見
る

26
）

べ
し
。

「
予
の
過
去
の
径
路
」
と
は
、
信
仰
を
求
め
た
求
道
の
生
活
に
よ
り
心
身
と
も
に
救
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
報
恩
の
道
程
を
意

味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
神
の
心
に
よ
っ
て
自
分
を
救
済
し
て
く
れ
た
人
が
「
伝
統
」
で
あ
り
、
そ
の
「
伝
統
」
か
ら
受
け
た
恩

恵
に
対
し
て
報
い
た
い
と
い
う
歩
み
こ
そ
、
廣
池
が
最
も
貴
ん
だ
生
き
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
文
よ
り
、
神
・
伝
統
そ
し
て
自

己
と
い
う
か
か
わ
り
を
尊
重
す
る
廣
池
の
立
場
は
、
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
拙
著
『
廣
池
千
九
郎
の
思
想
と
生
涯
』
第
三
章
・
四
章
に
て
詳
述
し
た
。

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
教
訓
を
発
し
て
い
る
。

自
分
の
今
日
ま
で
の
生
活
は
全
く
利
己
心
に
基
づ
い
て
お
っ
た
も
の
故
、
少
し
の
安
心
も
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
今

回
、
最
高
道
徳
を
聴
く
こ
と
を
得
て
、
真
の
安
心
と
幸
福
と
を
精
神
的
に
も
享
受
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
れ
ひ
と
え
に

神
の
広
大
な
る
慈
悲
心
・
諸
聖
人
の
教
訓
及
び
最
高
道
徳
を
自
分
の
精
神
内
に
扶
植
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
の
先
輩
の
お
蔭
で

あ
る
。
さ
れ
ば
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
種
々
な
る
無
用
の
こ
と
に
費
や
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
物
質
も
し
く
は
努
力
を
こ
の
偉
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大
な
る
人
心
救
済
の
事
業
に
捧
げ
、
も
っ
て
そ
の
大
恩
を
報
じ

27
）

た
し
。

こ
の
「
大
恩
に
報
じ
る
」
と
い
う
精
神
こ
そ
廣
池
の
説
く
道
徳
の
要
で
あ
る
。
こ
の
神
の
意
思
と
そ
れ
を
祖
述
す
る
伝
統
（
廣

池
）
の
遺
志
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
更
生
館
に
静
座
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
心
が
純
化
さ
れ
、
人
生
の
指
針
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
、「
安
心
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
更
生
館
に
静
座
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
神
…
伝
統
…

自
己
」
と
い
う
つ
な
が
り
を
自
覚
し
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
学
ぶ
も
の
と
し
て
の
基
礎
観
念
が
芽
生
え
る
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な

教
訓
の
意
味
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

厳
訓

更
生
と
は
利
己
的
本
能
に
よ
る
自
己
本
位
を
改
め
て
行
住
坐
臥
如
何
な
る
時
に
も
伝
統
本
位
に
物
を
考
え
て
伝
統

本
位
に
行
動
す
る
事
な
り
。
伝
統
に
奉
仕
す
る
と
か
、
そ
の
伝
統
の
気
に
入
る
と
か
は
自
分
の
利
益
に
な
る
と
い
う
事
に

心
づ
き
て
最
高
道
徳
に
為
る
の
は
更
生
で
は
な
い
の
で
、
是
れ
は
形
の
上
の
転
向

ムキナオル
と
申
す
も
の
で
あ
る
。
斯
か
る
輩
は

恐
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。
ま
た
利
害
の
前
に
在
り
て
懺
悔
し
服
罪
し
て
殊
勝
の
行
い
を
為
す
輩
も
油
断
な
り
が
た
し
。

モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
父

28
）

自
記

こ
の
教
訓
と
廣
池
の
辞
世
に
籠
め
ら
れ
た
救
済
の
心
を
想
い
、
そ
れ
ら
を
経
由
し
て
神
の
心
に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
更
生
の
入
り
口
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
廣
池
の
言
葉
に
耳
を
傾
け

て
み
よ
う
。

祖述と更生



我
々
人
間
が
何
故
に
更
生
を
要
す
る
や
。
第
一
に
動
物
性
よ
り
神
性
に
向
上
せ
ね
ば
人
間
に
生
ま
れ
た
甲
斐
な
し
。
第
二

は
、
我
々
は
神
様
や
先
人
が
こ
の
世
界
を
造
り
文
明
を
造
っ
て
下
さ
っ
た
恩
沢
に
対
し
て
借
財
が
あ
る
。
こ
れ
を
返
済
せ

ね
ば
為
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
れ
を
返
済
す
る
に
は
神
様
の
御
心
即
ち
天
地
の
法
則
に
依
っ
て
、
動
物
性
よ
り
神
性
に
更
生
し

て
最
高
品
性
を
造
り
、
こ
れ
を
他
人
の
精
神
に
移
植
し
て
人
心
救
済
を
為
し
、
以
っ
て
神
様
の
御
目
的
を
助
け
ね
ば
為
ら

ぬ
と
い
う
よ
う
な
精
神
を
以
っ
て
更
生
を
せ
ね
ば
為
り
ま

29
）

せ
ぬ
。

こ
の
言
葉
は
、
更
生
館
の
入
り
口
に
掛
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
廣
池
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
「
更
生
」
へ
の
道
筋
と
更
生

館
に
託
し
た
悲
願
と
遺
志
と
を
感
じ
つ
つ
、
静
か
な
気
持
ち
で
更
生
館
の
一
室
に
座
す
る
と
き
、
自
ら
の
言
行
を
省
み
、
純
粋

な
内
な
る
心
に
気
付
く
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
人
と
人
と
の
関
わ
り
あ
い
に
お
い
て
切
磋
琢
磨
す
る
と
同

時
、
孤
独
の
中
に
身
を
置
き
、
神
お
よ
び
伝
統
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
自
己
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
神
壇
で
額
づ
き
、
神
の
心
を
確
認
し
、
そ
れ
を
私
た
ち
に
伝
え
、
救
済
を
期
す
廣
池
の
遺
志
に
触
れ
た
後
、
さ

ら
に
更
生
館
に
座
し
て
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
精
神
を
徹
底
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
更
生
館
」
に
は
「
神
壇
」
と
「
学

祖
宣
誓
壇
」
と
が
併
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（
拙
著
『
人
生
の
転
機
』
付
録
Ⅲ
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
神
壇
に
つ
い
て
」
参
照
。）

二
）「
更
生
」
論
の
背
景

こ
こ
で
「
更
生
」
を
説
く
廣
池
の
考
え
方
の
背
景
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
そ
の
遺
志
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

父
母
の
生
き
方

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
廣
池
は
、
身
を
も
っ
て
神
の
心
を
伝
え
た
古
代
の
聖
人
の
生
き
方
を
学
び
、
病
床
に

お
い
て
日
々
心
遣
い
の
訓
練
を
続
け
、
人
心
の
救
済
に
尽
力
し
た
と
い
う
体
験
を
通
し
て
父
親
の
生
き
方
の
重
大
さ
を
知
っ
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た
。
ま
た
父
の
人
生
を
曲つぶさに
見
た
時
、
聖
人
に
倣
う
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
姿
を
知
り
、
そ
の
切
実
な
こ
と
を
自
覚
し
た
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
浄
土
往
生
記
』
の
前
書
き
で
、
廣
池
は
信
仰
の
あ
り
方
に
は
二
つ
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

そ
も
そ
も
信
仰
に
は
単
に
神
仏
に
祈
願
し
て
自
己
も
し
く
は
自
己
と
利
害
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
利
益
を
図
る
も
の
と
、

神
仏
の
心
を
体
得
し
て
自
我
を
没
却
し
慈
悲
の
心
と
な
り
、
そ
の
行
動
を
一
変
し
、
い
わ
ゆ
る
改
心
（
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
）
を
な
し
、
か
く
て
そ
の
至
誠
を
他
人
の
心
に
移
植
し
、
い
わ
ゆ
る
人
心
救
済
（
サ
ル
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
）
を
な
す
も
の

と
の
二
種

30
）

あ
り
。

父
半
六
の
生
き
方
は
、
後
者
で
あ
り
、
神
仏
を
深
く
信
じ
、
慈
悲
の
心
を
求
め
、
人
心
の
救
済
に
尽
力
す
る
こ
と
こ
そ
父
半

六
が
身
を
以
っ
て
示
し
て
く
れ
た
、
身
近
で
具
体
的
な
聖
人
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
廣
池
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
仏
教
に
帰
依

し
自
ら
如
来
の
慈
悲
を
体
得
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
つ
つ
、「
同どう
行ぎよう」
と
し
て
仏
の
道
を
説
い
て
歩
く
父
半
六
の
姿
と
、
人
知

れ
ず
天
を
信
じ
、
自
ら
の
人
格
の
陶
冶
を
目
指
し
つ
つ
、
生
涯
を
か
け
て
教
育
に
情
熱
を
傾
け
た
孔
子
の
生
き
方
と
は
符
節
を

合
す
る
が
ご
と
く
に
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
改
心
」
と
「
更
生
」
と
は
同
義
で
あ
る
。

そ
し
て
、
父
の
生
き
方
を
祖
述
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
仏
の
守
護
を
ひ
た
す
ら
に
信
じ
る
心
境
が
開
け
、
人
心
の

救
済
に
努
力
し
つ
つ
、
自
己
の
魂
の
限
り
な
き
更
生
を
期
す
と
い
う
生
き
方
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
父
半
六
の
遺
著

『
浄
土
往
生
記
』
を
熟
読
し
た
廣
池
は
、「
信
心
と
思
い
思
う
て
称
え
た
が
、
ま
る
で
己
が
思
い
心
じ
ゃ
」
と
い
う
父
の
歌
に
つ

い
て
、「
自
ず
か
ら
利
己
的
本
能
を
解
脱
し
て
最﹅
高﹅
道﹅
徳﹅
に﹅
更﹅
生﹅
せ﹅
る﹅
心﹅
境﹅
を
表
明
せ
る
も
の
に
て
、
実
に
偉
大
な
る
聖
者
の

祖述と更生



告
白
と
し
て
見
る
べ
き
教
訓
で
あ
る
」
と

31
）

述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
生
涯
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

今
、
亡
父
の
『
浄
土
往
生
記
』
を
通
読
す
る
に
、
そ
の
信
仰
は
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
に
同
化
せ
ん
と
し
て
努
力
せ
し
跡
、

顕
然
明
ら
か
に
し
て
、
幾
度
か
如
来
の
光
明
に
摂
取
せ
ら
れ
た
り
と
思
い
、
さ
ら
に
日
を
経
れ
ば
再
び
凡
夫
の
域
を
脱
せ

ざ
る
こ
と
を
悟
り
て
、
懺
悔
の
回
数
を
重
ね
、
遂
に
日
を
経
、
年
を
積
み
て
漸
次
に
真
の
信
仰
に
近
づ
き
、
弥
陀
の
大
慈

悲
に
同
化
す
る
に
至
り
、
必
然
極
楽
往
生
の
出
来
る
こ
と
を
自
覚
せ
ら
れ
た
る
経
路
を
窺
う
こ
と
を
得
る

32
）

な
り
。

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
文
中
に
「
弥
陀
の
大
慈
悲
に
至
る
経
路
」
つ
ま
り
そ
の
精
進
へ
の
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
の
軌
跡
そ
の
も
の

に
、
父
の
生
き
方
か
ら
学
ぶ
も
の
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
父
の
生
き
方
は
大
正
時
代
の
『
廣
池
千
九
郎
日

記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
聖
人
に
倣
い
、
日
々
の
反
省
と
誓
い
を
繰
り
返
す
廣
池
自
身
の
生
き
方
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
体
験
を
通
し
て
多
大
の
共
感
を
も
っ
て
父
の
更
生
を
め
ざ
す
生
き
方
に
敬
意
を
抱
き
、
そ
の
生
き

方
を
祖
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

廣
池
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
自
分
が
歩
ん
で
き
た
道
筋
を
学
ぶ
よ
う
に
指

33
）

導
し
、
ま
た
あ

る
門
人
は
「
廣
池
博
士
ほ
ど
の
努
力
は
で
き
な
い
が
、
心
の
持
ち
方
は
で
き
る
」
と
確

34
）

信
し
、
廣
池
自
身
は
「
形
は
ま
ね
る

な
、
心
を
真
似
て
欲
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
廣
池
の
生
涯
の
中
で
形
と
な
っ
た
多
く
の
業
績
を
知
る
と
同
時

に
、
そ
の
業
績
の
背
後
に
あ
る
聖
人
を
敬
慕
し
、
そ
の
道
を
ひ
た
す
ら
求
め
つ
づ
け
る
と
い
う
「
心
の
持
ち
方
」、
す
な
わ
ち

「
両
親
の
教
え
に
従
い
、
一
歩
で
も
聖
人
の
心
に
近
づ
こ
う
と
し
て
一
心
に
精
進
す
る
生
き
方
そ
の
も
の
」
に
目
を
向
け
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
更
生
」
へ
の
地
道
な
努
力
こ
そ
「
聖
者
」
の
生
き
方
で
あ
り
、
父
半
六
か
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ら
学
ん
だ
最
も
貴
い
教
え
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
道
を
悟
れ
と
か
、
道
を
志
せ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
現
実

社
会
に
お
け
る
生
活
の
な
か
で
謙
虚
に
道
を
慕
い
、
そ
れ
を
密
か
に
求
め
続
け
る
と
い
う
人
生
へ
の
取
り
組
み
（
心
の
持
ち

方
）
の
尊
さ
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
知
っ
た
時
に
私
た
ち
は
「
聖
人
に
倣
う
」
と
い
う
生
き
方
を
よ
り
身
近
な
課

題
と
し
て
自
覚
し
、「
祖
述
」
と
い
う
心
の
持
ち
方
を
よ
り
切
実
な
生
き
か
た
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
廣
池
の
「
私
の
歩
ん
で
き
た
道
筋
を
学
ん
で
欲
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
、「
私
の
人
生
の
歩
み
の
中

か
ら
、
最
高
道
徳
を
実
践
し
豊
か
に
人
生
を
歩
ん
で
い
く
た
め
の
具
体
的
な
心
の
持
ち
方
に
つ
い
て
の
示
唆
を
得
て
ほ
し
い
」

と
い
う
祈
り
、
あ
る
い
は
悲
願
と
い
っ
た
も
の
を
示
し
て
い
る
。

釈
迦
の
事
跡

さ
ら
に
釈
迦
の
生
涯
に
も
同
様
の
生
き
方
を
見
出
し
て
い
る
。「
明
如
日
月

八
面
玲
瓏

断
除
煩
悩

而
入

涅
槃
（
明
ら
か
な
る
こ
と
日
月
の
如
く

八
面
玲
瓏

煩
悩
を
断
除
し
て

涅
槃
に

35
）

入
る
）
と
記
し
、
こ
の
「
涅
槃
」
に
つ
い
て
は
釈
迦
の

事
跡
を
範
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
間
が
天
地
の
法
則
即
ち
神
意
に
よ
り
て
更
生
せ
ず
に
肉
体
の
終
焉
を
告
げ
る
時
に
は
、
動
物
性
の
ま
ま
死
ぬ
る
の
で
す

か
ら
、
所
謂
闇
か
ら
闇
へ
廻
っ
て
行
く
の
で
実
に
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
甲
斐
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
釈
迦
如

来
は
更
生
の
模
範
を
示
さ
れ
て
、
自
ら
二
度
の
涅
槃
を
現
わ
し
た
の
で
あ
り

36
）

ま
す
。

「
二
度
の
涅
槃
」
と
は
、
第
一
が
「
貴
族
の
地
位
を
捨
て
て
人
心
救
済
の
道
に
入
り
た
る
時
」、
第
二
が
「
年
八
十
に
し
て
肉
体

現
世
を
去
り
、
そ
の
精
神
が
極
楽
に
生
ま
れ
更
っ
た
」
時
の
こ
と
で

37
）

あ
る
。
そ
し
て
、
廣
池
は
「
第
一
の
涅
槃
」
の
重
要
性

を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

祖述と更生



モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
て
は
生
き
た
る
ま
ま
に
生
ま
れ
更
り
て
、
犠
牲
と
為
っ
て
人
心
救
済
に
従
事
す
る
事
を
更
生
と
申
す
の
で

す
が
、
こ
れ
が
釈
迦
の
第
一
の
涅
槃
に
当
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
死
し
て
犠
牲
と
為
る
よ
り
は
、
生
き
て
犠
牲
に

為
る
の
が
遥
か
に
道
徳
的
価
値
が
大
き
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
釈
迦
如
来
は
貴
族
の
地
位
を
捨
て
て
人
心
救
済
に
入

り
、
一
切
衆
生
を
覚
醒
さ
れ
た
。（
中
略
）
こ
れ
が
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
更
生
に
当
た
る
の
で
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
て
は
こ
れ
を
人

間
と
し
て
貴
ぶ
の
で
あ
り

38
）

ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
「
第
一
の
涅
槃
」
す
な
わ
ち
現
世
に
お
け
る
道
徳
的
な
行
為
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に

よ
っ
て
更
生
す
る
こ
と
を
尊
ぶ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
述
べ
た
父
半
六
の
信
仰
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、

日
本
人
固
有
の
道
徳
意
識
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

日
本
人
の
道
徳
意
識

廣
池
は
体
験
を
重
ん
じ
、
体
験
を
通
し
て
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
体
験
は
長
年
に
亘

る
学
者
と
し
て
の
研
鑽
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
更
生
」
と
い
う
問
題
は
往
年
の
神
道
に
関
す
る
研
究
に
よ
っ

て
培
わ
れ
た
日
本
人
の
道
徳
意
識
を
前
提
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

紀
記
に
記
さ
れ
た
二
尊
の
禊
と
三
貴
神
の
誕
生
の
神
話
に
注
目
し
た
廣
池
は
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
「
吾
人
人
類
の
内
界
の

革
命
が
偉
大
な
結
果
を
現
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
日
本
民
族
の
道
徳
上
の
基
礎
観
念
を
表
示
し
た
も
の
と
し
て
、

実
に
千
歳
の
下
、
人
類
社
会
の
一
大
教
訓
と
謂
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が
日
本
民
族
の
敬
神
思
想
、
倫
理
思
想
、
宗

教
的
観
念
の
根
本
で
あ
り
、
出
発
点
で
あ
っ
て
、
ま
た
最
終
点
た
る
こ
と
を
了
知
す
べ
き
で

39
）

あ
る
。

モラロジー研究 No.61,2008



と
述
べ
て
い
る
。
文
中
の
「
禊
」
は
精
神
的
な
修
養
を
意
味
し
、
そ
の
結
果
、「
内
界
の
革
命
」
が
成
就
さ
れ
、
そ
の
結
果
天

照
大
神
を
は
じ
め
と
す
る
三
人
の
神
が
誕
生
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
内
界
の
革
命
」
と
は
、
人
の
心
を
神
と
一
致
す
る
精

神
に
立
て
替
え
る
こ
と
で
あ
り
、「
更
生
」
と
い
う
言
葉
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
大
祓
い
の
詞
」
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
祓
い
の
詞
な
る
も
の
は
す
な
わ
ち
当
時
禊
祓
の
時
に
お
い
て
各
人
自
己
の
罪
悪
を
神
前
に
懺
悔
し
て
、
向
後
の
心
事
行

為
を
神
明
に
明
ら
か
に
す
る
一
般
的
誓
約
を
後
世
文
字
に
写
し
綴
り
た
る
も
の
に
し
て
、
今
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
そ
の

信
仰
の
合
理
的
に
し
て
道
徳
の
頗
る
進
歩
せ
る
こ
と
を
認
め
得

40
）

べ
し
。

つ
ま
り
、
古
来
日
本
人
が
神
前
に
額
づ
く
の
は
「
神
だ
の
み
」
を
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
「
内
界
の
革
命
」（
更
生
）
を

目
指
し
て
道
徳
の
実
践
を
神
に
誓
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

我
が
固
有
神
道
の
信
仰
に
お
い
て
も
、
人
類
の
意
思
の
自
由
を
認
め
、
且
つ
同
時
に
因
果
律
を
認
め
た
り
。（
中
略
）
我
が

神
道
に
お
い
て
は
人
類
の
意
思
の
自
由
を
絶
対
無
限
の
も
の
と
な
し
、
そ
の
無
限
の
自
由
を
も
っ
て
随
意
に
堕
落
と
向
上

の
二
途
に
向
か
い
た
る
も
の
と
な
せ
り
。
而
し
て
堕
落
の
極
点
は
疾
病
も
し
く
は
種
々
の
不
幸
、
災
厄
を
招
き
、
而
し
て

そ
の
疾
病
も
し
く
は
種
々
の
不
幸
、
災
厄
を
懺
悔
と
行
い
と
に
よ
り
て
こ
れ
を
贖
う
こ
と
を
得
べ
く
、
而
し
て
、
更
に
そ

の
向
上
の
極
点
は
、
神
と
一
致
す
る
と
い
う
信
仰
な
り
し
が
ご

41
）

と
し
。
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日
本
人
の
固
有
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
は
各
自
の
意
思
に
よ
っ
て
神
と
一
致
す
る
ほ
ど
に
更
生
し
得
る
の
で
あ
る
。

廣
池
が
日
々
自
己
の
運
命
に
向
か
い
合
い
、
精
神
的
な
葛
藤
の
中
で
ひ
た
す
ら
に
神
の
意
思
を
体
得
し
た
い
と
願
っ
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
日
本
の
精
神
文
化
の
研
究
成
果
を
経
て
覚
醒
さ
れ
た
「
精
神
的
修
養
（
禊
）」
と
そ
れ
に
伴
う
「
内
界
の
革
命
」

す
な
わ
ち
精
神
的
な
修
養
に
よ
る
更
生
と
い
う
課
題
の
実
践
で
あ
っ
た
。

四

ま
と
め

廣
池
千
九
郎
の
遺
志

廣
池
千
九
郎
の
「
更
生
」
の
事
跡

人
生
半
ば
に
し
て
不
治
の
病
に
罹
っ
た
廣
池
は
、
そ
の
病
床
で
「
心
の
使
い
方
」
を
模
索

し
、
人
心
の
救
済
に
尽
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
体
験
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
誠
」
の
心
の
存
在
に
気
付
い
た
。
つ
ま
り
神

の
力
に
縋
り
、
ひ
た
す
ら
相
手
の
人
の
安
心
と
幸
福
と
を
願
う
心
の
存
在
を
覚
醒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
「
誠
の
意
味
を
体

得
せ
る
実
験
（
誠
の
体
験
）」
で

42
）

あ
る
。
こ
の
体
験
は
闘
病
の
中
、
闇
夜
の
灯
火
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
自
ら
の
人
生
の
根
本
的
な
立
て
替
え
の
可
能
性
を
確
信
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
、
廣
池
は
、
終
生
こ
の
確
信
に
基
づ

い
て
誠
の
心
を
め
ざ
し
て
更
生
の
道
を
歩
み
続
け
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
重
要
な
気
付
き
を
与
え
て
く
れ
た
恩
人
に
「
神
力
無
限
」
と
揮
毫
し
た
書
を
贈
り
、
そ
の
書
に
「
再
生
の
恩

を
謝
す
る
た
め
、
こ
の
語
を
書
し
て
も
っ
て
教
会
に
奉
呈
す
」
と
い
う
謝
辞
を
添
え
て
い
る
。「
再
生
」
と
は
後
の
言
葉
の

「
更
生
」
に
通
じ
る
。
こ
の
間
、
廣
池
に
と
っ
て
日
々
の
生
活
の
す
べ
て
が
更
生
の
場
で
あ
り
、
大
正
時
代
の
博
士
の
「
日
記
」

に
は
、「
再
生
（
更
生
）」
を
期
し
て
日
々
尽
力
す
る
姿
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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た
と
え
ば
、「
身
を
す
て
て
、
今
日
限
り
死
せ
し
も
の
と
定
め
な
さ
い
」
と
指
導

43
）

さ
れ
、
さ
ら
に
「
廣
池
千
九
郎
を
ば
殺
し

て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
も
指
導
さ
れ
て

44
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
真
に
廣
池
の
救
済
を
願
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
徹
底
し
た

更
生
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
対
し
て
廣
池
は
「
重
ね
重
ね
こ
の
こ
と
は
服
膺
し
て
居
り
ま
す
。
区
々
た
る
学

問
才
知
、
神
の
前
で
は
児
戯
で
す
」
と
応
え
て

45
）

い
る
。
徹
底
し
た
更
生
と
は
、
か
く
も
厳
し
い
自
己
と
の
対
峙
が
不
可
欠
で
あ

り
、
今
ま
で
人
生
の
全
て
を
擲
つ
ほ
ど
の
覚
悟
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
体
験
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廣
池
は
「
更
生
」
の
真
義
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
自
我
の
没
却
と
は
自
己
の
本
能
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
自
己
の
保
存
お
よ
び
発
達
に
関
す
る
一
切
の
欲
望
は
も
ち
ろ
ん
、
主

義
・
主
張
・
意
見
も
し
く
は
従
来
の
偏
狭
な
信
仰
等
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
を
抛なげう
つ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
そ
の
代
わ
り

に
、
神
及
び
聖
人
の
心
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
最
高
道
徳
的
知
識
と
最
高
道
徳
心
と
を
わ
が
精
神
に
入
れ
て
、
も
っ
て
我
が
精
神

を
改
造
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
単
に
最
高
道
徳
の
知
識
を
得
、
こ
れ
を
利
用
し
て
幸
福
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
、
単
な
る

開
発
を
受
け
た
だ
け
で
、
救
済
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
文
に
総
括
さ
れ
て

46
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
廣
池
は
自
ら
の
体
験
の
中
で
「
更
生
」
は
困
難
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
自
覚
す
る
と
同
時
に
、
更

生
の
意
義
を
確
信
し
て
い
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
体
験
を
経
て
、

人
間
の
弱
点
は
常
に
利
己
主
義
の
本
能
に
囚
わ
れ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
た
と
い
最
高
道
徳
を
聴
き
て
も
直
ち

に
慈
悲
の
心
の
起
こ
る
も
の
で
も
な
く
、
真
に
伝
統
を
尊
重
す
る
心
の
起
こ
る
も
の
で
も
な
く
、
且
つ
真
に
人
心
を
救
済

し
た
い
と
い
う
心
も
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り

47
）

ま
す
。
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と
述
べ
、
さ
ら
に
「
最
高
道
徳
に
お
け
る
人
心
救
済
は
人
間
固
有
の
利
己
心
を
神
の
心
と
同
じ
も
の
に
改
造
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
困
難
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
と
も
述
べ
て

48
）

い
る
。
そ
し
て
、
更
生
に
つ
い
て
「
最
高
道
徳
に

て
更
生
と
申
す
は
、
動
物
性
か
ら
神
性
に
更
生
し
て
向
上
す
る
事
で
あ
り

49
）

ま
す
。」
と
し
、
ま
た
「
全
て
人
間
の
一
部
分
的
性

質
を
改
め
さ
せ
て
も
、
そ
れ
は
人
間
の
更
生
で
は
な
い
の
で
、
一
つ
の
転
向
で
あ
る
の
で
す
か
ら
、
真
に
つ
ま
ら
ぬ
事
で
あ
る

の

50
）

で
す
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
転
向
」
と
は
人
間
精
神
の
一
部
分
の
変
化
若
し
く
は
そ
の
行
為
の
形
式
の
変
化
を
い
い
、「
更
生
」
と
は
人
間
の

利
己
的
本
能
か
ら
、
神
様
の
慈
悲
至
誠
の
心
に
生
ま
れ
更
わ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
長
い
時
間
と
全
身
全
霊
を
捧
げ

た
不
断
の
努
力
が
不
可
欠
で
あ

51
）

っ
た
。「
今
日
よ
り
微
細
の
事
ま
で
空
即
是
色
の
境
地
を
開
き
、
全
然
真
如
実
相
の
生
活
に
入

る
」
と
い
う
「
更
生
」
の
心
境
を
吐
露
す
る
ま
で
に
実
に
二
十
年
間
の
年
月
を
経
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
更
生
が
い
か
に
困

難
な
課
題
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

52
）

よ
う
。「
更
生
」
を
説
く
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
教
え
は
長
年
に
亘
る
廣
池
自
ら
の
更
生
の

体
験
を
前
提
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
困
難
に
打
ち
勝
ち
、
更
生
す
る
こ
と
は
至
高
の
輝
き
を
放
つ
生
き
方
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
「
人
間
各
自
の
精

神
の
更
生
に
て
、
そ
の
身
に
日
月
の
光
を

53
）

生
ず
」
と
述
べ
、「
聖
人
正
統
の
御
教
え
に
よ
っ
て
、
人
心
の
更
生
を
図
る
事
は
、

モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
究
竟
の
目
的
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
ば
こ
そ
、
廣
池
が
生
涯
を
か
け
て
祖
述
し
た
聖
人
の
教
え
の
尊
さ
で

あ

54
）

っ
た
。

辞
世
に
籠
め
ら
れ
た
廣
池
千
九
郎
の
遺
志

モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
教
え
が
人
々
を
感
化
し
、
安
心
と
幸
福
、
平
和
へ
と
導
く
も
の
で
あ

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
執
筆
し
、
世
に
問
お
う
と
し
て
い
る
当
人
の
人
格
・
品
性
の
程
度
の
如
何
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
聖
人
を
祖
述
し
、
真
に
更
生
を
目
指
す
生
き
方
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
自
ら
の
人
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格
の
向
上
に
心
を
尽
く
し
更
生
を
期
す
る
こ
と
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
教
学
に
聖
人
の
遺
志
を
取
り
込
む
こ
と
で
あ
り
、
モ
ラ
ロ

ジ
ー
の
教
え
に
生
命
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
引
用
し
た
「
い
ま
一
段
聖
者
と
な
ら

ず
ば
…
…
」
と
い
う
意
思
は
廣
池
の
人
生
に
お
い
て
、
年
齢
を
加
え
る
毎
に
さ
ら
に
高
ま
り
、
つ
い
に
、
昭
和
十
年
に
至
り
、

予
の
齢
つ
い
に
古
稀
に
達
す
。
而
し
て
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
基
礎
確
立
し
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
専
攻
塾
も
四
月
よ
り
開
校
す
る
こ

と
と
な
る
。
積
年
の
苦
心
至
誠
の
結
果
、
よ
う
や
く
に
し
て
曙
光
を
見
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
事
業
の
上
よ
り
み
れ
ば
当
該
事
業
の
端
緒
に
過
ぎ
ず
。
こ
れ
よ
り
多
々
ま
す
ま
す
至
誠
努
力

し
て
、
古
聖
人
に
代
わ
り
そ
の
大
目
的
た
る
世
界
人
心
の
開
発
と
人
類
の
永
遠
の
平
和
と
の
実
現
に
邁
進
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
願
わ
く
は
、
天
地
神
明
の
御
照
鑑
、
御
守
護
の
あ
ら
む
こ

55
）

と
を
。

と
い
う
心
境
を
開
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。「
曙
光
」
と
は
、
も
の
ご
と
が
好
転
し
て
い
く
兆
し
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
古

聖
人
に
代
わ
っ
て
」
と
は
、
聖
人
の
道
を
祖
述
す
る
と
い
う
覚
悟
を
記
し
て
い
る
。
聖
人
の
道
を
敬
慕
し
、
そ
の
道
に
従
お
う

と
い
う
祖
述
の
生
き
方
と
更
生
へ
の
意
思
は
、
そ
の
晩
年
に
お
い
て
聖
人
の
生
き
方
と
一
致
し
、「
聖
人
に
代
わ
っ
て
人
類
の

永
遠
の
平
和
を
招
来
さ
せ
る
」
と
い
う
高
い
境
地
へ
と
廣
池
を
導
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
廣
池
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
「
祖
述
」
と
い
う
生
き
方
と
「
更
生
」
を
志
す
意
思
、
そ
し
て
更
生
館
に
託
し
た

悲
願
と
遺
志
と
を
感
じ
つ
つ
、
静
か
な
気
持
ち
で
更
生
館
の
一
室
に
座
す
る
時
、
自
ら
の
言
行
を
心
底
よ
り
省
み
、
廣
池
の
遺

志
を
継
承
し
た
い
と
い
う
意
思
が
湧
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
教
学
は
廣
池
の
「
祖
述
」
に
徹
し
た
人
生
と
「
更

生
」
へ
の
飽
く
こ
と
な
き
意
思
に
よ
っ
て
生
命
を
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
生
命
を
感
じ
つ
つ
、

祖述と更生



と
こ
し
べ
に
我
た
ま
し
ひ
は
茲
に
生
き
て
御
教
守
る
人
々
の
生
ま
れ
更
わ
る
を
祈
り
申
さ
む

と
い
う
辞
世
に
接
し
た
時
、
更
生
し
た
人
の
温
情
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
私
た
ち
は
「
神
｜
伝
統
｜

自
己
」
と
い
う
つ
な
が
り
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
こ
そ
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
「
祖
述
」
と
い
う
生
き
方
へ
導
く

原
動
力
で
あ
り
、「
更
生
」
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注１
）

大
正
十
四
年
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
三

一
五
〇
頁

2
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

3
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
四

七
八
頁
（
昭
和
六
年
五
月
五
日
）

4
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
四

二
二
四
頁
（
昭
和
七
年
四
月
一

日
）

5
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
七

三
七
一
｜
二
頁

6
）

井
出

大
著
『
晩
年
の
廣
池
千
九
郎
博
士
』
二
六
三
頁

7
）

同
上

二
六
三
頁

8
）

同
上

九
七
頁

9
）

同
上

10
）
『
浄
土
往
生
記
』
四
頁

11
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
九

三
九
一
頁

12
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

13
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

14
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

15
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
六

四
｜
五
頁
（
昭
和
十
一
年
一
月
七

日
）

16
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
六

一
三
一
頁
（
昭
和
十
二
年
一
月
二

十
九
日
）

17
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
九

三
四
九
頁

18
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

昭
和
十
年
四
月
一
日

19
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
三

二
一
三
頁
（
昭
和
三
年
十
月
十
六

日
）。

20
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

21
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

22
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

23
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
六

一
〇
三
頁
以
下
「
神
に
対
す
る
孔
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子
の
信
仰
」の
条

24
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

昭
和
十
二
年
「
更
生
の
原
理
」

25
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
八

一
九
一
頁

26
）
『
更
生
殿
説
明
書
』
一
四
頁

27
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
八

二
〇
一
頁

28
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

29
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

昭
和
十
二
年
「
更
生
の
原
理
」

30
）
『
浄
土
往
生
記
』
三
頁

31
）
『
浄
土
往
生
記
』
二
頁

32
）
『
浄
土
往
生
記
』
三
頁

33
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

34
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

35
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
五

六
〇
頁
（
昭
和
九
年
八
月
二
十
六

日
）

36
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

昭
和
十
二
年
「
更
生
の
原
理
」

37
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

同
上

38
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

同
上

39
）
『
神
社
崇
敬
と
宗
教
』
二
頁
（
明
治
四
十
四
年
）

40
）
『
日
本
憲
法
淵
源
論
』
全
集
四

四
三
六
頁
以
下

41
）

遺
稿
「
神
道
史
」
明
治
四
十
三
年

42
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿
「
五
十
鈴
河
畔
の
教
訓
」

43
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
一

一
六
八
頁
（
大
正
二
年
一
月
十
九

日
）

44
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
一

一
二
四
頁
（
大
正
元
年
十
一
月
九

日
）

45
）

同
上

46
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
八

二
二
三
頁

47
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
八

二
一
七
頁

48
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
八

二
二
〇
頁

49
）

同
上

50
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

51
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

52
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
五

六
〇
頁
（
昭
和
八
年
八
月
九
日
）

53
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
八

二
九
七
頁

54
）

廣
池
千
九
郎
遺
稿

55
）
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
五

二
五
九
頁
（
昭
和
十
年
一
月
一
日
）

祖述と更生


