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は

じ

め

に

文
化
と
宗
教
は
極
め
て
密
接
な
關
係
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
よ
り

も
、
宗
教
は
文
化
の
有
力
な

一
部
を
占
め
て
お
り
、

過
去
に
お
い
て

は
勿
論
現
在
で
も
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

し
か
も
最

近
最
先
端
を
い
く
宇
宙
旅
行
の
訓
練
に
宗
教

と
く
に
暉
の
効
果
を
再

認
識
し
よ
う
と
す
る

一
部
の
學
者
の
行
動
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

ま

た
少
敷
の
識
者
は
自
然
科
學
を
も
ふ
く
め
て
の
文
化

の
進
展
に
は
宗

教
は

欠
く
べ
か
ら
ぎ
る

役
割
を

も
つ
て
い
る
こ
と

を

強
調
し
て
い

る
。

こ
う
よ
う
な
特
殊
な
し
か
も
少
敷

の

一
部
の
人
々
の
努
力
や
力

読
に
も
拘
ら
ず
我
が
國
で
は
宗
敏

の
に
な

つ
て
い
る
役
割
は
次
第
に

奪
わ
れ
つ
つ
あ
り
宗
教
に
と
つ
て
は

決
し

て
芳
ば
し
い
時
代
で
は
あ

る
と
は
い
え
な
い
。

反
宗
敏
的
立
場
に
た

つ
人
々
は
勿
論
宗
教
に
同
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情
を
も
つ
人
々
も
近
代
社
会
で
は
宗
教
は
次
第
に
そ
の
姿
を
地
上
か

ら
浸

し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
豫
想
し
て
い
る
。

し
か
る
に

現
實
に
は
既
成
教
團
は
兎
に
角
そ
の
偉
大
な
伽
藍
を
維

持
し
て
お
り
新
興
宗
教
に
い
た
つ
て
は
、

信
者
の
激
埆
を
誇
り
肚
大

な
殿
堂
の
建
設
に
狂
奔
し
て
い
る
。

し
か
も
宗
教
的
行
事
や
祭
禮
は

各
地

に
お
い
て
復
活
し
肚
大
化
し
て
時
に
は
載
前
を
も
し
の
ぐ
勢
で

あ
る
。
こ
の
表
面
的
華
や
か
な
事
實
を
目
に
し
て

果
し
て

一
部
の
人

々
が
考
え
る
よ
う
に
我
が
國
に
お
い
て
は
宗
教
の
衰
滅
の
現
象
が
感

じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

し
か
る
に

一
方
日
毎
の
新
聞
紙
上
に
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
自
殺
や
犯

罪
、
道
徳
の
頽
慶
な
ど
の
阯
會
病
理
現
象
の
激
埆
は

こ
れ
ら
を
護
生

せ
し
め
る
原
因
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
う
ち

で
も
宗
教
は

こ
れ
ら
の
肚
會
悪
の
防
止
に
封
し
て

一
禮
い
か
な
る
意

義
を
も
つ
て
い
る
か
、
果
し
て

こ
れ
ら
を
救
濟
す
る
能
力
を
も
つ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
つ
て
く
る
。

過
去
に
お
い
て
戦
孚

防
止

と
い
う
人
類
最
大
の
問
題
に
封
し
て

一
敗
地
に
ま
み
れ
た
宗
教

が
現
在
こ
の
よ
う
な
切
實
な
非
社
会
的
行
爲

の
防
止
や

救
濟
に
そ
の

無
能
力
を
暴
露
す
る
な
ら
ば

宗
教
は
表
面
の
華
や
か
さ
に
拘
ら
ず

一

切
の
人
々
が
強
調
す
る
よ
う
に
い
よ
い
よ
地
上
か
ら

そ
の
姿
を
清
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に

そ
れ
で
は

一
盟

こ
の
よ
う
な
事
實
は

一
艦
我
が
國
の
み
の

特
殊

な
現
象
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
、
先
進
國
其
他
我
が
國
よ
り
文
化

の
低
い
國
々
に
も
み
ら
れ
る

一
般
的
現
象

で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
つ
て
く
る
。

統
計
は
こ
の
よ
う
な
祉
會
病
理
的
現
象

は
、
世
界
各
國
に
・み
ら
れ
る
載
後
の
現
象

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
は

い
る
が
、

我
が
國
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
現
象
は
と
く
に
著

し
い
と

考
え
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

事
實
我
が
國
で
は
こ
の
よ
う
な
非
社
会
的

現
象
は
急
角
度
を
も
つ
て
上
昇
し
つ
づ
け

て
お
り
、
そ
の
と
ど
ま
る

こ
と
を
知
ら
ず

こ
れ
が
樹
策
に
爲
政
者
は
腐
心
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
黙
か
ら

こ
こ
で
は
広
義

の
日
本
文
化
に
封
し
て
宗

教
は

一
禮
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
、
ま
た
宗
教

の
果
し

て
い
る
役
割
や
機
能
が
日
本
文
化

の
底
流

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

効
果
を
護
揮
し
て
い
る
か
、
ま
た

さ
き
に
あ
げ
た
反
社
会
的
反
文
化

的
現
象
を
防
止
し
て
、
文
化
の
進
展
に
寄
與
し
て
い
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
小
論

の
目
的
で
あ

る
。

第

一
章

文
化

と
は
何

か

文
化
の
概
念
、
邸
ち

文
化
と
は

一
膿
何

か
、
と
い
う
こ
と
は
從
來

か
ら

し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
て
來
た
し
現
在

で
も
人
々
の
關
心
を
と
ら

え
る
概
念
と
な
つ
て
い
る
が
、

そ
の
意
味

は
決
し
て

一
様
で
な
い
。

と
く
に
載
後
日
常
語

の
な
か
に
文
化
と
い
う
こ
と
ば
が
濫
用
さ
れ
、

人
間
の
生
み
出
し
た
最
高

の
贋
値

で
あ
る

藝
術
や
科
學
か
ら
毫
所
用
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具
の
李
凡
な
日
常
品
に
ま
で
使
用
さ
れ
て
そ
の
概
念
把
握
を

ま
す
ま

す
困
難

に
し
て
い
る
。

し
か
し
有
名
な
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
人
類
學
者
タ
イ
ラ
ー
は

"文
化

と
は
知
識
、
信
仰
、
藝
術
、
道
徳
、
法
律
、
慣
習

及
び
社
会
の
成
員

と
し
て

の
人
間
に
よ
つ
て
獲
得
さ
れ
た
。

そ
の
技
能
及
び
慣
習
を
ふ

く
む
複
合
的
全
膿
で
あ
る
"
と
定
義

し
て
お
り
、
ま
た

そ
の
流
れ
を

く
む

ロ
ヰ
ー
に
よ
れ
ば

"文
化
と
は

個
人
が
肚
會
か
ら
獲
得
す
る
す

べ
て
で
あ
る
。
印
ち

個
人
が
自
己
の
創
造
的
活
動
に
よ
つ
て
、
彼
に

く
る
も

の
で
な
く
、
形
式
的
非
形
式
的
類
別
に
よ
つ
て
傳
え
ら
れ
る

過
去

か
ら
の
遺
産
と
し
て
來

る
。

信
仰
、
慣
習
、
藝
術
的
規
範
、
食

物
慣
習
、
技
術
が
こ
れ
で
あ
る
。
"
と
し

さ
ら
に

"文
化
と
は
、
科

學
的

な
意
義
に
お
い
て
は
文
化
は
類
ま
れ
な
る
洗
練
や
教
養
を
意
味

す
る
の
で
な
く
し
て
、
肚
會
的
.傳
統

(ωO
O
一9一
げH9
◎
一梓一〇
b')
の
す
べ

て
で
あ
る
。
そ
れ
は
偉
大
な
る
人
類
學
者
タ
イ
ラ
ー
が
述
べ
た
よ
う

に
社
会

の
成
員
と
し
て
の
人
間
に
よ
つ
て
、
獲
得
せ
ら
れ
て
、

技
能

や
慣
習

を
包
含
す
る
。
文
化
は
、
他
の
方
法
印
ち

生
物
系
的
遺
傳
に

よ
つ
て
獲
得
せ
ら
れ
た
。
多
く
の
特
性
と
は
野
比
さ
れ
る
之
等
の
技

能
や
慣
習

の
す
べ
て
を
ふ
く
む
"
と
定
義
し
て
い
る
。

ま
た
、

ア
メ
リ
カ
人
類
學
の
父
と
い
わ
れ
て
い
る

ボ
ー
ア
ズ
は
、

"文
化

は

一
肚
會
集
團
を
構
成
す
る
。

諸
個
人
が
集
團
的
個
別
的
に

彼
等

の
自
然
環
境
、
他
の
集
團
そ
の
集
團

の
他
の
成
員

及
び
各
個
人

が
彼

自
身
に
關
係
し
て
の
行
爲
を
特
徴
づ
け
る
精
神
的
肉
艦
反
鷹
及

び
活
動
の
総
艦
と
し
て
定
義
さ
れ
う
る
。
そ

れ
は

ま
た
、
之
等
の
濫

動
と
そ
の
集
團
の
生
活
に
お
け
る

そ
の
役
割
の
産
物
を
包
含
す
る
。

し
か
し
之
等
の
生
活
の
諸
々
の
面
の
軍
な
る
列
學
が
文
化
を
構
成
す

る
の
で
は
な
い
。

文
化
の
要
求
は

濁
立
的

で
な
く
、

一
つ
の
構
造

(QDげHdrOげd「円①
)
を
も
つ
て
い
る
か
ら
列
睾
以
上
の
も
の
で
あ
る
"
と

規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
文
化
と
は
生
活
様
式

(芝
ミ

O
h
ま
①)
で
あ
つ

て
文
化
は

ど
の
肚
會
か
の
成
員

の
あ
つ
か
る
慣
習
観
念
及
び
態
度
の

組
織
せ
ら
れ
た
集
團
で
あ
る
と
か
、

一
つ
の
文
化
と
は
、

一
集
團
の

全
員
も
し
く
は

特
定

の
成
員
が
あ
つ
か
る
傾
向
の
あ
る
生
活
の
爲
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
工
夫

の
歴
史
的
に
獲
得
せ
ら
れ
た

一
膿
系
で
あ
る
と

い
う
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
の
立
場
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
か
。

以
上
あ

げ
た
種
々
の
文
化

の
概
念
の
規
定

の
な
か
に

共
通
に
み
ら
れ
る
重
要

な
こ
と
は

い
つ
れ
も
文
化
を
肚
會
的
集
團
的
な
も
の
と
み
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

文
化
は
超
個
人
的
で
あ
る
客
体
で
あ

つ
て
、
集
團
の
な

か
の
個
人
の
生
死
に
か
か
わ
ら
ず
存
績
す

る
も
の
で
あ
る
。

こ
と
に

文
化
を
生
活
様
式
と
み
る
考
え
方
は

と
く

に
こ
の
よ
う
な
観
黙
に
た

つ
も
の
で
あ
る
。

從

つ
て
、
文
化
は

ま
た
歴
史
的
に
獲
得

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
鮎
に
特
徴
が
あ
る
。
邸
ち

文
化
は
過
去
か
ら
の
遺
産
で
あ
り
砒
會

的
傳
統
で
あ
る
。
勿
論

文
化
は
人
間
が
に
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
文

化
の
奥
に
は
生
物
學
的
人
間
が
あ
る
か

し
か
し
生
物
學
的
遺
傳
に
よ
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つ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

歴
史
的
経
験
に
よ
つ
て
、
獲
得
さ

れ
た
、

廣
い
意
味
の

生
活
の

工
天
が

文
化

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
結
局
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り

包
括
的
な
意
味

に
お
い
て
文
化
と

は
、
世
代
か
ら
世
代
に
う
け

つ
が
れ
る
學
習
に
よ
つ
て
、
後
天
的
に

獲
得

さ
れ
た
行
動
様
式

(妻
翅

○
隔
σ
o匿
ぞ
δ
H)
あ
る
い
は
生
活
様

式

(
妻
ρ
唄
○
{
ま
Φ
)
の
練
艦
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

そ
し
て

こ
の
よ
う
な
、
意
味

に
お
け
る
文
化
は
、
人
間
を
動
物
か
ら

匿
別

す
る
最
大

の
目
じ
る
し
で
あ
り
、

從
つ
て
文
化
は
人
間
だ
け
の

所
有
物
で
あ
り
、
創
造
物

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は

後
天
的
に
獲
得
さ
れ
た
人

間
的
行
動
が
す
べ
て
文
化

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
で
き
な
い

と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
あ
る
肚
會
の
全
員
に
よ
つ
て
、
あ
る
い

は
そ
の

一
部
に
よ
つ
て
、
承
認
さ
れ
、
理
解
さ
れ
た

行
動
様
式
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

杜
會
的
に
全
く
理
解
さ
れ
ず
支
持
さ
れ
ず
様
式

化
さ
れ
な
い
行
動
は
そ
の
後
人
だ
け
の
特
異
な
行
動
と
し
て
文
化
か

ら
匠
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は

さ
き
に
あ
げ
た
多

く
の
學
者
が
す
べ
て

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
も
充
分
銘
記

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
文
化
を
定
義
し
て
、
つ
ぎ
に

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
で

は

一
艦
、
文
化
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
て

わ
れ
わ
れ
人
間
に
働

き
か
け
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
と
、
丁
度
、
人
間
と
文
化
と
の
關

係
は
動
物
と
そ
の
本
能
と
の
關
係
に
封
鷹
し
て
い
る
。

た
と
え
て
み

れ
ば
人
間
は
そ
の
生
存

の
た
め
に

生
物
的
な
本
能
を
失

つ
た
と
同
じ

程
度
に
お
い
て
文
化
を
獲
得
し
た
と
い
え
る
。
本
能
か
ら
は
な
れ
て

生
活
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
文
化

に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
に
な
つ
て
く
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
人
聞
は

出
生
以
來

、

一
個
の
濁
立
し
た
成
員

に
な
る
ま
で
に
他

の
生
物
に
比
較
し
て
、

最
も
長
い
期
間
、
保
護
を

必
要
と
す
る
生
物

で
あ
る
。
そ
の
期
間
を
人
間
は

も
つ
ば
ら
文
化
的

行
動
様
式
の
學
習
に
費

し
て
し
る
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
文
化
は
こ
の
よ
う
に
人
間
に
と
つ
て
、
た
だ
輩
に
本
能

の
代
用
品
と
し
て
、
そ
の
欲
求
を

充
足
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
、
そ
の

機
能
と
し
て
い
る
の
で
な
く
、
さ
ら
に
文
化
は
特
定
の
敵
會
の
秩
序

維
持

の
最
も
有
力
な
手
段
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
師
ち

文
化

は
先
天
的
後
天
的
欲
求
の
充
足
の
み
な
ら
ず
、
個
人
の
欲
求
を

抑
制

し
束
縛

し
、
あ
る
い
は
た
だ

肚
會
的
に
公
認
さ
れ
た
手
段
方
法
に
の

み
よ
つ
て
欲
求
充
足
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
解
放
よ
り
は
束
縛
、
創

造
よ
り
は
制
限
、
内
的
要
求
よ
り
は
杜
會
的
期
待
、
さ
ら
に

個
人
の

好
意
や
幸
不
幸
と
は
無
關
係
に
肚
會
の
統

一
を
つ
よ
め
る
た
め
に
強

制
的
束
縛
的
に
個
人
に
服
從
を
求
め
る
と

こ
ろ
に

文
化
の
第
二
の
機

能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

文
化
の
概
念
と
そ
の
機
能
を

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
つ

ぎ
に
問
題
に
な
る
の
は
文
化

の
な
か
で
極
め
て
、
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
る
宗
教
の
特
質
と
そ
の
機
能
で
あ
る
。

宗
教
を
も
た
な
い
民
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族
は
、

な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
宗
教
は

文
化
の
普
遍
的
形
式
の

一
つ

で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
は
極
め
て
古
い
文
化

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に

そ
の
具
艘
的
形
態
は
複
雑
多
様

で
あ
る
。

そ
れ
故
、
宗
教
と
は

一
禮

何
か
と

い
う
こ
と
を

一
つ
の
概
念

の
な
か
に
包
括
す
る
こ
と
は

不
可

能
に
近

い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

一
鷹
宗
教
を

超
自
然
に
關
係
す
る

人
間

の
心
理
と
行
動

及
び
理
論
と
集
團
と
規
定

し
て
考

え
て
み
る
と

原
始
的
自
然
宗
教
や

高
度

の
創
唱
的
文
化
宗
教
其
他
種
々
の
宗
教
を

も
と
ら
え
る
こ
と
が
出
來

る
。

元
來
人
間
存
在
そ
の
も
の
が

合
理
性
と
非
合
理
性
と
の
矛
盾
的
同

時
存
在

し
て
あ
る
以
上
、

人
々
は
、
爾
者
σ
孚
剋

に
常
に
悩
ま
さ
れ

る
。

い
わ
ゆ
る
人
間

の
生
活
の
危
機
、
師
ち

感
情
的
緊
張
状
態
が
訪

れ
る
と

最
初
は
合
理
的
方
法
に
よ
つ
て
、
解
決
し
よ
う
と
し
な
が
ら

そ
れ
が
不
成
功

に
終
り
そ
の
方
法
で
は

不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

つ
ぎ
に
は
非
合
理
的
な
方
法
に
よ
つ
て
こ
れ
か
ら
逃
れ
そ
れ
を

解
決
し
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ば
宗
教
は
、
人
聞

の
も
つ
欲
求
を
非
合

理
的
な
方
法

で
み
た
す

一
つ
の
手
段

で
あ
る
と
も

い
え
る
。
こ
と
に

人
間

の
欲
求
の
最
大
の
も
の
は
、
生
命
の
横
充
と

そ
の
安
全
で

あ

る
。

し
か
る
に
人
間
は

可
死
的
動
物
と
し
て
、
地
上
に
生
れ
る
と
同

時

に
悲
惨
な
宿
命
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

不
可
解
な
現

象
は
合

理
的
到
噺
や
方
法
で
解
決
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
こ
に

宗
教

の
極
め
て
重
要
な
機
能
の

一
つ
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
宗
教
は
種

々
の
個
人
的
欲
求
を
非
合
理
的
方
法

で
み
た
す
が
、

し
か
し
こ
の
個

人
的
存
在
は
必
然
的
に
祉
會
的
成
員
と
し
て
、
集
團
に
保
護
さ
れ
そ

の
庇
護
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
そ
の
生
命
を
維
持
し
、

そ
の
欲
求
を
充

足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

從
つ
て
、
ま
た
逆
に
集
團
自
禮
が
意
識
的

に
宗
教
的
機
能
を
利
用

し
て
、
そ
の
結
合
強
化
や
秩
序
維
持

に
つ
と
め
る
場
合
も
あ
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
は

元
來
人
間
は
集
團
の
利
盆
に
反
し
て
、
個
人
的
な

利
己
的
要
求
に
ま
け
る
動
物
で
あ
り
、
例
え
ば

戦
う
べ
き
と
さ
に
載

う
こ
と
を
恐
れ
、
ふ
れ
て
は

な
ら
な
い
異

性
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
傾

向
が
強
く
こ
の
よ
う
な
利
己
的
要
求
を
放

任
し
て
お
く
と
、
集
團
生

活
は
破
壊
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
よ
う
な
感
情
的
衝
動

的
な
利
己
的
關
心
に
負
け
よ
う
と
す
る
個
人
に
対
し
て
、
理
性
的
判

断
に
訴
え
て

え
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
無
駄
で
あ
り
、
え

れ
に
封
抗
す
る
力
も

や
は
り
衝
動
的
非
合

理
的
な
感
力
に
よ
つ
て
人

間
に
訴
え
る
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
、

そ
の
力
と
し
て

道
徳
、

と
く
に
宗
教
が
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
宗
教
は
こ
の
機
能
を
利
用
し
強
化

し
て
、
合
理
的
な
個
人

的
要
求
を
お
し
ま
げ
て
ま
で
も

肚
會
秩
序
を
維
持
す
る
非
合
理
手
段

と
な
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
肚
會
が
十
分
分
化
せ
ず
階
級
に
封
立
為

著
し
く
な
く
、
等
質
的
未
分
化
な

原
始
的
軍
純
肚
會
で
は
、
宗
教
は

そ
の
ま
ま
集
團
的
感
情
の
統

一
と
強
化
に
役
立
つ
て
い
る
。

し
か
し
、
階
級
分
化
が
強
ま
り
経
濟
的
貧

困
に
苦
し
み
文
化
的
生

活
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
、
抑
墜
さ
れ
た
被
支
配
階
級
が

う
ま
れ
て
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く
る
と
、
彼
等
は
こ
の
よ
う
な
段
階
か
ら

脱
出
し
よ
う
と
企
て
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
要
求
が
實
現
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば

そ
れ
は
直
ち

に
支
配
階
級
の
利
盆
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
時
、
支
配
者

は
宗
教
を
利
用
し
て
、
彼
等
の
現
世
的
要
求
を
す
て
さ
せ
來
世

の
幸

幅
を
約
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

師
ち

眼
を
地
上
か
ら
天
上
に
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が

宗
教
自
身
も
ま
た
、
天
上
や
來
世
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
地
上
の

こ
と

に
も
關
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

一
般
に
宗
教
は

神
の
名
に
お

い
て
肚
會
秩
序
を
尊
重
し
、
支
配
者
の
樺
威
に
服
從
し
集
團
的
な
行

動
規
準
に
從
順
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
封
人
間
的
に
お
い
て
は

圖
孚
で

な
く
、
和
解
の
精
神
を
守
る
べ
き
こ
と
を
説
く
。

こ
の
こ
と
は
現
在

の
秩
序
を
維
持
し
、
彼
等

の
地
位
を

回
守
し
よ
う
と
す
る
支
配
階
級

に
と

つ
て
は
ま
こ
と
に
好
都
合

の
教
義
と
な
る
。

一
方
被
支
配
階
級
は

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
教
義
を
う
け
入
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て

現
世
的
な
生
活

へ
の
要
求
を
放
棄
し
、
現
世
に
失
望
し

て
、
來
世
の
報
償
と
幸
輻
を
期
待
し
う
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

宗
教
は

現
在
の
階
級
的

耐
會
秩
序
を
固
定

し
、
強
化
す
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。

第
二
章

日
本
文
化
の
性
格

日
本
文
化
の
問
題
を
と
ら
え
る
ま
え
に
わ
れ
わ
れ
は

ま
ず
日
本
文

化

の
お
か
れ
て
い
る
場
で
あ
る
現
代
文
化

の
特
質
を

一
鷹
顧
み
る
こ

と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
資
本
主
義
肚
會
で
は
と
く
に
そ
れ
が

た
え
ず
動
揺
し
攣
化
が
は
げ

し
い
だ
け
に
そ
の
性
格
を
と
ら
え
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
が

現
代
文
化

の
特
色
を
強
い
て
あ
げ

る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

い
つ
れ
も
資
本
主
義
と
機
械
主
義
と
い
う
二
つ

の
基
盤
の
上
に
立
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

元
來

巨
大
な
動
力
に
よ
つ
て
か
動
さ
れ

て
い
る
大
工
場
の
機
械
的

生
産
は
、

一
八
世
紀
末
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
産
業
革

命
の
結
果

は
じ
め
て
可
能
に
な
つ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
し

か
し
資
本
主
義
は

そ
れ
以
前
に
す
で
に
そ
の
農
制
を
と
と
の
え
て
お

り
、
機
械
主
義
は

い
わ
ば
こ
の
資
本
主
義

に
刺
戟
さ
れ
、
そ
の
胎
内

か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
で
は

資
本
主
義
を
も
の
り
越
え

て
、
つ
き
す
す
ん
で
い
る
状
勢
で
あ
る
。
あ
る
い
は
機
械
主
義
を
経

験
し
な
い
資
本
主
義
時
代
が
存
在
し
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
を
知
ら

な
い
機
械
主
義
も
將
來
あ
ら
わ
れ
る
か
も
知

ら
な
い
の
で
あ
る
。

し

か
し

い
つ
れ
に
し
て
も
資
本
主
義
は
現
代
文
化
に
階
級
性
と
螢
利
性

と
い
う
特
質
を
與
え
、
機
械
主
義
は
文
化

に
書

一
性
と
合
理
性
と
い

う
特
質
を
與
　え
て
い
る
。

ま
つ
文
化
の
階
級
性
に
つ
い
て
の
べ
る
と
、
資
本
主
義
制
度
は
、歴

史
的
に
は
、
古
い
封
建
的
支
配
者
に
封
す
る
新
興
市
民
階
級

印
ち
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
圖
孚
と
い
う

過
程
を
と

つ
て
成
立
し
て
來
た
、
從

つ
て
市
民
階
級
の
利
害
を
代
辮
し
、
そ
の
要

求
を
擁
護

し
、
そ
の
趣
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味
に

一
致
す
る
よ
う
な

文
化
が
観
迎
さ
れ
、
支
配
階
級
の
も
つ
慣
習

や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
む
し
ろ
攻
撃

の
ま
と
と
な
つ
た
。

例
え
ば
、
人

聞

の
現
世
的
欲
求
の
肯
定
と

そ
の
追
求
個
人
主
義
道
徳
の
支
持
、
人

間
や

自
然
に
封
す
る
客
観
的
科
學
的
態
度
と
い
う
よ
う
な
贋
値
と
理

想
の
實
現
に
努
力
し
た
。

し
か

し
當
時

の
封
建
的
束
縛
の
打
破
を
叫
ん
で
こ
れ
と
戦
い
成
功

し
て
完
全
に
支
配
槽
を
握
つ
た
新
興
市
民
階
級
は
、
や
が
て
国
家
構

力
を
背
景
と
し
て
、
教
養
と
宣
傳
と
い
う
武
器
を
用
い
て

一
切
の
人

々
を
除

い
て
す
べ
て
の
文
的
行
動
様
式
に
現
状
維
持
と
い
う

一
つ
の

枠
を

は
め
よ
う
と
し
た
、
と
く
に
支
配
権
を
掌
握
し
た

一
部
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
彼
等
の
特
灌
的
立
場
を
擁
護
す
る
た
め
に
文
化

の
超

階
級
性

を
主
唱
し
た
か
ら
、
そ
の
行
動
は
保
守
的
に
な
り
、
と
き
に

は
反
動
的
に
さ
え
な
つ
て
い
つ
た
。

し
か
し
、
被
支
配
階
級
で
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
や

一
部
の
進

歩
的
知
識
人
は
、
支
配
階
級
の
文
化
に
抵
抗
し
て
、

自
己
の
属
す
る

階
級

に
ふ
さ
わ
し
い
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
し
て

文
化
の
階
級
性
を

明
白
に
自
覧
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に

文
化
的
階
級
圖
孚
が
お
こ

る
。さ

ら
に
資
本
主
義
文
化
の
第
二
の
特
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た

螢
利

性
も
、

こ
こ
で
は
明
確
に
打
ち
だ
さ
れ
て
く
る
。
元
來

資
本
主
義
は

あ
ら
ゆ
る
生
産
物
や
事
象
は

す
べ
て
責
買
の
可
能
な
商
品
と
し
て

一

鷹
貨
幣
贋
値
に
換
算

し
て
評
贋
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
學
問
や
藝
術

作
品
も
と
き
に
は

思
想
や
道
徳
さ
え
も
螢
利
的
打
算
的
性
格
を
附
與

さ
れ
て
評
償
さ
れ
る
。

そ
し
て

こ
の
よ
う
な
交
化
の
螢
利
性
は
、
大
衆
の
欲
求
に
封
し
て

敏
感
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
反
封
に

大
衆
の
欲
求
を
意
識
的
に
新

し
く
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る

い
わ
ゆ
る
流
行
現
象
が
こ
れ
で
あ
り
、

こ
の
傾
向
が
高
度
化
さ
れ
る
と
、
大
衆
か
ら

自
登
的
な
文
化
の
選
澤

能
力
を
奪

い
と
つ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
文
化
に
影
響
を
與
え
て

い
る
、
さ
ら
に

一
つ
の

力
は
さ
き
に
あ
げ
た
機
械
主
義
で
あ
る
。
機

械
の
直
接
の
効
果
は

古

代
的
中
世
的
な
封
鎖
肚
會

の
垣
根
を
取
り
彿

い
世
界
を
文
字
通
り

一

つ
の
世
界
に
包
括
す
る
よ
う
な
肚
會
生
活

の
領
域
を

極
度
に
籏
大
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
振
大
し
た
社
會
形
態
に
よ
つ
て
物
質

は
勿
論

精
神
の
機
械
的
生
産
に
よ
る
文
化

の
謁

一
化
と
機
械
文
化
に

も
と
つ
く
文
化
の
合
理
化
と
い
う

二
つ
の
結
果
を
う
み
だ
し
た
。

印
ち

書

一
化
さ
れ
た
生
産
物
や
商
品
、
精
神
文
化
を
使
用
す
る
現

代
人
の
生
活
は
個
性
や
民
族
差
を
縮
少
し
て

そ
の
生
活
を
ま
す
ま
す

無
差
別
の
方
向
に
お
し
や
つ
て
い
る
。
さ
ら
に

マ
ス

・
コ
ミ
ユ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
力
は
魔
術
の
威
力
は
精
神
や

思
想
の
憲

一
化
を
も
促
進

し
て
い
る
。

思
想
や
精
聯

の
資
困
と
濁
創

の
欠
如
は
、
機
械
主
義
が

生
み
出
し
た
野
生
見
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
謁

一
化
と
な
ら
ん
で
、
機
械
主
義
の
も
た
ら
し
た
第

二
の
結
果
は
、
そ
の
合
理
性
で
あ
る
。
合

理
性
と
は

い
う
ま
で
も
な
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く
、
目
的
に
封
す
る
手
段
や

方
法
を
過
不
足
な
し
に
、
計
算
し
そ
れ

に
も
と
つ
い
て
行
動
す
る
態
度
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
合
理
主
義
は
、
ま
つ

能
傘
主
義
と
な
つ
て
あ

ら
わ
れ
て
く
る
、
そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
に
能
率
主
義
が
要
求
せ
ら

れ
、
そ

の
努
力
が

つ
ね
に
く
り
か
え
し
も
と
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
現
代
の
巨
大
な
渦
巻
、
師
ち

さ
き
に
あ
げ
た

階
級
性

と
螢
利
性
書

一
性
と
合
理
性
、
と
い
う

現
代
文
化
の
流
れ
か

ら
お
し
だ
さ
れ
た
現
代
人
は
精
神
的
に
こ
れ
と
封
抗
す
る
こ
と
も
で

さ
ず
、

そ
れ
か
ら
逃
避
し
て
枇
會
の
め
だ
た
な
い
す
み
で

さ
さ
や
か

な
自
己

の
個
性

の
表
現
に
つ
と
め
て
自
己
満
足
に

ふ
け
ろ
う
と
す
る

傾
向
が
少
く
な
い
。

以
上
概
観
し
た
現
代
文
化
の
特
質
は
、
多
か
れ
少
か
れ

日
本
文
化

の
な
か
に
流
れ
て
い
る
特
質
で
あ
る
、
と
い
つ
て
も

大
き
な
誤
り
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば

特
殊
な
ゆ
が
み
が
み
ら
れ
る
に
し

て
も
資
本
主
義

及
び
機
械
主
義
の
極
め
て
嚢
達
し
た
國
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
日
本
に
特
殊
な
ゆ
が
み
が
反
映
し
て

日
本
の
現
代

文
化
に
も
特
殊
な
ゆ
が
み
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
つ
第

一
に
感
ず
る
こ
と
は
、
わ
が
國
の
歴
史
的
傳
統
が

便
値
あ

る
も

の
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
打
倒
し
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
重
荷
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
上
は
の
し
か
か
つ
て
い
る

と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
勿
論
歴
史
が
前
進
し
文
化
が
進
歩
す
る
た
め
に
は
、
古
い

時
代
や
傳
統
と
意
識
的
に
封
決
し
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
闘
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、
市
民
精
紳
が

激
烈
な
闘

い
に
よ
つ
て
、
中
世
文
化
を
打
倒
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て

肚
會
は
革
命

に
よ
り
、
文
化
は
噺
縄
に
よ
つ
て
進
歩
し
た
。
勿
論

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の

近
代
文
化
に
お
い
て
も
い
ま
な
お

中
世
文
化
の
傳
統
が
根
強
く
淺
存

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
徹
底
的
に
克
服
さ
れ
た
の
ち
、
再
び

新
し
い

形
で
師
ち
新
し
い
時
代
精
神
の
き
び
し
い
批
鋼
の
眼
に
た
え
る
よ
う

な
形
で
復
活
さ
れ
て
、
文
化
の
進
展
と
寄
與

し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
文
化
の
場
合
に
は
、
古
い
文
化
に
封
す
る
徹
底
的

な
意
識
的
な
闘
い
は
経
験
さ
れ
な
か
つ
た
の
は
、
丁
度

徹
底
的
な
肚

會
革
命
が
騒
験
さ
れ
な
か
つ
た
の
と
表
裏

の
關
係
に
な
つ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、

一
般
に
日
本
文
化
は

一
種

の
自
己
渦
足
的
な
傳
統
主
義

の
な
か
で
安
脈
を
む
さ
ぼ
り
、
古

い
時
代
意
識
が

そ
の
ま
ま
新

し
い

時
代
に
な
し
く
ず
し
に
う
け

つ
が
れ
て
來
た
。
從

つ
て

日
本

の
現
代

文
代
に
は
古
代
や
中
世

の
精
神
や
文
化
が
資
本
主
義
文
化
や
機
械
主

義
文
化
と
い
り
ま
じ
つ
て
、
非
合
理
的
な

ゆ
が
ん
だ
形
態
と
な
つ
て

い
る
。

そ
し
て
古
代
文
化
や
中
世
文
化
は
、
現
代
と
の

き
び
し
い
封
決
を

経
て
い
な
い
た
め
、
現
代
の
眞
實
の
要
求

に

こ
た
え
る
こ
と
は
で
き

ず
、
と
き
に
は
強
制
的
、
と
き
に
は
懐
古
趣
味
的
に
の
み
利
用
さ
れ

結
局
社
会
的
進
歩
の
た
め
の
推
進
力
と
な
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

重
荷

と
な
つ
て
さ
え
い
る
Q

こ
の
よ
う
に
重
荷
と
な
つ
た

文
化
的
傳
統
を
か
か
え
こ
ん
で
い
る
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國

に
つ
ぎ
つ
ぎ

新
し
い
文
化
が
外
國
か
ら
移
入
さ
れ
る
。
文
化
の
ゆ

が
み
は

一
層
甚
だ
し
く
な
つ
て
く
る
。
外
國
文
化
は
最
初
は
必
要
と

し
て
、

つ
ぎ
に
は

盧
榮
的
灌
威
主
義
的
態
度
に
さ
さ
え
ら
れ
て
輸
入

さ
れ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
輸
入
文
化
は
質
的
に
こ
と
な
つ
た
文
化
を

支
持
す

る
階
層
に
よ
つ
て

こ
と
な
つ
た
力
の
抵
抗
を
う
け
る
。
と
く

に
文
化
度
の
低
い
階
層
か
ら

強
い
抵
抗
を
う
け
て
ゆ
が
め
ら
れ
、
そ

の
結
果
、
輸
入
文
化
は

そ
れ
自
身
の
同

一
性
を
失
い
、
あ
ら
ゆ
る
面

で
卑
少
化
さ
れ
、
歪
曲
き
れ
て

あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と

と
も

に
、

一
方
で
は
外
國
文
化
と
日
本
文
化
の
妥
協

師
ち
折
衷
主
義

が
あ
ら

わ
れ
、
そ
れ
が
物
質
面
の
み
な
ら
ず

精
神
面
に
ま
で
あ
ら
わ

れ
て
、
日
本
文
化
の
内
的
な
構
造
の
脆
弱
さ
を

し
め
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
文
化
の
脆
弱
さ
は
、

そ
の
内
部
に
巨
大
な
断
層

と
な

つ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
と
く
に
文
化
人
知
識
人
と

一
般
大
衆
と
の

文
化
的
断
層
、
あ
る
い
に
都
市
と
農
村
と
の
断
層
と
な
つ
て

と
く
に

著
し
い
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
文
化
的
断
層
や
そ
の
破
行
性
は
、
植

民
地
的
雑
種
文
化
の
績
出
と
な
り
、
そ
し
て

こ
こ
に
深
い
劣
等
感
が

あ
ら

わ
れ
國
民
全
般
を
苦
し
め
て
い
る
。

そ
れ
と
と
も
に
敗
載
を
契
機
と
し
て
、
経
濟
的
困
齪
と
精
紳
的
動

揺
は

か
れ
ら
自
身

の
思
想
と
力
に
封
す
る
信
頼
を
喪
失
さ
せ
、
そ
の

結
果
自
主
的
な
精
肺
を
う
し
な
わ
す
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
こ
で

彼
等

は
何

か
彼
以
上
の
力
を
た
よ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
解
決
し
よ
う
と
し

た
。
そ
し
て
彼
等
は
宗
教
的
機
能
を
薄
弱

に
し
た
既
成
宗
教
に
よ
つ

て
救
濟
さ
れ
る
よ
り
も
非
合
理
的
現
世
主
義
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
新
宗

教
の
門
に
殺
到
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

日
本
宗
数
の
特
質

一
見

日
本
は
實
に
宗
敏
の
盛
ん
な
宗
教
國
で
あ
る
。

一
部
の
知
識

人
や
學
生
、
あ
る
い
は

急
進
的
な
肚
會
主
義
者
を
除
い
て
は
、

一
般

大
衆
は
依
然
と
し
て

宗
教
に
多
大
の
關
心
を
い
だ
き
、
そ
の
必
要
性

を
感
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
實
が
多
歎
の
宗
敏
團
禮
と

そ
れ
に
附
随
す
る
彪
大

な
宗
敏
施
設
と
な
り
、
ま
た
國
民
の
総
人

口
敷
を
上
廻
る
信
者
敷
と

な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
日
本
は

表
面
上
は
と
も
か
く
佛
教
國

で
あ
り
、
國
民
の
大
部

分
は
佛
敢
徒
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う

に

各
家
庭

に
は
佛
檀
を

安
置
し
て
佛
像
や
租
嬢
を
ま

つ
り
、

一
般

に
佛
教

の
方
法

に
よ
つ
て

そ
の
祭
祀
儀
禮
を
取
り
お
こ
な
つ
て
い
る
。

ま
た

一
方

で
は
、
民
族

的
性
格
の
つ
よ
い
紳
道

に
属
す
る
神
杜
信
仰
を
通
じ
て
、
各
家
庭
ご

と
に
神
棚
を
設
け
て

こ
れ
を
日
夜
崇
舞
し
て
お
り
、
死
亡
以
外
の
出

生
、
結
婚
そ
の
他
の
通
過
儀
禮

の
大
部
分
は

神
道
的
方
法
に
よ
つ
て

お
こ
な
つ
て
い
る
の
が

一
般
で
あ
る
。
さ
ら
に

こ
の
よ
う
な
創
唱
的

宗
教
や
國
民
的
宗
教
以
外
に
自
然
宗
敏
的
俗

信
や

民
間
信
仰
に
も
關

心
を
も
ち
、
家
庭
内

の
み
な
ら
ず

路
上
に
お
い
て
も
雑
多
な
賜
た
だ

し
い
諸
佛
諸
神
や
諸
塞
そ
の
他
の
宗
教
施
設

を
安
置
し
て
い
る
。
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さ
ら
に
こ
れ
ら
在
來

の
宗
教
の
み
な
ら
ず

明
治
以
来
、
と
く
に
第

二
次
大
載
後
は

西
敵
の
宗
教
で
あ
り
キ
リ
ト
教
も
そ
の
資
力
と
熱
烈

な
傳

道
力

に
よ
つ
て
、
次
第

に
知
識
人
や
上
層
部
の
人
々
の
關
心
を

ひ
き

つ
つ
あ
る
。
し
か
も

こ
れ
ら
複
雑
な
宗
教
現
象
の
な
か
で
も
最

も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
新
宗
教

い
わ
ゆ
る
新
興
宗
教
の
極
め
て
目

覧
ま
し
い
嚢
展
で
あ
り
、
そ
の
強
力
な
組
織
力
と
巧
妙
な

し
か
も
狂

的
な
宣
傳
力
は
我
が
國
民
の
宗
教
生
活
に
あ
る
意
味

で
の
攣
革
を
與

え
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
新
奮
を
問
わ
な
い
種

々
雑
多
な
諸

宗
教

は
そ
の
う
ち
に
多
少
の
消
長
は
あ
つ
て
も

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
大
殿

堂
や
大
伽
藍
を
維
持
し
、
し
か
も
時
に
は
新
し
い
大
宗
教
施
設

の
建

設
さ
え
行
わ
れ
て
い
る
の
が
日
本
の
宗
教
的
現
實
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
魑
だ
し
い
宗
教
施
設
と

そ
れ
に
從
事
す
る
多
敷

の
宗
教

家
は

か
な
り
熱
心
に
宗
教
活
動
に
働
い
て
い
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
國
民
の
宗
教
生
活
は

依
然
と
し
て
低
調
で
あ

り
、
そ
れ
に
件
つ
て
道
義
の
頽
屡
が
嘆
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
、
精
神
上
の
敏
陥
が
埋
め
ら
れ
ず
、

そ
の
向
上
が
期
待
さ
れ
ず
、
ま
た

宗
教
の
も

つ
重
要
な
機
能

の

一
つ

で
あ
る
道
徳
意
識
や
内
面
的
罪
悪
意
識
が
樹
立
さ
れ
ず

却

つ
て
日
本

の
現
代
文
化

の
破
行
現
象

印
ち
ゆ
が
み
を
推
進
す
る

一
翼
を
宗
教
が

捲

つ
て
い
る
か
を

明
確
に
追
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
つ

日
本
人
の
宗
教
生
活
の
現
實
を
あ
く
ま

で
も
實

謹
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
近
新
興
宗

教
の
著
し
い
嚢
展
と

そ
れ

に
件
う
日
本
宗
教
の
混
齪
が

多
く
の
學
者
に
注
目
さ
れ
、

こ
れ
ら
を

實
謹
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が

つ
よ
ま
つ
て
來
て
い
る
。
い

ま
こ
れ
ら
の
諸
論
を
要
約
す
る
と
、
つ
ぎ

に
あ
げ
る
諸
鮎
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
第

一
は
、
我
國
の
宗
教
状
勢
は
著

し
く
重
層
的
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
シ
ニ
ク
レ
テ
イ
ズ
ム
(。。℃
昌
。
お
江
ωヨ
)

即
ち
多
重
信
仰

の
傾
向
が
極
め
て
強
い
こ
と
が

著
し
い
特
色
と
な
つ

て
い
る
。
個
人
に
お
い
て
は
勿
論
、
そ
の
個
人
を
成
員
と
し
て
成
り

立

つ
て
い
る
集
團
自
膿
も
こ
の
よ
う
な

シ
ン
ク
レ
テ
イ
ズ
ム
的
宗
教

状
態
に
封
し
て
、
極
め
て
無
關
心
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

宗
教
以
外

の
文
化
に
つ
い
て
も
十
分
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
當
然

か
な
り
な
闘

孚
と

矛
盾
撞
著
を

お
こ
す
べ
き
異
質

の
文
化
が

何
等
の
抵
抗
も
な

く
安
易
に
妥
協
し
、
折
衷
し
て

何
等
怪
し
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は

宗
教
に
お
い
て
は

こ
と
に
甚
だ
し
い
。
他
民
族
で
は
、
當
然
流
血
の

闘
孚
・を
も
ひ
さ
お
こ
し
か
ね
な
い
異
質

の
宗
教
が

極
め
て
李
然
と
し

て
並
列
し
、
ま
た
こ
れ
を
受
入
れ
る
個
人
自
身
も

一
人
格
の
う
ち
に

お
い
て
諸
種
の
宗
教
を
信
奉
し
て
怪
し
ま
な
い
、

い
わ
ば

宗
教
的
無

恥
、
無
節
操
と
で
も

い
う
べ
き
信
仰
形
態
が

わ
が
國
の
宗
教
の
特
質

し
て
最
初
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
我
が
國

に
お
い
て
宗
教
を
信
仰
し

て
い
る
も
の
の
ほ
ぼ
牛
敷
は
、
形
式
的
に
、
あ
る
い
は

習
慣
的
に
佛
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教
を
信
奉
し
、
佛
教
行
事
を
行

つ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
師
ち
積
極
的
に
宗
教
を
求
め
、
自
嚢
的
に
自
己
の
信
仰
を
確

立
す
る

と
い
う
の
で
な
く
、
與
え
ら
れ
た
も
の
に
順
鷹
す
る
、
受
身

の
態
度
が

日
本
人
の
宗
敏
信
仰
の
大
き
な
心
理
的
支
柱
と
な
つ
て
い

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
家
の
傳
統
的
習
慣
と
耐
會
的
強
制

に
よ
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
深
遠
な
撮
理
や

哲
理
は

一
般
大
衆

に
は
無
縁
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
實
は

我
が
國
に

の
み
限
ら
れ
た
特
質
で
あ
る

と
は
云
え
な
い
。
文
化
の
低
い
民
族
で

は
勿
論
、
極
め
て
高
い
交
化
を
も

つ
て
い
る
民
族
で
も
、
こ
の
よ
う

な
特
色
は

多
少
と
も
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
我
が
國
で
は
こ
の

よ
う
な
傾
向
が

極
め
て
強
い
と
い
う
事
實
は
、
何
人
も
否
定
す
る
こ

と
は

で
き
な
い
。

さ
ら
に
第
三
に
は
、
我
が
國
の
宗
教
信
仰
に
お
い
て
は
、
現
世
利

盆
的
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
に
お
け
る

こ
の
よ
う

な
功
利
的
側
面
は
、
必
ず
し
も

我
が
國
の
み
な
ら
ず
世
界
の
各
民
族

の
宗
教
に
も

多
少
と
も
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
か
、
我
が
國
の
大

衆
の
宗
教
生
活
に
お
い
て
は
、
と
ぐ
に
著
し
い
特
色
と
な
つ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

一
口
に
現
世
利
盆
と
い
つ
て
も
、
そ
の
目
的
は
人
間

の
欲
求
に
よ
つ
て
種
々
雑
多
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

最
も
大
き
な
部

分
を
占
め
る
も
の
は
病
氣
で
あ
る
。
自
分
の
み
な
ら
ず

肉
親
、
知
人

の
病
氣
は
す
べ
て
肉
艦
的
苦
痛
や
死
の
恐
怖
と
し
て
、
と
く
に
貧
し

い
大
衆
に
は
、
生
活
苦
の
前
提
と
な
つ
て

あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
從

つ

て
貧
し
い
大
衆
や

科
學
的
療
法
に
不
信
を

い
だ
く
人
々
は
、
極
め
て

容
易
に
宗
教
的
方
法
に
よ
り
か
か
る
。

現
代
の
新
興
宗
教
の
嚢
生
や

そ
の
嚢
展
の
最
も
大
き
な
原
動
力
の

一
つ
は

こ
の
よ
う
な
病
氣
に
封

す
る
現
世
利
盆
的
所
疇
で
あ
つ
た
。

さ
ら
に
ま
た

こ
の
ほ
か
、
貧
苦
や
不
和
闘
孚
を
さ
け
て
、

一
家
や

個
人
の
卒
安
と
幸
幅
を
願
う
心
情
も
強
く
、
我
が
國
の
宗
教
を

現
世

利
盆
の
方
向

へ
お
し
や
つ
て
い
管
。
こ
と
に
生
業
の
破
綻
か
ら
く
る

精
肺
的
物
質
的
苦
痛

へ
の
お
そ
れ
を
、
反
封
に
積
極
的
に
そ
の
成
功

と
嚢
展
を
所

る
心
情
が
、
現
世
利
盆
的
宗
教
を

要
求
す
る
よ
う
に
な

る
。第

四
に
は
、
我
が
國
の
宗
教
は

著
し
く
呪
術
的
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は

ア
ニ
ミ
ズ

ム
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
關
連
し

て
、
東
洋

の
宗
教
の
顯
著
な

特
色
と
な
つ
て
お
り
、
上
述
の
宗
敏
に

よ
る
現
世
利
盆
の
多
く
も
、
こ
れ
と
表
裏

一
艦
と
な
つ
て
い
る
。
そ

し
て
、
病
氣

に
關
連

し
て
、
そ
の
卒
癒
を

宗
教
に
よ
つ
て
達
成
せ
ん

と
し
、
貧
困
や
不
和
を
信
仰

に
よ
つ
て
脱
出
せ
ん
と
す
る
意
欲
は
我

が
國
で
の
宗
教
生
活
に
お
い
て
、
と
く
に
著
し
い
と
い
え
る
。

以
上
あ
げ
た

日
本
の
宗
教
の
諸
特
質
を
も
と
に
し
て
、
現
實
の
日

本
人
の
宗
教
生
活
を
な
が
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
極
め
て
複
雑
な
様

相
が
見
出
さ
れ
る
。

師
ち
我
が
國
の
代
表
的
宗
教
で
あ
る
、
神
道
は
勿
論

佛
教
も
そ
の

多
く
は

古
來
か
ら
の
民
間
信
仰
で

あ
つ
た
、

租
先
崇
舞
や
死
者
崇
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拝
の
観
念
と
結
び
つ
き
、
曖
昧
な

祀
蜜
観
念
と
し
て
の

"死
者
"
や

"
ほ
と
け
"
の
た
た
り
や

さ
わ
り
を
回
避
し
、
そ
れ
を
宥
和
せ
ん
と

の
要
求
が
強
く
、
い
わ
ゆ
る

お
抜
や
讃
経
、
お
ま
つ
り
な
ど
の
儀
禮

は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
つ
て

も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
ら
。
た
と
え
、
租
先
や

死
者
の
冥
幅
を
所

り
、
ま
た
報
恩
、
感
謝
の
念
か
ら
行
わ
れ
た

禮
拝
で
あ
つ
て
も
、
そ

ド

の
奥
底
に
は
租
先
や
死
者
の
呪
咀
や
怨
恨
や
た
た
り
に
封
す
る

恐
怖

心
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。

こ
の
よ
う
な

日
本
人
の
宗
敏
生
活
と
、
そ
の
心
的
態
度
に
照
鷹
す

る
宗
教
的
対
象
、
即
ち

い
わ
ゆ
る
我
が
国
の
神
砥
観
念
も
極
め
て
不

明
確

で
あ
り
、
西
欧
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

紹
封
的
超
越
聯
の
存
在
の

観
念

は
極
め
て
稀
薄
で
あ
り
、
例
え
ば

死
者
も
時

に
は

"神
"
と
な

り

"
ほ
と
け
"
と
な
つ
て
、
人
間
に
超
越
し
た
存
在
と
し
て
受
取
ら

れ
、
そ
の
力
は
人
聞
に
幸
幅
を
與
え
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
お
り
な

が
ら
、

一
方
で
は
儀
禮
を
媒
介
と
し
て
、
人
間
が

或
程
度
支
配
し
う

る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

多
璽
的
多
肺
的
神
祇
観

に
よ
り
、
人
物
神
あ
り
、
自
然
神
あ
り
、
機
能
神
あ
り

な
ど
で
人
間

の
欲
求
に
よ
つ
て
要
請
さ
れ
た
、
諸
神
、
諸
佛
や
外
來
宗
教
に
よ
つ

て
移
入
さ
れ
た
神
祇
な
ど
が
混
交
し
て
、
實
に
複
雑
な
様
相
を
示
し

て
い
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
日
本
人
の
宗
教
生
活
が

縄
封
的
超
越
的
な

一
神

教
的
信
仰
に
培
わ
れ
た
他
國
人
に
は

奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
重

層
的
に
混
磯
し
た
か
の

原
因
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
も
、
從
來
か
ら

種
々
の
要
因
が
敷
え
ら
れ
て
い
る
、
例

え
ば
日
本
人
の
精
神
生
活
と
自
然
的
矛
境
、
師
ち

風
土
と
の
關
係
と

か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
精
神
生
活
と

思
惟
作
用
と
の
特
殊
性
、
ま
た

は
、
中
世
以
降
近
世
に
お
け
る
歴
史
的
肚
會
的
影
響
に
よ
る
日
本
人

の
宗
教
思
想
の
特
質
な
ど
の
観
匙
か
ら

取

上
げ
ら
れ
て
考
察
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
と
く
に
、
日
本
の
杜
會
的
環
境
の

特
殊
性
が
い
か
に

日
本
人
の
思
考
作
用
に
攣
化
を
與
え
、
そ
れ
が
い

か
に
し
て
日
本
文
化
を
う
み
出
し
、
そ
し
て

そ
の
文
化
の

一
端
と
し

て
の
宗
教
思
想
に
い
か
に
影
響
し
た
か
に

焦
鮎
を
向
け
て
考
察
す
る

で
あ
ろ
う
。第

四
章

日
本
文
化
と
宗
教
の
肚
會
的
基
礎

現
在
の
日
本
耐
會
は
、
そ
の
肚
會
的
経
濟
的
構
成
か
ら
み
て
、
資

本
主
義
杜
會
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
人

も
異
存
は
な
い
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
肚
會
の
全
艦
的
構
造
か
ら
い
つ
て
近
代
肚
會
で
あ
る
と
も

い
え
る
し
、
人
間
の
結
合
關
係
か
ら
考
え
て
市
民
杜
會
で
あ
る
と
も

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

日
本
肚
會

の
表
面
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
底
流
を
取
上
げ

て
熟
覗
し
て
み
る
と
、
資
本
主
義
肚
會

で
あ
る
こ

と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
眞

の
意
味
で
の

完
全
な
近
代
的
市
民
肚
會

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
ほ
ど

い
ま
で
も
封
建
的
な
も
の
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が
濃
厚
に
の
こ
つ
て
い
る
非
近
代
的
祉
會
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

日
本
の
肚
會
は
、
資
本
主
義
杜
會
で
あ
る
と
同
時
に

封
建
的
で
あ
る
と
い
つ
て
も
、
必
ず

し
も

誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
勿
論
資
本
主
義
杜
會
が
獲
展
す
る
に
つ
れ
て
封
建
的
性
格
は
次

第

に

拭
い
さ
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
、
か
く
資
本
主
義
の
成
立
が

市
民
階
級
と
し
て
の
中
産
者
の
嚢
展
と
い
う

過
程
を
た
ど
ら
ず
、
貴

族
や
地
主
、
商
人
な
ど
の
上
暦
の
人
々
に
よ
つ
て
、
市
民
革
命
が

行

わ
れ

る
場
合
と
か
、
外
國
の
資
本
主
義
の
刺
戟
に
よ
つ
て
未
成
熟

の

ま
ま
支
配
者
や
政
治
灌
力
に
よ

つ
て
、
資
本
主
義
耐
會
を

つ
く
り
あ

げ
て
行
く
場
合
に
は
、
封
建
的
要
求
を

ぬ
ぐ
い
さ
ら
ず
、
か
え
つ
て

そ
れ
を
残
し
て
お
く
ほ
う
が
、
資
本
主
義
の
蛮
展
の
た
め
に

有
利
の

場
合
が
あ
る
。
し
か
し

そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
資
本
主
義
の
登
展

と
と
も
に
自
然
に
封
建
的
な
も
の
は
崩
壊

し
て
い
く
の
で
、
と
き
に

は
つ
よ
い
政
治
的
制
約
に
よ
つ
て

近
代
杜
會
の
正
常
な
護
展
を
阻
む

よ
う
に
し
む
け
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
資
本
主
義
の
獲
展
が
歪
め
ら

れ
た
國
で
は
、
資
本
主
義
杜
會

で
あ
り
な
が
ら

人
間
の
肚
會
結
合
は

前
近
代
的
性
格
の
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、
近
代
化
が

展
開
し
な
い
よ
う

に
な
る
。
日
本
社
會
は
、
丁
度

こ
の
よ
う
な
型
に
属
し
て
い
る
も
の

で
あ

る
と
い
つ
て
も
、
決
し
て

い
い
す
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

と
に

我
が
國
の
資
本
主
義
の
獲
達
の
過
程
を
ふ
り
か
え
る
と
、
こ
の

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

明
治
維
新
は
、
日
本
に
と
つ
て
は
物
心
と
も
ど
も
の

一
大
攣
革
で

あ
つ
た
、
し
か
も
列
強
は
、
す
で
に
大
部
分
は

資
本
主
義
禮
制
を
整

え
、
我
が
國
に
大
き
な
墜
力
を
加
え
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
日
本
の

支
配
者
の
な
し
た
こ
と
は
、
急
速
な
富
國
強
兵
政
策
で
あ
り
、

い
か

な
る
障
害
を
も

の
り
こ
え
て
、

先
進
國

に
追
い
つ
く
こ
と
で

あ
つ

た
。
印
ち
國
内
で
は
、
上
か
ら
の
資
本
主
義
磯
制
え
の

き
り
か
え
國

外
で
は
武
力
に
よ
る
隣
國
の
征
服
、
こ
の
よ
う
に
し
て
我
が
國
の
資

本
主
義
的
近
代
肚
會
の
出
嚢
は
、
第

一
歩

か
ら

ゆ
が
め
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
我
が
國
の
杜
會
は
、
そ

の
奥
底
に
封
建
的
な
性
格

が

つ
よ
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
基
底
に

家
族
主
義
と
で
も
呼
ば
れ

る
べ
き
も
の
を

も
つ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
あ
る
。
こ
れ
は

東
洋
肚
會
が

一
般
に
家
族
主
義
的
血
會
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
よ
う
に

個
人
よ
り
も
家
族
を
肚
會
の
輩
位
と
し
、
從

つ
て
肚
會
結
合

一
般
に

も
家
族
的
な
人
間
結
合
が
横
大
さ
れ
て
い
る
と
い
う
例
外
に
も
れ
ず

我
が
國
に
お
い
て
も
、
親
子
的
な
身
分
結

合
で
あ
る
と
同
時

に
、
主

從
的
な
身
分
結
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
よ
う
な
祉
會
關
係
を
封
建
的
家
族
主
義
と
呼
ぶ
が
、
こ

、

れ
が
我
が
國
の
社
會
的
性
格

で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
事
實
は
、
　我
が
國
[の
特
殊

な
自
然
現
境
に
よ
つ
て
、

家
族
榮
働
に
た
よ
る
非
資
本
主
義
的
な

過
小
経
螢

の
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
農
村
に
は
、
い
ま
だ
に
著

し
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
ま
た
中
小
商
工
業
者
に
も
或
程
度
そ
の
傾
向
が
強
く
、
最
も
近
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代
的

で
あ
る
べ
き
、
大
企
業
艦
制
の
な
か
に
あ
る
資
本
家
と
榮
働
者

の
な
か
に
も
、
や
は
り
家
族
主
義
的
な
人
問
關
係
が

も
ち
こ
ま
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
政
治
の
輩
な
る
行
政
的
事
務
を
司
る
べ
き
技

術
者

で
あ
る
官
僚
自
髄
が
大
き
な
権
力
を

把
握
し
て
い
る
我
が
國
で

は
、

そ
の
結
び
つ
き
は

親
分
子
分
關
係
を
濃
厚
に
し
、
こ
の
よ
う
な

性
格

は
、
官
僚
に
む
し
ろ
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
政
窯
に
お
い
て

は
、
著
し
い
し
、
最
も

進
歩
的
近
代
的
で
あ
る
べ
き
文
化
人
や
知
識

人
に

よ
つ
て

つ
く
ら
れ
て
い
る
、

文
化
團
腱
や

學
問
界
に

お
い
て

も
、

こ
の
よ
う
な
封
建
的
家
族
主
義
的
性
格
が

皆
無
で
あ
る
と
は
、

決

し
て
い
え
な
い
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
封
建
的
家
族
主
義
と
い
う

前
近

代
的
性
格

の
な
か
か
ら

自
然
に
生
れ
育
つ
て
き
た
人
爲
的
集
團

が
、

い
わ
ゆ
る

博
徒
集
團
で
あ
り
、
今
日
で
も

一
種
の
暴
力
團
農
と

し
て

肚
會
に
大
き
な
勢
力
を
も
ち

つ
つ
あ
る
所
以
も
日
本
敢
會
の
こ

の
よ
う
な
特
殊
性
に
よ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
職
前
で
は
、
天
皇
制
と
結
び
つ
い
て
家
父
長
的
家
族
制
度

を
と
り
、
直
系
的
家
長
的
家
族
の
原
理
と
、
総
本
家
的
皇
室
の
原
理

と
は
全
く
同

一
覗
さ
れ
、
從

つ
て
我
が
國
で
は
、
肚
會
の
集
團
構
成

の
最
小
軍
位
で
あ
る
、
家
族
と
最
大
軍
位
で
あ
る
國
民
と
が

一
つ
の

原
理

に
よ
つ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
聞
に
あ
る
多
く
の
肚
會
集
團

も
こ
の
よ
う
な
原
理
に
よ
つ
て

つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
少
く
と
も
、
敗
載
ま
で
は

こ
の
よ
う
な

前
近
代
的
身
分
的
な
封
建
的
家
族
主
義
を
維
持
し
、
存
績
さ
せ
て
い

た

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

こ
の
よ
う
な
日
本
肚
會
の
特
殊
性
は
、
當
然

そ
こ
に
生
れ
る
。
文

化

と
く
に
宗
敏
や
道
徳
に
大
き
な
影
響
を
與
え
ぎ
る
を
得
な
い
。
師

ち
こ
の
よ
う
な

封
建
的
家
族
主
義
の
肚
會

で
は
、
そ
の
具
艦
的
な
封

象
と
し
て
、
ま
つ

"
家
"
を
重
覗
し
た
。

こ
の

"家
"
を

重
覗
す
る

思
想
は
、
極
め
て
根
強
く
淺
存
し
、
最
近

に
い
た
る
ま
で

日
本
人
の

實
践
を
有
力
に
支
配
し
、
眞
の
個
人
の
自
覧
を
促
す

個
人
主
義
よ
り

も
家
族
主
義
的
で
あ
つ
た
、
こ
れ
と
古
來

よ
り
の

民
族
で
あ
つ
た
紳

道
が
結
合
し
て
、
家
の
祭
祀
、
と
く
に
祀
先
崇
舞
の
宗
教
思
想
を
育

成
し
た
。

そ
し
て
、
外
來
の
宗
教
や

思
想
を
撮
取
す
る
場
合
に
も
、
こ
の
規

制
か
ら
は
な
れ
ず
儒
教
の
場
合
は
勿
論
、
佛
教

に
お
い
て
も

家
と
結

び
つ
い
た
祀
先
崇
拝
の
宗
教
思
想
と

混
融
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
民

衆

一
般
の
宗
教
と
し
て
、
ひ
ろ
ま
る
こ
と
が
で
き
た
。
從
つ
て

家
族

や

國
家
を
超
え
た
次
元
に
た
つ
普
遍
的
宗
教
と
し
て
の
佛
教
は
、
日

本
燭
自
の
家
族
原
理
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く

受
容
せ
ら
れ
こ
れ
に
よ

つ
て
、
現
代
に
ま
で
命
脈
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
家

庭

に
お
い
て
は
、
佛
檀
の
な
か
に
祀
先
の
位
牌
を
安
置
し
て
、
近
い

祀
先
や
死
者
と
結
び
つ
き
、
そ
の
周
邊
に

ま
つ
る
神
棚
に
お
い
て
、

遠
祀
に
結
び
つ
く
と
い
う
、
實
に
奇
妙
な

我
が
國
濁
特
の
信
仰
形
態

を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
儒
教
や
佛
教
な
ど
の
外
來
宗
教

の
受
容
の
場
合
に
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も
主
從
的
身
分
的
家
族
主
義
の
杜
會
秩
序
を
打
破
せ
ず
、
む
し
ろ

こ

れ
を
強
化
す
る
方
向
に
受
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が

さ
ら
に

封
建
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
う
え
に
恩
や
義
理
、
献
身

の
道
徳
に
裏

づ
け
ら
れ
て
近
代
に
い
た
つ
て
も
、
つ
い
に
自
由
主
義
に
も
と
つ
く

個
人

の
観
念
は
殆
ん
ど
現
わ
れ
ず
に
終

つ
た
。
師
ち
罪
悪
感
に
も
と

つ
く
自
主
的
な
深
い

人
間
性
に
ふ
れ
る
宗
教
は
衰
え
、
表
面
上
の
恥

辱
感
に
も
と
つ
く
み
せ
し
め
の
宗
教
、
あ
る
い
は

現
世
利
盆
的
呪
術

的
宗
教
、
あ
る
い
は
軍
な
る
家
の
宗
教
と
し
て
の
み

一
般
大
衆
に
受

取
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
結
果
、
日
本
に
お
い
て
は
、
宗
教
は

人
間
の
魂
の
根

底
に
ふ
れ
る
崇
高
な
精
紳
理
象
で
な
く
、
輩
・な
る

庭
世
術
の

一
種
、

あ
る

い
は

形
式
的
肚
會
的
慣
習
覗
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
來
た
の
で

あ
る
。
こ
の
事
實
は
古
代
や
中
世
は
勿
論
、
と
く
に

近
世
に
お
い
て

日
本

で
は

宗
敢
が
常
に
宗
教
以
外
の
世
俗
的
槽
力
に
よ
つ
て
左
右
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に

徳
川
幕
府
の
宗

数
政
策
と

そ
れ
を
観
念
的
に
受
け
つ
い
だ
明
治
政
府

の
宗
教
に
封
す

る
政
治
的
態
度
に
お
い
て
も
、
常
に
爲
政
者
が
宗
教
の
権
威
と
尊
嚴

を
認

め
る
代
り
に
そ
れ
を
利
用
し
懐
柔
し
、
時
に
は

抑
墜
す
る
と
い

う
過
程
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
、
今

日
本
の
日
本
宗
教
の
混
齪

を
ひ
き
お
こ
し
た
最
も
有
力
な
原
因
の

一
つ
が
あ
る
。

む

す

び

日
本
の
就
會
は
、
現
在

大
き
く
攣
動
し

つ
つ
あ
る
。
そ
れ
と
と
も

に
文
化
も
混
齪
し
な
が
ら
進
展
し
て
い
る
。
そ
し
て
或
程
度
杜
會
が

固
立
す
る
と
と
も
に
、
恐
ら
く

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
交
化
が
産
れ
る

で
さ
ろ
う
。
そ
の
と
き

文
化
の
有
力
な

一
翼
を
な
す
宗
教
は
、
ど
の

よ
う
に
攣
貌
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
果

し
て
現
在
の
既
成
の
諸
宗

教
は
こ
の
新
し
い
文
化
に
師
慮
し
て
、
そ

の
機
能
を

嚢
揮
す
る
で
あ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は

全
く
異

つ
た
新
し
い
宗
教
が
要
求
さ
れ
る
で
あ

ろ
ら
か
。
宗
教
人
で
あ
り
、
ま
た
宗
敏
に
多
大
の
關
心
を
も

つ
わ
れ

わ
れ
は
、

現
在
こ
の
問
題
に
眞
劔
に
取
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
い
た
づ
ら
に
受
動
的

に
時
代
の
流
れ
に
庭
す
る

の
で
な
く
、
積
極
的
に
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
、
肚
會
の
動
向
と

文
化

の
攣
動
を
み
き
わ
め
て
、

一
農

ど
の
よ
う
な
宗
教
が
生
き
残
る
か
、

ま
た
將
來
生
き
の
こ
る
た
め
に
は
、
現
在

の
宗
教
、
と
く
に
既
成
の

佛
敏
教
團
は

ど
の
よ
う
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
充
分
科

學
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な

重
大
な
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
こ
の
小
論
は
絵

り
に
貧
し
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た

論
文
と
し
て
の
禮
裁
を
十
分
整
え

た
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
筆
者
が
常
日
頃

考
え
て
い
る

一
端
を
限

ら
れ
た
紙
数
に
表
明
し
て
識
者
の
批
剣
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

参
考
文
献
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章
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文
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問
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潤
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濯
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二
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史
"
幅
武

直

"
日
本
の
紅
會
"

"
日
本
農
村
肚
會
的
の
性
格
"
な

ど
を
参
考
と
し
た
。

柴 大 木 稻 柳 市 大 荻 伊
田 石 村 岡 田 川 井 須 藤

執

筆

者

紹

介

古
鑑
氏

純
道
氏

際
断
氏

白
弦
氏

聖
山
氏

順
雄
氏

静
雄
氏

守
雄
氏

増
實
氏

花
園
大
学
教
授
、
佛
教

學
措
嘗

花
園
大
學
學
監

・
教
授
、
佛
教
史
學
捲
當

花
園
大
學
教
授
、

〃〃〃〃〃〃

教 教
授 授

輝
宗
學
捲
當

佛
教
學
捲
當

佛
教
學
措
當

教
授
、
宗
教
學
櫓

富

教
授
、
輝
宗
學
櫓
當

助
教
授
、
佛
教

史
學
榴
當

講
師
、
宗
教
哲
學
櫓
旧當

二
階
堂
順
治
氏

暉
文
化
研
究
所
員


