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「
奉
教
人
の
死
」
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
「
刹
那
の
感
動
」
と

い
う
言
葉
が
「
宗
教
的
感
動
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
芸
術
的
感
動
を
伝
え

よ
う
と
し１
」
た
も
の
な
の
か
と
い
う
点
が
常
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た

そ
れ
が
「「
見
る
者
」
の
刹
那
の
感
動
」
か
「「
行
為
者
」
の
刹
那
の
感
動２
」

か
と
い
う
こ
と
も
論
議
さ
れ
て
き
た
。
男
装
の
理
由
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
語

ら
れ
て
い
な
い
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
内
面
」
を
想
像
す
る
多
く
の
論
も
、
み
な

上
記
の
論
点
を
敷
衍
さ
せ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
「
刹
那
の
感
動
」
の
正
体
を
め
ぐ
る
長
年
の
議
論
に
一
定
の
見

通
し
を
つ
け
る
た
め
に
、
今
回
は
『
黄
金
伝
説３
』（
小
説
「
二
」
に
言
及
が
あ

る
ほ
か
、「
奉
教
人
の
死
」
の
典
拠
と
も
さ
れ
る
）
を
参
照
し
て
み
た
い
。
こ
れ

は
ま
さ
に
「
西
教
徒
が
、
勇
猛
精
進
の
事
蹟
」、
特
に
〈
殉
教
〉
譚
が
そ
の

大
部
分
を
占
め
る
大
部
の
書
物
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
〈
殉
教
〉
賛
美
の
語

り
方
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
、
小
説
「
奉
教
人
の
死
」
の
性
格
を
明
ら
か
に

し
た
い
と
思
う
の
だ
。
そ
の
結
果
、
小
説
の
「
一
」「
二
」
の
語
り
が
相
互

に
せ
め
ぎ
あ
い
、
ま
た
別
の
一
面
で
は
「
一
」「
二
」
が
一
致
し
て
〈
疎
外
〉

の
暴
力
を
発
揮
す
る
力
学
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一

　
「
奉
教
人
の
死
」
の
「
一
」
で
は
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
死
は
〈
殉
教
〉
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
瀕
死
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
前
に
傘
張
の
娘

が
懺
悔
し
た
と
こ
ろ
で
、「
奉
教
人
衆
の
間
か
ら
「
ま
る
ち
り
」（
殉
教
）
ぢ

や
、「
ま
る
ち
り
」
ぢ
や
と
云
ふ
声
が
、
波
の
や
う
に
起
こ
」
り
、
語
り
手

も
「
こ
れ
が
「
ま
る
ち
り
」
で
な
う
て
、
何
で
ご
ざ
ら
う
」
と
そ
れ
を
肯
定

し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

だ
が
、〈
殉
教
〉
譚
の
定
番
と
も
言
う
べ
き
『
黄
金
伝
説
』
の
〈
殉
教
〉
は
、

お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。『
黄
金
伝
説
』
は
「
教
会
で
朗
読

さ
れ
る
た
め４
」
に
編
集
さ
れ
た
書
物
で
、「
教
会
暦
に
依
っ
て
」
順
に
聖
人

の
物
語
が
続
く
の
だ
が
、
彼
ら
の
大
半
は
、
三
〜
四
世
紀
頃
に
ロ
ー
マ
で
異0

教
徒
か
ら

0

0

0

0

迫
害
を
受
け
て
拷
問
の
末
に
〈
殉
教
〉
し
、
そ
の
た
め
に
聖
人
と

し
て
認
定
さ
れ
た
人
々
な
の
で
あ
る５
。

　

そ
う
し
た
『
黄
金
伝
説
』
の
中
で
、「
奉
教
人
の
死
」
の
典
拠
と
さ
れ
る

「
聖
女
マ
リ
ナ６
」
の
物
語
は
趣
を
異
に
す
る
。
父
と
と
も
に
男
装
し
て
修
道

　

「
奉
教
人
の
死
」
に
お
け
る
〈
内
破
〉
と
〈
疎
外
〉

│
│ 『
黄
金
伝
説
』
を
手
が
か
り
に 

│
│

篠　

崎　

美
生
子
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院
に
入
っ
た
一
人
娘
マ
リ
ナ
（
男
性
名
マ
リ
ノ
ス
）
は
、
町
の
女
性
を
妊
娠
さ

せ
た
か
ど
で
修
道
院
を
追
放
さ
れ
、
生
ま
れ
た
幼
児
を
育
て
つ
つ
門
前
で
生

活
す
る
。
修
道
士
た
ち
の
同
情
に
よ
り
、
再
び
修
道
院
に
下
働
き
と
し
て
迎

え
入
れ
ら
れ
た
マ
リ
ナ
は
数
年
後
に
病
死
し
、
遺
体
を
清
め
よ
う
と
し
た
修

道
士
た
ち
に
や
っ
と
女
性
で
あ
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

修
道
士
た
ち
は
、
神
に
生
涯
を
さ
さ
げ
た
こ
の
女
性
に
と
ん
で
も
な
い

侮
辱
を
く
わ
え
た
こ
と
を
知
っ
て
、
び
っ
く
り
仰
天
し
た
。
こ
の
大
き

な
奇
跡
を
聞
い
た
す
べ
て
の
修
道
士
た
ち
は
、
わ
れ
が
ち
に
遺
体
の
そ

ば
に
集
ま
り
、
自
分
た
ち
の
不
明
と
犯
し
た
罪
の
赦
し
を
乞
う
た
。
そ

れ
か
ら
、
聖
女
の
遺
体
を
礼
拝
堂
内
に
ね
ん
ご
ろ
に
葬
っ
た
。

　

こ
の
物
語
は
、
単
に
「
勇
猛
」
で
な
い
ば
か
り
か
、
加
害
者
が
異
教
徒
で

は
な
く
志
を
同
じ
く
す
る
修
道
士
た
ち
だ
と
い
う
点
で
、
ほ
か
の
〈
殉
教
〉

譚
と
大
き
く
異
な
る
。
た
と
え
マ
リ
ナ
が
無
実
の
「
罪
を
み
と
め
」
た
に
し

て
も
、
そ
れ
を
見
破
れ
ず
に
長
年
の
労
苦
を
強
い
た
彼
ら
の
宗
教
者
と
し
て

の
罪
は
重
い
。
恐
ら
く
こ
の
説
話
の
宗
教
的
眼
目
は
、
彼
ら
が
自
ら
の
罪
を

認
め
て
悔
い
改
め
、
死
後
の
マ
リ
ナ
を
「
聖
女
」
と
し
て
弔
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
イ
エ
ス
を
信
じ
切
れ
な
い
ま

ま
彼
を
十
字
架
の
死
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
弟
子
た
ち
が
、
イ
エ
ス
の
死

（
と
復
活
）
を
バ
ネ
に
や
っ
と
信
仰
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
経
緯
と
も
よ

く
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
「
奉
教
人
の
死
」
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
は
と
い
え
ば
、
異
教
徒
か

ら
の
迫
害
に
よ
る
シ
ン
プ
ル
な
〈
殉
教
〉
譚
と
は
も
ち
ろ
ん
異
な
る
が
、
同

胞
か
ら
の
誤
解
と
迫
害
、
主
人
公
の
死
を
介
し
て
の
加
害
者
の
回
心
か
ら
な

る
「
聖
女
マ
リ
ナ
」
系７
の
〈
殉
教
〉
譚
と
も
さ
ら
に
大
き
な
違
い８
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
苦
し
め
た
の
が
同
胞
で
あ
る
と
い
う
点
は
同
じ

な
の
だ
が
、
小
説
に
は
当
の
伴
天
連
（
も
し
く
は
「
え
け
れ
し
あ
」）
か
ら
の
謝

罪
が
一
切
な
い
の
で
あ
る
。
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
遺
体
が
「
聖
人
（
聖
女
）」
と

し
て
手
厚
く
教
会
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
全
く
語
ら
れ
て
い
な

い
。
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
死
を
「
ま
る
ち
り
」
と
称
し
て
い
る
の
は
奉
教
人
衆
と

語
り
手
だ
け
で
あ
り
、〈
教
会
〉
の
公
式
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単

な
る
「
奉
教
人
の
死
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　

瀕
死
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
前
に
し
た
伴
天
連
の
言
動
に
は
、
そ
の
こ
と
が
よ

く
表
れ
て
い
る
。

　

や
が
て
娘
の
「
こ
ひ
さ
ん
」
に
耳
を
す
ま
さ
れ
た
伴
天
連
は
、
吹
き

荒
ぶ
夜
風
に
白
ひ
げ
を
な
び
か
せ
な
が
ら
、「
さ
ん
た
・
る
ち
あ
」
の

門
を
後
に
し
て
、
お
ご
そ
か
に
申
さ
れ
た
は
、『
悔
い
改
む
る
も
の
は
、

幸
ぢ
や
。
何
し
に
そ
の
幸
な
も
の
を
、
人
間
の
手
に
罰
し
よ
う
ぞ
。
こ

れ
よ
り
益
、「
で
う
す
」
の
御
戒
を
身
に
し
め
て
、
心
静
に
末
期
の
御

裁
判
の
日
を
待
つ
た
が
よ
い
。
又
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
わ
が
身
の
行
儀

を
、
御
主
「
ぜ
す
・
き
り
し
と
」
と
ひ
と
し
く
奉
ら
う
ず
志
は
こ
の
国

の
奉
教
人
衆
の
中
に
あ
つ
て
も
、
類
稀
な
る
徳
行
で
ご
ざ
る
。
別
し
て

少
年
の
身
と
は
云
ひ
│
│
』
あ
ゝ
、
こ
れ
は
又
何
と
し
た
事
で
ご
ざ
ら

う
ぞ
。
こ
ゝ
ま
で
申
さ
れ
た
伴
天
連
は
、
俄
に
は
た
と
口
を
噤
ん
で
、

あ
た
か
も
「
は
ら
い
そ
」
の
光
を
望
ん
だ
や
う
に
、
ぢ
つ
と
足
も
と
の

「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
を
見
守
ら
れ
た
。
そ
の
恭
し
げ
な
容
子
は
、
ど

う
ぢ
や
。
そ
の
両
の
手
の
ふ
る
へ
ざ
ま
も
、
尋
常
の
事
で
は
ご
ざ
る
ま

い
。
お
う
、
伴
天
連
の
か
ら
び
た
頬
の
上
に
は
、
と
め
ど
な
く
涙
が
溢

れ
流
れ
る
ぞ
よ
。
見
ら
れ
い
。「
し
め
お
ん
」。
見
ら
れ
い
。
傘
張
の
翁
。
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（
傍
線
篠
崎
）

　

伴
天
連
の
言
葉
は
、
は
じ
め
は
「
で
う
す
」
の
意
志
を
語
る
資
格
を
有
す

る
者
と
し
て
の
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
彼
の
関
心
は
、
嘘
を
つ
い
て
い
た

傘
張
の
娘
に
は
向
け
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
嘘
を
見
破
る
こ
と
が
で
き
ず
に

ろ
お
れ
ん
ぞ
を
追
放
し
た
自
分
た
ち
の
愚
か
さ
に
は
全
く
向
け
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
瀕
死
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
「
足
も
と
」
に
見
下
ろ
し
、〈
教
会
〉
の
権

威
を
ふ
り
か
ざ
し
た
ま
ま
そ
の
「
類
稀
な
る
徳
行
」
を
誉
め
よ
う
と
す
る
だ

け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
伴
天
連
は
物
語
の
中
で
、
こ
の
形
ば
か
り
の
賞
賛
を
言
い

終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
ず
彼
自
身
が
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
清
ら
か
な

二
つ
の
乳
房
」
に
目
を
奪
わ
れ
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
う
。
次
い
で
語
り
手
の

「
見
ら
れ
い
」「
お
う
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
女
ぢ
や
」
な
ど
の
声
が
場
を
支

配
し
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
讃
え
る
役
割
す
ら
も
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
と
す
れ
ば
、

ろ
お
れ
ん
ぞ
の
乳
房
に
人
々
の
視
線
が
集
中
し
た
瞬
間
と
は
、
語
り
手
に

よ
っ
て
伴
天
連
と
〈
教
会
〉
の
権
威
が
失
墜
さ
せ
ら
れ
た
瞬
間
で
も
あ
る
、

と
言
え
る
だ
ろ
う９
。

　

実
は
語
り
手
に
よ
る
〈
教
会
〉
批
判
の
伏
線
は
、
そ
の
前
か
ら
巧
妙
に
張

ら
れ
て
い
た
。「
奉
教
人
衆
」
が
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
行
為
を
「「
ま
る
ち
り
」
ぢ

や
」
と
さ
さ
や
い
た
直
後
に
も
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

殊
勝
に
も
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
、
罪
人
を
憐
む
心
か
ら
、
御
主
「
ぜ
す
・

き
り
し
と
」
の
御
行
跡
を
踏
ん
で
、
乞
食
に
ま
で
身
を
落
い
た
。
し
て

父
と
仰
ぐ
伴
天
連
も
、
兄
と
た
の
む
「
し
め
お
ん
」
も
、
皆
そ
の
心
を

知
ら
な
ん
だ
。
こ
れ
が
「
ま
る
ち
り
」
で
な
う
て
、
何
で
ご
ざ
ら
う
。

　

こ
こ
で
は
、
嘘
を
つ
い
た
娘
は
憐
れ
む
べ
き
「
罪
人
」
に
過
ぎ
ず
、
ろ
お

れ
ん
ぞ
の
「
ま
る
ち
り
」
の
主
因
を
作
っ
た
の
は
「
父
と
仰
ぐ
伴
天
連
」「
兄

と
た
の
む
「
し
め
お
ん
」」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。【
ろ
お
れ
ん
ぞ
＝

〈
殉
教
〉
者
／
〈
教
会
〉
＝
迫
害
者
】
と
い
う
図
式
は
、
こ
こ
で
既
に
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

ろ
お
れ
ん
ぞ
が
破
門
さ
れ
て
「
え
け
れ
し
あ
」
を
追
放
さ
れ
る
場
面
で
も
、

同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
し
め
お
ん
は
、
出
て
行
く
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
傍
か

ら
拳
を
ふ
る
う
て
、
し
た
ゝ
か
そ
の
美
し
い
顔
を
打
つ
た
」。
破
門
は
「
伴

天
連
を
始
め
、「
い
る
ま
ん
」
衆
一
同
の
談
合
」
に
よ
る
決
定
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
の
鉄
拳
制
裁
は
〈
教
会
〉
の
権
威
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、

こ
こ
で
ろ
お
れ
ん
ぞ
は
『
御
主
も
許
さ
せ
給
へ
。「
し
め
お
ん
」
は
己
が
仕

業
も
わ
き
ま
へ
ぬ
も
の
で
ご
ざ
る
』
と
祈
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
既
に
指

摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
が
、
彼
を
害
す

る
人
々
に
つ
い
て
神
の
許
し
を
乞
う
た
言
葉
（『
新
約
聖
書
』「
ル
カ
に
よ
る
福

音
書
」
二
三
章
三
四
節
）
に
基
づ
く
。『
黄
金
伝
説
』
の
〈
殉
教
〉
聖
人
に
よ
っ

て
も
し
ば
し
ば
唱
え
ら
れ
る
こ
の
祈
り
の
言
葉
も
、
や
は
り
、【
ろ
お
れ
ん

ぞ
＝
〈
殉
教
〉
者
／
〈
教
会
〉
＝
迫
害
者
】
と
い
う
図
式
を
提
示
す
る
も
の

だ
と
言
え
よ
うＡ
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
が
、「
二
」
の
余
が
語

る
よ
う
な
単
純
な
「
福
音
伝
道
」
書
で
は
な
い
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。

〈
教
会
〉
が
、
自
ら
の
非
を
認
め
て
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
名
誉
を
回
復
す
る
と
い

う
、
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
果
た
さ
ず
に
い
る
以
上
、
そ
の
権
威
を
奪
い

取
り
、
代
わ
り
に
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
行
為
を
「
ま
る
ち
り
」
と
名
付
け
て
し
ま

お
う
と
い
う
不
穏
な
野
望
が
、
こ
の
物
語
に
は
潜
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
ま
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い
か
。

　

た
し
か
に
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
迫
害
し
た
者
は
〈
教
会
〉
ば
か
り
で
は
な
い
。

傘
張
の
娘
と
翁
は
も
と
よ
り
、
噂
高
い
「
奉
教
人
衆
」
の
罪
も
大
き
い
。
し

か
し
傘
張
の
娘
は
衆
人
環
視
の
下
で
「
こ
ひ
さ
ん
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ

と
でＢ
、
ま
た
翁
は
「
見
ら
れ
い
。「
し
め
お
ん
」。
見
ら
れ
い
。
傘
張
の
翁
。」

と
そ
の
名
を
呼
ば
れ
、
物
語
の
（
架
空
の
）
聴
き
手
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
罰
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
「
奉
教
人
衆
」
も
、
ろ
お
れ

ん
ぞ
の
為
に
祈
り
、「
ま
る
ち
り
」
を
い
ち
早
く
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

無
責
任
な
噂
の
罪
を
か
ろ
う
じ
て
す
す
い
で
い
る
と
も
言
え
る
。
あ
る
い
は

個
人
と
し
て
の
し
め
お
ん
さ
え
も
、
こ
の
出
来
事
の
後
で
自
分
し
か
知
り
得

な
い
情
報
を
語
り
手
に
提
供
し
こ
の
物
語
の
成
立
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ

り
、
一
定
の
贖
罪
を
果
た
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
いＣ
。

　

と
す
れ
ば
、
や
は
り
最
後
に
残
る
の
は
〈
教
会
〉
と
い
う
組
織
の
問
題
、

あ
る
い
は
〈
教
会
〉
組
織
の
代
表
者
と
し
て
の
伴
天
連
の
問
題
で
あ
る
。
伴

天
連
が
こ
の
町
の
奉
教
人
衆
の
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
以
上
、
彼
が
全
て

の
奉
教
人
を
代
表
し
て
非
を
認
め
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
最
優
先
命
題
で
あ
る

は
ず
だ
。

　

先
行
論
に
は
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
ま
る
ち
り
」
と
「
刹
那
の
感
動
」
を
過

剰
に
称
揚
す
る
語
り
の
い
か
が
わ
し
さ
に
注
目
し
、
そ
こ
に
「
軽
薄
に
周
囲

の
噂
や
傘
張
の
娘
の
言
葉
を
信
じ
て
、
彼
女
を
〈
え
け
れ
し
や
〉
か
ら
追
放

し
た
罪
過
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
後
ろ
め
た
さ
を
自
ら
葬
り
去
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
、
巧
み
な
自
己
韜
晦Ｄ
」
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
深
い
示
唆
を
受
け
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
罪
悪
感
を
語
り
手

や
奉
教
人
衆
が
抱
え
込
ま
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
肝
心

の
伴
天
連
が
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な

い
。

　

そ
う
し
た
場
合
、
こ
の
語
り
手
に
は
、
伴
天
連
に
も
ろ
お
れ
ん
ぞ
に
も
す

り
よ
り
な
が
ら
「
巧
み
な
自
己
韜
晦
」
を
な
す
道
か
、〈
教
会
〉
の
権
威
を

内
側
か
ら
食
い
破
り
、「
で
う
す
」
の
名
を
語
る
力
を
奪
い
取
る
道Ｅ
し
か
残
っ

て
い
ま
い
。
語
り
手
が
、「
そ
の
刹
那
の
尊
い
恐
し
さ
」
を
「「
で
う
す
」
の

御
声
」
に
託
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
し
て
そ
こ
で
、
伴
天
連
の

説
教
に
は
跪
か
な
か
っ
た
「
奉
教
人
衆
」
が
初
め
て
跪
い
た
と
語
る
以
上
、

私
は
や
は
り
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
に
後
者
を
読
む
。

　

尤
も
、
こ
の
語
り
が
〈
教
会
〉
公
認
の
言
説
で
な
い
こ
と
は
、
最
後
の
「
刹

那
の
感
動
」
の
称
揚
に
こ
そ
よ
り
明
確
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
〈
殉
教
〉
と
は
「
自
ら
の
生
命
を
賭
し
て
信
仰
を
証
し
す
る
行
為Ｆ
」
で
、

特
に
ロ
ー
マ
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
「
殉
教
と
は
終
末
の
戦
い
、
つ
ま
り

キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
ん
で
、
復
活
す
る
こ
と
だ
と
考
え
、
地
上
の
秩
序
や
価

値
を
完
全
に
相
対
化
し
たＧ
」
と
い
う
。
そ
こ
で
は
肉
体
や
現
世
の
命
の
価
値

は
は
か
な
い
も
の
と
さ
れ
、
信
仰
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
永
遠
の
命
」
が
最

も
尊
ば
れ
る
。
そ
の
思
想
は
、『
黄
金
伝
説
』
で
の
〈
殉
教
〉
の
語
ら
れ
方

に
も
見
て
取
れ
る
。

彼
は
、
五
つ
の
代
価
を
支
払
っ
て
天
上
の
至
福
を
手
に
入
れ
、
ま
た
所

有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
貧
し
さ
に
よ
っ
て
御
国

を
、
苦
痛
に
よ
っ
て
永
遠
の
喜
び
を
、
労
苦
に
よ
っ
て
永
遠
の
休
息
を
、

屈
辱
に
よ
っ
て
栄
光
を
、
死
に
よ
っ
て
生
を
あ
が
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 

（「
二
三　

聖
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
」）



〔　　〕5

わ
た
し
は
、
臆
病
な
家
来
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
強
い
騎
士
な
の
で

す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
は
か
な
い
人
生
を
通
り
ぬ
け
た
ら
永
遠
の
生

命
に
あ
ず
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

 

（
八
五　

使
徒
聖
パ
ウ
ロＨ
）（
傍
線
篠
崎
）

　

こ
う
し
た
言
説
は
、「
煩
悩
心
の
空
に
一
波
を
あ
げ
て
、
未
出
ぬ
月
の
光

を
、
水
沫
の
中
に
捕
へ
て
こ
そ
、
生
き
て
甲
斐
あ
る
命
」
と
見
な
す
「
刹
那

の
感
動
」
称
揚
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
。
語
り
手
が
「
刹
那
の
感
動
」
を
誰

の
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
か
は
論
議
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
仮
に
ろ

お
れ
ん
ぞ
自
身
が
「
煩
悩
心
の
空
に
一
波
を
あ
げ
て
」
火
の
中
に
入
っ
た
と

い
う
こ
と
な
ら
、
彼
（
女
）
は
「
永
遠
の
命
」
で
は
な
く
「
生
き
て
甲
斐
あ

る
命
」、
つ
ま
り
こ
の
世
の
生
の
充
実
の
た
め
に
身
を
投
げ
出
し
た
こ
と
に

な
り
、〈
教
会
〉
公
認
の
〈
殉
教
〉
と
は
全
く
か
け
離
れ
て
し
ま
うＩ
。
一
方
、

こ
れ
が
「
清
ら
か
な
二
つ
の
乳
房
」
を
目
撃
し
た
人
々
の
感
動
だ
と
す
れ
ば
、

伴
天
連
を
は
じ
め
「
永
遠
の
命
」
を
希
求
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
信
徒
た
ち
が
、
こ

ぞ
っ
て
「
刹
那
の
恐
し
さ
」
に
屈
し
た
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
居
丈
高
な
説

教
を
垂
れ
よ
う
と
し
て
い
た
伴
天
連
の
絶
句
は
、
彼
の
宗
教
的
な
言
葉
が
別

の
価
値
に
敗
北
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
し
ま
う
だ
ろ
うＪ
。

　

後
者
の
場
合
、
こ
の
別
の
価
値
と
は
何
か
が
よ
り
重
大
な
問
題
に
な
る
は

ず
だ
。『
黄
金
伝
説
』「
聖
女
マ
リ
ナ
」
で
は
、〈
女
性
の
身
体
の
発
見
＝
雪
辱
〉

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
と
き
の
修
道
士
た
ち
の
驚
き
は
ひ
た
す

ら
に
「
自
分
た
ち
の
不
明
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
だ
が
、

ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
で
は
「
こ
ひ
さ
ん
」
と
「
乳
房
」
に
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ

る
た
め
、「
娘
の
懺
悔
に
よ
っ
て
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
殉
教
の
物
語
は
完
結

し
て
い
るＫ
」
は
ず
な
の
に
、
伴
天
連
が
「
こ
ひ
さ
ん
」
で
は
な
く
「
乳
房
」

に
よ
っ
て
涙
を
流
し
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
し

て
多
く
の
論
者
は
、
そ
こ
に
「
宗
教
的
感
動
」
と
は
別
の
「
エ
ロ
ス
的Ｌ
」
な

要
素
を
見
て
き
た
の
だ
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
伴
天
連
、
奉
教
人
衆
と

も
に
、『
黄
金
伝
説
』
が
最
も
忌
み
嫌
う
「
肉
の
喜
び
」
に
そ
の
「
刹
那
」

よ
ろ
め
い
た
こ
と
に
な
り
、〈
教
会
〉
の
権
威
は
幾
重
に
も
傷
つ
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
伴
天
連
の
涙
に
も
関
わ
ら
ず
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
〈
聖
人
〉

と
し
て
葬
ら
れ
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
疑
い
を
一
層
深
め
さ
せ
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
語
り
手
の
言
葉
は
、〈
教
会
〉
に
代
わ
っ
て
ろ
お

れ
ん
ぞ
を
聖
化
し
た
い
と
い
う
欲
望
の
あ
ま
り
、〈
教
会
〉
批
判
を
通
り
越

し
て
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
的
価
値
そ
の
も
の
を
転
倒
さ
せ
、
ま
る
で
新
し
い
宗

教
を
興
そ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
な
地
点
に
ま
で
及
び
か
け
て
い
る
。
こ

れ
は
む
し
ろ
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
「
福
音
伝
道
」
の
語
り
を
脅
か
す
危
険
な

物
語
な
の
だ
。二

　

そ
う
考
え
る
と
、
小
説
に
お
け
る
「
二
」
の
役
割
も
自
ず
と
変
わ
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。
一
般
に
は
「
二
」
の
予
は
「「
福
音
伝
道
」
の
目
的
と
は
無
縁

な
立
場
に
佇
み
、
一
章
の
語
り
手
の
語
り
を
、
極
め
て
冷
静
に
受
け
と
め
て

い
るＭ
」、
ま
た
は
「「
一
」
を
支
配
す
る
「
声
」
の
恍
惚
境
か
ら
の
覚
醒
を
促

し
、「
文
学
」
と
し
て
の
「
読
み
直
し
」
を
迫Ｎ
」
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

が
、
む
し
ろ
予
は
、
極
め
て
不
穏
な
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
を
「
本
邦
西
教
徒

が
、
勇
猛
精
進
の
事
蹟
」、「
福
音
伝
道
」
書
の
一
種
と
言
い
切
り
、
あ
や
し

げ
な
そ
の
書
物
の
名
前
や
様
相
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
語
を
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い
わ
ゆ
る
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
の
中
に
封
じ
込
め
る
と
い

う
、
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

　

あ
や
し
げ
な
、
と
は
、
現
実
に
は
芥
川
が
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
と

い
う
書
物
を
所
蔵
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
す
で
に
指

摘
が
あ
る
よ
う
に
、「
上
巻
の
扉
」
に
あ
る
と
さ
れ
た
「
御
出
生
以
来
千
五

百
九
十
六
年
、
慶
長
二
年
三
月
上
旬
鏤
刻
也
」
と
い
う
表
記
の
錯
誤
（
慶
長

二
年
は
本
当
は
一
五
九
七
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

初
出
で
は
「
慶
長
元
年
」。
慶
長
元
年
は
一
〇
月
二
七
日
改
元
だ
か
ら

「
三
月
」
は
な
い
と
い
う
新
村
出
の
指
摘
を
受
け
て
単
行
本
収
録
の
際

に
「
二
年
」
と
改
め
た
が
、
西
暦
（「
御
出
生
以
来
」）
年
は
そ
の
ま
ま
に

し
た
の
で
一
年
の
誤
差
が
生
じ
たＯ
。

と
い
う
経
緯
が
あ
る
の
だ
が
、
た
と
え
慶
長
元
年
で
あ
れ
、
二
年
で
あ
れ
、

新
村
出
の
よ
う
な
博
識
に
と
っ
て
は
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
と
い
う
書

物
の
い
か
が
わ
し
さ
を
印
象
づ
け
る
記
述
で
あ
る
。
ま
た
「
長
崎
港
草
」
に

大
火
の
記
述
が
な
く
「
事
実
の
正
確
な
る
年
代
に
至
つ
て
は
、
全
く
こ
れ
を

決
定
す
る
を
得
ず
」
と
い
う
点
も
、「
事
実
の
正
確
な
る
記
録
な
ら
ん
か
」

と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
、「
一
」
の
信
憑
性
を
揺
る
が
す
効
果
を
持
つ
。

も
し
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
が
歴
史
的
信
憑
性
を
持
た
な
い
書
物
と
見

な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
正
当
な
「
福
音
伝
道
」
書
と
い
う
よ
り
も
単
な
る
奇

書Ｐ
と
し
て
、「
予
が
所
蔵
」
＝
支
配
の
範
疇
に
封
印
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
、「
一
」
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
予
の
欲
望
を
読
む
こ
と
は
不
可
能

で
は
な
い
。

　

予
は
し
か
も
、「「
奉
教
人
の
死
」
に
於
て
、
発
表
の
必
要
上
、
多
少
の
文

飾
を
敢
て
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
「
文
飾
」
の
箇
所
を
正
確
に
指
摘
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
た
と
え
ば
「
一
」
と
い
う
章
名
の
前

4

4

4

4

に
置
か
れ
た
エ
ピ
グ

ラ
ム
を
、
予
が
つ
け
加
え
た
も
の
と
仮
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
置
か
れ
た
場
所
、
典
拠
の
年
代
（「
慶
長
二
年
」
よ
り
も
新
し
いＱ
）
の

ほ
か
、
内
容
に
お
い
て
も
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
で
称
揚
さ
れ
た
「
刹
那
の

感
動
」
を
打
ち
消
す
働
き
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
ひ
三
百
歳
の
齢
を
保
ち
、
楽
し
み
身
に
余
る
と
云
ふ
と
も
、
未

来
永
々
の
果
し
な
き
楽
し
み
に
比
ぶ
れ
ば
、
夢
幻
の
如
し
。
│
│
（
慶

長
訳Guia do Pecador

）

　

善
の
道
に
立
ち
入
り
た
ら
ん
人
は
、
御
教
に
こ
も
る
不
可
思
議
の
甘

味
を
覚
ゆ
べ
し
。
│
│
（
慶
長
訳Im

itatione Christ

）
│
│

　
「
未
来
永
々
の
果
し
な
き
楽
し
み
」
は
、
先
に
挙
げ
た
『
黄
金
伝
説
』
の

〈
殉
教
〉
聖
人
の
言
葉
に
極
め
て
近
い
。
ま
た
「
不
可
思
議
の
甘
味
」
は
恐

ら
く
『
旧
約
聖
書
』「
詩
編
」
一
一
九
章
一
〇
三
節
「
あ
な
た
の
仰
せ
を
味

わ
え
ば
、
わ
た
し
の
口
に
蜜
よ
り
も
甘
い
こ
と
で
し
ょ
う
」（
新
共
同
訳
）
に

ち
な
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
『
黄
金
伝
説
』
の
〈
殉
教
〉
シ
ー
ン

で
登
場
す
る
言
葉
で
あ
るＲ
。
エ
ピ
グ
ラ
ム
は
か
つ
て
、
そ
の
文
体
の
差
異
な

ど
か
ら
「
二
」
と
は
切
り
離
さ
れ
、「「
一
」
を
包
括
す
るＳ
」
も
の
と
し
て
解

釈
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
内
容
の
上
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
「
二
」

と
の
親
和
性
が
き
わ
め
て
高
い
の
で
あ
るＴ
。

　

も
し
、
エ
ピ
グ
ラ
ム
お
よ
び
「
奉
教
人
の
死
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
予
が

付
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
物
語
に
お
け
る
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
死
が
単
な
る

「
奉
教
人
の
死
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
あ
る
べ
き
〈
殉
教
〉

の
精
神
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
予
の
も
う
ひ
と
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る

だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
予
は
、
二
つ
の
方
向
か
ら
こ
の
物
語
の
暴
走
に
歯
止
め
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を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
こ
れ
ま
で
の
小
説
「
奉
教
人
の
死
」
の
読
者
は
、「
二
」
の
解

説
に
従
い
、
お
お
む
ね
「
福
音
伝
道
」
の
枠
内
で
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
を
読

ん
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
今
回
私
は
、
こ
の
強
力
な
「
予
」
の
コ
ー
ド
を

解
除
し
て
み
る
こ
と
で
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
に
潜
む
不
穏
な
欲
望
│
│

〈
教
会
〉
批
判
と
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
的
価
値
転
倒
の
欲
望
│
│
を
見
い
だ
そ

う
と
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
を
「
福
音
伝
道
」
の
枠
組

み
に
封
じ
込
め
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
遺
物
と
し
て
支
配
し
、
無
害
化
し
よ
う

と
す
る
「
予
」
の
欲
望
を
再
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

　

こ
の
よ
う
な
、〈
内
破
〉
の
語
り
と
そ
れ
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
欲
望
と

の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
芥
川
の
初
期
の
小
説
に
よ
く
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
。
以
前
私
は
、「
羅
生
門
」
に
、
京
都
の
町
の
秩
序
を
脅
か
そ
う
と
す
る

下
人
の
存
在
と
、
そ
の
下
人
を
無
害
な
も
の
と
し
て
語
り
お
お
せ
よ
う
と
す

る
語
り
の
欲
望
の
相
克
を
見
た
こ
と
が
あ
るＵ
。
ま
た
「
地
獄
変
」
に
つ
い
て

は
早
く
か
ら
、
芥
川
自
身
の
言
葉
を
用
い
て
「
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
間
の

関
係
を
恋
愛
で
は
な
い
と
否
定
し
て
い
く
（
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て
ゆ
く
）」

「
日
向
の
説
明
」
と
「
陰
の
説
明
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

単
に
「
恋
愛
」
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
大
殿
を
賛
美
す
る
言
葉
の
裏
に

「
聖
な
る
芸
術
界
の
主
催
者
で
あ
る
良
秀
が
、
俗
な
る
権
力
の
世
界
の
棟
梁

大
殿
を
圧
服
」
す
る
こ
と
を
望
む
「
語
り
手
の
本
音Ｖ
」
を
読
む
論
も
出
て
久

し
い
。「
蜘
蛛
の
糸
」
の
語
り
も
そ
の
点
で
「
地
獄
変
」
と
よ
く
似
て
お
り
、

「
御
釈
迦
様
」
を
お
と
し
め
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
陰
の
欲
望
が
多
く
の
論

者
に
指
摘
さ
れ
て
い
るＷ
。
こ
う
し
た
語
り
の
せ
め
ぎ
合
い
を
「
奉
教
人
の
死
」

に
も
見
い
だ
す
時
、
初
め
て
こ
の
小
説
の
「
一
」
と
「
二
」（
タ
イ
ト
ル
と
エ

ピ
グ
ラ
ム
を
含
む
）
が
相
互
に
果
た
す
役
割
も
見
え
て
く
る
の
に
違
い
な
い
。

三

　

た
だ
し
、「
一
」
の
語
り
が
試
み
た
〈
教
会
〉
批
判
が
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
と

い
う
人
間
の
〈
疎
外
〉
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

臨
終
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
「
僅
に
二
三
度
頷
い
て
見
せ
た
」
こ
と
、「
安
ら
か

な
ほ
ゝ
笑
み
を
唇
に
止
め
た
」
こ
と
が
本
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

を
「
む
ご
た
ら
し
う
焼
け
た
ゞ
れ
」
て
口
も
き
け
な
い
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
確
か

な
意
思
表
示
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ま
いＸ
。
で
あ
る
以
上
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の

行
為
を
「
ま
る
ち
り
」
と
称
揚
す
る
語
り
は
、
む
し
ろ
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
内

面
」
を
奪
い
取
っ
て
都
合
よ
く
意
味
づ
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
いＹ
。

　

こ
の
〈
疎
外
〉
が
容
易
に
行
わ
れ
た
理
由
は
、
恐
ら
く
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
清

ら
か
な
二
つ
の
乳
房
」
に
あ
る
。
つ
ま
り
語
り
手
は
、
女
性
の
身
体
を
こ
と

さ
ら
に
人
目
に
さ
ら
し
て
注
目
を
引
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
「
刹
那
の
感
動
」

と
い
う
意
味
を
特
権
的
に
付
与
し
得
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
刹
那
の
感
動
」
を
称
揚
す
る
語
り
に
賛
同
し
、「
人
生
の
充
実
し
た
瞬
間

を
生
き
た
幸
福
な
人
間
と
、
そ
の
幸
福
な
人
間
に
対
す
る
お
の
れ
の
感
動
」

こ
そ
「
刹
那
の
感
動
」
の
正
体
だ
と
す
る
三
好
行
雄
の
論Ｚ
が
長
く
支
持
さ
れ

て
き
た
が
、
一
方
、
そ
の
よ
う
に
「
内
面
」
を
横
取
り
す
る
語
り
か
ら
距
離

を
と
り
、
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
「
沈
黙
を
持
し
続
け
た
態
度
の
み
が
、
確
か
な
存

在
感
を
伴
っ
て
伝
わ
っ
て
く
る
」
と
す
る
石
割
透
の
論ａ
の
よ
う
な
も
の
も
あ

る
。
こ
の
論
は
、
語
り
手
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
語
り
を
再
生
産
す
る
研
究

者
の
暴
力
性
を
突
い
た
も
の
で
、
私
に
は
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ

た
。
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だ
が
、
そ
の
石
割
論
に
お
い
て
さ
え
、「
清
ら
か
な
二
つ
の
乳
房
」
に
つ

い
て
の
言
及
に
は
、
あ
や
う
い
踏
み
外
し
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

〈
刹
那
〉
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
の
際
の
語
り
手
に
は
、〈
清
ら
か
な

乳
房
〉
と
い
う
、
美
少
女
の
な
ま
な
肉
体
を
目
に
し
た
、〈
エ
ロ
ス
的

感
動
〉
が
伴
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
て
も
、〈
し
め
お

ん
〉
に
対
す
る
自
ら
の
恋
情
さ
え
も
固
く
内
に
秘
め
、
女
性
と
し
て
の

情
念
の
発
露
を
自
ら
に
禁
じ
た
彼
女
の
生
涯
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

〈
清
ら
か
な
乳
房
〉
が
よ
り
眩
ゆ
く
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
に
な
ま
め
い
て
映

じ
た
筈
な
の
だ
。

　

語
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
内
面
」
を
想
像
し
、
特
に
し
め
お
ん

へ
の
恋
情
を
指
摘
す
る
論
は
過
去
に
多
いｂ
。
こ
れ
ら
の
論
は
、
抑
圧
さ
れ
た

ろ
お
れ
ん
ぞ
の
生
涯
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
極
め
て
良
心
的

4

4

4

な
の

だ
が
、
結
局
、〈
清
ら
か
な
乳
房
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
（
と
彼
ら
が
思
う
）「
女
性

と
し
て
の
情
念
」
の
物
語
を
過
剰
に
想
像
し
て
い
る
点
で
、
小
説
の
語
り
手

と
同
様
の
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。

　

│
│
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
行
為
は
「
ま
る
ち
り
」
か
ど
う
か
、「
で
う
す
」
の

名
で
「
刹
那
の
感
動
」
が
語
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
「
一
」
の
語
り

手
は
〈
教
会
〉
に
戦
い
を
挑
み
、「
二
」
の
語
り
手
は
そ
れ
を
封
じ
よ
う
と

し
た
。
研
究
者
た
ち
は
そ
れ
を
変
奏
す
る
よ
う
に
、「
刹
那
の
感
動
」
を
ろ

お
れ
ん
ぞ
と
自
分
（
を
含
め
た
観
客
）
の
も
の
と
す
る
一
方
で
、
ろ
お
れ
ん
ぞ

に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
為
に
み
あ
う
「
内
面
」
を
想
像
す
る
こ
と
で
、「
何

一
つ
、
知
ら
れ
な
ん
だ
」
そ
の
生
涯
を
埋
め
た
。
真
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
を

競
い
あ
う
か
の
よ
う
な
盛
ん
な
研
究
を
促
し
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
「
清
ら

か
な
二
つ
の
乳
房
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
さ
ま
は
、「
手
ご
め
」
と

い
う
言
葉
の
「
求
心
力ｃ
」
に
よ
っ
て
膨
大
な
「
真
相
」
探
し
が
行
わ
れ
た
「
藪

の
中
」
研
究
の
状
況
と
も
よ
く
似
て
い
る
。

　

し
か
し
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
見
た
目
の
対
立

構
造
が
、〈
女
性
〉（
の
身
体
）
を
〈
疎
外
〉
し
、
そ
れ
を
〈
領
土
〉
の
よ
う

に
奪
い
合
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。つ
ま
り
、〈
女

性
〉（
の
身
体
）
を
〈
疎
外
〉
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
共
通
の
ル
ー
ル
が
、

こ
れ
ら
の
対
立
や
議
論
の
前
提
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
〈
女
性
〉
を
第
三
項
と
し
て
排
除
す
る
構
造
は
、
例
え
ば
漱
石
「
こ
こ
ろ
」

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。「
私
」
の
手
記
と
「
先
生
」
の
遺
書
と
は
、
互
い
に

相
手
を
攻
撃
す
る
要
素
を
持
ち
な
が
ら
、
一
方
で
は
共
同
し
て
〈
女
性
〉
を

抑
圧
し
たｄ
。
あ
る
い
は
今
回
繰
り
返
し
参
照
し
た
『
黄
金
伝
説
』
に
も
、
こ

の
構
造
を
見
い
だ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
に
は
、
女
性
殉
教

者
が
異
教
徒
に
よ
っ
て
裸
に
さ
れ
て
拷
問
を
受
け
る
場
面
が
頻
繁
に
現
れ
る

の
だ
が
、
こ
れ
は
異
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
双
方
が
、〈
女
性
〉
を
〈
疎
外
〉

す
る
暴
力ｅ
性
を
共
有
し
て
い
た
結
果
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。

　

小
説
と
研
究
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
問
い
直
す
方
法
は
、
特
に
若
い
読

み
手
に
と
っ
て
あ
ま
り
お
も
し
ろ
い
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
暴
力
的
言
説
構
造
が
古
今
東
西
に
わ
た
っ
て
共
有
さ
れ
、
日

本
近
代
小
説
も
そ
れ
を
体
現
す
る
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
た
び
の
よ
う
な
論
じ
方
に
も
、
ま
だ
十
分
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
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注（
１
）　

塩
田
良
平
『
芥
川
龍
之
介
』（
学
燈
社
一
九
五
四
・
三
）

（
２
）　

笹
淵
友
一
「
砂
漠
の
蜃
気
楼
（
下
）
│
芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」
新
釈

│
」（『
文
学
』
一
九
八
一
・
三
）

（
３
）　

ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
（
一
二
三
〇
頃
│
九
八
）
集
成
の
聖
人
伝
説
。

引
用
は
前
田
敬
作
・
今
村
孝
訳
『
黄
金
伝
説
』
１
〜
４
（
平
凡
社
二
〇
〇
六
・

五
、
六
、
八
、
一
〇
）
に
よ
る
。

（
４
）　

松
原
秀
一
『
異
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
』（
平
凡
社
二
〇
〇
一
・
一
二
）

（
５
）　

ド
ナ
ル
ド
・
ア
ッ
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
レ
イ
チ
ェ
ル
・
ジ
ョ
ン

著
、
山
岡
健
訳
『
聖
人
事
典
』（
三
交
社
一
九
九
八
・
六
）
に
よ
れ
ば
、
公
式

な
「
聖
人
」
認
定
に
は
、「
少
な
く
と
も
、
地
方
の
教
会
の
承
認
が
常
に
必
要
」

で
、
彼
ら
は
「
死
者
を
記
念
し
て
守
ら
れ
る
宗
教
的
な
祭
日
や
祝
日
が
認
可
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
列
聖
さ
れ
た
」
と
い
う
。

（
６
）　
『
黄
金
伝
説
２
』
所
収
。
芥
川
旧
蔵
の
斯
定
筌
『
聖
人
伝
』（
武
内
誠
太
郎
刊

一
九
〇
三
・
二
）
に
も
類
似
の
説
話
が
あ
り
、「
聖
マ
リ
ナ
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　
『
黄
金
伝
説
』
に
は
、
女
性
が
男
装
し
て
修
道
院
に
入
り
異
性
と
の
関
係
を

疑
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
〈
修
道
士
処
女
（
モ
ナ
コ
パ
ル
テ
ノ
ス
）〉
と
い
う
話
形

の
物
語
が
複
数
あ
り
、
う
ち
「
七
九
聖
女
マ
リ
ナ
」
と
「
八
七
聖
女
テ
オ
ド
ラ
」

（『
黄
金
伝
説
２
』
所
収
）「
一
四
五
聖
女
マ
ル
ガ
リ
タ
」（『
同
４
』
所
収
）
で
は
、

死
後
女
性
と
し
て
の
身
体
が
発
見
さ
れ
て
名
誉
を
回
復
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
ど
の
物
語
に
も
加
害
者
の
「
贖
罪
」
と
本
人
の
「
葬
礼
」
に
言
及
が
あ
る
。

（
８
）　
「
聖
マ
リ
ナ
」（『
聖
人
伝
』）
で
は
男
装
の
理
由
が
明
確
で
、
主
人
公
が
濡
れ

衣
を
否
定
し
な
い
と
い
う
点
が
小
説
と
の
差
異
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

よ
り
大
き
な
差
異
は
〈
教
会
〉
に
よ
っ
て
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
公
的
に
「
聖
」
化
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
だ
と
私
は
考
え
る
。

（
９
）　

村
橋
春
洋
「
芥
川
龍
之
介
の
「
奉
教
人
の
死
」
に
つ
い
て
」（『
日
本
近
代
文

学
』
一
九
七
四
・
一
〇
）
に
は
「〈
恭
し
げ
な
容
子
〉〈
か
ら
び
た
頬
〉
と
形
容

さ
れ
る
伴
天
連
は
、
ま
さ
に
そ
の
刹
那
に
、（
中
略
）
外
の
奉
教
人
衆
と
同
様

の
地
平
に
ま
で
低
め
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
ま
た
芹
澤
光
興
「
乳
房
と
情
報
│
│

芥
川
龍
之
介
『
奉
教
人
の
死
』
│
│
」（『
名
古
屋
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
一
九

九
九
・
三
）
は
そ
れ
を
受
け
つ
つ
、「〈
乳
房
〉
の
も
つ
圧
倒
的
な
事
実
性
の
前

に
は
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
〈
志
〉
を
説
明
す
る
こ
と
ば
な
ど
、
つ
ゆ
ほ
ど
の

迫
真
性
も
持
た
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
伴
天
連
の
権
威
失
墜
を

示
唆
し
て
い
る
点
で
、
参
考
に
な
る
。

（
10
）　

平
岡
敏
夫
はSim

eon

（
し
め
お
ん
）
の
「
裏
切
り
」
を
、「
イ
エ
ス
が
も
っ

と
も
親
密
な
弟
子Sim

on Peter

が
鶏
が
鳴
く
前
に
三
度
彼
を
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
イ
エ
ス
を
裏
切
っ
た
こ
と
に
重
ね
る
」
ア
メ
リ
カ
の
学
生
の
見
解
を

示
し
て
い
る
。（『
芥
川
龍
之
介
と
現
代
』
大
修
館
書
店
一
九
九
五
・
七
）

（
11
）　
「
聖
女
マ
リ
ナ
」
で
は
、「
嘘
を
つ
い
て
こ
の
神
の
は
し
た
め
に
自
分
の
罪
を

な
す
り
つ
け
た
あ
の
娘
は
、
そ
の
後
悪
霊
に
と
り
つ
か
れ
て
、
み
な
の
ま
え
で

罪
を
白
状
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
羽
目
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。

（
12
）　

ろ
お
れ
ん
ぞ
に
「
娘
の
艶
書
」
を
突
き
つ
け
て
問
い
詰
め
る
場
面
な
ど
、
し

め
お
ん
か
ら
の
情
報
提
供
が
こ
の
物
語
の
成
立
に
不
可
欠
だ
と
の
指
摘
は
多

い
。
中
で
も
井
上
承
子
「「
奉
教
人
の
死
」
論
│
│
男
装
に
見
る
ろ
お
れ
ん
ぞ

の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」（『
論
樹
』
二
〇
〇
三
・
一
二
）
は
、
石
割
透
の
論
（
注（
13
）

参
照
）
を
引
き
つ
つ
、「
罪
悪
感
を
感
ず
る
」「
語
り
手
の
立
場
は
「
し
め
お
ん
」

の
立
場
に
酷
似
し
て
い
る
」
と
す
る
。

（
13
）　

石
割
透
『〈
芥
川
〉
と
よ
ば
れ
た
芸
術
家
│
中
期
作
品
の
展
開
│
』（
有
精
堂

一
九
九
二
・
八
）

（
14
）　

伴
天
連
に
よ
る
「
こ
れ
よ
り
益
、「
で
う
す
」
の
御
戒
を
身
に
し
め
」
よ
と

の
言
葉
や
、
し
め
お
ん
が
救
助
を
断
念
し
た
あ
と
に
「
こ
れ
も
「
で
う
す
」
万

事
に
か
な
は
せ
た
ま
ふ
御
計
ら
ひ
の
一
つ
ぢ
や
。
詮
な
い
事
と
あ
き
ら
め
ら
れ

い
」
と
傘
張
の
父
娘
に
述
べ
た
言
葉
は
、
ど
ち
ら
も
そ
の
後
の
展
開
に
よ
っ
て

無
効
化
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）　

大
貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
事
典
』（
岩
波
書
店
二
〇
〇
二
・
六
）「
殉

教
」
の
項
。

（
16
）　

エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ゴ
ス
マ
ン
ほ
か
編
『
女
性
の
視
点
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
神

学
事
典
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
一
九
九
八
・
九
）「
殉
教
者
（
女
性
）」
の
項
。

（
17
）　
「
二
三
聖
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
」
は
『
黄
金
伝
説
１
』、「
八
五
使
徒
聖
パ
ウ

ロ
」
は
『
同
２
』
所
収
。

（
18
）　

笹
淵
友
一
（
注
２
参
照
）
は
、
聖
人
で
あ
る
べ
き
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
濡
れ
衣
を



〔　　〕10

否
定
す
る
点
に
「
煩
悩
心
」
を
見
、「
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
浅
さ
、
貧

し
さ
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
語
り
手
の
認
識
と
し
て
考

え
た
い
。
な
お
「
一
二
八
聖
女
エ
ウ
ゲ
ニ
ア
」（『
黄
金
伝
説
4
』
所
収
）
で
は
、

主
人
公
は
総
督
の
前
で
自
ら
衣
を
脱
い
で
密
通
の
疑
い
を
晴
ら
し
て
お
り
、

『
黄
金
伝
説
』
の
言
説
に
お
い
て
は
、「
否
定
」
は
必
ず
し
も
「
煩
悩
心
」
の
表

れ
と
は
言
え
な
い
。

（
19
）　

芹
澤
光
興
。
注（
９
）参
照
。

（
20
）　

酒
井
英
行
『
芥
川
龍
之
介　

作
品
の
迷
路
』（
有
精
堂
出
版
一
九
九
三
・
七
）

（
21
）　

佐
藤
泰
正
「「
奉
教
人
の
死
」
と
「
お
ぎ
ん
」
│
芥
川
切
支
丹
物
に
関
す
る

一
考
察
│
」（『
梅
光
女
学
院
国
文
学
研
究
』
一
九
六
九
・
一
一
）
に
は
「
こ
の

無
償
の
愛
（
ア
ガ
ペ
エ
）
を
描
く
に
、
猛
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
女
性
の
あ
で

や
か
な
裸
身
と
い
う
、
最
も
エ
ロ
ス
的
な
場
面
を
か
ら
ま
せ
て
提
示
し
た
」
と

あ
る
。
こ
の
ほ
か
こ
の
場
面
に
「
エ
ロ
ス
」
を
読
む
も
の
と
し
て
、
笹
淵
友
一

（
注（
２
））、石
割
透
（
注（
13
））、高
橋
博
文
『
芥
川
文
学
の
達
成
と
模
索
│
「
芋

粥
」
か
ら
「
六
の
宮
の
姫
君
」
│
』（
至
文
堂
一
九
九
七
・
五
）
な
ど
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
22
）　

石
割
透
。
注（
13
）参
照
。

（
23
）　

橋
浦
洋
志
「
横
光
利
一
│
│
「
感
覚
」
と
「
宿
命
」」（『
国
文
学
』
二
〇
〇
一
・

九
）

（
24
）　

花
田
俊
典
「
注
解
」（『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
３
巻
』
岩
波
書
店
一
九
九
六
・

一
）

（
25
）　

ろ
お
れ
ん
ぞ
の
物
語
に
は
、『
黄
金
伝
説
』
に
あ
る
は
ず
の
命
日
が
記
さ
れ

て
い
な
い
。
教
会
で
朗
読
で
き
る
内
容
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
当
然
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
こ
の
書
物
の
正
当
性
を
疑
わ
せ
る
一
要
素
で
あ
る
。

（
26
）　

奥
野
政
元
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
翰
林
書
房
一
九
九
八
・
九
）
に
、「「Guiad 

do Pecador

」
の
刊
行
は
慶
長
四
年
」
で
「「
一
」
の
本
文
に
、
こ
の
エ
ピ
グ

ラ
フ
が
元
々
つ
い
て
い
た
と
い
う
根
拠
は
あ
り
得
な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
27
）　
『
黄
金
伝
説
２
』「
五
三
聖
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
」
に
拷
問
と
し
て
「
瀝
青
と
松
脂
」

を
飲
ま
さ
れ
た
信
徒
が
「
わ
れ
ら
の
天
主
よ
、
あ
な
た
の
み
言
葉
は
、
わ
れ
ら

の
口
に
ど
ん
な
に
甘
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
蜜
に
も
ま
さ
っ
て
甘
い
の
で
す
」
と

唱
え
た
と
あ
る
。

（
28
）　

宮
坂
覚
「
芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」
│
作
品
論
の
試
み
・〈
語
り
〉
の

視
点
を
中
心
に
│
」（『
香
椎
潟
』
一
九
八
二
・
三
）

（
29
）　

日
下
不
二
雄
「
芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」
論
（
上
）
│
冒
頭
の
エ
ピ
グ

ラ
ム
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
解
釈
』
一
九
八
四
・
七
）
に
も
、「「
未
来
永
々
の
楽

し
み
」
と
は
殉
教
後
の
天
国
で
の
楽
し
み
」
で
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
本
文
の
内
容

に
根
本
的
に
合
致
し
な
い
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
30
）　

拙
論
「
排
除
す
る
物
語
／
排
除
さ
れ
た
物
語
│
も
う
ひ
と
つ
の
「
羅
生
門
」

│
」（『
国
文
学
研
究
』
一
九
九
七
・
一
〇
）

（
31
）　

竹
盛
天
雄
「
地
獄
変
」（
批
評
と
研
究
の
会
編
『
批
評
と
研
究 

芥
川
龍
之
介
』

芳
賀
書
店
一
九
七
二
・
一
一
）。
ち
な
み
に
、
建
田
和
幸
「
芥
川
龍
之
介
「
奉

教
人
の
死
」
│
ク
リ
ス
ト
出
現
の
当
時
奇
蹟
あ
り
し
│
」（『
日
本
文
学
論
集
』

二
〇
〇
一
・
三
）
は
「
奉
教
人
の
死
」
に
も
〈
陰
の
説
明
〉（
＝
「
事
実
の
忠

実
な
る
記
録
」）〈
日
向
の
説
明
〉（
＝
奇
蹟
）
が
あ
る
と
仮
定
し
て
「
感
動
」

の
内
実
を
見
き
わ
め
よ
う
と
い
う
興
味
深
い
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

（
32
）　

樋
口
佳
子
「
芥
川
龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
「
ブ
ラ
ブ
ラ
」
を
読
む
」（『
日

本
文
学
』
一
九
九
三
・
八
）
な
ど
。
ま
た
拙
稿
「
二
項
対
立
図
式
へ
の
疑
問

│
│
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
試
み
│
│
」（『
文
芸
と
批
評
』
一
九
九
七
・
五
）
は
、

罰
と
し
て
犍
陀
多
の
「
糸
が
切
れ
た
と
い
う
悪
因
悪
果
の
意
味
づ
け
」
が
、
最

後
は
「
御
釈
迦
様
の
「
お
思
い
」
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
語
り
手
の
責
任
に

お
い
て
語
ら
れ
」
る
さ
ま
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
伴
天
連
を
退
け
た
後
に

「
刹
那
の
感
動
」
と
い
う
概
念
で
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
称
揚
す
る
「
一
」
の
語
り
方

に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。

（
33
）　

佐
々
木
雅
發
『
芥
川
龍
之
介
文
学
空
間
』（
翰
林
書
房
二
〇
〇
三
・
九
）
に

同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
34
）　

か
り
に
ろ
お
れ
ん
ぞ
に
「
信
仰
を
証
し
す
る
た
め
に
死
の
う
」
と
い
う
明
確

な
意
志
が
な
か
っ
た
の
に
そ
の
死
が
「
ま
る
ち
り
」
と
称
え
ら
れ
た
場
合
、
そ

の
こ
と
で
も
し
称
え
た
者
が
利
益
を
被
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
故
人
や
遺
族
の

意
志
を
無
視
し
て
靖
国
神
社
に
合
祀
す
る
行
為
や
、
沖
縄
戦
で
の
強
い
ら
れ
た

「
集
団
死
」
を
「
集
団
自
決
」
と
言
い
く
る
め
る
行
為
に
き
わ
め
て
似
通
っ
て



〔　　〕11

く
る
だ
ろ
う
。
一
方
『
黄
金
伝
説
』「
聖
女
マ
リ
ナ
」
で
も
、
本
人
の
〈
殉
教
〉

の
意
志
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
マ
リ
ナ
を
称
え
る
行
為
が
加
害
者
の

回
心
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
で
、〈
疎
外
〉
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
考
え

た
い
。

（
35
）　

三
好
行
雄
『
作
品
論
の
試
み
』（
筑
摩
書
房
一
九
九
三
・
二
↑
初
刊 

至
文
堂

一
九
六
七
・
六
）

（
36
）　

石
割
透
。
注（
13
）参
照

（
37
）　

酒
井
英
行
（
注（
18
）参
照
）、
三
嶋
譲
「「
奉
教
人
の
死
」
を
読
む
│
〈
女
〉

へ
の
帰
還
の
物
語
│
」（『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
一
九
九
一
・
九
）、

佐
々
木
雅
發
（
注（
33
）参
照
）
な
ど
に
そ
う
し
た
指
摘
が
あ
る
。
た
だ
し
佐
々

木
論
は
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
恋
情
と
「
ま
る
ち
り
」
と
の
関
係
に
は
慎
重
で
、「
そ

れ
ま
で
の
実
人
生
の
脈
絡
を
完
全
に
切
っ
た
所
で
（
中
略
）
火
中
に
逝
っ
た
」

可
能
性
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
共
感
で
き
る
。

（
38
）　

拙
稿
「『
藪
の
中
』
の
言
説
分
析
」（『
工
学
院
大
学
共
通
課
程
研
究
論
叢
』

一
九
九
七
・
一
二
）

（
39
）　

拙
稿
「「
こ
こ
ろ
」
│
│
闘
争
す
る
「
書
物
」
た
ち
」（『
日
本
近
代
文
学
』

一
九
九
九
・
五
）

（
40
）　

カ
レ
ン
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
著
・
高
尾
利
数
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
と
セ
ッ
ク

ス
戦
争
│
西
洋
に
お
け
る
女
性
観
念
の
構
造
│
』（
柏
書
房
一
九
九
六
・
九
）

に
は
、「
十
三
世
紀
ま
で
に
は
、
処
女
の
殉
教
は
し
ば
し
ば
性
的
攻
撃
を
受
け

る
形
で
物
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
伝
説
の
な
か
で
、

受
動
的
な
犠
牲
者
と
な
り
、
そ
の
受
難
が
何
か
不
快
に
性
的
な
も
の
に
さ
れ
た

の
は
、
女
性
殉
教
者
の
場
合
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
た
し
か
に

『
黄
金
伝
説
』
も
例
外
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
三
九
聖
女
ア
ガ
タ
」（『
黄
金

伝
説
１
』
所
収
）
の
場
合
、
総
督
は
「
彼
女
の
乳
房
を
笞
で
打
た
せ
、
長
い
こ

と
苦
し
め
た
あ
げ
く
に
乳
房
を
切
り
落
と
さ
せ
た
」
な
ど
と
あ
る
。
そ
う
し
た

記
述
も
、
長
年
〈
消
費
〉
さ
れ
て
き
た
に
違
い
な
い
。

＊
注
34
ほ
か
、〈
殉
教
〉
と
〈
疎
外
〉
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
良
愛
香
牧
師
（
三
・

一
教
会
）
に
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

＊
ま
た
本
稿
は
、
国
際
芥
川
龍
之
介
学
会
第
六
回
北
京
大
会
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月

八
日
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
す
。
当
学
会
お

よ
び
、
席
上
ご
意
見
を
下
さ
い
ま
し
た
方
々
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

新　

刊　

紹　

介

十
重
田
裕
一
編

『
横
断
す
る
映
画
と
文
学　

 

日
本
映
画
史
叢
書
⑫
』

　

本
書
は
映
画
と
文
学
の
「
横
断
」
を
テ
ー
マ
に
、

一
一
名
の
執
筆
者
に
よ
る
論
を
ま
と
め
た
論
文
集

で
あ
る
。

　

全
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
順
に
列
挙
す
る
と
、

「
交
流
す
る
映
画
・
演
劇
・
文
学
の
軌
跡
」

（﹇
Ⅰ
﹈）、「
戦
争
を
刻
印
す
る
フ
ィ
ル
ム
と
テ
ク

ス
ト
」（﹇
Ⅱ
﹈）、「
高
度
経
済
成
長
下
の
映
画
と

文
芸
」（﹇
Ⅲ
﹈）、「
ス
タ
ジ
オ
シ
ス
テ
ム
と
文
壇

か
ら
遠
く
離
れ
て
」（﹇
Ⅳ
﹈）
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
映
画
」
と
「
文
学
」
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

関
係
に
あ
り
、
今
日
で
は
映
画
化
、
小
説
化
、
舞

台
化
、
漫
画
化
等
、
一
つ
の
作
品
が
複
数
メ
デ
ィ

ア
に
ま
た
が
る
例
も
決
し
て
珍
し
く
な
い
が
、
い

ざ
研
究
す
る
と
な
る
と
安
易
な
比
較
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
印
象
批
評
に
と
ど
ま
る
恐
れ
も
な
い
で
は

な
い
。

　

し
か
し
、
本
書
で
扱
わ
れ
る
作
品
に
は
、「
映

画
」
と
「
文
学
」
の
表
現
方
法
そ
の
も
の
の
本
質

に
迫
る
問
題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
論
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
読
み
進
め

な
が
ら
、
あ
る
い
は
読
み
終
え
て
な
お
、
選
ば
れ

る
対
象
の
必
然
性
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

大
量
に
行
き
来
さ
れ
る
「
映
画
と
文
学
」
を
探

る
こ
と
で
、
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
「
表
現
」

（
帯
に
は
「
重
層
す
る
表
現
」
と
あ
る
）
を
跡
付

け
て
い
く
試
み
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
増
え
て
い

く
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
は
そ
の
お
手
本
と
な
る
一

冊
で
あ
る
。

（
二
〇
一
一
年
七
月　

森
話
社　

四
六
判　

三
七

六
頁　

税
込
三
五
七
〇
円
） 

〔
木
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〕


