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一
　
問
題
設
定

　
宗
教
思
想
研
究
に
お
い
て
教
典
研
究
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
事
実
、

キ
リ
ス
ト
教
に
せ
よ
、
仏
教
に
せ
よ
、
教
典
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
（
聖
書

や
仏
典
）
に
関
す
る
個
別
研
究
の
蓄
積
は
膨
大
で
あ
る
。
ま
た
、
比
較
思

想
の
観
点
か
ら
も
教
典
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
教
典
に

記
さ
れ
た
内
容
の
比
較
・
分
析
に
よ
り
比
較
宗
教
思
想
研
究
が
成
立
す
る

と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
も
そ
も
教
典
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
議
論
は
決
し
て
多
く
は

な
い
。
例
え
ば
異
な
る
宗
教
伝
統
に
属
す
る
新
約
聖
書
と
大
乗
経
典
を
同

じ
「
教
典
」
と
し
て
比
較
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
な
の
か
、
と
い
っ

た
原
理
的
な
問
題
に
関
す
る
検
討
は
少
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
比
較
の

た
め
の
理
論
、
原
理
論
的
な
問
題
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
こ
と
を
目
指

し
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
は
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
比
較
思
想
研
究
の
方
法
論
的
課

題
を
扱
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
よ
っ
て
、
具
体
的
な
思
想
の
比
較
検
討

作
業
は
行
わ
な
い
。

二
　
教
典
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
は
辞
書
的
な
定
義
か
ら
始
め
た
い
。
下
田
正
弘
に
よ
れ
ば
、
教
典

と
は
「
宗
教
内
部
の
人
々
が
、
格
別
な
聖
性
や
権
威
を
帯
び
た
も
の
と
み

な
し
、
自
己
や
世
界
の
意
義
を
解
釈
し
、
方
向
づ
け
る
根
拠
と
す
る
テ
ク

ス
ト
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
群
」
で
あ
り
、「
類
似
の
内
容
を
示
す
経
典
、

聖
典
、
正
典
な
ど
の
述
語
が
、
宗
教
の
種
類
や
使
用
さ
れ
る
文
脈
に
限
定

さ
れ
る
の
に
対
し
て
、『
教
典
』
は
そ
う
し
た
相
違
に
か
か
わ
り
な
く
使

い
う
る
点
で
、
汎
用
性
が
高
い
）
1
（

」。
こ
の
定
義
は
、
き
わ
め
て
妥
当
で
あ

る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
教
典
が
教
典
た
る
所
以
は
宗
教
、
よ
り
正
確

に
言
え
ば
宗
教
共
同
体
に
よ
り
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
「
特
別
」
と
さ
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を
越
え
て
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
る
と
、
教
典
研
究
に
基
づ
く
比
較
思
想
研
究

は
、
人
間
の
本
質
探
究
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
言
え
な
く
も
な

い
。
だ
が
、
ど
こ
ま
で
そ
の
普
遍
性
を
主
張
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
詳
細

な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
有
名
な
仏
教
の
「
四
苦
八
苦
」
を
例
に
す
れ

ば
、「
死
」
そ
の
も
の
は
す
べ
て
の
生
き
物
に
共
通
の
現
象
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
に
せ
よ
、
死
の
あ
り
方
や
死
が
も
た
ら
す
苦
し
み
の
具
体

相
は
時
代
に
よ
り
、
地
域
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
何
が
普

遍
的
で
、
何
が
個
別
具
体
的
で
あ
る
の
か
、
そ
の
見
極
め
が
必
要
と
な
る
。

三
　
教
典
と
聖
典

　「
宗
教
」
概
念
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
個
別
具
体
性
と
普
遍
性
に
つ
い

て
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
宗
教
と
は
何
か
」
と

い
う
本
質
的
な
議
論
に
は
深
く
踏
み
込
ま
ず
、
教
典
を
何
ら
の
共
同
体
と

結
び
つ
い
た
テ
キ
ス
ト
と
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由

は
「
聖
典
」
概
念
と
「
教
典
」
概
念
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。

　「
宗
教
」
と
同
様
、「
聖
」
概
念
も
き
わ
め
て
や
っ
か
い
な
概
念
で
あ

る
）
5
（

。
今
日
に
お
い
て
、「
聖
」
性
を
自
明
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
難
し

い
。「
聖
」
概
念
の
定
義
が
困
難
で
あ
る
以
上
、「
聖
」
典
の
定
義
も
ま
た

困
難
な
も
の
と
な
る
。
よ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
聖
性
の
有
無
を

問
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
典
を
「
聖
」
典
と
区
別
し
て
お
き
た
い
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
い
か
に
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
（
一
般
的
な
意

味
で
）「
宗
教
的
」
に
見
え
よ
う
と
も
、
共
同
体
と
の
結
び
つ
き
が
明
確

れ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
次
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
近
年
、
宗

教
概
念
を
西
洋
近
代
に
お
け
る
学
問
的
創
作
物
と
す
る
宗
教
概
念
批
判）

2
（

 

が
盛
ん
と
な
っ
た
が
、
こ
の
批
判
以
降
の
研
究
に
お
い
て
は
諸
教
典
を

「
宗
教
」
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
一
括
り
に
す
る
考
え
方
に
疑
問
が
呈
さ

れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
教
典
、
す
な
わ

ち
「
宗
教
的
な
テ
キ
ス
ト
」
と
み
な
す
た
め
に
は
、
宗
教
が
何
で
あ
る
か

が
定
義
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
「
宗
教
」
の
定
義
そ
の
も
の
が
西
洋
近

代
的
な
価
値
観
を
帯
び
て
い
る
と
す
れ
ば
、
教
典
の
定
義
、
あ
る
い
は
教

典
「
観
」
そ
の
も
の
も
西
洋
近
代
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
事
実
、
初
期
の
宗
教
学
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
編
集
し

た
『
東
方
聖
典
』
の
意
義
は
大
き
い）

3
（

。
こ
の
論
集
に
収
録
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
「
宗
教
」
的
な
教
典
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
文
献
を
教
典
た
ら
し
め
た
の
は
、
西
洋
近

代
的
「
宗
教
」
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
確
か
に
、
こ
う
し
た
構
築
主
義
的
な
見
方
に
対
し
て
は
、
批
判
も
あ
り

え
よ
う
。
例
え
ば
、
異
な
る
歴
史
的
・
地
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
な
背

景
と
結
び
つ
い
た
各
教
典
が
、
時
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
特
定
の
地
域
を

越
え
て
伝
播
・
拡
散
し
た
の
は
、
そ
こ
に
人
間
に
と
っ
て
普
遍
と
感
じ
ら

れ
る
要
素
が
何
が
し
か
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
っ
た
批
判
で
あ

る
。
啓
蒙
主
義
の
時
代
、
儒
教
思
想
）
4
（

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
高
く
評
価

さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
そ
の
思
想
が
地
域
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神
学
、
聖
書
批
判
な
ど
が
交
差
す
る
新
領
域
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
た

文
化
的
・
知
的
空
間
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
宗
教
改
革
の
影
響
に
よ
り
、

近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
、
聖
書
が
重
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
宗
教
伝
統
が
最
も
確
実
か

つ
完
全
に
現
れ
て
い
る
の
が
聖
典
（scripture

）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
は
伝
統
の
時
間
的
な
起
源
で
あ
り
、
啓
示
や

預
言
の
エ
ウ
レ
カ
の
瞬
間
（U

rm
om
ent

）
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
、
西
欧
近
現
代
に
限
ら
ず
宗
教
研
究
の
領
域
で
影
響
力
を

持
っ
て
き
た
。

　
こ
の
還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義
の
例
と
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
挙
げ
る

の
は
、
９
・
11
の
同
時
多
発
テ
ロ
攻
撃
の
後
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
暴
力
が

ク
ル
ア
ー
ン
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
中
心
と
し

て
米
国
で
行
わ
れ
て
い
た
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
宗
教
的
な
行

動
は
す
べ
て
「
教
典
」
に
還
元
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
の
宗
教
組
織
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
宗
教
討
論
会
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
信
仰
す
る
教
典
が
た
だ
比
較
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
の
考
え
方
は
す
べ
て
教
典
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
前
提
に
あ
る
か
ら
だ
と
言
え
る
。
だ

が
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
権
威
を
持
っ
た
教
典
だ
け
で
は
な
く
、

教
典
理
解
の
た
め
の
手
引
き
書
や
応
答
書
の
よ
う
な
著
作
も
書
か
れ
て
い

る
し
、
知
識
と
実
践
、
テ
キ
ス
ト
と
儀
礼
の
相
克
の
中
で
、
そ
の
限
界
を

超
え
て
共
同
体
に
生
命
力
が
吹
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義
に
は
、

で
な
け
れ
ば
「
教
典
」
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
共
同
体

が
形
成
さ
れ
た
り
、
逆
に
あ
る
共
同
体
が
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
特
別
視
す
る

よ
う
な
、
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
教
典
と
考
え
て
み
た

い
の
で
あ
る）

6
（

。
共
同
体
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
教
典
が
教
典
と
な
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
一
般
的
な
文
書
と
は
何
ら
か
異
な
る
意
味

を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
教
典
は
規
範
的
な
性
質

を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
共
同
体
の
判
断
に
応
じ
て
、「
教
典
」

は
「
正
」
典
（
あ
る
い
は
「
偽
」
典
）
と
な
り
う
る
。

四
　
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
宗
教
テ
キ
ス
ト
論

　
教
典
を
共
同
体
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
に
際
し
、
参
考
に
な
る
と
思
わ

れ
る
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
宗
教
テ
キ
ス
ト
論）

7
（

で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
バ

ー
ン
は
従
来
の
教
典
研
究
を
還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義
（
宗
教
を
テ
キ
ス
ト

に
還
元
し
て
理
解
す
る
）
と
批
判
的
ポ
ス
ト
還
元
主
義
（
テ
キ
ス
ト
を
過

大
評
価
せ
ず
む
し
ろ
実
践
の
重
要
性
を
強
調
す
る
）
の
対
比
に
よ
っ
て
批

判
的
に
捉
え
返
し
た
上
で
、
テ
キ
ス
ト
と
共
同
体
と
の
往
還
運
動
、
す
な

わ
ち
テ
キ
ス
ト
と
人
間
と
の
流
動
的
な
関
わ
り
に
着
目
し
て
「
テ
キ
ス
ト

の
共
同
体
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。
以
下
、
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン

の
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
論
を
紹
介
し
よ
う
。

１　

還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義

　
還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
宗
教
を
テ
キ
ス
ト
に
よ

っ
て
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
初
期
の
比
較
宗
教
学
者
が
活
動
し
て
い
た

の
は
、
歴
史
文
献
学
（historical philology

）
や
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
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に
奉
仕
し
て
き
た
が
、
こ
の
立
場
は
そ
の
こ
と
に
対
し
て
批
判
的
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
特
定
の
述
語
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
植
民
地
化
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
歴
史
や
文
化
な
ど
が
植
民

地
の
主
要
な
都
市
の
指
示
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
て
き

た
。
近
代
の
神
学
や
様
々
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
も
と
で
作

ら
れ
た
独
特
な
分
類
法
が
ロ
ー
カ
ル
な
信
仰
に
影
響
を
与
え
て
き
た
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
二
次
大
戦
以
降
、
宗
教
学
と
人
類
学
の
協
働
が
進
ん
だ
こ

と
で
、
多
数
の
宗
教
的
な
実
践
が
現
代
人
の
日
常
生
活
で
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
テ
キ
ス
ト
へ
と
還
元

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
践
か
ら
宗
教
を
理
解
す
べ
き
と
い

う
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
こ
う
し
た
批
判
的
ポ
ス
ト
│

テ
キ
ス
ト

主
義
に
対
し
て
も
懐
疑
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
宗
教
的
実
践
ば
か
り

に
注
目
し
、
そ
れ
の
み
で
宗
教
を
説
明
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
考
え

る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
彼
女
は
、
テ
キ
ス
ト
と
実
践
と
の
関
係
こ
そ
が
問
題

で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
関
係
は
、
宗
教
的
な
現
象
が
現
れ
る
様
々
な
共
同

体
へ
近
づ
く
重
要
な
道
筋
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
個
人
や
共

同
体
が
ど
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
を
受
け
入
れ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
テ
キ
ス

ト
を
自
分
の
も
の
と
す
る
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は
「
テ
キ
ス
ト
の

実
践
」
と
い
う
考
え
方
を
示
唆
し
て
い
る
。

３　

テ
キ
ス
ト
の
共
同
体

　
前
述
の
対
立
を
克
服
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
第
三
の
道
が
、「
テ

ど
の
よ
う
に
人
が
テ
キ
ス
ト
と
関
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
等
閑
に

付
し
て
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
黙
読
さ
れ
る
だ
け
で
は

な
い
。
歴
史
が
示
す
通
り
、
人
間
と
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
は
そ
れ
を
黙
読

し
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

テ
キ
ス
ト
が
個
人
に
よ
り
、
あ
る
い
は
共
同
体
に
お
い
て
、
音
読
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
変
わ
る
こ
と
な
く
、
常
に
同
じ

よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
人
間
と
テ
キ
ス
ト
と
の
関
わ
り

は
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
、
時
間
、
場
所
、
言

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
説
、
相
互
の
関

わ
り
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
的
な
伝

統
や
そ
の
伝
統
に
お
け
る
共
同
体
の
分
析
を
書
か
れ
た
言
葉
に
還
元
す
る

こ
と
の
問
題
を
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
指
摘
す
る
。

２　

批
判
的
ポ
ス
ト
―

テ
キ
ス
ト
主
義

　
テ
キ
ス
ト
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
伝
統
の
聖
典
が
重
要

と
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
最
も
古
い
文
書
が
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
本
質

を
よ
り
よ
く
表
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
よ
り
新
し
い
文
書
は
重
要
で
は

な
い
、
あ
る
い
は
本
来
の
信
仰
の
実
践
か
ら
離
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き

た
。
だ
が
、
近
年
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
は
、
還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義
か
ら
は

距
離
を
置
く
傾
向
に
あ
り
、「
宗
教
」
や
「
伝
統
」
と
い
っ
た
概
念
を
脱

構
築
す
る
と
共
に
、
聖
典
へ
の
過
度
な
依
存
を
疑
問
視
す
る
傾
向
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
傾
向
を
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
批
判
的
ポ
ス

ト
│

テ
キ
ス
ト
主
義
と
呼
ん
で
い
る
。

　
批
判
的
ポ
ス
ト
│

テ
キ
ス
ト
主
義
は
還
元
主
義
に
対
す
る
反
応
と
言
え

る
。
初
期
の
宗
教
学
は
植
民
地
主
義
政
策
の
中
で
、
西
欧
諸
国
家
の
政
策
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五
　
考
察

　
前
述
の
よ
う
な
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
テ
キ
ス
ト
論
は
、
近
代
的
宗
教
観

に
基
づ
い
た
教
典
理
解
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
宗
教
と
は
、
儀
礼
や
修
行
、
祈
り
な
ど
の
宗
教
的
行
為
と
人
間
観
、

世
界
観
、
神
観
念
な
ど
の
思
想
的
な
要
素
が
体
系
化
し
、
そ
れ
が
共
同
体

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
近
代
的
宗
教
モ
デ
ル
に
対
し
、
む
し

ろ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
し
う
る
共
同
体
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
テ
キ
ス

ト
が
「
教
典
」
と
し
て
意
味
を
持
ち
、
機
能
す
る
と
い
う
教
典
観
が
示
さ

れ
て
い
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
テ
キ
ス
ト
理
解
に
基

づ
く
と
、
比
較
教
典
研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
開
け
て
く
る
だ
ろ

う
か
。
最
後
に
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
最
初
の
下
田
の
定
義
に
戻
る
な
ら
、
教
典
を
教
典
た
ら
し
め
て
き
た
の

は
「
宗
教
内
部
」
の
人
た
ち
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
（
そ
し
て
そ
れ
は

間
違
い
で
は
な
い
し
、
今
日
に
お
い
て
も
そ
の
通
り
で
あ
る
と
言
え
る

が
）、
そ
う
し
た
教
団
に
よ
る
理
解
と
は
別
に
、
教
典
の
文
献
学
的
研
究

（
近
代
聖
書
学
や
仏
教
学
の
経
典
研
究
）
は
、
合
理
的
・
批
判
的
な
テ
キ

ス
ト
読
解
に
基
づ
い
た
研
究
を
重
ね
て
き
た）

9
（

。
比
較
教
典
研
究
を
可
能
に

し
た
の
は
、
後
者
の
テ
キ
ス
ト
研
究
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

空
海
の
『
三
教
指
帰
』
の
よ
う
な
護
教
論
的
な
目
的
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス

ト
を
比
較
経
典
研
究
の
嚆
矢
と
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
が
、

そ
れ
を
研
究
と
は
呼
ぶ
の
は
難
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
伝
統
に
重
な
り

な
が
ら
も
そ
れ
ら
と
や
や
距
離
を
置
い
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
批
判
的
・

キ
ス
ト
の
共
同
体
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
共
同
体
に
よ

っ
て
「
教
典
」
化
す
る
だ
け
で
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、
む
し
ろ
テ

キ
ス
ト
が
個
人
や
共
同
体
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
と
言
う
）
8
（

。
テ
キ
ス
ト
は
自
分
た
ち
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
正
し

い
行
為
、
自
分
た
ち
と
同
じ
経
験
を
重
ね
た
人
々
や
自
分
た
ち
と
は
異
な

る
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
特
徴
付
け
て
い
く
。
い
く
つ
か
の
特
定
の
テ
キ
ス

ト
に
関
し
て
、
読
む
、
執
筆
す
る
、
聞
く
、
解
釈
す
る
、
遂
行
す
る
、
な

ど
の
行
為
に
共
通
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
「
テ
キ
ス
ト
の
共
同
体
」
を
構

成
す
る
。
そ
の
よ
う
な
共
同
体
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
に
関
わ
る
実
践
は
口

頭
、
あ
る
い
は
文
献
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
は
印
刷
物
や
電

子
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
手
書
き
の
文
書
も
含
ま
れ
る
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、
前
述
の
還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義
や
批
判
的
ポ
ス

ト
│

テ
キ
ス
ト
主
義
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
理
解
に
対
し
て
、
こ
の
「
テ
キ
ス

ト
の
共
同
体
」
と
い
う
概
念
が
両
者
の
媒
介
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
彼
女
は
、
歴
史
と
テ
キ
ス
ト
と
い
う
現
象
を
接
触
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
互
い
に
流
動
的
に
関
わ
っ
て

い
く
こ
と
が
示
さ
れ
、
還
元
的
テ
キ
ス
ト
主
義
や
批
判
的
ポ
ス
ト
│

テ
キ

ス
ト
主
義
に
対
す
る
批
判
を
乗
り
越
え
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
言

う
。
さ
ら
に
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
共
同
体
の
変
化
に
目
を
向

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
宗
教
」
や
「
伝
統
」
の
定
義
を
め
ぐ
る
問
い
に

も
光
を
当
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
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タ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
共
通
性
を
探
っ
て
い
く
作
業
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
あ
ら
ゆ
る
教
典
の
根
底
に
存
す
る
本
質
的
な
「
何
か
」
を
想
定
し
て

し
ま
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
典
の
歴
史
性
を

十
分
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
典
が
置
か
れ
た
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
に

即
し
た
教
典
理
解
を
無
視
す
る
よ
う
な
事
態
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
確

か
に
、（
と
り
わ
け
文
字
化
さ
れ
た
史
料
を
中
心
と
し
て
）
テ
キ
ス
ト
を

い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
教
典
を
読
む
場
合

に
も
共
通
す
る
よ
う
な
解
釈
学
的
方
法
の
検
討
は
可
能
か
も
し
れ
な
い

が
、
あ
ら
ゆ
る
教
典
を
分
析
で
き
る
よ
う
な
普
遍
的
な
教
典
研
究
の
方
法

構
築
の
方
向
を
さ
ら
に
追
究
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
様
々
な
宗

教
伝
統
に
お
け
る
教
典
研
究
の
蓄
積
の
相
互
交
流
を
進
め
る
こ
と
で
、
こ

れ
ま
で
の
各
教
典
研
究
の
あ
り
方
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
が
、
当
面
の
課

題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　（
1
）
下
田
正
弘
「
教
典
」
星
野
・
池
上
・
氣
多
・
島
薗
・
鶴
岡
編
『
宗
教
学
事
典
』

丸
善
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
頁
。
な
お
、
下
田
は
「
教
典
な
る
語
が
示
す
内
実

はcanon

とscripture

と
い
う
二
概
念
の
機
能
に
帰
着
す
る
。Canon

（
正
典
）

の
語
源
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
語
のkanōn

は
『
規
範
』
や
『
基
準
』
を
意
味
し
、

漢
語
の
『
典
』
に
語
義
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
重
な
る
。
一
方
のscripture

（
聖

典
）
は
『
書
写
行
為
』『
書
写
さ
れ
た
も
の
』
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語scriptura

か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
り
、
書
写
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
含
意
す
る
。
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
統
に
お
い
て
長
く
新
約
聖
書
を
特
化
し
て
さ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て

き
た
が
、
現
在
で
は
宗
教
の
種
別
に
か
か
わ
り
な
く
『
聖
な
る
書
物
』
一
般
を

意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
る
例
が
確
認
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
同
書
、
同

頁
）。
本
来
で
あ
れ
ば
、
日
本
語
の
「
教
典
」
と
そ
れ
に
該
当
し
う
る
外
国
語
と

の
比
較
、
さ
ら
に
は
今
日
的
な
意
味
で
の
教
典
概
念
の
形
成
史
の
探
究
を
せ
ね

文
献
学
的
研
究
の
成
果
は
信
仰
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
理
性
に
基
づ
き
合

理
的
に
理
解
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ

と
の
可
能
性
も
開
か
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
教
団

の
理
解
に
せ
よ
、
批
判
的
・
文
献
学
的
研
究
の
理
解
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も

が
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
重
視
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
ま
た

そ
の
テ
キ
ス
ト
が
教
団
の
形
成
や
存
続
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
と
考
え
て
き
た
こ
と
に
相
違
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
テ
キ
ス

ト
理
解
は
、
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
理
解
に
加
え
、
そ
れ
ら
が
生
き
た
宗

教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
、
ま
た
果
た
し
て
い

る
か
に
注
目
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
義
を
確
定
し
て
い
く

と
い
う
よ
り
は
、
テ
キ
ス
ト
と
共
同
体
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
わ
り
の

中
で
、
そ
の
意
義
が
更
新
さ
れ
続
け
て
い
く
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
テ
キ

ス
ト
理
解
を
示
し
た
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
宗
教
テ
キ
ス
ト
論
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
考
え
方
に
基
づ
け
ば
、
比
較
経
典
研

究
そ
の
も
の
が
、（
宗
教
教
団
で
は
な
く
、
通
宗
教
的
な
問
題
意
識
を
持

っ
た
研
究
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
）
あ
る
種
の
共
同
体
に
よ
る
テ
キ
ス

ト
解
釈
作
業
と
言
え
な
く
は
な
い
。
そ
れ
は
、
新
し
い
宗
教
の
形
成
と
ま

で
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
従
来
の
教
典
理
解
に
対
し
て
新
た
な
見
方
を
示

す
可
能
性
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
や
は
り
、
本
質
主
義
的

な
テ
キ
ス
ト
理
解
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
険
性
で
は
な
か
ろ
う

か
。
比
較
教
典
研
究
は
、
一
方
で
諸
宗
教
教
典
を
分
析
す
る
た
め
の
、
メ
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ば
な
ら
な
い
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
省
略
す
る
。

　（
2
）
宗
教
概
念
批
判
に
関
す
る
日
本
語
文
献
も
数
多
く
存
在
す
る
が
、
と
り
あ
え

ず
島
薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
編
『〈
宗
教
〉
再
考
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
年
、
お

よ
び
鶴
岡
・
池
上
・
島
薗
・
関
・
小
田
・
末
木
編
『
岩
波
講
座
　
宗
教
　〈
第
１

巻
〉
宗
教
と
は
な
に
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
を
挙
げ
て
お
く
。

　（
3
）
教
典
研
究
に
お
け
る
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
お
よ
び
『
東
方
聖
典
』
の
意

義
に
つ
い
て
は
、
土
屋
博
『
教
典
に
な
っ
た
宗
教
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
二
年
を
参
照
。

　（
4
）
宗
教
の
定
義
に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
思
想
や
儀
礼

が
あ
る
共
同
体
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
現
象
と
し
て
お
き
、
儒
教
が
「
宗

教
」
か
と
い
う
本
質
的
な
問
い
に
は
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
。

　（
5
）
聖
概
念
に
つ
い
て
は
藤
原
聖
子
『「
聖
」
概
念
と
近
代

│
批
判
的
比
較
宗
教

学
に
向
け
て
』
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
お
よ
び
、
飯
田
篤
司
「
聖

典
と
い
う
問
題
系

│
信
仰
と
理
性
の
相
克
の
一
断
面
」
市
川
・
鎌
田
編
『
聖

典
と
人
間
』
大
明
堂
、
一
九
九
八
年
、
二
四
六
│
二
六
五
頁
を
参
照
。

　（
6
）
こ
う
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
は
共
産
主
義
国
家

に
お
け
る
「
教
典
」
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

　（
7
）A

nne Blackburn, “The text and the w
orld,” Robert A

. O
rsi (ed.), 

The Cam
bridge Com

panion to Religious Studies, Cam
bridge U

niversity 
Press, 2011, pp.151

│167.

　（
8
）
下
田
前
掲
論
文
、
二
二
頁
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

　（
9
）
教
団
に
よ
る
教
典
理
解
と
研
究
者
に
よ
る
教
典
理
解
の
違
い
と
い
う
の
は
重

要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
で
、
本
稿
で

触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
み
や
じ
ま
・
し
ゅ
ん
い
ち
、
宗
教
学
・
死
生
学
、

北
海
道
大
学
大
学
院
准
教
授
）


