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研
究
ノ
ー
ト

皇
學
館
論
叢
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四
十
七
巻
第
三
号

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

丹
羽
文
雄
「
菩
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樹
」
に
み
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宗
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的
態
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宗
珠
と
館
の
宗
教
談
義
を
め
ぐ
っ
て

河

合

重

好

□

要

旨

作
家
丹
羽
文
雄
の
作
品
に
は
、「
浄
土
真
宗
も
の
」
と
い
わ
れ
る

六
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
、
作
者
が
熟
年
に

な
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
宗
教
色
の
な
い
膨

大
な
作
品
群
に
比
べ
、
作
風
の
大
き
な
転
向
が
み
ら
れ
、
そ
の
後
の

宗
祖
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
親
鸞
」
や
「
蓮
如
」
と
い
っ
た
大
作
を
完

成
さ
せ
る
に
至
っ
た
作
家
生
活
の
生
涯
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
六
作
品

は
、
初
期
に
お
け
る
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を
知
る
上
で
、
重

要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
靑
麥
」

に
次
ぐ
、
第
二
作
で
あ
る
「
菩
提
樹
」
を
対
象
に
、
こ
の
時
期
に
お

け
る
作
者
の
心
的
背
景
や
信
心
に
対
す
る
立
場
が
、
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
作
者
は
浄

土
真
宗
へ
の
接
近
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
が
、
本
人
自
身
は
、

唯
物
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
作
品
中
の
言
説
か
ら
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

丹
羽
文
雄
・
浄
土
真
宗
・
宗
教
的
真
理
・
他
力
本
願
・
作
者
の
宗
教

に
対
す
る
態
度
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は
じ
め
に

宗
教
小
説
の
第
一
人
者
（
１
）と

い
わ
れ
る
丹
羽
文
雄（
一
九
〇
四
〜
二
〇
〇
五
）

の
作
品
に
は
、
作
者
の
熟
年
期
に
発
表
さ
れ
た
「
浄
土
真
宗
も
の
」
と
い

わ
れ
る
六
作
品
が
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
発
表
年
代
順
に
、「
青
麥
」（
昭

和
二
八
年
、
文
芸
春
秋
新
社
）、「
菩
提
樹
」（
昭
和
三
〇
年
、
週
刊
読
売
）、

「
有
情
」（
昭
和
三
七
年
、
新
潮
）、「
一
路
」
昭
和
三
七
年
、
群
像
）、「
肉

親
賦
」（
昭
和
四
四
年
、
群
像
）、「
無
慚
無
愧
」（
昭
和
四
五
年
、
文
学
界
）

と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
作
品
も
、
寺
院
を
舞
台
に
男
女
の
愛
欲
を
主

題
と
し
た
倫
理
的
な
罪
や
そ
の
背
景
に
対
し
、
親
鸞
の
「
罪
の
救
済
」
に

つ
い
て
の
宗
教
的
教
義
（
浄
土
真
宗
の
根
本
思
想
で
あ
る
他
力
本
願
）
が

作
品
の
随
所
に
引
用
さ
れ
、
宗
教
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
作
者
の
文
筆
履
歴
を
辿
っ
て
み
る
と
、
作
者
は
、
こ
れ
ら
の
作

品
を
発
表
す
る
以
前
に
、
二
〇
代
か
ら
始
ま
る
長
い
文
筆
生
活
を
通
じ
、

「
生
母
も
の
」（「
秋
」、「
鮎
」、「
贅
肉
」
な
ど
）、「
マ
ダ
ム
も
の
」（「
海
面
」、

「
愛
欲
の
位
置
」、「
甲
羅
類
」
な
ど
）
と
い
っ
た
自
伝
的
作
品
を
手
始
め

に
、
比
類
の
な
い
数
多
く
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず

れ
も
、
親
鸞
思
想
と
は
無
縁
の
宗
教
色
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

熟
年
期
に
至
り
、
初
め
て
、
前
記
六
作
品
に
み
ら
れ
る
宗
教
小
説
に
開
眼

し
て
い
っ
た
経
緯
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
宗
教
を
志
向
す
る
作
家
生

活
へ
の
大
転
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
中
野
恵

海
は
、
文
芸
講
演
会
（
昭
和
二
八
年
、「
靑
麥
」
発
表
と
同
年
）
で
の
作

者
の
言
説
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
（
２
）。

私
は
宗
教
と
い
う
も
の
は
決
し
て
今
は
軽
蔑
は
い
た
し
て
お
り
ま

せ
ん
。
現
実
だ
け
で
小
説
は
た
く
さ
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
。
私
の
今

ま
で
の
人
生
観
、
つ
ま
り
私
の
小
説
道
と
い
う
も
の
が
行
き
詰
っ
て

そ
こ
で
血
路
を
開
い
て
く
れ
た
の
が
、
目
に
見
え
な
い
世
界
で
す
。

こ
の
目
に
見
え
な
い
世
界
と
い
う
も
の
が
目
の
見
え
る
世
界
と
同
様

に
人
間
に
尊
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
や
っ
と
気
が
つ
い
た
。

こ
の
言
説
に
お
い
て
は
、
ど
う
い
う
挫
折
が
、
そ
の
転
機
に
な
っ
た
か
ま

で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
形
而
上
学
的
な
信
仰
の
世
界
へ
の
接
近
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
作
者
自
身
の
生
い
立
ち
に
お
い

て
、
宗
教
が
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
深
く
関
与
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
筆
者
な
り
に
、
作
品
の
発
表
年
代
と
作
者
の
年
齢
に

着
目
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
六
作
品
は
、
第
一
作
で
あ
る
、
昭
和
二
八
年
、

作
者
四
九
歳
の
作
品
で
あ
る
「
靑
麥
」
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
決
し
て
若

く
な
い
中
年
を
迎
え
て
、
残
さ
れ
た
余
生
に
思
い
を
馳
せ
、
過
去
を
回
想

す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
親
鸞
の
正
像
末

和
讃
（
愚
禿
悲
嘆
述
懐
）
の
主
旨
で
あ
る
「
人
間
は
、
罪
を
犯
さ
ず
に
生

き
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
思
想
に
共
鳴
し
、
晩
年
に
強
ま
る
自
責
の
念
と

い
っ
た
思
い
が
宗
教
へ
の
接
近
を
促
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら

丹
羽
文
雄
「
菩
提
樹
」
に
み
る
宗
教
的
態
度
（
河
合
）
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れ
る
。

こ
れ
ら
六
作
品
は
、
浄
土
真
宗
の
末
寺
（
真
宗
高
田
派
崇
顕
寺
、
四
日

市
市
）
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
宗
教
は
文
学
の
邪
魔
に
な
る
と
の
判
断
か
ら
、

浄
土
真
宗
の
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
を
否
定
し
、
背
教
者
と
し
て
二
八
歳
で
僧

侶
生
活
を
離
脱
し
、
文
学
の
道
を
選
択
し
た
丹
羽
文
雄
が
、
後
年
に
な
っ

て
宗
教
に
回
帰
し
、
そ
の
後
の
「
親
鸞
」（
昭
和
四
〇
〜
四
四
年
、
サ
ン

ケ
イ
新
聞
）
や
「
蓮
如
」（
昭
和
四
六
〜
五
六
年
、
中
央
公
論
）
と
い
っ

た
大
作
を
完
成
さ
せ
る
に
至
っ
た
作
家
生
活
の
生
涯
に
お
い
て
、
初
期
に

お
け
る
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を
知
る
上
で
の
一
里
塚
と
し
て
、
重

要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、「
靑
麥
」
の
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た
第
二
作
で
あ
る
「
菩
提

樹
」
を
対
象
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
作
者
の
心
的
背
景
や
信
心
に
対
す

る
立
場
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
作
者
自
身
は
、「
親
鸞
」
の
あ
と
が
き
で
、「
私
は
歴

史
家
で
は
な
い
。
宗
教
学
者
で
も
な
い
。
人
間
性
を
追
究
す
る
こ
と
を
仕

事
の
場
と
し
て
い
る
文
学
者
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
作
者
が
ど
の
程
度
、
信
仰
の
扉
を
開
い
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
宗
教
小
説
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
相
応
の
宗
教
に
関
す
る
造

詣
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

特
に
、
こ
の
作
品
の
特
徴
は
、
他
の
五
作
品
に
比
べ
、
最
も
宗
教
的
教

義
の
引
用
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
な
描

写
と
し
て
、
僧
侶
の
宗
珠
と
檀
家
の
一
人
で
あ
る
館
と
の
宗
教
談
義
が
文

脈
上
、
最
も
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お
い

て
も
、
こ
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
て
、
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を
論

じ
て
み
た
い
。

こ
の
作
品
は
、
前
作
「
靑
麥
」
に
比
べ
、
か
な
り
長
編
で
あ
り
、
昭
和

初
期
の
時
代
を
舞
台
に
、
次
の
三
点
が
主
な
筋
書
き
と
な
っ
て
い
る
。

（
一
）
気
の
弱
い
宗
珠
（
養
子
）
が
、
祖
母
の
み
ね
代
の
性
的
欲
求
に
悩

む
姿

（
二
）
宗
珠
と
檀
家
の
一
人
で
あ
る
館
（
共
産
党
員
）
と
の
自
力
、
他
力

に
関
す
る
か
な
り
長
い
宗
教
談
義

（
三
）
宗
珠
と
実
業
家
の
妾
で
あ
る
小
宮
山
朝
子
と
の
間
の
道
な
ら
ぬ
恋

に
苦
し
む
二
人

こ
の
中
で
、
筆
者
が
（
二
）
の
宗
教
談
義
を
特
に
着
目
し
た
の
は
、
作

者
丹
羽
文
雄
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
宗
教
に
対
す
る
姿
勢
が
登
場
人
物
の

対
話
の
中
に
表
象
さ
れ
て
お
り
、
次
第
に
宗
教
小
説
に
立
ち
向
か
う
過
程

で
の
心
の
軌
跡
を
文
脈
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
判
断
し
た

た
め
で
あ
る
。
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一

｢作
者
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
」
へ
の
考
察

本
稿
で
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
宗
珠
と
館
と
の
宗
教
談
義
を
通
し

て
、
両
者
の
宗
教
的
信
条
が
描
写
さ
れ
て
い
る
部
分
を
抽
出
、
要
約
し
、

作
者
の
宗
教
に
対
す
る
姿
勢
を
考
察
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
宗
教
批
判
（「
目
は
目
で
見
え
ぬ
」
の
章
）

檀
家
の
一
人
で
あ
る
館
要
助
（
共
産
党
員
、
製
陶
会
社
勤
め
、
五
〇

歳
）
が
宗
珠
の
と
こ
ろ
へ
「
教
行
信
証
」（
親
鸞
の
全
思
想
を
表
わ
し

た
も
の
、「
教
行
の
巻
、
信
証
の
巻
、
真
仏
土
の
巻
、
化
身
土
の
巻
」）

の
続
編
（
信
証
の
巻
）
を
借
り
に
く
る
。
そ
し
て
、
宗
珠
は
、「
唯
物

思
想
に
こ
り
か
た
ま
っ
て
い
る
館
の
ど
こ
に
唯
心
的
な
仏
教
を
う
け
入

れ
る
余
地
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
う
。

①

二
人
の
対
話
の
中
で
、
館
は
自
分
の
宗
教
的
信
条
を
、
吐
露
す

る
。
一
般
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
宗
教
を
否
定
し
て
い
る
が
、
自

分
は
刑
務
所
に
入
っ
て
い
る
間
に
、「
宗
教
的
真
理
」
な
る
も
の

を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
神
や
仏
は
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
、
人
間
の
意
識
の
産
物
で
す
ね
」

「
人
間
が
神
や
仏
を
自
分
に
似
せ
て
つ
く
っ
た
も
の
で
す
ね
。
私

は
、
神
が
す
べ
て
の
も
の
を
造
っ
た
な
ん
て
神
秘
説
は
信
じ
て
い

ま
せ
ん
」「
私
は
心
と
い
う
も
の
を
、
意
識
と
精
神
を
、
あ
く
ま

で
物
質
の
所
産
と
し
て
信
じ
ま
す
。
私
は
あ
く
ま
で
唯
物
論
者
で

す
よ
」「
宗
教
的
真
理
と
い
う
も
の
は
、
意
識
に
関
す
る
問
題
で

す
。
そ
の
意
識
は
、
人
間
の
肉
体
を
構
成
し
て
い
る
物
質
の
機
能

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
」「
私
が
宗
教
的
真
理
を
問

題
に
す
る
と
こ
ろ
は
、
意
識
そ
の
も
の
を
意
識
す
る
こ
と
で
す
。

心
に
心
を
映
す
こ
と
で
す
。
親
鸞
の
教
え
は
、
し
ば
ら
く
措
い
て

く
だ
さ
い
。
い
き
な
り
親
鸞
の
教
え
を
云
々
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、

信
じ
ら
れ
る
人
々
は
い
い
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
人
間
に
は
、
ま
ず

宗
教
的
真
理
は
何
を
問
題
に
す
る
の
か
、
宗
教
的
真
理
は
如
何
に

し
て
把
握
さ
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
納
得
す
る
の

で
は
な
け
れ
ば
、
い
か
に
深
遠
な
、
あ
り
が
た
い
親
鸞
の
教
義
も

無
駄
で
す
か
ら
ね
」
な
ど
と
館
は
言
う
。

②

館
は
話
を
続
け
る
。「
宗
教
的
真
理
は
、
意
識
そ
の
も
の
を
意

識
す
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
当

然
普
通
の
意
識
作
用
と
は
ち
が
い
ま
す
。
普
通
の
意
識
作
用
で
は

計
量
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
普
通
の
意
識
作
用
の
外
に
あ
る

も
の
で
す
。
そ
れ
が
根
本
的
な
特
色
で
す
。
神
や
仏
に
祈
る
場

合
、
私
た
ち
が
普
通
の
意
識
作
用
で
考
え
る
か
ら
、
矛
盾
が
生
じ

た
り
、
疑
い
が
生
じ
る
の
で
す
。
私
は
新
興
宗
教
を
信
じ
ま
せ

ん
。
現
世
利
益
な
ど
当
て
に
出
来
ま
せ
ん
。
宗
教
と
は
、
そ
う
い

丹
羽
文
雄
「
菩
提
樹
」
に
み
る
宗
教
的
態
度
（
河
合
）
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う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
宗
教
的
真
理
は
科
学
的
真

理
と
は
ち
が
い
ま
す
。
相
容
れ
な
い
も
の
で
す
。
扱
う
対
象
が
ち

が
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
一
方
は
内
界
の
心
を
問
題
と
す
る
が
、

他
方
は
外
界
の
物
を
問
題
に
す
る
の
で
す
。

③

館
は
、
さ
ら
に
話
を
続
け
る
。

普
通
の
知
識
は
、
外
物
が
心
に
映
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
外
物
は
客
で
あ
っ
て
、
心
は
主
で
あ
る
。

主
客
が
相
対
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
こ

の
関
係
は
相
対
的
で
あ
る
。
が
、
宗
教
的
な
知
識
は
、
心
が
心
を

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
主
客
の
対
立
を
超
越
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
絶
対

的
で
あ
る
と
館
は
説
く
。

｢あ
ら
ゆ
る
世
間
的
知
識
が
、
信
仰
を
得
る
た
め
に
は
却
っ
て

邪
魔
に
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
こ
の
道
理
だ
と
思
い
ま
す
。
親
鸞

は
、
宗
教
的
真
理
と
科
学
的
真
理
を
対
立
さ
せ
た
り
、
意
識
す
る

も
の
が
自
己
を
意
識
す
る
と
か
、
意
識
の
自
己
意
識
な
ど
と
い
う

こ
と
ば
は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
も
っ
と
や
さ
し
い
こ
と
ば
で
教
え

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
や
さ
し
い
こ
と
ば
使
い
が
、
今
の
人

間
に
は
却
っ
て
む
つ
か
し
い
の
で
す
。
納
得
で
き
な
い
の
で
す
。

カ
ン
ト
流
の
哲
学
者
の
い
う
よ
う
に
、
現
象
と
原
理
的
に
異
な
る

も
の
と
か
、
原
理
的
に
現
象
と
は
別
個
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と

か
、
知
識
に
よ
っ
て
は
到
底
到
達
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
た
だ

信
仰
に
よ
っ
て
の
み
闡
明
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
彼
岸
の
領
域
に
属

す
る
も
の
と
い
う
風
に
説
明
し
な
け
れ
ば
納
得
し
て
く
れ
ま
せ

ん
」
そ
う
言
っ
て
館
は
、
自
分
の
考
え
方
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に

似
合
わ
な
い
形
而
上
学
に
落
ち
こ
ん
で
い
る
と
疑
わ
れ
る
だ
ろ
う

と
前
置
き
し
て
「
し
か
し
科
学
的
真
理
を
把
握
す
る
の
も
、
宗
教

的
真
理
を
把
握
す
る
の
も
、
同
じ
に
人
間
の
意
識
作
用
の
認
識
で

す
か
ら
ね
」「
そ
の
人
間
の
意
識
作
用
は
、
人
間
と
い
う
高
等
動

物
の
有
機
的
組
織
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
高
度
に

発
達
し
た
脳
髄
な
ど
の
機
能
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
胸
の
す
く
よ
う

な
断
定
で
あ
る
。「
だ
か
ら
私
は
、
宗
教
的
真
理
を
み
と
め
る
か

ら
と
言
っ
て
、
神
秘
的
な
世
界
を
要
求
し
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
の

再
臨
だ
の
、
西
方
極
楽
浄
土
な
ど
、
当
て
に
し
て
い
ま
せ
ん
」

と
自
説
を
述
べ
る
。

一
方
、
作
者
に
は
、
作
中
の
館
と
違
い
、
共
産
党
員
を
対
象
と
し
た
投

獄
の
経
験
は
な
い
が
、
館
を
投
獄
の
過
去
を
持
つ
共
産
党
員
と
し
て
の
設

定
し
て
い
る
こ
と
は
、
作
品
の
時
代
背
景
と
な
っ
て
い
る
昭
和
初
期
に
お

け
る
治
安
維
持
法
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
（
３
）へ

の
思
想
弾
圧
が
盛
ん
で

あ
っ
た
社
会
情
勢
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
因
み
に
、

作
者
（
一
九
〇
四
〜
二
〇
〇
五
）
と
同
時
代
の
小
林
多
喜
二
（
一
九
〇
三
〜

一
九
三
三
）
の
拷
問
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
獄
中
死
や
亀
井
勝
一
郎
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（
一
九
〇
七
〜
一
九
六
六
）
の
二
年
半
の
投
獄
の
の
ち
共
産
党
員
か
ら
転

向
な
ど
、
身
近
な
出
来
事
が
作
者
の
意
識
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
時
代
の
文
学
界
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
と
、
新
感

覚
派
を
中
心
と
す
る
芸
術
派
（
４
）の

文
学
の
対
立
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て

い
た
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
思
想
性
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
、
社
会
の
革

新
と
い
う
具
体
的
な
目
的
を
持
っ
て
、
在
来
の
個
人
主
義
的
な
文
学
を
否

定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
芸
術
派
は
前
衛
芸
術
に
示
唆
さ
れ
、
文
学
手

法
の
革
新
を
目
ざ
し
、
伝
統
文
学
の
否
定
を
試
み
た
。
し
か
し
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
運
動
も
組
織
の
解
体
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
新
感
覚
派
も
表
現

形
式
の
尊
重
か
ら
人
間
性
の
喪
失
と
現
実
の
解
体
に
よ
っ
て
衰
退
し
て
く

る
昭
和
十
年
代
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
の
転
向
文
学
の
出
現
や

既
成
作
家
の
活
躍
、
昭
和
作
家
の
登
場
な
ど
に
よ
っ
て
、
文
芸
復
興
の
様

相
を
呈
し
て
く
る
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
台
頭
に
よ
っ

て
、
言
論
の
統
制
が
厳
し
く
な
り
、
国
策
に
沿
っ
た
文
学
が
要
請
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
文
学
の
空
白
時
代
が
訪
れ
た
。

一
方
、
丹
羽
文
雄
の
作
風
は
、
自
伝
的
小
説
と
し
て
定
評
が
あ
る
よ
う

に
、
こ
れ
ら
六
作
品
も
例
外
で
は
な
く
、
ま
た
、
右
に
記
し
た
私
小
説
批

判
か
ら
端
を
発
し
た
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
の
文
学
界
の
大
き
な
二
大

潮
流
の
中
に
あ
っ
て
も
、「
生
母
も
の
」（「
秋
」
大
正
一
五
年
、「
鮎
」
昭

和
七
年
、「
贅
肉
」
昭
和
九
年
な
ど
）、「
マ
ダ
ム
も
の
」（「
海
面
」
昭
和

九
年
、「
甲
羅
類
」
昭
和
九
年
な
ど
）
と
い
っ
た
作
品
に
よ
り
、
伝
統
的

な
私
小
説
を
継
承
し
て
お
り
、
作
家
と
し
て
は
少
数
派
に
属
し
て
お
り
、

思
想
弾
圧
と
は
無
縁
の
立
場
を
保
持
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
前
記
の
①
、
②
、
③
の
三
つ
の
段
落
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
作

者
は
、
館
と
い
う
人
間
の
人
物
像
を
描
い
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
こ
こ
に
、

宗
教
小
説
へ
の
転
向
に
あ
た
る
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
率
直
な
心
境
を
舘

に
重
ね
合
わ
せ
て
、
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
。

先
ず
、
第
一
段
落
で
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
館
の
会
話
に
み
ら
れ
る

「
人
間
が
神
や
仏
を
自
分
に
似
せ
て
つ
く
っ
た
も
の
で
す
ね
。
私
は
、
神

が
す
べ
て
の
も
の
を
造
っ
た
な
ん
て
神
秘
説
は
信
じ
て
い
ま
せ
ん
」
と
い

う
言
説
は
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
否
定
し
て
お
り
、
ま
た
、

「
私
は
心
と
い
う
も
の
を
、
意
識
と
精
神
を
、
あ
く
ま
で
物
質
の
所
産
と

し
て
信
じ
ま
す
。
私
は
あ
く
ま
で
唯
物
論
者
で
す
よ
」
と
明
言
し
て
お

り
、
さ
ら
に
、
宗
教
的
真
理
な
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
が
わ
か
ら
な
け
れ

ば
、
い
か
に
深
遠
な
、
あ
り
が
た
い
親
鸞
思
想
も
無
駄
で
あ
る
と
述
べ
、

入
信
へ
の
困
難
性
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
特
に
入
信
の
た
め
の
前
提

条
件
と
し
て
、
宗
教
的
真
理
に
対
す
る
理
解
の
必
要
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
修
業
の
結
果
得
ら
れ
る
も
の
か
示
さ
れ
て
お

ら
ず
、
難
解
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
段
落
で
は
、
館
は
、「
神
や
仏
に
祈
る
場
合
、
私
た
ち
が

普
通
の
意
識
作
用
で
考
え
る
か
ら
、
矛
盾
が
生
じ
た
り
、
疑
い
が
生
じ
る

丹
羽
文
雄
「
菩
提
樹
」
に
み
る
宗
教
的
態
度
（
河
合
）
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の
で
す
。
私
は
新
興
宗
教
を
信
じ
ま
せ
ん
。
現
世
利
益
な
ど
当
て
に
出
来

ま
せ
ん
」
と
述
べ
、
現
世
往
生
を
説
く
浄
土
真
宗
を
含
め
、
宗
教
に
対
し

て
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
第
三
段
落
に
お
い
て
、
館
は
、「
人
間
の
意
識
作
用
は
、
高

度
に
発
達
し
た
脳
髄
（
物
質
）
な
ど
の
機
能
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
象
徴

的
な
唯
物
思
想
を
披
露
し
、
ま
た
、「
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
だ
の
、
西
方
極

楽
浄
土
な
ど
、
当
て
に
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
、
無
神
論
を
述
べ
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
作
者
は
、
物
質
の
実
在
を
認
め
ず
、
外
観
は
主
観
の
観

念
で
あ
る
と
す
る
唯
心
的
な
仏
教
思
想
に
目
覚
め
つ
つ
も
、
本
質
的
に

は
、
物
質
と
は
別
物
の
霊
魂
や
精
神
は
実
在
せ
ず
、
意
識
は
高
度
に
組
織

さ
れ
た
物
質
で
あ
る
脳
髄
の
所
産
で
あ
る
と
す
る
唯
物
論
の
支
持
者
で

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
救
い
（「
目
は
目
で
見
え
ぬ
」
の
章
）

次
に
宗
教
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
救
い
」
に
つ
い

て
、
二
人
の
問
答
形
式
の
対
話
を
通
し
て
、
作
者
が
救
い
を
ど
の
よ
う

に
み
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

①

｢館
さ
ん
は
、
安
心
立
命
を
、
救
い
を
お
考
え
に
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
ね
」「
む
ろ
ん
で
す
よ
。
刑
務
所
の
中
で
、
孤
独
地

獄
に
陥
ち
て
、
気
が
狂
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
小
さ

な
時
か
ら
お
念
仏
に
は
慣
れ
て
い
ま
し
た
が
、
信
仰
心
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
は
、
ひ
と
り
で
に
南
無
阿
弥
陀

仏
が
口
か
ら
出
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間
で
す
、
自
分
に
仏
性
が
あ
っ

た
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。
意
識
の
自
己
意
識
で
す
」

「
人
間
は
救
わ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
か
」

「
そ
れ
を
、
ご
院
さ
ん
に
お
た
ず
ね
し
た
い
の
で
す
」

「
私
に
も
判
り
ま
せ
ん
」

そ
う
答
え
た
時
、
宗
珠
は
耳
も
と
で
何
も
の
か
が
鳴
り
出
す
の
を

感
じ
た
。
情
慾
と
物
慾
と
背
徳
が
音
に
換
わ
っ
て
、
耳
の
そ
ば
で

鳴
り
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
音
は
、
永
久
に
絶
え
な
い
よ

う
で
あ
っ
た
。
傷
を
う
け
た
け
だ
も
の
が
、
広
野
で
泣
き
叫
ん
で

い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
海
の
音
に
も
似
て
い
た
。
赦
さ
れ
ざ

る
も
の
で
あ
る
。
呪
わ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
宗
珠
の
身
は
、
業

苦
の
海
に
没
し
て
い
る
。

「
誰
に
人
間
の
救
い
の
保
証
が
出
来
ま
し
ょ
う
」
そ
の
声
は
、
淋

し
か
っ
た
。
館
要
助
の
顔
に
、
感
動
の
色
が
あ
ら
わ
れ
た
。

「
正
直
な
お
方
だ
、
ご
院
さ
ん
は
…
…
」

「
彼
方
か
ら
来
る
も
の
に
一
切
を
委
ね
る
が
よ
い
と
い
う
こ
と
が

判
っ
て
い
な
が
ら
、
私
は
ま
だ
ま
だ
捨
身
に
は
な
り
き
れ
ま
せ

ん
。
私
に
は
聖
人
の
教
え
に
対
し
て
、
心
を
労
す
る
こ
と
が
足
り

な
い
の
で
す
」

②

絶
対
無
条
件
の
他
力
の
救
い
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
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が
ま
ま
な
自
分
の
欲
求
と
、
あ
る
が
ま
ま
な
自
力
の
分
別
に
従
っ

て
そ
う
い
う
生
き
方
を
す
る
自
分
を
、
そ
う
い
う
生
き
方
し
か
出

来
な
い
自
分
を
、
そ
っ
く
り
如
来
の
は
か
ら
い
に
あ
ず
け
っ
放
し

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

「
如
来
の
救
い
は
、
私
達
が
そ
れ
を
信
じ
よ
う
と
、
信
じ
ま
い
と
、

す
で
に
と
っ
く
の
昔
に
出
来
上
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
達
は
た

だ
、
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
に
気
が
つ
き
さ
え

す
れ
ば
よ
い
と
、
親
鸞
は
説
い
て
い
ま
す
」

「
大
へ
ん
簡
単
な
教
え
の
よ
う
で
す
が
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は

む
ず
か
し
い
こ
と
で
す
ね
。
如
来
の
大
悲
に
抱
き
と
ら
れ
て
い
る

自
分
に
気
が
つ
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
し

た
自
分
に
気
が
つ
く
と
い
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
問

題
で
す
」

「
あ
り
の
ま
ま
な
自
然
、
人
間
的
な
自
然
の
ま
ま
に
生
き
て
い
く

そ
の
こ
と
が
、
如
来
の
指
図
で
動
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
で

す
。
仏
と
一
体
に
な
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
自
覚
で
す
。
自
覚

も
ま
た
、
有
力
な
自
力
の
一
つ
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
す
れ
ば
、

ま
ち
が
い
の
な
い
生
き
方
が
出
来
る
、
安
心
し
き
っ
た
生
き
方
が

出
来
る
と
い
う
信
頼
感
で
す
ね
。
理
屈
は
や
さ
し
い
も
の
と
思
い

ま
す
。
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
飛
躍
が
私
に
は
む
つ
か
し
い
の
で

す
。」

こ
の
点
に
関
連
し
、
作
者
が
後
年
に
な
り
、
子
供
の
頃
（
八
歳
）
に
得

度
を
受
け
た
高
田
の
専
修
寺
を
四
二
年
ぶ
り
に
訪
れ
、
本
堂
に
座
っ
た
と

き
の
作
者
の
心
境
を
「
現
代
仏
教
講
座
第
四
巻
」（
昭
和
三
〇
・
角
川
書

店
）「
私
と
仏
教
」
か
ら
中
野
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
（
５
）。

私
は
誇
る
べ
き
何
も
の
も
な
い
。
い
ま
こ
う
し
て
仏
と
対
座
し
て

い
る
が
、
五
〇
年
に
わ
た
る
自
分
の
生
涯
は
、
い
か
に
も
中
途
半
端

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
強
か
っ
た
。
仏
の
前
で
は
、
強
が
り

も
で
き
な
い
。
う
ぬ
ぼ
れ
の
底
を
見
す
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
に
ご

と
も
か
く
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。
私
は
親
鸞
の
言
行
録
を
読
ん
で
い

る
。
頭
で
理
解
し
て
い
る
。
心
を
打
た
れ
て
い
る
。
そ
の
く
せ
、
理

解
し
て
き
た
こ
と
の
ど
れ
だ
け
を
私
が
実
行
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

何
も
実
行
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
煩
悩
に
と
ら

え
ら
れ
て
、
わ
た
し
は
不
信
を
は
た
ら
い
て
い
る
。
親
鸞
は
決
し
て

む
つ
か
し
い
こ
と
を
私
た
ち
に
命
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
と
さ

ら
や
さ
し
い
こ
と
を
、
く
り
か
え
し
教
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
や

さ
し
い
こ
と
が
、
私
に
は
実
行
で
き
な
い
で
い
る
。
無
慚
無
愧
の
極

悪
人
と
い
う
自
覚
は
、
い
う
は
や
さ
し
い
が
と
て
も
実
行
の
出
来
る

こ
と
で
は
な
い
。

以
上
、
最
初
の
①
の
段
落
に
お
い
て
、
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を

知
る
上
で
、
筆
者
が
最
も
注
目
す
る
の
は
、「
人
間
は
救
わ
れ
る
も
の
と

思
い
ま
す
か
」
と
い
う
宗
珠
の
問
い
に
対
し
て
、「
そ
れ
を
、
ご
院
さ
ん

丹
羽
文
雄
「
菩
提
樹
」
に
み
る
宗
教
的
態
度
（
河
合
）
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に
お
た
ず
ね
し
た
い
の
で
す
」
と
逆
に
尋
ね
ら
れ
、
宗
珠
は
「
私
に
も
判

り
ま
せ
ん
」、「
誰
に
人
間
の
救
い
の
保
証
が
出
来
ま
し
ょ
う
」
ま
た
、
②

の
段
落
に
お
い
て
は
、
浄
土
真
宗
の
根
本
思
想
で
あ
る
他
力
本
願
に
つ
い

て
も
、
如
来
の
救
い
は
す
で
に
出
来
上
っ
て
お
り
、
そ
の
事
実
に
気
が
つ

き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
親
鸞
の
教
え
に
対
し
て
も
、

「
彼
方
か
ら
来
る
も
の
に
一
切
を
委
ね
る
が
よ
い
と
い
う
こ
と

が

判
っ
て
い
な
が
ら
、
私
は
ま
だ
ま
だ
捨
身
に
は
な
り
き
れ
ま
せ
ん
。

私
に
は
聖
人
の
教
え
に
対
し
て
、
心
を
労
す
る
こ
と
が
足
り
な
い
の

で
す
」

と
発
言
し
て
お
り
、
自
ら
の
無
能
力
感
を
自
白
し
て
い
る
。

一
方
、
前
記
の
「
宗
教
批
判
」
の
文
脈
で
は
、「
現
世
利
益
」
や
「
西

方
極
楽
浄
土
」
を
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
救
い
」

そ
の
も
の
は
、
否
定
し
て
お
ら
ず
、
修
業
が
足
り
な
い
か
ら
、
体
感
で
き

な
い
と
い
う
立
場
に
な
っ
て
お
り
、
文
脈
上
の
曲
折
（
心
の
揺
れ
）
が
見

受
け
ら
れ
る
。

二

｢現
代
作
家
論
」
で
の
丹
羽
文
雄
に
対
す
る
亀
井
勝
一
郎
の
評

作
家
丹
羽
文
雄
と
同
時
代
に
生
き
、
交
流
の
あ
っ
た
亀
井
は
、
作
者
の

人
物
評
の
中
で
、
浄
土
真
宗
の
救
い
に
関
し
、
次
の
よ
う
な
独
自
の
見
解

を
述
べ
て
い
る
（
６
）。

ど
ん
な
宗
教
も
救
い
を
説
く
。
人
間
は
ま
た
何
ら
か
の
意
味
で

夫
々
に
救
わ
れ
た
い
。
し
か
し
「
救
い
」
こ
そ
最
も
深
い
惑
は
し
で

は
な
い
か
。
迷
妄
で
は
な
い
か
。
我
々
の
抱
く
あ
ら
ゆ
る
救
済
観
念

を
破
壊
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
親
鸞
の
教
の
根
本
な
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

「
救
い
」
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
か
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い
ふ
自

覚
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
救
い
」
の
拒
否
と
な
っ
て
現
は
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
甘
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
ど
こ
か
に
「
救
い
」

は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
親
鸞
の
教
の
最
も
重
要
な
点
は
、
人
間

と
し
て
考
へ
計
量
し
う
る
か
ぎ
り
の
一
切
の
救
済
観
念
を
破
壊
し
た

こ
と
だ
。
人
間
の
考
へ
う
る
「
救
い
」
と
は
虚
妄
で
は
な
い
か
。
自

力
に
対
し
て
他
力
と
い
っ
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。「
悟
り
」
も
む

ろ
ん
否
定
さ
れ
る
。
宗
教
と
い
え
ば
、
す
ぐ
「
救
い
」
と
「
悟
り
」

と
い
う
言
葉
が
浮
か
ん
で
く
る
の
は
常
識
で
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
も

あ
る
が
、
真
宗
は
最
も
よ
く
こ
れ
に
反
撥
し
た
宗
教
で
あ
る
。

と
述
べ
、
ど
う
ぞ
お
助
け
く
だ
さ
い
と
い
っ
た
よ
う
な
自
力
か
ら
発
す
る

祈
り
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
弥
陀
の
誓
い
に
よ
っ
て
浄
土
に
迎
え
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
念
仏
行
者
は
、
も
は
や
善
い
と
も
悪
い
と
も
考
え
る
必
要

は
な
く
、
人
間
の
分
別
が
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
浄
土
真
宗

特
有
の
宗
教
観
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
亀
井
は
、
別
著
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
７
）。
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様
々
に
努
め
て
も
迷
妄
は
や
ま
ず
、
或
る
刹
那
は
高
い
心
に
達
し

て
も
ま
た
た
く
間
に
転
落
す
る
人
間
の
悲
し
さ
、
そ
の
ど
ん
底
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
祈
り
の
世
界
を
ひ
ら
こ
う
と
し
た
の
は
親
鸞
で
あ

ら
う
。
も
し
救
い
が
目
に
み
え
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
更
生

が
直
ち
に
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
自
分
の
能
力

だ
け
を
信
じ
れ
ば
よ
い
。
乃
至
は
設
備
を
よ
く
す
れ
ば
よ
い
。

だ
が
実
際
は
そ
う
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。
我
も
人
も
救
い
を

口
に
し
更
生
を
言
う
け
れ
ど
、
悲
し
む
べ
き
こ
と
に
は
、
我
々
は
ひ

と
り
の
人
間
す
ら
自
分
の
力
で
救
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
窮
極
の
と

こ
ろ
ま
で
責
任
を
も
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
同
情
心
か
ら
発
し
た
慈

善
行
為
が
魂
の
ま
こ
と
の
救
い
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。

（
中
略
）

内
面
的
に
い
え
ば
人
間
は
幾
度
も
転
落
す
る
。
そ
の
生
涯
は
果
つ
る

こ
と
の
な
い
漂
泊
で
あ
る
。
も
う
駄
目
だ
と
思
う
。
救
い
は
な
い
、

更
生
も
な
い
。
何
を
や
っ
て
も
自
分
の
堕
落
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
が

な
い
、
こ
の
絶
望
と
敗
北
の
窮
極
に
、
お
そ
ら
く
唯
一
つ
の
道
を
求

め
た
の
が
親
鸞
で
あ
ろ
う
。
こ
の
救
い
の
な
い
人
生
の
痛
苦
を
、
そ

の
ま
ま
背
負
い
、
罪
は
罪
と
し
て
ひ
き
う
け
て
、
ま
さ
に
そ
う
い
う

凡
夫
の
姿
で
、
祈
り
の
世
界
に
入
ろ
う
と
し
た
の
だ
。

「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定

す
み
か
ぞ
か
し
。」
そ
こ
に
一
切
を
委
ね
つ
く
す
境
地
が
あ
る
。
救

い
が
あ
る
か
な
い
か
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
と
も
言
へ
な
い
、
な
い
と

も
言
へ
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
計
量
し
打
算
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い

の
だ
。
黙
し
て
人
生
の
苦
杯
を
う
け
、
内
奥
の
罪
禍
故
に
た
だ
祈
る

の
み
で
あ
る
。
た
す
か
る
見
こ
み
が
な
い
か
ら
こ
そ
祈
り
の
世
界
は

あ
る
。
救
い
の
有
無
を
問
は
な
い
と
こ
ろ
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
信
仰

の
み
が
真
実
の
信
仰
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
中
略
）

こ
れ
が
祈
り
な
の
だ
。
か
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
要
求
す
る
の
が
祈
り

な
の
で
は
な
い
。
ど
う
あ
っ
て
も
い
い
と
神
仏
の
御
心
の
ま
ま
に
委

ね
つ
く
す
。
虚
心
こ
そ
最
も
美
し
い
祈
り
な
の
で
あ
る
。
無
条
件
の

帰
依
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
り
「
悟
り
」
や
「
救
い
」
を
完
全
否
定
し
た
「
祈
り
」
の
信

仰
を
説
い
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
祈
り
」
と
は
、
通
常
の
神
社
、
仏

閣
へ
の
祈
願
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て
お
り
、
一
切
の
自
力

を
否
定
し
た
浄
土
真
宗
特
有
の
宗
教
観
を
説
い
て
い
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
悟
り
」
や
「
救
い
」
を
完

全
否
定
し
た
「
祈
り
」
だ
け
を
頼
る
信
仰
は
、
は
た
し
て
浄
土
真
宗
信
仰

の
真
相
を
物
語
る
も
の
な
の
か
、
亀
井
自
身
の
独
自
の
解
釈
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
、
救
い
を
一
切
期
待
で
き
な
い
宗
教
と
い
う
も
の
に
魅
力
が
あ

る
の
か
、
現
在
、
浄
土
真
宗
が
日
本
最
大
の
宗
派
と
し
て
、
大
衆
に
支
持

丹
羽
文
雄
「
菩
提
樹
」
に
み
る
宗
教
的
態
度
（
河
合
）
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さ
れ
て
い
る
理
由
は
何
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
説
明
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

こ
の
点
、
浄
土
真
宗
も
の
と
い
わ
れ
る
六
作
品
の
内
、
最
後
の
第
六
作

（
昭
和
四
五
年
、
作
者
六
六
歳
）
で
あ
る
「
無
慚
無
愧
」
に
着
目
し
て
み

る
と
、
作
者
は
、
徹
底
的
に
内
心
の
罪
を
自
覚
し
、
理
性
の
枠
を
超
え
て
、

念
仏
を
称
え
れ
ば
救
わ
れ
る
と
説
い
て
お
り
、
救
い
に
つ
い
て
肯
定
的
な

文
脈
と
な
っ
て
お
り
、
亀
井
と
は
大
き
な
隔
た
り
の
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
親
鸞
思
想
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
で
大
き
な
相

違
が
あ
る
の
は
何
故
か
。
一
方
は
文
学
者
、
他
方
は
評
論
家
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
宗
教
家
で
は
な
い
が
、「
救
い
」
に
対
す
る
難
解
性
を
示
し
て
い

る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、「
菩
提
樹
」
で
描
写
さ
れ
て
い
る
二
人
の
宗
教
談
義
の
言
説
か

ら
、
宗
教
小
説
創
生
期
の
作
者
丹
羽
文
雄
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
作
者
は
、
こ
の
時
期
、
作
品
の
随
所
の
描
写
に
、
宗
教
全

体
に
否
定
的
な
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
館
の
言
説
に
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
宗
教
へ
の
新
し
い
目
覚
め
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
か
な
り

強
い
唯
物
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
、
こ
の
作
品
は
、
他
の
五
作
品
に
比
べ
、
最
も
宗
教
的
教
義
の
引

用
が
多
く
（
巻
末
の
表
参
照
）、
浄
土
真
宗
の
根
本
経
典
で
あ
る
「
教
行

信
証
」
を
は
じ
め
、
七
つ
の
教
義
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
作
者
は
親
鸞
思

想
に
対
し
て
、
か
な
り
強
い
思
い
入
れ
を
も
っ
て
臨
ん
だ
こ
と
が
窺
わ
れ

る
が
、
結
論
的
に
は
、
入
信
の
境
地
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
信
仰
の
世
界

に
対
し
て
は
、
客
観
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
時
代
の

流
れ
に
左
右
さ
れ
ず
、
保
守
的
な
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

（
注
）

（
１
）
武
田
友
寿
は
、「
宗
教
の
救
済
と
文
学
の
救
済
」（『
国
文
学

解

釈
と
鑑
賞
』
三
九
巻
八
号

一
九
七
四
年
七
月

四
四
〜
五
〇

頁
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

丹
羽
文
雄
は
も
っ
と
も
切
実
に
宗
教
的
主
題
を
追
究
し
て
き

た
作
家
で
あ
る
。『
一
路
』
三
部
作
と
い
わ
れ
る
「
靑
麥
」「
菩

提
樹
」「
一
路
」
は
そ
の
主
題
を
極
限
ま
で
深
化
・
展
開
し
た

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
「
無
慚
無
愧
」
を
加
え
た
四
作

は
、
戦
後
日
本
文
学
＝
現
代
文
学
の
な
か
で
も
っ
と
も
す
ぐ
れ

た
宗
教
小
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
中
野
惠
海
「「
丹
羽
文
雄
と
親
鸞
（
上
）」
―
小
説
「
靑
麥
」
以

前
」
―（『
相
愛
女
子
短
期
大
学
研
究
論
集
』三
巻
二
号

一
九
五
六

年
八
月
）
一
〇
三
頁
。
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（
３
）
守
随
憲
治
・
真
下
三
郎

監
修
『
新
編

日
本
文
学
史
』（
第
一

学
習
社

昭
和
四
四
年

一
五
三
頁
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
述

し
て
い
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
わ

た
っ
て
芸
術
派
の
文
学
と
対
立
し
な
が
ら
、
芸
術
派
と
は
別

の
視
点
か
ら
既
成
文
壇
の
否
定
を
目
ざ
し
て
、
大
正
三
年

（
一
九
一
四
）
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
労
働
者
と
資
本
家
と

の
対
立
の
激
化
を
背
景
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

（
４
）
守
随
憲
治
・
真
下
三
郎

監
修
『
新
編

日
本
文
学
史
』（
第
一

学
習
社

昭
和
四
四
年

一
五
五
頁
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
述

し
て
い
る
。

「
昭
和
初
期
の
特
徴
は
革
命
の
文
学
を
標
榜
し
た
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
と
、
私
小
説
、
心
境
小
説
を
中
心
と
し
た
文
壇
内
の

革
新
を
目
ざ
し
た
新
感
覚
派
を
は
じ
め
と
す
る
新
興
芸
術
派
、

新
心
理
主
義
な
ど
の
芸
術
派
の
文
学
が
対
立
し
て
活
動
し
た
こ

と
で
あ
る
。（
中
略
）
第
一
次
世
界
大
戦
、
大
震
災
後
の
社
会

の
混
乱
を
反
映
し
て
、
欧
州
の
前
衛
的
な
芸
術
の
主
張
を
と
り

入
れ
、
従
来
の
写
実
主
義
の
方
法
を
否
定
し
、
擬
人
法
、
比
喩

な
ど
の
文
学
技
巧
の
革
新
を
目
ざ
し
、
知
的
に
再
構
成
さ
れ
た

感
覚
に
よ
っ
て
現
実
を
と
ら
え
た
。

ま
た
、
代
表
作
家
と
し
て
、
横
光
利
一
、
川
端
康
成
な
ど
を
挙
げ

て
い
る
。

（
５
）
中
野
惠
海
「「
丹
羽
文
雄
と
親
鸞
（
上
）｣―
小
説
「
靑
麥
」
以

前
」
―（『
相
愛
女
子
短
期
大
学
研
究
論
集
』三
巻
二
号

一
九
五
六

年
八
月
）
一
〇
二
頁
。

（
６
）『
亀
井
勝
一
郎
全
集
』
第
五
巻
「
現
代
作
家
論
」
講
談
社

昭
和

四
七
年
九
月

一
八
二
頁
・
一
九
〇
頁
。

（
７
）『
亀
井
勝
一
郎
全
集
』
第
六
巻
「「
罪
と
救
ひ
」
講
談
社

昭
和

四
六
年
七
月

二
三
三
〜
二
三
四
頁
・
二
三
六
頁
。

【
付
記
】
本
稿
で
扱
っ
た
作
品
は
、
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
）
発
刊
の

『
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
第
一
巻
』
に
依
拠
し
た
。

（
か
わ
い

し
げ
よ
し
／
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

丹
羽
文
雄
「
菩
提
樹
」
に
み
る
宗
教
的
態
度
（
河
合
）
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