
メ
タ
フ
ァ

1
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

龍
谷
大
学

岡

孝

紀

は
じ
め
に

何
故
、
〈
メ
タ
フ
ァ

l
〉
を
取
り
上
げ
て
問
題
に
す
る
の
か
。
大
き
く
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

（

1
）
 

縮
小
さ
れ
た
聖
典
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
現
代
に
お
い
て
メ
タ
フ
ァ
l
は
、
日
常
言
語
の
概
念

体
系
や
知
覚
・
記
憶
、
さ
ら
に
思
考
・
推
論
等
の
知
の
根
源
に
か
か
わ
る
重
要
な
認
知
能
力
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
知

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
関
わ
る
根
源
的
な
研
究
テ

1
マ
と
し
て
、
言
語
学
、
宗
教
学
、
哲
学
、
神
学
、
心
理
学
、
脳
科
学
な
ど
、

（

2
）
 

様
々
な
学
問
領
域
を
横
断
し
、
学
際
的
な
研
究
の
場
へ
の
知
的
探
求
の
通
路
と
し
て
強
い
関
心
が
も
た
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
神
学
で
は
既
に
、
マ
ク
フ
エ
イ
グ
の
「
隠
除
神
学
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
メ
タ
フ
ァ

l
が
も
っ
豊
か
さ
に
基
づ
い
た
再
神
話
化
の

（

3
）
 

試
み
｜
｜
非
神
話
化
で
は
な
く
神
話
的
語
り
の
再
活
性
化
ー
ー
で
あ
る
。
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
を
め
ぐ
る
現
代
の
学
問
状
況
に
対
し

て
、
聖
典
の
解
釈
を
課
題
と
す
る
私
た
ち
も
当
然
、
鈍
感
で
は
い
ら
れ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 一

つ
に
は
、

メ
タ
フ
ァ

l
手
二
つ
の

一七
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｝＼ 

メ
タ
フ
ァ

i
の
定
義
と
諸
理
論

私
た
ち
は
普
段
、
特
に
そ
の
働
き
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
数
多
く
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
使
用
し
て
い
る
。

メ
タ
フ

（

4
）
 

ァ
l

（B
R
8
E
H）
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
も
っ
て
ゆ
く
、
持
ち
帰
る
、
変
え
る
」
な
ど
を
意
味
す
る

B
2
4
F
2
2ロ
に
由
来
す
る
。

普
通
、
「
隠
聡
」
と
か
「
暗
聡
」
と
訳
さ
れ
、
他
の
比
聡
法
と
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
直
職
（
目
FE
－－o）
」
が
「
：
・
は
ー
の
よ
う

だ
」
「
・
：
は
i
の
如
し
」
と
い
っ
た
を
語
句
を
用
い
て
二
つ
の
も
の
を
喰
え
る
の
に
対
し
、
隠
喰
は
そ
う
し
た
比
聡
指
標
を
使
用
す
る

こ
と
な
し
に
対
象
を
類
似
性
に
よ
り
聡
え
る
手
法
を
い
う
。
そ
れ
は
高
度
な
比
聡
法
で
あ
り
、
読
者
の
感
情
を
喚
起
さ
せ
た
り
、
ま
た

文
章
を
引
き
締
め
る
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
「
換
喰
（
5
2
0
3
5
1
」
「
堤
聡
（
国
百
白
色
。
岳
町
）
」
等
と
も
異
な
っ
た
機
能

（

5
）
 

を
も
つ
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
メ
タ
フ
ァ

l
の
研
究
は
、
古
代
よ
り
修
辞
学
の
領
域
を
中
心
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
そ
の
研
究
の
蓄

（

6
）
 

積
量
は
膨
大
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
多
く
の
メ
タ
フ
ァ

l
研
究
者
は
共
通
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
」
第
二
十
一
章
に

お
い
て
述
べ
る
、
次
の
一
節
に
メ
タ
フ
ァ

l
の
古
典
的
な
定
義
が
あ
る
と
見
る
。

語
の
転
用
（
比
除
〔
メ
タ
フ
ァ

l
的
な
言
葉
〕
）
と
い
う
の
は
、
あ
る
物
ご
と
に
対
し
て
、
本
来
は
、
別
の
物
ご
と
を
名
指
す
語

を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
適
用
の
さ
れ
方
に
は
、
川
上
位
の
「
類
」
を
一
不
す
語
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
種
」
に
対
し
て

適
用
さ
れ
る
場
合
、
川
「
種
」
を
示
す
語
が
「
類
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
場
合
、
川
「
種
」
を
一
不
す
話
が
別
の
「
種
」
に
適
用

さ
れ
る
場
合
、
川
比
例
関
係
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
メ
タ
フ
ァ
ー
を
そ
の
語
源
に
基
づ
い
て
、
「
語
の
転
用
」
、
す
な
わ
ち
名
詞
の
置
換
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
語
の
転
用
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ

l
の
理
解
は
、
今
日
私
た
ち
が
メ
タ
フ
ァ

l
に
対
し
て
抱
い
て
い

る
一
般
的
な
感
覚
と
合
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
詩
学
」
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
修
辞
学
の
伝
統
的



メ
タ
フ
ァ

l
観
は
、

メ
タ
フ
ァ

l
を
単
に
言
葉
の
飾
り
、
或
い
は
詩
的
空
想
力
が
生
み
出
す
言
葉
の
綾
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
を
生

ぜ
し
め
る
。
さ
ら
に
、

メ
タ
フ
ァ

l
は
哲
学
や
言
語
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
長
く
周
辺
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
た
め
に
、

殊
に
合
理
主
義
を
標
梼
す
る
人
々
の
中
に
は
、

メ
タ
フ
ァ

l
は
感
情
を
揺
さ
ぶ
っ
て
正
し
い
認
識
を
損
な
わ
し
め
る
丈
彩
の
技
術
で
あ

る
か
ら
、
論
理
的
に
物
事
を
思
考
す
る
た
め
に
は
極
力
そ
の
使
用
を
退
け
る
べ
き
だ
と
い
う
見
方
も
根
強
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う

し
た
メ
タ
フ
ァ

l
に
対
す
る
否
定
的
見
解
は
現
代
の
メ
タ
フ
ァ

l
の
研
究
で
は
捨
て
去
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
む
し
ろ
、

メ
タ
フ
ァ

1

は
認
識
論
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ァ
！
の
評
価
を
大
き
く
転
換
せ

し
め
た
理
論
が
、

－
－

A
・
リ
チ
ャ

l
ズ
著
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
哲
学
』
、

M
・
ブ
ラ
ッ
ク
著
『
モ
デ
ル
と
メ
タ
フ
ァ

l
」
、
或
い
は

p
・

リ
ク
l
ル
著
『
生
き
た
隠
聡
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
メ
タ
フ
ァ

l
の
「
相
互
作
用
説
」
（

B
E
g
s
a
s
i向
者
え

B
2
8
g円
）
で
あ

る
。
紙
数
の
制
限
も
あ
り
、
こ
こ
で
は

p
・
リ
ク
l
ル
が

M
・
ブ
ラ
ッ
ク
等
の
理
論
を
受
け
て
主
張
し
た
メ
タ
フ
ァ

l
の
緊
張
理
論
に

つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
五
点
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（一）

メ
タ
フ
ァ

l
は
語
の
意
味
論
に
関
わ
る
前
に
文
の
意
味
論
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
隠
時
的
陳
述
（
言
表
）

σコ

中
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
語
の
聞
の
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。

（二）

メ
タ
フ
ァ

l
（
穏
轍
的
陳
述
）
を
逐
語
的
に
理
解
す
れ
ば
不
合
理
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
メ
タ
フ
ァ
ー
は
そ
れ
自
体

で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
解
釈
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

一一一

メ
タ
フ
ァ

l
に
お
け
る
類
似
性
の
役
割
は
、
そ
れ
ま
で
互
い
に
離
れ
て
い
た
別
の
範
時
に
属
す
る
こ
つ
の
も
の
を
「
近
づ
け
る

（
同
一
化
さ
せ
る
と
こ
と
で
あ
り
、

ょ
く
で
き
た
メ
タ
フ
ァ

l
は
、
そ
れ
が
写
し
出
し
て
い
る
以
上
の
類
似
性
を
創
造
す
る
の

で
あ
る
。

個）

メ
タ
フ
ァ

l
は
丈
全
体
に
関
係
す
る
新
し
い
意
義
を
生
み
出
す
働
き
を
も
っ
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、

メ
タ
フ
ァ

i
は
「
言
語

の
瞬
間
の
創
造
自
O
B
B
S
ミ

2
2
5口
。
ニ

gm山
口
晶
乙
で
あ
り
、
「
意
味
論
的
な
革
新
話
回
吉
江

σ
5
5
4
5
8
5ロ
」
で
あ
る
。

メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

九
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四
0 

（五j

メ
タ
フ
ァ

l
は
情
動
的
価
値
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
関
し
て
何
か
新
し
い
こ
と
を
語
り
、
ま
た
教
え
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。
も
し
、

（

8
）
 

こ
と
は
な
い
。

メ
タ
フ
ァ

l
が
語
の
代
置
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
意
味
は
生
ま
れ
ず
、
私
た
ち
は
何
も
学
ぶ

さ
ら
に
、

メ
タ
フ
ァ

l
の
「
相
互
作
用
説
」
は
現
代
の
多
く
の
メ
タ
フ
ァ

l
研
究
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
認
知
の
面
か
ら
包
括
的

に
メ
タ
フ
ァ
ー
を
再
評
価
し
た
G
－
レ
イ
コ
フ
と

M
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
る

『
レ
ト
リ
ッ
ク
と
人
生
」
も
こ
の
流
れ
に
あ
る
。
彼
ら
に

よ
れ
ば
、人

間
の
思
考
過
程
（
昏

g害
時
言
。
m
m
g
）
の
大
部
分
が
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
人
間
の
概
念
体
系
の

（日）

中
に
メ
タ
フ
ァ

l
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
言
語
表
現
と
し
て
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
言
う
。
こ
の
よ
、
つ
に
、

メ
タ
フ
ァ

l
が
人
間
の
存
在
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
様
々
な
場
面
、
領
域
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
聖
典
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
儀
式
・
儀
礼
な
ど
に
お
い

て
、
メ
タ
フ
ァ

l
は
確
か
に
大
切
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
メ
タ
フ
ァ
l
に
依
存
し
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
は

（日）

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
「
父
な
る
神
」
と
い
う
表
現
は
、
広
く
よ
く
知
ら
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
ろ
う
。

仏
教
に
お
い
て
も
、

メ
タ
フ
ァ

l
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
釈
尊
の
対
機
説
法
は
比
聡
（
控
室
脈
）
を
以
て
説
か
れ
、
十
二
部

経
に
は
「
署
職
経
」
（
雪
邑
削

E
）
と
呼
ば
れ
る
一
類
も
あ
る
。
ま
た
大
乗
経
典
に
は
、
経
典
そ
れ
自
体
が
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
言
つ

て
も
よ
い
程
に
多
彩
な
メ
タ
フ
ァ

l
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
法
華
丈
句
』
「
釈
警
防
品
」
に
は
、
「
警
と
は
比
況
な
り
、
職
と
は
暁

（日）

訓
な
り
。
此
に
託
し
て
彼
に
比
し
、
浅
に
寄
せ
て
深
を
訓
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
『
法
華
義
疏
』
「
誓
除
口
叩
」
に
は
、

暑
と
は
類
な
り
、
除
と
は
暁
な
り
。
近
事
に
仮
借
し
て
以
て
遠
離
を
況
し
諸
の
未
だ
悟
ら
ざ
る
を
暁
ら
し
む
。
こ
れ
を
警
職
と
い

（ロ）ふ。

と
明
か
さ
れ
る
。
仏
教
に
お
け
る
誓
聡
は
、
衆
生
を
さ
と
り
へ
と
導
く
た
め
の
類
比
に
よ
る
説
法
で
あ
り
、
時
に
物
語
の
形
式
を
も
っ



な
ど
、
様
々
な
形
で
も
っ
て
教
え
が
説
か
れ
る
。
『
浬
繋
経
』
に
は
、

そ
う
し
た
比
除
を
八
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
順
総
・
逆

聡
・
現
職
・
非
聡
・
先
除
・
後
輪
・
前
後
（
先
後
）
除
・
遍
轍
の
八
つ
で
あ
る
。
順
聡
は
あ
る
事
柄
を
順
次
に
喰
え
る
も
の
。
逆
聡
は

逆
次
に
説
く
比
聡
。
現
職
は
現
前
の
も
の
を
も
っ
て
表
現
す
る
も
の
。
非
除
は
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
借
り
た
比
輪
。
先
除
は

先
に
比
除
を
掲
げ
て
法
を
説
く
も
の
。
後
険
は
先
に
法
を
説
い
て
後
に
比
除
を
掲
げ
る
も
の
。
前
後
除
は
、
法
を
説
く
前
後
に
北
険
を

（日）

掲
げ
る
も
の
。
そ
し
て
遍
除
は
物
語
全
体
が
比
喰
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
物
語
と
メ
タ
フ
ァ

l
の
関
係
は
、

い
わ
ゆ
る
「
法
蔵
説
話
」

の
再
神
話
化
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
稿
を
改
め
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
て
、
親
鷲
の
聖
典
を
窺
う
な
ら
ば
、
そ

こ
に
も
種
々
の
メ
タ
フ
ァ

l
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
二
河
白
道
（
二
河
誓
）
」
「
氷
上
燃
火
」
「
一
乗
海
釈
」
「
阿
弥
陀
仏
は
光

明
な
り
」
等
、
全
て
が
網
の
目
の
よ
う
に
な
っ
て
相
互
に
関
連
し
機
能
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
教
行
証
文
類
」
総
序
の
冒
頭
に
は
、

「
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
擬
の
光
明
は
無
明
の
聞
を
破
す
る
恵
日
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
海
」
「
船
」

「
光
」
「
闇
」
「
日
」
と
い
う
語
を
用
い
た
メ
タ
フ
ァ

l

（
隠
喰
的
言
表
）

で
あ
る
。
親
鷲
は
何
故
、
こ
こ
で
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
衆

生
の
無
明
煩
悩
を
破
る
智
慧
（
慈
悲
）

で
あ
る
」
と
述
べ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
持
っ
と
き
、
宗
教
的
な
メ
タ
フ
ァ

l

が
単
に
美
的
な
言
葉
の
綾
で
は
な
く
、
ま
た
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
の
技
術
と
い
う
意
味
を
も
つ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
理
解
す

（日）

る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
聖
典
か
ら
取
り
除
い
て
い
っ
た
な
ら
ば
、

残
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ
タ
フ
ァ

l
は
聖
典
の
一
部
分
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
全
体
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
体
そ
こ
に
は
何
が

以
上
、

メ
タ
フ
ァ

l
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

メ
タ
フ
ァ

l
は
日
常
の
営
み
の
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
に
浸
透
し
、
そ
れ
を
使
用
す
る
者
の
体
験
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

メ
タ
フ
ァ

l
は
語
（
名
調
）

の
置
換
や

逸
脱
で
は
な
く
、
職
え
る
も
の
と
喰
え
ら
れ
る
も
の
と
の
聞
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
。
メ
タ
フ
ァ

l
は
丈
の
問
題
で
あ
り
、

隠
聡
的
一
一
百
表
（
陳
述
）
こ
そ
が
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
単
語
の
置
き
換
え
の
問
題
で
は
な
い
の
で
、
辞
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、

メ
タ
フ
ァ

l
は
言
述
の
装
飾
で
は
な
く
、
ま
た
感
情
を
喚
起
せ
し
め
る
以
上
の
働
き
を
も
っ
。
そ
れ
は
意
味
の

メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

同
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瞬
間
の
創
造
と
し
て
、
私
た
ち
に
新
し
い
認
識
を
生
起
せ
し
め
、
既
存
の
世
界
へ
の
物
の
見
方
を
変
革
す
る
働
き
を
も
つ
の
で
あ
る
。

メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル

メ
タ
フ
ァ
！
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
モ
デ
ル
理
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
モ
デ
ル
と
メ
タ
フ
ァ

l
は
本
来
は

別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。
モ
デ
ル
は
、
或
る
物
や
そ
の
状
態
を
或
る
視
点
か
ら
類
似
性
に
基
づ
い
て
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
実

次
に
、

物
に
対
す
る
模
型
や
建
物
・
自
動
車
等
の
基
本
設
計
た
め
の
原
型
、

さ
ら
に
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
関
連
の
モ
デ
ル
、
或
い
は
科
学
分
野
に

お
け
る
数
理
的
モ
デ
ル
等
、
必
ず
し
も
言
語
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
モ
デ
ル
を
言
語
的
に
表
現
す
る
と
そ
れ
は
メ
タ

（口）

フ
ァ
ー
に
な
る
。
例
え
ば
、
「
脳
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
。
ま
た
、
あ
る
社
会
の
中
で
大
変
長
く
使
用
さ
れ
、
組

織
化
さ
れ
た
メ
タ
フ
ァ

l
は
一
種
の
モ
デ
ル
と
な
る
。
つ
ま
り
持
続
的
な
メ
タ
フ
ァ

l
を
モ
デ
ル
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
真
宗
に
お

い
て
阿
弥
陀
仏
を
「
親
さ
ま
」
と
呼
ん
で
き
た
例
や
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
父
な
る
神
」
も
、
メ
タ
フ
ァ

l
が
組
織
化
さ
れ
展
開

さ
れ
て
モ
デ
ル
と
な
っ
た
例
だ
と
言
え
る
。

M
・
ブ
ラ
ッ
ク
は
自
ら
の
論
文
集
を
「
モ
デ
ル
と
隠
喰
』
と
つ
け
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
両
者
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

「
縮
尺
モ
デ
ル
」
「
類
似
（
類
推
）

モ
デ
ル
は
そ
の
組
成
や
機
能
に
よ
っ
て
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。

モ
デ
ル
」
「
理
論
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
こ
の
中
、
科
学
の
モ
デ
ル
は
後
者
の
二
つ
に
な
る
が
、
今
、

宗
教
の
モ
デ
ル
と
比
較
す
る
場
合
に
問
題
と
す
べ
き
は
「
理
論
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

A
・
E
・
マ
ク
グ
ラ
ス
が
「
宗
教
と
科

学
』
の
中
で
述
べ
る
よ
う
に
、
理
論
構
築
と
精
密
化
の
過
程
で
用
い
ら
れ
る
科
学
モ
デ
ル
は
、
い
わ
ば
最
先
端
の
研
究
に
お
い
て
、
言

い
換
え
れ
ば
新
し
い
発
見
の
場
面
に
お
い
て
必
要
な
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
る
。
そ
れ
は
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
か
ら
、
後
に
修
正
可

能
な
仮
説
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
有
用
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
宗
教
の
モ
デ
ル
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
理
論
に
対
し
て
は
補
助
的
な
役
割
を
も
っ
と
一
一
一
口
う
点
で
は
、
宗
教
の
モ
デ
ル
と
は
異
な



る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
モ
デ
ル
は
全
人
格
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
置
き
換
え
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
素
朴

実
在
論
を
認
め
る
こ
と
が
甚
だ
困
難
な
時
代
に
お
い
て
、
宗
教
の
メ
タ
フ
ァ

l

（
モ
デ
ル
）
は
良
く
出
来
あ
が
っ
た
便
利
な
虚
構
と
し

て
否
定
的
に
理
解
す
る
傾
向
が
あ
る
。
真
宗
学
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
非
神
話
化
の
波
が
押
し
寄
せ
様
々
な
教
学
的
試
み
が
な
さ
れ
た

が
、
む
し
ろ
メ
タ
フ
ァ

l
の
意
義
相
互
作
用
説
に
基
づ
く
理
論

に
立
っ
と
き
、
宗
教
の
言
語
表
現
が
隠
除
的
で
あ
る
と
い
う

事
実
は
素
朴
な
絶
対
牲
の
主
張
を
無
効
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
真
理
に
つ
い
て
現
実
的
に
語
る
具
体
的
な
方
法
を
明
ら
か
に
示

し
て
い
る
も
の
と
積
極
的
に
了
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

方
便
の
意
義

次
に
、
こ
こ
で
私
は
メ
タ
フ
ァ

l
・
モ
デ
ル
と
仏
教
に
お
け
る
方
便
の
意
義
と
の
対
比
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
両
者
の

混
同
を
回
避
し
、
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

方
便
の
原
語
〈
寄
与
と
は
、
接
近
す
る
、
到
達
す
る
と
い
う
意
味
の
動
詞
〈
吾
白
〉
の
派
生
語
で
方
法
・
手
段
の
意
を
も
っ
。
仏
教

に
お
け
る
方
便
の
語
は
仏
が
衆
生
を
悟
り
に
到
達
せ
し
め
る
た
め
の
手
だ
て
を
い
う
。
方
便
に
は
様
々
な
種
類
の
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、

宗
派
に
よ
っ
て
そ
の
理
解
も
異
な
る
。
例
え
ば
、
慧
遠
の
「
大
乗
義
章
』
巻
十
五
に
は
、
次
の
如
く
、
凹
種
方
便
が
説
か
れ
る
。

一
に
進
趣
方
便
は
、
見
道
の
前
の
七
方
便
等
の
如
し
。
二
に
権
巧
方
便
は
、
二
知
日
の
中
の
方
便
智
等
を
説
く
が
如
し
。
実
に
三
乗

無
き
も
権
巧
し
て
之
を
為
す
。
三
に
施
造
方
便
は
、
方
便
波
羅
蜜
等
と
説
く
が
如
し
。
凡
そ
為
作
す
る
所
は
善
巧
修
習
な
る
が
故

に
方
便
と
日
ふ
。
四
に
集
成
方
便
は
、
諸
法
同
体
に
し
て
巧
に
相
集
成
し
。

（
印
）

と
日
ふ
。

一
に
一
切
を
備
へ
一
切
に
一
を
成
ず
る
が
故
に
方
便

一
に
は
進
趣
方
便
で
あ
り
、
こ
れ
は
方
便
道
と
い
う
よ
う
に
、
さ
と
り
に
向
か
う
予
備
的
行
（
加
行
）

の
意
を
も
っ
。
二
に
は
権
巧

メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
音

四
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四

方
便
で
あ
り
、
実
智
に
対
す
る
方
便
知
日
（
権
智
）
と
し
て
、
仏
が
仮
に
巧
み
な
手
だ
て
を
設
け
る
意
を
示
す
。
い
わ
ゆ
る
善
巧
方
便
で

あ
る
。
三
に
は
施
造
方
便
と
い
い
、
こ
れ
は
十
波
羅
蜜
の
一
つ
方
便
波
羅
蜜
の
如
く
、
目
的
理
想
の
達
成
の
た
め
の
修
習
が
善
く
巧
み

で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
四
に
は
集
成
方
便
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
切
の
存
在
の
本
質
は
同
一
に
し
て
巧
み
に
相
集
ま
り
成
立
し
て

（

ω）
 

い
る
相
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
と
お
お
よ
そ
同
じ
分
類
が
基
の
「
法
華
玄
賛
」
巻
三
、
吉
蔵
の
「
勝
重
宝
窟
」
巻
上
本
な
ど
に
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
方
便
は
大
き
く
二
つ
の
立
場
か
ら
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
つ
は
般
若
（
実
智
）

一
一
つ
に
は
真
実
と
対
比
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
真
宗
に
お
け
る
善
巧
方
便
と
権
仮
方
便
と
の
二
種
の
方

便
も
ま
さ
に
こ
の
分
類
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
c

前
者
は
、
仏
・
菩
薩
が
衆
生
を
さ
と
り
に
導
く
た
め
に
衆
生
の
素
質
や

と
対
比
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、

能
力
に
応
じ
て
巧
み
に
教
化
す
る
手
段
万
法
を
い
う
。
『
一
念
多
念
文
意
』
に
、
「
方
便
と
ま
ふ
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
御
な
を

（
辺
）

し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
ま
ふ
す
な
り
」
と
明
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
如
そ
の
も
の
で
あ
る
法
性
法
身
が
衆
生
済

度
の
た
め
に
自
己
否
定
的
に
名
を
一
不
し
か
た
ち
を
現
し
た
方
便
法
身
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
真
実
の
法
に
入
ら
し
め
る
た
め

に
設
け
ら
れ
た
法
門
を
い
い
、
暫
用
還
廃
を
意
味
す
る
。
「
教
行
証
丈
類
」
の
「
方
便
化
身
土
丈
類
」
の
「
方
便
」
が
こ
の
意
で
あ
り
、

よ
っ
て
方
便
の
願
、
方
便
の
行
信
な
ど
と
用
い
ら
れ
る
。
暫
用
と
は
未
熟
な
る
衆
生
を
誘
引
し
て
真
実
に
入
ら
し
め
る
階
梯
と
し
て
暫

く
用
い
る
立
場
を
い
い
、
還
廃
と
は
真
実
に
入
り
終
わ
れ
ば
、
是
な
る
も
の
に
対
し
て
非
を
簡
び
捨
て
る
立
場
を
い
う
。
権
用
と
簡
非

と
称
さ
れ
る
。
諸
学
者
に
よ
っ
て
意
見
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
「
方
便
化
身
土
巻
」
の
方
便
の
意
義
は
こ
の
よ
う
な
両
重
の
義
を
も

（
幻
）

ち
つ
つ
、
後
者
の
簡
非
に
こ
そ
中
心
が
あ
る
と
考
え
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
言
う
場
合
、
そ
れ
で
は
真
実
と
智
慧

と
の
関
係
は
如
何
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
権
仮
方
便
も
善
巧
方
便
も
仏
の
方
便
に
違
い
な
く
、
そ
の
意
味
で
両
者
は
．
不

可
分
で
あ
る
と
の
主
張
も
成
立
し
、
両
者
の
関
係
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
曇
驚
は
『
浄
土
論
註
」
下
巻
の
浄
入
願
心
章
に
、

「
真
実
智
慧
と
は
実
相
の
智
慧
な
り
。
実
相
は
無
相
な
る
が
故
に
真
智
は
無
知
な
り
」
と
一
不
す
。
真
実
智
慧
は
凡
夫
の
分
別
を
絶
し
た

無
分
別
の
智
慧
で
あ
り
、

一
切
は
縁
起
的
存
在
に
し
て
空
・
無
我
で
あ
る
と
、
あ
り
の
ま
ま
そ
の
如
く
知
る
体
験
で
あ
る
か
ら
、
真
智



は
知
る
対
象
も
な
く
、
ま
た
知
る
私
も
否
定
さ
れ
て
、
知
る
働
き
の
な
い
ま
ま
に
知
即
無
知
、
す
な
わ
ち
無
知
に
し
て
知
る
の
で
あ
る
。

（お）

も
の
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
（
真
如
）
は
、
「
智
慧
は
作
に
非
ず
、
非
作
に
非
ざ
る
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
現
前
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

真
実
智
慧
は
無
知
と
し
て
一
切
処
に
遍
し
て
知
る
の
で
あ
り
、
「
無
知
の
故
に
能
く
知
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
こ
の
故
に
一
切
種
智
即
真

実
の
智
慧
な
り
」
と
説
か
れ
る
。
無
知
に
し
て
そ
の
如
く
知
る
智
慧
は
、
即
真
実
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
真
実
H
智
慧
で
あ

る
。
ま
た
曇
鷲
は
『
浄
土
論
註
』
下
巻
障
菩
提
門
章
に
方
便
門
を
釈
し
て
、

正
直
を
方
と
日
ふ
。
外
己
を
使
と
日
ふ
。
正
直
に
依
る
が
故
に
一
切
衆
生
を
憐
慰
す
る
心
を
生
ず
。
外
己
に
依
る
が
故
に
自
身
を

（幻）

供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
。

と
述
べ
る
。
方
便
と
は
正
直
外
己
な
る
心
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
の
み
を
供
養
し
恭
敬
す
る
よ
う
な
自
己
中
心
的
な
心
を
完
全

に
離
れ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
一
切
衆
生
を
憐
慰
す
る
心
（
度
衆
生
心
）
を
生
起
す
る
こ
と
だ
と
明
か
す
。
さ
ら
に
名
義
摂
対
章
に
方
便

門
を
註
し
て
、

般
若
と
い
ふ
は
、
如
に
達
す
る
慧
の
名
な
り
。
方
便
と
い
ふ
は
、
権
に
通
ず
る
智
の
称
な
り
。
如
に
達
す
れ
ば
則
ち
心
行
寂
滅
な

り
。
権
に
通
ず
れ
ば
則
ち
備
さ
に
衆
機
を
省
み
る
。
（
中
略
）
然
れ
ば
則
ち
智
慧
と
方
便
と
相
縁
じ
て
動
じ
、
相
縁
じ
て
静
な
り
。

動
の
静
を
失
せ
ざ
る
こ
と
は
智
恵
の
功
な
り
。
静
の
動
を
廃
せ
ざ
る
こ
と
は
方
便
の
力
な
り
。
是
の
故
に
智
恵
と
慈
悲
と
方
便
と

は
般
若
を
摂
取
し
、
般
若
は
方
便
を
摂
取
す
。
（
中
略
）
智
慧
と
方
便
と
は
こ
れ
菩
薩
の
父
母
な
り
。
若
し
智
慧
と
方
便
と
に
依

（お）

ら
ず
は
、
菩
薩
の
法
、
則
ち
成
就
せ
ず
と
知
る
べ
し
と
な
り
。

と
説
か
れ
る
。
般
若
は
真
如
を
体
得
せ
る
智
慧
で
あ
り
、
そ
れ
は
心
行
寂
滅
に
し
て
凡
夫
の
分
別
の
境
界
を
超
え
た
無
分
別
の
智
慧
で

あ
る
。
方
便
と
は
、
そ
の
般
若
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
世
俗
を
み
そ
な
わ
し
必
然
的
に
流
出
す
る
働
き
を
い
う
。
般
若
は
、
智
慧
そ
れ

自
身
の
本
質
と
し
て
必
然
的
に
世
俗
に
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
方
便
は
そ
の
慈
悲
を
具
現
化
せ
し
め
る
智
慧
の
働
き
と
い
う
手
だ
て
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
方
便
は
世
俗
、
分
別
の
境
界
に
顕
現
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
ま
た
真
如
、
法
性
と
異
な
る
も
の
で
は

メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

四
五



メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
テ
ル
と
方
便
の
意
義

四
六

な
い
。
動
に
し
て
静
を
失
わ
ず
、
静
に
し
て
動
を
廃
せ
ず
、
般
若
と
慈
悲
、
般
若
と
方
便
と
相
即
相
入
、
不
一
不
異
の
関
係
に
あ
る
。

真
実
智
慧
と
方
便
な
く
し
て
、
た
だ
感
情
的
に
迷
え
る
者
を
救
済
せ
ん
と
憐
れ
む
こ
と
は
、
単
な
る
衆
生
へ
の
愛
着
に
過
ぎ
な
い
。
智

慧
と
方
便
と
は
父
母
で
あ
り
｜
｜
こ
れ
こ
そ
が
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
が
｜
｜
、
菩
薩
の
法
は
こ
れ
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
と
明
か
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
全
て
の
教
説
は
そ
れ
が
言
葉
に
よ
っ
て
世
間
に
顕
現
す
る
と
い
う
点
で
、
仏
教
は
み
な
方
便
施
設
に
他
な
ら
な
い

と
言
、
つ
こ
と
も
で
き
る
。
経
典
は
釈
尊
に
よ
っ
て
衆
生
に
わ
か
る
形
で
、
す
な
わ
ち
言
葉
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の

真
実
の
言
葉
に
よ
っ
て
真
如
法
性
の
世
界
へ
入
ら
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
が
方
便
で
あ
り
、
世
俗
諦
で
あ
る
か
ら
真
如
法
性
の
世
界

へ
入
る
た
め
に
は
方
便
に
よ
る
他
な
い
。
仏
が
法
を
説
く
た
め
に
は
、
言
葉
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
を
用
い
る

（
却
）

の
は
言
葉
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
一
言
葉
に
な
ら
な
い
真
理
を
衆
生
に
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
教
説

に
、
さ
と
り
そ
れ
自
体
を
直
接
的
に
説
い
て
真
実
の
意
を
顕
し
た
真
実
教
と
、
真
実
に
導
く
手
段
と
し
て
衆
生
に
応
じ
て
種
々
に
説
一
不

さ
れ
た
方
便
教
（
方
便
仮
門
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
権
仮
方
便
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
方
便
は
ど
こ
ま
で
も
仏
の
働
き
で
あ
り
、
衆
生
の

行
い
で
は
な
い
。
衆
生
は
要
門
・
真
門
の
立
場
を
方
便
の
門
と
自
覚
せ
し
め
ら
れ
て
、
そ
れ
を
捨
て
去
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は
、
信

心
開
発
の
一
念
で
あ
る
か
ら
、
他
力
信
楽
の
獲
得
の
過
程
に
お
い
て
は
、
浄
土
方
便
の
自
力
の
行
は
た
だ
仏
の
衆
生
に
注
が
れ
た
慈
悲

の
心
と
い
う
側
面
に
お
い
て
他
力
に
至
る
階
梯
と
し
て
肯
定
的
な
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
如
く
、
方
便
の
体
が
智
慧
で
あ
り
、
仏
・
菩
薩
の
働
き
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
修
辞
学
的
な
比
聡
法
と
し
て
の

メ
タ
フ
ァ

l
理
論
で
も
っ
て
解
釈
で
き
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
。
経
典
は
、
本
来
、
三
味
に
住
し
て
説
か
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
諸
々
の
荘
厳
相
も
真
如
と
不
一
不
異
な
る
関
係
に
あ
り
、
真
理
を
美
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
置
き
換

え
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
相
互
作
用
の
緊
張
理
論
に
よ
れ
ば
、
メ
タ
フ
ァ

l
は
現
実
の
認
知
の
問
題
で
あ
っ
て
、
注
目
す
べ
き
は

実
在
の
模
写
で
は
な
く
、
新
し
い
事
態
を
自
ら
の
経
験
世
界
に
媒
介
し
つ
つ
自
己
を
変
革
す
る
機
能
、
現
実
を
新
た
な
仕
方
で
見
る
働



き
に
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
に
お
い
て
そ
う
し
た
根
源
的
な
自
己
の
変
革
を
導
く
こ
と
の
可
能
な
者
は
仏
・
菩
薩
、
ひ
い
て
は
善
知
識

に
限
ら
れ
る
。
メ
タ
フ
ァ

l
は
自
身
に
顕
わ
に
な
っ
た
真
理
ー
ー
さ
た
す
べ
き
で
な
い
不
可
思
議
な
事
実
！
l
を
文
と
し
て
表
現
し
た

も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
隠
轍
的
真
理
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

四
親
驚
に
お
け
る
父
母
の
メ
タ
フ
ァ

l

次
に
、
以
上
述
べ
て
き
た
事
柄
を
「
父
」
「
母
」
の
語
を
含
ん
だ
メ
タ
フ
ァ
l
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
阿
弥
陀
仏
は
伝
道
実
践
の
場
面
に
お
い
て
「
親
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
父
の
イ
メ
ー
ジ

に
対
比
す
る
と
、
明
ら
か
に
母
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
母
の
子
を
思
う
無
償
の
愛
情
が
、
仏
の
慈
悲
と
類
似

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
愚
禿
紗
』
巻
上
『
阿
弥
陀
経
義
疏
』
引
丈
に
「
十
方
如
来
、
衆
生
を
憐
思
し
た
ま
ふ
こ
と
、
母
の
子
を
憶

（
鈎
）

ふ
が
如
し
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
「
浄
土
和
讃
』
勢
至
讃
に
、

衆
生
仏
を
憶
す
れ
ば

如
来
を
拝
見
、
っ
た
が
は
ず

と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る
（
こ
れ
ら
は
厳
密
に
は
直
聡
に
属
す
る
）
。
ま
た
、
一
般
的
に
仏
教
で
は
仏
の
異
称
と
そ
の
功

（
犯
）

徳
、
並
び
に
衆
生
済
度
の
働
き
を
示
す
も
の
と
し
て
父
母
の
比
聡
が
説
か
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
親
驚
の
「
父
」
「
母
」
の
語

を
含
む
文
は
、
そ
の
多
く
が
引
用
文
の
中
に
見
ら
れ
る
。
「
信
巻
」
逆
詩
摂
取
釈
の
「
浬
繋
経
』
引
丈
中
に
見
ら
れ
る
父
・
母
の
語
の

子
の
母
を
お
も
ふ
が
ご
と
く
に
て

現
前
当
来
と
お
か
ら
ず

多
く
は
、
五
逆
罪
の
説
明
と
、
具
体
的
に
頻
婆
沙
羅
王
と
意
提
希
夫
人
を
指
す
。
ま
た
「
化
身
士
巻
」
外
教
釈
『
菩
薩
戒
経
』
引
文
等

に
見
る
父
・
母
を
含
む
丈
も
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
用
例
を
考
察
の
対
象
か
ら
除
い
て
、
そ
れ
ら
整
理
す
る
と
大
き

く
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
凶
釈
迦
・
諸
仏
、
阿
弥
陀
仏
を
慈
悲
の
父
母
と
聡
え
る
場
合
。
剛
仏
の
智
慧
と
慈
悲
を
臨
え
る

メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
音
堂
義

四
七



メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

四
八、

場
合
。
削
名
号
・
光
明
、
信
心
を
轍
え
る
場
合
で
あ
る
。

驚
に
は
そ
う
し
た
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
以
下
、
三
つ
の
中
で
「
1

の
如
し
」
と
い
う
直
険
を
除
い
た
メ
タ
フ
ァ
ー
を
考
察
す
る
こ
と

（
お
）

一
般
に
仏
教
で
は
父
母
を
無
明
の
比
聡
と
し
て
使
用
す
る
例
も
あ
る
が
、
親

に
し
た
い
。
な
お
、
便
宜
上
、
引
用
文
に
は
番
号
を
付
け
る
こ
と
に
す
る
。

凶
釈
迦
仏
、
諸
仏
、
阿
弥
陀
仏
を
慈
悲
の
父
母
と
職
え
る
場
合
。

①
「
信
巻
」
逆
詩
摂
取
釈
『
浬
繋
経
』
引
丈

（
叫
）

如
来
一
切
の
為
に
常
に
慈
父
母
と
作
り
た
ま
へ
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
諸
の
衆
生
は
皆
是
れ
如
来
の
子
な
り
。

②
「
信
巻
」
大
信
釈
『
般
舟
讃
』
引
文

敬
ひ
て
一
切
往
生
の
知
識
等
に
白
さ
く
。
大
き
に
須
く
漸
憶
す
べ
し
。
釈
迦
如
来
は
実
に
是
れ
慈
悲
の
父
母
な
り
、
種
々
の

（
お
）

方
便
を
し
て
、
我
等
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
へ
り
。

③
「
唯
信
紗
文
意
』

釈
迦
は
慈
父
、
弥
陀
は
悲
母
な
り
。
わ
れ
ら
が
ち
、
は
＼
種
種
の
方
便
を
し
て
、
無
上
の
信
心
を
ひ
ら
き
お
こ
し
た
ま
へ

（

Mm）
 

る
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。

④
「
入
出
二
円
借
』

釈
迦
諸
仏
は
日
疋
れ
真
実
慈
悲
の
父
母
な
り
。
種
種
の
善
巧
方
便
を
以
て
、
我
等
が
無
上
の
真
実
信
を
発
起
せ
し
め
た
ま
ふ
。

①
『
高
僧
和
讃
」
善
導
讃

釈
迦
・
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
種
種
に
善
巧
方
便
し

わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を

発
起
せ
し
め
た
ま
ひ
け
り

（お）

（
釈
迦
・
弥
陀
の
左
訓
：
：
：
シ
ヤ
カ
ハ
チ
〉
ナ
リ
ミ
ダ
ハ
ハ
〉
ナ
リ
ト
タ
ト
ヘ
タ
マ
ヘ
リ
）

①
は
如
来
と
衆
生
が
親
子
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
③
1
⑤
は
②
善
導
『
般
舟
讃
』
引
丈
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
『
末
灯
紗
』



（
却
）

に
も
同
じ
内
容
が
説
か
れ
る
。
善
導
の
場
合
、
釈
迦
仏
が
慈
悲
の
父
母
で
あ
る
と
一
不
す
の
に
対
し
、
親
驚
の
場
合
は
、
「
釈
迦
如
来
」

を
釈
迦
と
如
来
に
分
け
、
釈
迦
仏
と
阿
弥
陀
仏
と
了
解
す
る
。
そ
の
上
で
、
二
尊
の
善
巧
方
便
に
よ
っ
て
信
心
が
発
起
せ
し
め
ら
れ
る

こ
と
を
明
か
す
。

同
智
慧
と
慈
悲
の
関
係
を
喰
え
る
場
合
。

①
「
行
巻
」
『
十
住
毘
婆
沙
論
」
引
文

有
る
人
の
言
は
く
、
般
舟
三
味
及
び
大
悲
を
諸
仏
の
家
と
名
づ
く
。
此
の
二
法
よ
り
諸
の
如
来
を
生
ず
と
。
此
の
中
に
般
舟

三
昧
を
父
と
す
、
ま
た
大
悲
を
母
と
す
。
復
た
次
に
般
舟
三
昧
は
こ
れ
父
な
り
、
無
生
法
忍
は
こ
れ
母
な
り
。
『
助
菩
提
」

の
中
に
説
く
が
如
し
。
般
舟
二
一
味
の
父
、
大
悲
無
生
の
母
、

一
切
の
諸
の
如
来
、
是
の
二
法
よ
り
生
ず
と
。
家
に
過
答
な
け

れ
ば
家
清
浄
な
り
。
故
に
清
浄
と
は
六
波
羅
蜜
・
四
功
徳
処
な
り
。
方
便
・
般
若
波
羅
蜜
は
善
慧
た
円
。

②
「
証
巻
」
還
相
回
向
釈
『
論
註
』
引
丈

智
慧
と
慈
悲
と
方
便
と
、
般
若
を
摂
取
す
。
般
若
、
方
便
を
摂
取
す
。
応
知
と
は
、
謂
く
、
智
慧
と
方
便
は
こ
れ
菩
薩
の
父

（
引
）

母
な
り
。
も
し
智
慧
と
方
便
と
に
依
ら
ず
は
、
菩
薩
の
法
則
成
就
せ
さ
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。

①
で
は
、
般
舟
三
昧
を
父
に
、
大
悲
（
無
生
法
忍
）
を
母
に
聡
え
る
。
②
に
お
い
て
は
、
智
慧
と
方
便
と
が
菩
薩
の
父
母
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
仏
・
菩
薩
の
智
慧
・
慈
悲
は
様
々
な
も
の
に
喰
え
ら
れ
る
が
、
母
の
も
つ
平
等
・
包
摂
・
同
感
・
肯
定
等
と
い
う
性
格
が
、

知
目
慧
を
厳
父
に
聡
え
る
の
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

川
名
号
、
光
明
、
或
い
は
信
心
を
除
え
る
場
合
。

①
「
行
巻
」
両
重
因
縁
釈

良
に
知
ん
ぬ
、
徳
号
の
慈
父
ま
し
ま
さ
ず
ぱ
、
能
生
の
因
闘
け
な
む
。
光
明
の
悲
母
ま
し
ま
さ
ず
ば
、
所
生
の
縁
葉
き
な
ん
。

能
所
の
因
縁
和
合
す
べ
し
と
難
も
、
信
心
の
業
識
に
非
ず
ば
、
光
明
土
に
到
る
こ
と
な
し
。
真
実
信
の
業
識
、
斯
れ
則
ち
内

メ
タ
フ
ァ

l
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
音
ω
義

四
九



メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
ア
ル
と
方
便
の
意
義

五
O

（
犯
）

因
と
す
。
光
明
名
の
父
母
、
斯
れ
則
ち
外
縁
と
す
。
内
外
の
因
縁
和
合
し
て
、
報
土
の
真
身
を
得
証
す
。

②
『
末
灯
紗
」

本
願
の
名
号
は
能
生
す
る
因
な
り
。
能
生
の
因
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
父
な
り
。
大
悲
の
光
明
は
こ
れ
所
生
の
縁
な
り
、

（
幻
）

所
生
の
縁
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
母
な
り
。

③
「
信
巻
」
信
楽
釈
『
華
厳
経
」
引
丈

信
は
道
の
元
と
す
、
功
徳
の
母
な
り
。

示
せ
し
む
。

一
切
の
諸
の
善
法
を
長
養
す
。
疑
網
を
断
除
し
て
愛
流
を
出
で
、
浬
繋
無
上
道
を
開

①
は
、
名
号
と
光
明
、
そ
し
て
信
心
の
関
係
を
説
く
。
名
号
を
父
（
因
）
、
光
明
を
母
（
縁
）
に
聡
え
、
能
所
の
因
縁
が
和
合
す
べ

き
で
あ
る
が
、
し
か
し
信
心
が
正
受
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
信
心
こ
そ
が
内
因
で
あ

っ
て
、
光
明
名
号
の
父
母
は
外
縁
で
あ
り
、
両
者
の
因
縁
が
和
合
し
て
こ
そ
報
土
往
生
が
か
な
う
と
明
か
さ
れ
る
。
②
は
①
の
前
半

（
初
重
）
と
同
じ
で
あ
る
。
③
は
仏
道
の
根
本
と
な
る
信
心
を
、
母
に
職
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
用
例
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
父
」
「
母
」
の
両
方
の
語
を
含
む
メ
タ
フ
ァ

1
は
、
何
ら
か
の
因

縁
果
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
凶
「
釈
迦
仏
と
阿
弥
陀
仏
」
、
岡
「
智
慧
と
慈
悲
」
、
制
「
名
号
と
光
明
」
・
「
信
心
」
を

類
似
性
に
よ
っ
て
「
父
母
」
と
し
て
見
る
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
が
全
く
同
一
の
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま

で
含
意
の
一
つ
と
し
て
「
父
母
」
に
超
越
性
が
付
与
さ
れ
、
「
仏
」
に
父
性
・
母
性
が
付
与
さ
れ
て
、
そ
の
点
が
主
要
な
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
「
父
母
」
の
そ
の
他
の
合
意
（
口
う
る
さ
い
存
在
等
）
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

メ
タ
フ
ァ

l
は
単
に
語
の
置
換
で
は
な
い
の
で
、
現
実
に
関
し
て
何
か
新
し
い
こ
と
を
語
る

O

丈
脈
の
レ
ベ
ル
で
ニ
＝

脈
を
形
成
し
て
い
る
。
親
驚
の
メ
タ
フ
ァ

1
は
、
真
如
そ
れ
自
体
の
顕
れ
（
方
便
）
を
語
る
文
脈
で
あ
り
、
自
己
を
転
ず
る
具
体
的
な

働
き
が
如
来
よ
り
回
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
父
母
の
メ
タ
フ
ァ

l
に
お
け
る
類
似
性
の
役
割
は
、



衆
生
に
と
っ
て
超
越
的
、
不
可
思
議
な
存
在
を
身
近
な
父
母
に
聡
え
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
の
智
慧
（
慈
悲
）
が
既
に
現
在
す
る
こ
と
を

知
ら
せ
、

そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
父
母
と
私
た
ち
と
の
関
係
を
も
見
直
す
新
た
な
視
点
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

真
宗
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
は
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
鷲
の
用
法
か
ら
必
然
的
に

し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
長
く
使
用
さ
れ
、
定
着
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
モ
デ
ル

（
持
続
的
な

メ
タ
フ
ァ

l
）
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
父
親
・
母
親
の
観
念
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
伝
統
的
な
メ
タ
フ
ァ

l
が
必
ず
し
も
十
分
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
疑
問
と
な
る
。
先
に
宗

教
の
モ
デ
ル
と
科
学
の
モ
デ
ル
を
対
比
し
た
際
に
、
宗
教
の
モ
デ
ル
は
基
本
的
に
置
き
換
え
が
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
。
メ
タ
フ

ァ
l
は
真
理
そ
れ
自
体
の
顕
現
を
、
そ
れ
を
体
得
せ
る
体
験
者
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
言
述
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
代
と
社
会
の

状
況
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
慎
重
に
で
は
あ
る
が
、
新
し
く
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
可
能
性
で
は
な

く
、
真
理
そ
れ
自
体
が
も
っ
解
釈
の
多
様
性
と
い
う
意
味
に
お
け
る
可
能
性
で
あ
る
。
本
稿
の
は
じ
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
マ
ク

フ
ェ
イ
グ
の
隠
喰
神
学
に
つ
い
て
二
一
ニ
口
ふ
れ
た
が
、
因
み
に
彼
女
は
従
来
の
神
学
の
家
父
長
的
傾
向
を
批
判
し
、
「
父
の
神
」
か
ら
、

「
母
（
宮
c
p
m『
）
と
し
て
の
神
」
「
恋
人

P
2
R）
と
し
て
の
神
」
「
友
（
司
号
昆
）
と
し
て
の
神
」
と
い
う
モ
デ
ル
へ
の
移
行
を
説
く

（必）

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
に
お
け
る
環
境
問
題
に
応
答
可
能
な
神
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
真
宗
に
お
い
て
は
、
現
代
の
諸
課
題

に
対
応
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
教
学
の
樹
立
に
関
し
て
、
母
親
モ
デ
ル
へ
の
過
度
の
偏
り
が
な
い
か
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

、司ノ
O

メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
音

五



註（
1

） メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

五

一
九
九
四
年
）
第
二
部
四
「
疎
遠
の
解
釈
学

（

2
）
 

p
・
リ
ク
l
ル
著
「
解
釈
の
革
新
』
（
久
米
博
・
清
水
誠
・
久
重
忠
夫
訳
、
白
水
社
、

的
機
能
」
を
参
照
。

山
梨
正
明
著
「
メ
タ
フ
ァ
！
と
認
知
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
｜
｜
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
修
辞
的
基
盤

l
i」、

前
線
』
（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
O
O七
年
）
所
収
、
一
頁
。

芦
名
定
道
著
「
隠
聡
・
モ
デ
ル
・
多
元
性
｜
｜
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
宗
教
言
語
の
問
題
へ
｜
｜
」
（
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
』
六
号
、
現
代

キ
リ
ス
ト
教
研
究
会
、
二
O
O
三
年
）
、
一

j
一一一一一頁。

佐
藤
信
夫
・
佐
々
木
健
一
・
松
尾
大
著
「
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』
（
大
修
館
書
店
、
二
O
O六
年
）
、
二
二
O
頁。

瀬
戸
賢
一
著
「
認
識
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
（
海
鳴
社
、
一
九
九
七
年
）
、
一
六
一

i
一
七
七
頁
。

佐
藤
信
夫
著
「
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
二
年
）
、
一
一
一
一
一
頁
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
著
「
詩
学
」
、
田
中
美
知
太
郎
編
『
世
界
古
典
文
学
金
集
団
」
（
藤
沢
令
夫
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
）
、
四

一頁。
p
・
リ
ク
l
ル
著
『
生
き
た
隠
喰
」
（
久
米
博
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
、
一
六
回
j
一
二
五
頁
。

p
・
リ
ク
l
ル・

E
・ユ

ン
ゲ
ル
著
『
隠
聡
論
』
（
麻
生
健
・
三
浦
園
泰
訳
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
七
年
）
、
八
二
j

一一一一
O
頁
o
p
・
リ
ク
l
ル
著
『
解
釈

の
革
新
』
（
久
米
博
・
清
水
誠
・
久
重
忠
夫
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
四
年
）
第
一
部
「
W
隠
聡
と
解
釈
学
の
中
心
問
題
」
「
V
こ
と
ば

と
象
徴
」
（
八
四
j

一
三
九
頁
）
を
参
照
。

G
・
レ
イ
コ
フ
・

M
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
共
著
『
レ
ト
リ
ァ
ク
と
人
生
』
（
渡
辺
昇
一
・
楠
瀬
淳
三
・
下
谷
和
幸
訳
、
大
修
館
書
店
、
一

九
八
六
年
）
、
七
頁
。

J
－

M
・
ソ
ス
キ
l
ス
著
「
メ
タ
フ
ァ

l
と
宗
教
言
語
』
（
小
松
加
代
子
訳
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
）
、
一
五
j

一
七
頁
。

『
法
華
丈
句
」
巻
五
上
、
「
大
正
蔵
』
一
一
一
四
・
六
三
・

b
o

『
法
華
義
疏
』
巻
五
、
『
大
正
蔵
』
三
四
・
五
一
一
・

c
。

「
浬
般
市
経
」
巻
二
九
、
「
大
正
蔵
』
十
二
・
五
二
一
六
・

b
。

拙
稿
「
親
鷲
に
お
け
る
光
の
解
釈
」
（
「
龍
谷
大
学
論
集
』
四
六
一
二
号
、
二
O
O
四
年
）
、
「
親
驚
に
お
け
る
海
の
メ
タ

7
1
」
（
『
真
宗

学
」
一
一
一
・
一
一
一
一
合
併
号
、
二
O
O
五
年
）
を
参
照
。

総
序
、
「
真
聖
人
玉
』
二
・
一
頁
。

実
践
伝
道
の
場
に
お
い
て
、
酔
雷
除
が
感
情
を
喚
起
せ
し
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
真
宗
の
布
教
伝
道
に
お

『
メ
タ
フ
ァ
！
研
究
の
最

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（臼）
（日）

（ロ）
（日）

（比）
（日）

（日）



（
口
）

（
同
日
）

（
叩
）

（却）
（幻）

（幻）
（お）

（
出
）

（お）
（お）

（幻）
（お）

（却）

け
る
警
除
の
意
義
・
目
的
に
つ
い
て
は
、
深
川
宣
暢
著
「
真
宗
伝
道
に
お
け
る
警
職
の
意
義
」
（
『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
六
六
号
、
二

O
O
五
年
）
に
、
比
除
は
難
解
な
教
理
・
教
法
を
理
解
（
領
解
）
し
や
す
く
表
現
す
る
こ
と
。
興
味
の
わ
か
な
い
も
の
を
よ
り
興
味

深
く
な
る
よ
う
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
明
か
す
（
四
二
頁
）
。

前
掲
、
「
メ
タ
フ
ァ
！
と
宗
教
言
語
」
、
一
八
二
j

一
八
八
頁
o

A
－
E
・
マ
ク
グ
ラ
ス
著
『
宗
教
と
科
学
」
（
稲
垣
久
和
・
小
林
高
徳
・
倉
沢
正
則
訳
、
教
文
館
、
二

O
O三
年
）
、
一
四
七
頁
。

「
大
乗
義
疏
』
巻
十
五
、
「
大
正
蔵
」
四
四
・
七
六
六
・

a
。

「
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
同
『
大
正
蔵
」
三
四
・
六
九
五
・

a
l
d
。

「
勝
霊
宝
窟
』
巻
上
本
、
『
大
正
蔵
」
一
一
一
七
・
四
－

a
o

「
一
念
多
念
文
意
』
、
「
真
聖
人
王
』
二
・
六
一
六
頁
。

内
藤
知
康
著
「
「
方
便
化
身
土
文
類
』
の
意
義
」
（
『
真
宗
学
」
九
一
・
九
二
合
併
号
、
一
九
九
五
年
）
、
二
八
五
j
二
八
八
頁
。

「
往
生
論
註
」
下
巻
、
『
真
聖
人
王
』
一
・
三
三
七
頁
。

同
右
、
「
真
聖
全
』
一
・
三
三
七
頁
。

同
右
、
「
真
聖
人
玉
』
一
・
一
一
一
一
一
一
七
頁
。

同
右
、
「
真
聖
全
』
一
・
三
四
O
j
三
四
一
頁
。

同
右
、
「
真
聖
人
王
』
一
・
三
四
二
頁
。

上
田
義
文
著
「
中
観
の
縁
起
思
想
」
（
「
講
座
東
洋
思
想
・
仏
教
思
想
I

イ
ン
ド
的
展
開
』
五
巻
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

六
七
年
）
、
一
六
三
t

貝。

『
愚
禿
紗
』
巻
上
、
『
真
聖
全
』
二
・
四
六
二
頁
。

「
浄
土
和
讃
』
勢
至
讃
、
『
真
聖
全
』
二
・
四
九
九
頁
。

森
章
司
編
著
「
仏
教
比
喰
例
話
辞
典
」
（
国
書
刊
行
会
、
二

O
O
五
年
復
刊
）
を
見
る
と
、
「
父
」
は
、
意
・
戒
・
業
・
三
乗
・
菩

薩
・
師
・
善
知
識
・
慈
悲
・
方
便
・
六
波
羅
蜜
・
般
若
波
羅
蜜
・
憂
愁
・
無
明
等
の
比
聡
の
中
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
母
」
は
仏
・

菩
薩
・
三
乗
・
経
・
師
・
安
穏
・
慈
悲
・
般
若
波
羅
蜜
・
信
・
戒
・
業
・
使
・
恩
・
如
来
蔵
・
愛
欲
・
無
明
等
の
比
聡
の
中
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
『
拐
伽
阿
政
多
羅
宝
経
』
巻
三
に
、
「
合
貝
愛
を
名
づ
け
て
母
と
為
す
無
明
則
ち
父
と
為
す
」
（
『
大
正
蔵
』
十
六
・
四
九
八
・

b
）
と
述
べ
ら
れ
る
。

（却）
（訂）

（
詑
）

（お）メ
タ
フ
ァ
l
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

五



メ
タ
フ
ァ
！
と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義

五
四

（出）
（出）

（部）
（幻）

（泊）
（却）

（叫）
（幻）

（担）
（日）

（叫）
（
何
日
）

「
信
巻
」
、
九
三
頁
。

「
信
巻
」
、
五
七
頁
。

『
唯
信
紗
文
意
』
、
『
真
聖
全
」
二
・
六
五
一
頁
。

「
入
出
二
門
偶
」
、
「
真
聖
全
』
二
・
四
八
四
頁
。

「
高
僧
和
讃
』
善
導
讃
、
『
真
聖
全
』
二
・
五

4
0頁。

『
末
灯
紗
』
、
『
真
聖
全
』
二
・
六
七
三
1
六
七
四
頁
。

「
行
巻
」
、
『
真
聖
人
王
』
二
・
八
j
九
頁
。

「
証
巻
」
、
『
真
聖
人
王
』
二
・
一
一
ム
ハ
頁
。

「
行
巻
」
、
「
真
聖
全
』
二
・
三
四
頁
。

「
末
灯
紗
』
、
「
真
聖
全
」
二
・
六
九
四
頁
。

「
信
巻
」
、
「
真
聖
全
』
二
・
六
四
頁
。

ω印－
E
Z口
明
白
四
戸
巾
＼
ミ
ロ
も
喜
久
の
色
、
山
叫
J
F
S～ロ
h
H」
「
ロ
ミ
呂
町
内
ロ
～
D
A
m
N
S
F
i弓
宮
内
守
R
h
h
h
J
Mり

O
H門
同
町
田

M
P
2∞
ト
∞
∞
戸
右
回
同
町

H
N
ω
L怠

E
P

H
叶
吋

SNo
な
お
、
か
か
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
芦
名
定
道
著
「
隠
聡
・
モ
デ
ル
・
多
元
性
｜
｜
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
宗
教
言
語
の
問

題
へ
」
（
『
テ
ィ
リ
y
ヒ
研
究
」
六
号
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
研
究
会
、
二

O
O
三
年
）
と
、
小
原
克
博
著
「
神
理
解
へ
の
隠
験
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」
（
「
基
督
教
研
究
』
五
六
巻
｜
一
号
、
一
九
九
四
年
）
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。


