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文

周

従
来
わ

が
国
の
文
学
者
と
仏
教
者
と
の
間
に
は
、
文
学
と
仏
教
と
は

本
来
異
質
な
も
の
で
、
次
元
が
違
い
、
共
存
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う

一
つ
の
通
念
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
近
代
文
学
を
専
攻
す
る

場
合
、
そ

の
軌
跡
が
自
己
暴
露
や
伝
統
打
破
の
自
然
主
義
を
主
流
と
す

る
た
め
に
、
研
究
が
そ
の
ま
ま
仏
教
の
教
理
や
モ
ラ
ル
に
離
反
し
て
い

く
こ
と
を
避
け
難
い
運
命
に
あ
り
、
文
学
と
仏
教
と
の
相
反
性
や
不
調

(
1
)

和
性
を
あ
ま
り
に
も
歴
然
と
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
で
は
、
た
と
え
作
家
の
作
品
に
仏

教
的
な

(あ
る
い
は
反
仏
教
的
な
)
描
写
を
指
摘
し
た
り
、
題
材

の
仏
教

的
色
彩
を
拾
い
上
げ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
意
味
も
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
文
学
と
仏
教
と
の
断
絶
や
離
反
を
逆
説
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。
事
柄
を
主
体
と
客
体
と
に
分
離
し
、
二
者
択

一
的
方
法

に
終
始
す
る
近
代
科
学
的
な
研
究
方
法
は
、
実
態
や
問
題
を
全
体
と
し

て
と
ら
え
、
相
対
的
存
在
に
止
揚
し
て
考
察
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
。

つ
ま
り
、
形
而
下
的
な
思
考
や
作
業
に
よ

つ
て
は
、
文
学
と
仏
教
と
の

接
合
や
離
反
を
真
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
能
な

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
学
と
仏
教
に
お
い
て
共
通
し

て
い
る
こ
と
は
、
共
に

人
間
存
在
の
在
り
方
に
深
く
か
か
わ
り
、
人
生
に
お
け
る
己
れ
の
生
き

方
に
つ
い
て
、
探
求
と
凝
視
を
深
め
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
研

究
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
事
柄
自
体

の
意
味
を
採
り
、
奥
深

く
隠
さ
れ
た
心
理
構
造
を
実
存
的
に
と
ら
え
る
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
次
元

を
異
に
し
な
が
ら
も
こ
の
両
者
は
、
接
合
と
離
反
を
繰
返
す
こ
と
の
中

で
密
接
に
連
な
る
、
弁
証
法
的
な
契
機
を
も
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
、
従
来

の
よ
う
に
断
絶
し
た
も

の
と
し
て
否
定
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
研
究
の
姿

勢
に
よ

つ
て
で
は
な

く
、
相
互
に
牽
引
さ
れ
つ
つ
反
発
し
合
う
激
し

い
緊
張
関
係
と
し
て
と

ら
え
、
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
両
者
の
結
び
つ
き
を
発
見
し
創
り
出
し

て
い
く
志
向
に
よ
つ
て
、
把
握
す
べ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
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事
実
、
今
日
に
お
い
て
は
、
文
学
と
仏
教
と
の
密
接
な
関
係
-
二

律
背
反

の
永
遠
の
命
題
を
背
負
い
な
が
ら
も
、
お
互
い
を
友
人
と
も
、

武
器
と
も
、
否
定
的
機
能
や
矛
盾
的
契
機
と
も
し
て
打
返
す
実
存
的
価

値
-
を

否
定
し
得
な
い
、
現
実
的
な
事
実
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の

(
2
)

で
あ
る
。

二

と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
出
発
点
が
釈
尊
の
出
家
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
生

を
如
実
に
眺
め
る
こ
と
で
あ

つ
た
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。

釈
尊
は

こ
の
人
生
凝
視
に
よ
つ
て
縁
起
の
立
場
を
発
見
し
、

一
切
の
現

象
の
実
相
を
相
依
相
俟
関
係
の
原
理
に
よ
つ
て
説
明
さ
れ
た
。
十
二
支

縁
起
の
相
依
性
、
相
関
性
、

因
果
性
-
つ

ま
り

<相
対
主
義
の
存
在

論
>
で
あ
る
。

周
知

の
よ
う
に
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
人
間
存
在
は
名
色
と
識
と
に
よ
つ

て
成
立
ち
、
こ
の
関
係
を
説
い
た
の
が
色

・
受
・
想
・
行
・
識
の
五
纏

仮
和
合
説
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
色
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
地

・
水
・

火

・
風
の
四
大

(四
界
)
が
あ
げ
ら
れ
、

こ
れ
が
、
こ
の
自
然
世
界
と

と
も
に

一
切
の
生
物
を
形
作
る
元
素
だ
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
五
纏
の
説
は
、
人
関
存
在
を
そ
の

生
因
と
滅
因
に
よ
つ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間
の
有
限
性
や

苦
悩
の
根
拠
を
指
摘
し
た
、

い
わ
ば

<無
常
の
存
在
論
>
と
い
う
も
の

に
な

つ
て
い
る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

こ
か

ら
文

学

と

の
係

わ

り

を

引

出

す
た

め

の
媒

体

と

し

て
、

ガ

ス
ト

ン

・
バ

シ

ュ
ラ
ー

ル

(G
a
s
t
o
n
 

B
a
c
h
e
l
a
r
d
.
 

1
8
8
4
-
1
9
6
2
)

と

い
う
、

ソ

ル
ボ

ン

ヌ
大
学

名
誉

教

授

の
存

在

論

を

と
り

上

げ

て

み
た

い

の

で
あ

る
。

エ
ス
プ
リ

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
<精
神
の
産
物
の
極
北
に
立
つ
も
の
>
と
し
て
の

<科
学
>
と
、
<魂
の
産
物
の
最
も
純
粋
な
か
た
ち
>
と
し
て
の

<詩
>

と
の
対
立
的
共
存
を
基
本
的
図
式
と
し

て
、
「
こ
の
二
極
間

の
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
運
動
が
つ
く
り
出
す
弁
証
法
的
生
成
」
を
説
い
て
い
る
。
と

く
に
異
な
る
想
像
力
の
タ
イ
プ
を
、
四
つ
の
基
本
的
物
質
-
つ

ま
り

地

・
水

・
火

・
風

の
四
大

-
に

よ

つ
て
分

類

し
、

「
四

元
素

の
法

則

」

な
る
も
の
を
提
唱
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
火
の
精
神
分
析
』
(
一
九

三
八
)
、『
水
と
夢
。
物
質
の
想
像
力
に
関
す
る
試
論
』
(
一
九
四
三
)
、

『
空
気
と
夢
。
運
動
の
想
像
力
に
関
す
る
試
論
』
(
一
九
四
四
)
、
『
大
地

と
意
志
の
夢
想
。
力
の
想
像
力
に
関
す
る
試
論
』
(
一
九
四
八
)
、
『
大
地

と
憩
い
の
夢
想
。
内
密
性
の
イ

マ
ー
ジ

ュ
に
関

す
る
試
論
』
(
一
九
四

八
)
、
『蝋
燭
の
焔
』
(
一
九
六
一
)
等
の
著
作
に
お
い
て
、
文
字
通
り
火
・

空
気

・
水
・
大
地
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
い
ず
れ
に
結
び
つ
く
か
に
よ
つ

て
人
間
の
想
像
力
が
決
定
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
が
、
人
間
存
在
の
実
質
を
<た
え
ず
未
来
を
獲
得
し
つ
つ
生
き
、

そ
う
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
の
生
を
真
に
生
き
る
も
の
>
と

し
て
と
ら
え
、

<
一
瞬
ご
と
に
未
来
に
向
つ
て
生
成
し
て
ゆ
く
も
の
>
と

し
て
、
想
像
的
世
界
の
自
立
を
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

文
学
と
仏
教

と
の
接
点

に
つ
い
て

(
見

理
)
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文
学
を
攻
究
す
る
者
に
と
つ
て
、
こ
の
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
発
想
が
実

に
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
お
よ
そ
文
学
作
品
の
成
立
に
お
い
て
は
、

人
間
の
深
層
意
識
と
し
て
の
ゴ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
や

<原
風
景
>
が
作
者

に
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
芸
術
作
品
を
創
造
さ
せ
、
そ
の
作
者
の
本

質
や
作
品
の
個
性
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
今
日
に
お
い
て
は
文
学
や
心

理
学
上

の
常
識
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
原
始
仏
教
に
お
い
て
物
質
構
成
の
四
元
素
と
さ

れ
た
地

・
水
・
火
・
風
が
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
お
い
て
更
に
拡
大
解
釈

さ
れ
て
、
<た
え
ず
生
成
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
人
間
>
の
想
像
力

の

根
源
に
ま
で
広
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
考
察
は
、
文
学
と
仏
教
と
の
関
係
を
有
機
的
に
す
る
媒
体
と
し
て
、

吾
人
の
既
成
の
仏
教
知
識
を
生
き
て
躍
動
し
た
も
の
と
し
て
甦
ら
せ
、

接
点
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

次
に
本
来
、
創
造
的
な
営
み
で
あ
る
べ
き
人
間
の
生
が
、
現
代
社
会

に
お
い
て
は
、
と
も
す
れ
ば
形
式
化
し
、
画

一
化
し
が
ち
で
あ
る
。
人

間
の
思
考
や
方
法
の
パ
タ
ー
ン
は
固
定
化
し
、
生
命
の
あ
る
発
想
と
飛

躍
的
な
判
断
や
行
動
は
硬
化
し
が
ち
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
<人
間
疎
外
>

ポ

エ
ジ
ー

や

<閉
塞
>
の
状
態
で
あ
り
、
文
学
的
に
言
え
ば

<詩
情
の
喪
失
>
現

象
で
あ
る
。

思
う

に
、
こ
れ
は
連
続
的
時
間
の
惰
性
か
ら
生
じ
た
現
象
で
あ
る
か

ら
、
恢
復
の
た
め
に
は
、
時
間
の
本
来
的
な
認
識
を
取
戻
す
こ
と
が
必

要

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
<刹
那
に
お
け
る
永
遠
、

永
遠
に
お
け
る
刹
那
>

と
い
う
、
時
間
を
非
連
続
的
な
も
の
と
し
て
把

ら
え
る
仏
教
的
思
惟
で

あ
る
。

す
で
に
原
始
仏
教
に
お
い
て
、
時
間
は

「慎

み
て
過
去
を
念
ず
る
な

か
れ
、
ま
た
未
来
を
願
ふ
こ
と
な
か
れ
、
過
去

の
こ
と
す
で
に
滅
し
、

未
来
い
ま
だ
来
た
ら
ず
。
現
在
所
有
の
法
、

か
れ
ま
た
、
ま
さ
に
思
ひ

を
な
す
べ
し
」
(中
阿
含
、
巻
四
三
)
と
思
惟
さ
れ
、
華
厳
思
想
に
お

い

て
も
、
「
諸
存
在
は
み
な

一
時
に
成
立
す
る
」
「
永
遠
と
は

一
瞬
の
こ
と

で
あ
る
。

一
瞬
と
は
永
連
の
こ
と
で
あ
る
」
「
時
と
存
在
と
は
相
離

れ

な
い
も
の
で
あ
る
」
(法
蔵

『
五
教
章
』)
な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
。

と
く
に
道
元
禅
師
が

汽
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
、
そ
の
「有
時
」
「
生

死
」
「全
機
」
「
現
成
公
案
」
等
の
巻
に
繰
返
し
て
そ
の

<時
間
論
>
と

も
言
う
べ
き
も
の
を
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
禅
師
は
、
「
い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す

で
に

れ
有
な
り
、
有

は
み
な
時
な
り
」
と
し
て
、
存
在
即
時
間
と
い
う

<時
間
的
存
在
論
>

の
立
場
を
示
さ
れ
て
お
り
、
「
わ
れ
を
排
列
し
お

き
て
尽
界
と

せ
り
。

こ
の
尽
界
の
頭
頭
物
物
を
時
時
な
り
と
観
見
す

べ
し
」
「
有
草
有
象
と

も
に
時
な
り
。
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
な
り
」
と
、
わ
れ
わ
れ
も

世
界
の

一
切
の
も
の
も
、
悉
く
時
間
的
存
在
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
禅
師
は
、
時
間
は
飛
び
去
る
も
の
で
も
過
ぎ
去
る
も
の
で
も

な
く
、
常
に
自
己
と
共
に
存
在
し
、
自
己
の
体
験
に
よ
つ
て
実
現
さ
れ
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る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
に
普
遍
的
な
時
間

(有

時
の
而
今
)
で
あ
り
、

こ
の

一
瞬

一
瞬
に
成
立
し
、

一
隠
二

瞬

に
完
結

す
る
充
実
し
た
時
間
を
生
き
る
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る

<前
後
際
断
の
絶

対
現
成
>
と

い
う
人
間
の
最
高
の
体
験
で
あ
る
こ
と
を
、

つ
ま
り

<刹

那
に
お
け
る
永
遠
、
永
遠
に
お
け
る
刹
那
>
(
尽
時
の
永
遠
)
と
い
う
時

間
の
重
要
性
を
力
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら

に
、
こ
れ
を
文
学
的
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
実
在

を

一
回
限
り
の
生
命
と
し
て
把
ら
え
る
方
法

で
あ
り
、
時
間
を
純
粋
持

続
と
す
る
考
え
方
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
過
す
る
時
間
の
中
に
曖

昧
な
虚
像
を
求
め
ず
、
瞬
間
の
一
点
に
お
い
て
全
生
命
を
開
顕
し
、
燃

焼
し
つ
く
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
自
分
が
内
包
し
て
つ
い
に
そ
の
重
み

に
堪
え
ず
に
発
現
す
る
、
た
つ
た

一
回
限
り
の
自
己
完
結
的
な
充
温
し

た
現
実
で
あ
り
、
物
と
時
間
、
時
間
と
人
間
と
が
、
瞬
時
に

一
枚
に
な

つ
て
生
命

を
現
成
し
た
状
態
1

い
わ
ば
激
し
く
火
花
を
散
ら
す
放
電

(3
)

現
象
-
と

し
て
、
詩
の
誕
生
す
る
瞬
間
な
の
で
あ
る
。

四

こ
れ
と
同
じ
立
場
に
立

つ
思
考
の
実
例
と
し
て
、
再
び
ガ
ス
ト
ン
・

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の

<時
間
論
>
(「
詩
的
瞬
間
と
形
而
上
学
的
瞬
間
」)
に

つ

い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

す
な
わ
ち
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
時
間
は

「
孤
独
な
瞬
間
」
と

し
て
存
在
し
、
「瞬
間
の
現
実
と
い
う
た
だ
ひ
と
つ
の
現
実
を

し
か
持

た
」
な
い
と
い
う
。
彼
は
時
間
を

「瞬
間
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
二

つ
の
虚
無
の
間
に
つ
る
さ
れ
た
現
実
」
と
し
て
、
「
瞬
間
こ
そ
が
、
時
間

の
真
に
固
有
の
性
格
」
で
あ
り
、
時
間
が

「
本
質
的
に
は
非
連
続
」
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
と
し
て
の
時

間
と
対
比
し
て

「
瞬
間
の
直
観
」
の
現
実
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
「実
在
す
る
も

の
は
現
在
の
孤
独
な
瞬
間
の
し
る
し
か
ら
絶
対

に

逃
れ
ら
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
と
生
成
は

一
瞬

一
瞬
を
利
用
し
て
い
く

だ
け
」
と
い
う
、
彼
の
存
在
論
的
な

<時
間
論
>
の
立
場
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
時
間
を
質
的
に
、

一
回
限
り

の
断
絶
的
非
連
続
と
し

て
と
ら
え
た
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

「瞬
間
」
の
考
え
方
を
受
継

い
だ
も

の
で
、
<水
平
的
>
な
普
通

一
般
の
時
間
の
考
え
方
と
区
別
し
て

<垂
直

ポ

エ
ジ
ー

的
>
な
時
間
を
示
し
、
そ
こ
に
詩
情
の
源
泉
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の

(4
)

で
あ
る
。

ポ

エ
ジ
ー

す
な
わ
ち
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
「
詩
情
は
瞬
間
化
さ
れ
た
形
而

上
学

で
あ
る
」
と
言
い
、
「
そ
れ
は
、
短
い
ひ
と
つ
の
詩
の
中
に
、
全
宇
宙
の

展
望
と
、

ひ
と
つ
の
魂
の
秘
密
、
ひ
と
つ
の
存
在
の
秘
密
、

そ
し
て
さ

ま
ざ
ま
の
対
象
の
秘
密
を
す
べ
て
同
時
に
与
え
る
」
と
す
る
。

こ
の
よ

オ
エ
ジ
ー

う
な
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
詩
情
は
「
た
だ
瞬
間
を
し
か
必
要
と
せ
ず
、

そ
の
不
動
化
さ
れ
た
瞬
間
の
垂
直
な
時
間
に
お
い
て
」
の
み
、
「
み
ず
か

ら
の
特
別
な
活
動
を
発
見
す
る
」
の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
そ
の
孤

独
な
瞬
間
だ
け
が

「
美
の
生
み
出
さ
れ
る
唯

一
の
場
」
で
あ
り
、
時
間

文
学

と
仏
教

と
の
接
点

に
つ
い
て

(
見

理
)
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文
学
と
仏
教
と
の
接
点
に
つ
い
て

(見

理
)

の
本
性

と
美
の
本
性
と
の
重
な
り
合
う
時
だ
と
い
う
、
彼
の

<瞬
間
の

美
学
>
が
説
か
れ
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
、
美
と
と
も
に

「
あ
ら
ゆ
る
道

徳
も
ま
た
瞬
間
的
」
で
あ
る
と
い
う

一
つ
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
詩
人
が
、
主
観
と
客
観
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
義
務
と
い
つ
た
二
元
論

に
よ
ら
ず
、
「
同
じ
瞬
間
の
中
に
、
形
式
と
人
格

の
連
帯
性
を
同
時
に
啓

ポ

エ
ジ
ー

示

す

る
」

か

ら

で
あ

り
、

そ

の
時

に
詩

情

は
、
「
人

格

的

力

の
ひ

と

つ
の

瞬

間

と

な

る
」

と

い
う

の
で
あ

る
。

こ

こ

に

至

つ
て

バ

シ

ュ
ラ

ー

ル

の

<瞬

間

の
美

学
>

は
、

主

客

分
離

の

近
代

科
学

的

認

識

方

法

と

は
異

り
、

自

他

の
係

わ

り

を

相
対

的
存

在

と

し

て

そ

の

ま
ま

把

え

ら
え

る
仏

教

的

認

識

や
、

人

間

の
時

間

性

(
歴

史
性
)

や
空

間

性

(
風
土
性
)
を

一
元

的

に

探
求

し

よ

う

と
す

る

文
学

一

般

に
連

な

る
、

重

要

に
し

て

微

妙

な
契

機

を

も

つ

こ
と

が
明

確

に
な

る

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

文
学

と
仏

教

と

の
接

点

が
、

こ

こ
に

も

存
在

す

る

こ
と

を

示

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

(
1
)
 
近
代
リ

ア
リ
ズ

ム
は
文
学

を
科
学
的

に
分
析

し
よ
う

と
し

て
行
詰

つ

た
と
さ
れ
る
。

(
2
)
 
第
二
次
大

戦
後
、

い
ち
じ
る
し
く
宗
教
的
志
向
や
実
存
的
自
覚
を
示

す
作
品
や
著
作
が
現
わ
れ
て
、
薪

し
い
宗
教
的
文
学

の
地
平
を
拓

き
つ
つ

あ
る
。

(
3
)
 
言
葉
は

一
回
限
り
の
も
の
で
あ
り
、

沈
黙

の
充
溢

か
ら
生

ま
れ
て
ま

た
沈

黙
に
帰

つ
て
ゆ
く
が
ゆ
え
に
恒

に
新
し

い
、
と

マ

ッ
ク
ス

・
ピ
カ
ー

ト
は
言

つ
て

い
る
。
(
『
沈
黙

の
世
界
』
)

(
4
)
 
ヘ
ー
ゲ

ル
が
時
間

を
空
間
的
に
、

永
遠

の
中

で
の
継
起
的
連
続
性
と

し
て
と
ら
え
、

カ

ン
ト
が
量
的

に
、
主
体

の
感
性

の
直
観
形
式

と
し
て
把

ら
え
た

の
と
対

此
さ
れ
て
い
る
。
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