
第
四
三
回

光
華
講
座

『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
読
む

│
│
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
と
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
│
│

東
北
大
学
名
誉
教
授

後

藤

敏

文

今
日
の
話
の
背
景
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
、
私
の
方
か
ら
時
間
を
か
け
て
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
こ
ろ
を
、

前
も
っ
て
大
変
要
領
よ
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
楽
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。最

初
に
ご
紹
介
頂
い
た
講
座
の
テ
ー
マ
「
真
実
」
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
私
に
も
、
多
少
誇
り

（
�
）

に
し
て
お
り
ま
す
「
サ
ッ
テ
ャ
と
ウ
ー
ス
ィ
ア
」
と
い
う
論
考
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
お
話
し
し
た
方
が
良

か
っ
た
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
今
日
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
、
普
段
私
た
ち
に
あ
ま
り
馴
染
み
が
あ
る
と
は
い

え
な
い
文
献
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
選
び
ま
し
た
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
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と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
、
学
校
で
は
「
〜
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の

立
て
方
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
私
た
ち
の
頭
が
何
か
考
え
る
機
能
の
一
部
を
発
揮
で
き
ず
に
き

た
よ
う
に
も
思
え
ま
す
の
で
、
今
日
は
い
き
な
り
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
中
身
を
少
し
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
も
、
私
自
身
こ
の
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
読
ん
で
い
て
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
詩
人
た

ち
の
「
頭
脳
」
と
い
う
も
の
、
こ
と
ば
に
よ
る
「
取
り
組
み
」
に
非
常
に
共
感
を
覚
え
、
驚
く
べ
き
集
中
度
を
も

っ
て
議
論
を
戦
わ
せ
た
世
代
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
感
銘
を
受
け
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の

こ
と
が
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
本
当
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
先
程
一
郷

先
生
が
少
し
触
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
今
日
、
我
々
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
世
界
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。

そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
実
は
、
今
日
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
き
た
部
族
闘
争
の
発
展
形
と
私
は
解
釈
し
て
い
る
の

で
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
は
部
族
闘
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
原
初
形
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
、
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
文
献
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
お
か
な
い
と
、
私
た
ち
が
今
こ
こ
に
い

る
と
い
う
こ
と
、
歴
史
の
中
で
、
日
本
に
ポ
ツ
ン
と
い
て
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一

環
の
波
を
ま
と
も
に
被
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
分
か
ら
な
い
と
、
私
と
し
て
は
、
生
存
と
い
う
も
の

の
、
自
分
の
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
事
情
を

理
解
す
る
た
め
に
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
は
直
接
的
な
原
資
料
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

な
い
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。

『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
と
い
う
の
は
、
先
程
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
こ
と
ば
が
紹
介
の
中
に
あ
り
ま
し
た
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５０

　『真宗文化』第22号 平成24年度2013年3月発行（真宗文化研究所）



が
、
世
界
を
操
作
、
宇
宙
の
運
行
を
操
作
す
る
と
い
う
こ
と
を
部
族
全
体
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
た
祭
官
た

ち
が
、
言
葉
と
い
う
も
の
を
用
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
、
そ
の
道
具
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
言
葉
を
「
マ
ン
ト
ラ
」
と
言
い
ま
す
。
仏
教
の
マ
ン
ト
ラ
（
真
言
）
と
同
じ
語
で
す
が
、
要
す
る
に
彼

ら
の
職
業
上
の
道
具
、
一
種
の
武
器
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
ば
と
い
う
武
器
を
使
っ
て
決
闘
ま
で
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
決
闘
を
越
え
て
残
っ
た
、「
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
ら
頭
が
七
つ
に
弾
け
跳
ぶ
」
と
い
う
、
後
の
法

華
経
に
あ
る
も
の
と
同
じ
表
現
が
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
に
は
遺
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
弾
け
跳
ば
な
か
っ
た
」
人
の
言

葉
だ
け
が
こ
こ
に
残
っ
て
い
る
と
い
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
選
り
す
ぐ
ら
れ
、
世
代
を
超
え
て
吟
味
さ
れ
た
こ

と
ば
の
最
古
の
も
の
が
、
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
く
ら
い
に
固
定
さ
れ
た
形
で
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
私
た
ち
の
能
力
の
至
ら
な
さ
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
、
愚
直
に
そ
の
書
い
て
あ
る
通
り
に
訳
し
て
み
て
真
意

を
探
ら
な
い
と
、
正
し
い
は
ず
の
こ
と
ば
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
事
情
を
も
少
し
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
比
喩
表
現
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
き
っ
ち
り
読
ん
で
詰

め
て
考
え
る
と
、
初
め
て
「
な
る
ほ
ど
」
と
分
か
る
世
界
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
語
と
い
う
便
利
な
道
具
を
、

原
典
を
忠
実
に
表
す
と
い
う
形
に
利
用
す
べ
き
で
、「
日
本
語
だ
っ
た
ら
こ
れ
は
こ
う
表
現
さ
れ
る
場
面
だ
ろ
う
」

と
決
め
て
か
か
り
ま
す
と
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
自
分
た
ち
の
風
に
合
わ
せ
て
ま
ず
誤
解
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し
た
例
の
一
つ
と
し
て
も
、
今
日
取
り
上
げ
る
讃
歌
は
ふ
さ
わ
し

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
一
郷
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
で
と
り
あ
え
ず
十
分
か
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
後
で
触
れ
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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「
夜
の
太
陽
」

『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』V

II
88

。
私
は
昔
、
一
九
九
四
年
で
す
か
、
あ
る
人
の
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
と
し
て
翻
訳
し

た
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
コ
ピ
ー
を
こ
こ
に
お
配
り
し
ま
し
た
。
ま
ず
そ
れ
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
原
文

が
二
頁
目
の
上
の
方
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
原

文
を
挙
げ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
が
昔
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
時
に
、
日
本
人
の
友
達
に
何
を
専
門
に
し
て
い
る

の
か
と
尋
ね
ら
れ
て
、「
文
法
の
、
こ
う
い
う
仕
事
を
し
て
る
ん
だ
」
と
答
え
る
と
、「
昔
の
イ
ン
ド
に
そ
ん
な
活

用
な
ん
て
あ
っ
た
の
？
も
う
で
き
て
た
の
？
」
と
言
う
人
が
お
り
ま
し
た
。
文
法
構
造
、
語
形
の
持
っ
て
い
る
役

割
が
違
い
、
活
用
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
ギ
ア
チ
ェ
ン
ジ
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
言
語
で
す
。
従
っ
て

予
め
言
う
べ
き
こ
と
が
頭
の
中
に
な
い
と
使
い
こ
な
せ
な
い
、
文
法
的
に
難
し
い
精
巧
な
言
語
な
の
だ
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
戴
き
た
く
て
、
こ
こ
に
印
刷
し
て
お
き
ま
し
た
。
音
楽
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
昔
、

�

本
当
はprá

sundhyúvam

「
プ
↗
ラ
、
シ
ュ
ン
↗
デ
ュ
ヴ
ァ
ン
…
…
」
と
、
↗
の
次
の
音
節
を
高
く
読
ん
で
い

た
は
ず
で
す
。
し
か
も
割
と
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
い
た
と
い
う
証
拠
が
あ
り
ま
す
。「
一
単
語
一
ア
ク
セ
ン
ト
」

で
、
ア
ク
セ
ン
ト
記
号
が
付
い
て
い
る
音
節
（
母
音
）
は
高
く
、
日
本
人
に
は
そ
れ
が
で
き
ま
す
が
、
五
度
高
く

�
�

読
む
。
他
の
と
こ
ろ
は
低
く
読
む
。
ア
ク
セ
ン
ト
が
つ
い
て
な
い
単
語
は
こ
の
文
中
で
す
とvasistha

「
ヴ
ァ
ス

ィ
シ
ュ
タ
」
とbharasva

「
バ
ラ
ッ
ス
ヴ
ァ
」。
こ
れ
は
呼
び
か
け
と
定
動
詞
で
す
。
こ
の
現
象
は
日
本
語
と
同

様
で
、「
僕
は
ね
、
昨
日
、
○
○
さ
ん
…
」
と
い
う
ふ
う
に
、
呼
び
か
け
部
分
を
少
し
外
し
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
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「
学
校
へ
行
っ
た
ん
だ
よ
」
と
下
げ
ま
す
ね
。
そ
れ
に
よ
っ
て
言
い
た
い
こ
と
の
基
本
部
分
が
終
わ
っ
た
と
い
う

サ
イ
ン
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
と
反
対
に
、
尻
上
げ
こ
と
ば
は
相
手
の
注
意
を
引
き
続
け
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
言
え
ま

す
。
ほ
と
ん
ど
同
じ
現
象
が
起
き
て
い
ま
し
て
、
日
本
語
の
場
合
、
呼
び
か
け
を
低
く
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
低
く

言
う
と
、
脅
し
に
近
い
感
じ
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
重
み
を
置
く
単
語
を
低
く
発
音
し
、
普
通
の

単
語
は
ア
ク
セ
ン
ト
付
き
で
発
音
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
正
し
く

伝
え
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
、
単
語
の
並
び
替
え
と
か
順
列
組
み
合
わ
せ
の
よ
う
な
操
作
を
し
た
読
み
方
を
複

数
考
案
し
て
て
、
そ
れ
を
子
ど
も
に
身
体
を
揺
す
り
な
が
ら
暗
記
さ
せ
て
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
私
た
ち
が
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
朗
唱
と
言
っ
て
、
学
者
な
ど
で
も
そ
う
で
す
が
、
有
名
な
人
た
ち
が
読
む

�

の
を
聞
き
ま
す
と
、
全
く
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
「prasundhy

↘uva

↘am

…
…
」
と
い
う
ふ
う

に
読
み
ま
す
。
何
か
と
い
う
と
、
単
語
の
意
味
を
伝
え
た
い
の
で
は
な
く
て
、
テ
キ
ス
ト
を
読
み
上
げ
て
い
る
の

で
す
。
朗
詠
で
す
。
朗
詠
の
ス
タ
イ
ル
は
違
っ
た
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
て
、
私
の
推
測
で
は
古
典
期
の
ラ
テ

ン
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
同
じ
現
象
が
起
き
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
プ
と
か
そ
の
他
で
『
リ
グ

ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
聴
く
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、Y

ouT
ube

な
ど
で
も
聴
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

ら
は
全
て
違
う
、
紀
元
前
後
に
起
き
た
新
し
い
機
械
的
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
読
み
方
で
す
。
本
当
の
姿
は
こ
こ
に

書
い
て
あ
る
こ
の
姿
で
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
全
体
で
は
、
こ
の
よ
う
な
形
に
印
刷
し
ま
す
と
、
六
〇
〇
〜
七

〇
〇
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
の
分
量
が
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
訳
す
と
左
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
私
は
急

に
仕
事
が
入
っ
て
し
ま
っ
て
充
分
準
備
が
で
き
ず
、
飛
行
機
の
中
で
…
、
別
の
環
境
で
緊
張
し
な
が
ら
見
ま
す
と

人
は
「
こ
れ
違
う
な
」
な
ど
と
気
づ
く
箇
所
も
あ
り
ま
し
て
。
こ
のV

II
88

と
い
う
七
つ
の
歌
、
こ
れ
一
つ
を
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本
当
に
自
分
が
納
得
で
き
る
ま
で
訳
す
だ
け
で
も
一
人
の
学
者
が
一
生
の
集
中
力
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
だ
か
ら
そ
う
な
の
で
は
な
く
て
、
実
は
「
物
事
全
て
」
そ
う
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
そ
こ
を
何
と
な
く
気
楽
に
や
り
過
ご
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
は
現
代
語
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
し
、

他
方
、
書
い
た
本
人
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
、
文
学
部
の
仕
事
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も

の
な
の
だ
と
思
っ
て
こ
こ
ま
で
参
り
ま
し
た
。
私
は
普
段
そ
う
い
う
こ
と
を
専
門
に
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
一
般

的
な
お
話
に
慣
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
分
か
り
に
く
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
日
は
ペ
ー
ス
を
ゆ
っ
く
り
保

っ
て
、
少
し
気
を
つ
け
て
お
話
す
る
よ
う
努
め
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。

仮
の
訳
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
。「
綺
麗
な
（
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
）
…
」
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

は
後
で
お
話
し
し
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
が
掴
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
仏
教
で
水
天
様
と
呼
ば
れ
る
神
様
だ
と

言
っ
て
お
き
ま
す
。

「
綺
麗
な
（
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
）
の
最
も
気
に
入
る
考
え
を
、
報
酬
を
恵
む
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
に
、
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ

よ
、
捧
げ
よ
、
彼
が
、
か
の
崇
拝
す
べ
き
者
を
こ
ち
ら
へ
差
し
向
け
る
よ
う
に
、
千
の
能
力
を
備
え
た
、
丈

高
い
（
背
の
高
い
、
ご
つ
い
）
偉
丈
夫
（
太
陽
）
を
」

こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
既
に
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
問
題
が
出
て
き
ま
す
。「
報
酬
を
恵
む
」
と

い
う
単
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
先
ほ
ど
一
郷
先
生
が
簡
明
に
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
神
と
祭

官
と
の
取
引
関
係
、「
祭
官
が
神
に
何
か
正
し
い
こ
と
を
言
挙
げ
す
る
と
、
そ
の
正
し
さ
と
神
が
そ
れ
を
是
認
す

る
量
に
応
じ
た
代
償
を
必
ず
実
現
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
構
造
が
あ
り
ま
す
。「
報
酬
を
恵
む
」、「
恵
む
」
と
い
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う
単
語
は
正
確
で
は
な
い
と
今
は
思
い
ま
す
、「
き
ち
ん
と
報
酬
、
賃
金
を
払
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は

重
要
な
概
念
で
し
て
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
神
と
人
間
と
の
関
係
を
正
し
く
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
概
説
書
な
ど
に
は
「
神
様
に
も
の
を
頼
む
、
願
う
」
と
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
、
そ
う
い

う
場
面
も
全
く
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
普
通
は
命
令
形
か
、
自
分
の
意
志
、
話
し
手
の
意
志
を
表
す
表
現

を
用
い
て
「
君
は
○
○
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
、
つ
ま
り
こ
の
場
合
、「
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
○
○
を
せ
よ
」

ま
た
は
「
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
、
祭
官
の
意
志
が
実
現
を
迫
る
形
で
呼
び
か
け
ま
す
。
で
す

か
ら
、
神
は
人
間
に
恩
寵
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
く
、
見
合
っ
た
代
償
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
、
神
様
も
ル
タ
（
リ
タ
）
│
│
私
は
「
天
理
」
と
訳
し
ま
す
が
│
│
天
理
と
い
う
も
の
に
神
様
も
し
ば
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
、
そ
の
天
理
に
見
合
っ
た
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
立
っ
た
上
で
の
言
葉
に
よ

る
取
引
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
通
常
「
報
酬
を
恵
む
」
の
意
味
を
そ
こ
ま
で
汲
ん
だ
翻
訳
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通

に
読
ん
で
し
ま
い
ま
す
と
「
気
前
が
い
い
」
と
か
「
恩
寵
に
富
ん
だ
」
と
か
、
何
と
な
く
美
的
な
、
我
々
の
通
常

の
神
経
に
合
っ
た
美
辞
麗
句
と
し
て
訳
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
訳
し
た
途
端
に
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー

ダ
』
の
意
味
は
薄
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
は
は
っ
き
り
と
「
ち
ゃ
ん
と
報
酬
を
払
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う

�

�

き
つ
い
言
い
方
で
訳
す
べ
き
で
す
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
ミ
ー
ド
ゥ
シ
ュm

ı̄dhús

、
主
格
形
ミ
ー

�

�

ド
ゥ
ヴ
ァ
ー
ンm

ı̄dhvān

と
い
う
語
の
基
本
構
成
部
分
、
ミ
ー
ド
ゥ
は
、
ド
イ
ツ
語
を
ご
存
じ
の
方
な
ら
ご
承

知
と
思
い
ま
す
が
、
ミ
ー
テM

iete

と
い
う
、
今
で
も
普
通
に
「
家
賃
」
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
と
同
じ
起
源
の

単
語
で
す
。
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
遺
産
が
、
実
は
、
あ
ち
こ
ち
に
長
く
生
き
て
い
る
こ
と
の
一
例
で

す
。
そ
の
単
語
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
既
存
の
訳
の
至
ら
な
い
点
は
、
今
日
の
環
境
に
移
し
替
え
て
美
化
し
、
素
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敵
に
訳
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
美
的
表
現
に
は
形
だ
け
の
古
風
な
語
も
含
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
は
避
け
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

次
の
文
は
文
法
的
忠
実
さ
と
関
連
し
ま
す
。「
彼
が
、
か
の
崇
拝
す
べ
き
者
を
こ
ち
ら
へ
差
し
向
け
る
よ
う

に
、
千
の
能
力
を
備
え
た
、
丈
高
い
（
背
の
高
い
、
ご
つ
い
）
偉
丈
夫
（
太
陽
）
を
」。
ど
う
見
て
も
「
丈
高
い

偉
丈
夫
」＝

太
陽
と
解
釈
さ
れ
ま
す
が
、
大
事
な
概
念
を
は
っ
き
り
口
に
し
な
い
の
が
、
む
し
ろ
ヴ
ェ
ー
ダ
の
傾

向
で
あ
り
ま
し
て
、
代
名
詞
さ
え
も
省
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、
普
通
に
読
む
と
誤
解
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
彼
が
」
と
訳
し
た
単
語
は
関
係
代
名
詞
の
男
性
単
数
形
で
す
。「
考
え
」
と
い
う
語
は
女
性
名
詞
で
す
。
し

か
し
、「
考
え
、
私
の
詩
が
、
彼
、
偉
丈
夫
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
を
こ
ち
ら
に
連
れ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
に
」
と
す
る
訳

が
最
近
で
は
多
い
よ
う
で
す
。
一
四
世
紀
の
イ
ン
ド
の
注
釈
家
サ
ー
ヤ
ナ
は
上
記
の
よ
う
に
、
詩
人
の
歌
が
ヴ
ァ

ル
ゥ
ナ
に
働
き
か
け
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
が
太
陽
を
昇
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
と
解
し
て
い
ま
す
。
ゲ
ル
ト
ナ
ーG

eldner

に
よ
る
一
九
二
〇
年
代
の
訳
も
そ
の
よ
う
に
正
し
く
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ゲ
ル
ト
ナ
ー
の
訳
を
既
に
知

っ
て
い
た
有
名
な
リ
ュ
ー
ダ
ー
スL

üders

と
い
う
人
は
「
太
陽
は
毎
日
昇
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
太
陽
を
呼
び

出
す
歌
が
あ
る
わ
け
が
な
い
」
と
言
っ
て
、
偉
丈
夫
は
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
の
こ
と
で
あ
る
と
解
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ

う
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
歌
の
眼
目
な
の
で
す
。
リ
ュ
ー
ダ
ー
ス
の
弟
子
の
テ
ィ
ー
メT

hiem
e

�

�

は
さ
ら
に
リ
ュ
ー
ダ
ー
ス
の
説
を
補
強
し
て
「
次
の
単
語
が
母
音
で
始
ま
る
た
め
に
、
女
性
名
詞yā

がya

で

現
れ
て
い
る
」
な
ど
と
無
理
な
こ
と
を
主
張
し
ま
す
が
、
全
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
事
例
は

一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
明
確
に
男
性
単
数
形
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
文
法
と
い
う
も
の
が
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー

ダ
』
を
読
む
一
つ
の
手
綱
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
文
法
に
従
っ
て
読
む
他
に
方
法
は
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
文
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法
に
従
っ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
讃
歌
の
理
解
へ
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
す
。

こ
の
訳
を
作
っ
た
時
に
、
私
も
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。「
詩
人
の
言
葉
が
太
陽
を
昇
ら
せ
る
」
と
い
う
の
は

奇
妙
で
す
。
そ
の
話
を
う
ち
の
奥
様
に
し
ま
し
た
ら
、「
そ
れ
、『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』
じ
ゃ
な
い
の
」
と
言
わ
れ

て
、
そ
れ
で
私
に
も
全
て
が
分
か
っ
た
の
で
す
。『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』
と
い
う
映
画
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
ぜ

ひ
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
は
『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』
の
話
に
な
る
と
…
、
普
段
そ
う
い
う
こ
と
は
全
部
忘
れ

て
し
ま
う
の
で
す
が
、
主
な
と
こ
ろ
だ
け
で
す
が
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は
元
々
、
言
葉
は
得
意
で
は
な
く
画
像
的

な
人
間
と
自
覚
し
て
お
り
ま
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
情
景
は
覚
え
て
い
る
の
で
す
が
、
話
の
あ
ら
す
じ
は
よ
く
分
か

ら
な
い
。『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』
の
場
合
に
は
比
較
的
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
最
後
の
シ
ー
ン
が
泣
か
せ
る
と
こ
ろ

で
す
。
オ
ル
フ
ェ
（
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
）、
ブ
ラ
ジ
ル
の
貧
民
街
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の
岩
山
の
上
に
あ
る
貧
乏

集
落
に
住
む
市
電
の
運
転
手
で
す
ね
。
カ
ー
ニ
バ
ル
の
グ
ル
ー
プ
の
キ
ャ
プ
テ
ン
で
す
。
カ
ー
ニ
バ
ル
の
前
日
、

帰
っ
て
き
た
電
車
に
と
て
も
綺
麗
な
女
の
人
が
乗
っ
て
い
る
。
そ
の
女
の
人
は
死
神
の
追
跡
を
逃
れ
て
貧
民
街
に

従
姉
を
訪
ね
て
来
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
妻
と
さ
れ
る
ユ
リ
デ
ィ
ス
（
エ
ウ
リ

デ
ィ
ケ
ー
）
で
す
。
彼
女
は
、
カ
ー
ニ
バ
ル
の
夜
に
、
死
に
神
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
オ
ル

フ
ェ
は
彼
女
を
探
し
て
病
院
、
警
察
、
そ
し
て
そ
の
魂
を
求
め
て
祈
祷
師
の
所
へ
行
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
こ
に
例

の
振
り
返
っ
て
見
て
し
ま
う
シ
ー
ン
が
う
ま
く
挟
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
死
体
置
き
場
で
と
う
と
う
亡
骸
と
出
会

い
、
死
体
を
抱
い
て
明
け
方
近
く
に
家
に
帰
っ
て
く
る
。
す
る
と
彼
の
婚
約
者
が
嫉
妬
か
ら
火
を
放
ち
、
怒
っ
て

石
を
投
げ
つ
け
る
。
そ
の
石
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
岩
山
か
ら
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
オ
ル
フ
ェ
に
は
、

彼
を
慕
う
こ
ま
し
ゃ
く
れ
た
子
供
た
ち
が
三
人
い
ま
し
た
。
本
当
に
ま
だ
小
さ
な
子
で
、
男
の
子
二
人
、
女
の
子
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が
一
人
。
男
の
子
の
一
人
が
「
お
い
、
オ
ル
フ
ェ
死
ん
じ
ゃ
っ
た
よ
。
お
前
が
こ
れ
か
ら
オ
ル
フ
ェ
だ
ろ
。
早
く

ギ
タ
ー
を
弾
い
て
く
れ
。
太
陽
が
昇
っ
ち
ゃ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
「
分
か
っ
た
」

と
言
っ
て
そ
の
子
が
超
絶
技
巧
で
サ
ン
バ
の
ギ
タ
ー
演
奏
を
し
ま
す
。
女
の
子
は
信
じ
ら
れ
な
い
足
捌
き
で
サ
ン

バ
を
踊
る
。
す
る
と
男
の
子
が
「
ほ
ら
、
お
前
は
や
っ
ぱ
り
オ
ル
フ
ェ
だ
。
太
陽
が
ち
ゃ
ん
と
昇
っ
た
よ
」
と
言

っ
て
映
画
が
終
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
太
陽
を
昇
ら
せ
る
音
楽
を
毎
日
オ
ル
フ
ェ
が
歌
い
奏
で
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

太
陽
が
正
し
く
昇
る
、
太
陽
を
正
し
く
昇
ら
せ
な
い
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
観
念
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
目
で
改
め
て
見
て
み
ま
す
と
、
こ
の
観
念
は
各
地
に
あ
る
よ
う
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
作
家
が
何
故
…
、

私
は
ギ
リ
シ
ャ
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
著
作
を
断
片
ま
で
全
て
探
し
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
と
朝
日
と
の
間
に
関
係
が
あ
る
と
思
っ
て
読
め
ば
、
読
め
な
い
こ
と
は
な
い
断
片
が

少
し
あ
る
だ
け
で
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
芸
術
の
天
才
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
脚
本
家
は

ど
こ
か
か
ら
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
持
っ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
こ
か
ら
取
り
入
れ
た
か
と
い
う
疑
問
は
十

分
探
る
に
値
す
る
こ
と
で
す
が
、
た
ぶ
ん
、
パ
リ
の
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
一
門
辺
り
の
サ
ロ
ン
で
学
ん
だ
の
で
は

な
い
か
と
、
勝
手
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
門
に
し
て
い
る
同
僚
に
尋
ね
ま
し
た
と
こ
ろ
、

「
あ
ぁ
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
地
中
海
、
あ
の
人
た
ち
は
エ
ジ
プ
ト
と
か
あ
ち
ら
側
に
対
す
る
憧
れ
が
強
く

て
、
そ
う
い
う
の
は
た
ぶ
ん
文
学
サ
ロ
ン
の
常
識
な
の
だ
よ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
思
っ
て
お
り
ま
し

た
と
こ
ろ
、
宮
城
学
院
女
子
大
学
に
山
形
孝
夫
先
生
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
で
名
の
知
ら
れ
た
先
生
が
お
ら

れ
ま
す
。
そ
の
先
生
が
昔
賞
を
も
ら
っ
た
本
に
、
コ
プ
ト
の
修
道
院
の
生
活
を
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
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に
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
コ
プ
ト
の
修
道
院
は
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
イ
ル
川
の
西
側
、
ナ
イ
ル
川
の
西
は
全

て
死
者
の
領
域
と
さ
れ
、
普
通
の
人
が
生
活
す
る
場
所
で
は
な
い
そ
う
で
す
ね
。
ナ
イ
ル
川
の
西
側
に
、
後
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
修
道
院
の
基
に
な
っ
た
複
数
の
修
道
院
が
今
日
ま
で
続
い
て
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
一
年

か
二
年
か
修
行
を
し
て
来
ら
れ
た
先
生
で
す
。
そ
の
時
の
経
験
で
す
が
、
午
前
二
時
過
ぎ
と
か
、
ず
い
ぶ
ん
早
い

時
間
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
ま
す
が
、
夜
明
け
前
に
一
同
修
道
院
か
ら
出
て
、
一
列
に
ナ
イ
ル
を
向

い
て
並
ぶ
。
つ
ま
り
東
側
を
見
て
横
一
列
に
並
ぶ
。
そ
こ
で
足
を
踏
み
な
ら
し
な
が
ら
祝
詞
を
唱
え
続
け
て
、
太

陽
が
昇
る
と
解
散
す
る
。
こ
れ
を
毎
日
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
要
す
る
に
、
地
中
海
沿
岸
の
遺
風
に
、
今

日
ま
で
残
っ
て
い
る
太
陽
を
昇
ら
せ
る
た
め
の
儀
礼
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
た
ぶ
ん
ブ
ラ
ジ
ル
の
脚

本
家
は
知
っ
て
い
て
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
話
を
映
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
組
み
立
て
た
も
の
か
と
、
こ
ん
な
ふ
う

に
勝
手
に
思
っ
て
い
ま
す
。「
太
陽
が
昇
る
の
は
当
た
り
前
」
と
思
っ
た
瞬
間
か
ら
そ
う
し
た
可
能
性
が
閉
め
出

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
は
彼
ら
の
理
解
が
正
し
い
文
章
で
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

で
す
。『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
（O

rfeu
N

egro

）』
を
是
非
ご
覧
下
さ
い
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
現
代
に
移
し
た
も
の
で

す
。
見
事
に
成
功
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

﹇
付
記：

そ
の
後
、
少
し
く
調
べ
た
と
こ
ろ
、
原
作
は
マ
ル
ク
ス
・
ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
・
ダ
・
ク
ル
ス
・
エ
・
メ

ロ
・
モ
ラ
イ
ス
と
い
う
、「
イ
パ
ネ
マ
の
娘
」
の
作
詞
者
と
し
て
知
ら
れ
る
詩
人
に
よ
る
戯
曲
に
遡
る
と
い

う
。
上
記
の
記
述
に
は
か
な
り
危
う
い
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
一
段
の
ご
注
意
を
乞
う
。﹈

「
彼
の
全
貌
に
出
会
っ
て
、
今
は
こ
こ
に
、
私
は
燃
え
て
い
る
祭
火
の
前
方
側
が
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
の
顔
だ
と
思
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う
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
全
貌
」
な
ど
と
訳
す
人
は
普
通
い
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も
重
要
な
点
で
す
。「
太
陽
を

見
る
と
」「
太
陽
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
」、
で
は
な
く
て
、
こ
の
単
語
に
は
そ
の
前
に
「
完
全
な
」
と
い
う
前

置
詞
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
訳
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
太
陽
が
完
全
に
地
上
に
現
れ
た
瞬

間
に
、
祭
火
が
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
に
転
ず
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
の
時
に
、
あ
る
お
祈
り

を
唱
え
る
と
、
そ
の
瞬
間
か
ら
ワ
イ
ン
が
キ
リ
ス
ト
の
血
と
み
な
さ
れ
、
パ
ン
が
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
み
な
さ
れ

る
。
そ
う
い
う
儀
礼
の
技
巧
、
ト
ラ
ン
ス
サ
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
エ
イ
シ
ョ
ン
（transsubstantiation

）
の
一
種
で

す
。「
太
陽
の
全
貌
が
見
え
た
時
に
、
祭
火
の
中
に
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
の
顔
が
見
え
る
」、
こ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
実
は
、
祭
火
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
や
姿
を
見
る
と
い
う
観
念
は
あ
ち
こ

ち
に
見
い
出
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で
正
し
く
訳
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
で
、
例
え
ば
、「
荒
々
し
い
ル
ド
ラ
の
姿

を
し
た
ア
グ
ニ
」
な
ど
と
い
う
箇
所
は
結
構
あ
り
ま
す
が
、
同
様
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
祭
火
の
中
に

い
ろ
い
ろ
な
姿
を
見
る
。
そ
も
そ
も
火
と
い
う
も
の
は
無
数
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る

わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
の
好
き
な
も
の
が
見
え
る
わ
け
で
す
。
柴
燈
護
摩
と
い
う
の
は
、
こ
れ
を
使
っ
た
テ
ク
ニ

ッ
ク
だ
と
思
い
ま
す
。「
龍
が
見
え
た
」「
観
音
様
が
降
り
て
き
た
」、
こ
れ
に
は
一
種
の
共
同
幻
想
が
多
少
必
要

で
す
が
、
本
当
に
見
た
い
も
の
を
火
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
立
っ
た
観

念
を
詩
人
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
太
陽
光
が
岩
の
中
に
あ
る
と
き
、
暗
闇
が
、
す
る
と
、
守
護
者
で
あ
る
」

「
守
護
者
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
訳
し
た
も
の
で
す
。
実
際
に
は
支
配
者
、
管
轄
し
て
い
る
者
と
考
え
ら
れ
ま
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す
。「

彼
は
そ
の
時
、
私
を
偉
観
（
恐
ろ
し
い
姿
）
へ
と
、
見
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
」

要
す
る
に
「
夜
の
太
陽
を
私
は
見
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
回
想
シ
ー
ン
で
す
。「
願
望
」

と
か
「
意
志
」、「
未
来
」
と
い
っ
た
話
し
手
の
態
度
表
明
を
表
す
動
詞
語
形
に
は
過
去
形
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

「
過
去
」
と
い
う
事
柄
は
枠
組
み
の
中
で
示
す
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
仏
典
の
中
で
も
重
要

な
役
割
を
演
じ
ま
す
。
仏
典
で
は
、
一
度
過
去
の
副
詞
か
何
か
に
よ
っ
て
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
る
と
、
後
は
現
在

形
に
よ
る
表
現
が
続
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
全
て
過
去
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
語
法

上
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
如
是
我
聞
（
に
ょ
ぜ
が
も
ん
）
の
話
も
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
パ
ー
リ
語
と
後
の
経
典

と
の
間
に
相
違
が
あ
り
、
違
っ
た
と
こ
ろ
で
文
を
切
り
、
そ
の
た
め
に
副
詞
が
付
け
加
え
ら
れ
た
り
と
面
白
い
現

象
が
あ
る
の
で
す
が
、
時
間
を
取
ら
れ
ま
す
の
で
省
き
ま
す
。
私
は
は
っ
き
り
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す

が
、
誰
も
引
用
し
て
く
れ
な
い
よ
う
で
す
。

過
去
の
回
想
と
い
う
こ
と
は
、「
乗
せ
た
の
だ
」
と
い
う
、
第
四
歌
の
一
行
目
に
あ
る
確
認
の
た
め
の
ア
オ
リ

ス
ト
と
い
う
語
形
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
夜
の
太
陽
を
見
に
、
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
」
と
昔
の
こ
と

を
回
想
す
る
。「
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
（
と
い
う
）
神
様
と
二
人
で
私
た
ち
は
船
に
乗
り
込
む
で
あ
ろ
う
」、
こ
れ
も
回
想

で
す
。「

船
に
乗
っ
て
海
の
中
央
へ
と
進
む
と
き
、
私
た
ち
が
水
た
ち
の
背
の
上
を
通
っ
て
、
動
い
て
い
く
で
あ
ろ

う
と
き
、
進
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
と
き
、
私
た
ち
は
ぶ
ら
ん
こ
の
上
で
揺
ら
し
あ
う
で
あ
ろ
う
、
美
し
く
輝

く
た
め
に
」
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「
美
し
く
輝
く
た
め
に
」
と
い
う
の
は
、
自
慢
、
わ
た
し
た
ち
で
し
た
ら
「
ほ
ら
、
ど
う
だ
」
と
自
慢
を
す
る
よ

う
な
場
面
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
す
。「
ぶ
ら
ん
こ
を
揺
ら
し
あ
う
」。
太
陽
が
ぶ
ら
ん
こ
と
重
ね
ら
れ
て
い
て
、

ぶ
ら
ん
こ
の
勢
い
で
毎
朝
太
陽
が
昇
っ
て
い
る
。
実
は
そ
う
や
っ
て
見
て
み
ま
す
と
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
第V

II

巻
、
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
と
い
う
の
はthe

best
m

an

「
最
上
の
男
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
家

の
歌
の
中
心
は
毎
日
の
太
陽
を
正
し
く
昇
ら
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
注
（
３
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

V
II

80,1

に
「
霊
感
の
あ
る
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
家
の
人
た
ち
は
、
曙
に
対
し
て
、
歓
迎
の
讃
歌
を
伴
っ
て
﹇
今
﹈

最
初
に
目
覚
め
た
」
と
あ
り
ま
す
。
部
族
の
人
々
は
皆
寝
て
い
る
け
れ
ど
、
自
分
は
太
陽
が
昇
る
前
に
、
コ
プ
ト

の
修
道
院
の
お
坊
さ
ん
み
た
い
に
、
先
に
目
覚
め
て
…
。
他
の
箇
所
に
よ
り
明
瞭
に
見
ら
れ
ま
す
が
、
ま
ず
、
祭

火
に
薪
を
く
べ
て
燃
え
上
が
ら
せ
る
。
次
ぎ
に
マ
ン
ト
ラ
を
唱
え
る
。
す
る
と
太
陽
が
昇
る
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』

で
は
こ
う
い
う
順
番
に
な
っ
て
い
ま
す
。
薪
を
く
べ
る
こ
と
に
よ
る
魔
術
は
『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
以
来
密

教
に
も
連
綿
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
実
は
薪
を
く
べ
る
と
い
う
行
為
は
、
私
は
イ
ン
ド
の
「
拝
火
教
」
の
中
心

概
念
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
祭
式
の
専
門
家
、
同
僚
で
あ
る
東
大
の
永
ノ
尾
さ
ん
は
、
薪
は
供
物
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
こ
が
ヴ
ェ
ー
ダ
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
違
う
と
こ
ろ
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
薪
を
く
べ
る
と
こ
ろ
に
元
来
は
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
は
望
ん
だ
わ
け
で
す
。「
夜
の
太
陽
を
見
せ
て
ほ
し
い
」
と
。
私
は
太
陽
に
関
す
る
マ
ジ
シ

ャ
ン
に
な
り
た
い
と
。
そ
う
す
る
と
、「
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
を
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
現
に
船
に
乗
せ
た
」
で
は
な
い

か
。
こ
れ
は
確
認
の
ア
オ
リ
ス
ト
で
あ
り
ま
し
て
、
昔
の
事
実
、
昔
の
個
々
の
出
来
事
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を

「
そ
う
だ
っ
た
ね
」
と
い
う
時
に
使
う
語
形
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
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「
リ
シ
と
成
し
た
の
だ
、
働
き
優
れ
た
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
、
諸
々
の
能
力
に
よ
っ
て
」。

「
諸
々
の
能
力
に
よ
っ
て
」
と
訳
し
ま
し
た
が
、
マ
ハ
スm

áhas

「
偉
大
」
と
い
う
語
、
そ
の
複
数
形
は
お
そ
ら

く
「
権
力
、
権
限
」
の
意
味
だ
と
今
は
思
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
権
限
に
よ
っ
て
リ
シ
と
成
し
て
く
れ
た
の
だ
と
。

要
す
る
に
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
で
す
。
そ
の
次
に
「
讃
歌
を
唱
え
る
者
と
成
し
た
の
だ
、（
霊
感
）
に
震
え
る
ヴ
ァ

ル
ゥ
ナ
は
、
日
々
が
良
き
昼
間
を
持
つ
こ
と
に
関
し
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
霊
感
に
震
え
る
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
だ
か

ら
、
君
も
震
え
る
能
力
が
充
分
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
、
彼
の
権
限
で
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
を
リ
シ
と
し

て
承
認
し
た
も
の
と
理
解
で
き
ま
す
。
リ
シ
と
い
う
の
は
普
通
「
仙
人
、
聖
者
」
と
訳
さ
れ
る
単
語
で
、
ル
シ
で

す
が
、
元
々
は
「
荒
ぶ
れ
る
者
、
荒
れ
狂
う
者
」
で
す
。
他
に
は
ヴ
ィ
ッ
プ
ラ
「
ガ
タ
ガ
タ
震
え
る
者
」、
カ
ヴ

ィ
「
見
る
者
」
と
呼
ば
れ
ま
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
興
奮
状
態
で
も
の
を
見
る
人
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
に
は
「
言
葉
を
見
る
」
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
言
葉
を
見
る
祈
り
屋
さ
ん
た

ち
が
リ
シ
で
す
。「
お
前
は
本
物
の
祈
り
屋
さ
ん
だ
」
と
い
う
認
可
状
を
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
が
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
に
与

え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
は
期
限
と
領
域
と
が
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
日
々
が
良
き

昼
間
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
」
お
前
は
有
能
な
震
え
る
力
、
興
奮
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
免

許
状
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
期
限
と
し
て
は
「
諸
々
の
昼
が
こ
れ
か
ら
続
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
か

ぎ
り
、
諸
々
の
曙
が
続
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ぎ
り
」
お
前
は
リ
シ
だ
と
。
要
す
る
に
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
マ
イ
ス

タ
ー
ブ
リ
ー
フ
（M

eisterbrief

）
に
当
た
り
ま
す
。
親
方
の
ギ
ル
ド
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
新
し
く
親
方
に
な

る
べ
き
者
が
申
請
す
る
。
そ
う
す
る
と
親
方
た
ち
が
審
査
し
て
、
合
格
す
る
と
マ
イ
ス
タ
ー
、
マ
ス
タ
ー
、
親
方

の
証
書
を
も
ら
い
、
そ
の
証
書
が
な
い
と
例
え
ば
肉
屋
さ
ん
を
開
店
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
必
ず
お
店
に
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飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
最
近
こ
の
種
の
証
書
を
店
に
飾
る
こ
と
が
増
え
ま
し
て
、
い
ろ
ん
な
認
可
の
資

格
、
年
限
付
き
の
も
の
、
更
新
さ
れ
た
も
の
が
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
書
き
方
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。「
日
々
が
良
き
昼
間
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
」。
こ
れ
は
非
常
に
ぎ
こ
ち
な
い
言
い
方
で
す
。
普
通
の

『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
語
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
の
哲
学
書
に
は
よ
く
あ
る
ス
タ
イ
ル
で
す
が
、
厳
密
か
つ
生

硬
な
表
現
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
制
度
が
当
時
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま

す
。
当
時
は
文
字
に
は
書
き
留
め
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
認
可
の
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
期
限
に
つ
い
て
の
表
現
が
心
憎
い
で
す
ね
。「
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
が
正
し
く
歌
を
唱
え
る
と
太
陽
が
昇
る
。

太
陽
が
昇
り
続
け
る
限
り
…
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
「
卵
と
鶏
」
の

関
係
に
な
っ
て
い
て
、「
永
遠
に
、
能
力
の
あ
る
限
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
し
、
曙
と

い
う
の
は
別
の
女
神
で
す
の
で
、
そ
の
点
の
関
係
が
ど
う
な
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
た
だ
単
に
「
毎

朝
、
毎
朝
、
ず
っ
と
」
と
言
う
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
こ
の
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
は
今
、
職
を
追
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
実
は
こ
の
背
景
に
は
、

『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
第
三
巻
を
作
っ
た
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ミ
ト
ラ
と
い
う
仙
人
と
、
第
七
巻
を
作
っ
た
ヴ
ァ
ス
ィ

シ
ュ
タ
と
い
う
仙
人
と
の
間
に
、
ス
ダ
ー
ス
と
い
う
部
族
長
の
祭
官
職
を
巡
る
抗
争
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
私
は
そ
れ
を
信
じ
ま
す
。
ス
ダ
ー
ス
と
い
う
、
後
の
ア
ー
リ
ヤ
諸
部
族
が
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
広
が
る
き
か
っ

け
を
作
っ
た
有
力
な
バ
ラ
タ
族
の
一
人
が
、
こ
の
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
を
祭
官
と
し
て
、
十
王
戦
争
、
他
の
十
人
の

部
族
長
の
連
合
軍
と
パ
ル
シ
ュ
ニ
ー
川
（
お
そ
ら
く
現
在
の
ラ
ヴ
ィ
川
）
を
巡
っ
て
戦
い
、
打
ち
負
か
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
時
に
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
が
何
か
ル
ー
ル
違
反
を
し
た
と
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ミ
ト
ラ
が
訴
え
た
と
さ

����������������������������������������������������������������������������������
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れ
ま
す
。
ル
ー
ル
違
反
と
は
、
魔
術
を
用
い
た
と
い
う
の
で
す
。
言
葉
に
よ
っ
て
、「
そ
れ
が
真
理
に
適
っ
て
い

る
か
ら
そ
れ
が
実
現
す
る
」
と
い
う
以
外
の
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
魔
術
を
使
う
の
は
ル
ー
ル
違
反

で
、
そ
れ
を
咎
め
ら
れ
て
部
族
を
追
わ
れ
る
。
彼
は
職
を
失
っ
た
の
で
す
。
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
に
は
「
私
は
魔
術

を
使
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
歌
が
三
詩
節
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
後
に
伝
統
文
法
学
で
誓
い
と
呪
い
を
論
ず
る

際
に
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
有
名
な
三
歌
で
す
。

【
会
場
か
ら
質
問
】

ヴ
ァ
ル
ナ
は
男
の
神
様
で
す
か
？

男
の
神
様
で
す
。

ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
い
う
神
の
正
体
は
後
で
説
明
し
ま
す
。
今
は
ま
ず
読
ん
で
見
ま
し
ょ
う
。
す
み
ま
せ
ん
。
辻
直
四

郎
と
い
う
私
も
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
が
い
る
の
で
す
が
、
彼
が
遺
し
た
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、「
梵
語
い
ろ
は

の
か
た
こ
と
ま
じ
り

懸
け
た
命
の
五
十
年

生
ま
れ
お
江
戸
の
日
本
橋

水
に
映
る
よ
泣
き
笑
い
」。「
梵
語
い

ろ
は
の
…
」
と
い
う
こ
れ
で
す
ね
。
私
た
ち
の
世
界
の
苦
し
い
と
こ
ろ
は
、
普
通
の
言
葉
に
訳
し
て
お
話
し
を
す

る
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
い
っ
て
も
知
ら
な
い
国
の
昔
の
言
葉
で
す
か
ら
。

ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
は
追
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ま
た
地
位
を
回
復
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ

ー
ダ
』
で
見
る
限
り
、
復
権
し
た
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
が
当
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
子
孫
な
の
か
分
か
り
ま
せ
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ん
。
皆
同
じ
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
第
三
巻
の
方
に
も
第
七
巻
の
方
に
も
お
互
い
相
手
を
意
識
し
た
歌
が
い
く

つ
か
あ
り
ま
し
て
、
お
そ
ら
く
現
実
に
あ
っ
た
話
を
背
景
に
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
追
わ
れ
た
後

の
恨
み
言
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
私
た
ち
二
人
の
、
当
時
の
仲
間
関
係
」

神
様
と
祭
官
と
は
一
緒
に
仕
事
を
す
る
わ
け
で
す
。
仲
間
関
係
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
。

「
以
前
だ
っ
た
ら
狼
な
く
」

「
狼
な
く
」
と
い
う
の
は
、「
心
配
な
く
、
危
険
な
く
」
と
い
う
意
味
で
す
。

「
連
れ
だ
っ
て
い
た
も
の
」

一
緒
に
行
動
し
て
い
た
、
お
互
い
に
付
き
従
っ
て
い
た
。
以
前
だ
っ
た
ら
安
心
し
て
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
た
で

は
な
い
か
。
あ
の
仲
間
関
係
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
？

「
高
い
建
物
へ
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
よ
、
自
ら
決
定
す
る
者
よ
」

「
高
い
建
物
」
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
の
こ
の
時
代
の
語
法
で
は
、
建
物
自
身
が
高
い
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
ま

す
し
、
高
い
、
つ
ま
り
上
の
方
に
あ
る
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
ま
す
。
こ
れ
は
区
別
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、

高
い
上
の
方
に
あ
る
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。

「
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
よ
、
自
ら
決
定
す
る
者
よ
」

「
自
ら
決
定
す
る
」、
部
族
の
中
で
決
定
権
を
持
っ
て
い
る
人
と
い
う
意
味
で
す
。

「
千
の
扉
を
も
っ
た
お
ま
え
の
家
」

�
m

āna

を
「
家
」
と
訳
し
ま
し
た
が
、「
御
殿
」
と
訳
し
た
方
が
ほ
う
が
良
い
と
思
い
ま
す
。「
計
る
」
と
い
う
動
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詞m
ā

か
ら
作
ら
れ
た
語
で
す
。
普
通
、
家
は
計
測
し
な
い
で
造
る
よ
う
で
す
が
、
大
き
な
家
は
計
算
能
力
、
ヴ

ァ
ル
ゥ
ナ
の
特
性
で
す
が
、
そ
う
し
た
特
別
な
能
力
を
用
い
て
、
計
算
設
計
し
て
建
て
る
わ
け
で
、
大
き
な
し
っ

か
り
し
た
建
物
、「
御
殿
」
く
ら
い
で
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
御
殿
へ
私
は
出
か
け
た
」

昔
、
私
は
君
に
専
門
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
一
緒
に
活
動
し
て
い
た
の
に
、
あ
れ
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

と
。
こ
の
繰
り
言
に
続
け
て
、
要
す
る
に
そ
れ
を
許
し
て
く
れ
、
と
い
う
歌
が
続
き
ま
す
。

「
身
内
の
仲
間
で
」

こ
れ
は
面
白
い
話
題
で
す
の
で
後
で
触
れ
ま
す
。

「
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
よ
、
お
ま
え
の
家
へ
」

「
お
ま
え
の
」
は
間
違
っ
て
訳
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
自
分
の
」
だ
と
思
い
ま
す
。
原
文
に
は
「
部
族
に

属
す
る
仲
間
」
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
「
自
分
の
部
族
に
属
す
る
仲
間
」
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が

間
違
っ
た
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
い
。
う
ち
の
仲
間
が
間
違
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
部
族
に
属
す
る
仲
間

が
間
違
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
私
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
ま
す
。

「
お
ま
え
の
同
僚
と
し
て
、
お
ま
え
に
対
し
て
罪
過
を
な
す
で
あ
ろ
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
罪
あ
る
者
と
し

て
、
お
ま
え
に
対
し
て
、
お
そ
る
べ
き
者
よ
、
償
わ
な
い
で
よ
い
よ
う
に
。」

罪
は
自
分
の
せ
い
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
罪
に
は
問
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
内
容
の
法
律
条
項
が
あ
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
文
法
上
の
理
由
か
ら
確
か
め
ら
れ
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
注
の
（
９
）
に
少
し
書
い

て
お
き
ま
し
た
。
基
に
あ
っ
た
の
は
、「
他
人
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
罪
は
償
う
に
あ
た
ら
な
い
」
と
い
う
文
章
と
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思
わ
れ
ま
す
。『
ア
ヴ
ェ
ス
タ
』
と
い
う
、
イ
ラ
ン
側
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
経
典
の
古
い
部
分
か
ら
も
こ
の

文
の
一
部
に
当
た
る
も
の
が
回
収
さ
れ
ま
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
は
こ
れ
に
当
た
る
文
が
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ

家
に
二
度
、
四
家
系
に
跨
っ
て
計
五
箇
所
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
文
法
的
に
破

格
で
、「
他
人
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
罪
は
償
う
に
あ
た
ら
な
い
」
と
い
う
不
定
詞
を
用
い
た
文
が
存
在
し
た
と
仮

定
す
る
と
、
綺
麗
に
解
決
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
先
生
の
カ
ー
ル
・
ホ
フ
マ
ン
が
発
見
し
た
も
の
で
す
。
願
望

を
表
現
す
る
動
詞
語
形
が
禁
止
法
に
用
い
ら
れ
る
の
は
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
お
い
て
こ
の
五
箇
所
の
み
な
の
で

す
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
文
法
的
破
格
現
象
が
起
き
た
の
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
共
通
時

代
に
、
既
に
こ
れ
に
当
た
る
短
い
不
定
詞
を
用
い
た
法
律
条
項
が
確
立
し
て
い
て
、
そ
れ
を
詩
の
中
に
加
工
し
て

取
り
入
れ
た
時
に
動
詞
語
尾
を
付
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
説
明
で
き
ま
す
。

「
霊
感
に
震
え
る
、
ガ
タ
ガ
タ
震
え
る
お
ま
え
は
、
讃
美
す
る
者
に
、
い
つ
も
庇
護
を
授
け
よ
。
こ
の
堅
固

な
定
住
地
に
定
住
し
つ
つ
、
お
ま
え
に
我
々
は
願
う
。（
願
う
内
容
は：

）
我
々
か
ら
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
、

罪
人
を
縛
る
縄
を
解
き
放
っ
て
し
ま
う
が
よ
い
、
こ
れ
を
私
た
ち
は
願
う
。
ア
デ
ィ
テ
ィ
の
膝
の
上
か
ら
支

援
を
」（
ア
デ
ィ
テ
ィ
は
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
の
母
で
す
）

「
膝
の
上
か
ら
、
助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
。
お
ま
え
た
ち
神
々
は
、
諸
々
の
安
寧
に
よ
っ
て
、
常
に
我
々
を

守
っ
て
い
よ
。」

こ
う
い
う
文
で
終
わ
り
ま
す
。「
堅
固
な
定
住
地
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
い
う
神
の
重
要
な

ア
ス
ペ
ク
ト
の
一
つ
で
す
。
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の
ア
ー
リ
ヤ
の
人
々
は
、
理
念
世
界
で
は
、
通
常
移
動
し
て
い
て
定

住
地
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
三
カ
月
間
く
ら
い
と
推
定
さ
れ
る
定
住
生
活
、
ク
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シ
ェ
ー
マ
と
よ
び
ま
す
が
、
こ
れ
を
交
え
て
大
麦
を
育
て
、
そ
の
収
穫
が
終
わ
る
と
次
へ
移
動
し
て
行
く
と
い
う

生
活
が
も
と
も
と
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
第
四
巻
、
最
近
私
が
訳
し
た
部
分
に
、

王
の
交
代
、
イ
ン
ド
ラ
と
い
う
移
動
期
の
神
か
ら
定
住
期
の
神
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
へ
、
定
住
期
の
神
か
ら
移
動
期
の
神

へ
、
そ
れ
と
符
合
し
て
、
王
の
役
割
の
交
代
が
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
定
住
期
が
終
わ
る
と
略
奪
行

に
出
て
行
き
ま
す
。
そ
れ
を
ヨ
ー
ガ
と
よ
び
ま
す
。
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
定
住
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
神
な

の
で
す
。
定
住
生
活
三
ヶ
月
、
と
い
う
の
は
私
が
勝
手
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
大
麦
は
多
少
小
麦
よ
り
短
い
期

間
で
収
穫
で
き
、
三
ヶ
月
程
度
の
よ
う
で
す
。
大
麦
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
に
遡
る
語
彙
で
、『
リ
グ
ヴ

ェ
ー
ダ
』
に
多
く
言
及
さ
れ
ま
す
が
、
小
麦
は
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
は
米
同
様
知
ら
れ
ず
、
少
し
遅
れ
て
、
借

用
語
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
な
語
形
で
現
れ
ま
す
。
小
麦
に
も
い
ろ
い
ろ
な
品
種
が
あ
り
ま
し
て
、
最
近
、
地
球
研

の
研
究
で
、
昔
の
小
麦
の
品
種
が
現
在
で
も
イ
ン
ド
の
一
部
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
京
大

に
様
々
な
小
麦
の
種
に
つ
い
て
各
地
の
サ
ン
プ
ル
が
あ
り
、
イ
ン
ド
矮
小
小
麦
と
い
う
品
種
は
エ
チ
オ
ピ
ア
の
そ

れ
に
近
く
、
三
ヶ
月
で
収
穫
で
き
る
そ
う
で
す
。
今
の
パ
ン
を
作
る
普
通
の
小
麦
は
四
ヶ
月
か
ら
四
ヶ
月
半
か
か

り
ま
す
。
短
い
期
間
に
収
穫
で
き
る
作
物
で
な
い
と
、
遊
牧
生
活
者
は
い
つ
襲
わ
れ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
そ

れ
が
三
ヶ
月
は
最
低
必
要
ら
し
く
、
大
麦
は
お
お
む
ね
そ
の
程
度
の
期
間
で
収
穫
で
き
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
一

つ
。
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
重
要
な
示
唆
は
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
雨
安
居
」
か
ら
得
ら
れ
ま
す
。
彼
ら
は
現
実

に
は
イ
ン
ド
の
平
原
に
進
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
雨
季
に
は
定
住
生
活
を
す
る
し
か
な
い
わ

け
で
す
。「
雨
安
居
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
、
雨
の
時
期
に
教
区
の
僧
が
一
箇
所
に
集
ま
っ
て
共
同
生
活
を
す

る
。
普
段
は
「
遊
行
」
で
す
か
ら
、
乞
食
生
活
を
し
な
が
ら
、
各
地
を
彷
徨
う
と
い
う
理
念
に
な
っ
て
い
ま
す
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が
、
雨
安
居
の
時
だ
け
は
、
二
ヶ
月
ま
た
は
三
カ
月
間
、
在
家
者
の
支
援
を
仰
い
で
定
住
合
宿
を
す
る
わ
け
で

す
。
こ
の
雨
安
居
と
重
な
る
よ
う
な
定
住
生
活
が
既
に
ヴ
ェ
ー
ダ
に
見
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ば
、
そ
の
雨
安
居
の
神

が
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
で
あ
る
と
い
う
風
に
理
解
で
き
ま
す
。
ま
た
、
仏
教
僧
は
、
往
時
の
ア
ー
リ
ヤ
諸
部
族
の
理
念
世

界
を
個
人
で
体
現
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
は
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
頃
に
編
集
さ
れ
た
訳

で
、
そ
れ
に
先
行
す
る
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
遺
産
に
も
少
し
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
郷
先
生
が
先

ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
「
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ド
ア
ウ

ト
二
ペ
ー
ジ
目
の
中
央
に
、「
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
」
と
い
う
図
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常

に
単
純
化
し
た
図
で
す
。
単
純
化
し
た
図
で
考
え
た
方
が
分
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖

語
と
い
う
、
元
々
一
つ
の
言
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
話
し
手
が
各
地
に
拡
大
し
、
植
民
地
を
作
っ
て
順
次
進
出

し
て
い
っ
た
。
そ
の
進
出
先
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
こ
の
よ
う
な
形
で
今
日
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
元
を
た
ど
る
と
い
つ
頃
ま
で
遡
れ
る
の
か
、
と
い
う
の
は
難
し
い
問
題
で
す
が
、
ギ
ン
ブ
タ
ス

と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
の
考
古
学
界
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
リ
ト
ア
ニ
ア
出
身
の
女
性
が
い
ま
す
。
そ
の
人
の

説
で
は
紀
元
前
四
五
〇
〇
年
以
前
に
お
そ
ら
く
ボ
ル
ガ
、
ド
ニ
エ
プ
ル
流
域
の
、
黒
海
か
ら
少
し
遡
る
辺
り
に
、

三
万
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
そ
の
人
た
ち
が
馬
に
乗
る
こ
と
を
始
め
た
わ
け
で
す
。
乗
馬
の
発
明
に
よ
っ

て
放
牧
地
が
急
激
に
拡
大
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
生
産
性
が
増
し
、
人
口
、
家
畜
が
増
大
し
て
各
地
に
拡
散
し

た
、
と
い
う
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
英
語
も
ド
イ
ツ
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
、
皆
こ
れ
ら
ボ
ル
ガ
、
ド

ニ
エ
プ
ル
付
近
か
ら
出
発
し
た
人
た
ち
の
使
っ
て
い
た
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
結
果
、
今
日
の
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姿
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
話
は
こ
こ
で
終
え
ま
す
が
、
一
つ
だ
け
興
味
深
い
事
柄
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

今
読
ん
だ
歌
に
「
身
内
の
仲
間
で
あ
り
な
が
ら
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
ね
。「
身
内
の
」
は
ニ
ッ
テ
ャ
と
い

う
単
語
で
す
が
、
二
ペ
ー
ジ
の
５
に
挙
げ
ま
し
た
標
準
的
な
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
讃
歌
に
次
の
一
節
が
あ
り
ま
す
。
讃
歌

全
体
に
つ
い
て
は
後
で
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「
ア
リ
ャ
マ
ン
に
属
す
る
同
僚
で
あ
れ
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
よ
、
ミ
ト
ラ
に
属
す
る
同
僚
で
あ
れ
、
い
つ
も
一
緒

の
同
僚
で
あ
れ
、
兄
弟
で
あ
れ
、
部
族
の
仲
間
で
あ
れ
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
よ
、
う
ち
の
者
で
も
よ
そ
の
者
で

も
」

表
現
が
似
て
い
ま
す
ね
。
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
法
律
上
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
既
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。
そ
の
人
と
ど
う
い
う
関
係
か
、
親
族
か
、
同
じ
家
の
中
で
生
ま
れ
た
別
の
家
族

の
一
員
か
、
あ
る
い
は
契
約
で
遠
征
に
行
く
時
な
ど
の
同
僚
か
、
そ
れ
と
も
…
。
そ
の
よ
う
な
法
律
条
項
の
分
類

が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
に
き
れ
い
に
照
応
す
る
こ
と
は
な

�
�

�

い
で
し
ょ
う
。「
う
ち
の
者
で
も
よ
そ
の
者
で
も
」と
い
う
表
現
が
注
意
を
惹
き
ま
す
。
原
文
はvesám

vā
nítyam

� �

�

�

varunāranam
vā

「
う
ち
の
一
員
で
も
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
よ
、
よ
そ
の
（
一
員
）
で
も
」
で
す
。「
ニ
ッ
テ
ャ
」
と

「
ア
ラ
ナ
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
ま
す
。
ニ
ッ
テ
ャ
が
「
う
ち
の
」、
ア
ラ
ナ
が
「
よ
そ
の
」
で
す
。
そ
れ
だ
け
で

は
特
に
ど
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
み
な
さ
ん
の
中
に
も
ご
存
じ
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
カ
エ
サ
ル
、
シ
ー
ザ
ー
が
書
い
た
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
と
い
う
、
ケ
ル
ト
人
の
と
こ
ろ
へ
遠
征
に
行
っ
た
時
の

記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
の『
ガ
リ
ア
戦
記
』の
中
に
ケ
ル
ト
人
の
部
族
名
と
し
て「
ニ
テ
ィ
オ
ブ
ロ
ゲ
ス
」Nitiobro-
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ges

と
「
ア
ッ
ロ
ブ
ロ
ゲ
ス
」A

llobroges

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ニ
テ
ィ
オ
」
と
「
ア
ッ
ロ
」、
こ
れ

が
「
ニ
ッ
テ
ャ
」
と
「
ア
ラ
ナ
」
に
ほ
ぼ
対
応
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
既
に
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
の
段
階

で
、
法
律
的
に
固
ま
っ
て
い
た
、「
内
」、「
外
」
を
意
味
す
る
単
語
と
思
わ
れ
ま
す
。
ニ
テ
ィ
オ
ブ
ロ
ゲ
ス
と
い

う
の
は
、「
境
界
の
内
側
に
い
る
者
た
ち
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
か
ら
、「
境
界
線
の
向
こ
う
側
、
よ
そ
の
側

�

に
い
る
者
た
ち
」、
そ
れ
が
ア
ッ
ロ
ブ
ロ
ゲ
ス
で
す
。allo

とárana-

と
で
は
サ
フ
ィ
ッ
ク
ス
（
接
尾
辞
）
の
形

に
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
同
一
の
語
彙
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ロ
ー
マ
時
代
に
言
及
さ
れ

る
ケ
ル
ト
の
民
族
名
と
、「
う
ち
の
者
で
も
よ
そ
の
者
で
も
」
と
い
う
対
概
念
に
平
行
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
に

は
注
意
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
は
何
か

「
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
は
何
か
」、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
の
背
景
を
少
し
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
イ
ン

ド
と
イ
ラ
ン
の
共
通
時
代
の
神
々
の
世
界
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
普
通
イ
ン
ド
で
は
「
神
」
を

devá
-

と
よ
び
ま
す
。
も
と
も
と
「
天
に
存
す
る
」
と
い
う
形
容
詞
で
す
。
他
にásura

-

と
い
う
語
が
あ
り
ま

す
。
私
は
「
ア
ス
ゥ
ラ
」
と
「
ゥ
」
を
入
れ
ま
す
。
普
通
は
入
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
な
い
と
ア
ス
ラasrá

-

「
痛
い
、
痛
み
を
与
え
る
」
と
い
う
語
と
区
別
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、「
ア
ス
ゥ
ラ
」
と
書
く
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。
意
味
は
「
首
長
」
で
す
。
仏
典
の
阿
修
羅
の
も
と
に
な
っ
た
ア
ス
ゥ
ラ
で
す
。
他
の
言
語
に
お
け
る
対
応

語
は
、「
お
じ
い
さ
ん
」、「
大
家
長
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
現
実
に
『
ア
ヴ
ェ
ス
タ
』
で
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７２

　『真宗文化』第22号 平成24年度2013年3月発行（真宗文化研究所）



は
、
人
に
つ
い
て
ア
ス
ゥ
ラ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
お
そ
ら
く
「
部
族
長
」
の
意
味
で
。
元
の
意
味
と

し
て
は
「
首
長
」
あ
た
り
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
デ
ー
ヴ
ァ
。
お
お
ま
か
に
二
つ
の
神
様
の
グ
ル
ー
プ

が
あ
っ
た
と
考
え
る
と
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
神
様
は
皆
「
デ
ー
ヴ
ァ
」
に
な
り
、
元
々
ア
ス

ゥ
ラ
に
属
し
た
神
も
「
デ
ー
ヴ
ァ
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
ア
ス
ゥ
ラ
の
仲
間
は
七
神
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
が
、
実
際

に
は
六
の
神
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
六
番
目
の
神
は
そ
の
時
の
必
要
に
応
じ
て
自
由
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
出
来
て

い
る
と
思
わ
れ
、
合
計
七
の
神
が
ア
ス
ゥ
ラ
と
定
式
化
さ
れ
ま
す
。『
ア
ヴ
ェ
ス
タ
』
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
に
よ

る
宗
教
改
革
の
結
果
成
立
し
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
（
マ
ズ
ダ
ー
教
、
拝
火
教
）
の
教
典
で
す
の
で
、
こ
れ
ら
七
神

の
痕
跡
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、「
神
聖
な
る
不
死
の
者
た
ち
」
が
、
古
い
分
類
で
は
７
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
後
に
１２
、
１３
な
ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
７
が
古
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
具
体
的
な
中
身
は
６
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
同
じ
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
共
通
時
代
に
遡
る
神
の
グ
ル
ー
プ
が
あ

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
全
て
社
会
制
度
の
神
格
化
で
す
。
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
王
権
、
ミ
ト
ラ
は
契
約
、
ア
リ

ャ
マ
ン
は
部
族
の
慣
習
・
制
度
、
バ
ガ
は
分
配
、
ア
ン
シ
ャ
は
個
人
の
取
り
分
、
第
七
の
ダ
ク
シ
ャ
は
そ
の
人
の

部
族
の
中
で
果
た
す
べ
き
能
力
で
す
。
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
本
来
特
徴
的
な
、
朗
ら
か
な
、
攻
撃
的
積

極
性
を
持
っ
た
神
々
と
は
異
な
る
、
厳
格
な
社
会
制
度
の
神
々
が
ど
う
し
て
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
の
共
通
時
代
に
現

れ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
結
論
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
と
、
バ
ク
ト
リ
ア
、
マ
ル
ギ
ア
ー
ナ
、
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
の
辺
り
に
あ
っ
た
強
大
な
定
住
民
族
、
そ
の
支
配
権
の
中
で
、

イ
ン
ド
の
部
族
も
イ
ラ
ン
の
部
族
も
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
こ
で
生
き
の
び
る
た
め
に
は
支
配
的
部
族
の
制
度
と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
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の
新
し
い
社
会
制
度
の
神
格
化
は
他
の
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
ロ
シ
ア
語
に

は
バ
ガ
に
対
応
す
る
ボ
グ
「
神
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
共
通
祖
語
段
階
ま
た
は
イ
ラ
ン
語

か
ら
の
借
用
語
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
先
進
文
化
の
下
で
彼
ら
が
暮
ら
し
た
時
に
受
け
入
れ
た
神
々
で

す
。
こ
の
先
進
文
化
は
「
バ
ク
ト
リ
ア
・
マ
ル
ギ
ア
ー
ナ
考
古
複
合
」
と
普
通
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
全
貌
は

解
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
普
通
に
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
紀
元
前
二
七
〇
〇
年
以
降
、
紀
元
前
二
二
〇
〇
年
と

か
、
二
〇
〇
〇
年
く
ら
い
ま
で
の
段
階
の
も
の
で
す
。
広
大
な
城
塞
都
市
が
あ
り
、
た
と
え
ば
地
球
研
の
長
田
俊

樹
さ
ん
が
撮
っ
て
き
た
写
真
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
羊
と
馬
の
、
ほ
と
ん
ど
羊
と
私
は
に
ら
ん
で
ま
す
が
、

そ
う
し
た
墓
だ
け
で
二
㎞
に
亘
っ
て
あ
る
そ
う
で
す
。
羊
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に

見
ら
れ
る
「
プ
ル
ー
ラ
ヴ
ァ
ス
と
ウ
ル
ヴ
ァ
シ
ー
」
の
話
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
興
味
深
い
問
題
が
あ
る
の
で
す

が
、
今
回
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。
バ
ク
ト
リ
ア
・
マ
ル
ギ
ア
ー
ナ
考
古
複
合
か
ら
の
外
圧
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
さ
ら
に
状
況
証
拠
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
社
会
制
度
の
神
々
の
母
親
は
ア
デ
ィ
テ
ィ
で
す
が
、「
無
拘
束
」

と
い
う
意
味
で
す
。
自
由
の
女
神
。
自
由
の
女
神
が
こ
れ
ら
の
制
度
神
を
生
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ヴ
ァ
ル

ゥ
ナ
以
下
の
神
々
は
「
ア
デ
ィ
テ
ィ
の
息
子
た
ち
」
ア
ー
デ
ィ
ッ
テ
ャ
と
総
称
さ
れ
ま
す
。
イ
ラ
ン
で
ア
デ
ィ
テ

ィ
に
対
応
す
る
の
が
ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー
と
い
う
女
神
と
思
わ
れ
ま
す
。
ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー
と
は
「
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

な
い
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
す
。
語
の
構
成
法
は
異
な
り
ま
す
が
、
両
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
一
致
し
ま

す
。
お
そ
ら
く
別
の
文
化
の
あ
る
女
神
崇
拝
が
背
景
に
あ
り
、
そ
の
有
力
な
女
神
を
イ
ン
ド
語
と
イ
ラ
ン
語
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
翻
訳
し
た
直
訳
借
用
語
に
遡
る
と
考
え
る
の
が
一
番
近
道
と
思
い
ま
す
。
実
の
と
こ
ろ
、
バ
ク
ト

リ
ア
・
マ
ル
ギ
ア
ー
ナ
考
古
複
合
か
ら
は
女
神
の
像
が
い
く
つ
も
発
掘
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
ど
う
も
そ
の
あ
た
り
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に
源
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー
と
い
う
語
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
私
の
二
〇
〇
〇
年
に
出
版

さ
れ
た
論
文
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
以
降
の
知
識
で
す
の
で
、
普
通
の
概
説
書
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
概
説

書
で
困
る
こ
と
は
、
バ
ク
ト
リ
ア
・
マ
ル
ギ
ア
ー
ナ
考
古
複
合
こ
そ
が
、
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
共
通
時
代
の
遺
跡
だ

と
主
張
す
る
者
が
あ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
遊
牧
移
動
す
る
部
族
に
は
城
塞
都
市

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
文
化
的
生
産
や
蓄
積
も
嫌
い
で
す
。
焼
き
物
も
自
分
た
ち
で
は
作
り
ま
せ
ん
。
よ
そ
か
ら

買
う
（
交
換
す
る
）
か
取
っ
て
き
ま
す
。
戦
車
は
全
て
人
に
作
ら
せ
る
わ
け
で
す
。
彼
ら
は
文
明
と
い
う
も
の
を

あ
る
意
味
蔑
視
し
て
お
り
ま
し
て
、
財
産
は
牛
、
馬
、
羊
、
山
羊
、
男
た
ち
、
黄
金
な
ど
に
限
ら
れ
、
携
え
る
と

い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
理
念
に
反
す
る
行
為
の
よ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
部
族
が
あ
れ
ほ
ど
の
規
模
の
城
塞
都
市

を
築
く
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
考
古
学
は
盛
ん
で
、
特
に
ア
メ
リ
カ
文
化
の
有
力
者
中
心
主
義
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
主
導
が
あ
り
、
奇
矯
な
説
が
出
さ
れ
る
と
、
各
地
に
賛
同
者
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
出
、
日
本
で
は
競
っ
て
そ

の
輸
入
業
に
努
め
る
、
と
こ
う
い
う
世
界
で
す
の
で
、
概
説
書
、
一
般
書
に
は
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
実
情
を

知
っ
て
い
る
者
に
は
何
と
も
し
よ
う
も
な
い
説
が
一
般
の
知
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
共
通
時
代
の
制
度
神
の
筆
頭
、
ア
デ
ィ
テ
ィ
の
息
子
た
ち
の
中
の
長
男
が
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
い

う
神
様
で
、
語
源
的
に
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
考
え
て
も
「
覆
う
」
と
い
う
単
語
に
関
わ
る
で
し
ょ

う
か
ら
、「
庇
護
の
傘
で
覆
う
者
」、
庇
護
者
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
の
五
項
目
、『
リ
グ
ヴ
ェ

ー
ダ
』
の
「
水
の
誓
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
標
準
的
な
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
讃
歌
を
挙
げ
ま
し
た
。
先
程
紹
介
し
ま
し

た
非
常
に
独
自
性
の
強
い
、
ヴ
ァ
ス
ィ
シ
ュ
タ
の
個
人
的
な
幻
想
世
界
を
描
い
た
讃
歌
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
讃

歌
」
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
てV

85

は
標
準
的
な
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
讃
歌
で
す
。
ど
ち
ら
も
最
後
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の
二
つ
の
詩
節
は
同
じ
よ
う
な
歌
に
な
っ
て
ま
す
。V

85

か
ら
第
３
歌
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
口
を
下
に
向
け
た
水
袋
を
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
、
天
地
に
、
空
間
に
、
流
し
か
け
た
の
だ
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
、
王
は
、
大
麦
を
雨
が
濡
ら
す
よ
う
に
、
地
面
を
広
く
濡
ら
す
。」

こ
の
「
大
麦
を
雨
が
濡
ら
す
よ
う
に
、
地
面
を
広
く
濡
ら
す
。」
の
部
分
は
解
釈
が
難
し
い
で
す
が
。「
口
を
下
に

向
け
た
水
袋
を
天
地
に
流
し
か
け
た
」
の
部
分
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
普
通
に
見
る
と
「
雨
を
降
ら
せ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
循
環
の
思
想
が
背
後
に
あ
り
ま
す
。
太
陽
光
線
と
い
う

眼
に
見
え
な
い
細
い
管
が
地
上
ま
で
続
い
て
い
て
、
そ
れ
が
昼
間
水
を
吸
い
上
げ
て
て
天
上
へ
持
っ
て
ゆ
く
。
夜

に
な
る
と
そ
れ
を
地
上
に
戻
す
。
だ
か
ら
、
第
６
歌
に
あ
る
よ
う
に
、
海
は
あ
ふ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
水

と
は
、
厳
密
に
は
、
微
細
な
、
熱
を
帯
び
た
光
る
水
の
粒
子
で
、「
マ
リ
ー
チ
」
と
よ
ば
れ
ま
す
。
マ
リ
ー
チ
は

「
摩
利
支
天
」
と
い
う
形
で
日
本
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
摩
利
支
天
の
元
の
意
味
は
分
か
ら
な
く
な
っ

て
、
太
陽
神
の
一
つ
と
し
か
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
は
重
要
な
、
宇
宙
を
循
環
し

て
い
る
熱
を
帯
び
た
水
の
粒
子
な
の
で
す
。
従
っ
て
、
夜
、
水
が
地
上
に
降
り
て
く
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
か
と
思
い
ま
す
。
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
発
掘
さ

れ
た
ミ
ス
ラ
教
の
祭
壇
の
夜
の
図
か
ら
と
っ
た
も
の
で
す
。
夜
の
図
と
い
う
の
は
、
ト
ー
チ
を
下
に
掲
げ
て
る
の

が
夜
。
ミ
ス
ラ
教
の
祭
壇
は
ど
こ
で
も
同
様
で
す
が
、
左
側
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
出
た
祭
壇
の
図
像
で
す
。

オ
リ
オ
ン
座
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
マ
ン
ト
を
翻
し
た
人
（
ミ
ス
ラ
）
が
短
剣
を
牛
の
首
に
突
き
刺
し
て
血

を
流
し
て
い
ま
す
。
左
側
に
ト
ー
チ
を
降
ろ
し
た
夜
、
右
側
に
ト
ー
チ
を
掲
げ
た
昼
が
あ
り
ま
す
。（
こ
の
両
者

は
も
と
も
と
宵
の
明
星
、
明
け
の
明
星
の
神
話
か
ら
出
発
し
て
お
り
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
ナ
ー
サ
ッ
テ
ャ
と
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ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
に
余
韻
を
留
め
て
い
ま
す
。）
右
側
の
ボ
ノ
ニ
ア
の
祭
壇
の
宵
の
明
星
の
奥
に
は
月
が
出
て
い

て
、
水
瓶
が
逆
さ
に
な
っ
て
水
が
下
に
流
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
歌
わ
れ
て
い
る
内

容
を
図
に
書
い
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
イ
ラ
ン
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
伝
わ
っ
た
ミ
ス
ラ
教
の
祭
壇

の
中
に
画
か
れ
て
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
夜
の
太
陽
を
め
ぐ
る
思
索
に
つ

い
て
触
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
ミ
ス
ラ
教
に
つ
い
て
少
し
解
説
し
ま
す
。
ミ
ス
ラ
と
い
う
の
は
ア
ー
デ
ィ
ッ

テ
ャ
「
ア
デ
ィ
テ
ィ
の
息
子
た
ち
」
の
中
で
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
並
ん
で
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
る
、「
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ

・
ミ
ト
ラ
」
の
ミ
ト
ラ
（M

itra

ミ
ッ
ト
ゥ
ラ
）
に
当
た
り
ま
す
。
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
の
方
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
宗

教
改
革
に
よ
っ
て
、
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
に
変
身
し
て
い
ま
す
か
ら
、
普
通
の
神
々
の
姿
と
し
て
私
た
ち
が
知
っ

て
い
る
も
の
と
し
て
は
ミ
ス
ラ
（M

iθra

）
が
一
番
の
神
で
す
。
ミ
ス
ラ
は
太
陽
神
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、『
リ
グ

ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
と
組
で
歌
わ
れ
る
、「
契
約
」
を
意
味
す
る
ミ
ト
ラ
と
い
う
神
の
イ
ラ
ン
版
が
「
ミ

ス
ラ
」
で
す
。
イ
ラ
ン
で
は
子
音
の
前
で
t
が
摩
擦
音
θ
に
変
わ
る
た
め
「
ミ
ス
ラ
」
で
す
。
そ
の
崇
拝
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
に
広
が
り
ま
し
た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
央
ア
ジ
ア
に
も
広
ま
っ
て
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
っ

た
の
は
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
、
結
論
と
し
て
は
外
人
部
隊
を
通
じ
て
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
一
般

書
に
は
あ
ま
り
書
か
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
か
と
言
う
と
、
西
洋
史
を
や
る
人
は
西
洋
史
上
の
事
実
の
展
開
に
沿

っ
て
も
の
を
考
え
る
。
中
央
ア
ジ
ア
史
の
人
は
中
央
ア
ジ
ア
に
起
き
た
現
象
を
追
う
。
も
っ
と
古
い
と
こ
ろ
の
、

基
と
な
っ
た
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
の
宗
教
か
ら
語
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
学
の
範
疇
か
ら
は
み
出
し
て
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
の
大
本
と
原
理
と
が
分
か
っ
て
み
る
と
理
解
が
簡
単
に
な
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
ペ
ル
シ
ャ
戦
争
と
呼
ば

れ
る
エ
ー
ゲ
海
の
覇
権
を
巡
る
、
ア
テ
ネ
を
中
心
と
し
た
ギ
リ
シ
ャ
の
勢
力
と
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ャ
と
の
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戦
争
は
、
実
際
に
は
お
雇
い
部
隊
の
イ
ラ
ン
系
の
人
々
同
士
が
戦
っ
て
い
る
と
い
う
面
が
強
い
わ
け
で
す
。
ど
ち

ら
か
に
雇
わ
れ
て
。
ロ
ー
マ
時
代
の
傭
兵
に
も
イ
ラ
ン
系
、
特
に
ギ
リ
シ
ャ
語
で
ス
キ
ュ
タ
イ
と
よ
ば
れ
る
サ
カ

族
の
人
た
ち
が
最
後
ま
で
移
動
生
活
を
守
っ
て
い
た
た
め
に
武
闘
派
的
性
格
が
強
く
残
り
重
用
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
よ
そ
か
ら
も
の
を
略
奪
す
る
こ
と
も
あ
る
攻
撃
的
な
遊
牧
部
族
の
方
が
定
住
生
活
者
よ
り
も
戦
闘
に
向
い

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
お
互
い
に
陣
営
を
隔
て
て
戦
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
が
は
っ
き
り
描
か
れ

て
い
る
古
い
レ
リ
ー
フ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
エ
ジ
プ
ト
を
襲
っ
た
海
の
民
に
対
す
る
、
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
前

後
と
思
い
ま
す
が
、
ラ
ム
セ
ス
三
世
の
戦
勝
記
念
碑
で
す
。
結
局
エ
ジ
プ
ト
軍
が
勝
利
し
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
衣

装
を
着
て
弓
を
射
て
い
る
の
は
エ
ジ
プ
ト
人
だ
と
分
か
り
ま
す
。
そ
の
他
の
あ
ち
こ
ち
で
戦
っ
て
い
る
戦
士
た
ち

に
は
二
通
り
の
髪
型
が
あ
り
、
し
か
も
両
軍
に
共
通
し
て
見
ら
れ
ま
す
。
敵
も
見
方
も
同
じ
格
好
を
し
て
い
ま

す
。
髪
型
は
部
族
を
示
す
通
行
手
形
で
す
。
少
し
違
う
点
も
あ
り
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
側
に
は
、
髪
型
が
同
じ
な
の

に
、
そ
の
上
に
太
陽
の
飾
り
を
つ
け
て
い
る
者
た
ち
が
い
ま
す
。
そ
の
冠
さ
え
取
っ
て
し
ま
え
ば
お
互
い
同
じ
で

す
。
ど
う
見
て
も
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
部
族
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
イ
ラ

ン
系
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
紀
元
前
一
三
世
紀
に
も
武
闘
派
は
強
か
っ
た
の
で
す
。
お
雇
い
部
隊
と
し
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
雇
わ
れ
て
い
た
人
た
ち
は
契
約
（
ミ
ト
ラ
、
ミ
ス
ラ
）
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
て
お
り
、
契
約
に
よ
っ
て
身
を

護
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
の
神
は
「
契
約
」
を
原
義
と
す
る
ミ
ス
ラ
な
の
で
す
。
明
日
を
も
知
れ

な
い
生
活
を
し
、
現
地
の
下
級
武
士
た
ち
を
巻
き
込
ん
で
秘
密
結
社
の
よ
う
な
儀
式
を
や
っ
て
い
た
。
そ
の
儀
式

場
が
、
例
え
ば
ロ
ー
マ
で
す
と
キ
リ
ス
ト
教
会
の
地
下
に
今
で
も
多
く
遺
っ
て
い
ま
す
。
Ⅰ
の
左
側
に
掲
げ
た
祭

壇
は
ド
イ
ツ
の
も
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
と
同
じ
祭
壇
が
正
面
の
壁
に
飾
っ
て
あ
り
、
両
壁
際
と
中
央
に
石
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の
ベ
ン
チ
が
あ
り
ま
し
て
、
ワ
イ
ン
を
回
し
飲
み
し
、
秘
密
結
社
風
の
儀
式
を
や
り
、
兄
弟
仁
義
の
よ
う
な
階
級

制
度
が
あ
っ
て
、
昇
進
し
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
団
体
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
地
下
の
岩
屋
で
何
を
し

て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
岩
屋
に
落
ち
た
太
陽
、
岩
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
夜
沈
ん
だ
太
陽
を
ま
た
復
活
さ
せ
よ
う

と
い
う
儀
式
か
と
思
い
ま
す
。
牛
か
水
牛
か
ら
流
れ
出
る
血
と
同
定
し
て
、
ワ
イ
ン
を
飲
み
合
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
下
級
武
士
、
外
人
部
隊
の
秘
密
結
社
の
宗
教
、
そ
れ
が
ミ
ス
ラ
教
で
、
夜
の
太
陽

を
巡
る
儀
礼
と
思
わ
れ
ま
す
。
夜
の
太
陽
を
巡
る
儀
礼
と
い
う
の
は
、
実
は
、
広
く
広
が
っ
て
い
て
、
こ
の
真
宗

文
化
研
究
所
に
も
繋
が
る
と
こ
ろ
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
言
う
思
い
で
、
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
の
最
後
に
「
少
年
と
戦

車
の
歌
」
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
ミ
ス
ラ
教
の
祭
壇
が
ど
ち
ら
を
向
き
、
入
り
口
が
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
る

か
、
確
認
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

二
番
目
（
Ⅱ
）
の
ギ
ュ
ン
テ
ル
ト
と
書
い
た
図
を
ご
覧
下
さ
い
。
左
側
に
螺
旋
が
あ
り
、
右
側
に
こ
れ
と
繋
が

っ
た
螺
旋
が
あ
り
、
男
の
人
が
独
特
な
姿
を
し
て
い
ま
す
。
左
側
に
ソ
リ
の
よ
う
な
も
の
、
右
側
に
キ
ツ
ネ
の
よ

う
に
見
え
る
動
物
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
キ
ツ
ネ
を
ソ
リ
に
乗
せ
よ
う
か
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま

す
が
、
他
の
図
と
比
べ
る
と
、
こ
れ
は
船
と
馬
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
上
手
く
描
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
真
ん
中
の
男
の
人
は
乗
り
移
る
姿
を
と
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
夜
の
太
陽
を
乗
せ
て
夜
を
渡
っ
て
き

た
船
か
ら
下
り
て
、
昼
間
こ
れ
か
ら
馬
に
乗
っ
て
天
を
駆
け
よ
う
と
い
う
シ
ー
ン
を
表
し
て
い
ま
す
。
右
側
に
、

下
を
向
い
て
い
る
子
ど
も
と
上
を
向
い
て
い
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。
こ
れ
も
ど
う
し
て
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

子
ど
も
に
見
え
ま
す
ね
。
下
を
向
い
て
い
る
方
が
夜
の
太
陽
を
導
い
て
き
た
宵
の
明
星
で
、
上
を
向
い
て
い
る
方

が
こ
れ
か
ら
太
陽
を
導
く
明
け
の
明
星
だ
と
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
す
ぐ
下
の
剃
刀
に
彫
ら
れ
た
図
か
ら
で
す
。
夜
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の
太
陽
光
を
運
ぶ
船
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
前
に
雁
が
足
を
上
に
向
け
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
こ
と
か
ら
逆
さ
ま
向
い

て
い
る
の
が
夜
の
太
陽
を
導
く
者
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
ひ
っ
く
り
返
っ
て
船
を
運
ぶ
の
で
し
ょ

う
。
こ
れ
に
は
夜
の
天
を
逆
さ
に
な
っ
て
行
く
と
い
う
解
釈
と
、
エ
ジ
プ
ト
の
神
話
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
地

下
の
水
脈
を
通
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
す
。
そ
う
い
う
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
て
、「
宵
の
明
星
」
と
「
明
け

の
明
星
」
と
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』

に
、
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
と
ナ
ー
サ
ッ
テ
ャ
と
い
う
一
組
の
神
が
あ
り
、
そ
の
讃
歌
の
吟
味
と
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
、
ラ

ト
ヴ
ィ
ア
民
謡
と
の
対
照
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
連
の
図
像
群
か
ら
確
か
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
「
梵
語
い
ろ
は
の
か

た
こ
と
ま
じ
り
」
で
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
讃
歌
は
か
な
り
の
数
残
っ
て
い
ま
す
。
古
い
単
語

を
多
く
遺
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
遺
産
を
引
き
継
ぐ
点
が
大
き
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
彼
ら

の
マ
ジ
ッ
ク
は
本
当
に
不
思
議
な
力
、
超
能
力
と
い
う
単
語
で
、
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
が
用
い
る
計
算
能
力
と
は
異
な
り

ま
す
。
ヴ
ァ
ル
ゥ
ナ
は
決
し
て
超
能
力
を
使
う
の
で
は
な
く
、1

＋1＝
2

と
い
う
理
屈
を
用
い
ま
す
。
ヴ
ァ
ル
ゥ

ナ
の
そ
の
よ
う
な
能
力
は
マ
ー
ヤ
ー
、
つ
ま
り
「
計
算
能
力
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
が
医
療
な
ど
に

用
い
る
の
は
不
可
思
議
な
力
で
、
ダ
ン
サ
ス
と
言
い
、
彼
ら
自
身
は
ダ
ス
ラ
「
超
能
力
を
も
つ
」
と
よ
ば
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
異
な
る
文
化
層
に
属
す
る
神
た
ち
で
す
。
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
「
馬
の
専
門
家
」
と
い
う
方
が
昼
の
太

陽
を
乗
せ
た
戦
車
の
馬
（
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
）
を
牽
く
神
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
、
ナ
ー
サ
テ
ッ
テ
ャ
と
い
う
の
は

「
無
事
の
帰
還
を
司
る
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
太
陽
を
無
事
東
の
岸
に
送
り
届
け
る
宵
の
明
星
で
す
。
医
療

の
神
と
し
て
の
金
星
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
分
か
る
の
は
仏
典
で
す
。
宵
の
明
星
と
明
け
の
明
星
と
は
も
ち
ろ
ん
同

じ
天
体
で
す
か
ら
、
両
方
が
並
ん
で
出
る
わ
け
は
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
非
常
に
古
く
か
ら
一
組
に
組
み
合
わ

����������������������������������������������������������������������������������

８０

　『真宗文化』第22号 平成24年度2013年3月発行（真宗文化研究所）



さ
れ
、
二
神
一
組
に
な
っ
て
い
ま
す
。
実
は
一
方
は
天
の
子
で
、
一
方
は
地
上
の
王
の
子
だ
と
い
う
こ
と
に
、
ギ

リ
シ
ャ
の
文
献
で
も
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
も
な
っ
て
い
ま
す
。
も
と
は
別
で
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
「
天
の

息
子
た
ち
」
と
呼
ば
れ
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
は
「
天
の
孫
た
ち
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
紀
元
後
一
七
世
紀

く
ら
い
の
ラ
ト
ビ
ア
の
歌
に
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
と
ギ
リ
シ
ャ
の
文
献
の
内
容
に
そ
っ
く
り
の
も
の
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
は
「
天
の
息
子
た
ち
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
内
容
は
、
太
陽
の
娘
と
の
結
婚
を
巡
っ
て
月
と
張
り

合
う
話
で
す
。
金
星
の
運
行
を
例
え
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
見
る
と
分
か
り
ま
す
が
、
月
と
の
位
置
関
係
が
複
雑
で

面
白
い
動
き
を
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
同
じ
金
星
で
す
か
ら
、
同
時
に
現
れ
る
こ
と
の

な
い
宵
の
明
星
と
明
け
の
明
星
と
は
別
の
話
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
相
当
古
い
段
階
で
二
神
一
組
の
神

話
が
出
来
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
カ
ス
ト
ー
ル
と
ポ
ル
ッ
ク
ス
と
い
う
両
金
星
で
す
、
そ
れ
が
ジ

ェ
ミ
ニ
と
い
う
形
で
双
子
座
に
置
き
換
え
ら
れ
、
二
人
一
組
に
な
り
ま
す
。
そ
の
二
人
一
組
を
描
い
た
剃
刀
が
出

土
し
て
い
ま
す
。

■
図
の
説
明
■

弾
け
た
太
陽
光
が
船
に
乗
り
、
そ
の
中
央
に
男
の
子
が
二
人
立
っ
て
、
両
手
を
広
げ
て
腕
を
左
右
に
開
い
て
い

る
。
二
人
の
頭
上
に
は
光
線
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ラ
ン
ト
出
土
の
青
銅
製
剃
刀
を
紹
介
し

た
か
っ
た
の
で
す
が
（G

üntert,
D

er
arische

W
eltkönig

und
H

eiland,
1923,

p.273

よ
り
）、
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト

に
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。（
こ
こ
で
は
正
し
く
差
し
替
え
て
あ
り
ま
す
。）
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こ
の
種
の
剃
刀
は
デ
ー
ン
マ
ー
ク
と
か
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
北
の
ド
イ
ツ
沿
岸
地
帯
か
ら
多
量
に
出
て
い
ま
す
。
青

銅
で
作
ら
れ
た
剃
刀
に
彫
ら
れ
た
夜
の
太
陽
を
運
ぶ
船
の
図
で
す
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
剃
刀
は
重
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
イ
ン
ド
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
に
遡
る
道
具
名
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
あ
る
言
語
の
道
具
名
と
対
応
す
る
同
じ
単

語
が
別
の
言
語
に
あ
っ
て
も
、
道
具
名
と
し
て
で
は
な
く
、
別
の
使
わ
れ
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
剃
刀
は
各
言
語

に
あ
り
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
ク
シ
ュ
ラ
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ク
ス
ゥ
ロ
ン
で
す
。
私
の
先
生
が
あ
る
時
、

「
こ
れ
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
に
遡
る
殆
ど
唯
一
の
文
明
の
利
器
だ
。
何
で
そ
ん
な
に
剃
刀
が
重
要
だ
っ

た
か
分
か
る
か
」
と
言
う
の
で
す
。「
ど
う
し
て
で
す
か
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
、
│
│
先
生
は
何
か
気
が
付
く
と

私
の
と
こ
ろ
へ
来
て
一
節
話
し
て
い
く
の
で
す
が
│
│
「
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
人
は
ね
、
き
み
、
毛
深

か
っ
た
の
だ
よ
」
と
言
っ
て
に
や
り
と
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
話
に
は
奥
が
あ
り
ま
し
て
、
民
会
と
い
う
も
の
が

あ
り
、
民
会
で
も
の
ご
と
を
決
定
す
る
、
個
人
主
義
、
民
主
主
義
と
い
う
も
の
が
既
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で

す
。
彼
ら
は
、
と
い
っ
て
も
家
長
ク
ラ
ス
の
男
子
で
し
ょ
う
が
、
全
員
で
集
ま
っ
て
取
り
決
め
を
し
て
い
た
。
そ

の
時
に
民
会
に
参
加
で
き
る
資
格
は
何
か
と
言
う
と
、
髪
を
短
く
し
、
鬚
を
剃
っ
て
顔
を
現
し
個
人
を
証
明
す
る

こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
剃
刀
こ
そ
が
パ
ス
ポ
ー
ト
な
の
だ
と
。
そ
う
し
た
定
期
的
に
髪
を
切
り
、

鬚
を
剃
る
と
い
う
風
習
は
イ
ン
ド
で
は
ど
こ
に
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
新
月
祭
、
満
月
祭
と
い
う
毎

月
の
お
祭
り
の
前
日
に
祭
主
が
髪
を
切
り
、
鬚
を
剃
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
ま
す
。
祭
場
に
は
五
火
が
あ
り

ま
す
。「
家
長
の
火
、
南
の
調
理
の
火
、
献
供
の
火
、
集
会
所
の
火
、
客
を
泊
め
る
宿
泊
施
設
の
火
」。
客
を
泊
め
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る
と
い
う
の
は
、
何
か
を
催
す
時
に
ホ
テ
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
同
じ
部
族
や
契
約
関
係
に
あ
る
部
族
の
仲
間

を
宿
泊
さ
せ
る
施
設
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
集
会
に
も
招
か
れ
て
出
席
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
サ
バ
ー
「
集
会
」
と
い
う
の
が
そ
れ
こ
そ
民
会
で
す
。
私
の
推
測
で
は
、
新
月
の
夜
の
前
日
と
満
月
の

夜
の
前
日
と
に
か
つ
て
民
会
が
あ
り
、
二
週
間
に
一
度
鬚
を
剃
っ
て
集
ま
る
風
習
が
翌
日
の
新
月
祭
、
満
月
祭
と

い
う
ヴ
ェ
ー
ダ
基
本
祭
式
の
構
造
に
組
み
込
ま
れ
て
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
日
の
行

事
は
祭
り
の
準
備
と
祭
主
夫
妻
の
規
律
（
ヴ
ラ
タ
）
に
従
う
生
活
で
、
ウ
パ
ヴ
ァ
サ
タ
（
原
義
は
「
控
え
て
、
ま

（
�
）

た
は
、
備
え
て
夜
を
過
ご
す
こ
と
」）
の
日
と
よ
ば
れ
ま
す
。
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
形
が
パ
ー
リ
語
の
「
ウ

ポ
ー
サ
タ
（
布
薩
）」
で
す
。
北
欧
の
剃
刀
は
そ
こ
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
る
、
長
い
因
縁
を
持
つ
も
の
な
の
だ

と
、
今
私
は
ホ
フ
マ
ン
の
こ
と
ば
を
思
い
出
し
て
、
こ
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
い
ま
す
。
何
故
剃
刀
が
多
数
出
土

す
る
の
か
、
要
す
る
に
埋
葬
品
で
す
。
こ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
死
後
、
民
会
に
出
席
で
き
な
い
と
い
う
、
死

後
へ
の
備
え
か
と
思
い
ま
す
。
阪
本
（
後
藤
）
純
子
が
明
ら
か
に
し
た
カ
ル
マ
ン
（
業
）
理
論
の
基
と
な
っ
た

（
�
）

「
祭
式
と
布
施
の
効
力
」
を
巡
る
議
論
の
一
部
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
を
少
し
頭
に
置
い

て
お
い
て
戴
け
る
と
、
最
後
の
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
締
め
く
く
り
に
繋
が
る
か
と
思
い
ま
す
。

四
番
目
に
挙
げ
ま
し
た
二
重
螺
旋
の
図
を
ご
覧
下
さ
い
。
ギ
ン
ブ
タ
ス
と
い
う
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の

考
古
学
を
一
人
、
と
い
う
か
彼
女
の
率
い
る
チ
ー
ム
を
も
っ
て
開
拓
し
た
人
の
著
作
か
ら
採
り
ま
し
た
。
私
は
彼

女
の
説
の
大
筋
を
信
じ
て
い
ま
す
。
今
の
考
古
学
者
は
ほ
と
ん
ど
「
彼
女
の
説
は
全
て
小
説
だ
」
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
個
々
の
デ
ー
タ
、
事
実
に
つ
い
て
で
、
彼
女
が
描
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
そ
の
も
の
は
私
は
信
じ
ら

れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
挙
げ
る
個
々
の
証
拠
は
殆
ど
全
て
誤
り
だ
が
、
大
筋
は
争
い
よ
う
が
な
い
、
そ
う
い
う
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こ
と
は
何
か
新
し
い
理
論
を
打
ち
出
し
た
人
の
著
作
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
そ
の
例
だ
と
思
い
ま

す
。
私
は
ギ
ン
ブ
タ
ス
と
い
う
人
の
書
い
た
小
説
、
そ
れ
は
「
使
え
る
小
説
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
左
側
に
あ

る
の
が
北
イ
タ
リ
ア
出
土
の
石
板
で
す
。
洞
穴
の
入
り
口
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
眼
鏡
状
の
二
つ
の
螺
旋
が
描
か
れ

れ
て
い
ま
す
。
右
側
も
北
イ
タ
リ
ア
の
山
の
中
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
右
に
二
重
螺
旋
が
キ
レ
イ
に
二
つ
置

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
重
螺
旋
と
同
じ
形
状
の
も
の
が
ス
イ
ス
か
ら
出
て
い
ま
す
。
左
下
に
挙
げ
た
も
の
で
、

石
器
時
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
ス
イ
ス
最
古
の
金
属
製
品
だ
そ
う
で
す
。
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
か
ら
三
五
〇
〇

年
頃
の
も
の
と
さ
れ
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
部
か
ら
の
輸
入
品
と
考
古
学
者
は
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
実
物
と
先

の
石
板
に
画
か
れ
た
も
の
は
ピ
ッ
タ
リ
合
い
ま
す
。
時
代
的
に
も
大
変
興
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
今
日
は

詳
説
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
の
勝
手
な
独
壇
場
な
の
で
す
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
は
鍛
冶
職
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
昔

か
ら
あ
り
、
そ
れ
に
属
す
る
遺
物
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
す
る
各
地

か
ら
、
点
々
と
同
じ
よ
う
な
意
匠
の
石
板
が
出
て
お
り
ま
す
。
鍛
冶
職
人
が
自
分
の
生
産
品
を
前
に
ぶ
ら
下
げ
て

い
る
石
像
が
中
心
で
す
。
も
っ
と
飛
び
ま
す
と
、
現
在
の
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
報
告
を
聞
い
て
驚
い
た
の
で
す
が
、

鍛
冶
職
人
は
同
時
に
シ
ャ
ー
マ
ン
で
、
革
の
長
い
コ
ー
ト
を
着
て
、
そ
の
上
に
自
分
の
作
っ
て
い
る
多
種
多
様
な

金
属
製
品
一
式
を
カ
タ
ロ
グ
の
よ
う
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
の
で
す
。
古
い
こ
の
時
代
の
石
板
、
石
像
は
、
ま
だ
少

数
の
製
品
を
も
つ
だ
け
で
、
ハ
ン
マ
ー
、
剣
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。
南
フ
ラ
ン
ス
、
北
イ
タ
リ
ア
の
山
岳
地
帯
、

ト
ラ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
黒
海
の
北
岸
、
東
へ
行
っ
て
コ
ー
カ

サ
ス
、
イ
ラ
ン
の
西
部
、
各
地
に
同
じ
よ
う
な
意
匠
の
石
板
な
い
し
石
像
が
出
て
い
ま
す
。
時
代
が
あ
と
に
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
製
品
の
数
が
増
し
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
鍛
冶
職
人
、
鉱
山
労
働
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
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在
が
推
定
さ
れ
ま
す
。
担
い
手
は
明
ら
か
に
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
語
族
の
人
々
は
そ
う
し
た
め
ん
ど
う
な
職
人
仕
事
を
軽
蔑
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
う
し
た
山
の
民
の
中
に

ア
ナ
ト
リ
ア
、
つ
ま
り
現
在
の
ト
ル
コ
の
山
岳
地
帯
に
い
た
部
族
が
あ
り
、
当
然
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
鎖
を
た
ど
れ

ば
ア
ナ
ト
リ
ア
高
原
、
ト
ル
コ
の
山
中
を
通
り
ま
す
か
ら
、
彼
ら
が
、
た
ぶ
ん
隕
石
か
ら
鉄
鋼
を
作
り
出
す
こ
と

に
成
功
し
た
。
そ
の
部
族
を
独
占
的
に
支
配
し
た
の
が
紀
元
前
二
千
年
紀
に
ア
ナ
ト
リ
ア
（
今
の
ト
ル
コ
）
に
進

出
し
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
国
の
人
た
ち
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
彼
ら
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
人
た
ち
で
す
。

そ
こ
へ
紀
元
前
一
三
世
紀
末
に
「
海
の
民
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
荒
く
れ
者
を
中

心
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
攻
撃
的
な
連
中
が
出
て
き
て
潰
す
。
そ
の
結
果
鉄
、
鉄
鋼
生
産
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
国
の

独
占
か
ら
解
放
さ
れ
、
世
界
中
に
一
気
に
広
が
る
訳
で
す
。
こ
の
ス
イ
ス
か
ら
の
出
土
品
は
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東

部
か
ら
の
輸
入
品
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
北
イ
タ
リ
ア
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
よ
う
に
、
石
板
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
実
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

次
の
三
ペ
ー
ジ
上
は
ト
ロ
イ
ア
の
宝
物
で
す
。
二
重
螺
旋
と
い
う
意
匠
に
は
金
属
細
工
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
昔
私
た
ち
の
世
代
で
す
と
、
針
金
細
工
で
自
転
車
や
飾
り
を
作
っ
て
道
に
並
べ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
さ
す
ら
う
人
が
い
ま
し
た
が
、
針
金
細
工
で
は
こ
の
よ
う
な
形
の
も
の
が
ご
く
自
然
に
で
き
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
、
夜
の
太
陽
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
岩
絵
と
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー

ダ
』
の
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
双
神
讃
歌
に
触
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
私
が
昔
突
き
と
め
た
こ
と
で
す
が
、
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン

の
移
動
方
法
に
は
船
が
あ
る
、
戦
車
が
あ
る
。
馬
が
引
っ
ぱ
る
、
鳥
が
導
く
、
海
の
上
を
通
る
、
空
を
駆
け
る
…
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い
ろ
ん
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
と
二
つ
の
、
夜
、
太
陽
光
（
厳
密
に
い
う
と

「
太
陽
」
で
は
な
く
て
「
太
陽
光
」
で
す
。
弾
け
飛
ん
だ
物
質
と
し
て
の
太
陽
光
）
を
、
船
に
回
収
し
て
東
の
岸

ま
で
連
れ
て
行
く
、
そ
の
船
を
鳥
が
導
い
て
い
く
と
い
う
神
話
と
、
馬
に
乗
っ
て
東
か
ら
西
へ
空
を
駆
け
る
と
い

う
二
つ
の
神
話
を
合
体
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
る
と
よ
く
解
り
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
乗
馬
で
は
な
く
、
太
陽
が
戦

車
に
乗
り
、
そ
れ
を
馬
た
ち
が
牽
き
ま
す
。
そ
の
両
者
、
夜
の
太
陽
と
昼
の
太
陽
と
を
主
導
し
て
い
る
の
が
ナ
ー

サ
ッ
テ
ャ
と
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
と
で
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
語
ら
れ
る
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
が
乗
る
と
さ
れ
る
戦
車

は
不
思
議
な
こ
と
に
三
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
て
、
ま
だ
詳
し
く
研
究
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
。
車
軸
が

三
つ
、
轅
も
三
本
、
座
が
三
つ
と
不
思
議
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
出
土
し
た
、
各
種
の

太
陽
を
乗
せ
た
戦
車
、
車
輪
な
ど
に
も
三
つ
の
構
成
要
素
か
ら
成
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
鳥
が
舳
先
に
留
ま
っ
て
い
た
り
、
車
の
先
端
が
鳥
の
形
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ナ
ー
サ
ッ
テ
ャ
が

夜
の
太
陽
を
船
に
乗
せ
て
鳥
に
導
か
れ
て
戻
る
表
象
と
、
馬
を
操
る
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
の
三
つ
の
構
成
要
素
か
ら
な

る
戦
車
に
よ
っ
て
昼
の
太
陽
を
運
ぶ
神
話
と
が
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
の
段
階
で
す
で
に
合
成
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
図
像
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
イ
ン
ド
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
遺
産
か
と
い
う
と
、
そ
こ
で
考
え
て
し
ま
う
の
が
、
次
の
日
本
の
装
飾
古
墳
で
す
。

羽
山
古
墳
と
い
う
山
形
県
に
あ
る
装
飾
古
墳
、
こ
れ
に
は
繋
い
だ
二
重
螺
旋
が
描
か
れ
て
お
り
、
先
の
ギ
ン
ブ

タ
ス
の
書
に
あ
る
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
二
ペ
ー
ジ
中
央
左
側
の
螺
旋
図
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
バ
ル
ト
海
、
北
海
沿
岸

地
方
出
土
の
剃
刀
に
描
か
れ
て
い
る
、
船
に
乗
せ
て
運
ぶ
弾
け
た
太
陽
光
に
当
た
る
も
の
は
日
本
の
装
飾
古
墳
に

多
く
描
か
れ
て
い
る
蕨
文
様
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
馬
と
船
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
で
す
。
た
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と
え
ば
竹
原
古
墳
、
私
も
大
学
生
時
代
に
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
珍
塚
古
墳
も
見
ま
し
た
。

﹇
お
配
り
し
た
図
の
説
明
の
中
で
は
、
竹
原
古
墳
と
珍
塚
古
墳
が
取
り
違
え
て
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。﹈

あ
の
頃
は
装
飾
古
墳
な
ど
誰
も
注
目
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
教
育
委
員
会
の
人
が
喜
ん
で
く
れ
て
「
よ
く
来
て

く
れ
ま
し
た
ね
、
こ
れ
が
鍵
で
す
。
こ
れ
照
明
装
置
で
す
。
入
っ
た
と
こ
ろ
の
右
側
に
コ
ン
セ
ン
ト
が
あ
り
ま
す

か
ら
自
分
で
見
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
歓
迎
さ
れ
ま
し
た
。
長
い
コ
ー
ド
を
持
っ
て
一
人
で
見
に
行
き

ま
し
た
。
保
全
上
大
変
危
険
で
し
た
。「
あ
な
た
良
い
時
に
来
ま
し
た
ね
。
先
週
都
立
大
の
先
生
が
来
て
、
す
っ

か
り
塗
り
直
し
て
行
き
ま
し
た
か
ら
よ
く
見
え
ま
す
」
と
い
わ
れ
て
驚
き
ま
し
た
。
竹
原
古
墳
を
よ
く
見
る
と
、

馬
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
大
き
な
龍
と
も
説
明
さ
れ
る
馬
の
よ
う
な
動
物
の
頭
上
に
弧
の
形
を
し
た
も
の
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
船
と
も
月
と
も
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
物
は
鳥
の
よ
う
で
、
足
と
頭
が
彫
り
込
ま
れ
た
線
で

見
え
ま
す
。
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
ち
ら
の
方
が
も
と
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
考
古

物
と
い
う
も
の
に
も
注
意
が
要
り
ま
す
。
エ
ー
ゲ
海
の
い
ろ
い
ろ
な
壁
画
遺
産
も
、
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
の
人
が
泊

ま
り
込
み
で
描
い
た
復
元
図
が
多
い
の
で
す
か
ら
。
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
六
ペ
ー
ジ
の
右
上
の
図
を
見

ま
す
と
、
う
き
は
市
塚
花
塚
古
墳
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
蕨
文
様
が
二
重
に
な
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
ま

す
。
左
側
の
写
真
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
が
、
同
じ
よ
う
な
二
重
蕨
文
が
四
方
に
書
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
と
に
共
通
す
る
意
匠
が
多
数
発
見
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
学
者
は
照

葉
樹
林
帯
と
い
う
道
具
を
よ
く
用
い
ま
す
。
あ
る
専
門
家
は
照
葉
樹
林
帯
を
通
っ
て
昔
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
地
中
海

地
方
か
ら
日
本
に
伝
来
し
た
も
の
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
間
何
百
年
、
何
千
年
の
隔
た
り
が
あ
る
の
で
す

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
私
に
は
ど
う
も
そ
う
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
夜
の
太
陽
を
巡
る
普
遍
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的
な
何
か
の
現
象
を
描
き
留
め
て
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
何
故
「
夜
の
太
陽
」
な
の
か
。
そ
こ
で

し
め
く
く
り
に
、
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
の
四
ペ
ー
ジ
目
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
「
少
年
と
戦
車
」
の
歌
を
見
て
終
わ

り
に
し
ま
し
ょ
う
。

「
少
年
と
戦
車
」

「
ヤ
マ
」

ヤ
マ
と
い
う
の
は
双
子
の
一
方
と
い
う
意
味
で
す
が
、
後
の
「
閻
魔
」
様
で
す
。
イ
ラ
ン
で
は
「
イ
マ
」、
正
確

に
言
う
と
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
は
「
イ
ェ
マ
」
と
言
い
、
そ
れ
に
続
く
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
信
者
た
ち
の
文
献
で
は

「
イ
マ
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
「
イ
ム
」
で
す
。「
イ
ム
ラ
ー
」
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
の
ヤ
マ
・
ラ
ー
ジ

ャ
ー
「
王
ヤ
マ
」
に
当
た
る
呼
称
が
今
に
至
っ
た
形
で
す
。
ヤ
マ
は
閻
魔
で
す
が
、
人
間
の
死
者
第
一
号
と
し
て

死
者
の
王
国
の
王
、
い
わ
ば
牢
名
主
と
な
っ
た
側
面
が
強
調
さ
れ
ま
す
。

「
ヤ
マ
が
神
々
と
共
に
飲
ん
で
い
る
、
よ
く
葉
の
繁
っ
た
木
の
下
、
そ
こ
で
我
々
の
部
族
の
長
、
父
は
昔
の

人
々
を
尋
ね
探
っ
て
い
る
。
昔
の
人
々
を
訪
ね
探
り
、
悪
い
様
で
惨
く
も
歩
い
て
い
る
の
を
、
嫌
悪
感
を
覚

え
つ
つ
私
は
見
つ
め
る
。
だ
が
突
然
、
父
を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
が
生
じ
た
。」

非
常
に
短
い
単
語
で
上
手
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
当
時
は
部
族
長
だ
け
が
人
間
と
し
て
問
題
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
死
者
は
祖
先
の
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
す
。
夏
の
放
牧
場
の
よ
う
な
、
日
本
の
浄
土
平
、
そ
こ
で
永
遠

に
幸
せ
な
生
活
を
、
部
族
の
昔
の
祖
先
た
ち
と
一
緒
に
す
る
、
そ
の
よ
う
な
観
念
が
も
と
も
と
あ
り
ま
し
た
。
そ
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こ
へ
、
こ
の
詩
人
は
強
烈
な
一
撃
を
加
え
ま
す
。

「
少
年
よ
、
お
ま
え
が
思
考
に
よ
っ
て
造
っ
た
、
車
輪
の
無
い
新
し
い
戦
車
」

お
前
が
頭
の
中
で
今
造
っ
た
思
考
と
い
う
も
の
、
そ
れ
に
は
車
輪
が
つ
い
て
い
な
い
が
、

「
一
本
の
轅
を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
向
か
う
。
お
前
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
に
乗
っ
て

い
る
の
だ
よ
。」

そ
れ
は
お
前
が
頭
の
中
で
そ
の
都
度
こ
し
ら
え
あ
げ
る
も
の
で
、
現
実
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ

ら
に
上
手
い
の
は
、
懸
詞
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。「
計
画
」
に
あ
た
る
単
語
マ
ニ
ー
シ
ャ
ー
を
想
定
し
て
、
上

手
く
分
解
し
、「
思
考
」
マ
ン
ま
た
は
マ
ナ
ス
の
「
轅
」
イ
ー
シ
ャ
ー
と
懸
け
て
い
ま
す
。「
思
考
」
が
ど
の
よ
う

な
作
業
を
し
て
い
る
か
と
言
う
と
、
轅
は
一
本
し
か
な
い
、
つ
ま
り
そ
の
都
度
、
一
つ
の
対
象
し
か
考
え
ら
れ
な

い
が
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
向
か
う
、
つ
ま
り
、
何
で
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
こ
の
詩
人
は
そ
の
分
析

力
に
よ
っ
て
見
事
に
捕
え
て
、
上
手
く
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
詩
人
の
力
量
で
す
。
死
ん
だ
ら
部
族
の

祖
先
が
集
う
ヤ
マ
の
楽
園
に
行
く
な
ん
て
こ
と
は
お
前
の
頭
の
中
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
の
だ
よ
と
。

「
少
年
よ
、
お
ま
え
が
霊
感
あ
る
詩
人
た
ち
の
も
と
か
ら
回
転
さ
せ
は
じ
め
た
戦
車
、
そ
れ
を
追
っ
て
、
サ

ー
マ
ン
は
回
転
し
は
じ
め
た
。
こ
こ
か
ら
共
に
舟
に
乗
せ
ら
れ
て
」

「
こ
こ
か
ら
共
に
舟
に
乗
せ
ら
れ
て
」
の
解
釈
に
は
少
し
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
多
義
的
で
す
が
、

要
す
る
に
葬
式
の
場
で
お
坊
さ
ん
た
ち
が
サ
ー
マ
ン
を
歌
う
。
葬
式
と
サ
ー
マ
ン
と
は
関
係
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
サ
ー
マ
ン
と
は
声
明
の
よ
う
な
も
の
で
、
私
た
ち
が
今
日
読
ん
で
い
る
こ
の
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
歌
に
節

を
付
け
て
歌
う
も
の
で
す
。
四
、
五
人
で
輪
唱
し
た
り
、
合
唱
し
た
り
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
今
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日
ま
で
遺
っ
て
い
ま
す
。
葬
式
の
時
に
そ
う
い
う
歌
を
歌
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
舟
に
乗
っ

て
い
く
。
装
飾
古
墳
の
馬
と
船
、
馬
が
船
に
乗
っ
て
い
る
絵
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
皆
は
そ
う
思
っ
て
ま
す
。
し
か

し
、「

誰
が
少
年
を
つ
く
っ
た
の
か
？

そ
の
戦
車
と
い
う
も
の
、
我
々
の
思
考
能
力
と
い
う
も
の
を
誰
が
そ
も

そ
も
つ
く
っ
た
の
だ
。
一
体
誰
が
今
日
そ
れ
を
我
々
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」

そ
ん
な
こ
と
を
聞
い
て
も
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
詩
人
は
上
手
く
次
へ
繋
げ
ま
す
。

「
乳
母
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
方
向
を
変
え
る
わ
け
で
す
。
我
々
は
今
誰
も
何
も
言
え
な
い
、
乳
母
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た

か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
。
少
年
の
死
ん
だ
乳
母
の
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。

「
乳
母
が
そ
う
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
先
端
（
て
っ
ぺ
ん
）
が
生
じ
た
。
東
側
に
底
は
展
げ
ら
れ
た
。
西

側
に
出
口
が
造
ら
れ
た
。
こ
れ
が
神
々
の
御
殿
と
よ
ば
れ
る
、
ヤ
マ
の
居
場
所
な
の
だ
よ
。
こ
こ
に
葦
の
笛

は
吹
か
れ
、
こ
の
者
は
歌
声
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
る
」

墓
場
の
周
り
で
人
々
が
歌
を
歌
い
笛
を
吹
い
て
い
る
。
こ
れ
が
死
ん
だ
後
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
。
お
前
が
思
っ
て

い
る
よ
う
な
死
後
の
世
界
な
ん
て
な
い
、
あ
る
の
は
墓
だ
け
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
墓

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

「
西
側
に
出
口
が
つ
け
ら
れ
、
東
側
に
底
が
張
ら
れ
て
い
る
。
て
っ
ぺ
ん
に
墓
標
か
何
か
が
立
っ
て
い
る
」

例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
は
す
べ
て
西
か
ら
入
っ
て
東
向
き
に
祭
壇
が
あ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
エ
ル

サ
レ
ム
の
方
を
向
い
て
い
る
と
説
明
さ
れ
ま
す
が
、
こ
じ
つ
け
で
、
お
そ
ら
く
昔
か
ら
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
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で
し
ょ
う
。
西
か
ら
出
入
り
す
る
。
つ
ま
り
沈
む
太
陽
の
方
向
へ
墓
あ
る
い
は
教
会
か
ら
出
て
い
く
わ
け
で
、
東

は
拝
む
方
角
で
す
。
し
か
も
素
直
に
読
む
と
仏
塔
の
格
好
を
し
て
ま
す
。
仏
塔
の
研
究
は
杉
本
卓
洲
と
い
う
東
北

大
の
大
先
輩
が
、
大
変
重
要
な
宝
庫
の
よ
う
に
情
報
の
詰
ま
っ
た
博
士
論
文
を
書
い
て
出
版
し
ま
し
た
。
彼
は
仏

塔
は
イ
ン
ド
で
後
に
生
じ
た
も
の
だ
と
結
論
し
て
い
ま
す
が
、
今
日
で
は
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
の
共
通
時
代
の
遺
産

だ
と
考
え
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
に
は
こ
の
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
箇
所
が
正
し
く
翻
訳
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
理
由
が
あ
り
そ
う
で
す
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
草
原
地
帯
に
見
ら
れ
る
イ
ラ
ン

系
、
そ
れ
も
サ
カ
族
の
墓
に
、
現
実
に
車
輪
を
ふ
せ
た
上
に
土
饅
頭
を
築
き
、
地
下
に
夫
婦
を
埋
め
た
も
の
が
見

ら
れ
ま
す
。
甚
だ
し
い
場
合
に
は
馬
と
武
人
を
串
刺
し
に
し
て
周
り
を
囲
む
よ
う
に
立
て
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
墓
が
複
数
出
土
し
て
い
ま
す
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
の
仏
塔
は
石
か
何
か
で
車
輪
の
格
好
に
基
盤
を

組
み
立
て
て
か
ら
そ
の
上
に
土
が
盛
っ
て
あ
る
そ
う
で
す
。同
じ
構
造
を
思
わ
せ
ま
す
の
で
、お
そ
ら
く
イ
ン
ド
・

イ
ラ
ン
の
共
通
時
代
に
遡
る
墳
墓
の
作
り
方
に
車
輪
を
置
い
て
土
を
盛
る
、
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
仏
塔
が
イ
ラ
ン
系
の
サ
カ
族
（
イ
ン
ド
で
は
シ
ャ
カ
と
よ
ば
れ
た
）
の
遺

風
を
継
ぐ
も
の
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
上
に
墓
標
か
尖
塔
を
立
て
る
わ
け
で
す
。
そ
の
墓
標
の
高
さ
は
、
ヴ

ェ
ー
ダ
学
派
の
葬
送
文
献
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
な
ら
口
の
高
さ
、
バ
ラ
モ
ン
は
口
で
生
活
し
て
い
ま
す
か
ら
。
ク
シ

ャ
ト
リ
ア
だ
っ
た
ら
力
で
生
活
し
て
い
ま
す
か
ら
上
腕
の
高
さ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
な
ら
ば
腿
で
し
た
か
、
そ
う
い
う

規
定
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
西
側
に
出
口
が
あ
る
の
か
。
沈
む
太
陽
は
必
ず
甦
る
。
沈
む
太
陽
を
甦
ら
せ
る
儀
礼
が

死
者
に
対
す
る
儀
礼
の
背
景
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
世
界
中
に
。
あ
る
部
分
は
イ
ン
ド
・
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
段
階
、
あ
る
要
素
は
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
共
通
時
代
に
確
立
し
た
も
の
で
、
ま
た
あ
る
部
分
は
日
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本
の
装
飾
古
墳
に
も
見
る
よ
う
に
、
何
と
い
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
普
遍

的
な
表
象
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
ま
す
。
普
段
苦
労
し
て
研
究
し
て
お
り
ま
す
の
で

「
こ
れ
は
印
欧
語
族
だ
」
と
言
い
た
く
は
な
り
ま
す
が
、
そ
う
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。「
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
だ
」
と
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
は
っ
き
り
形
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と

も
事
実
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
、
現
象
を
普
段
か
ら
興
味
を
持
っ
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
、
西

方
を
望
み
な
が
ら
…
。
分
か
り
に
く
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

質
疑
応
答

Ａ：

『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
は
歌
わ
な
い
の
で
す
。
歌
は
サ
ー
マ
ン
と
い
い
、
別
の
歌
を
歌
う
専
門
祭
官
た
ち
が
、

主
に
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
歌
を
歌
詞
と
し
て
、
そ
れ
に
節
を
つ
け
て
歌
い
ま
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
自
体
は

普
通
の
言
い
方
で
読
む
、
あ
る
い
は
、
唱
え
る
も
の
の
よ
う
で
す
。
節
を
付
け
て
歌
う
と
い
う
の
は
ま
た
別
の
…

そ
う
い
う
も
の
あ
が
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
す
。
た
だ
ユ
カ
ラ
の
場
合
は
、
た
ぶ
ん
物
語
、
叙
事
詩
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
は
物
語
を
語
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
神
学
者
た
ち
の
言

葉
に
よ
る
魔
術
の
道
具
で
、
そ
こ
に
神
話
が
引
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
神
話
を
語
っ
て
る
の
で
は
な
い
の
で

す
。
そ
の
証
拠
と
い
う
と
お
か
し
い
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
も
動
詞
研
究
の
結
果
で
す
が
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の

中
心
と
な
る
動
詞
の
表
現
法
は
、
時
間
を
超
え
た
事
柄
を
語
る
動
詞
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、「
こ
う
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
」
と
い
う
報
告
で
は
な
く
、「
○
○
を
す
る
」
と
、
皆
が
知
っ
て
い
る
は
ず
の
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共
通
体
験
、
普
遍
的
事
実
な
ど
の
中
身
に
「
言
及
」
す
る
ス
タ
イ
ル
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、『
ホ
メ
ー
ロ
ス
』
や
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
な
ど
の
場
合
に
は
、
相
手
が
知
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て

「
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
よ
」
と
い
う
語
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
過
去
形
で
語
ら
れ
る
文
学
で
す
。『
リ
グ

ヴ
ェ
ー
ダ
』
と
い
う
文
学
は
過
去
形
で
は
な
く
、
過
去
な
ど
の
限
定
の
な
い
、
内
容
だ
け
を
伝
え
る
文
体
を
中
心

に
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
時
々
、
神
様
に
対
し
て
命
令
し
た
り
、
願
望
を
入
れ
て
み
た
り
…
と
な
っ
て
い
ま
す
。

無
論
引
か
れ
る
会
話
の
中
に
は
普
通
の
語
法
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
テ
ィ
ー
メ
と
い
う
先
生
が
き
れ
い
に
述
べ

て
い
ま
す
が
、
文
学
の
姿
と
し
て
『
ホ
メ
ー
ロ
ス
』
と
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
と
は
全
く
違
う
も
の
だ
と
。

歌
に
合
わ
せ
て
歌
う
も
の
で
は
な
く
て
、
言
葉
だ
け
を
詠
み
上
げ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
元
来
。『
リ

グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
本
文
そ
の
も
の
に
は
、
音
楽
的
な
要
素
を
探
れ
る
よ
う
な
痕
跡
は
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
。

Ａ：

『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
第
十
巻
の
「
巨
人
解
体
の
歌
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
初
め
て
、
祭
官
階
級
、
武
士
階
級
、

生
産
者
階
級
、
部
族
の
人
に
奉
仕
す
る
た
め
の
階
級
、
こ
の
四
つ
が
出
て
来
ま
す
。
ど
う
見
て
も
、
時
代
、
社
会

が
既
に
そ
う
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
謂
わ
ば
憲
法
に
入
れ
た
い
た
め
に
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
加
工
し
て
歌
い
入

れ
た
と
い
う
風
に
私
は
感
じ
ま
す
。
お
そ
ら
く
ア
ー
リ
ヤ
の
諸
部
族
は
、
他
の
所
で
は
生
き
ら
れ
な
く
な
っ
て
、

し
か
た
な
く
食
う
や
食
わ
ず
で
山
間
部
に
入
り
込
ん
だ
。
そ
う
し
た
ら
結
果
と
し
て
イ
ン
ダ
ス
の
上
流
に
出
た
、

と
い
う
の
が
真
相
だ
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
ダ
ス
川
の
上
流
に
進
出
し
て
も
、
部
族
全
体
が
滅
び
て
い
て
も
お
か
し

く
は
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
、
一
致
協
力
し
て
、
組
織
の
力
も
大
き
い
で
す
が
、
全
員

が
集
ま
っ
て
、
も
と
も
と
喧
嘩
が
好
き
な
人
た
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
異
部
族
に
対
し
て
一
致
し
て
自
分
た
ち
の
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権
益
を
守
り
、
他
方
、『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
や
後
に
続
く
祭
式
文
献
を
見
れ
ば
良
く
分
か
り
ま
す
が
、
と
に
か
く

子
孫
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
に
必
死
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
必
ず
し
も
血
の
区
別
に
よ
ら
な

い
部
分
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ア
ー
リ
ヤ
と
し
て
の
生
活
習
慣
を
と
れ
ば
、
ア
ー
リ
ヤ
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
守
ら
れ

れ
ば
、
極
端
な
場
合
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
で
も
ア
ー
リ
ヤ
で
す
。
ア
ー
リ
ヤ
と
い
う
単
語
の
意
味
は
、
普
通
「
高
貴

な
」
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ア
ー
リ
ヤ
」
と
い
う

の
は
そ
も
そ
も
「
部
族
社
会
の
慣
習
に
則
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
た
ち
の
生
活
習
慣
に
適

合
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
誰
で
も
自
分
た
ち
の
仲
間
に
で
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
遊
牧
社
会
で
は
割
と
常
識
的
な
こ

と
だ
と
聞
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
生
き
の
び
て
い
け
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で

や
っ
と
生
き
の
び
、
人
口
を
爆
発
的
に
増
や
し
、
他
の
異
部
族
の
人
を
そ
の
文
化
の
中
に
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
な

が
ら
、
だ
か
ら
ア
ー
リ
ヤ
サ
ッ
テ
ャ
「（
四
）
聖
諦
」
で
す
よ
。
同
じ
文
化
を
取
り
入
れ
た
者
は
同
じ
人
権
の
あ

る
者
と
し
て
認
め
た
わ
け
で
す
。

Ｑ：

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人
や
、
後
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
の
で
す
ね
。

Ａ：

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
を
職
業
と
し
て
い
た
祭
官
た
ち
の
、
後
の
世
代
の
人
た
ち
の

改
革
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
人
た
ち
が
変
え
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
職
業
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
彼
ら
の
。
そ

の
中
か
ら
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
学
者
た
ち
は
祭
式
か
ら
離
陸
し
て
、
抽
象
的
な
普
遍
的
な
思
考
を
抜
き
出
し
て

議
論
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
背
景
に
は
、
社
会
の
変
革
、
進
出
し
た
地
域
差
、
大
都
市

の
成
立
と
人
口
の
流
入
、
部
族
社
会
か
ら
の
開
放
…
そ
う
し
た
社
会
的
歴
史
的
背
景
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
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中
か
ら
、
祭
官
階
級
出
身
で
な
い
思
想
家
、
学
者
も
現
れ
、
祭
官
階
級
と
並
ん
で
新
し
い
需
要
に
応
じ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
背
景
の
進
展
の
中
で
社
会
的
に
成
立
し
た
も
の
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
先
と
い
う
よ
り

は
、
結
果
と
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
こ
れ
は
生
物
と
し
て
の
戦
略
の
最
終
的
な
、
他

に
取
り
よ
う
が
な
か
っ
た
生
き
方
だ
と
い
う
の
が
、
私
の
運
命
論
的
、
受
け
身
な
解
釈
で
す
。

Ａ：

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
ヴ
ィ
ッ
ツ
ェ
ル
と
い
う
、
日
本
で
も
お
な
じ
み
の
イ
ン
ド
学
者
神
話
学
者
が
い
ま
す

が
、
天
の
岩
戸
と
『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
曙
の
讃
歌
に
つ
い
て
長
大
な
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
見
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
彼
は
出
版
し
な
い
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
発
表
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
英
語
が

主
で
す
。
奥
さ
ん
は
日
本
人
で
、
ド
イ
ツ
で
日
本
学
を
学
ん
で
い
た
と
き
の
先
生
で
す
し
、
家
で
は
日
本
語
で
過

ご
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、
日
本
の
神
話
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
天
の
岩
戸
と
同
じ
話
だ
と
彼
は
言

っ
て
い
ま
す
。

Ｑ：

い
わ
ゆ
る
印
欧
語
学
、
歴
史
言
語
学
、
神
話
学
、
あ
る
い
は
ち
ょ
っ
と
古
い
と
こ
ろ
で
デ
ュ
メ
ジ
ル
と
か
、

こ
う
し
た
も
の
を
全
部
身
に
つ
け
て
お
か
な
い
と
、
今
日
の
先
生
の
講
演
は
か
な
り
難
し
い
と
僕
は
感
じ
た
ん
で

す
け
ど
、
今
、
先
生
は
あ
る
先
生
に
つ
い
て
ク
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
感
じ
で
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
言
語
学
、

民
族
学
、
神
話
学
、
こ
の
協
力
体
制
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
感
じ
な
ん
で
す
か
。

Ａ：

私
は
考
え
た
方
が
逆
だ
と
思
う
の
で
す
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
こ
の
行
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

を
全
て
動
員
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
か
を
学
ん
で
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
も
、
も
う
そ
れ
は
見
え
ま
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せ
ん
。
私
は
「
少
年
と
戦
車
」
は
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
自
分
の
見
た
い
も
の
し
か
見
ら

れ
な
い
ん
で
す
よ
。
私
た
ち
は
気
が
付
い
て
い
る
こ
と
以
外
発
見
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
の
都
度
、
総
動
員
し
て

考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
。
た
だ
、
こ
う
だ
と
決
め
こ
ま
な
い
。
た
だ
し
、
我
々
の
文
化
の
中
で
は
単
純
に
物

事
を
組
み
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
決
め
込
み
の
強
い
人
が
発
言
力
を
持
ち
、
皆
そ
の
人
に
お
任
せ
し
て
楽
し
て
生

き
よ
う
と
い
う
の
が
社
会
の
主
流
で
す
の
で
、
そ
こ
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
。
そ
れ
で
諦
め
の
つ

く
人
は
そ
う
い
う
風
に
生
き
れ
ば
い
い
け
れ
ど
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
何
か
一
つ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め

に
、
あ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
、
こ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
と
、
模
索
探
索
す
べ
き
で
す
。
た
だ
、
文
法
で
す
。
文
法
は
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
し
な
い
と
と
て
も
身
に
付
き
ま
せ
ん
。
身
に
付
か
な
い
限
り
原
文
は
読
め
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
一
番
大

事
な
の
は
文
法
だ
と
思
い
ま
す
。﹇
付
言：

協
力
体
制
と
言
う
こ
と
に
正
し
く
答
え
て
お
り
せ
ん
で
し
た
。
例
え

ば
、
大
学
や
学
会
で
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
現
実
に
は
協
力
は
難
し
い
で
す
。
私
の
経
験
で
は
、
か
な

り
異
な
っ
た
分
野
の
人
た
ち
が
参
加
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
場
合
に
は
、
隣
接
分
野
の
人
と
も
会
話
が
で
き
て
、

あ
る
程
度
、
成
果
と
言
う
よ
り
は
頭
の
体
操
、
耳
学
問
に
役
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
隣
接
分
野
の
専
門

家
と
だ
け
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
ん
で
も
な
か
な
か
議
論
が
し
ず
ら
い
と
い
う
実
感
を
も
っ
て
い
ま
す
。
よ
り
上

位
の
座
標
面
が
必
要
な
よ
う
で
す
。
ど
う
し
て
も
隣
接
分
野
の
成
果
は
本
に
頼
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
耳
学
問
の

機
会
は
貴
重
で
す
が
、
な
か
な
か
時
間
が
と
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
実
で
し
ょ
う
。
そ
れ
よ
り
も
目
の
前
の
原
典

を
「
読
む
」
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。﹈

����������������������������������������������������������������������������������
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注⑴

後
藤
敏
文
「
サ
ッ
テ
ィ
ヤsatyá

-

（
古
イ
ン
ド
ア
ー
リ
ヤ
語
「
実
在
」）
と
ウ
ー
ス
ィ
アousía

（
古
ギ
リ
シ
ャ
語
「
実

体
」）
│
イ
ン
ド
の
辿
っ
た
道
と
辿
ら
な
か
っ
た
道
と
│
」『
古
典
学
の
再
構
築
』
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
第
九
号
、
二
〇
〇
一
年

七
月
、
二
六
│
四
〇
ペ
ー
ジ
。

⑵

新
月
祭
、
満
月
祭
の
ウ
パ
ヴ
ァ
サ
タ
に
つ
い
て
は
、
西
村
直
子
『
放
牧
と
敷
き
草
刈
り
│
ヤ
ジ
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
・
サ
ン
ヒ

タ
ー
冒
頭
の
マ
ン
ト
ラ
集
成
と
そ
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
研
究
』、
東
北
大
学
出
版
会

二
〇
〇
六
参
照
。

��

⑶

阪
本
（
後
藤
）
純
子
「istā-pūrtá-

「
祭
式
と
布
施
の
効
力
」
と
来
世
」『
今
西
順
吉
教
授
還
暦
記
念
論
文
集

イ
ン
ド
思

想
と
仏
教
文
化
』、
一
九
九
六
年
、
八
六
二
│
八
八
二
ペ
ー
ジ
。
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◦Toshifumi GOTŌ, “Asvín- and Nāsatya- in the Rgveda and their Prehistoric Background”, Lin-

guistics, Archaeology and Human Past in South Asia, edited by Toshiki OSADA, New Delhi
（Manohar）2009, 199−226より

Ⅰ メルケルバッハ Reinhold MERKELBACH, Mithras（ミスラス）．Königstein/Ts（Hain）
1984.

左：p. 342 f.，Abb.101，ドイツ，フランクフルト Nida（Heddernheim）出土のミスラ教祭壇。左にト
ーチを下げた宵の明星の神格化 Cautopates-Hesperus（夜），右に明けの明星の神格化 Cautes-Lucifer
（夜明けと昼間）。
右：p. 321，Abb.72，イタリア，ボノニア Bononia 出土の Cautes-Perses。
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Ⅱ ギ ュ ン テ ル ト Hermann GÜNTERT, Der arische Weltkönig und Heiland. Bedeutungs-
geschichtliche Untersuchungen zur indo-iranischen Religionsgeschichte und Altertumskunde
（アーリヤ人の世界王と救済者。インド・イラン宗教史および古代学研究）．Halle（Nie-
meyer）1923, p. 272

南スウェーデン Ryland（Tanum in Bohuslän，イ
ェーテボリ Göteborg の北）の先史時代の岩絵。
左に舟，右に馬，中央に太陽と思われる人が乗
り換えようとしている。連結した螺旋模様は夜
の太陽光と昼の太陽光を象徴か。右脇に宵の明
星（下向き）と明けの明星（上向き）が役割を
交代しようとしている。

左：同書 p. 273より，青銅製剃刀，ユートラント Jutland 出土，青銅器時代新期。双子 “Gemini” が
弾けた太陽光を載せた舟の上に立っている。両掌を拡げて掲げる姿勢はインド・ヨーロッパ語族の敬
意を示す姿勢で，『リグヴェーダ』では uttānáhasta- námasā，古アヴェスタ語のゾロアスター教典で

� � �は ustānazastō n emaŋhā「両掌を拡げ，敬意を持ち」，ギリシャ語 χειραϛ ανασχων，ラテン語 palmas
tendens「両掌を拡げて」と表現されるものである（A. KAEGI, Der Rigveda2 183 n.173参照）。
右：p. 275 舟の右に倒立した雁が描かれている。

Ⅲ プロープスト Ernst PROBST, Deutschland in der Bronzezeit. Bauern, Bronzegießer und
Burgherren zwischen Nordsee und Alpen.（青銅器時代のドイツ。北海からアルプス地方の
農耕民，青銅職人，領主）．München（Orbis）1999（1Bertelsmann 1996）より。

左：p. 310，ゴーデンストルフ（ハンブルク郊外）出土，青銅器時代新期（Lüneburg group, ca.1100−800
B.C.）。
右：p. 311，ハルゼフェルト Harsefeld（Kreis Stade），「王の墓」出土。
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Ⅳ ギ ン ブ タ ス Marija GIMBUTAS, The Civilization of the Goddess : The World of Old
Europe（女神の文明。古ヨーロッパの世界）．San Francisco（Harper）1991より

左：p. 397，figure 10−43，北イタリア，ボニョロ Bognolo 出土の石板。前 3000年頃。
右：p. 398，figure 10−44，北イタリア，テーリョ Teglio 郊外 Caven 出土の石板。前 3000年
頃。

Ⅴ プロープスト Ernst PROBST, Deutschland in der Steinzeit.
Jäger, Fischer und Bauern zwischen Nordseeküste und Alpen-
raum（石器時代のドイツ。北海沿岸からアルプス地方の狩
猟民，漁撈民，農耕民）．München（Orbis）1999（1Bertelsmann
1991），p. 482。

スイスで発見された最古の金属製品，フォント Font（Kanton Freiburg
/Fribourg）出土。銅製，コルタイヨ Cortaillod 文化（前 4000−3500

年頃）。中央ヨーロッパ東部からの輸入品。
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Ⅵ Der Schatz aus Troja. Schliemann und der Mythos des
Priamos-Goldes. Katalogbuch ; Ausstellung in Moskau 1996
/97（トロイアの宝物。シュリーマンとプリアモスの黄
金。展覧会カタログ）．Stuttgart/Zürich（Belser）1996, p.
182，飾りピン。前 3千年紀後半。

Ⅶ Ernst PROBST, Deutschland in der Bronzezeit（Ⅲ参照）

左：p. 298，青銅製，結い髪用留めピン，エーフェルン（リューネブルク Lüneburg 近郊）出土，青
銅器時代中期（Lüneburg group，前 1200−1100頃）。
右：p. 336，黄金製腕輪，カプート Caputh（ポツダム Potsdam 近郊）出土，北方青銅器時代後期（前
1100−800頃）。
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Ⅷ Magisches Gold. Kultgerät der späten
Bronzezeit（魔法の黄金。後期青銅器時代の
祭 礼 用 具）. Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg（ニュルンベルク国立博物館）1977
（展覧会カタログ），p. 29 デーンマーク，
トゥルンドホルム Trundholm 出土の太陽の
車。前 1400年頃？

∨p. 34，粘土製車，セルビア Serbia，ドゥプリャヤ Dupljaja（Vojvodina，Vrsac 付近）出土，前 2千年
紀後半。
右の写真は http : //solair.eunet.yu/¯libcom/pg000003.htm による。
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Ⅸ PROBST, Bronzezeit（Ⅲ参照）：

左：p. 371，青銅製，ポツダム－アイヒェ Potsdam-Eiche in Brandenburg 出土，ラウジッツ文化 Lausitz
culture.（前 1300−800年頃），殆ど同一のものがオーデル河畔のフランクフルト Frankfurt/Oder からも
出ている。
右：p. 370，青銅製，アホルズハウゼン Acholshausen（Ochsenfurt, Kreis Würzburg の近く）出土。後
期青銅器時代，骨壺葬地文化 Urnenfeld culture（前 1200−800年頃）。

Ⅹ 榊 晃弘・森貞次郎『装飾古墳』朝日新聞社 1972.

p. 34 千金甲第 3号古墳，熊本市p. 46 五郎山古墳，福岡県筑紫野市原田
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Ⅺ 『装飾古墳が語るもの』国立民族学博物館編，吉川弘文館 1995.

p. 44 鳥船塚古墳，福岡県うきは市吉井町

p. 24 泉崎 4号横穴，福島県泉崎
村

p. 13 竹原古墳，福岡県若宮町

p. 12 珍敷塚古墳，福岡県うきは市吉井町

p. 24 羽山 1号横穴，山形県高畠町
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Ⅻ 日下八光『装飾古墳の秘密 壁画文様の謎を解く』講談社 1978.

榊 晃弘・森貞次郎『装飾古墳』朝日新聞社 1972, p. 19
塚花塚古墳，福岡県うきは市 朝田

p. 2 日の岡古墳，福岡県うきは市吉井
町

p. 3 王塚古墳，福岡県桂川町
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XIII PROBST, Bronzezeit（→Ⅲ），p. 247 オーストリア，ピッテ
ン Pitten（Niederösterreich）出土の飾り板，墳丘文化 Hügelgräber
（tumuli）culture，前 1600−1300/1200年頃。

XIV シュリーマン SCHLIEMANN, Mykenae（ミケネー発掘報告書），
p. 230：第 3墓出土の黄金製装身具
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