
44

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 22 号（2018）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies No.22 (2018)

は
じ
め
に

祈
り
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
祈
り
に
関
す
る
古
今
東
西
の
文
献
を
渉
猟
し

た
二
十
世
紀
初
頭
の
あ
る
宗
教
学
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
し

た
。
す
な
わ
ち
、「
祈
り
と
は
、
人
格
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
現
前
す
る

も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
た
神
と
、
信
仰
者
と
の
生
き
生
き
と
し
た
交
流
、

そ
れ
も
人
間
の
社
会
的
関
係
の
諸
形
式
を
反
映
し
た
交
流
で
あ
る
」と（
ハ

イ
ラ
ー
二
〇
一
八
、
五
二
四
頁
）。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
定
式
化
は
、
そ
の

後
寄
せ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
不
十
分
な
も
の

で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
神
仏
に
向
か
っ
て
祈
る
こ

と
も
あ
る
が
、
特
に
そ
う
し
た
超
越
的
な
人
格
に
思
い
を
い
た
す
こ
と
な

く
他
者
の
幸
福
や
健
康
を
祈
る
こ
と
も
あ
る
。
む
し
ろ

︱
「
無
宗
教
」

を
自
称
す
る
こ
と
が
多
い
現
代
の
日
本
人
に
あ
っ
て
は

︱
、
後
者
の
よ

う
な
場
合
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
宗
教
者
が
祈
り

を
宗
教
の
中
心
と
み
な
し
た
一
方
で

1
、
祈
り
は
宗
教
の
枠
内
に
は
収
ま

ら
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。

ひ
と
つ
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。『
黒
い
海
の
記
憶

︱
い
ま
、
死
者
の

語
り
を
聞
く
こ
と
』
と
い
う
本
が
あ
る

2
。
著
者
の
山
形
孝
夫
は
キ
リ
ス

ト
教
研
究
者
で
、
自
身
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
。
彼
は
東
日
本
大
震
災
に
際

し
て
、
制
度
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
無
力
を
痛
感
し
た
と
い
う
。
試
練
や
愛

う
た
と
祈
り
︱
癒
し
と
救
い
を
も
た
ら
す
言
語
行
為
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
山
空
大

と
い
っ
た
「
本
来
の
宗
教
言
語
は
、
今
な
ぜ
か
ど
こ
か
へ
影
を
ひ
そ
め
て

し
ま
」
っ
て
い
た
の
だ
。
彼
の
診
断
で
は
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
死

者
の
無
念
や
悔
い
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
拒
ん
で
き
た
た
め
に
、
深
く
傷

つ
い
た
人
々
の
こ
こ
ろ
を
救
う
力
を
失
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
、
人
々
を
癒

し
た
の
は
う
た
だ
っ
た
。「
宗
教
に
代
わ
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
音
楽
で
も
っ
て
」
被
災
者
が
〈
今
〉
を
生
き
る
た
め
の
拠
り
所
を
提

供
し
た
の
だ
。
ま
た
、
震
災
か
ら
一
年
を
す
ぎ
た
こ
ろ
に
街
に
流
れ
は
じ

め
た
「
花
は
咲
く
」
と
い
う
う
た
は
、
人
々
の
あ
い
だ
に
し
み
入
り
、
そ

の
こ
こ
ろ
を
慰
め
た
の
だ
っ
た
。

本
来
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
場
面
で
宗
教
は
無
力
で

あ
り
、
代
わ
り
に
う
た
が
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。
山
形
は
、
う
た
の
も

つ
そ
う
し
た
力
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
た
は
、
一
方
で

の
こ
さ
れ
た
者
た
ち
の
嘆
き
の
声
を
す
く
い
上
げ
、
死
者
に
届
け
た
。
そ

し
て
も
う
一
方
で
、
死
者
の
声
を
も
ま
た
代
弁
し
、
生
者
に
送
り
届
け

た
。
こ
の
よ
う
に
死
者
と
生
者
の
あ
い
だ
を
と
り
も
つ
こ
と
で
、う
た
は
、

「
死
者
の
悲
し
み
に
寄
り
添
い
、
死
者
を
記
憶
し
な
が
ら
、
死
者
と
と
も

に
生
き
る
」
可
能
性
を
人
々
に
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
で
、
深
く
傷
つ
い
た
人
々
の
こ
こ
ろ
を
癒

し
た
。
山
形
は
、
こ
れ
ら
一
つ
ひ
と
つ
の
嘆
き
の
声
や
そ
れ
を
す
く
い
上

げ
る
う
た
は
、「
祈
り
と
も
い
う
べ
き
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
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うたと祈り ― 癒しと救いをもたらす言語行為についての一考察　丸山空大 /
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未
来
は
こ
う
し
た
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
つ
ぶ
や
き
、
祈
り
を
通
し
て
切

り
開
か
れ
る
、
と
い
う
。

　

つ
ま
り
山
形
は
こ
こ
で
、
う
た
が
あ
る
意
味
で
祈
り
で
あ
っ
た
と
論
じ

て
い
る
。
そ
れ
も
、
正
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
が
そ
の
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
な
い
な
か
で
、
う
た
こ
そ
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い

う
の
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
う
た
こ
そ
が
む
し
ろ
本
来
の
意
味
で
の
祈

り
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
山
形
は
、
祈
り
の
本
質
論
に
踏
み

込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
祈
り
は
、
生
者
と
死
者
を
、
見
え
る
世

界
と
見
え
ざ
る
世
界
を
と
り
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
人
々
に
、
苦
境
を
の
り
こ
え
て
未
来
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
力
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
き
、
現
代
日
本
社
会
に

お
い
て
は
、
伝
統
的
な
宗
教
の
祈
り
よ
り
も
、
あ
る
種
の
う
た
の
方
が
勝

れ
て
祈
り
な
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

体
験
に
基
づ
く
本
質
論
は
、
一
般
に
、
主
観
的
臆
見
で
あ
る
こ
と
を
逃

れ
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
依
拠
す
る
体
験
を
第
三
者
が
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
、
論
は
独
特
の
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
山
形

は
、
う
た
は
祈
り
で
あ
り
う
る
と
い
う
。
そ
れ
も
、
あ
る
場
合
に
は
、
通

常
の
祈
り
が
そ
う
で
あ
る
以
上
に
。
う
た
と
祈
り
は
似
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
？　

あ
る
い
は
よ
り
直
截
に
、
う
た
は
祈
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？　

本
稿
の
い
く
ぶ
ん
曲
折
し
た
議
論
は
、
こ
の
よ

う
な
問
題
を
め
ぐ
る
。
と
は
い
え
、こ
の
問
い
は
お
か
し
な
問
い
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
明
ら
か
に
、
う
た
は
祈
り
で
は
な
い

`

`

`

`

か
ら
だ
。
し
か
し
な

が
ら
次
節
に
み
る
よ
う
に
、
う
た
と
祈
り
の
本
質
を
同
一
視
す
る
よ
う

な
見
解
は
、
山
形
の
ほ
か
に
も
確
か
に
存
在
す
る
。
そ
れ
も
、
祈
り
に
つ

い
て
よ
く
知
る
と
思
わ
れ
る
宗
教
者
自
身
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
主
張
を
見
渡
す
と
き
、
う
た
を
祈
り
と
同
一
視

す
る
議
論
は
、
単
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
一
定
の
真

実
性
や
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
魅
力
の
よ
う
な
も
の
す
ら
備
え
て
い
る

よ
う
に
も
み
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
う

た
と
祈
り
の
何
が
同
じ
な
の
か
。
何
が
同
じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
の
か
。
ま
た
、
そ
こ
に
真
実
性
や
、
魅
力
が
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
、
う
た
と
は
何
な
の
か
。
祈
り
と
は
何

な
の
か
。
こ
れ
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
に
は
そ
こ
に
同
一
性
や
差
異
を
探
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
念
に
答
え
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
上
述
の
よ
う
な
問
い
が
問
う
う
た
や
祈
り
は
、

決
し
て
明
確
に
外
延
の
定
ま
っ
た
対
象
で
は
な
い
。
う
た
は
一
般
的
な

歌
謡
を
は
み
出
し
て
嘆
き
の
声
に
通
じ
、
祈
り
も
ま
た
一
般
的
な
祈
り
を

は
み
出
し
て
見
え
ざ
る
他
者
へ
の
（
／
か
ら
の
）
思
い
の
よ
う
な
も
の
へ

と
つ
な
が
る
。
第
二
に
、
山
形
ら
は
け
っ
し
て

︱
そ
し
て
本
稿
も
ま
た

︱
、
う
た
と
祈
り
が
同
一
な
の
か
こ
と
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

を
主
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
両
者
の
類
似
を
手
掛
か
り

と
し
て
、
う
た
や
祈
り
の
本
質
を
探
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
本

来
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
な
か
に
取
り
戻
そ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
彼
ら
は
、
は
っ
き
り
と
う
た
や
祈
り
と
わ

か
る
現
象
ば
か
り
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
特
に
定
義
す
る
こ
と
な
く
お
こ

な
う
日
常
的
実
践
を
も
視
野
に
お
さ
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
現
象
を
前

に
し
て
う
た
と
祈
り
の
類
似
を
主
張
す
る
と
き
、
彼
ら
が
直
観
し
て
い
る

の
は
「
う
た
」
と
「
祈
り
」
の
二
者
間
の
類
似
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
歌

唱
や
宗
教
的
祈
り
の
よ
う
な
あ
る
程
度
定
義
可
能
な
実
践
と
、
ふ
と
し
た

嘆
き
の
つ
ぶ
や
き
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
日
常
的
実
践
と
の
あ
い
だ
の

連
続
性
な
の
だ
。
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本
稿
の
関
心
の
対
象
も
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
の

教
義
や
神
仏
の
存
在
を
信
じ
る
、
信
じ
な
い
と
議
論
す
る
前
に
祈
る
し
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
う
た
」
な
の
か
考
え
て
み
る
こ
と
な
し
に
、
ど
こ

か
で
聞
い
た
う
た
を
口
ず
さ
ん
で
み
た
り
、
和
歌
を
呟
い
て
み
た
り
す

る
。
う
た
と
祈
り
を
同
一
視
す
る
い
く
つ
か
の
議
論
を
手
掛
か
り
と
し

て
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
な
か
に
、
な
に
か
共
通
項
を
み
い
だ
す

こ
と
は
で
き
な
い
か
。
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
言
語
行
為
の
類
型
の
よ
う
な
も

の
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
の
た
め
に
は
、
既
存
の
概
念
か
ら
出
発
す
る
の
は

得
策
で
は
な
い
だ
ろ
う

3
。

う
た
は
祈
り
で
あ
る

　

は
じ
め
に
、
山
形
と
同
様
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
よ
り
端
的
な
仕
方

で
、
う
た
と
祈
り
を
同
一
視
す
る
議
論
を
ふ
た
つ
ほ
ど
取
り
上
げ
て
み
た

い
。
ま
ず
は
仏
教
学
者
の
山
折
哲
雄

︱
山
折
の
父
は
浄
土
真
宗
の
僧
侶

で
山
折
自
身
も
幼
少
期
か
ら
日
本
の
仏
教
文
化
に
親
し
ん
で
い
た

︱

に
よ
る
『「
歌
」
の
精
神
史
』
と
い
う
書
を
み
て
み
よ
う
。
盲
目
の
芸
能

者
に
よ
る
口
誦
芸
術
（
瞽
女
唄
と
盲
僧
琵
琶
）
を
論
じ
た
章
で
著
者
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
「
釈
文
」
を
語
る
永
田
法
順
さ
ん
〔
盲
僧
琵
琶
の
演
者
〕
の
声
に
オ
ー

バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
よ
う
に
き
こ
え
て
く
る
の
が
、『
平
家
物
語
』
の
語
り

や
『
太
平
記
』
語
り
で
お
な
じ
み
の
言
葉
遣
い
の
抑
揚
で
あ
る
。
講
談
や

浪
曲
の
節
回
し
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
小
林
ハ
ル
さ
ん
〔
瞽
女
〕
の

瞽
女
唄
の
抑
揚
と
節
回
し
に
重
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
語
り
の
伝
承
の

断
片
が
、
未
分
化
の
ま
ま
、
強
い
流
れ
に
な
っ
て
私
の
耳
に
殺
到
し
て
く

る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
抑
揚
や
節
回
し
の
息
遣
い
の
な
か
に
、

あ
の
空
也
聖
や
一
遍
聖
た
ち
の
念
仏
の
声
ま
で
が
、
か
す
か
に
、
し
か
し

途
絶
え
る
こ
と
な
く
響
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
い
の
ち
を
か
け
た
祈
り

の
声
で
あ
る
。（
山
折 

二
〇
一
五
、二
一
六
頁
）

　

山
折
に
よ
れ
ば
、
と
か
く
情
緒
的
で
低
俗
な
も
の
と
さ
れ
が
ち
な
「
浪

花
節
的
」な
も
の
に
こ
そ
、う
た
の「
原
像
」が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
セ

ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
奇
妙
な
混
合
」
を
と
も
な
う
独
特

の
抒
情
性
を
特
徴
と
す
る
（
山
折 

二
〇
一
五
、 

二
十
頁
）。
こ
の
よ
う
な
抒

情
性
を
湛
え
た
う
た
は
、「
人
間
の
「
身
も
だ
え
の
話
」」、「
人
情
の
深
さ

を
表
現
す
る
、
狂
お
し
い
よ
う
な
思
い
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
人
び
と
は
そ
う
し
た
う
た
に
自
ら
を
仮
託
す
る
こ
と
で
、
自
己
を
慰

撫
し
、
感
情
の
整
理
を
お
こ
な
う
（
山
折 

二
〇
一
五
、 

六
十
八
︱
七
十
一

頁
）。
つ
ま
り
、「
魂
の
救
済
」（
山
折 

二
〇
一
五
、 

四
十
八
頁
）
を
え
る
の

だ
。
山
折
の
所
論
に
お
い
て
、
祈
り
と
う
た
が
触
れ
合
う
の
は
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
衆
生
の
救
済
を
願
い
諸
国
を
遍
歴
す

る
聖
が
唱
え
る
念
仏
も
、
盲
目
の
旅
芸
者
が
歌
う
生
活
の
う
た
も
、
あ
る

い
は
ま
た
テ
レ
ビ
か
ら
流
れ
る
美
空
ひ
ば
り
の
う
た
も
、
ど
う
に
も
な
ら

な
い
現
実
を
生
き
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
の
あ
り
の
ま
ま
の
現
実

を
受
け
と
め
つ
つ
、
そ
の
こ
こ
ろ
を
慰
撫
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
祈

り
の
声
」
な
の
だ
。
山
折
は
、う
た
と
祈
り
が
も
つ
こ
の
よ
う
な
働
き
を
、

折
口
信
夫
の
い
う
「
言
葉
の
も
っ
て
い
る
鎮
魂
の
力
、
和
歌
が
も
っ
て
い

る
本
来
的
な
慰
霊
、
鎮
魂
の
力
」
と
同
定
し
て
い
る
（
山
折 

二
〇
一
五
、 

七
十
頁
）。
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つ
づ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
例
を
あ
げ
た
い
。
宗
教
学
者
に
し
て
特
異
な

神
道
家
で
あ
る
鎌
田
東
二
の
『
歌
と
宗
教　

歌
う
こ
と
。
そ
し
て
祈
る
こ

と
』
と
い
う
書
で
あ
る
。
鎌
田
は
「
人
間
は
、
歌
う
た
め
に
生
ま
れ
て
き

た
。
歌
と
は
命
そ
の
も
の
で
あ
り
、
命
は
歌
な
の
で
あ
る
」
と
宣
言
し
、

そ
の
傍
証
と
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
冒
頭
部
を
引
用
す
る
。
そ

し
て
、「
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ

は
れ
と
思
は
せ
る
」
和
歌
の
力
を
讃
え
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
い
づ

れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
と
す
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
、
紀
貫
之

は
こ
こ
で
「
和
歌
の
本
質
を
解
き
明
か
し
、「
森
羅
万
象
は
歌
を
歌
っ
て

い
る
」
と
い
っ
て
い
る
」
の
だ
と
主
張
す
る
（
鎌
田 

二
〇
一
五
、 

二
十
二

︱
二
十
五
頁
）。
鎌
田
は
、
こ
の
よ
う
な
力
は
、
う
た
が
そ
も
そ
も
声
の

響
き
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。「
天
地
の
間
に
立
ち
、
腹
部
で

呼
吸
し
て
」
声
帯
を
震
わ
せ
、
声
を
響
か
せ
る
と
き
、
う
た
は
「
風
や

波
な
ど
、
そ
の
世
界
の
振
動
と
一
体
に
な
る
」。
こ
の
一
体
性
の
ゆ
え
に
、

一
方
で
う
た
は
世
界
に
働
き
か
け
る
力
を
も
ち
、
他
方
で
歌
う
者
に
対
し

て
も
「
体
や
心
を
解
放
し
、
確
実
に
心
身
変
容
を
も
た
ら
す
」
の
だ
（
鎌

田 

二
〇
一
五
、八
十
三
︱
八
十
五
、一
二
八
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、鎌
田
は
う
た
の
本
質
を
声
の
響
き
に
み
る
。
ま
さ
に「
宇

宙
は
歌
あ
る
い
は
音
楽
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
声
の
響
き
は
宇
宙
の
響
き

と
一
体
と
な
り
、
自
他
に
対
し
て
力

︱
天
地
す
ら
動
か
す
よ
う
な

︱

を
も
つ
の
だ
（
鎌
田 

二
〇
一
五
、 

二
十
七
頁
）。
く
わ
え
て
、
彼
に
と
っ
て

う
た
は
人
間
に
固
有
の
身
体
技
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
暴
力
を
変
換
し

て
調
和
あ
る
力
に
し
て
い
く
ワ
ザ
」、「
命
の
根
源
か
ら
、
命
を
豊
か
な
も

の
と
し
て
く
み
上
げ
て
い
く
ワ
ザ
」
な
の
だ
と
い
う
（
鎌
田 

二
〇
一
五
、  

九
十
一
頁
）。
つ
ま
り
、
う
た
と
は
、
自
他
を
整
え
、
暴
力
を
調
和
に
変
じ
、

生
命
を
豊
か
に
す
る
技
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
祈
り
と
等
し
い

も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
鎌
田
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、

う
た
に
は
「
意
味
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
響
き
の
次
元
が
あ
る
。
そ
れ

が
祈
り
の
次
元
で
あ
る
」
と
（
鎌
田 

二
〇
一
五
、  

一
一
〇
頁
）。

　

以
上
、
う
た
は
祈
り
で
あ
る
、
と
す
る
議
論
を
ふ
た
つ
取
り
上
げ
た
。

奇
妙
な
議
論
で
あ
る
。
讃
美
歌
の
場
合
の
よ
う
に
、
祈
り
と
う
た
は
確
か

に
重
な
る
場
合
が
あ
る
と
は
い
え
、両
者
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
著
者
も
両
者
の
あ
い
だ
の
外
形
的
な
類
似
性
や
同
一
性
を
主

張
し
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
別
の
水
準
で
の
同
一
性
を
取
り
出

そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
た
ち
は
、
彼

ら
が
考
え
る
う
た
と
祈
り
の
本
質
的
同
一
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に

わ
か
り
や
す
い
説
明
を
付
し
て
い
な
い
。
彼
ら
の
所
論
は
、
う
た
と
祈
り

の
関
係
に
つ
い
て
何
を
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。　

　

試
み
に
、
鍵
と
な
り
そ
う
な
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
や
着
想
を
取
り
出
し

て
み
た
い
。
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
で
は
う
た
や
祈
り
の
口
誦
性
、
と

り
わ
け
声
と
い
う
契
機
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
祈
り
に
は
沈
黙

の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
両

者
に
と
っ
て
必
然
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、
そ
れ
ら
は
た
だ

の
声
に
よ
る
表
現
で
は
な
く
、
死
者
や
神
仏
、
苦
し
む
人
々
の
た
ま
し
い

や
こ
こ
ろ
と
い
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
可
視
的
な
世
界
の
外
、
こ
う

い
っ
て
よ
け
れ
ば
異
界
に
通
じ
る
と
さ
れ
る
。
目
に
は
み
え
な
い
、
科
学

的
世
界
観
で
は
そ
の
実
在
す
ら
疑
わ
れ
る
よ
う
な
対
象
に
働
き
か
け
る

も
の
と
し
て
、（
あ
る
種
の
）
う
た
や
祈
り
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

く
わ
え
て
、
そ
こ
に
救
い
や
癒
し
あ
る
い
は
生
の
豊
饒
化
と
こ
れ
ら
の
著

者
が
呼
ぶ
よ
う
な
、
何
ら
か
の
働
き
が
み
い
だ
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
に

値
す
る
。
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
み
い
だ
し
た
作
用
は
、
そ
の
内
実
に
お
い

て
同
一
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
は
一
様
に
、
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肯
定
的
な
心
的
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

声
の
力
︱
そ
の
響
き
と
透
過
性

　

う
た
や
祈
り
が
も
つ
心
的
効
果
の
一
部
は
、
声
そ
の
も
の
が
も
つ
力
と

い
う
べ
き
も
の
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
。
声
の
力
と
い
う
と
奇
妙
に
聞
こ

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
声
を
発
す
る
者
や
聞
く
者
が
経
験
す
る

感
動
に
か
か
わ
る
。
感
動
す
る
、
つ
ま
り
、
こ
こ
ろ
を
動
か
さ
れ
る
と
い

う
経
験
は
、
そ
の
背
後
に
な
ん
ら
か
の
力
の
作
用
を
想
像
さ
せ
ず
に
は
お

か
な
い
。
た
と
え
ば
、
う
た
に
感
動
す
る
と
き
、
う
た
に
は
こ
こ
ろ
を
動

か
す
力
が
備
わ
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
他
者
が
唱
え
る
祈
り
に
こ
こ

ろ
を
慰
め
ら
れ
た
り
、
自
ら
祈
り
を
唱
え
る
こ
と
で
こ
こ
ろ
が
軽
く
な
っ

た
り
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
癒
し
の
力
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
山
折
や

鎌
田
は
、
う
た
と
祈
り
が
も
つ
こ
の
よ
う
な
力
の
働
き
に
着
目
し
、
共
通

点
を
み
い
だ
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
力
は
ど
の
よ
う
な
素
性
の
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
オ
ン
グ
は
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』
の
な
か
で
、

口
誦
芸
術
が
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
の
な
か
に
こ
う
し
た
力
を
数
え
い

れ
、
そ
の
由
来
を
音
響
と
し
て
の
声
の
性
質
に
帰
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
音
声
、
と
り
わ
け
口
頭
で
の
発
話
は
、
生
体
の
内
部
か
ら
発
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、「
力
動
的
」
な
の
で
あ
る
。
声
の
文
化
の
な
か
で
生

き
る
人
び
と
が
ふ
つ
う
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
ま
ず
例
外
な
し
に
、
こ
と

ば
に
は
魔
術
的
な
力
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
事
実
は
、
か
れ
ら
の
こ
と

ば
に
た
い
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
感
覚
と
、
少
な
く
と
も
無
意
識
下
で
は
明

ら
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
と
は
、
か
な
ら
ず
話
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
音
と
し
て
ひ
び
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
力
に
よ
っ

て
発
せ
ら
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。（
オ
ン
グ 

一
九
九
一
、 

七
十
四
︱
七
十
五
頁
）

　

オ
ン
グ
は
ま
た
、
文
字
や
印
刷
の
文
化
に
お
い
て
は
、
こ
と
ば
は
「
平

面
上
に
「
な
げ
だ
さ
れ
た
」
モ
ノ
」
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
「
モ
ノ
」
と
し
て
の
こ
と
ば
は
、力
を
失
っ
て
お
り
「
死
ん
で
い
る
」

と
も
い
う
。
つ
ま
り
、
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
に
は
そ
の
音
響
と

し
て
の
性
質
に
由
来
す
る
力
が
備
わ
る
が
、
書
か
れ
た
文
字
に
は
こ
の
よ

う
な
力
は
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
ハ
イ
ラ
ー
も
ま
た
祈
り
に
つ
い
て
同
様

の
事
態
を
観
察
し
て
い
る
。「
書
き
記
さ
れ
た
祈
り
の
こ
と
ば
は
、
燃
え

あ
が
る
よ
う
な
心
か
ら
の
祈
り
の
色
あ
せ
た
反
照
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
」（
ハ
イ
ラ
ー 

二
〇
一
八
、 

四
十
一
頁
）。
祈
り
の
こ
と
ば
も
ま
た

唱
え
ら
れ
た
音
声
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
文
字
と
し
て
書
き
留
め
ら
る
と

き
、
そ
の
本
質
的
特
徴
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
だ
。

　

鎌
田
が
い
う
力
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
の
口
誦
芸
術
に
お
け
る
人
間
の
声

の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
声
の
働
き
を
重
視
す
る

か
ら
こ
そ
、
こ
と
ば
の
意
味
よ
り
も
響
き
や
音
楽
的
要
素
に
力
の
本
質
を

み
る
。歌

に
は
歌
の
意
味
が
あ
る
。
真
言
〔
密
教
の
呪
文
〕
に
も
意
味
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
歌
の
響
き
が
歌
の
意
味
を
超
え
て
い

る
と
い
う
点
だ
。〔
…
…
〕
読
経
に
お
い
て
も
、
た
と
え
唱
え
て
い
る
そ

の
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
祈
り
の
響
き
に
我
々
が
包
ま
れ
、

そ
の
響
き
の
力
動
に
ひ
た
さ
れ
て
心
が
洗
わ
れ
る
と
か
、
本
当
に
深
い
感
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動
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
意
味
不
明
の
感
動
に
襲
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
大
い

に
あ
る
だ
ろ
う
。
歌
や
祈
り
の
言
葉
は
、
国
境
を
超
え
、
宗
教
を
超
え
て
、

人
々
の
魂
、
身
体
に
直
接
働
き
か
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。（
鎌
田 

二
〇
一
五
、一
二
九
頁
）

　

う
た
や
祈
り
が
も
つ
力
は
、
こ
と
ば
の
意
味
と
は
別
の
次
元
で
作
用
す

る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
外
国
の
う
た
を
歌
詞
の
意

味
を
知
ら
ぬ
ま
ま
楽
し
む
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
歌
詞
の
意
味
を
味
わ
う

こ
と
な
く
口
ず
さ
ん
だ
り
、
鼻
歌
を
歌
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。
祈
り

に
お
い
て
も
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
古
語
や
外
国
語
が
唱
え
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
が
、そ
の
た
め
に
祈
り
の
力
が
減
じ
る
こ
と
は
な
い
。「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
の
音
や
意
味
が
か
す
れ
、「
な
ん
ま
い
だ
ー
」「
な
ん
ま
ん

だ
ぶ
」
と
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

声
の
音
響
的
性
質
は
、
う
た
や
祈
り
が
も
つ
力
の
大
き
な
源
泉
と
な
っ
て

い
る
の
だ
。

　

く
わ
え
て
、
声
に
は
み
え
な
い
と
こ
ろ
に
も
届
く
、
見
え
な
い
と
こ
ろ

か
ら
も
到
来
す
る
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
音
は
し
ば
し
ば
遮
蔽
物
を
透
過

し
て
聞
こ
え
て
く
る
し
、
暗
夜
や
霧
中
、
眩
い
光
の
充
溢
の
な
か
か
ら
も

聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
音
の
性
質
が
、
異
界
と
の
交
流
と
い
う
い

ま
ひ
と
つ
の
特
性
に
関
係
す
る
。
中
世
史
家
の
網
野
善
彦
は
「
高
声
と
微

音
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
通
常
の
音
声
と
は
こ
と
な
る
、
こ
と
さ
ら
に

大
き
な
声
や
小
さ
な
声
は
、
こ
の
世
と
異
界
を
つ
な
ぐ
と
考
え
ら
れ
て
い

た
と
論
じ
た

4
。
彼
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
場
合
「
全
体
と
し
て
神
の
声
、

人
な
ら
ぬ
も
の
の
声
が
微
音
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」、
ま
た
、
高
声
、
す

な
わ
ち
高
く
大
き
な
声
は
「
神
仏
の
世
界
と
世
俗
の
世
界
を
結
ぶ
音
声
」

と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
沖
本
幸
子
は
、
声
の
大
小
だ
け
で

な
く
、
声
の
質
や
音
楽
性
も
ま
た
、
こ
の
世
と
異
界
と
を
結
ぶ
特
別
な
音

声
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
妙
な
る
声
や
美
し
い
楽
器
の

音
色
は
、
空
へ
と
「
す
み
の
ぼ
り
」
神
々
へ
と
届
く
。
そ
し
て
、
神
々
も

ま
た
そ
う
し
た
美
音
や
美
声
を
好
む
。
こ
の
よ
う
に
、「「
声
」
さ
え
す
ば

ら
し
け
れ
ば
神
は
感
応
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
」
が
確
か
に
存
在

し
た
の
だ
と
、
沖
本
は
い
う
。
歌
声
と
器
楽
と
が
並
べ
論
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い
て
声
の
美
し
さ
と
は
、
声
質

の
よ
さ
で
あ
る
と
同
時
に
抑
揚
や
節
回
し
な
ど
、
音
楽
性
を
も
加
味
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
高
声
の
念
仏
が
往
生
を
も
た
ら
す
、
す
な
わ
ち
、
宗
教

的
救
済
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、
夜
道
を
歌
い
な
が
ら
帰
っ

た
歌
唱
の
名
手
が
山
の
神
に
命
を
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
よ

い
声
や
よ
い
音
楽
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
世
と
こ
の
世
な

ら
ざ
る
見
え
な
い
世
界
と
を
媒
介
す
る
媒
体
た
り
う
る
の
だ

5
。

口
誦
芸
術
に
お
け
る
音
響
と
意
味
の
相
互
作
用

　

と
は
い
え
、
う
た
や
祈
り
の
力
を
、
す
べ
て
そ
の
音
響
的
要
素
に
還
元

し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
う
た
は
音
楽
と
こ
と
ば
の
複
合
体
で
あ

る
。
鼻
歌
の
よ
う
な
例
は
あ
る
も
の
の
、
和
歌
な
ど
、
お
よ
そ
音
楽
性
や

口
誦
性
が
背
景
に
退
い
た
文
学
的
詩
歌
す
ら
う
た
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
う
た
に
お
け
る
こ
と
ば
の
重
要
性
は
明

ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
音
楽
と
こ
と
ば
の
ど
ち
ら
が
主
で
あ
る
の
か
を
断

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
う
た
に
よ
っ
て
も
、
歌
う
者
に
よ
っ
て

も
こ
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

祈
り
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
祈
り
は
、
差
し
当
た
っ
て
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マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
こ
と
ば
と
儀
礼
が
複
合
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

6
。
儀
礼
性
と
は
こ
こ
で
唱
え

方
や
唱
え
る
機
会
な
ど
の
外
形
的
側
面
で
あ
り
、
音
響
的
要
素
も
こ
こ
に

含
め
て
よ
い
。
こ
の
と
き
ハ
イ
ラ
ー
な
ど
は
、
即
興
的
に
個
人
の
こ
と
ば

で
唱
え
ら
れ
る
祈
り
に
お
い
て
は
文
言
の
内
容
が
重
要
視
さ
れ
、
儀
礼
の

な
か
で
唱
え
ら
れ
る
定
型
的
な
祈
り
に
お
い
て
は
外
形
的
要
素
が
重
要

視
さ
れ
る
と
考
え
た

7
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
確
か
に
、

死
語
や
古
語
が
伝
統
に
し
た
が
っ
て
唱
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
少

な
く
と
も
唱
え
る
人
間
に
と
っ
て
意
味
の
重
要
性
は
消
失
し
て
い
る
。
し

か
し
、
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
お
い
て
、
祈
り
は
端
的
な
信
仰

告
白
を
内
容
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
場
合
、
祈
る
こ
と
と

は
、
定
め
ら
れ
た
時
に
正
し
い
信
仰
箇
条
を
正
し
く
唱
え
、
神
や
共
同

体
、
自
己
自
身
の
前
で
確
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
、唱
え
る
文
言
の
意
味
内
容
は
極
め
て
重
要
だ
ろ
う
。
祈
り
も
ま
た
、

場
合
に
応
じ
て
意
味
内
容
が
重
要
に
な
っ
た
り
、
外
形
的
要
素
が
重
要
に

な
っ
た
り
す
る
の
だ
。

　

つ
ま
り
、
う
た
に
お
い
て
も
祈
り
に
お
い
て
も
、
こ
と
ば
の
意
味
と
声

の
力
の
重
要
性
の
度
合
い
は
、
そ
の
時
々
に
応
じ
て
変
化
す
る
の
だ
。
あ

る
種
の
う
た
に
お
い
て
は
声
や
メ
ロ
デ
ィ
な
ど
の
音
響
的
側
面
が
重
要

で
あ
り
、
別
の
種
の
う
た
で
は
歌
詞
が
重
要
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
あ

る
祈
り
で
は
音
響
的
要
素
が
重
要
で
あ
り
、
別
の
祈
り
で
は
唱
え
る
文
言

の
意
味
が
重
要
と
な
る
の
だ
。

　

う
た
や
祈
り
に
は
、
口
誦
性
や
音
楽
性
と
い
っ
た
音
響
的
形
式
的
側
面

と
、
こ
と
ば
の
意
味
的
内
容
的
側
面
が
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
可
変
的
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
き
、こ
う
し
た
相
違
は
、

必
ず
し
も
う
た
や
祈
り
の
種
類
の
違
い
に
応
じ
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。
同
じ
う
た
を
歌
っ
た
り
聴
い
た
り
す
る
場

合
で
も
、
あ
る
と
き
不
意
に
歌
詞
の
意
味
が
強
く
こ
こ
ろ
に
響
く
こ
と
が

あ
る
。
ま
た
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
文
言
を
用
い
て
祈
る
場
合
に
も
、
あ
る

場
合
に
は
怠
惰
に
、
別
の
場
合
に
は
情
熱
的
に
唱
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
う
た
や
祈
り
に
お
い
て
本
当
に
重
要
な
の
は

音
響
的
要
素
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
と
ば
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
両
者
が

と
も
に
重
要
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

オ
ン
グ
が
「
声
の
文
化
」
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
い
く
つ
か
の
性
質
が
、

こ
の
問
題
に
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
字
を

も
た
な
い
「
声
の
文
化
」
に
お
い
て
は
、
知
識
の
蓄
積
や
伝
承
は
ほ
と
ん

ど
口
承
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
文
字
な
し
に
抽
象
的
な

概
念
や
思
想
を
記
憶
し
た
り
、
伝
達
し
た
り
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た

め
、
世
代
を
超
え
た
知
識
の
伝
達
は
、
詩
文
や
神
話
、
物
語
の
伝
承
を
通

し
て
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
口
承
に
よ
る
伝
達
が
口
誦
芸
術
と
し
て
発
達

す
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
過
程
に
お
い
て
は
、「
学
ぶ
と
か
知
る

と
い
う
こ
と
は
、
知
ら
れ
る
対
象
と
の
、
密
接
で
、
感
情
移
入
的
で
、
共

有
的
な
一
体
化
」
を
意
味
す
る
（
オ
ン
グ 

一
九
九
一
、 

一
〇
一
頁
）。
す
な

わ
ち
、
口
誦
芸
術
の
語
り
手
た
ち
は
、
そ
れ
を
記
憶
し
演
じ
伝
承
す
る
に

際
し
て
、
対
象
に
感
情
移
入
し
、
同
一
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
体
化
が

記
憶
の
要
件
を
な
し
て
お
り
、
語
り
手
た
ち
は
、
い
わ
ば
こ
と
ば
や
音
楽

を
自
ら
の
も
の
と
し
て
体
得
す
る
こ
と
で
伝
承
し
、
再
現
す
る
の
だ
。
ま

た
、
こ
う
し
た
一
体
化
が
生
じ
る
と
き
に
は
、
こ
と
ば
の
意
味
は
生
き
い

き
と
、
真
に
迫
っ
た
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
演
じ
る
者
だ
け
で
な
く
観

る
者
に
対
し
て
も
強
い
印
象
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
再
現
に

よ
る
伝
承
過
程
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
の
文
言
や
唱
え
方
の
き
ま
り
ば
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か
り
で
な
く
、
演
者
が
体
感
す
る
感
情
や
観
客
に
波
及
す
る
効
果
の
よ
う

な
も
の
も
ま
た
伝
承
さ
れ
る
の
だ
。

　

さ
て
、
う
た
や
祈
り
も
こ
う
し
た
口
誦
芸
術
に
近
い
も
の
と
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
唱
え
た
り
、
歌
っ
た
り
、

聴
い
た
り
す
る
う
た
や
祈
り
の
多
く
は
過
去
に
誰
か
が
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
即
興
的
に
創
作
す
る
場
合
に
も
、
歌
う
、
な
い
し
は
祈

る
と
い
う
行
為
の
類
型
自
体
は
文
化
の
な
か
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い

る
。
す
で
に
文
字
の
文
化
が
支
配
的
と
な
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、

伝
承
は
主
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
な
さ
れ
る
が
、
う
た
や
祈
り

の
よ
う
に
口
誦
に
よ
る
実
演
が
な
お
重
要
な
意
味
を
も
つ
場
面
で
は
、
上

述
の
よ
う
な
声
の
文
化
に
お
け
る
伝
承
の
特
徴
が
あ
る
程
度
保
持
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

オ
ン
グ
は
さ
ら
に
、
リ
ズ
ム
や
抑
揚
と
い
っ
た
音
響
的
、
形
式
的
側
面

が
、
文
言
の
伝
承
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
オ
ン
グ

一
九
九
一
、一
二
四
頁
）。
文
字
を
も
た
な
い
文
化
で
は
、
記
憶
と
は
再
現

で
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
韻
律
や
メ
ロ
デ
ィ
、
リ
ズ
ム
な
ど
の
音

響
的
形
式
性
は
、
文
言
の
記
憶
や
再
現
を
助
け
る
も
の
と
し
て
も
重
要
な

意
味
を
も
つ
の
だ
。
こ
の
と
き
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
無
文
字
社
会
に
お

い
て
は
、
伝
承
さ
れ
た
文
言
は
一
言
一
句
厳
密
に
再
現
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
伝
承
さ
れ
た
記
憶
の
内
容
と
一
体
化
し

た
語
り
手
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
再
構
成
さ
れ
る
。
オ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、

そ
こ
で
は
、
文
言
の
逐
語
的
な
再
現
が
重
視
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
む
し

ろ
、
語
り
の
巧
み
さ
や
即
興
性
こ
そ
が
評
価
の
対
象
と
な
る
。
つ
ま
り
、

文
言
や
メ
ロ
デ
ィ
の
厳
密
な
再
現
や
保
存
が
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
無
文
字
文
化
の
口
誦
芸
術
は
、
こ
と
ば
と
そ
れ
を
包
摂

す
る
音
響
的
形
式
性
と
い
う
比
較
的
独
立
し
た
ふ
た
つ
の
要
素
か
ら
な

る
の
だ
が
、
そ
の
本
質
を
ど
ち
ら
か
一
方
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
伝
承
の
な
か
で
は
、
こ
と
ば
も
形
式
性
も
、
再
演
さ
れ
る
た
び

に
変
化
し
て
ゆ
く
。
口
誦
芸
術
の
全
体
的
意
味
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
実

演
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
生
じ
る
。
演
者
が
伝
承
さ
れ
た
こ
と
ば
や
形
式
性

を
引
き
受
け
、
具
体
的
な
状
況
の
な
か
で
再
演
す
る
と
き
に
、
意
味
は
演

者
や
観
客
に
対
し
て
生
成
さ
れ
る
の
だ
。
い
わ
ば
、
実
際
に
お
こ
な
う
こ

と
こ
そ
が
、
記
憶
や
伝
承
と
い
う
行
為
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

こ
で
は
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
や
そ
の
意
味
、
あ
る
い
は
メ
ロ
デ
ィ
な
ど
の

音
響
的
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
実
演
に
伴
う
感
情
や
効
果
な
ど
も
ま
た
再

演
さ
れ
る
た
び
に
反
復
的
に
体
験
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
る
の
だ
。

祈
り
が
う
た
と
一
致
す
る
と
こ
ろ

　

声
に
は
独
特
の
力
が
あ
る
。
ま
た
、口
誦
芸
術
が
伝
承
さ
れ
る
際
に
は
、

感
情
や
感
動
も
ま
た
伝
承
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
う
た
と
祈
り

が
一
致
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。
す
で
に
示
唆
し
た
よ

う
に
、
う
た
や
祈
り
も
ま
た
、
実
際
に
お
こ
な
う
こ
と
、
声
に
出
す
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
も
ま
た
単
に
音
響
的
な
魅

力
を
備
え
る
だ
け
で
な
く
、
こ
と
ば
と
形
式
が
一
体
と
な
る
こ
と
で
感
情

や
こ
こ
ろ
の
動
き
を
再
現
し
、
追
体
験
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
視
座
に
立
つ
と
き
、
祈
り
に
お
け
る
こ
と
ば
の
役
割
を
低
く

見
積
も
り
、
祈
り
を
音
楽
的
発
声
に
近
づ
け
て
考
え
る
鎌
田
の
よ
う
な
見

方
や
、
逆
に
、
個
人
と
神
の
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
祈
り

を
と
ら
え
る
ハ
イ
ラ
ー
の
よ
う
な
見
方
は
、
一
面
的
な
も
の
と
い
え
そ
う



52

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 22 号（2018）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies No.22 (2018)

だ
。
確
か
に
、
祈
り
に
お
い
て
は
こ
と
ば
の
役
割
は
大
き
く
な
っ
た
り
小

さ
く
な
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
と
ば
が
祈
り
に
お
い
て
主
要
で
あ
っ

た
り
副
次
的
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
は
な
い
し
、
こ
う
し
た
変
化
の
う

ち
ど
ち
ら
か
の
極
が
理
想
的
状
態
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
不

意
に
口
ず
さ
ん
だ
う
た
の
こ
と
ば
に
こ
こ
ろ
を
動
か
さ
れ
た
り
、
日
々
唱

え
る
祈
り
の
こ
と
ば
が
あ
る
と
き
突
然
身
に
つ
ま
さ
れ
る
も
の
と
な
っ

た
り
す
る
と
き
、
つ
ま
り
、
う
た
や
祈
り
が
わ
れ
わ
れ
に
た
い
し
て
強
い

力
を
揮
う
と
き
と
い
う
の
は
、
こ
と
ば
と
形
式
性
の
両
方
が
生
き
生
き
と

し
て
感
じ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
だ
ろ
う
。
祈
り
や
う
た
が
そ
れ
を
唱
え
る

者
や
聞
く
者
を
救
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
と
き
な
の
で
は
な
い

か
。
祈
り
と
う
た
が
重
な
る
の
は
、こ
の
よ
う
な
地
点
な
の
で
は
な
い
か
。

　

祈
り
が
そ
の
絶
頂
に
お
い
て
う
た
と
一
致
す
る
様
子
を
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
克
明
に
記
録
し
て
い
る
。
彼
は
、
祈
り
に
お
け
る
こ
と
ば
と

形
式
性
の
関
係
、
と
り
わ
け
祈
り
が
う
た
の
形
を
と
る
場
合
の
こ
と
ば
と

音
楽
の
関
係
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
た

8
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼

は
霊
肉
の
激
し
い
葛
藤
の
後
、
聖
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
を
読
み
、
神
を
求
め

る
霊
的
な
生
き
方
に
専
心
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
の
よ
う
な
決
定
的
回

心
の
後
、
彼
は
一
般
的
な
世
俗
的
、
物
質
的
快
楽
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
な
る
。
音
楽
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
「
執
着
す
る
こ
と
は
な
く
」
な
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
音
楽
は
世
俗
的
、

身
体
的
快
楽
、
す
な
わ
ち
「
耳
の
快
楽
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
音
楽
が
「
生
気
づ
け
て
い
る
思
想
と
と
も
に
」
入
っ
て
く
る

と
き
、
彼
は
当
惑
し
て
し
ま
う
と
告
白
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
聖
な
る

こ
と
ば
が
う
た
わ
れ
る
と
き
、
う
た
わ
れ
な
い
場
合
に
く
ら
べ
、
聖
な
る

こ
と
ば
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
こ
こ
ろ
が
よ
り
以
上
に
信
心
深
く
、
よ
り

以
上
に
熱
烈
に
敬
虔
の
炎
の
う
ち
に
ゆ
り
動
か
さ
れ
る
」
こ
と
を
彼
自
身

が
経
験
す
る
か
ら
だ
。
こ
の
と
き
、
祈
り
に
お
け
る
音
楽
と
こ
と
ば
を
そ

れ
ぞ
れ
別
に
考
え
る
な
ら
ば
、
音
楽
は
身
体
的
快
楽
を
も
た
ら
し
、
こ
と

ば
は
精
神
的
知
的
内
容
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
別
の
こ
と
ば
を
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
に
乗
せ
て
歌
う
こ
と
も
可
能
で

あ
り
、
そ
の
場
合
に
も
（
よ
ほ
ど
ひ
ど
い
歌
詞
で
な
け
れ
ば
）
音
楽
は
快
感

情
を
も
た
ら
す
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
肉
の
よ
ろ
こ
び
は
、
精
神
は
そ
れ
に
よ
っ
て
た
が
を

弛
め
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
し
ば
し
ば
私
を
欺
き
ま
す
」
と
告
白
す
る
。

し
か
し
、
彼
は
次
の
よ
う
に
も
い
う
。「
こ
の
よ
う
な
欺
瞞
に
た
い
す
る

警
戒
の
度
を
過
ご
し
、
あ
ま
り
に
も
厳
格
に
す
ぎ
て
か
え
っ
て
あ
や
ま
ち

を
犯
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
」。
と
い
う
の
も
、
彼
自
身
「
信
仰
を
と
り
も

ど
し
た
は
じ
め
の
こ
ろ
、
教
会
の
歌
を
聞
い
て
流
し
た
涙
を
想
起
」
す
る

と
き
に
は
、「
歌
そ
の
も
の
よ
り
む
し
ろ
う
た
わ
れ
て
い
る
内
容
に
感
動

さ
せ
ら
れ
」
て
い
た
か
ら
だ
。

　

つ
ま
り
、
こ
と
ば
と
音
楽
が
複
合
す
る
と
き
、
こ
と
ば
だ
け
を
聞
い
た

り
読
ん
だ
り
す
る
よ
り
し
ば
し
ば
は
る
か
に
強
い
印
象
を
与
え
る
。
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
う
し
た
効
果
の
増
強
が
、
こ
と
ば
の
内
容
に
音
楽
の

効
果
が
付
加
さ
れ
る
た
め
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
両
者
の

有
機
的
結
合
に
よ
っ
て
こ
と
ば
の
内
容
が
よ
り
よ
く
伝
達
さ
れ
る
た
め

に
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
た

め
に
彼
は
、
礼
拝
に
お
け
る
音
楽
的
要
素
を
制
限
す
る
可
能
性
を
考
慮
し

つ
つ
も
、「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
教
会
に
お
け
る
歌
唱
の
習
慣
を
是
認

す
る
方
向
に
か
た
む
い
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
こ
と
ば
は
音
楽
と
複
合
す

る
と
き
、
よ
り
多
く
の
内
容
を
伝
え
る
。
讃
美
の
祈
り
は
、
歌
わ
れ
る
こ

と
で
、
よ
り
大
き
な
「
救
済
的
効
果
」9
を
も
た
ら
す
の
だ
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
と
ば
と
音
楽
の
相
乗
効
果
の
よ
う
な
も
の
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を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
認
識
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
経
験
か

ら
獲
得
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
告
白
録
の
別
の
個
所
で
彼
は
、聖
書
の「
詩

篇
」
を
読
む
自
ら
の
体
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
祈
り
を

歌
い
味
わ
う
者
の
こ
こ
ろ
の
動
き
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る

10
。
彼

は
旧
約
聖
書
の
「
詩
篇
」
を
「
信
仰
の
歌cantica fidelia

」、「
敬
虔
の
ひ

び
きsonos pietatis
」
と
呼
ぶ
。
彼
は
そ
れ
を
読
む
の
だ
が
、
単
に
「
読

み
あ
げ
るlego

」
だ
け
で
な
く
、「
朗
唱
しrecito

」（
節
を
つ
け
て
読
み
）、

「
歌
うcanto

」。さ
ら
に
、読
み
な
が
ら
神
に
対
す
る
思
い
を
燃
え
立
た
せ
、

神
に
向
か
っ
て
激
し
く
「
声
を
上
げ
るdo voces

」。
彼
は
ま
た
、「
あ
な

た
を
呼
び
求
め
た
と
き
、
わ
た
し
の
義
の
神
よ
、
あ
な
た
は
聞
き
い
れ
て

く
だ
さ
り
ま
し
た
。
苦
難
に
お
い
て
は
、
く
つ
ろ
が
せ
て
く
だ
さ
り
ま
し

た
。
主
よ
、
わ
た
し
を
憐
れ
み
、
わ
た
し
の
祈
り
を
聞
き
い
れ
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
「
詩
篇
」
の
章
句
を

11
、「
自
分
と
と
も
に
〔
語
り
な
が
ら
〕

自
分
に
向
け
て
、
あ
な
た
の
前
で
、
心
の
ご
く
打
ち
解
け
た
感
情
か
ら
で

る
よ
う
な
し
か
た
」
で
唱
え
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
誰
に
聞
か
せ
る
わ
け

で
も
な
く
、
た
だ
神
を
思
い
な
が
ら
、「
わ
た
し
の
祈
り
を
聞
き
い
れ
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
ダ
ヴ
ィ
デ
の
祈
り
を
自
ら
の
祈
り
と
し
て
こ
こ
ろ
か

ら
唱
え
た
と
い
う
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
古
く
か
ら

伝
え
ら
れ
て
き
た
祈
り
の
テ
ク
ス
ト
を
味
わ
う
。
声
に
出
し
て
読
み
、
歌

い
、
古
代
の
作
者
に
同
一
化
し
、
感
き
わ
ま
っ
て
叫
び
、
神
に
語
り
か
け

る
。
彼
は
「
詩
篇
」
の
こ
と
ば
を
「
外
に
読
み
上
げ
つ
つ
、
内
に
は
真
実

で
あ
る
と
認
め
た
」。
そ
し
て
、
確
信
と
と
も
に
祈
り
の
詩
句
と
一
体
化

し
つ
つ
、「
心
の
大
き
な
歓
呼
を
も
っ
て
、「
お
お
平
和
の
う
ち
に
、
お
お
、

ま
さ
に
そ
れ
自
身
な
る
も
の
の
う
ち
に
！
」〔「
詩
篇
」
四
章
九
節
〕
と
叫

び
声
を
あ
げ
」
た
の
だ
っ
た
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
う
た
の
な
か
で
祈
り
が
絶
頂
に

達
し
て
い
る
。
彼
は
い
に
し
え
の
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
祈
り
を
自
ら
の
祈
り

と
し
て
歌
い
、
ダ
ヴ
ィ
デ
と
神
と
の
親
密
な
関
係
を
自
ら
の
も
の
と
し

て
体
験
／
追
体
験
し
て
い
る
の
だ
。
祈
り
の
な
か
で
祈
る
者
が
え
る
も

の
の
な
か
で
も
、
こ
う
し
た
体
験
／
追
体
験
は
と
り
わ
け
強
い
印
象
を

残
す
た
め

︱
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
「
救
済
的
効
果
」
と
よ
ん

だ

︱
、
そ
れ
は
祈
り
の
本
質
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
ハ
イ
ラ
ー
も
、
人
格
的
な
神
が
現
前
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
強

い
確
信
と
、
そ
の
よ
う
な
神
と
の
交
流
の
体
験
を
祈
り
の
本
質
と
考
え

た
。
ハ
イ
ラ
ー
自
身
は
、
こ
う
し
た
体
験
を
、
一
人
ひ
と
り
の
祈
り
手
が

そ
の
つ
ど
独
自
に
獲
得
す
る
も
の
と
し
た
が
、
し
か
し
彼
自
身
が
控
え
め

に
言
及
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
体
験
は
過
去
に
他
者
が
体
験

し
表
現
し
た
も
の
の
追
体
験
、
再
獲
得
と
い
う
側
面
を
も
つ
（
ハ
イ
ラ
ー 

二
〇
一
八
、三
十
一
︱
三
十
二
頁
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
も
の
で
は
な

い
他
者
の
体
験
と
自
分
の
体
験
を
同
一
化
す
る
た
め
に
、
儀
礼
性
や
音
響

的
要
素
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
体
験
／
追
体

験
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
き
、
う
た
は
祈
り
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

う
た
と
祈
り
の
救
い

　

と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
告
白
を
よ
む
か
ぎ

り
、
彼
が
う
た
と
祈
り
を
通
し
て
体
験
し
た
感
動
は
激
烈
な
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
言
及
し
た
幾
人
か
の
論
者
が
い
う

救
い
や
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
は
、
な
ん
ら
か
の
共
通
点
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
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う
か
。

　

山
折
哲
雄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
生
活
の
辛
さ
や
苦
し
さ
を
抒

情
的
に
う
た
い
あ
げ
る
歌
謡
曲
や
浪
花
節
を
き
く
と
き
に
、
人
は
う
た
に

自
ら
を
仮
託
し
、
慰
め
を
え
る
、
と
。
評
論
家
新
藤
謙
は
、
同
様
の
見

解
に
立
ち
つ
つ
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
救
い
の
内
実
に
ま
で
考
察
を
進
め

て
い
る
（
新
藤 
一
九
七
九
）。
す
な
わ
ち
、
艶
歌
、
浪
花
節
的
な
救
い
は

庶
民
の
苦
境
の
自
己
美
化
と
自
己
肯
定
の
救
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
々

の
心
情
を
慰
め
は
す
る
が
、
彼
ら
を
苦
境
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
は
な
く

む
し
ろ
そ
こ
に
呪
縛
す
る
の
だ
、
と
。
浪
花
節
や
歌
謡
曲
が
提
供
す
る
こ

う
し
た
救
済
の
な
か
に
、
人
々
の
憤
懣
を
体
制
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
回

収
す
る
権
力
の
働
き
や
、
人
々
の
が
わ
の
批
判
精
神
の
欠
如
を
み
る
論
者
も
い
る

12
。

と
い
う
の
も
、
感
傷
的
自
己
肯
定
は
無
批
判
の
現
状
追
認
に
ほ
か
な
ら
な

い
し
、
ま
た
、
世
相
が
変
わ
れ
ば
同
じ
よ
う
な
メ
ロ
デ
ィ
に
国
家
主
義
的

な
歌
詞
が
の
り
、
う
た
は
人
々
を
苦
し
め
る
権
力
を
や
す
や
す
と
正
当
化

し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
し
か
し
新
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
解
放
と
呪
縛
の
二

面
性
は
、
生
活
者
の
矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
生
活
者
の
生
が
矛

盾
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
救
い
も
ま
た
矛
盾
に
満
ち
た

も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
一
面
で
は
現
状
を
肯
定
、
追
認
す

る
が
、
裏
面
で
は
、
感
傷
的
な
小
事
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
、
他

者
が
踏
み
込
め
な
い
情
念
の
領
域
を
守
り
救
う
（
新
藤 

一
九
七
九
、一
六
三

頁
）。
そ
し
て
、
苦
し
い
一
日
一
日
を
な
ん
と
か
乗
り
越
え
て
い
く
た
め

の
力
を
人
々
に
与
え
る
の
だ
。

　

山
折
や
新
藤
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
に
幾
人
も
の
論
者
が
、
浪
花
節
や
艶

歌
を
庶
民
の
こ
こ
ろ
の
救
済
と
し
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
哀
調
を
帯

び
た
う
た
だ
け
が
救
い
の
力
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
仏
教
史
の
研

究
者
で
あ
る
名
畑
崇
は
、
論
文
「
中
世
に
お
け
る
音
の
聖
と
俗
」
の
な
か

で
、「
聖
な
る
音
の
理
念
を
た
て
て
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
」
寺
社

の
権
力
体
制
と
、「
そ
れ
を
覆
す
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
」
専
修
念
仏
を

対
比
さ
せ
て
い
る
。
山
折
や
新
藤
は
、
浪
花
節
の
救
済
を
後
者
の
流
れ
を

く
む
も
の
と
み
る
が
、
名
畑
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
亡
国
の
哀
音
と
し
て
厳

し
く
批
難
し
た
前
者
も
ま
た
、
別
様
の
「
聖
な
る
音
」
に
よ
っ
て
国
家
人

心
の
安
寧
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
哀
調
を
帯

び
な
い
体
制
側
の
う
た
や
祈
り
も
ま
た
、
人
々
の
救
い
を
目
指
し
て
組
織

さ
れ
、
洗
練
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
そ
れ
は
「
徳
が
声
に
あ
ら
わ

れ
て
聴
く
人
の
心
を
開
い
て
仏
道
に
向
か
わ
せ
る
」
と
い
っ
た
仕
組
み
で

救
い
を
達
成
す
る
と
信
じ
た
の
だ
っ
た

13
。

　

こ
の
よ
う
に
、
救
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
仕
組
み
に
つ
い
て
の
具
体
的
説

明
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
日
本
に
お
け
る
哀
調
の
も
の
に
か
ぎ
っ
て
も
、
あ
る

と
き
に
は
救
い
は
神
仏
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
る
と
さ
れ
、
ま
た
別
の
時
代

に
は
、
個
人
が
抱
え
る
苦
し
さ
の
感
傷
的
肯
定
と
し
て
生
じ
る
と
い
わ
れ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
ほ
か
の
宗
教
の
祈
り
も
あ
わ
せ
れ
ば
こ
う
し
た
説

明
は
無
数
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
説
明
の

多
様
性
に
対
し
て
、
個
人
が
そ
こ
か
ら
う
け
と
る
救
い
の
実
感
の
よ
う
な

も
の
に
は
共
通
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
鎌
田
東
二
の
所
論
が
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ

る
。
確
か
に
、
鎌
田
に
よ
る
救
済
の
仕
組
み
の
説
明
、
す
な
わ
ち
、
声
の

振
動
を
介
し
て
個
人
と
宇
宙
が
一
体
化
す
る
と
い
う
論
理
は
、
鎌
田
と
体

験
を
共
有
し
な
い
筆
者
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
は
理
解
不
能
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
救
い
が
具
体
的
に
個
人
に
も

た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
彼
が
論
じ
る
と
き
、
議
論
は
ま
さ
に
上
記
の
共
通

点
に
触
れ
て
い
る
。
鎌
田
は
自
身
の
経
験
を
も
と
に
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。「
人
間
の
心
が
、
一
番
荒
々
し
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
も
和
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ら
げ
て
、整
え
て
鎮
め
て
生
き
直
さ
せ
る
と
い
う
力
が
、歌
に
は
あ
る
」（
鎌

田
、
三
十
二
頁
）。
ま
た
、
う
た
や
祈
り
と
は
「
暴
力
を
変
換
し
て
調
和
あ

る
力
に
し
て
い
く
ワ
ザ
で
あ
る
」（
鎌
田
、九
十
一
頁
）
と
も
書
い
て
い
る
。

　

う
た
や
祈
り
は
、
乱
れ
た
こ
こ
ろ
を
鎮
め
、
整
え
る
。
そ
し
て
、
前
向

き
に
生
き
て
い
く
た
め
の
力
を
与
え
る
。
鎌
田
の
こ
の
よ
う
な
直
観
的
洞

察
は
、
実
際
に
本
節
で
論
じ
て
き
た
こ
と
と
も
重
な
る
。
た
と
え
ば
浪
花

節
の
救
い
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
冒

頭
で
紹
介
し
た
山
形
が
被
災
地
で
観
察
し
た
う
た
に
よ
る
癒
し
も
、
被
災

者
の
こ
こ
ろ
を
鎮
め
、
次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
力
を
与
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
彼
は
自
ら
の
回

心
の
体
験
を
振
り
返
り
、「
自
分
に
よ
っ
て
生
き
て
い
た
と
き
、
悪
く
生

き
て
い
た
。
死
が
私
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
い
ま
、
あ
な
た
の
う
ち
に

生
き
か
え
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
た

14
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て

信
仰
の
獲
得
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
、
生
き
直
し
に
ほ
か
な
ら
ず
、
つ
い
に

洗
礼
を
う
け
た
彼
は
、
こ
の
新
た
な
生
を
喜
び
、
讃
美
歌
や
聖
歌
を
き
き

な
が
ら
幸
福
の
涙
を
流
し
た
の
だ
っ
た

15
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
う
た
や
祈
り
が
も
つ
救
い
の
力
の
一
端
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
う
た
や
祈
り
は
、
音
響
的
要
素
と
言
語
的
要
素
の
相
互
作
用

に
よ
っ
て
、
歌
っ
た
り
聞
い
た
り
す
る
者
の
荒
ん
だ
こ
こ
ろ
を
鎮
め
、
あ

ら
た
め
て
生
き
て
い
く
力
を
与
え
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
う
た
や
祈
り

を
唱
え
た
り
聞
い
た
り
す
る
と
き
に
、
ひ
と
は
、
そ
れ
ら
が
伝
え
る
こ
と

ば
の
内
容
や
感
情
の
動
き
と
一
体
化
す
る
。
こ
こ
ろ
を
整
え
、
前
向
き
に

す
る
働
き
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
さ
れ
た
事
柄
と
の
一
体
化
に
由
来
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
う
た
や
祈
り
に
こ
の
よ
う
な
力
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ひ
と
つ
の
う
た
や
祈
り
が
あ
ら
ゆ
る
状
況
で
ひ

と
を
救
う
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
次
の
よ

う
に
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
う
た
や
祈
り
に
は
そ

う
し
た
力
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
唱
え
た
り
聞
い
た
り
す
る
者

が
苦
境
の
な
か
で
そ
れ
と
同
一
化
し
た
と
き
、
そ
う
し
た
力
が
実
際
に
発

揮
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
同
一
化
の
程
度
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、

救
い
の
実
感
も
ま
た
大
き
く
な
る
、
と
。

　

こ
の
よ
う
な
力
、
す
な
わ
ち
人
間
の
側
か
ら
み
ら
れ
た
救
い
の
実
感
に

着
目
す
る
と
き
、
通
常
の
意
味
で
宗
教
的
祈
り
と
歌
曲
を
区
別
す
る
基
準

︱
特
定
の
宗
教
伝
統
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
メ
ロ
デ
ィ
や
曲
の
構

成
が
音
楽
的
で
あ
る
か
、と
い
う
よ
う
な

︱
は
背
景
に
退
く
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
救
い
の
力
を
も
つ
も
の
に
か
ぎ
っ
て
み
れ
ば
、
両
者
は
非
常
に

似
た
も
の
に
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
う
た
と
祈
り
を
同
一
視
す
る
よ
う

な
議
論
が
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
う

た
や
祈
り
の
あ
る
部
分
に
こ
う
し
た
共
通
点
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
う
た
や
祈
り
の
本
質
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味

し
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
議
論
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
言

語
行
為
の
興
味
深
い
一
類
型
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
間
の
言
語
行
為
の

な
か
に
は
、
社
会
や
文
化
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
る
集
合
的
記
憶
の
よ
う
な

も
の
と
の
関
係
の
な
か
で
、
発
話
者
や
聞
き
手
に
救
い
や
癒
し
の
効
果
を

も
た
ら
す
も
の
が
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
言
語
行
為
に
お
い
て
は
、
言
語

的
要
素
だ
け
で
な
く
音
響
的
要
素
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
も
つ
。
祈
り
や

う
た
の
一
部
は
、
こ
う
し
た
効
果
を
よ
く
発
揮
し
た
た
め
に
、
珍
重
さ
れ
、

伝
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
。

祈
り
が
歌
い
出
さ
れ
る
と
き

　

新
し
い
う
た
を
歌
う
こ
と
、
新
し
い
祈
り
を
唱
え
る
こ
と
の
む
つ
か
し

さ
も
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
見
方
か
ら
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
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れ
な
い
者
が
即
興
で
歌
っ
て
み
た
り
祈
っ
て
み
た
り
し
て
も
、
あ
ま
り
う

ま
く
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
が
口
ず
さ
む
の
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
す
で
に
知
っ
て
い
る
う
た
や
祈
り
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

こ
に
保
存
さ
れ
た
も
の
と
の
関
係
で
救
い
や
癒
し
の
効
果
を
え
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
新
し
い
う
た
や
祈
り
は
、
部
分
的
に
は
伝
承
さ
れ
た
形
式

や
言
語
に
依
拠
し
つ
つ
、
い
ま
も
祈
り
出
さ
れ
、
歌
い
出
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
つ
ど
置
か
れ
る
苦
境
は
、
け
っ
し
て
過

去
の
反
復
で
は
な
く
、
新
し
く
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ね
に
、
過
去

の
う
た
や
祈
り
か
ら
十
分
な
癒
し
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
新
た
に
歌
っ
た
り
祈
っ
た
り
す
る
こ
と
を
や

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
言
語
行
為
の
一
類
型
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
が
必
要
に
迫
ら
れ
て
お
こ
な
う
行
為
で
も
あ
る

よ
う
に
も
み
え
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
特
に
神
仏
な
ど
超
越
者
の
こ
と
を
想

う
こ
と
な
く
他
者
の
幸
せ
や
健
康
を
祈
っ
た
り
、
故
人
を
思
い
出
し
な
が

ら
仏
前
に
手
を
合
わ
せ
、
冥
福
を
祈
っ
た
り
す
る
の
も
、
ふ
と
う
た
を

歌
っ
て
み
た
り
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
必
要
に
駆
ら
れ
た
行
為
な
の
で
は

な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
困
難
に
際
し
て
、
知
ら
ず
し

ら
ず
の
う
ち
に
、
あ
ら
た
な
う
た
や
祈
り
の
発
話
を
試
み
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
き
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
う
た
を
た
ま
た
ま

目
に
し
た
。
詠
み
手
は
東
直
子
、
歌
壇
の
評
に
よ
れ
ば
「
自
分
の
心
の
な

か
に
湧
き
起
こ
る
か
す
か
な
情
緒
を
う
ま
く
捉
え
」
る
歌
人
と
の
こ
と
で

あ
る

16
。
こ
れ
ら
う
た
の
な
か
に
は
、
祈
り
や
う
た
と
ご
く
日
常
的
な
発

話
と
の
あ
い
だ
の
連
続
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
二
首
と
り
あ

げ
て
み
た
い
。

い
い
よ
、
っ
て
こ
ぼ
れ
た
こ
と
ば
走
り
出
す
こ
ど
も
に
何
を
ゆ
る
し
た
の

だ
ろ

「
そ
ら
豆
っ
て
」
い
い
か
け
た
ま
ま
そ
の
ま
ん
ま
さ
よ
な
ら
し
た
の　

さ

よ
な
ら
し
た
の

　

他
者
に
向
け
て
発
し
た
呼
び
掛
け
の
こ
と
ば
が
、
自
分
を
離
れ
た
途
端

自
分
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
誰
か
に
向
け
て
発
し
た
言
葉
が
、
そ
の
相
手
に
届
か

な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
だ
。
こ
れ
ら
の
う
た
に
は
、
そ
う
し
た
事
態
へ
の

戸
惑
い
や
さ
み
し
さ
、
諦
念
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
と

ば
は
、
そ
し
て
思
い
は
相
手
に
届
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

傷
あ
と
が
わ
た
し
の
し
る
し
ぬ
ば
た
ま
の
夜
を
く
ぐ
り
て
朝
た
ぐ
り
よ
せ

好
き
に
な
る
と
い
う
粘
土
質
歩
く
と
き
私
に
神
が
い
な
い
さ
び
し
さ

　

他
者
に
向
け
て
発
し
た
こ
と
ば
が
、
そ
の
相
手
に
届
か
な
い
と
き
、
い

ま
や
、
は
っ
き
り
と
存
在
し
て
い
る
の
は
自
分
が
経
験
し
た
痛
み
の
記
憶

だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
者
に
思
い
を
伝
え
た
い
、
伝
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
他
者
に
思
い
が
届
く
こ
と
や
、
あ

る
い
は
他
者
の
存
在
そ
の
も
の
が
不
確
実
に
な
る
。
歌
人
は
こ
の
こ
と
を

「
神
が
い
な
い
」
と
い
う
。
他
者
の
存
在
や
他
者
と
の
交
流
の
可
能
性
が

不
確
か
な
も
の
に
な
る
と
き
、
今
度
は
自
ら
の
存
在
も
ま
た
希
薄
に
な
っ

て
ゆ
く
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。

お
ね
が
い
ね
っ
て
渡
さ
れ
て
い
る
こ
の
鍵
を
わ
た
し
は
失
く
し
て
し
ま
う

気
が
す
る
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自
分
は
自
分
だ
け
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
自
分
の
痛
み

の
思
い
出
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
色
あ
せ
て
ゆ
く
。
こ
の
ま
ま
で
は
本
当

に
大
切
な
も
の
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
ど
こ
か
で
気
が
つ
き

つ
つ
も
、
何
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
歌
人
は
こ
う
し
た
現
実

を
受
け
と
め
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
う
た
も
詠
ん
で
い
る
。

日
常
は
小
さ
な
郵
便
局
の
よ
う
誰
か
わ
た
し
を
呼
ん
で
い
る
よ
な

新
し
い
破
れ
め
抜
け
て
く
る
ひ
か
り〈
朝
の
お
か
ゆ
が
さ
め
て
し
ま
う
よ
〉

　

自
分
の
声
が
届
く
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
確
か
に
、
他

者
か
ら
届
く
声
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
た
か
い
ひ
か
り
の
よ
う
で
も
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
人
は
次
の
よ
う
に
も
詠
む
こ
と
が
で
き
る
。

手
の
な
か
の
野
の
花
束
が
枯
れ
る
ま
で
わ
た
し
は
声
を
待
つ
つ
も
り
で
す

な
に
を
し
て
い
る
か
わ
か
ら
ぬ
者
で
す
が
不
思
議
に
今
日
も
生
き
て
お
り

ま
す

　

歌
人
は
、
他
者
の
声
の
到
来
を
信
じ
、
ま
た
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
も

何
や
ら
わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
み

た
う
た
の
よ
う
な
存
在
の
希
薄
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
う
た
に
詠
ま
れ
た
苦
し
さ
や
希
望
は
、
う
た
の
こ
と
ば
そ
の

も
の
と
と
も
に
す
べ
て
日
常
生
活
の
も
の
で
あ
る
。
東
の
う
た
は
、
日
常

生
活
の
な
か
で
ふ
と
気
づ
か
れ
る
よ
う
な
孤
独
を
受
け
と
め
な
が
ら
、
な

に
か
不
思
議
な
自
己
肯
定
と
希
望
を
も
た
ら
す
。

　

同
じ
よ
う
な
例
を
祈
り
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
の
研
究
者
で
あ
る
山
本
佳
世
子
は
、
ケ
ア
の
現
場
に
み
ら
れ
る
、
宗

教
者
や
非
宗
教
者
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
祈
り
を
分
析
し
た
。
そ
し

て
そ
の
な
か
に
、
既
存
の
宗
教
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
祈
り
を
み
い
だ

し
た
の
だ
っ
た

17
。
山
本
は
ケ
ア
の
現
場
の
祈
り
の
特
徴
と
し
て
、
相
手

（
た
と
え
ば
恢
復
の
可
能
性
が
な
い
よ
う
な
患
者
）
と
自
分
（
た
と
え
ば
そ
う

し
た
患
者
を
前
に
逃
げ
出
し
た
く
な
る
ケ
ア
者
）
の
あ
り
の
ま
ま
の
現
状
を

受
け
入
れ
る
よ
う
な
態
度
を
あ
げ
る
。
こ
う
し
た
態
度
を
と
る
人
は
、
本

人
が
宗
教
的
で
あ
る
と
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
常
な
世
と
い
っ
た
想

念
、
あ
る
い
は
死
を
生
の
終
わ
り
と
み
な
い
よ
う
な
世
界
観
に
準
拠
し
な

が
ら
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
厳
し
い
現
状
を
受
け
入
れ
肯

定
し
よ
う
と
す
る
。
山
本
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
態
度
は
、
絶
対
的
超
越

者
に
依
存
し
救
い
を
求
め
、
慰
め
を
え
る
伝
統
的
な
宗
教
的
祈
り
と
重
な

る
。
ケ
ア
者
は
、
自
ら
の
こ
と
ば
と
態
度
で
患
者
と
自
己
自
身
を
癒
そ
う

と
し
、
そ
れ
が
伝
統
的
宗
教
の
祈
り

︱
そ
れ
は
し
ば
し
ば
現
場
で
は
無

力
で
あ
る

︱
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。

　

山
本
が
ケ
ア
の
現
場
に
み
い
だ
し
た
「
信
仰
に
基
づ
か
な
い
祈
り
」
も

東
直
子
の
短
歌
も
、
新
し
い
う
た
＝
祈
り
の
試
み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
わ
れ
わ
れ
が
生
活
の
な
か
で
具
体
的
に
直
面
す
る
苦
し
み
に
対
し
、

既
存
の
う
た
や
祈
り
が
少
し
し
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
力
を
与
え
な
い

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
苦
し
み
の
な
か
で
、
人
は
新
し
い
う
た
や
祈

り
を
発
す
る
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
哲
学
者
の
棚
次
正
和
は
、
日
本
語
の

「
い
の
り
」
と
い
う
こ
と
ば
の
語
源
を
た
ず
ね
な
が
ら
、祈
り
に
「
生
宣
り
」

と
い
う
漢
字
を
あ
て
、そ
れ
は
本
来
的
に
「
生
命
の
宣
言
」「
生
命
の
開
顕
」

な
の
だ
と
論
じ
た

18
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
境
の
な

か
で
人
間
が
な
お
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
だ
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
苦
境
の
な
か
で
な
お
生
き
る
こ
と
と
は
、
ま
さ
に
日
常
を
生
活
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す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
う
た
や
祈
り
は
生
活
そ
の

も
の
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
う
た
や
祈
り
と
い
う
言
語
行
為
の
普
遍

性
の
な
か
で
、
宗
教
的
偉
人
が
体
得
し
た
宗
教
的
救
済
と
わ
れ
わ
れ
の
非

宗
教
的
日
常
は
今
な
お
か
す
か
に
響
き
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
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