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 本小論の目的は、0．F．ボルノー（0．F．Bollnow，1903-1991）の広範な哲学

的人間学の根底に存在する「宗教的な特質」を把捉することにある。私見に

よれば，ボルノーの宗教的特徴を論ずる場合，以下の二点が注目されるべき

であろう。すなわちまず第一にわれわれは，キリスト教的実存主義に基礎づ

けられたボルノー思想の宗教的側面を究明しようと試みる。上述のボルノー

思想の顕著な特徴とは，「出会い」や「覚醒」という実存的傾向には必然的

に，「苦痛性」や「事物の抵抗」という経験が伴うという事実である。この

ような経験を学んだ後に，人は本来的で充実した人間へと生成してゆくこと

ができる。次にボルノーの宗教的特質の第二の側面についての考察が進めら

れる。それは実存主義克服の試みということばで表現することができよう。

ボルノーは，この第二の領域で初めて「新たな被護性」とか「安らいだ気持

ち」という概念の意義を論究できると確信している。換言すれば，どのよう，

な特定の宗教的解釈の以前にも存在している普遍的な「存在信頼」とでもい

うべきものがそこには存在している，と考えられよう。
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ボルノー思想の宗教．的特質についての一考察．

A Study of O．F．Bollnow's Theory of

                   Religious Characteristic

Baiko Jo Gakuin College

     Yoshiyuki Hirooka

             I

     The purpose of the present'paper is． to grasp the theory of

religious characteristic which lies in the basis of wide-ranging

philosophical anthropology by O．F．Bollnow． ln my Qpinion， when we

discuss the religious characteristic of Bollnow's thought， we should

take notice of the following two points at issue． First・， we try to

explicate the religious characteristic of O．F．Bollnow'＄ thought which is

founded on the Christian existentialism， in this paper．The distinguished

featu' 窒?of ' 狽??above-stated Bollnow's thought means that ，“an

encounter” （die Begegnung） or“an awakening”（das Erwachen） is

necessarily accompanied' by “sharp -pain”， （die
Schmerzhaftigkeit）or“power of resistance”（die Widerstand der Sache）．

And after learning by such eXperience， man can become essential and

complete human-beings． Then we consider the second side of Bollnow's

religious feature which is found ．in the expression of the trial of

overcoming the existehtialism． Bollnow believes that the meaning of

“Neue Geborgenheitl' or “der getroste Mut”・ can be inquired only in this

domain． ln other words， Bollnow thinks that there is the so called

universal “Seinsvertrauen” （being-confidence） which exists before giving

any particular religious interpretatin．
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ボ
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想
の
宗
教
的
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
察

広
 
岡
 
義
 
之

第
一
章
 
問
題
の
所
在

 
本
小
論
の
目
的
は
、
0
・
F
・
ボ
ル
ノ
ー
（
○
・
国
・
し
d
o
一
ぎ
。
牽

一
九
〇
三
-
一
九
九
一
）
の
広
範
な
哲
学
的
人
間
学
の
思
想
の

根
底
に
流
れ
る
宗
教
的
な
特
質
を
浮
彫
り
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ボ
ル
ノ
ー
自
身
は
彼
の
哲
学
的
人
間
学
の
立
場
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
多
く
の
箇
所
で
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
一
線
を
画
す
る

表
現
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ボ
ル
ノ
ー

に
つ
い
て
の
多
く
の
優
れ
た
日
本
で
の
研
究
論
文
を
一
瞥
し
て

も
、
彼
の
宗
教
性
そ
の
も
の
を
研
究
主
題
の
前
面
に
打
ち
立
て

て
い
る
研
究
論
文
は
数
多
く
な
い
。
ポ
ル
ノ
！
自
身
は
、
い
つ

で
も
特
定
の
宗
教
的
世
界
観
に
立
脚
す
る
こ
と
を
避
け
る
「
開

か
れ
た
問
い
」
の
原
理
に
即
し
つ
つ
、
人
間
論
を
展
開
し
て
き

た
。
こ
の
態
度
は
、
ド
イ
ツ
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
国
で
、

ま
た
特
に
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
と
い
う
神
学
研
究
の
中
心
地

に
身
を
置
き
つ
つ
、
特
に
「
教
育
学
」
の
学
問
的
独
立
性
を
主

張
し
て
ゆ
く
観
点
か
ら
も
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
筆
者
は
特
に
日
本
の
よ
う
に
人
格
的
な
キ
リ
ス
ト
教

的
意
識
の
希
薄
な
風
土
に
あ
っ
て
、
ボ
ル
ノ
ー
の
教
育
観
、
人

間
観
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
た
と
え
「
教
育
学
」
の
学
問
的
独

立
性
は
保
持
さ
れ
つ
つ
も
、
ポ
ル
ノ
！
の
思
想
の
宗
教
的
特
質

と
い
う
も
の
が
、
も
う
少
し
強
調
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
常
々
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
精
神
科
学
的
教

育
学
者
の
W
・
ブ
リ
ッ
ト
ナ
ー
（
芝
一
等
巴
B
固
一
9
①
が
一
八
八

九
1
）
や
E
・
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（
国
9
p
a
の
鷲
碧
σ
q
Φ
目
＝

八
八
ニ
ー
一
九
六
三
）
の
思
想
研
究
に
も
同
じ
よ
う
に
あ
て
は

ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
安
易
な
態
度

で
ボ
ル
ノ
ー
思
想
の
宗
教
性
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
は
か
え
っ

て
ボ
ル
ノ
ー
思
想
の
真
髄
を
歪
曲
化
す
る
恐
れ
を
孕
む
が
、
そ
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の
こ
と
を
十
分
承
知
し
つ
つ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
筆
者
と

し
て
は
、
特
に
ボ
ル
ノ
ー
の
人
間
学
の
根
底
に
横
た
わ
る
、

「
真
実
の
人
間
性
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
の
宗
教
性
」
に
つ

い
て
彼
が
い
か
に
苦
心
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
か
を
、
二
つ
の

側
面
か
ら
論
究
し
て
み
た
い
。
第
一
の
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的

実
存
主
義
を
基
盤
と
し
た
ボ
ル
ノ
ー
の
実
存
的
宗
教
性
の
解
明

で
あ
り
、
第
二
に
は
実
存
主
義
克
服
の
試
み
を
通
し
て
滲
み
出

て
く
る
ボ
ル
ノ
ー
の
宗
教
性
の
把
捉
で
あ
る
。

 
さ
て
こ
の
第
一
の
領
域
は
、
実
存
哲
学
（
主
義
）
の
思
想
圏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
で
培
わ
れ
た
ボ
ル
ノ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
性
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ボ
ル
ノ
ー
自
身
も
、
実
存
哲
学
の
成
果
で
も
っ
て
す

べ
て
の
現
在
の
教
育
問
題
に
対
す
る
究
極
的
な
解
答
が
与
え
ら

れ
る
と
は
け
っ
し
て
確
信
し
て
い
な
い
。
「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

か
え
っ
て
、
実
存
哲
学
の
宿
命
的
な
偏
向
性
と
、
そ
れ
を
の
り

こ
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
を
、
あ
く
ま
で
自
覚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
存
哲
学
の

か
た
わ
ら
を
通
り
す
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
実

存
哲
学
は
、
そ
れ
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
改
良
の
考
案
が
ま
ず
一
度

は
そ
こ
に
当
た
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
明
確
で
見

通
し
の
き
く
姿
に
お
い
て
、
あ
た
ら
し
い
見
地
が
決
定
的
に
出

現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
、
 
（
傍
点
筆
者
）
、
と
自

ら
を
し
て
実
存
哲
学
（
主
義
）
の
重
要
性
を
語
ら
し
め
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
こ
で
の
ボ
ル
ノ
ー
の
実
存

主
義
理
解
の
顕
著
な
特
徴
は
、
自
己
自
身
の
決
断
や
自
己
投
入

と
い
う
心
的
態
度
の
う
ち
に
生
ず
る
「
出
会
い
」
や
「
覚
醒
」

体
験
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
必
然
的
に
「
痛
み
」
や
「
辛

さ
」
「
苦
痛
性
」
「
仮
借
な
さ
」
「
抵
抗
経
験
」
と
い
っ
た
事
柄

が
伴
い
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
経
た
後
に
、
本
霊
的
で
充
実
し

た
実
存
と
し
て
の
自
己
が
獲
得
さ
れ
ゆ
く
と
い
う
。
そ
の
意
味

で
、
こ
こ
で
は
「
仮
借
な
さ
」
や
自
己
の
立
場
の
選
択
を
迫
る

、
厳
し
く
辛
い
「
出
来
事
」
や
「
経
験
」
を
基
盤
と
し
て
成
立
す

る
実
存
的
な
宗
教
的
特
質
が
浮
彫
り
に
さ
れ
、
ま
た
そ
の
意
義

が
深
く
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
．

 
し
か
し
同
時
に
こ
こ
で
第
二
の
領
域
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は

第
一
の
領
域
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
、
こ
の
実
存
主
義
だ
け

で
は
捉
え
き
れ
な
い
「
実
存
主
義
克
服
の
超
越
的
な
領
域
」
で

あ
り
、
ボ
ル
ノ
ー
は
そ
れ
を
「
新
た
な
被
網
性
」
と
か
「
安
ら

ぎ
」
、
「
健
全
な
世
界
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
ゆ
く
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ボ
ル
ノ
ー
自
身
は
彼
の
哲
学
的
人
間
学

の
「
開
か
れ
た
問
い
の
原
理
」
（
○
鵠
曾
①
。
。
淳
ぎ
N
な
）
に
忠
実

に
従
う
た
め
に
、
特
定
の
ド
グ
マ
的
宗
教
と
い
う
も
の
を
極
力

回
避
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
特
定
の
宗
教
的
解

釈
の
以
前
に
も
存
在
し
て
い
る
生
と
人
間
と
世
界
を
共
に
包
括

し
て
い
る
「
普
遍
的
な
存
在
信
頼
」
（
の
①
一
b
［
o
Q
＜
①
N
け
困
P
d
r
①
］
P
）
と
で
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も
い
う
べ
き
も
の
を
認
め
る
ボ
ル
ノ
ー
は
、
こ
う
し
た
存
在
信

頼
は
す
べ
て
の
人
間
の
生
に
対
す
る
必
然
的
な
前
提
条
件
で
あ

る
と
の
確
信
に
い
た
る
。
こ
の
存
在
信
頼
と
は
、
た
と
え
ば
人

間
の
健
全
な
発
達
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
安
ら
ぎ
を

抱
か
せ
る
「
雰
囲
気
」
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
脅
威
の
な
か
で

も
感
じ
と
れ
る
「
健
全
な
世
界
」
で
の
被
護
性
と
も
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

 
こ
の
ボ
ル
ノ
ー
の
い
う
「
敬
度
」
や
「
安
ら
ぎ
」
の
雰
囲
気

の
強
調
は
、
サ
ル
ト
ル
（
臼
℃
●
ω
胃
爲
ρ
一
九
〇
五
一
一
九
八
○
）

の
「
無
根
底
性
」
（
9
巨
富
○
巴
σ
q
閃
①
騨
）
や
カ
ミ
ュ
ー
（
レ
b
9
旨

g
ω
二
九
＝
二
一
一
九
六
〇
）
の
「
不
条
理
」
（
〉
げ
G
Q
⊆
同
α
山
け
P
け
）

の
概
念
、
つ
ま
り
「
い
か
な
る
思
慮
深
い
備
え
を
も
っ
て
し
て

も
防
ぎ
え
な
い
威
嚇
的
な
、
現
存
在
の
不
気
味
さ
の
経
験
」
、

を
盾
に
振
り
か
ざ
す
無
神
論
的
実
存
主
義
へ
の
ボ
ル
ノ
ー
の
確

固
た
る
反
論
の
「
の
ろ
し
」
と
も
受
け
取
っ
て
よ
か
ろ
う
。
上

述
の
純
粋
な
非
合
理
主
義
も
し
く
は
無
神
論
的
実
存
主
義
か
ら

は
、
た
と
え
異
常
な
生
活
気
分
に
堕
落
し
な
い
と
し
て
も
、
た

だ
そ
こ
に
は
消
極
的
で
疲
弊
し
た
態
度
と
無
責
任
さ
し
か
残
ら

な
い
。
そ
こ
で
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
世
界
を
秩
序
づ
け
、
形

成
し
、
自
ら
の
生
活
を
放
棄
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
者
は
、

「
悟
性
の
力
を
信
ず
る
最
小
限
の
信
仰
す
ら
も
た
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
済
ま
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
面
か
ら
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
、
悟
性
の
働
き
を
新
し
い
基
盤
か
ら
新
た
に
獲
得
す
る
と
い

う
課
題
が
生
じ
て
く
る
」
、
 
（
傍
点
筆
者
）
の
で
あ
る
。

第
二
章
 
ボ
ル
ノ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基
盤
と
し
た
宗
教
性
に
つ
い
て

第
一
節
 
実
存
的
な
「
出
会
い
」
概
念

 
そ
れ
で
は
こ
こ
で
ボ
ル
ノ
ー
の
主
張
す
る
実
存
哲
学
の
特
質

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
ポ
ル

ノ
ー
の
実
存
思
想
に
脈
々
と
流
れ
る
宗
教
性
に
焦
点
を
絞
っ
て
、

彼
の
実
存
主
義
理
解
と
宗
教
性
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
「
出
会

い
」
と
「
覚
醒
」
概
念
を
中
心
に
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
「
出
会
い
」
概
念
の
明
確
な

出
現
は
一
九
二
〇
年
の
初
期
に
遡
り
、
そ
れ
は
即
、
ブ
ー
バ
ー

（
ζ
●
U
d
魯
Φ
♪
一
八
七
八
一
一
九
六
五
）
の
名
前
と
結
び
つ
く
こ

と
に
な
る
。
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
汝
」
，
は
真
正
で
独
立
し

た
、
け
っ
し
て
「
私
」
に
還
元
で
き
な
い
所
与
で
あ
る
、
と
い

う
。
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
コ
切
の
現
実
的
な

生
は
、
孤
立
し
て
存
在
す
る
体
験
者
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ

な
い
、
（
中
略
）
『
私
』
と
『
汝
』
と
の
、
楽
聖
に
も
と
づ
い
て

い
る
」
、
と
。
ま
た
、
ボ
ル
ノ
ー
は
ブ
ー
バ
ー
の
次
の
言
説
を

引
用
す
る
。
「
人
間
は
、
自
己
の
対
峙
者
と
し
て
の
、
つ
ね
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
だ
一
つ
の
実
在
と
し
て
の
、
存
在
・
生
成
に
出
会
う
。
（
中
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略
）
そ
こ
で
は
計
量
も
比
較
も
消
え
う
せ
て
い
る
」
、
と
。
こ

う
し
た
ブ
ー
バ
ー
の
、
計
量
も
比
較
も
消
滅
す
る
「
我
1
汝
」

と
い
う
根
源
語
と
は
一
体
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ー

バ
ー
研
究
家
の
平
石
善
司
に
よ
れ
ば
、
ブ
ー
バ
ー
は
そ
れ
を
ヘ

ブ
ル
精
神
の
伝
統
に
も
と
づ
き
、
端
的
に
「
神
の
言
」
と
同
義

的
に
理
解
し
て
い
た
、
と
い
う
。
「
こ
の
こ
と
は
彼
が
根
源
語

に
し
ば
し
ば
『
神
聖
な
』
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
、
（
中
略
）

ま
た
根
源
語
『
わ
れ
一
な
ん
じ
の
原
型
を
『
わ
れ
』
と
『
永
遠

の
な
ん
じ
』
と
し
て
の
神
と
の
関
係
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
か

ら
み
て
も
明
ら
か
」
6
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
「
汝
」
と
の
こ
う
し
た
出
会
い
に
到
達
す
る
こ
と
は
、
「
私
」

の
側
か
ら
は
け
っ
し
て
予
測
で
き
な
い
し
、
企
画
や
努
力
に
よ
っ

て
も
む
り
や
り
導
き
出
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
ボ
ル
ノ
ー
に
よ

れ
ば
、
ブ
ー
バ
ー
の
「
出
会
い
概
念
」
は
、
「
私
」
の
側
か
ら

み
れ
ば
、
深
く
恵
む
と
こ
ろ
の
経
験
で
あ
り
、
こ
の
出
会
い
に

お
い
て
の
み
、
「
私
」
は
自
己
自
身
を
見
い
出
し
、
そ
の
生
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
す
べ

て
の
出
会
い
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
に
あ
た
え
ら
れ
る
賜

物
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
が
宗
教
の
領
域
か
ら
と
っ
た
概
念
で
い

い
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
出
会
い
は
恩
寵
で
あ

る
，
。
」
と
。
こ
う
し
た
他
者
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
人
は

「
従
来
の
観
念
で
予
期
し
て
い
た
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た

も
の
」
，
に
出
く
わ
す
。
こ
の
「
度
の
強
い
非
連
続
的
な
出
来

事
」
で
あ
る
出
会
い
は
、
「
人
を
こ
れ
ま
で
の
発
展
の
道
筋
か

ら
投
げ
出
し
、
あ
ら
た
に
は
じ
め
か
ら
や
り
直
す
よ
う
に
強
い

る
も
の
で
あ
る
」
，
。
ま
た
出
会
い
と
は
、
「
人
問
を
仮
借
な
く

彼
の
実
存
の
要
求
の
前
に
立
た
せ
る
前
面
的
な
衝
撃
を
意
味
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
い
る
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
人
間
は
出
会
い
の
な
か
で
耐
え

 
 
 
 
り
 
 
 
り

る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
彼
自
身
に
な
る
の
で
あ
る
」
m

（
傍
点
筆
者
）
と
。
さ
ら
に
こ
の
実
存
的
な
意
味
で
の
出
会
い

に
お
い
て
「
人
間
は
、
運
命
的
に
お
の
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
く

る
も
の
を
通
し
て
徹
底
的
な
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
、

こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
人
間
は
お
の
れ
の
本
来
の
自
己
を
実
現

し
う
る
」
n
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
ボ
ル
ノ
ー
の
い
う
出

会
い
と
は
、
「
本
来
的
自
己
」
へ
と
決
断
を
強
い
る
仮
借
な
き

他
者
と
の
遭
遇
で
あ
り
、
「
思
い
が
け
な
さ
」
を
含
む
も
の
で

あ
り
、
ボ
ル
ノ
ー
は
そ
の
特
徴
を
「
事
物
の
抵
抗
経
験
」
と
し

て
総
括
し
て
い
る
。

 
ブ
ー
バ
ー
に
続
い
て
そ
の
後
ま
も
な
く
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
（
国
●
・

Ω
○
同
σ
q
p
暮
魯
二
八
八
七
一
一
九
六
七
）
が
出
会
い
の
概
念
を

弁
証
法
神
学
と
の
関
連
に
お
い
て
導
入
し
た
聡
。
 
ボ
ル
ノ
ー
は

か
れ
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン

は
「
自
我
の
自
己
展
開
を
説
く
観
念
論
的
な
考
え
方
に
対
し
て
、

出
会
い
に
よ
っ
て
自
己
自
身
に
な
る
と
い
う
、
ま
っ
た
く
異
な
つ
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た
可
能
性
を
つ
よ
く
主
張
す
る
」
B
。
つ
ま
り
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン

に
と
っ
て
は
「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
神
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
我
が
実
現
す
る
の
で
は
な
く
、
自
我
は
「
汝
」
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
の
み
実
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

 
ボ
ル
ノ
ー
は
次
に
グ
ァ
ル
デ
ィ
ニ
（
即
●
Ω
轟
a
巨
＝
八
八

五
-
一
九
六
八
）
・
の
『
陶
冶
説
の
基
礎
づ
け
』
（
一
九
三
五
）
に

依
拠
し
つ
つ
、
出
会
い
を
人
間
が
あ
る
特
定
の
状
況
と
出
会
う

こ
と
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
グ
ァ
ル
デ
ィ
ニ
に
お

い
て
は
、
出
会
い
の
概
念
は
、
陶
冶
と
い
う
事
象
を
た
ん
に
体

験
的
、
自
己
開
発
的
な
人
間
の
面
か
ら
の
み
考
察
す
る
、
教
育

学
上
の
主
観
主
義
に
対
抗
し
、
出
会
い
に
お
い
て
人
間
に
た
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
ら
わ
れ
る
現
実
の
き
び
し
さ
を
、
か
か
る
主
観
主
義
に
た
い

し
て
強
調
す
る
使
命
を
も
っ
て
い
る
。
」
艮
（
傍
点
筆
者
）
さ
ら

に
ボ
ル
ノ
ー
は
一
九
四
五
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
に
よ
る

一
切
の
秩
序
と
理
性
の
崩
壊
後
の
状
況
の
な
か
で
、
特
に
弁
証

法
神
学
の
領
域
か
ら
生
じ
た
「
神
と
の
出
会
い
」
と
い
う
新
し

い
用
語
法
の
口
火
を
も
っ
て
し
て
、
出
会
い
概
念
の
第
二
段
階

と
位
置
づ
け
た
。
数
十
年
前
で
あ
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
「
宗
教

的
体
験
」
と
表
現
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
漠
然
と
し
た
表
現
に

と
っ
て
代
わ
っ
た
こ
の
「
神
と
の
出
会
い
」
の
意
味
す
る
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
人
が
そ
れ
に
ぶ
つ
か
り
、
全
然
快
適

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
な
く
、
か
た
く
て
ご
つ
ご
つ
し
て
お
り
、
仮
借
な
き
要
求
を

も
っ
て
人
間
に
要
求
し
つ
つ
迫
る
、
一
つ
の
実
在
」
鮨
（
傍
点

筆
者
）
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

 
こ
の
よ
う
に
実
存
的
な
「
出
会
い
」
概
念
の
解
釈
に
は
か
な

り
の
幅
が
あ
る
も
の
の
、
先
に
言
及
さ
れ
た
い
ず
れ
の
キ
リ
ス

ト
教
思
想
家
に
も
共
通
な
出
会
い
概
念
は
、
「
他
者
」
や
「
神
」

と
の
妥
協
を
許
さ
ぬ
要
求
、
自
己
の
態
度
の
変
更
、
ま
ど
ろ
み

か
ら
の
「
目
覚
め
」
、
さ
ら
に
は
「
仮
借
な
き
要
求
」
や
「
苦

痛
性
」
な
ど
が
そ
の
核
心
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を

ボ
ル
ノ
ー
は
確
信
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
実
存
的
な

「
出
会
い
」
概
念
の
核
心
は
、
ま
た
必
然
的
に
実
存
的
な
宗
教

概
念
で
あ
る
「
覚
醒
」
の
問
い
へ
と
収
敏
し
て
ゆ
く
も
の
と
思

わ
れ
る
。

第
二
節
 
宗
教
的
概
念
と
し
て
の
「
覚
醒
」

 
そ
こ
で
ボ
ル
ノ
ー
は
概
括
的
な
覚
醒
概
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、

宗
教
的
な
「
覚
醒
」
概
念
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま
と
あ
て
い

る
。
ま
ず
覚
醒
は
、
「
あ
る
べ
き
で
な
い
状
態
」
か
ら
「
あ
る

べ
き
状
態
」
へ
の
移
り
行
き
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
状
態
億
程

度
の
差
で
は
な
く
、
質
的
に
異
な
る
断
絶
の
性
格
を
帯
び
て
い

る
。
次
に
時
間
的
な
意
味
で
は
、
当
該
の
出
来
事
が
人
間
に
対

し
て
突
発
的
に
生
ず
る
が
ゆ
え
に
ヘ
ボ
ル
ノ
ー
は
こ
れ
を
実
存

的
な
「
非
連
続
性
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
と
の
関
連
で
、
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ボ
ル
ノ
ー
思
想
の
宗
教
的
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
察

人
間
に
対
し
て
外
か
ら
介
入
し
て
く
る
事
象
が
あ
る
種
の
「
痛

み
」
を
伴
っ
て
や
っ
て
く
る
。
蛤

 
罪
の
眠
り
か
ら
の
め
ざ
め
に
つ
い
て
、
新
約
聖
書
「
エ
ペ
ソ

人
へ
の
手
紙
」
第
五
章
十
四
節
は
、
「
眠
れ
る
者
よ
、
め
ざ
め

よ
」
と
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
か
け
て
く
る
。
π
ま
た
「
敬
度
に
し

て
覚
醒
し
た
人
間
」
に
つ
い
て
、
福
音
主
義
・
キ
リ
ス
ト
教
職

で
語
ら
れ
る
場
合
の
「
覚
醒
者
」
と
は
、
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
あ
る
一
定
の
、
た
い
て
い
は
時
間
的
に
正
確
に
規
定
し
う
る
、

回
心
の
体
験
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
㎡
非
ふ
か
い
生
活
か
ら
引

き
離
さ
れ
、
自
己
の
真
な
る
信
仰
に
到
達
し
た
人
の
こ
と
」
B

を
指
し
示
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
覚
醒
」
と
は
、
「
時
間
的
に

厳
密
に
規
定
さ
れ
た
出
来
事
で
あ
っ
て
、
人
間
を
一
回
的
か
つ

決
定
的
に
変
化
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
実
存

哲
学
の
解
釈
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
、
人
間
を
究
極
的
に
生

の
新
し
い
立
場
へ
と
転
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
。
囎

 
以
上
が
覚
醒
に
お
け
る
宗
教
的
側
面
で
あ
る
が
、
ボ
ル
ノ
ー

は
こ
の
覚
醒
概
念
を
教
育
の
分
野
に
も
転
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
教
育
学
に
実
り
豊
か
な
影
響
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
一

際
ボ
ル
ノ
ー
は
、
こ
の
「
覚
醒
」
概
念
を
教
育
学
の
領
域
で
考

え
る
場
合
の
出
発
点
は
、
「
教
育
は
つ
ね
に
覚
醒
で
あ
る
」
と

主
張
し
た
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（
国
'
ω
鷺
導
σ
q
①
同
二
八
八
二
上
九
六
一
ゴ
）
か
ら

始
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
ボ
ル
ノ
ー
は
い
う
。
シ
ュ
プ

ラ
ン
ガ
1
は
、
「
宗
教
上
の
用
語
か
ら
転
用
さ
れ
た
こ
の
概
念

［
覚
醒
概
念
の
意
：
筆
者
註
］
を
教
育
学
に
取
り
入
れ
て
教
育

学
の
観
点
か
ら
じ
っ
く
り
と
考
慮
し
た
、
最
初
の
人
」
・
。
で
あ
っ

た
、
と
。
そ
の
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
教
育
上
の
最
も
重

要
な
課
題
と
は
、
良
心
の
働
き
を
通
し
て
形
而
上
学
的
な
諸
力

が
人
間
の
魂
の
働
き
の
う
ち
に
発
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
他
の
人
々
の
う
ち
に
既
に
ず
っ
と
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
も
の

を
辛
抱
つ
よ
い
「
問
答
」
に
よ
っ
て
引
き
出
す
こ
と
を
可
能
と

し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
ω
○
町
暮
①
P
b
U
b
●
四
六
九
-
三
九
九
）
の

「
助
産
術
」
こ
そ
が
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
「
良
心
の
覚
醒
」

概
念
を
支
え
る
基
盤
で
あ
る
、
，
と
ボ
ル
ノ
ー
は
理
解
し
て
い
た
。

そ
れ
と
の
関
連
で
、
ボ
ル
ノ
ー
は
デ
ル
ボ
ラ
フ
（
9
U
曾
σ
○
国
運

一
九
一
ニ
ー
）
を
援
用
し
つ
つ
「
他
の
人
の
う
ち
に
、
な
ん
ら

か
う
ず
も
れ
た
仕
方
で
、
す
で
に
ず
っ
と
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
も

の
を
、
辛
抱
つ
よ
い
問
答
に
よ
っ
て
こ
の
人
間
の
う
ち
に
あ
ら

わ
に
す
る
術
」
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
「
問
答
法
」
の

重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
デ
ル
ボ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
学
習
と

は
、
子
ど
も
の
う
ち
に
ま
ど
ろ
み
潜
ん
で
い
る
洞
察
を
覚
醒
す

る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
年
下
の
も
の
が
年
上
の
も
の
の

助
け
を
借
り
て
引
き
起
こ
す
べ
き
「
自
己
発
見
の
驚
き
」
に
他

な
ら
な
い
。

 
以
上
が
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義
を
基
盤
と
し
た
ボ
ル
ノ
ー
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思
想
の
宗
教
性
の
解
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
の
「
本
来

的
な
生
」
の
獲
得
に
は
先
に
言
及
し
た
よ
う
な
実
存
的
な
宗
教

的
態
度
の
他
に
も
う
一
つ
の
宗
教
的
態
度
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
、
と
の
見
解
が
次
の
第
三
章
以
下
の
ボ
ル
ノ
ー
の
論
点
で
あ

る
。
そ
こ
で
初
め
て
「
実
存
主
義
克
服
」
の
問
い
が
生
じ
て
く

る
の
で
あ
る
。

第
三
章
 
ボ
ル
ノ
ー
の
実
存
主
義
克
服
に
お
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宗
教
性
に
つ
い
て

第
一
節
 
実
存
的
不
被
護
性
か
ら
新
し
い
二
心
性
へ
の
転
換

 
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
実
存
哲
学
の
限
界
は
特
に
、
倫
理
的

な
面
で
最
も
明
確
に
な
る
、
と
い
う
。
た
と
え
ば
実
存
哲
学
の

危
険
と
無
謀
な
自
己
投
入
へ
の
喜
び
は
、
自
己
享
楽
と
い
う
新

し
い
形
式
へ
再
び
堕
落
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
お
り
、
こ
の
実

存
哲
学
の
限
界
を
突
破
し
う
る
可
能
性
は
、
絶
望
か
ら
「
新
し

い
信
仰
」
へ
移
っ
て
ゆ
く
選
択
の
内
に
し
か
存
在
し
な
い
と
考

え
る
ボ
ル
ノ
ー
は
、
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
極
度
の
絶
望
の
危
機
的
な
時
期
に
、
純
粋
な
実
存
へ
の
復
帰

が
最
後
の
庇
護
で
あ
る
と
し
て
も
、
新
し
い
現
存
在
の
建
設
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や
は
り
新
し
く
獲
得
さ
れ
た
信
仰
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
成
功
す

る
」
飢
（
傍
点
筆
者
）
の
で
あ
る
、
と
。
た
と
え
ば
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
（
の
○
お
昌
霞
①
蒔
①
σ
q
p
霞
O
L
八
＝
ニ
ー
一
八
五
五
）
の

全
思
索
が
、
信
仰
と
絶
望
の
両
極
を
め
ぐ
る
関
わ
り
の
な
か
で
、

つ
い
に
は
新
し
い
「
重
度
」
（
Ω
冨
。
甑
σ
q
犀
①
詳
）
へ
と
突
き
進
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
信
仰
や
敬
度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
支
え
の
な
い
「
実
存
的
決
意
性
」
や
「
自
己
投
入
」
の
空
し

さ
が
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

 
さ
ら
に
実
存
哲
学
の
限
界
は
、
「
現
実
性
」
と
の
関
係
で
も

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
担
い
支
え
る
す
べ
て
の
客
観
的

諸
関
係
の
う
ち
で
失
望
し
動
揺
す
る
と
き
、
人
間
は
お
の
れ
個

人
の
実
存
へ
と
投
げ
戻
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
囲
を

取
り
ま
く
世
界
の
一
切
の
現
実
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
」
箆
が
、

実
存
の
拠
点
が
再
び
発
見
さ
れ
た
後
は
、
そ
こ
か
ら
価
値
の
あ

る
有
意
義
な
現
実
と
の
担
い
支
え
る
関
係
が
人
間
の
外
に
新
た

に
存
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
に
、
「
こ
の
現
実
性
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
純
粋
な
関
係
は
、
証
明
可
能
な
普
遍
妥
当
性
の
面
で
は
獲
得

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
れ
ず
、
実
に
自
分
自
ら
の
自
己
投
入
に
お
い
て
の
み
、
ま
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
た
に
覚
醒
さ
れ
た
敬
度
と
い
う
基
盤
の
う
え
で
の
み
獲
得
さ

れ
う
る
」
お
（
傍
点
筆
者
）
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

 
こ
う
し
て
ボ
ル
ノ
ー
の
思
想
を
注
意
深
く
分
析
し
て
み
る
な

ら
ば
、
ボ
ル
ノ
ー
は
実
存
主
義
の
正
さ
を
保
持
し
つ
つ
も
、
な

お
か
つ
実
存
哲
学
の
逃
れ
難
い
限
界
を
乗
り
越
え
、
実
り
多
い

探
究
を
す
る
う
え
で
、
一
つ
の
可
能
性
の
端
緒
と
し
て
、
「
信

仰
的
・
宗
教
的
」
概
念
の
不
可
欠
さ
を
論
点
の
節
目
節
目
で
必
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ず
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
浮
彫
り
に
さ
れ
よ
う
。
ポ
ル
ノ
！
に

よ
れ
ば
、
内
奥
の
孤
独
な
自
我
の
実
存
哲
学
的
な
孤
立
化
を
克

服
し
て
、
人
間
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
「
現
実
」
と
，
の
関
わ
り

へ
と
導
い
て
ゆ
く
こ
と
、
つ
ま
り
、
実
存
哲
学
で
は
等
閑
に
ふ

さ
れ
て
い
た
生
の
他
の
領
域
は
、
「
信
仰
」
と
な
ら
ん
で
、
愛

と
感
謝
を
こ
め
た
「
信
頼
」
あ
る
い
は
「
未
来
へ
の
希
望
」
と

い
う
概
念
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ

て
近
代
の
思
想
界
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
晩
年
の
ゾ
ル

ケ
（
即
●
ζ
。
国
涛
①
二
八
七
五
一
一
九
二
六
）
．
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

（
ζ
P
詳
冒
団
①
己
①
σ
q
σ
q
①
が
一
八
八
九
-
一
九
七
六
）
の
思
想
的

「
転
向
」
と
か
、
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー
ン
（
乏
●
u
d
零
σ
q
①
夷
毎
①
P

 
一
八
九
ニ
ー
）
の
完
全
に
「
健
や
か
な
」
世
界
の
発
見
と
い
う

．
「
信
仰
的
・
宗
教
的
」
概
念
の
芽
生
え
の
端
緒
を
ボ
ル
ノ
ー
は

け
っ
し
て
見
逃
し
は
し
な
か
っ
た
。

 
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
こ
で
の
焦
眉
の
問
い
は
、

「
実
存
的
孤
独
の
足
か
せ
」
を
断
ち
切
っ
て
、
人
間
の
外
部
に

あ
る
実
在
と
の
「
支
持
的
な
関
連
」
を
再
び
取
り
戻
す
こ
と
、

と
言
明
で
き
よ
う
。
こ
の
「
支
持
的
な
実
在
」
（
①
ぎ
①
け
轟
σ
q
①
乙
①

国
①
巴
詳
讐
）
と
は
、
要
す
る
に
人
間
が
信
頼
で
き
る
も
の
と
し

て
意
味
と
内
容
を
兼
ね
備
え
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
を
指
し
示

す
。
換
言
す
れ
ば
、
「
実
存
的
に
圧
迫
す
る
人
間
現
存
在
の
不

被
護
性
（
．
9
σ
q
①
び
○
茜
①
忌
Φ
詳
）
の
経
験
か
ら
、
被
護
性
（
Ω
甲

げ
○
茜
Φ
⇒
げ
①
詳
）
と
い
う
新
し
い
感
情
へ
い
た
る
道
」
％
だ
け
が

実
存
主
義
克
服
の
突
破
口
と
な
り
う
る
、
と
考
え
る
ボ
ル
ノ
ー

は
、
そ
こ
か
ら
も
っ
と
高
い
平
面
で
実
存
的
経
験
を
和
解
さ
せ

る
必
要
性
を
唱
え
た
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
誤
解
す
る
者
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
実
存
的
な
不
被
護
性
か
ら
、
む
ぞ
う
さ
に
新
し
い
被

護
性
へ
移
り
行
く
こ
と
で
は
な
く
、
不
被
護
性
の
面
か
ら
一
方

的
に
見
ら
れ
て
い
た
半
面
の
真
理
の
代
わ
り
に
、
両
面
を
包
括

す
る
完
全
な
真
理
を
設
定
す
る
こ
と
」
％
こ
そ
が
こ
こ
で
の
焦

眉
の
課
題
と
な
る
。

 
ど
の
よ
う
な
特
定
の
宗
教
的
解
釈
の
以
前
に
も
存
在
し
て
い

る
基
礎
的
な
存
在
関
係
を
、
「
存
在
信
仰
」
（
ω
①
ぎ
ω
＜
霞
甫
睾
窪
）

と
定
義
す
る
ボ
ル
ノ
ー
は
こ
れ
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
信
仰
の
概
念
を
特
定
の
宗
教
的
信
仰

と
い
う
意
味
に
極
端
に
狭
ば
め
る
危
険
が
な
け
れ
ば
、
存
在
信

頼
と
似
た
よ
う
な
意
味
で
、
存
在
信
仰
（
の
①
旨
ω
σ
q
δ
o
甑
σ
q
ざ
罫

［
存
在
敬
度
］
）
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
％
と
。
ポ

ル
ノ
ー
が
こ
の
「
存
在
信
頼
（
信
仰
）
」
に
つ
い
で
考
察
を
進

め
る
場
合
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
の
生
に
と
っ
て
の
必
然
的

前
提
条
件
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
逆
に
こ
の

存
在
信
頼
の
喪
失
は
必
然
的
に
、
自
ら
の
「
絶
望
」
と
直
面
せ

ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
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第
二
節
 
 
「
存
在
信
頼
」
の
芽
生
え

 
 
 
 
 
 
 
 
近
代
の
文
学
者
た
ち
の
証
言
よ
り
ー
ー

 
こ
う
し
た
ボ
ル
ノ
ー
の
希
望
や
存
在
信
頼
（
信
仰
）
の
概
念

に
は
、
実
存
主
義
克
服
の
た
め
の
「
新
し
い
被
護
性
」
を
取
り

，
戻
す
端
緒
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
の
混
迷

の
時
代
に
あ
っ
て
、
特
に
文
学
の
側
で
こ
う
し
た
感
謝
に
満
ち

た
「
存
在
の
被
護
性
」
の
感
情
が
目
立
ち
始
め
て
い
る
、
と
の

ボ
ル
ノ
ー
の
指
摘
は
鋭
く
か
つ
興
味
深
い
。
解

 
と
こ
ろ
で
ボ
ル
ノ
ー
は
「
詩
人
」
と
い
う
も
の
を
、
「
後
に

つ
づ
く
哲
学
的
発
展
の
先
駆
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
詩
人
た
ち
は
体
系
的
な
思
索
の
重
苦
し
さ
に
わ
ず

ら
わ
さ
れ
る
必
要
が
な
い
う
え
に
、
厳
密
な
概
念
規
定
の
構
築

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
つ
で
も
新
し
い
存
在
経
験
の
可

能
性
を
追
及
す
る
な
か
で
、
緩
慢
な
哲
学
的
熟
考
に
有
意
義
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
具
体
的
に
ボ
ル
ノ
ー

は
最
近
の
文
学
、
と
り
わ
け
近
代
の
仔
情
詩
と
、
晩
年
の
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
を
任
意
に
取
り
上
げ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
恐
怖
の
経
験

を
へ
た
あ
と
に
存
在
肯
定
の
新
し
い
感
情
、
つ
ま
り
、
人
間
固

有
の
あ
る
が
ま
ま
の
現
存
在
と
人
間
が
遭
遇
す
る
世
界
に
た
い

す
る
喜
ば
し
い
感
情
に
満
ち
た
賛
同
が
目
立
ち
は
じ
め
た
」
聡

こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
し
あ
た
り
、
特
に
二
人
の
詩
人
、
リ
ル

ケ
と
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー
ン
を
と
り
あ
げ
て
論
が
展
開
さ
れ
て

ゆ
く
。

 
「
健
全
な
も
の
」
の
経
験
が
、
特
に
現
代
文
学
の
な
か
で
顕

著
に
な
り
始
め
た
こ
と
は
、
実
存
主
義
的
立
場
の
克
服
の
端
緒

が
開
か
れ
ば
じ
め
た
重
要
な
兆
候
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に

ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー
ン
が
彼
の
最
後
の
詩
集
『
健
全
な
世
界
」

（
U
δ
げ
巴
①
≦
①
罫
ζ
§
畠
①
昌
”
一
九
五
〇
）
の
表
題
で
、
「
健

全
な
も
の
」
を
讃
え
、
そ
の
な
か
の
詩
の
一
節
、
「
幾
重
も
の

環
の
奥
深
く
も
っ
と
も
っ
と
内
な
る
環
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
の

中
核
は
安
ら
い
で
健
全
に
や
す
ら
う
」
（
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー

ン
前
掲
の
詩
）
と
歌
う
と
き
、
ま
だ
特
に
直
接
的
に
キ
リ
ス
ト

教
的
な
概
念
は
入
り
込
ん
で
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
人
間

の
魂
の
「
永
遠
の
健
全
性
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推

察
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
ボ
ル
ノ
ー
は
、
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー
ン

の
先
述
の
詩
集
、
『
健
全
な
世
界
』
の
一
節
、
「
苦
痛
か
ら
生
じ

た
も
の
は
無
常
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
わ
た
し
の
耳
に
し
た
の

は
讃
歌
の
み
で
あ
っ
た
ρ
」
と
い
う
告
白
を
援
用
し
て
、
こ
れ

は
安
直
な
楽
天
主
義
的
思
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
深
い
「
感

謝
」
の
感
情
を
歌
い
あ
げ
た
点
で
、
リ
ル
ケ
と
一
脈
通
じ
う
る

存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
2
9

 
さ
ら
に
上
述
し
た
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー
ン
の
「
健
全
な
も
の
」

の
意
義
が
、
実
存
的
硬
直
を
実
り
豊
か
に
乗
り
越
え
て
い
っ
た

晩
年
の
リ
ル
ケ
と
み
ご
と
な
ま
で
に
符
合
す
る
こ
と
に
ボ
ル
ノ
ー
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は
着
目
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
3
。
リ
ル
ケ
も
晩
年

に
は
絶
え
ず
、
「
健
全
な
も
の
」
に
お
い
て
、
新
た
な
存
在
経

験
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
表
現
と
し
て
こ
の
言
葉
を
発
し
て
い
た

が
、
リ
ル
ケ
に
お
け
る
こ
の
「
健
全
な
も
の
」
の
概
念
は
、
言

葉
の
根
源
的
な
意
味
で
の
「
聖
な
る
も
の
」
（
q
導
出
①
注
σ
q
①

［
健
全
な
も
の
］
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
極
め
て
慎
重
な
言
い

換
え
で
は
あ
る
が
「
神
」
と
い
う
言
葉
を
明
確
に
使
用
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
に
現
存
し
て
い
る
、
本
源
的
全
体
性

の
分
裂
と
破
壊
と
に
反
し
て
、
い
ま
や
神
が
、
こ
の
『
健
全
で

あ
る
こ
と
』
の
源
泉
と
、
ま
た
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
全
体
性

が
回
復
さ
れ
る
場
所
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
『
癒
す
場

所
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
。
説

 
ま
た
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
実
存
的
絶
望
の
あ
ら
ゆ
る
深
淵

を
自
ら
く
ぐ
り
抜
け
た
詩
人
リ
ル
ケ
の
晩
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
に

よ
る
詩
に
お
い
て
、
こ
の
新
し
い
「
生
の
感
情
」
が
納
得
の
い

く
表
現
に
達
し
て
お
り
、
こ
の
詩
の
行
き
着
く
先
は
、
最
終
的

な
リ
ル
ケ
の
最
後
の
遺
言
と
も
い
え
る
、
「
わ
れ
わ
れ
の
最
後

か
ら
二
番
目
の
こ
と
ば
は
悲
惨
の
一
語
で
あ
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

だ
が
（
中
略
）
一
番
最
後
の
こ
と
ば
は
、
美
し
い
、
で
あ
れ
」
認

（
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
詩
集
）
と
い
う
詩
句
で
あ
る
。
ボ
ル
ノ
ー

は
こ
こ
に
リ
ル
ケ
の
「
実
存
的
否
定
の
克
服
」
の
問
い
か
け
を

看
て
取
る
の
で
あ
る
。

 
い
ず
れ
に
せ
よ
リ
ル
ケ
ほ
ど
、
一
切
の
実
存
主
義
的
不
安
と

絶
望
と
を
切
り
抜
け
た
詩
人
は
い
な
い
が
、
彼
は
そ
の
長
い
人

生
航
路
の
果
て
に
次
の
よ
う
な
思
索
に
辿
り
着
い
た
。
こ
れ
と

の
関
連
で
ボ
ル
ノ
ー
は
リ
ル
ケ
を
援
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
を
見
出
す
た
め
に
は
、
人
は
幸
福

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
困
窮
か
ら
神
を

勝
手
に
創
り
出
す
よ
う
な
人
は
、
気
忙
し
く
先
を
急
ぐ
か
ら
で

あ
る
（
中
略
）
」
・
3
と
。
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
リ
ル
ケ
が
「
神
」

と
い
う
言
葉
を
使
う
際
に
は
、
そ
れ
は
人
間
の
外
部
に
あ
る
、
'

す
べ
て
の
「
支
持
的
な
実
在
性
」
に
該
当
す
る
と
し
、
そ
こ
か

ら
ボ
ル
ノ
ー
は
「
神
を
細
い
出
す
た
め
に
は
、
人
は
幸
福
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
リ
ル
ケ
の
命
題
に
依
拠
し
つ
つ
、

「
幸
福
」
と
は
「
恩
寵
」
の
よ
う
な
形
で
の
み
、
人
間
に
授
か

る
宗
教
的
な
思
想
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

 
次
に
、
ボ
ル
ノ
ー
は
実
存
主
義
克
服
の
た
め
の
第
三
の
証
人

と
し
て
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー
ン
と
リ
ル
ケ
に
続
け
て
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
を
援
用
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
彼
の
旧
著
、
『
存
在
と

時
間
』
（
ω
①
一
］
P
 
d
「
］
P
Ω
 
N
①
一
げ
）
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
「
窮
迫
し

た
時
間
性
」
の
世
界
で
は
、
た
し
か
に
「
健
全
な
も
の
」
の
概

念
は
ま
っ
た
く
入
り
込
む
余
地
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
人
間
の
生
は
、
ま
さ
に
世
界
の
無

気
味
さ
と
そ
の
な
か
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
人
間
の
非
全
体
・
存
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在
か
ら
捉
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
人
間
は
、
自
己
の
全
体
性
を

死
の
な
か
に
の
み
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
噛
と
考
え
て
い

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
刮
目
す
べ
き
は
、
そ
の
後
の
晩
年

の
ハ
．
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
特
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（
早
世
①
q
議
国

国
○
冠
曾
に
昌
二
七
七
〇
1
一
八
四
三
）
研
究
を
通
し
て
、
『
帰

郷
 
 
親
近
者
に
寄
す
 
 
』
と
い
う
詩
の
解
釈
に
お
い
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
晴
れ
や
か
な
も
の
」
と
い
う
生
の
肯
定
的
理
解
の
意
義
を
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
あ
げ
る
と
い
う
、
そ
の
思
想
的
転
向
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
よ
れ
ば
、
「
晴
れ
や
か
な
も
の
」
の
概
念
と
は
、
い
か
な
る

外
的
脅
か
し
に
よ
っ
て
も
秩
序
が
乱
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
自

己
の
本
質
の
全
体
性
に
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
、
彼
の
「
晴
れ
や
か
な
も
の
」
は
同
時
に
「
至
局
な
も
の
」

で
あ
り
、
リ
ル
ケ
の
い
う
と
こ
ろ
の
本
源
的
な
意
味
で
「
癒
す

る
も
の
」
（
創
9
の
 
甲
｛
①
一
］
．
①
］
P
α
①
）
と
も
結
び
つ
く
。
こ
れ
と
の
関
連

で
ボ
ル
ノ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的

に
表
現
す
れ
ば
、
「
『
晴
澄
は
根
源
的
に
癒
す
』
と
要
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
晴
澄
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
『
聖
な

る
も
の
』
（
量
ω
国
①
ロ
一
σ
q
Φ
）
そ
れ
自
体
で
あ
る
」
3
5
と
。

 
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
『
至
高
な
る
も
の
』
と

『
聖
な
る
も
の
』
と
は
、
詩
人
に
と
っ
て
は
同
一
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
清
澄
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
喜
ば
し
き
も
の
の
根

源
と
し
て
、
最
も
喜
ば
し
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
、

純
粋
な
晴
朗
化
の
作
用
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
至
高

な
る
も
の
』
の
中
に
、
か
の
高
き
存
在
者
、
す
な
わ
ち
『
聖
な

る
光
の
喜
戯
』
に
よ
っ
て
喜
ば
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
喜

べ
る
存
在
者
が
住
ま
う
の
で
あ
る
」
・
6
と
。
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
」

の
言
説
の
う
ち
に
、
『
存
在
と
時
間
』
で
の
世
界
の
無
気
味
さ

の
な
か
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
人
間
存
在
の
定
義
が
百
八
十

度
回
転
し
、
「
至
高
な
る
も
の
」
「
晴
れ
や
か
な
る
も
の
」
と
い

う
宗
教
的
な
も
の
に
よ
る
人
間
の
生
の
肯
定
的
理
解
の
重
要
性

が
も
の
の
み
ご
と
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
事
実
に
わ
れ
わ
れ
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
人
の
詩
人
の
個
人
的
な
「
言
葉
」
は
、

他
の
反
対
の
立
場
の
詩
人
の
思
想
と
対
抗
さ
せ
う
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
異
論
も
出
さ
れ
よ
う
が
、
し
か
し
ボ
ル
ノ
ー
は
そ

の
異
論
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
明
確
な
反
論
を
展
開
す
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
二
人
の
詩
人
の
言
葉
は
普
遍
妥
当
的
拘
束
力
を
も
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
し
か
し
彼
ら
の
言
葉
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
そ
こ
に
被
護
性
の
或
る
新
し
い
経
験
が
き
ざ
し
は
じ
め
て
い

 る
こ
と
の
、
最
初
の
予
告
的
な
指
摘
と
し
て
、
利
用
さ
れ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
」
肝
 
（
傍
点
筆
者
）
と
。
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
理
解
」
に
つ
い
て
も
、
先
の
二
人
の
詩
人

の
世
界
理
解
と
同
様
、
ボ
ル
ノ
ー
の
実
存
主
義
克
服
の
一
端
緒

の
優
れ
た
具
体
例
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
性
質
の
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ボ
ル
ノ
ー
思
想
の
宗
教
的
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
察

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
ボ
ル
ノ
ー
に
お
い
て
初
め
て
、
「
幸
福
な
信

頼
」
と
「
深
い
被
護
性
」
の
存
在
規
定
の
究
極
が
、
「
健
全
な

も
の
」
（
量
ω
国
①
巳
と
い
う
概
念
で
ま
と
あ
あ
げ
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
「
健
全
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
つ
も
砕
か
れ
ず
、

傷
つ
け
ら
れ
ず
に
い
る
「
砕
け
や
す
い
も
の
」
「
傷
つ
き
や
す

い
も
の
」
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
宗
教
的
な
意
味
に

結
び
つ
け
て
、
「
人
間
の
も
つ
最
も
深
い
生
が
か
け
ら
れ
て
い

る
、
威
嚇
か
ら
の
脱
出
と
し
て
一
 
 
、
『
魂
の
救
い
』
（
＝
①
ロ

μ
①
居
ω
Φ
巴
①
）
」
3
8
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
ボ
ル
ノ
ー
は
み
ご
と

に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ボ
ル
ノ
ー
の
功
績
と
独
自
‘

性
は
、
現
代
の
思
想
界
の
視
野
で
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
「
健
全
な
も
の
」
と
い
う
概
念
を
、

文
学
や
哲
学
思
想
の
重
要
な
兆
候
と
し
て
け
っ
し
て
見
逃
す
こ

と
な
く
、
「
実
存
主
義
克
服
」
の
切
り
札
と
し
て
浮
彫
り
に
し

た
点
に
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

第
三
章
結
論

 
以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
ボ
ル
ノ
ー
思
想
の
第
↓
の
宗
教

的
特
質
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義
を
基
盤
と
し
た
主
体
的

決
断
や
自
己
投
入
と
の
関
わ
り
で
経
験
さ
れ
る
「
出
会
い
」
や

「
覚
醒
」
の
内
に
顕
著
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て

こ
れ
ら
に
共
通
の
特
徴
は
、
そ
こ
で
は
実
存
の
真
実
を
め
ざ
し

て
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
「
苦
痛
性
」
や
「
仮
借

な
さ
」
、
「
抵
抗
経
験
」
な
ど
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
現
実
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
、
人
間
は
今
ま

で
の
古
き
非
本
来
的
な
自
己
の
在
り
方
の
選
択
を
迫
る
厳
し
い

辛
い
「
出
来
事
」
を
と
お
し
て
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
、
さ
ら

に
は
本
来
的
な
自
己
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
。
た
と
え
ば
、
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
「
実
存
」
す
る
こ
と
は
究
極
的
に
は

「
宗
教
的
に
実
存
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
キ

リ
ス
ト
教
的
実
存
」
を
成
就
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

『
お
そ
れ
と
お
の
の
き
』
3
9
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
信
仰

の
父
と
呼
ば
れ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
を
引
用
し
て
宗
教
的
実

存
の
特
質
を
も
の
の
み
ご
と
に
明
示
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
百

歳
に
な
っ
て
よ
う
や
く
得
た
独
り
子
イ
サ
ク
の
命
を
捧
げ
る
よ

う
に
神
か
ら
命
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
神
の
命
令
と
は
、
父
の
手

で
愛
す
る
息
子
を
殺
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
倫
理
的
に

み
れ
ば
人
殺
し
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
・

に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
イ
サ
ク
を
再
び
受
け
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

だ
け
を
信
じ
て
神
の
命
令
に
ど
こ
ま
で
も
絶
対
的
に
従
う
こ
と

と
な
る
。
・
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
不
条
理
で
納

得
の
い
か
ぬ
「
痛
み
」
と
「
仮
借
な
さ
」
を
伴
う
「
突
発
的
な

出
来
事
」
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
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得
の
い
か
ぬ
「
痛
み
」
と
「
仮
借
な
さ
」
を
伴
う
「
突
発
的
な

出
来
事
」
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の

ア
ブ
ラ
ハ
ム
物
語
を
と
お
し
て
、
こ
う
し
た
実
存
的
な
決
断
の

「
痛
み
」
や
「
仮
借
な
さ
」
と
い
う
「
抵
抗
経
験
」
を
経
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
主
体
的
真
理
と
し
て
の
「
信
仰
」
あ
る
い

は
「
実
存
的
な
宗
教
性
」
が
人
間
の
魂
の
う
ち
に
生
ず
る
こ
と

を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
一
切
の

現
実
的
な
も
の
は
合
理
的
に
は
探
究
し
が
た
い
逆
説
的
な
真
理

な
の
で
あ
り
、
ボ
ル
ノ
ー
の
実
存
思
想
の
宗
教
的
特
質
に
つ
い

て
特
に
「
出
会
い
」
と
「
覚
醒
」
概
念
に
お
け
る
「
仮
借
な
さ
」

「
苦
痛
性
」
「
突
発
性
」
と
い
う
概
念
が
い
か
に
実
存
的
か
つ
主

体
的
な
宗
教
性
ど
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
が
う
か
が
わ
れ
よ

う
。 

そ
し
て
第
二
の
領
域
で
は
、
実
存
主
義
克
服
と
の
連
関
で
ポ

ル
ノ
ー
の
宗
教
性
が
「
新
し
い
被
護
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
論

究
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
ー
ン
と

リ
ル
ケ
の
詩
、
さ
ら
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

詩
の
解
釈
を
中
心
に
、
文
学
の
世
界
に
芽
生
え
始
め
た
「
実
存

主
義
克
服
」
の
試
み
と
し
て
の
宗
教
性
に
的
を
絞
っ
て
論
が
展

開
さ
れ
て
き
た
。
ボ
ル
ノ
ー
が
、
実
存
哲
学
（
主
義
）
が
ぶ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 

か
る
限
界
は
「
絶
望
か
ら
新
し
い
信
仰
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
地
点

に
あ
る
」
姐
 
（
傍
点
筆
者
）
と
本
小
論
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
実
存

主
義
的
思
考
の
あ
る
局
面
は
、
現
代
の
人
間
が
直
面
し
た
危
機

的
状
況
の
「
象
徴
化
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し

た
状
況
下
で
も
な
お
、
人
間
の
「
生
」
が
可
能
で
あ
る
の
は
、

一
種
の
「
信
頼
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ル
ノ
ー

が
一
貫
し
て
強
調
し
て
き
た
「
存
在
信
頼
」
あ
る
い
は
「
存
在

肯
定
」
の
概
念
は
、
近
代
の
文
学
者
た
ち
が
、
彼
ら
の
「
実
存

的
経
験
」
を
く
ぐ
り
抜
け
た
後
に
到
達
し
た
一
つ
の
「
境
地
」

で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
逆
に
、
こ
の
存
在
信
頼
の
喪
失
は
、

人
間
を
絶
望
へ
お
と
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
存
在
信
頼

の
究
極
の
根
底
と
は
い
っ
た
い
何
か
を
存
在
論
的
に
つ
き
つ
め

て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
ボ
ル
ノ
ー
は
近
代
の
文
学
者
た
ち
の
い
う

「
健
全
な
も
の
」
と
い
う
存
在
論
的
な
主
題
を
発
見
し
た
の
で

あ
っ
た
。
犯
本
小
論
で
は
も
は
や
扱
え
な
い
主
題
だ
が
、
こ
の

「
健
全
な
も
の
」
は
、
や
が
て
「
空
間
性
」
の
分
析
を
介
し
て

故
郷
喪
失
の
克
服
と
し
て
の
「
家
」
の
問
題
へ
と
直
結
す
る
し
、

こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
回
転
」
以
後
の
「
住

む
こ
と
」
の
存
在
論
的
問
題
性
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
が
、
こ
れ

は
他
の
と
こ
ろ
で
論
究
さ
れ
る
重
要
な
人
間
存
在
の
課
題
と
な

ろ
う
。

 
以
上
ボ
ル
ノ
ー
の
広
範
な
思
想
の
ご
く
一
端
が
論
究
さ
れ
た

に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
究
極
の
根
底
に
お
い
て
ボ
ル
ノ
ー
の
宗
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ボ
ル
ノ
ー
思
想
の
宗
教
的
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
三

教
的
特
性
が
彼
の
言
説
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
織
り
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
じ
ょ
じ
ょ
に
で
は
あ
る
が
明
確
に
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
思
え
る
。
本
小
論
で
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
ボ
ル
ノ
ー
の
哲

学
的
人
間
学
の
主
題
に
横
た
わ
る
「
宗
教
性
」
し
か
論
じ
る
こ

と
が
で
き
な
っ
た
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
ボ
ル
ノ
ー
の

広
範
な
哲
学
的
人
身
学
の
主
要
テ
ー
マ
に
含
ま
れ
る
宗
教
的
特

質
を
、
他
の
思
想
家
と
の
比
較
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ら
に
包
括
的

に
論
究
し
て
ゆ
き
た
い
。
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理
想
社
、

一
九
七
六
年
、
第
一
二
刷
、
二
三
三
頁
。

○
．
国
．
b
u
o
一
ぎ
○
牽
p
●
p
●
○
・
の
・
一
G
。
。
。
・
邦
訳
二
一
二
四
一
五
頁
。

○
・
円
ω
。
ぎ
。
多
三
戸
霧
N
喜
 
○
の
O
b
臣
①
彗
q
・

（
5
）

（
6
）

（
7
）

AA98
vv

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

℃
豊
p
σ
q
O
σ
q
一
F
ω
●
。
。
。
。
．
邦
訳
、
二
四
二
頁
。

○
。
国
．
切
σ
｝
ぎ
○
多
p
』
●
○
・
ω
．
。
。
⑩
●
邦
訳
、
一
四
二
一

三
頁
。

平
石
善
司
著
、
『
マ
ル
チ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
』
、
創
文
社
、

一
九
九
一
年
、
一
刷
、
七
六
頁
。

○
・
円
u
d
。
旨
○
多
国
土
ω
げ
8
N
b
 
○
ω
O
b
江
①
巨
q

℃
鑑
p
σ
q
O
σ
q
一
F
ω
●
。
。
⑩
・
邦
訳
、
八
九
頁
。

○
●
国
●
u
σ
○
一
巨
○
牽
p
p
O
．
。
。
．
⑩
⑩
●
邦
訳
、
 
一
五
九
頁
。

○
．
国
．
ω
○
｝
ぎ
○
多
p
p
・
○
．
の
●
⑩
⑩
●
邦
訳
、
一
六
〇
頁
。

ボ
ル
ノ
ー
著
、
「
出
会
い
の
問
題
」
『
文
化
と
教
育
』
、

（
日
借
協
同
研
究
誌
）
、
一
九
八
六
年
、
東
洋
館
出
版
社
、

七
号
、
一
〇
頁
。

ポ
ル
ノ
i
著
、
前
掲
書
、
一
二
頁
。

○
・
国
●
u
d
O
旨
○
多
国
凶
。
。
け
①
菖
b
ぎ
ω
○
冨
δ
§
動

男
巴
9
σ
q
O
σ
q
一
ぎ
ω
・
。
。
⑩
・
h
邦
訳
、
一
四
四
頁
参
照
及
び
、

「
出
会
い
」
の
問
題
を
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
の
関
わ
り

で
、
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
立
場
か
ら
詳
細
に
検
討
し
て

い
る
文
献
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
を
参
照
の
こ
と
。

山
内
一
郎
著
、
『
神
学
と
キ
リ
ス
ト
教
教
育
』
、
日
本
基

督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
三
年
、
初
版
、
第
二
部
第
二

章
、
「
出
会
い
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
」
、
一
一
〇
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軸
と
し
つ
つ
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
論
究
が
展
開
さ
れ

 
 
 
て
い
る
。

（
1
3
）
○
●
国
b
・
ぎ
・
多
 
穿
蓉
8
N
b
巨
・
の
・
9
δ
 
毒
匹

 
 
勺
p
量
σ
q
o
σ
q
一
ぎ
ω
・
⑩
O
●
邦
訳
、
一
四
四
頁
。

（
1
4
）
○
●
円
b
d
O
 
5
0
多
p
．
鉾
○
．
ω
．
⑩
。
。
．
邦
訳
、
一
四
九
頁
。

（
1
5
）
9
国
・
b
d
O
一
ぎ
。
多
P
P
O
●
ω
●
Φ
心
・
邦
訳
、
一
五
二
頁
。

（
1
6
）
＜
σ
q
一
こ
○
・
男
u
d
O
 
口
○
≦
b
・
p
●
○
●
ω
．
ミ
・
邦
訳
、
七

 
 
三
頁
参
照
。

（
1
7
）
○
●
国
・
u
d
O
一
ぎ
○
ぎ
p
●
p
．
○
．
ω
．
軽
。
。
●
邦
訳
、
七
五
頁
。

（
1
8
）
○
●
国
・
し
d
O
一
ぼ
○
牽
p
●
勲
○
●
ω
●
蔭
。
。
●
邦
訳
、
七
六
頁
Q

（
1
9
）
○
●
国
．
じ
u
O
一
価
。
牽
p
・
鉾
○
．
ω
．
㎝
ド
邦
訳
、
八
0
頁
。

 
 
．
ま
た
こ
の
覚
醒
や
ボ
ル
ノ
ー
の
宗
教
性
に
つ
い
て
は
、

 
 
別
の
角
度
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
拙
論
『
道
徳
教

 
 
育
』
、
武
安
宥
編
著
、
福
村
出
版
、
 
一
八
三
頁
-
一
八

 
 
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。
、

（
2
0
）
ポ
ル
ノ
i
著
、
森
田
孝
・
大
塚
恵
一
訳
編
、
『
問
い
へ

 
 
の
教
育
…
哲
学
的
人
間
学
の
道
…
』
川
島
書
店
、
 
一

 
 
九
七
八
年
、
第
二
版
、
五
〇
頁
。

（
2
1
）
○
・
周
』
○
ぎ
。
ぎ
国
凶
。
。
け
①
自
b
巨
・
。
・
・
b
ぼ
ρ
ω
●
一
。
。
ド

 
 
邦
訳
、
二
一
ご
一
頁
。

（
2
2
）
○
●
国
・
ω
○
 
口
。
牽
 
鉾
p
．
○
．
の
．
一
穽
 
邦
訳
、
二
一

 
 
三
頁
。

ボ
ル
ノ
ー
思
想
の
宗
教
的
特
質
に
う
い
て
の
一
考
察

（
2
3
）
○
●
国
．
u
u
O
 
昌
○
名
b
・
p
・
○
●
o
。
●
一
。
。
卜
。
．
邦
訳
、
二
三
二

 
 
 
頁
。

（
2
4
）
○
●
国
・
U
d
。
 
8
多
Z
①
話
Ω
①
ぴ
。
居
σ
q
8
山
け
．
U
p
。
。

 
 
 
牢
○
げ
H
①
旨
 
 
①
甘
霞
 
 
d
-
ぴ
Φ
暑
営
α
巨
σ
q
 
9
の

 
 
 
国
凶
ω
d
Φ
詐
称
δ
目
q
。
・
｝
囚
9
一
冨
ヨ
B
①
さ
ω
9
詳
σ
q
胃
甘

 
 
 
b
。
〉
自
ド
一
⑩
①
P
の
．
b
。
G
。
・
、

 
 
 
須
田
秀
幸
訳
、
『
実
存
主
義
克
服
の
問
題
…
新
し
い
被

 
 
 
護
性
…
』
未
来
社
、
一
九
七
八
年
、
第
三
刷
、
二
〇

 
 
 
頁
。

（
2
5
）
○
．
国
・
じ
u
O
一
ぎ
○
≦
b
』
．
○
●
ω
●
・
。
卜
邦
訳
、
二
一
頁
。

（
2
6
）
○
・
国
●
u
σ
○
一
ぎ
○
多
 
P
P
O
・
ω
。
b
。
9
邦
訳
、
二
二
頁
。

（
2
7
）
＜
σ
q
一
こ
○
●
国
．
b
d
O
｝
ぎ
○
§
p
．
p
．
○
．
。
Q
・
b
。
9
邦
訳
、
三

 
 
 
〇
頁
参
照
。

（
2
8
）
○
●
円
b
d
O
一
ぎ
。
牽
p
．
p
・
○
・
ω
・
・
。
①
出
・
邦
訳
、
三
〇
頁
。

（
2
9
）
＜
σ
q
一
こ
○
●
国
●
b
d
O
一
ぎ
○
ぎ
p
．
P
O
●
。
。
』
①
」
●
邦
訳
、

 
 
 
三
〇
頁
参
照
。

（
3
0
）
＜
σ
q
一
こ
○
．
周
●
ゆ
○
｝
ぎ
○
葦
p
．
p
●
○
．
ω
．
嵩
Φ
●
邦
訳
、

 
 
 
一
八
一
頁
参
照
。

（
3
1
）
○
●
国
．
ゆ
○
 
5
0
多
目
p
．
○
．
。
っ
・
一
臼
、
・
邦
訳
、
一
八
四

 
 
 
頁
。

（
3
2
）
山
野
ρ
Q
Φ
爵
ま
①
ぎ
守
碧
N
・
の
宣
旨
ω
鷲
9
魯
①
．

 
 
 
≦
δ
ω
σ
巴
魯
お
お
●
ω
●
δ
●
一
⇒
○
●
国
●
b
u
o
目
昌
○
多
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ボ
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ノ
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特
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に
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い
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考
察

 
 
Z
①
o
①
Ω
①
げ
○
茜
Φ
導
①
罫
ω
b
刈
．
邦
訳
、
三
一
頁
Q

（
3
3
）
即
涛
ρ
Ω
①
爵
算
①
ぎ
律
彗
N
O
の
陣
9
①
困
ω
嘆
p
号
①
●
巨

 
 
ρ
国
」
W
。
ぎ
○
牽
Z
①
器
・
Ω
①
げ
○
お
①
嘗
①
罫
の
・
に
O
」

 
 
邦
訳
、
一
六
九
頁
。

（
3
4
）
○
●
国
●
u
u
O
｝
ぎ
○
多
鉾
鉾
○
．
。
Q
●
一
①
7
邦
訳
、
一
八
四
・

 
 
頁
。

（
3
5
）
竃
●
空
聾
①
σ
q
σ
q
①
同
・
国
巨
雲
§
q
夷
魯
豊
田
巳
創
9
霧

 
 
U
8
げ
げ
O
昌
σ
q
．
国
同
P
5
犀
⊆
h
9
困
げ
P
●
ζ
●
お
0
一
'
ω
冨
・
『
ヘ
ル

 
 
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
明
』
手
塚
他
訳
、
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

 
 
選
集
』
第
3
巻
理
想
社
昭
和
四
〇
年
、
三
版
、
二
四
頁
。

 
 
ま
た
、
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
明
』
の
訳
者
あ
と

 
 
が
き
で
、
訳
者
は
、
「
お
そ
ら
く
『
存
在
と
時
間
』
以

 
 
後
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
詩
人
の
う

 
 
ち
最
も
純
粋
無
垢
な
詩
人
と
い
う
こ
と
の
で
き
る
ヘ
ル

 
 
ダ
ー
リ
ン
に
ひ
た
す
ら
傾
倒
し
つ
づ
け
」
た
と
推
測
す

 
 
る
。
さ
ら
に
、
訳
者
に
よ
れ
ば
特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

 
 
こ
の
書
は
最
近
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
を
よ
り
ょ
く
理

 
 
解
す
る
た
め
の
秘
鍵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て

 
 
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
晩
年
の
「
回
転
」

 
 
以
後
の
宗
教
的
被
護
性
の
存
在
論
的
な
「
生
の
肯
定
」

 
 
が
読
み
と
れ
よ
う
。
（
二
二
九
頁
手
塚
富
雄
他
訳
者
あ

 
 
と
が
き
参
照
）

（
3
6
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
著
、
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
明
』
、

 
 
二
四
頁
。

（
3
7
）
○
・
国
．
u
d
O
旨
○
多
Z
Φ
器
Ω
①
σ
o
同
σ
q
Φ
導
①
鉾
ω
●
ミ
．
邦

 
 
訳
、
三
二
頁
。

（
3
8
）
○
●
国
．
ゆ
。
一
ぎ
○
多
 
p
』
．
○
●
ω
'
一
貫
邦
訳
、
一
七
九

 
 
頁
。

（
3
9
）
。
Q
●
囲
①
蒔
①
σ
q
童
言
Ω
喜
鐙
σ
q
Φ
認
P
お
ら
。
。
●

 
 
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
、
桝
田
啓
三
郎
訳
、
『
お
そ
れ
と
お

 
 
の
の
き
』
、
著
作
集
五
、
白
水
社
、
 
一
九
六
二
年
、
六

 
 
八
頁
。

（
4
0
）
松
浪
信
三
盤
錯
、
『
実
存
主
義
辞
典
』
東
京
堂
、
昭
和

 
 
三
九
年
、
一
．
一
五
頁
-
一
一
六
頁
参
照
。

（
4
1
）
○
●
勾
●
b
d
O
 
8
多
国
凶
。
。
審
嵩
b
ま
ω
o
b
巨
ρ
ω
」
穽
邦
．

 
 
訳
、
二
三
一
頁

（
4
2
）
ボ
ル
ノ
ー
著
、
須
田
秀
幸
訳
、
『
実
存
主
義
克
服
の
問

 
 
題
」
、
訳
者
解
題
、
二
七
九
頁
「
二
八
二
頁
参
照
。
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