
仏
典
や
聖
書
は
宗
教
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
る
文
学
作
品
で
す
。
そ
う
い
う
宗
教
文
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
に
収
め
ら
れ
る

作
品
の
読
み
方
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
の
で
す
が
、
話
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
日
常
目
に
す
る
新
聞
や
週

刊
誌
な
ど
の
報
道
記
事
の
読
み
方
と
比
較
し
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
宗
教
文
学
の
記
述
と
報
道
記
事
の
記
述
と
の
違
い
を

れ
る
と
、

ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
方
は
仏
教
学
を
学
ん
で
行
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
‐
仏
教
学
で
は
経
典
や
諭
吉
な
ど
の
仏
典
を
読
む
こ
と
が
中
心
に
な

り
ま
す
。
仏
陀
釈
尊
の
教
え
を
説
く
も
の
を
経
、
僧
た
ち
の
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
き
ま
り
を
述
べ
た
も
の
を
律
、
釈
尊
の
教
え
を
説

明
し
た
り
解
釈
し
た
り
し
た
も
の
を
論
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
仏
典
を
読
む
場
合
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を
多
少
な
り
と
も
知
っ
て
お
か

れ
る
と
、
こ
れ
か
ら
仏
典
を
読
ん
で
い
か
れ
る
上
で
何
か
の
お
役
に
立
つ
こ
と
と
思
い
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
お
話
を
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。 本

日
は
仏
教
学
会
の
新
入
会
員
の
歓
迎
講
演
会
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
来
週
も
金
曜
の
二
限
目
に
親
鶯
聖
人
の
ご
命
日
勤

行
が
営
ま
れ
ま
す
か
ら
、
仏
教
学
演
習
Ｉ
の
授
業
が
二
週
間
続
け
て
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
講
演
会
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

授
業
の
よ
う
な
形
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
大
阪
の
難
波
別

院
の
依
頼
で
、
そ
こ
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
「
南
御
堂
」
と
い
う
新
聞
に
載
せ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

仏
典
の
記
述
を
ど
う
読
む
か

小
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知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。
２

お
経
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
今
日
資
料
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
仏
陀
の
伝
記
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
耆
の

中
に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
お
よ
そ
作
り
話
し
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
、
現
実
に
は
起
こ
り
得
な
い
よ
う
な
、
荒
唐
無
稽
な
出
来
事
が
し

ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
文
学
に
は
、
仏
陀
や
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
様
々
な
超
能
力
を
発
揮
す
る
場
面
が
頻
繁
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
記
述
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
こ
れ
は
案
外
む
つ
か
し
い
問
題
で
す
。

例
え
ば
、
仏
陀
が
悟
り
に
到
達
す
る
直
前
に
、
悪
魔
の
大
軍
に
打
ち
勝
ち
、
悪
魔
の
三
人
の
美
女
の
誘
惑
を
退
け
る
「
降
魔
」
の
物
語

や
、
マ
タ
イ
伝
に
説
か
れ
る
キ
リ
ス
ト
へ
の
悪
魔
の
誘
惑
の
物
語
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
あ
る
い
は
皆
さ
ん
も
映
画
で
ご
覧
に
な
っ
た
か

と
思
い
ま
す
が
、
モ
ー
ゼ
が
エ
ジ
。
フ
ト
を
脱
出
す
る
と
き
に
紅
海
が
三
つ
に
割
れ
て
そ
こ
に
道
が
現
わ
れ
出
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
旧
訳

聖
書
の
記
述
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
そ
れ
ら
を
単
に
、
仏
陀
や
キ
リ
ス
ト
や
モ
ー
ゼ
を
偉
人
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
作
り
話
し
に

す
ぎ
な
い
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
意
図
を
象
徴
す
る
比
啼
的
な
表
現
と
看
倣
す
か
。
こ
の
よ
う
な
記
述
に
出
く
わ
す
度
に
、

そ
の
意
図
を
理
解
し
か
ね
て
、
考
え
あ
ぐ
ね
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

仏
典
に
説
か
れ
る
そ
の
種
の
非
現
実
的
な
記
述
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
が
分
か
ら
ず
に
困
っ
て
い
た
と
き
に
、
あ
る
仏
教
学
者
の

言
葉
に
接
し
ま
し
た
。
そ
の
方
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。

す
べ
て
の
聖
典
は
、
近
代
の
報
道
記
事
と
は
ま
っ
た
く
別
の
観
点
か
ら
書
か
れ
た
。
そ
れ
は
た
だ
の
事
実
で
は
な
く
、
宗
教
的
事
実

を
伝
え
る
こ
と
を
唯
一
の
使
命
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
宗
教
文
学
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
文
学
も

ま
た
、
事
実
の
描
写
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、
実
は
宗
教
的
真
理
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
・
だ
か
ら
十
九
世
紀
末
の
実
証
主
義

的
な
方
法
で
仏
教
聖
典
を
見
る
場
合
に
は
、
事
実
を
誤
る
の
み
で
は
な
く
て
、
重
要
な
要
素
を
見
逃
す
こ
と
も
あ
り
得
る
。

た
と
え
ば
、
仏
陀
と
し
て
の
自
覚
に
到
達
す
る
前
夜
、
も
し
く
は
入
滅
の
前
後
な
ど
、
こ
れ
ら
の
異
常
経
験
を
記
述
す
る
た
め
に

は
特
殊
な
表
現
方
法
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
文
献
を
解
読
す
る
た
め
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
知
識
が
必
要
で
あ
る
。



そ
の
解
読
に
よ
っ
て
仏
教
の
教
理
に
つ
き
、
一
般
的
に
宗
教
的
真
理
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
渡
辺
照
宏
屈

教
」
第
二
版
、
岩
波
新
書
、
七
八
頁
）

こ
こ
に
は
報
道
記
事
と
宗
教
文
学
の
記
述
と
が
対
比
し
て
説
明
さ
れ
て
い
て
、
前
者
が
「
た
だ
の
事
実
」
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
宗
教
文
学
は
「
宗
教
的
事
実
」
を
伝
え
る
こ
と
を
唯
一
の
使
命
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

宗
教
的
事
実
あ
る
い
は
宗
教
的
真
理
を
述
べ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
事
実
の
描
写
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
」
述
べ
ら
れ
て
い

る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
宗
教
文
学
も
報
道
記
事
も
一
見
同
じ
よ
う
に
事
実
を
描
写
す
る
か
の
よ
う
な
仕
方
で
事
柄
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
読
む
人
は
両
者
が
同
じ
性
質
の
事
実
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
受
け
止
め
て
し
ま
う
過
ち
を
犯
す
危
険

性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
過
ち
を
回
避
さ
せ
よ
う
と
し
て
「
実
証
主
義
的
な
方
法
で
仏
教
聖
典
を
見
る

場
合
に
は
、
事
実
を
誤
る
の
み
で
は
な
く
て
、
重
要
な
要
素
を
見
逃
す
こ
と
も
あ
り
得
る
」
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
こ
れ
か
ら
仏
典
を
読
も
う
と
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
方
に
は
是
非
と
も
記
憶
に
留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
し
皆
さ
ん
方
が
仏
典
の
記
述
を
報
道
記
事
の
記
述
と
同
様
に
考
え
て
お
読
み
に
な
る
と
す
れ
ば
、
き
っ
と
単
に
荒
唐
無
稽
な
作
り
話

し
で
あ
る
と
か
、
仏
陀
を
偉
人
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
読
後
感
を
持
た
れ
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
れ
で
は
と
て
も
仏
典
を
学
ぼ
う
と
い
う
気
持
ち
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
宗
教
文
学
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
宗
教
的
事

実
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
仏
陀
の
誕
生
に
関
す
る
仏
伝
の
記
述
を
取
り
上
げ
て
見
て
み
る
こ

仏
陀
の
誕
生
は
玄
芙
の
旅
行
記
「
大
唐
西
域
記
』
に
そ
の
伝
説
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
玄
英
は
七
世
紀
頃
に
中
国
を
出
発
し
、
タ
ク

ラ
マ
ヵ
ン
砂
漠
を
横
切
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
越
え
て
、
は
る
ば
る
十
七
、
八
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
、
イ
ン
ド
に
仏
教
を
求
め
て
旅
を

し
た
お
坊
さ
ん
で
す
。
孫
悟
空
の
三
蔵
法
師
の
モ
デ
ル
に
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

菩
薩
は
生
ま
れ
ら
れ
る
や
、
手
助
け
な
く
し
て
四
方
に
行
か
れ
る
こ
と
各
七
歩
さ
れ
て
、
自
ら
、
「
天
上
天
下
、
唯
我
の
み
尊
し
。

と
に
し
ま
し
よ
》
っ
。
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今
よ
り
以
後
、
私
の
持
ち
前
の
生
は
も
は
や
尽
く
し
た
（
こ
れ
が
最
後
身
で
あ
り
、
今
後
は
輪
廻
転
生
す
る
こ
と
は
な
い
）
」
と
言

わ
れ
た
。
（
水
谷
真
成
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
頁
）

釈
尊
が
生
ま
れ
る
や
す
ぐ
に
七
歩
歩
ま
れ
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
伝
説
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
。
入
学
式

の
後
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
期
間
中
に
本
廟
参
拝
に
行
か
れ
た
折
に
山
門
の
所
で
、
白
象
の
上
で
、
右
手
を
挙
げ
て
天
を
指
し
、
左
手

で
地
を
指
し
て
い
る
赤
ん
坊
の
像
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
誕
生
仏
と
言
わ
れ
る
、
釈
尊
の
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と

き
の
お
姿
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
伝
説
は
有
名
す
ぎ
る
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
意
図
は
何
か
と
尋
ね

ら
れ
る
と
、
な
か
な
か
答
え
に
く
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
が
東
西
南
北
に
そ
れ
ぞ
れ
七
歩
歩
い
て
「
こ
の
世

界
中
で
た
だ
私
ひ
と
り
が
尊
と
と
述
べ
た
な
ど
と
い
う
記
述
は
、
ど
う
考
え
て
も
荒
唐
無
稽
な
作
り
話
し
と
で
も
言
う
よ
り
他
に
説
明

の
仕
様
が
な
い
、
と
い
う
思
い
が
し
ま
す
。

も
し
あ
な
た
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
記
の
作
ら
れ
た
意
図
は
何
か
と
尋
ね
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
答
え
ま
す
か
。
少
し
想
像
力
を
働
か

せ
る
人
な
ら
、
伝
記
を
作
っ
た
人
は
、
仏
陀
の
よ
う
な
優
れ
た
悟
り
を
ひ
ら
か
れ
る
に
は
、
生
ま
れ
つ
き
超
人
的
な
能
力
を
備
え
て
お
ら

れ
た
に
相
違
な
い
と
考
え
て
、
そ
の
超
人
性
を
表
現
す
る
た
め
に
、
生
ま
れ
る
や
す
ぐ
に
七
歩
歩
ま
れ
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
言

わ
れ
た
と
述
べ
た
の
だ
、
と
答
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
も
そ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
を
何
度
か
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
確
か
に
こ
こ
に
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
陀
釈
尊
の
生
涯
を
偉
人
化
し
よ
う
と
す
る
後
世
の
仏
教
徒
の
意
図
が
は
た
ら

い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
と
は
い
え
こ
の
伝
説
は
釈
尊
を
何
の
根
拠
も
な
く
偉
人
に
仕
立
て
上
げ
た
り
、
神
話
化
し
た
り
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
は
釈
尊
の
偉
人
た
る
所
以
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
釈
尊

自
ら
「
唯
だ
我
れ
ひ
と
り
尊
し
」
と
宣
言
さ
れ
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
今
よ
り
以
後
、
私
の
持
ち
前
の
生
は
も
は
や

尽
く
し
た
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
訳
者
の
水
谷
氏
は
「
こ
れ
が
最
後
身
で
あ
り
、
今
後
は
輪
廻
転

生
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
ま
生
き
て
い
る
こ
の
人
生
が
最
後
の
生
涯
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
生
が
終
わ
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一
九
九
九
年
の
夏
に
大
学
の
研
修
旅
行
で
学
生
諸
君
と
一
緒
に
ブ
ー
タ
ン
と
い
う
国
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ブ
ー
タ
ン
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
山
脈
中
に
あ
る
、
チ
ベ
ッ
ト
や
ネ
パ
ー
ル
と
隣
接
す
る
王
国
で
す
。
ネ
パ
ー
ル
は
イ
ス
ラ
ム
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
が
盛
ん
な
国
で
す
が
、

ブ
ー
タ
ン
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
取
り
入
れ
た
信
仰
心
の
あ
つ
い
仏
教
国
で
す
。
二
名
の
現
地
人
ガ
イ
ド
が
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
彼

ら
は
ま
だ
三
十
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
大
変
好
感
の
も
て
る
若
者
で
し
た
。
少
人
数
の
ツ
ア
ー
で
し
た
か
ら
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
中

で
学
生
た
ち
は
す
ぐ
に
彼
ら
と
仲
よ
く
な
り
、
色
々
な
話
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
話
が
た
ま
た
ま
輪
廻
転
生
の
こ
と
に
及
び
ま
し
た
。
二

人
の
若
者
は
当
然
の
よ
う
に
そ
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
学
生
た
ち
は
信
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
人
が
信
ず
る
理
由

を
尋
ね
ま
し
た
。
す
る
と
若
者
の
一
人
が
、
自
分
の
弟
の
話
し
を
し
ま
し
た
。

彼
の
弟
は
ま
だ
言
葉
も
充
分
に
話
せ
な
い
と
き
に
、
並
べ
ら
れ
て
い
る
食
器
の
中
か
ら
幾
つ
か
の
も
の
を
指
し
て
自
分
の
も
の
だ
と
言

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
す
べ
て
彼
の
お
祖
父
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
家
族
は
彼
が
お
祖
父
さ
ん
の
生
ま
れ
変
わ
り
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
若
者
の
話
は
学
生
た
ち
を
納
得
さ
せ
た
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
は
そ
う
い
う
話

を
こ
れ
ま
で
も
外
国
の
観
光
客
に
何
度
も
し
て
同
じ
よ
う
な
反
応
を
経
験
し
た
の
で
し
ょ
う
、
学
生
た
ち
の
反
応
に
対
し
て
特
別
な
表
情

を
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
は
自
分
の
信
じ
て
い
る
こ
と
を
た
だ
述
べ
た
だ
け
だ
と
い
う
よ
う
な
表
情
を
し
て
い
ま
し
た
。

私
は
同
様
の
話
を
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
伝
記
を
映
画
化
し
た
も
の
な
ど
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
彼
の
話
も
そ
の
種
の
物
語
り
に

基
づ
く
も
の
か
と
も
思
い
ま
し
た
が
、
数
日
間
の
彼
の
誠
実
な
仕
事
ぶ
り
か
ら
し
て
、
彼
が
作
り
話
し
を
し
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

や
は
り
彼
は
そ
う
信
じ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ブ
ー
タ
ン
の
典
型
的
な
民
家
の
中
を
案
内
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
最
も
驚
５

れ
ば
も
は
や
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
伝
説
が
述
べ
る
釈
尊
が
尊
い
人
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
輪
廻
転
生
」
と
い

う
古
代
イ
ン
ド
の
人
々
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
多
少
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
く
方
が
理
解
し
て
い
た
だ
き
易
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
少

し
寄
り
道
を
し
ま
す
。



の
が
、
わ
れ
わ
れ
と
心

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
た
の
は
仏
間
が
立
派
な
こ
と
で
し
た
。
十
畳
は
ゆ
う
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
部
屋
全
体
が
仏
壇
風
に
き
ら
び
や
か
に
荘
厳
さ
れ
て
作
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
家
族
は
全
貝
朝
夕
お
参
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
若
者
も
仕
事
に
行
く
前
と
帰
っ
て
来
て
か
ら
と
に
必
ず

家
族
の
幸
せ
と
良
い
来
世
を
祈
っ
て
お
参
り
を
す
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

ブ
ー
タ
ン
に
行
っ
て
現
実
の
生
活
の
一
端
に
触
れ
て
み
て
、
輪
廻
転
生
を
信
ず
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
た
だ
来
世
に
生
ま
れ
変
わ

る
こ
と
を
信
ず
る
か
信
じ
な
い
か
と
い
う
違
い
だ
け
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
も
の
の
考
え
方
そ
の
も

の
が
、
わ
れ
わ
れ
と
は
違
い
ま
す
。
で
す
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
を
基
準
に
し
て
異
な
っ
た
文
化
の
在
り
方
を
理
解
す
る
と
過
ち
を
犯

輪
廻
転
生
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
の
考
え
方
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
少
し
わ
き
道
に
入
り
込
み
過
ぎ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
話

を
元
に
も
ど
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
ど
う
い
う
世
界
を
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
か
と
い
え
ば
、
地
獄
・
餓
鬼
。
畜
生
・
阿
修

羅
・
人
間
・
天
と
い
う
世
界
で
す
。
そ
れ
を
六
道
と
言
い
ま
す
。
生
き
物
（
有
情
）
は
様
々
な
行
い
（
業
）
を
し
ま
す
。
善
い
行
い
（
善

業
）
．
悪
い
行
い
（
悪
業
）
・
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
行
い
（
無
記
業
）
が
、
有
情
の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
、
そ
れ
が
次
に
生
ま
れ
る
世
界
を

決
定
し
ま
す
。
善
い
行
い
を
し
た
者
は
人
間
や
天
と
い
う
好
ま
し
い
世
界
に
、
悪
い
行
い
を
し
た
者
は
地
獄
や
餓
鬼
や
畜
生
や
阿
修
羅
と

い
う
好
ま
し
く
な
い
世
界
に
生
ま
れ
る
と
考
え
る
の
で
す
。

地
獄
は
想
像
が
つ
く
と
思
い
ま
す
。
餓
鬼
と
い
う
の
は
常
に
餓
え
と
渇
き
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
生
き
物
の
こ
と
で
す
。
畜
生
は
犬
や

牛
な
ど
動
物
、
阿
修
羅
は
戦
の
好
き
な
生
き
物
の
こ
と
で
す
。
天
と
は
神
々
の
こ
と
で
す
。
イ
ン
ド
の
神
さ
ま
の
名
前
は
意
外
と
皆
さ
ん

も
知
っ
て
い
ま
す
。
弁
天
さ
ん
と
い
う
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
弁
財
天
。
大
阪
の
有
名
な
お
寺
に
お
祭
り
さ
れ
て
い
る
、
持
国
・
増
長
・

広
目
・
毘
沙
門
の
四
天
王
。
寅
さ
ん
の
映
画
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
葛
飾
柴
又
の
帝
釈
天
な
ど
、
名
前
を
挙
げ
て
い
け
ば
、
た
い
て
い

一
度
は
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
古
代
の
イ
ン
ド
の
人
々
は
そ
う
い
う
六
種
類
の
生
き
物
に
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変

わ
り
す
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
の
で
す
。
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我
々
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
幸
せ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
古
代
の
イ
ン
ド
の

人
々
は
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
る
よ
り
は
る
か
以
前
の
イ
ン
ド
で
は
、
人
は
死
ね
ば
ヤ
マ
神
の
天
国
に
行

き
、
そ
こ
で
安
楽
な
生
活
を
送
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
時
代
が
進
む
と
と
も
に
そ
の
よ
う
な
楽
観
的
な
考
え
方
は
で
き
な
く
な

り
、
死
後
に
も
う
一
度
死
ぬ
苦
し
み
を
味
わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
「
再
死
」
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
恐
怖
の
観
念
が

人
々
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
頃
に
は
、
再
死
と
い
う
考
え
方
は
さ
ら
に
輪
廻
転
生
と
い

う
考
え
方
を
生
み
出
し
、
繰
り
返
し
苦
し
み
を
味
わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
人
々
を
恐
れ
さ
せ
苦
し
め
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
が
釈
尊
の
時
代
の
人
々
の
考
え
方
で
し
た
。

現
代
で
は
イ
ン
ド
で
も
ブ
ー
タ
ン
で
も
、
人
々
は
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
苦
と
は
と
ら
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
の
ブ
ー
タ
ン
の
若
者
も
「
ま
た
生
ま
れ
変
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
私
は
死
ぬ
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
は
思
い
ま
せ

ん
」
と
笑
っ
て
語
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
輪
廻
転
生
す
る
こ
と
を
苦
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
輪
廻
転
生
に
対
す

る
受
け
と
め
方
は
現
代
で
は
古
代
と
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
は
迷
信
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
が
、
釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
頃
の
、
沙
門
や
バ
ラ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
、
当
時
を

代
表
す
る
思
想
家
や
宗
教
者
た
ち
の
最
大
関
心
事
は
、
輪
廻
転
生
の
恐
怖
か
ら
ど
う
す
れ
ば
解
放
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
あ
ら

ゆ
る
生
き
物
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
が
行
っ
た
行
為
（
業
）
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
無
限
の
過
去
か
ら
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り

を
繰
り
返
し
、
そ
の
度
に
生
の
苦
し
み
と
死
の
恐
怖
に
お
の
の
き
つ
つ
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
沙
門
の
代

表
者
で
あ
る
六
師
外
道
や
、
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
宗
教
者
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
よ
う
な
、
当
代
を
代
表
す
る
学
者
や
求
道
者
の
願
い

は
、
ひ
と
え
に
輪
廻
転
生
の
恐
怖
と
苦
悩
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

『
沙
門
果
経
」
と
い
う
経
典
に
は
六
師
外
道
が
ど
う
い
う
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
中
に
は
、
人

間
は
死
ね
ば
、
彼
を
構
成
し
て
い
た
五
種
類
あ
る
い
は
七
種
類
の
構
成
要
素
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
彼
が
し
た
善
い
行
い
も
悪
い
行
７



い
も
彼
の
死
後
に
は
何
の
影
響
も
与
え
な
い
か
ら
、
生
き
て
い
る
間
は
せ
い
ぜ
い
快
楽
を
追
求
す
べ
き
だ
と
い
う
、
極
端
な
主
張
を
す
る

者
が
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
一
見
輪
廻
転
生
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
主
張
も
、
実
は
輪
廻
転

生
の
恐
怖
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
る
現
実
逃
避
の
ょ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、

そ
れ
を
否
定
す
る
者
を
も
含
め
て
、
六
師
外
道
の
心
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
は
輪
廻
転
生
の
恐
怖
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
釈
尊
が
王
位
を

捨
て
て
出
家
を
し
求
道
の
生
活
に
入
ら
れ
た
の
も
そ
れ
か
ら
の
解
脱
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
伝
記
は
伝
え
て
い
ま
す
。

釈
尊
は
そ
の
生
涯
を
か
け
て
そ
の
解
脱
の
道
を
追
求
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
発
見
さ
れ
た
の
で
す
。
釈
尊
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
有
情
を

輪
廻
転
生
の
苦
に
縛
り
付
け
て
い
る
も
の
は
業
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
解
き
放
つ
も
の
は
智
慧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
古
代
の
イ
ン

ド
の
人
々
に
と
っ
て
智
慧
は
輪
廻
転
生
の
恐
怖
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
し
た
が
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

も
智
慧
は
人
生
の
様
々
な
苦
労
や
困
難
を
克
服
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
釈
尊
は
経
典
の
中
で
教
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
皆
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
仏
教
学
を
学
ば
れ
る
目
的
で
も
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
行
く
上
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
智
慧
、
そ
れ

は
ど
う
す
れ
ば
獲
得
で
き
る
の
か
。
そ
の
方
法
を
初
め
て
悟
っ
た
人
が
い
ま
誕
生
さ
れ
た
。
そ
う
考
え
て
こ
の
伝
説
の
作
者
は
生
ま
れ
ら

れ
た
ば
か
り
の
釈
尊
に
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
宣
言
さ
せ
た
の
で
す
。
智
慧
の
獲
得
に
生
涯
を
捧
げ
る
人
こ
そ
本
当
に
尊
い
人
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
そ
の
よ
う
に
宣
言
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
伝
説
が
釈
尊
を
「
持
ち
前
の
生
を
尽
く
し
た
［
人
］
」
と
言
い
、
「
こ
れ
が
最
後
身
で
あ
り
、
今
後
は
輪
廻
転
生
す
る
こ
と
は
な
い

［
人
］
」
と
述
べ
る
の
は
、
過
去
の
数
多
の
生
涯
に
お
い
て
修
行
を
積
ま
れ
た
結
果
、
輪
廻
転
生
を
も
た
ら
す
業
の
力
を
減
し
尽
し
て
、

も
は
や
再
び
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
の
な
い
人
と
し
て
、
輪
廻
の
最
後
の
生
涯
に
生
ま
れ
ら
れ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
賞
讃
す
る
た
め
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
釈
尊
が
偉
人
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
の
は
、
輪
廻
転
生
の
苦
悩
か
ら
解
脱
す
る
資
格
を
備
え
、
そ
の
こ
と
を
完
成
す
る
た
め

の
最
後
の
生
涯
に
生
ま
れ
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
「
唯
だ
我
れ
ひ
と
り
尊
し
」
と
い
う
宣
言
の
言
葉
は
、
輪
廻
転
生
の
苦
悩
か
ら
解
脱
す
る
資
格
を
備
え
た
人
こ
そ
尊
し
と
す

輿



る
「
仏
教
の
目
標
」
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
も
言
え
ま
す
。
単
に
王
子
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
を
偉
人
化
し
た
り
、
そ
の
能
力
の
偉
大

さ
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
近
年
し
ば
し
ば
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
は
す
べ
て
生
ま
れ
つ
き
尊
い

も
の
だ
と
す
る
「
人
間
性
の
尊
厳
」
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

七
と
い
う
数
字
は
古
代
イ
ン
ド
で
は
物
事
の
完
結
を
示
す
満
数
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
こ
こ
で
は
七
歩
歩
ま
れ

た
と
い
う
記
述
は
輪
廻
を
満
了
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
学

生
時
代
に
旧
師
か
ら
、
「
七
歩
」
歩
ま
れ
た
と
い
う
記
述
は
輪
廻
の
境
涯
で
あ
る
「
六
道
」
を
一
歩
超
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
り
、
荒
唐
無
稽
な
作
り
話
で
釈
尊
を
神
話
化
し
た
り
偉
人
化
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
も
よ
く
納

得
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が
七
歩
歩
い
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
言
っ
た
と
い
う
、
ま
っ
た
く
荒
唐
無
稽
な
作
り
話
し
と
し

か
思
え
な
い
伝
説
も
、
以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
が
語
ら
れ
た
文
脈
を
よ
く
考
え
、
当
時
の
思
想
界
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
意

図
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
演
習
Ｉ
の
授
業
を
初
め
と
し
て
仏
典
の
読
み
方
を
一
緒
に
勉
強
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
本
稿
は
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
、
大
谷
大
学
メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
仏
教
学
会
新
入
会
員
歓
迎
記
念
講
演
の
筆
録
に
筆
者
が
若
干
補

訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
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