
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
の
教
化
学
的
考
察

—
そ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
的
側
面

伊

藤

立

教

日
蓮
宗
の
《
お
宝
》

現
代
に
お
け
る
教
化
の
方
策
を
考
え
る
「
教
化
学
」
は
、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
設
立
時
か
ら
石
川
教
張
師
（
第
九
代
所
長
）
が
提

唱
し
、
教
化
研
究
会
議
・
教
化
セ
ン
タ
ー
の
実
働
、
各
宗
教
化
関
係
研
究
機
関
交
流
会
の
発
足
を
主
導
し
た
。

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
設
立
三
大
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
教
学
の
現
代
化
」
に
つ
な
が
る
「
教
化
学
」
確
立
を
め
ざ
す
こ
の
研
究

発
表
大
会
の
意
義
は
、
大
き
く
深
い
。

日
蓮
聖
人
滅
後
の
七
二
六
年
間
、
先
師
は
、
衆
生
と
時
代
と
場
所
と
政
治
を
分
析
し
、
時
に
先
導
し
、
時
に
は
従
属
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
、

教
化
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
工
夫
と
苦
悩
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
今
日
、「
講
」
と
い
え
ば
本
門
仏
立
宗
（
講
）、「
法
座
」
と
い
え
ば
立
正
佼
成
会
、「
折
伏
」
と
い
え
ば
創
価
学
会
、
と
い
わ

れ
、
教
化
の
面
で
、
日
蓮
宗
の
《
お
宝
》
が
他
教
団
に
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
。

他
宗
・
他
教
団
の
人
は
言
う
、
日
蓮
宗
は
お
宝
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
て
う
ら
や
ま
し
い
、
と
。
い
わ
く
、
臨
機
応
変
に
諸
神
を
勧
請

で
き
る
文
字
式
曼
荼
羅
本
尊
、
久
遠
実
成
の
釈
迦
牟
尼
仏
、
日
蓮
聖
人
の
ほ
と
ん
ど
の
遺
文
・
遺
品
・
霊
跡
。

本
化
正
統
教
団
の
日
蓮
宗
に
は
、
上
行
所
伝
の
お
題
目
が
あ
る
、
棲
神
の
祖
山
身
延
山
が
あ
る
。

日
蓮
宗
新
宗
門
運
動
が
、
お
題
目
結
縁
を
か
か
げ
、
祖
山
総
登
詣
を
す
す
め
る
の
も
、
当
を
得
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
後
が
な
い
。
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「
千
の
風
に
な
っ
て
」
は
宗
教
者
の
い
な
い
宗
教

さ
ら
に
今
日
、「
霊
」
と
い
え
ば
『
オ
ー
ラ
の
泉
』
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
観
が
あ
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
（
霊
的
真
理
・
心
霊
主

義
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
現
れ
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
千
の
風
に
な
っ
て
」
と
い
う
歌
の
大
流
行
で
あ
る
。

今
年
（
平
成
十
九
年
）
二
月
、
あ
る
大
き
な
超
宗
教
団
体
の
大
会
で
、
私
が
、「『
千
の
風
に
な
っ
て
』
の
大
流
行
を
ど
う
思
う
か
」
と

質
問
し
た
と
こ
ろ
、
某
仏
教
系
大
学
学
長
が
、「
あ
れ
は
宗
教
者
の
い
な
い
宗
教
と
い
う
こ
と
で
、
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
答
え
ら
れ
た
。

宗
教
者
の
い
な
い
宗
教
で
い
い
の
な
ら
、
仏
教
な
ど
の
創
唱
宗
教
の
意
義
が
な
く
な
る
の
で
は
、
と
考
え
、
直
葬
や
自
然
葬
が
ふ
え
て
き

て
い
る
現
状
と
あ
わ
せ
、『
日
蓮
宗
宗
報
』
四
月
号
に
分
析
記
事
を
書
い
た
。

「
千
の
風
に
な
っ
て
」
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
詩

千
の
風
に
な
っ
て
（
作
者
不
明

日
本
語
詩
新
井
満
）

私
の
お
墓
の
前
で

泣
か
な
い
で
く
だ
さ
い

そ
こ
に
私
は
い
ま
せ
ん

眠
っ
て
な
ん
か
い
ま
せ
ん

千
の
風
に

千
の
風
に
な
っ
て

あ
の
大
き
な
空
を

吹
き
わ
た
っ
て
い
ま
す

秋
に
は
光
に
な
っ
て

畑
に
ふ
り
そ
そ
ぐ
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冬
は
ダ
イ
ヤ
の
よ
う
に

き
ら
め
く
雪
に
な
る

朝
は
鳥
に
な
っ
て

あ
な
た
を
目
覚
め
さ
せ
る

夜
は
星
に
な
っ
て

あ
な
た
を
見
守
る

私
の
お
墓
の
前
で

泣
か
な
い
で
く
だ
さ
い

そ
こ
に
私
は
い
ま
せ
ん

死
ん
で
な
ん
か
い
ま
せ
ん

千
の
風
に

千
の
風
に
な
っ
て

あ
の
大
き
な
空
を

吹
き
わ
た
っ
て
い
ま
す
（
注
１
）

作
者
不
明
の
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
日
本
語
訳
者
の
新
井
満
氏
は
、
自
著
『
千
の
風
に
な
っ
て
』
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

死
者
が
、
実
は
死
ん
で
な
ん
か
い
な
い
の
だ
。（
四
三
頁
）

千
の
風
に
な
る
と
は
、
大
地
や
地
球
や
宇
宙
と
一
体
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。（
四
八
頁
）

要
す
る
に
作
者
は
、“
死
と
再
生
の
詩
”
を
書
こ
う
と
し
た
の
だ
。（
五
一
頁
）

作
者
の
考
え
方
や
感
じ
方
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
近
い
こ
と
は
既
に
書
い
た
。（
六
三
頁
）

『
日
蓮
宗
宗
報
』
で
の
私
の
意
見

こ
れ
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
詩
、
と
言
う
新
井
満
氏
に
対
し
、
私
は
『
日
蓮
宗
宗
報
』
に
こ
う
書
い
た
。

ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
、「
宗
教
の
原
初
的
な
超
自
然
観
の
一
。
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
具
体
的
な
形
象
を
も
つ
と
同
時
に
そ
れ

ぞ
れ
固
有
の
霊
魂
や
精
霊
な
ど
の
霊
的
存
在
を
有
す
る
と
み
な
し
、
諸
現
象
は
そ
の
意
志
や
働
き
に
よ
る
も
の
と
見
な
す
信
仰
」（
岩

波
書
店
『
広
辞
苑
』
第
四
版
）
で
す
。
古
代
の
人
間
が
恐
れ
た
「
死
」
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
は
安
心
を
得
ら
れ
ず
、
創
唱
宗
教
の
登
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場
を
ま
っ
て
、「
死
」
の
哲
学
的
意
味
を
得
、
よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
創
唱
宗
教
で
あ
る
仏
教
が

弘
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
日
本
で
、「
千
の
風
に
な
っ
て
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
の
教
え
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
支
持
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
は
、「
死
」
を
徹
底
的
に
見
つ
め
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
「
死
」
は
避
け
が
た
い
事
実

で
あ
る
、
と
し
て
、
生
老
病
死
の
四
苦
を
認
め
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
死
」
の
苦
し
み
を
苦
集
滅
道
の

四
諦
で
理
解
し
、
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
八
正
道
・
十
二
因
縁
（
縁
起
）
を
悟
れ
ば
、
安
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
教
え
で

す
。
さ
ら
に
法
華
経
は
、
諸
法
実
相
・
久
遠
実
成
で
真
理
と
救
済
を
説
き
、
日
蓮
聖
人
は
、
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
で
即
身
成
仏
・

霊
山
往
詣
の
安
心
を
得
ら
れ
る
、
と
は
っ
き
り
教
え
て
い
ま
す
。（
注
２
）

「
朝
日
新
聞
」
文
化
欄
の
反
応

こ
の
文
章
を
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
せ
た
と
こ
ろ
、
朝
日
新
聞
東
京
本
社
記
者
か
ら
取
材
を
受
け
た
。

い
ま
や
葬
儀
で
も
頻
繁
に
流
さ
れ
る
歌
と
な
っ
た
が
、「
私
は
墓
に
い
な
い
、
死
ん
で
な
ん
か
い
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
日
本
人

が
共
有
し
て
き
た
仏
教
的
な
死
生
観
と
は
異
な
る
と
、
違
和
感
を
表
明
す
る
仏
教
関
係
者
も
い
る
。「
千
の
風
に
な
っ
て
」
が
注
目
さ

れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
の
教
え
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
支
持
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
―
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究

所
の
主
任
で
、
住
職
で
も
あ
る
伊
藤
立
教
さ
ん
は
最
近
、
機
関
紙
で
そ
う
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
伊
藤
さ
ん
は
、
成
仏
や
浄
土
が
あ

る
こ
と
で
安
心
し
て
臨
終
を
迎
え
ら
れ
、
の
こ
さ
れ
た
人
も
葬
儀
や
回
向
と
い
う
儀
礼
を
通
じ
て
死
者
と
向
き
合
え
る
の
が
仏
教
だ

と
い
う
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
は
「
死
」
に
対
す
る
安
心
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
自
然
宗
教
を
脱
し
た
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
よ

り
「
死
」
の
意
味
づ
け
が
明
確
に
さ
れ
た
。
そ
う
伊
藤
さ
ん
は
考
え
る
。「
葬
式
な
ど
儀
式
を
す
る
こ
と
に
明
け
暮
れ
、
そ
れ
ら
の
持

つ
意
味
を
我
々
が
十
分
に
伝
え
て
き
た
の
か
、
と
い
う
反
省
は
あ
る
。
し
か
し
、
亡
く
な
っ
て
も
生
き
て
い
て
欲
し
い
、
と
い
う
『
千
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の
風
』
に
表
れ
る
気
持
ち
は
、
未
練
が
ど
こ
ま
で
も
残
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
」（
中
略
）
東
京
大
の
島
薗
進
教
授
（
宗

教
学
）
は
、「
千
の
風
」
の
世
界
観
を
「
死
者
と
生
者
の
関
係
が
非
常
に
近
く
、
個
人
的
だ
」
と
み
る
。
こ
れ
ま
で
は
身
内
が
亡
く
な

れ
ば
、
通
夜
な
ど
に
親
族
や
近
所
の
人
々
が
集
い
、
飲
食
を
共
に
し
な
が
ら
、
死
者
の
思
い
出
を
語
ら
い
、
悲
し
み
を
癒
し
て
き
た
。

さ
ら
に
先
祖
を
供
養
し
、
墓
を
大
事
に
す
る
こ
と
で
、「
家
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
死
者
と
の
一
体
感
を
維
持
し
て
い
た
。
だ

が
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
機
能
は
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
る
。「
死
者
と
の
交
わ
り
が
個
的
に
な
り
、
痛
み
や
苦
し
み
も
個
々
人
で
抱

え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
」
と
分
析
す
る
。
そ
う
し
た
時
代
を
生
き
る
人
た
ち
に
は
、「
風
に
な
っ
て
空
を
吹
き
わ
た
っ
て
い
る
」
死

者
と
の
交
流
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
胸
に
響
く
の
だ
ろ
う
。
島
薗
さ
ん
は
言
う
。「『
千
の
風
』
の
世
界
は
、
風
通
し
が
よ
く
て
広
々
と
し

て
い
る
。
で
も
同
時
に
さ
び
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
」（
注
３
）

記
者
は
、
日
本
人
の
死
生
観
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
注
目
し
、
こ
の
歌
の
大
流
行
は
、
仏
教
者
の
怠
慢
、
日

本
仏
教
を
支
え
て
き
た
共
同
体
機
能
の
喪
失
と
見
る
向
き
も
あ
る
、
と
紹
介
し
て
い
る
。

「
日
蓮
宗
新
聞
」
コ
ラ
ム
欄
の
反
応

こ
の
記
事
は
全
国
版
に
掲
載
さ
れ
、
多
数
の
多
様
な
反
応
が
あ
っ
た
。
日
蓮
宗
新
聞
コ
ラ
ム
欄
に
は
、
次
の
よ
う
な
反
応
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
朝
日
新
聞
に
「
千
の
風
」
な
ぜ
ヒ
ッ
ト
と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。「
私
の
お
墓
の
前
で
、
泣
か
な
い
で
く

だ
さ
い
」
で
始
ま
る
詩
だ
。
死
者
が
遺
さ
れ
た
人
に
語
り
か
け
、
悲
し
み
を
治
し
て
く
れ
る
詩
と
あ
る
。
変
わ
り
つ
つ
あ
る
日
本
人

の
死
生
観
が
、
こ
の
ヒ
ッ
ト
の
要
因
と
見
る
人
も
い
る
と
▼
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
聖
人
は
「
忘
持
経
事
」
と
い
う
富
木
常

忍
に
与
え
た
お
手
紙
に
こ
う
記
さ
れ
る
。「
教
主
釈
尊
の
御
宝
前
に
母
上
の
遺
骨
を
安
置
し
、
五
体
を
地
に
投
げ
そ
の
前
に
ひ
れ
伏

し
、
合
掌
し
て
両
眼
を
開
い
て
教
主
釈
尊
の
尊
容
を
拝
す
れ
ば
、
宗
教
的
な
悦
び
が
身
体
に
あ
ふ
れ
て
、
心
の
苦
し
み
も
す
ぐ
に
消

─329─

「千の風になって」の教化学的考察（伊藤）



え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
父
母
へ
の
感
謝
の
念
が
起
こ
り
、
わ
が
頭
は
父
母
の
頭
わ
が
十
指
、
わ
が
口
は
父
母
の
口
で

あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
種
子
と
果
実
、
身
と
影
の
よ
う
な
も
の
だ
。
あ
な
た
の
心
か
ら
親
の
供
養
を
さ
れ
た
」
と
教
示
さ
れ
る
▼
母

親
の
遺
骨
を
前
に
し
て
、
常
忍
が
、
母
親
を
供
養
す
る
姿
に
聖
人
は
感
動
し
た
。
母
親
と
常
忍
の
一
体
の
関
係
を
お
示
し
に
な
り
、

常
忍
に
対
し
て
は
即
身
成
仏
の
教
え
を
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
法
華
経
を
介
し
て
の
親
子
の
あ
り
方
を
簡
明
に
示
さ
れ
た
▼
現
代

に
お
い
て
も
、
こ
の
感
覚
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。
死
者
の
墓
前
に
立
っ
た
時
、
死
者
か
ら
語
り
か
け
て
く
る
だ
け
で
は
な
く
、
死

者
と
生
者
の
心
の
交
流
が
あ
る
。
こ
の
交
流
こ
そ
が
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
宗
教
的
な
感
情
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
本
当

に
心
の
癒
し
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
久
）〈
筆
者
注
―
以
上
全
文
、
原
文
の
ま
ま
〉（
注
４
）

葬
儀
を
し
な
い
で
火
葬
す
る
「
直
葬
」
が
、
首
都
圏
で
二
割
も
あ
る
と
い
う
。
直
葬
の
後
、
宗
教
法
人
管
理
墓
地
へ
の
無
断
埋
骨
も
あ

る
ら
し
い
。
墓
前
で
の
死
者
と
生
者
の
心
の
交
流
は
あ
る
、
が
、
死
者
の
成
仏
、
い
ず
れ
は
死
ぬ
生
者
の
諦
観
と
い
っ
た
も
の
は
、
教
わ

ら
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
法
華
経
・
日
蓮
聖
人
の
そ
れ
は
、
日
蓮
宗
教
師
が
説
か
な
け
れ
ば
理
解
さ
れ
な
い
。「
宗
教
者
の
い
な
い
宗

教
」
が
弘
ま
る
こ
と
を
懸
念
し
、
も
っ
と
積
極
的
に
教
化
の
方
策
を
練
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
週
刊
大
衆
」
の
反
応

「
週
刊
大
衆
」
に
は
、
そ
れ
こ
そ
一
般
大
衆
的
反
応
が
あ
っ
た
。
筆
者
へ
の
直
接
取
材
は
な
か
っ
た
。

テ
ノ
ー
ル
歌
手
・
秋
川
雅
史
の
Ｃ
Ｄ
『
千
の
風
に
な
っ
て
』
が
、
八
月
下
旬
、
つ
い
に
一
〇
〇
万
枚
を
突
破
し
た
。（
中
略
）
だ

が
、
こ
こ
に
き
て
、
仏
教
関
係
者
か
ら
思
わ
ぬ
“
物
言
い
”
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
。
先
陣
を
切
っ
た
の
が
、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研

究
所
の
主
任
で
、
住
職
で
も
あ
る
伊
藤
立
教
氏
。
六
月
二
十
日
付
の
朝
日
新
聞
で
、〈
葬
式
な
ど
儀
式
を
す
る
こ
と
に
明
け
暮
れ
、
そ

れ
ら
の
持
つ
意
味
を
我
々
が
十
分
に
伝
え
て
き
た
の
か
、
と
い
う
反
省
は
あ
る
。
し
か
し
、
亡
く
な
っ
て
も
生
き
て
い
て
欲
し
い
、
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と
い
う
「
千
の
風
～
」
に
表
れ
る
気
持
ち
は
、
未
練
が
ど
こ
ま
で
も
残
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
〉
と
疑
問
を
投
げ
か
け

る
や
、
全
国
の
僧
侶
か
ら
反
響
が
巻
き
起
こ
っ
た
と
い
う
の
だ
。「
伊
藤
氏
の
指
摘
も
も
っ
と
も
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
彼
ら
に
と
っ

て
痛
か
っ
た
の
は
、
死
者
が
、
自
ら
を
“
お
墓
の
中
に
い
な
い
”
と
表
現
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
す
ね
。
だ
っ
て
、
日
本
の
仏
教
の
根
幹

は
、
お
墓
の
中
の
ご
先
祖
様
を
拝
む
こ
と
で
し
ょ
？
そ
れ
を
否
定
さ
れ
て
は
ね
え
。
今
年
の
お
盆
の
法
要
は
や
り
に
く
か
っ
た
と
、

グ
チ
を
こ
ぼ
す
お
坊
さ
ん
も
い
ま
し
た
よ
」（
宗
教
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）（
中
略
）「
こ
の
歌
が
も
っ
と
困
る
の
は
、
正
直
、
仕
事
に
差

し
支
え
る
か
ら
。
歌
詞
を
真
に
受
け
て
、
お
墓
参
り
を
し
な
い
人
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
で
…
…
」（
関
西
地
方
の
真
言
宗

僧
侶
《

》）
実
は
近
頃
、
僧
侶
が
読
経
を
す
る
従
来
の
葬
式
ス
タ
イ
ル
は
、
減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。「
無
宗
教
の
生
前
葬
を
行

40

な
っ
た
り
、
身
内
だ
け
で
密
葬
し
て
、
後
日
、
ホ
テ
ル
で
お
別
れ
会
を
開
く
ケ
ー
ス
が
増
え
て
ま
す
か
ら
ね
。
墓
も
作
ら
ず
、
海
や

山
で
散
骨
を
希
望
す
る
方
も
多
い
で
す
し
。
昔
は
、
先
祖
代
々
が
当
た
り
前
だ
っ
た
檀
家
も
、
最
近
は
“
お
カ
ネ
が
か
か
る
”
と
離

脱
す
る
人
も
珍
し
く
な
い
。
お
寺
の
経
営
も
ラ
ク
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
」（
同
）（
中
略
）
評
論
家
の
小
沢
遼
子
さ
ん
は
、
こ
う
分
析

す
る
。「
確
か
に
素
敵
な
歌
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
時
の
感
傷
に
浸
っ
て
い
る
人
も
多
い
は
ず
。
だ
か
ら
、
お
坊
さ
ん
た
ち
も
慌
て
て

騒
ぎ
立
て
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
人
々
の
心
は
ま
た
、
ち
ゃ
ん
と
お
墓
に
向
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
今
年
を
代
表
す
る

歌
と
な
っ
た
『
千
の
風
に
な
っ
て
』。
そ
の
威
力
は
、“
風
”
ど
こ
ろ
か
、
教
義
を
脇
に
置
か
せ
る
ほ
ど
の
“
嵐
”
だ
っ
た
と
い
う
べ

き
か
…
…
。（
注
５
）

こ
の
歌
が
大
流
行
し
て
い
る
現
象
に
つ
い
て
、「
朝
日
新
聞
」
記
事
は
そ
の
原
因
に
注
目
し
、「
週
刊
大
衆
」
記
事
は
そ
の
影
響
に
注
目

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、

「
朝
日
新
聞
」
記
事
―
「
テ
ー
マ
、
中
高
年
の
共
感
誘
う
」「
死
者
と
の
交
わ
り
、
個
人
的
に
？
」

「
週
刊
大
衆
」
記
事
―
「
中
高
年
の
涙
を
絞
り
上
げ
（
以
下
略
）」「
お
墓
参
り
を
し
な
く
な
る
恐
れ
も
」

で
あ
る
。
そ
う
、
中
高
年
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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中
高
年
と
い
え
ば
、
日
本
人
口
構
成
上
最
多
数
を
占
め
る
団
塊
の
世
代
（
昭
和
二
二
～
二
四
年
生
ま
れ
）
が
含
ま
れ
る
。
七
〇
歳
以
上

の
高
齢
者
が
人
口
の
一
割
を
超
え
た
日
本
は
、
団
塊
の
世
代
が
七
〇
歳
に
な
る
一
〇
年
後
に
、
前
例
の
な
い
超
高
齢
化
社
会
と
な
る
。
そ

の
中
高
年
は
、
宗
教
心
が
希
薄
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
敗
戦
で
価
値
観
の
一
変
を
経
験
し
た
世
代
を
親
に
持
つ
こ
と
が
、
団
塊
の
世
代
を

特
徴
付
け
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
は
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
、
人
口
も
多
い
。
そ
の
特
徴
の
影
響
も
受
け
て
い
る
だ
ろ

う
。
宗
教
心
の
希
薄
な
人
た
ち
が
多
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
中
高
年
へ
の
教
化
対
策
が
必
要
、
と
分
析
で
き
る
。

人
々
の
心
は
ま
た
お
墓
に
向
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
も
含
む
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
見
え
な
い
何
か
に
つ
な
が

る
感
覚
）
は
無
視
で
き
な
い
。

教
団
宗
教
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー

ス
ピ
り
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
、
興
味
深
い
新
聞
記
事
が
出
た
。
こ
れ
も
、
朝
日
新
聞

文
化
欄
記
事
で
あ
る
。

約
十
億
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
を
抱
え
る
バ
チ
カ
ン
（
ロ
ー
マ
法
王
庁
）
が
、
教
会
離
れ
を
促
す
一
因
と
も
見
ら
れ
る
社
会
現
象

「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
に
警
戒
を
強
め
て
い
る
。
日
本
で
は
こ
の
ほ
ど
、
法
王
庁
の
調
査
チ
ー
ム
が
発
表
し
た
報
告
書
の
邦
訳
が
出
版

さ
れ
た
。「
教
会
に
対
す
る
挑
戦
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
と
は
。

と
書
き
出
す
記
事
は
、
次
の
よ
う
に
続
く
。

「
新
し
い
時
代
」
を
意
味
す
る
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
は
、
七
十
年
前
後
か
ら
米
国
で
起
こ
っ
た
宗
教
的
な
潮
流
。
特
定
の
宗
教
と
は
関
係

な
く
、「
本
当
の
自
分
」
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
考
え
や
実
践
の
総
称
で
、
見
え
な
い
何
か
に
つ
な
が
る
感
覚
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
）
が
し
ば
し
ば
重
視
さ
れ
る
。
瞑
想
や
ヨ
ガ
、
セ
ラ
ピ
ー
、
東
洋
医
学
、
さ
ら
に
は
地
球
を
一
つ
の
「
生
命
体
」
と
見
な
す
環
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境
運
動
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
る
。
研
究
者
の
間
で
は
近
年
、
従
来
の
宗
教
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
宗
教
意
識
の
表
れ
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
最
近
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
と
呼
ば
れ
る
大
衆
文
化
に
も
、
こ
の
流
れ
を
く
む
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
。

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
が
出
し
た
の
は
『
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
考
察
』。（
中
略
）
興
味
深
い
の
は

「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
的
宗
教
性
の
魅
力
を
見
く
び
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
警
告
し
、
人
々
の
「
心
の
渇
き
」
に
応
え
て
き
た
だ
ろ
う

か
と
自
ら
を
振
り
返
っ
て
い
る
く
だ
り
だ
。「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
成
功
は
、
教
会
に
対
す
る
挑
戦
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
人
々
は
、
キ

リ
ス
ト
教
が
自
分
た
ち
の
本
当
に
必
要
と
す
る
も
の
を
与
え
て
く
れ
な
い
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
与
え
て
く
れ
な
か
っ
た
）
と
感

じ
て
い
ま
す
」。
そ
の
う
え
で
、「
人
々
の
心
の
中
の
し
ば
し
ば
声
を
発
す
る
こ
と
の
な
い
叫
び
声
を
理
解
す
る
こ
と
」
が
必
要
と
説

い
て
い
る
。
現
代
は
「
真
の
意
味
で
の
権
威
」
が
失
わ
れ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。「
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
に
『
帰
属
』
す
る
必
要

を
ま
す
ま
す
感
じ
な
く
な
り
ま
し
た
（
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孤
独
は
現
代
人
の
大
き
な
悩
み
の
種
で
す
）」。
地
縁
・
血
縁
の
共
同
体

が
壊
れ
ゆ
く
日
本
で
は
宗
教
者
だ
け
で
な
く
幅
広
い
層
の
関
心
を
呼
び
そ
う
な
話
だ
。
バ
チ
カ
ン
は
〇
四
年
に
各
国
代
表
を
集
め
、

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
関
す
る
会
議
を
開
く
な
ど
情
勢
分
析
を
進
め
て
い
る
。
会
議
に
参
加
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
の
岩
本
潤
一

研
究
員
は
個
人
的
な
見
解
と
し
て
、
こ
う
語
る
。「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
人
に
は
、
教
団
宗
教
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー

が
あ
る
。
そ
の
事
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
今
回
の
報
告
書
は
、
自
己
批
判
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
批
判
と
言
え
る
だ

ろ
う
」（
注
６
）

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
批
判
の
中
で
も
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
の
警
戒
心
が
強
い
こ

と
は
、
右
掲
書
冒
頭
で
、

こ
の
文
書
は
、
司
牧
活
動
を
行
う
人
々
が
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
理
解
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
上
で
の
導

き
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
異
な
る
諸
点
を
明
る
み
に
出
す
と
と
も
に
、

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
思
想
家
が
信
じ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
対
立
す
る
諸
見
解
を
論
駁
し
ま
す
。（
注
７
）
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と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
が
大
流
行
し
た
の
は
、
そ
れ
が
信
仰
、
セ
ラ
ピ
ー
、
実
践
を
ゆ
る
や
か
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。（
中

略
）
し
ば
し
ば
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
が
示
す
も
の
は
、
い
か
な
る
宗
教
に
帰
属
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
た
だ
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
だ

と
い
わ
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は
、
多
く
の
「
消
費
者
」
が
考
え
る
以
上
に
、
特
定
の
東
洋
宗
教
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
見

ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
だ
れ
か
が
「
祈
り
」
の
集
い
へ
の
入
会
を
選
択
す
る
際
に
と
く
に
重
要
で
す
。（
注
８
）

と
も
分
析
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
が
、
人
々
の
「
心
の
渇
き
」
に
応
え
て
い
な
い
、
と
自
己
批
判
し
な
が
ら
、《
新
宗
教
》
対
策
に
取
り
組
ん
で
い

る
。「

千
の
風
に
な
っ
て
」
に
対
す
る
経
判
―
本
時
の
娑
婆
世
界
は
常
住
の
浄
土

『
妙
法
蓮
華
経
如
来
寿
量
品
第
一
六
』
に
の
た
ま
わ
く
、

衆
生

劫
盡
き
て

大
火
に
焼
か
る
る
と
見
る
時
も

我
が
此
の
土
は
安
穏
に
し
て

天
人
常
に
充
満
せ
り

園
林

諸
の
堂
閣

種
種
の
宝
を
も
っ
て
荘
厳
し

宝
樹

華
果
多
く
し
て

衆
生
の
遊
楽
す
る
所
な
り
（
注
９
）

日
蓮
聖
人
御
妙
判
は
「
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
」
に
い
わ
く
、

今

本
時
の
娑
婆
世
界
は

三
災
を
離
れ

四
劫
を
出
た
る

常
住
の
浄
土
な
り

仏

既
に

過
去
に
も
滅
せ
ず

未
来
に
も
生

ぜ
ず

所
化

以
て
同
体
な
り

此
れ
即
ち

己
心
の
三
千
具
足

三
種
の
世
間
な
り
（
注

）
10

「
千
の
風
に
な
っ
て
」
が
大
流
行
し
て
い
る
今
を
好
機
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
反
面
教
師
と
し
て
、
即
身
成
仏
・
霊
山
往
詣
の
大
安
心
を
弘
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め
た
い
も
の
で
あ
る
。

「
教
学
な
き
現
場
」
と
も
、「
現
場
な
き
教
学
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
現
代
、「
教
学
」
と
「
現
場
」
を
結
ぶ
「
教
化
学
」
の
意
義
は
大
き

く
深
い
。

（
注
１
）
新
井
満
著
『
千
の
風
に
な
っ
て
』
三
五
頁

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
一
一
月
六
日

講
談
社

（
注
２
）
『
日
蓮
宗
宗
報
』
第
二
二
九
号
「
現
宗
研
の
時
事
ノ
ー
ト
」
一
六
五
～
七
頁

平
成
一
九
年
四
月
一
五
日

日
蓮
宗
宗
務
院

（
注
３
）
「
朝
日
新
聞
」
平
成
一
九
年
六
月
二
〇
日
付
朝
刊
文
化
欄
「『
千
の
風
』
な
ぜ
ヒ
ッ
ト
」
宮
本
茂
頼
記
者

（
注
４
）
「
日
蓮
宗
新
聞
」
平
成
一
九
年
九
月
一
日
号
コ
ラ
ム
欄
「
鬼
面
仏
心
」

（
注
５
）
「
週
刊
大
衆
」
平
成
一
九
年
九
月
一
〇
日
号
「
仏
教
関
係
者
、
お
坊
さ
ん
が
猛
反
論
す
る
『
千
の
風
に
な
っ
て
』
は
こ
こ
が
大

間
違
い
！
」

（
注
６
）
「
朝
日
新
聞
」
平
成
一
九
年
一
〇
月
九
日
付
朝
刊
文
化
欄
「
米
国
初
の
社
会
現
象
『
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
』
警
戒
強
め
る
バ
チ
カ

ン
」
磯
村
健
太
郎
記
者

（
注
７
）
教
皇
庁
文
化
評
議
会
・
教
皇
庁
諸
宗
教
対
話
評
議
会
著
『
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
考
察
』
一
一
頁

二

〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
四
月
二
七
日

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会

（
注
８
）
同
右
六
四
頁

（
注
９
）
法
華
経
普
及
会
編
『
真
訓
両
読
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
四
二
九
頁

大
正
一
三
年
九
月
二
八
日

平
楽
寺
書
店

（
注

）
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
七
一
二
頁

昭
和
二
七
年
一
〇
月
一
〇
日

総
本
山

10
身
延
久
遠
寺
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ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
の
脱
洗
脳
に
関
わ
っ
た
脳
機
能
学
者
苫
米
地
英
人
氏
は
、
著
書『
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
ズ
ム
』（
二
〇
〇
七
―
平
成
一
九
―
年

株
式
会
社
に
ん
げ
ん
出
版
）
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
江
原
（
啓
之
―
筆
者
注
）
さ
ん
の
著
書
に
よ
る
と
、
心
霊
主
義
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は

受
け
容
れ
ら
れ
づ
ら
い
と
い
う
理
由
で
日
本
向
け
に
選
ん
だ
カ
タ
カ
ナ
言
葉
だ
そ
う
で
す
。
彼
の
著
書
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
正
式
名
称
は
、「
霊
的
真
理
教
」
と
で
も
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
実
際
、
本
著
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
シ
ル
バ
ー

バ
ー
チ
に
代
表
さ
れ
る
、
江
原
さ
ん
が
影
響
を
受
け
た
米
国
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
並
び
に
、
彼
が
セ
ミ
ナ
ー
に
通
っ
た
英
国
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
中
に
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
永
続
性
（
霊
魂
の
不
滅
）、
生
ま
れ
変
わ
り
（
輪
廻
転
生
）、
本
人
の
業
（
カ
ル
マ
）

に
よ
る
霊
的
ス
テ
ー
ジ
の
階
層
性
の
三
つ
の
基
本
的
教
義
が
共
通
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
こ
れ

は
、
二
五
〇
〇
年
前
に
釈
迦
が
否
定
し
た
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
義
の
核
心
で
あ
り
、
そ
の
後
は
イ
ン
ド
で
の
仏
教
の
衰
退
と
共

に
後
期
密
教
以
降
の
イ
ン
ド
密
教
で
復
活
し
、
そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
密
教
に
引
き
継
が
れ
た
教
義
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
と
し
て
そ
の
後
も
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
、
人
間
差
別
の
最
た
る
も
の
と
し
て
有
名
な
カ
ー
ス
ト
制
度
の
基
本
的
で
哲
学
的
・
宗
教

的
な
基
盤
と
な
る
考
え
方
で
す

江
原
さ
ん
の
著
書
で
も
同
様
な
こ
と
が
中
心
教
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
曰
く
、
現
在
苦
し
み
を
経
験
し
て
い
る

の
は
、「
魂
を
磨
く
」
た
め
で
あ
り
、
私
た
ち
は
、
そ
の
た
め
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
そ
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
経
験
す
れ
ば
、
来

世
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
論
理
に
お
け
る
「
カ
ル
マ
の
法
則
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
論
理
に
よ
り
、

一
般
の
仏
教
宗
派
、
日
本
神
道
、
そ
の
他
の
日
本
の
宗
教
・
宗
派
は
、
現
世
利
益
を
約
束
す
る
誤
っ
た
宗
教
哲
学
で
あ
る
と
の
批
判

が
彼
の
著
書
全
般
を
通
し
て
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。「
現
世
利
益
」
の
論
理
が
良
い
か
悪
い
か
は
別
と
し
て
、
彼
の
「
来
世
利
益
」
の

論
理
が
成
り
立
つ
大
前
提
が
、
今
述
べ
た
ア
ー
ト
マ
ン
の
永
続
性
、
輪
廻
転
生
、
カ
ル
マ
に
よ
る
霊
的
ス
テ
ー
ジ
と
い
う
、
バ
ラ
モ

ン
教
以
降
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
基
本
的
な
論
理
で
あ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
セ
ン
シ
ョ
ン
で
代
表
さ
れ
る
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ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
系
チ
ャ
ネ
ラ
ー
の
教
義
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
論
理
を
釈
迦
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
す
る
こ
と
で
否
定
し
、
キ

リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
輪
廻
を
否
定
す
る
こ
と
で
否
定
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
世
界
の
三
大
宗
教
が
否
定
し
て
い
る
の
に
は
当

然
理
由
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
論
理
が
、
絶
対
的
な
差
別
思
想
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

個
人
に
固
有
な
性
質
が
何
度
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
永
続
的
に
個
人
に
帰
属
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
階
層
が
異
な
る
個
人
が
固
定
化
さ
れ

る
と
い
う
論
理
―
江
原
さ
ん
の
言
う
「
霊
的
世
界
の
絶
対
的
差
別
と
い
う
真
理
」
は
、
ま
さ
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
カ
ー
ス
ト
制
度
を

生
み
出
し
た
よ
う
に
、
現
在
生
き
て
い
る
人
間
存
在
を
、
霊
的
ス
テ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、「
高
い
」「
低
い
」
と
判
断
で
き
る
と
い
う
絶

対
的
な
差
別
の
思
想
を
社
会
に
喧
伝
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
江
原
さ
ん
自
身
も
気
が
つ
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
カ
ル
マ
と
い

う
霊
的
な
論
理
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
あ
の
世
の
論
理
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
そ
れ
が
語
ら
れ
て
い
る
対
象
は
現
在
生
き
て
い

る
生
身
の
人
間
で
す
。

歴
史
的
に
は
、
こ
の
論
理
が
ナ
チ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
超
人
思
想
に

憧
れ
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
自
分
の
党
の
シ
ン
ボ
ル
を
「
卍
」
の
マ
ー
ク
と
し
、
バ
ラ
モ
ン
教
起
源
の
思
想
を
根
拠
に
優
性
遺
伝
の
考
え

方
を
展
開
し
た
の
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
チ
ズ
ム
の
展
開
に
は
、
現
在
の
聖
書
原
理
主
義
に
通

じ
る
「
ゲ
ル
マ
ン
人
」
選
民
思
想
が
強
く
は
た
ら
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
そ
の
背
景
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
チ
ベ
ッ
ト
超
人
思
想
に
対

す
る
強
い
憧
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
と
知
っ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
思
想
の
中
心
教
義
が
、
霊
魂
の
不
滅
、

輪
廻
転
生
、
霊
的
ス
テ
ー
ジ
の
三
つ
で
す
。
ま
さ
に
、
霊
的
真
理
教
、
ア
セ
ン
シ
ョ
ン
を
問
わ
ず
現
在
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の

教
義
そ
の
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
一
九
九
五
年
の
サ
リ
ン
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
中
心
教
義
も
ま
っ
た
く
同
じ

で
し
た
。
こ
れ
は
中
沢
新
一
が
完
成
さ
せ
た
も
の
で
す
。
こ
の
論
理
か
ら
、「
現
在
悪
業
を
は
た
ら
い
て
い
る
人
間
は
ポ
ア
（
殺
人
）

し
て
あ
げ
る
方
が
、
本
人
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
タ
ン
ト
ラ
・
ヴ
ァ
ジ
ラ
ヤ
ー
ナ
の
チ
ベ
ッ
ト
密
教
論
理
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事

実
を
オ
ウ
ム
事
件
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
に
も
日
本
人
全
員
が
き
ち
ん
と
知
っ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
彼
ら
の
論
理
で
は
、
殺
さ
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れ
る
と
い
う
大
き
な
苦
を
受
け
る
こ
と
で
、
そ
の
人
の
魂
は
多
い
に
磨
か
れ
、
霊
的
ス
テ
ー
ジ
が
一
気
に
上
が
り
、
来
世
は
す
ば
ら

し
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
人
の
た
め
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
、
霊
的
真
理
教
の
論
理
そ
の

も
の
で
す
。（
二
〇
九
～
二
一
二
頁
）
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