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ビ |
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ッ
パ
古
代
か
ら
中
世
に
お
け
る
身
体
観
と

ゥ
ス

（習
慣
）
の
変
遷

香
田
　
芳
樹

習
慣
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
中
で
特
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
に
足
ら
な
い
ほ
ど

一
般
的
で
当
た
り
前
の
現
象
で
あ
る
。
「習
慣
は

第
二
の
天
性
で
あ
る
」
は
誰
で
も
知

っ
て
い
る
処
世
訓
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る

者
は
少
な
い
し
、
そ
こ
に
深
い
哲
学
的
洞
察
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
は
誰
も
考
え
ま
い
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
Ｎ

・
エ
リ
ア
ス
、
Ｐ

・
ブ
ル
デ

ユ
ー
、
Ｇ

。
ド
ウ
ル
ー
ズ
と
い
っ
た
現
代
を
代
表
す
る
思
想
家
に
よ
っ
て
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
現
代
思
想
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
彼
ら
以
前
に
も
例
え
ば
、
カ
ン
ト
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
が
倫
理
学
で
、
デ
ュ
ー
イ
が
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ス
ト
と
し
て
教
育
学
の
中
で
こ
の
概
念
を
論
じ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
習
慣
が
極
め
て
当
た
り
前
で
日
常
的
な
現
象
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
こ
に
人
間
学
的
に
重
要
な
意
義
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
い
っ
た
ん

「習
慣
」
と
は
何
か
を
問
い
始
め
る
と
、

こ
れ
が
た
だ
の
処
世
術
で
は
な
く
、
身
体
や
精
神
を
包
括
す
る
人
間
の
根
本
的
存
在
形
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
わ
れ
わ

れ
が
日
常
使
う

「慣
れ
」
を
は
る
か
に
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
道
徳

・
倫
理
の
起
源
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う

ｒ
Ｅ
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予
感
を
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
考
の
目
的
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

（習
慣
）
が
古
代

・
中
世
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た

か
を
概
観
し
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
し
て
そ
れ
が
現
代
思
想
に
い
た
る
ま
で
射
程
を
広
げ
え
た
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

近
年

エ
リ
ア
ス
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
、
ハ
ビ
ト
ウ
ス
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
意
欲
的
な
問
題
提
起
を
行

っ
て
い
る
こ
と
は

先
に
述
べ
た
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
彼
ら
が
習
慣

「
Ｆ
げ
一一８
ｏ
と
い
う
表
現
を
避
け
、
口
３
一絆易

を
あ
え
て
使
う
点
で
あ
る
。
ま
た
現
在

刊
行
中
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
版
ト
マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の

『神
学
大
全
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
も
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
訳
語
に
は

Ｏ
ｏｌ
３
３
冬

で

は
な
く

０
多
”げ
８

が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
現
代
語
の

ｒ
”ョ

や

ぎ
匡
ご
Ｏ
ｏ
・Ｏ
ｏ■
３
目
詈

。ｏ
ｏ■
３
日
記

で

は
汲
み
尽
く
せ
な
い
意
味
内
容
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
用
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ヘ
の
こ
だ
わ
り
は
、

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
た
だ
の

「慣
れ
」
に
埋
没
さ
せ
ず
、
知
性
や
意
志
と
い
っ
た
人
間
の
精
神
活
動
を
広
く
支
配
し
て
い
る
能
力
と
し
て
理
解
し

た
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
言
う
よ
う
に

「第
二
の
天
性
」

つ
ま
り

「第
二
の
自
然
」
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
社
会
的

・
共
同
体
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
で
も
あ
る
。

０

。
ロ
タ
ン
に
よ
れ
ば
、　
三

一世
紀
初
頭
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
神
学
者
の
間
に
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
ヘ
の
強
い
関
心
が
芽
生
え
る
。
こ
の
関
心

は

一
三
―
一
四
世
紀
に
も
持
続
し
、
多
く
の
習
慣
論
の
著
作
が
生
ま
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
注
目
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、　
三
二
世
紀
に
な

っ
て
西
欧
思
想
界
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
、
特
に

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
世
神
学
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
測
り
知
れ
ず
、
中
世
思
想
研

究
者
た
ち
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
習
慣
論

へ
の
注
目
も
こ
う
し
た
外
的
要
因
が
働
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
Ｇ

・
ヴ

ィ
ー
ラ
ン
ト
は
習
慣
の
再
発
見
を
促
す
内
的
要
因
が
あ

っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
す
る
。
彼
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
ヘ
の
関
心
が
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
翻
訳
以
前
に
遡
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
発
生
を
中
世
思
想
界
の
本
質
的
な
構
造
変
化
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ビ
ト
ゥ

ス
ヘ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
人
間
の
本
性

（８
一１
じ

に
関
し
て
そ
れ
ま
で
神
学
が
掲
げ
て
き
た
倫
理
観
に
対
し
て
、
哲
学
の
表
明
し
た
抗

議
だ
と
見
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
そ
の
不
完
全
な
本
性
を
改
革
す
る
た
め
に
、
道
徳
の
規
範
を
必
要
と
す
る
。
社
会
や
信
仰
共
同
体
の
提
示
す
る
諸
規
範
は
様
々
で

あ
る
が
、
神
学
的
に
は
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
善
の
根
源
で
あ
る
神
的
本
性
に
発
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の
自
然
本
性

は
神
の
超
自
然
的
倫
理
の
助
け
を
借
り
て
、
初
め
て
そ
の
不
完
全
さ
を
脱
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
は
、

人
間
の
善
化
の
可
能
性
は
、
神
の
恩
寵
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
は
、
信
仰
共
同
体
の
存
続
を
保
証
す
る
重
要
な
前
提
だ

っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
然
本
性
が
自
己
の
自
然
性
に
よ
っ
て
自
己
を
倫
理
的
に
善
化
で
き
る
と
い
う

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
は
、
信
仰

の
個
性
化
を
促
す
点
で
異
端
的
で
あ
る
し
、
ま
た
、
破
減
の
原
因
は
善
を
行
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
神
の
恩
寵
の
欠
如
が
原
因
で
は
な

い
と
す
る
点
で
涜
神
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
い
う
偶
発
的
な
外
的
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
内
的
な
必
然
性
が

中
世
の
習
慣
論
の
興
隆
に
は
あ

っ
た
と
い
う
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
の
指
摘
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
た
だ
単
に
神
の
恩
寵
の
も
つ
権
威
が
喪
失
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
習
慣
論
の
登

場
は
む
し
ろ
、
中
世
後
期
の
社
会
が
あ
る
種
の
決
定
的
な
変
化
を
蒙
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
個
性
的
で
合
理
的
な
新
し
い
倫
理
体
系
を
創
造
し

よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｆ

一
一世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
と
い
う

ハ
ス
キ
ン
ズ
の
有
名
な
著
書
が
あ
る
が
、
確
か
に

一
二

―
一
三
世
紀
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と

っ
て
あ
る
意
味
で
近
代

へ
向
か
う
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
転
換
期
で
あ

っ
た
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。

こ
う
し
た
社
会
構
造
の
変
化
が
も
た
ら
す
、
生
活
観
や
世
界
観
の
変
化
が
、
個
人
の
幸
福

へ
の
期
待
や
不
安
、
徳

へ
の
憧
れ
、
正
義
の
希
求

と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
倫
理
的
要
素
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
、　
一
九
二
〇
―
三
〇
年
代
に
言

語
学
者
Ｊ

・
ト
リ
ア
ー
が
お
こ
な

っ
た
中
高
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る

「知
識
語
彙
」
の
調
査
で
あ
る
。
彼
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
か
ら
語
場
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分

・
階
級
は
習
慣
化
さ
れ
た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
で
あ
り
、
階
級
に
特
有
な
職
業
は
そ
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
最
も
顕
著
な
現
象
態
で
あ
る
の
で
、
知
識

語
彙
の
変
化
は
、　
三
二
〇
〇
年
頃
に
知
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
大
規
模
な
変
化
が
あ

っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宮
廷
的

ハ
ビ
ト
ゥ

ス
が
有
効
性
を
失

い
、
宗
教
的
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
も
変
質
し
、
市
民
社
会
的
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
合
理
性
が

「知
恵
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
く
過
程

が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
知
の
世
界
に
影
響
を
与
え
た
社
会
的
条
件
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
倫
理
の
世
界
で
の
変
化

を
も
引
き
起
こ
し
た
は
ず
で
あ
る
。
何
を
幸
福
と
す
る
か
、
何
を
徳
あ
る
善
行
と
見
な
す
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
は

何
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
社
会
の
変
化
ぬ
き
に
は
語
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
あ
る
。
知
性
を
め
ぐ
る
価
値
観
の
変
転
を
示
し
た
指
標
が
道
徳
の

分
野
に
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の

ハ
ビ
ト

ゥ
ス
論

さ
て
こ
こ
で
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
の
出
発
点
と
な

っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
習
慣
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
か
を
概
観
し
て
み
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
の
批
判
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
事
物
の
最
高
の
理
念
を
天
上
に
求
め
、
そ

れ
を
観
想

・
想
起
す
る
こ
と
に
哲
学
の
使
命
を
求
め
た
師
プ
ラ
ト
ン
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
対
象
を
徹
底
的
に
分
類

・
観
察

・
分
析

し
、
そ
の
内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
そ
れ
ま
で
の
神
話
的

・
超
越
的
世
界
観
を
越
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の

倫
理
学
に
も
当
て
は
ま
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
倫
理
学
と
は
幸
福
を
扱
う
学
で
あ
り
、
そ
の
幸
福
と
は

「万
人
の
共
有
物
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

一
見
す
る
と
当
た
り
前
の
幸
福
観
は
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
世
界
に
と

っ
て
は
反
社
会
的
で
、
挑
発

的
な
も
の
だ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
■
０
２
，
ｏ
兵
ｏ
（幸
福
）
は
ダ
イ
モ
ン
０
２
Ｔ
Ｏ
く
（神
）
に
由
来
し
、
幸
福

で
あ
る
と
は

「神
に
守
ら
れ
た
」
状
態
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
う
し
た
倫
理
観
に
抗
議
し
、
美
徳
を
理
念

Ｆ

Ｉ

Ｉ

一

kunst

、vizzen/witze

（く
ｏ
ユ
Ｃ
ｅ

理
論
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
使

っ
て
知
性
を
表
す
語
場
に
組
み
替
え
が
生
じ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
知
識
は
人
間
の
活
動
の
ほ
ぼ
全
域
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
知
る
こ
と
の
社
会
的
貢

献
度
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
知
恵
の
分
担
領
域
は
違

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
語
で
い
え
ば
、
「賢
い
」

「さ
か
し
い
」
「聡
い
」
「利
口
な
」
と
い
っ
た
知
性
語
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
意
味
内
容
を
も

っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
が
、
中
世
ド
イ
ツ
の
場
合
そ
の
知
的
差
異
を
規
定
し
た
の
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
だ

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ト
リ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、　
三

一〇
〇
年
頃
に
は
宮
廷
的

・
騎
士
的
知
識
を
表
す

府
目
４
と
、
庶
民
的

。
実
践
的
知
識
を
示
す

〓
客
と
が
対
立
し
つ
つ
、
宗
教
的
叡
智

■
ゅ∽Ｆ
〓
に
包
含

さ
れ
て
い
る
知
識
モ
デ
ル
が
存
在
し
た
。
こ
の
知
の
調
和
的
な
構
造
は
官
廷
社
会
の
終
焉
と
と
も
に

変
化
す
る
。　
三
二
〇
〇
年
頃
に
は
宮
廷
的
知
識
に
と

っ
て
代
わ

っ
た
職
業
技
能
的
知
識
が

パ
ロ
降
と

呼
ば
れ
、
房
一
は
薬
草
な
ど
の
特
殊
な
知
識
だ
け
を
表
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
語
は
や
が
て
堕
胎
術
と

結
び
つ
い
て
、
現
代
ド
イ
ツ
語
の

ｒ
●

ョ
心知
恵
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
知
が
即
物
化
し
て
い

く
中
で
、
知
的
知
性
の
意
味
野
を
カ
バ
ー
す
る

■
”ＮＮＯ●
≧
計
ｏ
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
都
市
住
民
の

教
養
嗜
好
を
反
映
し
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
の
知
的
ギ
ル
ド

（大
学
）
の
設
立
と
呼
応
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
的
知
識

ヨ
”∽，
３

は
包
括
的
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
他
の
知
識
と
並
立

す
る
局
所
的
な
も
の
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
精
神
界
と
職
業
世
界
が
同
じ
原
理
で
分
節
化
さ
れ
て
お
り
、
職
の

再
編
が
知
の
再
編
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言
を
ま

つ
ま
で
も
な
く
、
身
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（イ
デ
ア
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
実
践
行
為
を
通
し
て
定
義
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
力
強
く
宣
言
す
る
。

「他
の
議
論
で
は
そ
う
な
の
だ
が
、
た
だ
の
認
識
だ
け
を
本
論
は
追
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
徳
と
は
何
か
を
知
る

た
め
に
徳
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
徳
あ
る
者
と
な
る
た
め
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
こ
う
し
た
努
力
は
何
の
役
に

も
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
と
そ
の
実
現
の
仕
方
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
行
為
と
は
、
先
に
も
述
べ

た
と
お
り
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
様
態
を
規
定
し
て
い
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。」

正
義
の
人
と
は
正
義
あ
る
行
為
を
行
う
人
、
節
度
あ
る
人
と
は
節
度
あ
る
行
い
を
す
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
怠
る
人
は
、
「医
者

の
話
し
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
て
は
い
る
が
、
そ
の
言
い
つ
け
に
は
従
わ
な
い
病
人
」
と
同
じ
で
、
救
わ
れ
な
い
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

言
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
徳
と
知
識
と
を
区
別
し
、
前
者
を
訓
練
や
習
慣
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
質
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

「徳
に
は
、
知
識
の
徳
と
人
格
に
関
す
る
徳
の
二
通
り
あ
り
、
第

一
の
も
の
は
特
に
教
え
ら
れ
て
生
じ
、
大
き
く
な
り
、
経
験
や
時
間

を
必
要
と
す
る
。
人
格
の
徳
は
そ
れ
に
対
し
て
、
慣
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
徳

（
ふ
Φ
メ

）
と
い
う
語
は
、
ハ
ビ
ト
ウ

ス

（
８
Я

）
と
い
う
語
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
だ
。」

「人
は
慣
れ
る
こ
と

（
８
″腎
Ｑ
Φ
Ｐ

）
に
よ
っ
て
倫
理
的

（ふ
Φ
長
ふ
）
な
人
と
呼
ば
れ
る
。」

徳
と
知
性
の
関
係
は
複
雑
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
こ
れ
を
単
純
に
対
立
す
る
も
の
と
捉
え
て
は
い
な
い
が
、
こ
こ
で
彼
が
い
う
知
識
の

徳
は
例
え
ば
、
教
壇
倫
理
学
の
説
く
徳
と
で
も
理
解
し
て
お
い
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
「人
格
に
関
わ
る
徳

（性
格
の
卓
越
性
と

は
、
自
然
や
超
越
的
神
や
理
念
性
を
排
除
し
た
、
完
全
に
人
間
的
な
特
性
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「最
も
偉
大
で
、
最
も
美
し
い

も

の
を
偶
発
的
な
も

の
に
委
ね
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
不
徳

で
あ
る
」
と
言
ゃ

。
「
人
格

に
関
わ
る
徳
」
は
ド
イ

ツ
語

で
は

ｏ
Ｆ
『”蜃
ｏユ
編
８
０
と
訳
さ
れ
る
が
、
Ｏ
Ｆ
ミ
”●
８
と
は

「刻
み
込
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
人
間
の
質
と
な

っ
た
徳
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
神
与
の
恩
恵
や
情
動
に
左
右
さ
れ
る
善
行
は
す
べ
て
偶
発
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
幸
福
の
条
件
と
は
な
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
徳
の
特
性
を
、
内
在
的
な
質
で
あ
り
、
ま
た
恒
常
的
に
働
く
動
因

（
０
は
く
Ｑ
Ｉ
３

と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
内
在
的
で
恒
常
的
な
質
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
外
在
的
な

「善
い
行
い
」
を
実
現
す
る
の
が
人
間
の
意
志
で

あ
り
、
そ
の
善
き
意
志
を
正
当
化
す
る
の
が
善
き
知
性

（る
ｏＳ
【〓
Ｃ

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
徳
が
知
性
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は

当
然
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
肉
体
的
な
善
さ
は
徳
で
は
な
い
し
、
ま
た
情
動
は
恒
常
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
徳
の
在
処
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
知
性
が
、
道
徳
律
に
照
ら
し
て
正
義
と
判
断
す
る
こ
と
を
行
う
こ
と
が

「正
し
い
行
為
」
、
つ
ま
り
社
会
的
に
も
認
知
さ
れ
た
正

義
で
あ
る
の
な
ら
、
正
義
は
当
然
、
第

一
義
的
に
人
間
の
知
性
に
内
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で

あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が

「法
治
国
家
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
構
成
員
が
法
の
遵
守
を
誓

っ
た
契
約
社
会
を
思
い
浮
か
べ
る
。
し
か
し
、
現

実
に
わ
れ
わ
れ
は
法
の
遵
守
も
、
正
義
の
遂
行
も
は
っ
き
り
意
識
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
実
現
に
日
夜
励
ん
で
い
る
わ

け
で
も
な
い
。
日
常
の

一
挙
手

一
投
足
を
法
に
照
ら
し
て
善
悪
の
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
法
に
か
な

っ

た
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
日
常
的
現
実
の
中
で
正
義
と
い
う
徳
は
む
し
ろ

「習
慣
」
と
し
て
個
人
の
中
に
内
在
し
、
そ
れ
が
習
慣

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
社
会
的
な
妥
当
性
を
も
備
え
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
、
倫
理
と
習
慣
と
の
間
に
あ
る
深

い
結
び
つ
き
が
あ
ら
た
め
て
伺
い
知
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
す
で
に
こ
う
し
た
道
徳
の
習
慣
的
性
格
を
洞
察
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
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の
洞
察
は
近
代
以
降
の
社
会
学
的
人
間
論
に
も
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

習
慣
に
道
徳
の
源
泉
を
求
め
た
哲
学
者
に
ア
ン
リ

・
ベ
ル
ク
ソ
ン

（口
８
■
∪
Φ『”
∽ｏ
じ

が
ぃ
る
。
晩
年
の
著
作

『道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の

源
泉
』
の
中
で
、
彼
は
カ
ン
ト
の
道
徳
概
念
を
批
判
し
て
、
定
言
命
題
と
し
て
の
倫
理
が
不
自
然
で
あ
る
と
す
る
。
道
徳
の
基
底
に
は
絶
対

的
命
令
が
あ
り
、
そ
こ
で
生
じ
る
責
務

（３
【【”
〓
ｏ
じ

の
感
情
と
は
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
事
態
、
つ
ま
り
反
道
徳
的
な
行
為
に
対
す
る
抵
抗

で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
捉
え
て
い
る
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
の
い
う
責
務
は
、
異
常
な
事
態
を
前
に
し
た

「緊
張

状
態

（９
鮮
，

お
・
一』ｏ
こ
」
で
あ
り
、
「反
対
者
を
打
ち
砕
く
た
め
の
激
し
い
動
揺

（凛
暉
曽
【ｏ日
８
じ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
責
務
と
は
む
し
ろ

「静
か
で
傾
向
性
に
類
し
た
状
態

（０
雪

嗜
曽
ｆ
【Ｆ

ｓ
Ｓ
ｏ
Ｒ
ｏ日
本
ツ
】ゴ
８
８
一【ｏ
じ
」
で
あ
る
と
言
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
健
康
な
人
間
が
病
気
に
な

っ
た
と
き
に
感
じ
る
不
快
感
と
同
じ
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
リ
ュ
ー
マ
チ
発
作
の
過
ぎ
た
あ
と
で
筋
肉
や
関
節
を
動
か
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
ぎ
こ
ち
な
い
感
じ
、
い
な
苦
痛
を
す
ら
覚
え

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
身
体
の
器
官
と
い
う
器
官
が
こ
ぞ
っ
て
そ
れ
に
反
対
し
て
い
る

一
つ
の
抵
抗
の
全
体
感
覚
で
あ
る
。
こ
の

感
覚
は
徐
々
に
減
じ
て
ゆ
き
、
つ
い
に
は
わ
れ
わ
れ
が
健
康
時
に
覚
え
る
全
身
運
動
の
意
識
と

一
つ
に
な

っ
て
し
ま
う
。
Ｔ

・
・
］

だ
が
も
し
だ
れ
か
が
、
手
足
を
動
か
す
と
き
の
何
の
変
哲
も
な
い
感
じ
を
単
に
疼
痛
の
軽
減
に
す
ぎ
ぬ
と
見
る
と
か
、
し
た
が
っ
て
ま

た
、
身
体
を
動
か
す
能
力
を
リ
ュ
ー
マ
チ
性
の
硬
直
に
対
す
る
抵
抗
の
努
力
と
定
義
す
る
と
か
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
と
言
う
だ
ろ

う
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
え
ば
、
運
動
習
慣
の
説
明
は
諦
め
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
習
慣
の

一
つ
一
つ
は
、
事
実
、
さ
ま

ざ
ま
な
運
動
か
ら
な
る
特
殊
な
結
合
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
結
合
に
よ
っ
て
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
。
歩
い
た
り
走

っ
た
り
、
体

躯
を
動
か
し
た
り
す
る

一
般
的
能
力
と
は
、
こ
う
し
た
要
素
的
習
慣
の
総
和
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
習
慣
は
、　
一
つ
一
つ
が
そ
こ
に
含

ま
れ
る
特
殊
な
運
動
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
運
動
能
力
を
粗

っ
ぽ
く

一
括
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
あ
る
抵

抗
に
反
対
す
る
力
と
し
て
し
ま

っ
て
は
、
リ
ュ
ー
マ
チ
は
当
然
、
こ
の
運
動
能
力
と
並
ぶ

一
個
独
立
の
存
在
に
な

っ
て
し
ま
う
。
今
日

ま
で
責
務
に
つ
い
て
思
索
し
た
多
く
の
人
々
も
、
こ
れ
と
同
種
の
誤
謬
を
犯
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
道
徳
論
に
は
習
慣
を
理
解
す
る
た
め
の
多
く
の
示
唆
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
道
徳
と
は
独
立
し
た
内
容
を
も

っ
た
実
体

３
３
∽絆営
じ

で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
社
会
に
浸
透
し
た

「習
慣
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
部
分
的
に
切
り
出
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
、
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
道
徳
は
習
慣
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
意
識
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に

理
性
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
総
体
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
総
体
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

「社
会
生
活
上
の
無
数

と
い
う
べ
き
特
殊
な
要
求
に
応
じ
た
、
こ
れ
ま
た
無
数
の
特
殊
的
習
慣
の
濃
縮
エ
キ
ス
で
あ
り
、
精
髄
」
と
呼
ん
で
い
る
。
人
間
は
本
能
を

離
れ
、
自
然
と
い
う
必
然
性
を
捨
て
つ
つ
、
あ
る
種
の
習
慣
に
よ

っ
て
社
会
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
と
、
こ
の
社
会

の
隅
々
に
ま
で
行
き
渡

っ
た

「習
慣
的
傾
向
性

（】ゴ
呂
●
３
８

ｇ
げ
』ご
呂
ｏと

が
責
務
の
全
体
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
徹
底
し
て
理
性
を
道
徳
の
形
成
要
因
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会

と
個
人
と
の
間
の
関
係
を
、
知
性
と
意
志
、
ま
た
は
身
心
の
二
元
論
的
緊
張
の
間
に
お
か
ず
、
そ
の
中
間
的
存
在
で
あ
る

「習
慣
」
に
よ

っ

て
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
後
の
ブ
ル
デ
ュ
ー
や
ド
ウ
ル
ー
ズ
を
先
取
り
し
て
い
る
か
ら
だ
が
、
同
時
に
、
「
ハ
ビ
ト
ウ
ス
は
徳
の
実

現
で
あ
る
」
と
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
現
代
的
意
味
も
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
の
根
源
に
理
性
と
義
務

を
据
え
た
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
は
、
道
徳
の
根
拠
に
精
神
的
な
も
の
を
見
、
こ
れ
に
よ
る
肉
体
の
克
服
を
徳
と
捉
え
た
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理

観
の
延
長
上
に
自
ら
を
位
置
づ
け
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
再
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
に
戻
ろ
う
。
Ｆ
一
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
は
、
徳
の
徳
た
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
が
ま
さ

に
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

「人
格
に
関
す
る
徳
は
情
と
行
為
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
情
と
行
為
の
う
ち
に
は
過
剰
と
不
足
と
中
間
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
恐
れ
を
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
平
静
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
欲
望
を
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
怒
り
を
感
じ

る
こ
と
に
お
い
て
も
、
憐
れ
み
を
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
総
じ
て
快
を
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
も
苦
を
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、

程
度
の
大
き
す
ぎ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
小
さ
す
ぎ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
よ
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
し
か
る
べ
き
時
に
、
し
か
る
べ
き
人
々
に
対
し
て
、
し
か
る
べ
き
も
の
を
目
指
し
て
、
し
か
る
べ
き
仕
方
で
こ
れ
ら
の
情
を
感

じ
る
の
は
そ
の
中
間
を
な
す
最
善
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
徳
に
固
有
の
働
き
で
あ
る
。
Ｔ

・
・
］
こ
う
し
て
、
徳
と
は

中
間
で
あ
る
こ
と
の

一
種
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
中
間
の
も
の
を
目
標
と
し
て
狙
い
さ
だ
め
る
も
の
で
あ
る
。」

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
お
う
と
す
る
の
は
、
可
も
な
く
不
可
も
な
い
中
間
的
な
も
の
、
つ
ま
り
感
情
の
起
伏
を
制
し
た
中
庸
さ
が

美
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
両
極
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
快
と
不
快
、
怒
り
と
憐
れ
み
は
段
階
的
に
相
違
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
質
的
に
異
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
例
を
引
け
ば
、
勇
気
は
臆
病
と
向
こ
う
見
ず
と
い
う
性
格
の
中
間
に
あ
る
も
の

だ
が
、
臆
病
を
ど
の
よ
う
に
減
じ
て
い
っ
て
も
勇
気
あ
る
人
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
向
こ
う
見
ず
な
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
思
慮
の
な
さ
を
減

じ
て
も
勇
気
あ
る
人
に
は
な
ら
な
い
。
勇
気
が
臆
病
と
向
こ
う
見
ず
の
中
間
に
あ
る
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
二
つ
の
悪
徳
を
独

立
し
た
立
場
か
ら
克
服
し
、
両
者
を
制
御
で
き
る

「能
力
」
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
徳

ヽ
９
虫

は
ラ
テ
ン
語
の

二
害
あ
同
様
、
元
々
は
倫
理
的
な
美
徳
を
意
味
せ
ず
、
何
事
か
を
成
し
遂
げ
る
卓
越
し
た
能
力
を
意
味
し
て
い
た
。
快
で
あ
れ
不
快
で
あ
れ
、

人
が
自
然
か
ら
蒙
る
影
響
か
ら
距
離
を
置
い
て
、
中
間
の
位
置
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
優
れ
た
能
力
が
徳
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
彼
の
倫
理
学
の
中
で
繰
り
返
し
強
調
す
る
の
は
、
人
の
真
の
幸
福
が
、
自
然
を
克
服
し
偶
然
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
人
間
的
努
力

の
上
に
成
り
立

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
視
覚
や
聴
覚
の
反
復
行
為
を
通
し
て
、
知
覚
能
力
を
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
で

あ
る
。
能
力
が
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
使
用
し
た
か
ら
獲
得
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
倫
理
的
価

値
は
行
為
す
る
こ
と
で
初
め
て
獲
得
さ
れ
る
。」
し
か
し
、
こ
れ
に
は
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
徳
あ
る
行
為
が
徳

あ
る
人
を
作
る
と
し
て
も
、
ま
ず
徳
あ
る
行
為
を
行
う
た
め
に
は
そ
の
人
す
で
に
あ
る
程
度
は
徳
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ヽヽヽ
ユ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
公
よ
ろ
し
く
自
分
の
髪
を
つ
か
ん
で
自
分
を
底
な
し
沼
か
ら
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
の
自
己
撞
着
を
克
服
す
る
の
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
察
は
ハ
ビ
ト
ウ
ス
の
形
成
過
程
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な

い
。
彼
の
残
し
た

「
ハ
ビ
ト
ウ
ス
は
徳
の
実
現
で
あ
る
」
、
さ
ら
に
は

「徳
と
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
」
と
い
う
洞
察
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
さ
ら
に
究
明
す
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
哲
学
者
た
ち
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
を
仲
立
ち
に
し
て
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
知

っ
た
中
世
ス
コ
ラ
の
神

学
者
た
ち
で
あ
る
。

中
世

キ
リ

ス
ト
教
神
学

に
お
け
る

ハ
ビ
ト

ゥ
ス

中
世
後
期
の

「習
慣
」
の
発
見
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
史
上
特
別
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
る
の
が
本
論
考
の
目
的
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
中
世
初
期
の
人
々
が
こ
う
し
た

一
般
的
な
現
象
を
見
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

技
術
を
習
得
す
る
際
や
、
ま
た
日
常
生
活
の
様
々
な
場
面
で
こ
の
現
象
は
彼
ら
に
も
当
然
意
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
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ヌ
ス
は
例
え
ば
彼
の

『告
白
』
の
中
で
、
彼
を
苦
し
め
た
習
慣
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

「
し
か
し
、
私
は
苦
し
み
を
背
負

っ
て
、
再
び
昔
の
生
活
に
沈
ん
だ
。
日
常
が
私
を
呑
み
込
み
、
そ
の
極
枯
に
か
た
く
結
び

つ
け
た
。

私
は
た
め
息
を
つ
い
た
が
、
栓
桔
は
消
え
な
か
っ
た
。
習
慣
と
は
か
く
も
罪
深
い
も
の
！
　
私
が
い
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
に
は
い
た

く
な
く
、
い
た
い
場
所
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
持
つ
こ
と
に
も
貧
し
く
、
欠
け
る
こ
と
に
も
貧
し
い
。」

「意
志
が
道
を
踏
み
外
せ
ば
、
欲
望
が
そ
こ
か
ら
生
じ
た
。
私
が
欲
望
に
仕
え
た
の
で
、
そ
れ
は
習
慣
に
な

っ
た
。
私
が
習
慣
に
抗
さ
な

か

っ
た
の
で
、
そ
れ
は
必
然
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
ま
る
で
そ
れ
ぞ
れ
に
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
た
輪
―
―
こ
れ
は
鎖
と
言

っ
て
も
い
い
―
―

は
、
私
を
奴
隷
の
身
分
に
つ
な
ぎ
止
め
た
の
だ
。」

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
い
う
習
慣

（８
●
∽ｇ
言
０
こ

は
、
理
性
を
も
た
な
い
生
き
物
が
抗
い
よ
う
も
な
く
衝
動
に
身
を
委
ね
る
時
の
自
然

の
力
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
意
志
や
理
性
の
力
の
及
ば
な
い

「繰
り
返
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
悪
徳
で
あ
り
、
逃
れ
ら
れ
な
い
罪

の
法
則

（【９
Ｒ
ｏｏ鮮
）

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
「習
慣
」
は
他
の
思
想
家
に
お
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
の
注
目
を
集
め
て
は
い
な

か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　
三
二
世
紀
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
士
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
ダ
ー
ヴ
ィ
ト

（
∪
曽
〓

８
・
＞
記
ひ
・
編

ｏ
Ｐ

‘
８

８ヽ
‐いヽ

こ

は

『祈
り
の
七
つ
の
階
梯
』
の
中
で
、
修
道
生
活
に
お
け
る

「祈
り
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
が
、
彼
は
祈
り
を

「習
慣
」

と
し
て
位
置
づ
け
る
。
人
は
習
慣
か
ら
、
す
な
わ
ち

「あ
ら
ゆ
る
恩
籠
が
流
れ
出
る
泉
」
か
ら
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
確
か

に
こ
こ
に
は
、
習
慣
が
恩
寵
的
で
超
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
洞
察
は
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
考
察
は
乏
し
く
、
悪
し
き
習
慣
を
捨
て
、

神
を
常
に
思
う
習
慣
か
ら
祈
ら
な
け
れ
ば
、
祈
り
は

「ま
る
で
飼
い
慣
ら
さ
れ
て
い
な
い
鳥
の
ご
と
く
」
手
を
す
り
抜
け
て
し
ま
う
、
と
い

う
程
度
の
記
述
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た

ｏ８
∽８
一ａ
ｏ
と
し
て
の
習
慣
と
は
質
的
に
異
な
る
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
思
想
界
で
最
初
に
注
目
し
た
の
は
、　
〓

一世

紀
に
活
躍
し
た
ア
ベ
ラ
ー
ル

（″
言
”∽
＞
げ
器
【営
２
∽
ド３
一
‐い
いヽ
こ

で
あ
る
。
エ
ロ
イ
ー
ズ
と
の
往
復
書
簡
で
有
名
な
哲
学
者
は
唯
名
論
的
な

著
作
や
、
ま
た
ク
レ
ル
ヴ
オ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル

（∪
８
静
注
〓
８

ｏ
巨
コ
溜
ｘ
８
８
‐〓
総
）
と
の
論
争
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
当
時
を
代

表
す
る
進
歩
的
思
想
家
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
が
早
く
か
ら
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
注
目
し
、
彼
の
倫
理
学
の
支
柱
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
興
味
深

い
事
実
で
あ
る
。　
一
Ｉ

一五
―
二
六
年
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『哲
学
者
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
会
話
』
の
中
で
、
当
時
既
に
知

ら
れ
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ハ
ビ
ト
ウ
ス
と
は
、
あ
る
事
物
に
自
然
に
備
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
努
力
と
思
慮
に
よ

っ
て
得
ら
れ
、
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い

質
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
肉
体
の
冷
え
や
、
ま
た
欲
望
と
戦

っ
た
こ
と
の
全
く
な
い
、
そ
れ
に
打
ち
勝

っ
た
こ
と
も
、
手
柄
を

立
て
た
こ
と
も
な
い
自
然
状
態
を
も
貞
節
と
呼
ん
だ
り
す
る
が
、
こ
れ
は
徳
に
は
ま

っ
た
く
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
簡
単
に
変
わ

っ

て
し
ま
う
精
神
の
質
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抗
い
に
対
す
る
闘
い
が
な
け
れ
ば
、
勝
利
し
た
徳

へ
の
戴
冠
も
な
い
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
哲
学
者
が
、
『勇
敢
に
戦
わ
な
け
れ
ば
、
勝
利
の
冠
も
受
け
ら
れ
な
い
』
と
い
う
通
り
で
あ
る
。
Ｔ

・
・
］
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
先
に
述
べ
た

『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
で
、
知
恵
と
徳
を

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
中
に
お
い
た
。
彼
は
言

っ
て
い
る
。
『簡
単
に
変
わ
る
よ
う
な

徳
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、　
一
度
だ
け
正
し
く
判
断
す
る
人
が
正
し
い
人
で
は
な
い
し
、
ま
た
、　
一
度
だ
け
不
義
を
は
た
ら
い
た

人
が
不
義
の
人
で
は
な
い
。
意
志
や
思
考
が
持
続
し
て
そ
う
あ
る
人
が
、
そ
う
い
つ
た
人
な
の
で
あ
る
』
と
。」
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ア
ベ
ラ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
自
然
状
態
を
克
服
し
た
、
あ
る
恒
常
的
な
状
態
と
定
義
し
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
れ
を
悪
徳
の

原
因
と
も
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
徳
で
あ
れ
悪
徳
で
あ
れ
、
理
性
で
あ
れ
意
志
で
あ
れ
、
人
間
の
性
質
を
規
定
し
て
い
る
の
は
後
天
的
に
獲

得
し
た
習
慣
的
な
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ベ
ラ
ー
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
習
慣
論
を
、
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
か
ら
学
ん
だ
が
、
こ
れ
は
彼
の
存
命
中
は

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

が
ま
だ
西
欧
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
の
哲
学
者
た
ち
を
経
由
し
て
、
ま
た
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
原
典

か
ら
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、　
三
二
世
紀
の
半
ば
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。　
〓

一
一
〇
年
頃
に

ｏ一ゴ
【８

８
Ｓ

と
し
て
部
分
的
に
ラ

テ
ン
語
に
訳
さ
れ
た
が
、
本
格
的
な
翻
訳
は

一
二
四
〇
年
頃
の
ト
レ
ド
の
神
学
者

ヘ
ル
マ
ン

・
ア
レ
マ
ー
ヌ
ス

（口
８
８
８
誘

＞
お
日
曽
目
↓

に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

一
二
五
〇
年
頃
の
ロ
ー
ベ
ル
ト

・
グ
ロ
ス
テ
ス
ト

（”
３
ｏユ
０
８
絡
お
∽お
〓
８
やｉＳ
総
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
特
に
、

後
者
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
教
授
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学

（天
文
学
や
光
学
）
を
西
欧
の
科
学
界
に
紹
介
し
た
業
績
で
高

く
評
価
さ
れ
た
。　
〓

一世
紀
半
ば
以
降
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
、
論
理
学
、
自
然
学
、
形
而
上
学
は
パ
リ
を
始
め
と
す
る
大
学
で
基

礎
教
養
課
程
の
必
修
科
目
と
な
り
、
神
学
を
学
ぶ
た
め
の
基
礎
の
学
問
と
し
て
、
科
学
の
世
界
で
不
動
の
地
位
を
築
く
。
神
学
、
法
学
、
医

学
で
学
位

（〓
””
い∽お
じ

を
取
ろ
う
と
す
る
者
は
、
彼
の
著
作
を
読
み
、
そ
の
註
解
を
勉
強
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
深
い
薫
陶
を
受
け
た
の
が
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
ト
マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
哲

学
の
合
理
的
思
考
に
深
く
傾
倒
し
た
思
想
家
で
あ
る
。

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
に
関
し
て
も
、
彼
は

『神
学
大
全
』
の
第
二
部
第

一
巻
の
第
四
九
、

五
〇
、
五

一
、
五
二
、
五
三
問
題
で
実
に
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
行
為
の
関
係
、

ハ

ビ
ト
ゥ
ス
の
担
い
手
で
あ
る
肉
体
、
魂
、
感
覚
、
知
性
、
意
志
、
天
使
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
述
に
沿
い
つ
つ

も
、
単
な
る
註
解
の
域
を
超
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
独
自
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
『神
学
大
全
』
が
本
来
、
恩
寵
や
天
使
、
秘
蹟
や
信
仰

を
論
じ
る
神
学
書
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ト
マ
ス
の
ハ
ビ
ト
ウ
ス
ヘ
の
関
心
が
特
別
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
彼

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
同
様
、

ハ
ビ
ト
ウ
ス
に
人
間
の
徳
と
幸
福
を
実
現
さ
せ
る
最
高
の
力

（〓
二
日
〓
ヨ
３
一８
一””
３

を
見
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

ト
マ
ス
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
、
潜
勢
的

（Ｂ
お
●
Ｎこ
じ

活
動
と
現
勢
的

（算
一こ

活
動
の
二
種
類
あ
る
と
す
る
。
潜
勢
的
活
動
と
し
て
の
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
は

「人
間
の
行
動
に
内
在
す
る
原
理
」
と
呼
ば
れ
、
第

一
原
因
と
し
て
徳
の
実
現
を
促
す
。
現
勢
的
活
動
と
し
て
の
ハ
ビ
ト
ウ
ス

は

「徳
の
完
成

（零
【お
３
ｏ
く
い諄
Ｅ
こ

」
で
あ
り
、
徳
の
目
標
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
で
言

っ
た

「徳
と
は
習
慣
に
よ
る
完
成
で
あ
る
」
曾
８
い
”
い
じ

か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ト
マ
ス
の
理
解
に
は
す
ぐ
に

疑
間
が
生
じ
る
。
彼
が
ハ
ビ
ト
ウ
ス
を

一
方
で
は
原
因
と
し
て
、
も
う

一
方
で
は
目
標

。
結
果
と
し
て
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
動

に
お
い
て
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
る
も
の
と
い
う
の
は
、
矛
盾
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
行
動
と
は
原
因
と
結
果
を
つ
な
ぐ
手
段
で

あ
り
、
そ
れ
自
体
原
因
に
も
、
結
果
に
も
な
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
技
術
を
学
ぶ
と
き
、
学
習
行
為
と
そ
れ
を
支
え
る
習
慣
は
、

学
ば
れ
た
完
璧
な
技
術
と
は
別
物
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
時
間
的
に
も
、
質
的
に
も
差
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
疑
間
に
答
え
る
た
め

に
、
ト
マ
ス
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
認
識
論
的
な
観
点
で
考
察
し
て
い
く
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

『形
而
上
学
』
で

「あ
ら
ゆ
る
人
間
は
生
来
知
る
こ
と
を
希
求
す
る
」
と
言

っ
た
よ
う
に
、
「知
る
こ
と
」
は
ト
マ

ス
に
と

っ
て
も
人
間
存
在
の
本
質
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
の
す
べ
て
の
行
動
の
根
本
に
は
、
意
識
的
で
あ
れ
、
無
意
識
的
で
あ
れ
、

知
る
こ
と

へ
の
欲
求
が
あ
る
。
あ
る
行
為
を
す
る
と
は
、
そ
れ
が
目
的
に
か
な
う
も
の
か
ど
う
か
を
知
り
た
い
か
ら
、
ま
た
は
知

っ
て
い
る

「
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か
ら
だ
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
が
行
為
の
担
い
手
と
し
て
意
志
を
あ
げ
た
の
に
対
し
、
ト
マ
ス
は

そ
れ
が
知
性
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
の
意
味
で
ハ
ビ
ト
ウ
ス
は
極
め
て
知
的
な
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
行
為
を
、
獲
得
さ
れ
た
能
力
の
単
な
る
繰
り
返
し
で
な
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
行
為
を
知
性
と
結
び
あ
わ
せ
、
そ

れ
を
意
味
あ
る
目
的
に
か
な

っ
た
も
の
に
す
る
。
そ
の
恒
常
的
で
完
全
な
能
力
は
、
知
性
の
お
か
げ
で
偶
然
性
を
排
し
、
高
い
質
を
保
つ
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
知
的
能
力
の
獲
得
の
際
に
も

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
重
要
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
知
性
を
二
段
階
に
分
け
、
第

一
段
階
を

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
呼

ぶ
。
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
る
こ
と

へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
彼
の
無
知
は
潜
在
的
な
知
性
、
書
き
込
ま
れ
る
の
を
ま

つ

タ
ブ
ラ

・
ラ
サ

（一３
●
Ｓ
『”∽こ

で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
こ
う
し
た
前
提
が
な
け
れ
ば
、
人
は
知
る
こ
と
も
行
為
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
第

一
の
行
為

（３
言
童
ュ
日
〓
ｏ

は
あ
ら
ゆ
る
働
き

へ
と
転
化
す
る
前
の
潜
勢
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。

「
習
慣
は
そ
れ
が
質
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
何
ら
か
の
現
実
態

”ｏ一湧

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
作
用

８
ｏ【鮮
ざ

の
根
源
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
作
用
と
の
関
係
に
お
い
て
い
え
ば
可
能
態
に
お
い
て
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

習
慣
は
第

一
の
現
実
態

”ｏ言
∽
●
ュ
日
〓
∽、
作
用
は
第
二
の
現
実
態

”ｏ言
務
ｏ８
日
含
∽
と
い
わ
れ
る

［
・
・
・
］
。」

知
性
行
為
の
基
盤
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
よ

っ
て
整
え
ら
れ
、
同
時
に
こ
れ
に
よ
っ
て
第
二
段
階
で
あ
る
真
の
知
性
行
為

へ
と
高
め
ら
れ
る
。

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
潜
勢
的
な
も
の
と
現
勢
的
な
も
の
と
の
中
間
に
位
置
す
る
と
い
う
理
解
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
を
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
中
間
的
、
媒
介
的
能
力
を

「知
性
」
と
捉
え
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
化
さ
れ
た
知
性
が
認
識
、
知
覚
、

f型 区 :|―

― ― ― ― ― ― ― ― ―

|
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囃

質

　

　

　

質

→

分
析
と
い
っ
た
能
力
を
完
成

・
実
現
す
る
と
考
え
る
点
で
あ
る
。

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
原
因

と
し
て
知
性
行
為
を
始
め
、
そ
れ
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
は
そ
れ
自
体
で
ハ
ビ
ト

ゥ
ス
化
し
て
さ
ら
な
る
知
性
活
動
を
可
能
に
し
、
こ
の
連
鎖
が
人
間
の
活
動
全
体
を
支

配
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
は
、
以
上
概
観
し
た
通
り
、
極
め
て
知
性
主
義
的
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
ビ
ト
ウ
ス
を
習
慣
と
い
う
限
定
さ
れ
た
質
か
ら
解
放
し
、
人

間
の
精
神
活
動

一
般
を
支
配
す
る
幅
広
い
能
力
と
す
る
点
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
解

を
さ
ら
に

一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
行
為
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ハ
ビ
ト

ゥ
ス
の

一
般
的
な
性
格
を
軽
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
身
体
に

内
在
す
る
力
と
し
て
の
習
慣
を
論
じ
る
こ
と
な
く
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
本
質
が
理
解
で
き

る
の
か
と

い
う
疑
間
が
起
き
る
の
は
避
け
ら
れ
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ト

マ
ス
は

『神
学
大
全
』
の
中
で
、
「
ハ
ビ
ト
ウ
ス
は
身
体
の
中
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
取

り
上
げ
、
部
分
的
に
肯
定
し
て
い
る
。

「
さ
き
に
い
わ
れ
た
ご
と
く
、
習
慣
と
は
、
形
相
も
し
く
は
働
き
に
た
い
し
て
可
能

態
に
お
い
て
在
る
と
こ
ろ
の
、
何
ら
か
の
基
体
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
或
る
種
の

状
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
習
慣
が
働
き

へ
の
状
態

・
秩
序
づ
け
を
意
味
す
る
か

「

(147)-76-(146)



＝

＝

ｈ

ｉ

ｌ

ｌ

ｌ ｌ ｌ

ｌｌｌｌ‐

Ⅲ

ＩＩＩＩＩ

Ⅲ

ＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩ‐

――――――

‐――――‐

―――――‐

―――――‐

―――――‐

――――――

――――― ‐

――――― ‐

―
―――― ―

‐‐――― ―

‐‐‐―― ―

‐‐‐―― ―

‐‐‐―― ‐

――――― ―

‐‐‐―― ―

‐‐‐―― ―

‐‐‐―― ―

‐‐‐―― ‐

――――――

‐‐‐―――

‐‐‐――Ｉ

Ⅲ

ＩＩＩ ＩＩＩ

ＩＩＩＩＩ Ｉ

‐‐‐―― ―

‐―――― ―

――――― ‐

―
―
―――

― ――――

‐ ――――

― ――――

― ――――

― ――――

― ―――‐

― ―――‐

― ―――‐

― ―――‐

― ―――‐

Ⅷ

ＩＩ ＩＩＩ Ｉ

ＩＩ ＩＩＩ Ｉ

‐‐ ――――

‐― ――――

‐― ――――

‐―――――

‐‐――――

――――――

‐――――Ｉ

Ⅲ

ＩＩ ＩＩＩＩ

ＩＩ ＩＩＩＩ

‐― ――――

――――――

―――――‐

――――‐‐

――――――

‐―――――

‐―――――

―――――‐

―――――‐

―――――‐

――――――

―――――Ｉ

Ⅷ

ＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩ

‐――――

―――――

‐――――

―――――

―――――

――――‐

――――‐

――――Ｉ

Ⅲ

ＩＩＩＩＩ

Ⅲ

Ⅷ

Ｉ ＩＩＩＩ

Ⅷ

ＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩ

‐―――――

‐―――――

――――――

――――――

―‐ ――‐‐

―

‐

――――

‐――――Ｉ

Ⅲ

‐――――Ｉ

Ⅷ

ＩＩ ＩＩ

Ｉ Ｉ ＩＩ

‐
― ―

―
――

―― ――――

‐― ――――

剛

ぎ
り
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
習
慣
も
主
要
的
に
基
体
と
し
て
の
身
体
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
け
だ
し
、
身
体
の
す
べ

て
の
働
き
は
、
身
体
の
自
然
本
性
的
な
質
に
か
、
あ
る
い
は
身
体
を
動
か
し
て
い
る
霊
魂
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
自

然
本
性
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
働
き
に
関
し
て
い
え
ば
、
身
体
は
何
ら
か
の
習
慣
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
自
然
本
性
的
な
力
は

一
つ
の
こ
と

へ
と
確
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
す
で
に
い
わ
れ
た
ご
と
く
、
習
慣

的
な
状
態

・
秩
序
づ
け
は
、
基
体
が
多
く
の
こ
と
に
た
い
し
て
可
能
態
に
お
い
て
あ
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」

身
体
に
は
例
え
ば
循
環
器
や
排
泄
器
と
い
っ
た
内
的
器
官
の
よ
う
に
意
志
か
ら
は
独
立
し
て

「自
然
本
性
に
由
来
し
て
」
動
く
部
分
が
あ

る
。
そ
れ
は
こ
の
力
が

「
一
つ
の
こ
と

へ
と
確
定
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
理
学
的
能
力
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
意
志
的
運

動
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
身
体
の
形
質
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ト
マ
ス
は
認
識
し
て
い
た
。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
身
体
の
二

次
的
存
在
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
心
身
二
元
論
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
こ
れ
は
後
年

一
九
世
紀

フ
ラ
ン
ス
の
生
理
学
者
た
ち
が
デ
カ
ル
ト
の
機
械
的
人
体
観
を
超
え
る
身
体
論
を
模
索
し
た
と
き
に
、
身
体
の
二
種
類
の
動
因
に
注
目
し
、

病
理
学

へ
の
応
用
を
探

っ
た
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
。
Ａ

・
ハ
ラ
ー
や
Ｆ

・
ホ
フ
マ
ン
は
、
生
を
物
理
―
化
学
的
な
現
象
と
は
捉
え
ず
、
む

し
ろ
生
の
背
景
に
あ
る
生
命
力

（∂
『８
ニ
ュ
３

こ
そ
生
命
現
象
の
源
泉
で
あ
る
と
し
た
。
生
気
論

（く
ご
【お
日
ｃ

と
し
て
西
欧
思
想
史
に
名

を
残
す
こ
の
思
想
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
身
体
の
病
理
学
的

。
生
理
学
的
観
察
の
所
産
と
し
て
生
ま
れ
、
後
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
ら
に
代
表
さ

れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
哲
学
の
先
駆
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
肉
の
体
を
精
神
の
賤
女
、
容
れ
物
、
ま
た
は
牢
獄
と
定
義

し
た
古
代
哲
学
や
中
世
神
学
も
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
徐
々
に
身
体
を
人
格
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な

っ
た
。
完
成
し
た
行
動
を
安
定
し
た
状
態
で
反
復
で
き
る
の
は
、
知
性
で
も
意
志
で
も
身
体
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
中
間
体
、

つ
ま
り

「知
性
化
し
た
身
体
」
、
も
し
く
は

「身
体
化
し
た
知
性
」
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
と
い
う
発
見
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
新
し
い
人
間
観
、
倫
理
観

を
形
成
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
呆
た
し
た
の
で
あ
る
。

7  6

本
稿
は
平
成
Ｈ
年
度
～
１４
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

・
基
盤
研
究
０
０
研
究
課
題
番
号

【
８
８
８
０
「文
学
表
現
と

〈
身
体

〉
―
―
ド
イ
ツ
文

学
の
場
合
」
（研
究
代
表
者
　
平
野
嘉
彦
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

中
世
神
学
に
お
け
る

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
は
次

の
研
究
を
参
照
。
稲
垣
良
典

『
習
慣

の
哲
学
』

創
文
社

　

一
九
八

一
／

一
九
九
七
年
。
ま
た
新
し
い
観
点
か
ら
中
世
ス
コ
ラ
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
を
解
釈
し
た
試
み
と
し
て
、
山
内
志
朗

『
天
使

の
記
号
学
』

岩
波
書
店
　
一
一〇
〇

一
年
。
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Ｚ
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こ

」汗
）
∪
ｏ
ｏ
オ
【●
ｏ
ｏ
「
口ヽ
”
げ
ご
口
∽
＾̈
＞
『【諄
ｏ
お
〓
曽
】
マ
【９
３
】
”
∽く
ｏ
す
ｏ
【ｏ
”
ヽ
い●
」０
０
日
ヨ
０
５
テ

Ｏ
ｏ
Ｌ
〓
●
ご
【●
¨
弓
鳳
こ
〓
”ｏ

、
い
（
【
っ
∞
０
いヽ
〇
）
０
も
　
∞
『
‐
い
【〇
´
ｏ
「
　
∞
『

チ
ャ
ー
ル
ズ

。
Ｈ

・
ハ
ス
キ
ン
ズ

『十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
（別
宮
貞
徳

・
朝
倉
文
市
訳
）
み
す
ず
書
房
　
一
九
九

一
年
。

『
ｏ
∽一
月
『“ｏ
『
　̈
Ｈ）
ｏ
【
Ｏ
ｏ
」
け∽
ｏ
け
０
そ
く
０
■
み
ｏ
〓
”
一Ｎ
い日
ｐ
∽
一●
口
げ
ｏ
Ｎ
”【府
Ｏ
ｏ
∽　
ン

、ｏ
【
∽け”
●
α
Ｏ
∽
　
［
こ
ｏ
一∩
｝０
∽０
口
いｏ
，
一ｏ
ｏ
い●
０
∽
∽
ｏ
【”
ｏ
，
〓
ｏ
す
０
●
一『
０
】０
０
∽
　
ＨｗＯ
　
Ｈ
　̈
ン

、ｏ
日
Ｏ
ｏ
日

と

爵

出

８

匡
∽
Ｎ
目́

”
配

一日

８

■

ｗ

Ｓ
暉
Ｆ
目

８
語

。
国
ｏ
】Ｏ
ｏ
ご
ｑ
”
ド
３

，

中

世

後

期

の
特

に
神

秘

思

想

に

お

け

る
知

性

語

の
研

究

は

日
〓
ｑ

の
弟

子

た

ち

に

よ

っ
て
受

け

継

が

れ

た

。

↓
Ｆ

３

ｇ

８

ｒ

ョ

ｏ
【８

，

）
Ｒ

，
こ

【井

一８

澪

く

ｏ
『
一∽
３

”
紺

く
０
●

ｑ

口
昇

Ｆ

【
Ｆ

２

８

ｏ
８

“
一∽
３

ｏ

「
ｏ
「
∽
ｏ
〓
〓
目
∞
ｏ
●
・
ヽ
Ｆげ
■

”
げ
〓
ｏ
】
ｏ
∞
いｏ

・
〕
０
　
い
）
”
ｏ
【
〓
口

い
つ
い
い
一
”
０
口
”
綸
ｏ

∽
ｏ
す
●
Ｌ
簿
‐
「
い
”
ｏ
バ
¨
を
く
】
∽
Ｏ

〓
口
０

ミ́
い
∽
Ｆ
Ｏ
富

げ
０
い
国
０
″
〓
２
３

ヽ
日
”
“
【
ｏ
」

。
∽
ｏ
“
∽
ｏ

“
い
０

】″
Ｃ
Ｃ
∽
げ
【
ｏ
ｏ
Ｏ
）

（∪
ｏＬ
８
ギ
）
∽
言
含
ｏ●
〕
，
ド０
〓
ｏ
」８
Ｌ
６
一日
‥

０
●
●
ぃ０
「
リ

こ
う
し
た
知
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
再
編
に
つ
い
て
は
、

ハ
ス
キ
ン
ズ

の
著
書
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
た
次

の
著
作
に
詳
し
い
。
ジ
ャ
ッ

ク

・
ヴ

ェ
ル
ジ

ュ

『十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
（野
口
洋
二
訳
）
創
文
社
　
一
一〇
〇

一
年
。

5 4  3 1注

「
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『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
〓
８
げ
出

日円
讐盲
　
Ｈ
【〇
い
０
０
・

同
書

Ｐ
８
い
・
〓
・

『大
倫
理
学
』
〓
Ｓ
Ｐ

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
８
８
げ
ヽ
・

ア
ン
リ

・
ベ
ル
ク
ソ
ン

『道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
』
（森
口
美
都
男
訳
）
中
央
公
論
社

一
九
六
九
年
、
二
三
二
頁
。

同
書
　
一
三
二
四
頁
。

フ
一
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
〓
８

σ
Ｆ

（】
３
■
０一
】贅
０
い
Ｆ
¨ヽ
‘
中
諄
０
棠出
０∽，
７
ｎｅｂ
５
すｏ
つ
いつ０い
・∽
・い
い
い”

古

代

か

ら

中

世

に

お

け

る
徳

概

念

の
変

遷

に

つ

い
て

は

¨

■
●
【苺

ざ
Ｆ

日

８

ｒ

ｒ
〓
Ｒ

Ｐ

Ｆ
ｌ

ヒ

Ｆ

員

】
ｚ
８

８

ま

狩

〓

く

ｏ
【露
目

∽
Ｆ
晨
ぃく
■

む
Ｒ
”
”量
ｏ
ユ
“Ｑ
甲
ψ∽
Ｈ
●
¨
ｏ
●
０
∽】
望
０
目
ｒ
ｒ
ａ
”
・
く
０
●
ｏ
ご
Ｆ
ォ
ヽ
日
一口
９
ご
∪
２
Ｅ
●
２
替
０
一
い
つ
０
０
）
∽
・
い
ヽ
い
‐い
０
い

。

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

『
告

自

』

第

一
０

巻

、

四

〇

、

六

五

。

ア

ウ

グ

ス

テ

イ

ヌ

ス

の
習

慣

論

に

つ

い

て

は

、

ど

ョ

ρ

り
『
８

０
いく
〓

９

可
Ｆ

）
翼
ε
ρ
日
８
諄

ｏ
「
自
ｏ
Ｅ
像
”
ｏ
２
爵
″匡
一
Ｆ

」
８

日
け０
燎
讐
絆
ｏ
い
で
静
昇
＞
厭
「
∽薔
３
・
日
¨
弓
轟
ε
”け

ヽ
ω
〔
０
∞
Ｊ
二
晰

ｐ
ｐ
Ｏ
っ

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
　
同
書
　
第
八
巻
、
五
、　
一
〇
。

ア
ウ
ク
ス
プ
ル
ク
の
ダ
ト
ヴ
ィ
ト

『祈
り
の
七
つ
の
階
梯
』
（香
田
芳
樹
訳
）
、
「中
世
思
想
原
典
集
成
』
第

一
六
巻

（ド
イ
ツ
神
秘
思
想
）
六

一
―
人
四
頁
収
録
　
平
凡
社
　
一
一〇
〇

一
年
、
七
〇
頁
。

フ

０

ど

巴

注

¨
９

ｏＯ
「叫
３

ｏ
訂

∽
督

，

ｏ
も
ｒ
Ｆ

ｏ
■

１

邑

】

目

〓

序

∽
ｏ
巨

∽菖

Ｆ

お
”静

３

日

ヽ
マ

昇

β

国
詔

」

８

照
日
Ｌ

♂

紆

Ｅ

ｗ

宍
げ
”
“
”
Ｐ
「
員
目
Ｌ
ｎＤ
Ｅ
３
　
●
・
７
●

い
０
つ
い
・
∽
・
い
０
９

「
９
日
曽
に

く
６５
∽
ぎ
０
日
げ
８
」
る
，

∪
お

鴫
〓
ざ
Ｒ
も
巨
ｏ
一日

，
Ｐ

『
策
暉
Ｆ
日
鮮
ユ
）
〓
日
８
ｒ
当
ヽ
Ｒ
Ｆ
３
ｏ
Ｆ
２
５
Ｑ
”
い
っ
０
ド

∽

ド
ド
”

≧
ら８
８
〓
キ
諄
¨
ｃ
ロ
マ
減
”ｔ
り
●巨
編

日
〓
＆
い２
２
口
日
ｏ
「
卜
ｇ
，
辱

∪
２
亀
辱
０
■
Ｆ
芥
道
Ｚ
ｏ■
郊
舜
沐
Ｏ
Ｆ
も
ヽ
も
，
〓
澪

ト
マ
ス
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
に
つ
い
て
は
稲
垣

（
一
九
人

一
／

一
九
九
七
）
お
よ
び
、
”
ｏ
「
Ｏ
Ｒ
器
¨
口
３
一言
∽
暑
『
〓
言
∽
８
曽
“
∽８
●
言
「・
）
ｏ

甲

Ｆ
一ロ
ゴ
ぃ∽
８

∽
目
３

ｒ
一ｒ
目
い
０
お

コ
邑
″Ｌ
ｏ
●
８

∽
日
９
キ

∽３
８

目
゛
目
百
■
日

＞
‘
ご
留

計

【
国
営
魯
日
”
日

３

弓
ぎ

日
ぁ

バ
日
＞
鸞

Ｆ
・
〕
ビ
，
も
つ
い

を

参
照
。

ト
マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス

『神
学
大
全
』
第

一
一
巻

（稲
垣
良
典
訳
）
創
文
社

一
九
八
〇
年
、
第
四
九
問
題
第
三
項

一
。

同
書
第
五
〇
問
題
第

一
項
。

生
気
論
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ス

・
ド
リ
ー
シ
ュ

『生
気
論
の
歴
史
と
理
論
』
（米
本
昌
平
訳
）
書
籍
工
房
早
山
　
一
一〇
〇
七
年
。
生
気
論
と
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
三
輸
正

『
デ
ス
テ
ュ
ツ
ト

・
ド

・
ト
ラ
シ
と
ビ
シ
ャ
と
に
お
け
る
習
慣
の
問
題
』
　

『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』

（大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
哲
学
史
第

一
講
座
）

第
九
号

一
九
八
九
年
　
一
―

〓

一頁
。
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