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わ
れ
わ
れ
の
未
来
に
は
気
候
変
動
、
環
境
汚
染
、
資

源
枯
渇
そ
し
て
戦
争
な
ど
、
推
定
不
可
能
な
要
因
が

多
い
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（
１
９
２
７
～

２
０
０
８
）
は
、
冷
戦
が
終
了
し
て
も
国
際
間
で
対
立
が

な
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
文
化
に
基
づ
く
新
た
な
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
生
ま
れ
て
、
文
明
間
の
対
立
が

生
じ
て
い
る
と
い
う
（『
文
明
の
衝
突
』
集
英
社
）。
こ

の
説
は
世
界
的
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。

１
９
９
６
年
の
発
表
と
は
い
え
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
ば
か
り
か
、彼
の
予
言
は
的
中
し
そ
う
な
情
勢
だ
。

　

彼
は
文
明
を
西
欧
、
中
国
、
イ
ス
ラ
ム
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、

ス
ラ
ブ
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
発
展
途
上
と
は
い
え
ア

フ
リ
カ
、
そ
し
て
日
本
の
八
つ
に
分
類
す
る
。
さ
ら
に
世

界
に
西
欧
民
主
主
義
と
い
う
普
遍
的
な
文
明
が
広
が
る
と

い
う
考
え
を
排
し
て
、
将
来
は
中
国
文
明
と
イ
ス
ラ
ム
文

明
の
勢
力
が
拡
大
し
て
、儒
教
︱
イ
ス
ラ
ム
・
コ
ネ
ク
シ
ョ

ン
を
形
成
し
、
こ
れ
が
西
欧
に
敵
対
す
る
構
図
が
出
現
す

る
。
や
が
て
日
本
も
中
国
と
組
ん
で
西
欧
対
非
西
欧
と
い

う
対
立
構
図
の
一
翼
を
担
う
だ
ろ
う
、
と
予
言
す
る
。

　

人
間
は
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
う
え
で
、
合
理
的
な

行
動
を
と
る
前
に
、
ま
ず
自
身
を
定
義
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
し
た
自
身
の
定
義
付
け
、
つ
ま
り
実
存
の

主
張
で
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
文
明
が
、

人
類
相
互
間
の
紛
争
に
つ
な
が
る
と
い
う
わ
け
だ
。
さ
ら

に
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
宗
教
は
文
明
を
確
定
す
る
中
心
的

な
特
徴
で
あ
り
、「
偉
大
な
宗
教
は
偉
大
な
文
明
を
支
え

る
基
礎
で
あ
る
（
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
・
ド
ー
ソ
ン
）」
と
、

と
ら
え
た
。

　

現
代
に
お
い
て
、
宗
教
人
口
を
伸
ば
し
て
い
る
の
は
イ

ス
ラ
ム
教
で
あ
る
。
私
は
、
ホ
メ
イ
ニ
革
命
時
に
イ
ラ
ン

に
長
期
滞
在
し
て
い
た
が
、
ホ
メ
イ
ニ
が
イ
ラ
ン
民
衆
に

　

津つ

野の

幸ゆ
き

人ん
ど

先
生
（
鳥
取
大
学
名
誉
教
授
）
は
、
愛
媛
大
学
農

場
の
開
設
に
携
わ
り
、
ま
た
（
公
財
）
自
然
農
法
国
際
研
究
開

発
セ
ン
タ
ー
の
開
設
時
の
理
事
を
務
め
ら
れ
、
鳥
取
大
学
で
は

自
然
農
法
水
田
の
ヨ
シ
の
刈
敷
技
術
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、

温
水
堆
肥
に
応
用
す
る
技
術
や
紙
マ
ル
チ
技
術
を
開
発
し
ま
し

た
。
日
本
作
物
学
会
の
会
長
を
務
め
、
有
機
水
稲
作
で
最
も
問

題
と
な
る
水
田
雑
草
の
抑
制
技
術
普
及
の
礎
を
創
り
ま
し
た
。

　

現
在
は
愛
媛
県
松
山
市
に
居
を
か
ま
え
て
、
水
稲
布
マ
ル
チ

直
播
栽
培
研
究
会
会
長
と
し
て
『
綿わ
た

幸ゆ
き

媛ひ
め

通
信
』
で
稲
作
講
座

な
ど
を
連
載
し
て
い
ま
す
。
布
マ
ル
チ
は
、
従
来
綿
製
品
を
作

る
過
程
で
出
る
く
ず
綿
を
原
料
と
し
た
不
織
布
シ
ー
ト
に
種
も

み
を
挟
み
こ
ん
だ
も
の
で
、
水
稲
直
播
有
機
栽
培
用
の
不
織
布

シ
ー
ト
で
す
。
津
野
先
生
と
丸
三
産
業
株
式
会
社
が
共
同
開
発

し
ま
し
た
（http://w
w
w
.m
arusan-sangyo.co.jp/intro/cloth/

）。

　

こ
こ
で
は
病
貧
争
絶
無
の
世
界
を
目
指
す
岡
田
茂
吉
に
共
鳴

す
る
先
生
が
、「
農
に
お
け
る
霊
性
の
探
究
︱
自
分
教
の
確
立

に
向
け
て
︱
」
と
題
し
て
綿
幸
媛
通
信
74
～
76
号
（
２
０
１
７

年
）
に
掲
載
し
た
「
論
説
」
の
一
部
を
割
愛
の
う
え
再
編
集
し

て
お
届
け
し
ま
す
。

農
に
お
け
る
霊
性
の
探
求

　
　
︱
自
分
教
の
確
立
に
向
け
て
︱

著者略歴

1930 年 生まれ。1953 年 農林省
入省、1967 年愛媛大学助教授、
1974 年 鳥 取 大学農学部教授、
1990 年京都大学アフリカ地域研
究センター教授（併任）を歴任
し、1992 年には日本作物学会長
ならびにアジア作物学会長に就
任。1985 ～ 1989 年（財）自然農

法国際研究開発センター理事。1993 年鳥取大学農学部長
を経て、1996 年より鳥取大学名誉教授。著書に『イネの
科学』、『農学の思想』、『小農本論』、『小さい農業』（いず
れも農文協）。

な
ぜ
宗
教
は
戦
争
の
火
種
と
な
る
の
か

津つ

野の  

幸ゆ
き

人ん
ど
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ラ
ジ
オ
で
こ
う
呼
び
か
け
た
。「
わ
れ

わ
れ
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
西
欧
文
明
を
受

け
入
れ
た
。
そ
の
結
果
人
々
は
彼
ら
の

文
化
で
あ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に

毒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
を

反
省
し
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
。

ホ
メ
イ
ニ
革
命
の
本
質
は
、
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
の
い
う
「
文
明
の
衝
突
」
で
あ
っ

た
。

　

人
類
の
幸
福
追
求
を
願
う
宗
教
が
、

う
こ
と
は
免
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
人
間

は
ど
う
し
て
も
生
き
て
い
く
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
な
に
か
二
つ
の
も
の
を
包

ん
で
、
二
つ
の
も
の
が
畢ひ

っ

竟き
ょ
うす

る
に
二

つ
で
な
く
て
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
一
つ

で
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
二
つ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
見
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
こ
れ
が
霊
性
で
あ
る
。

　

今
ま
で
の
二
元
的
世
界
が
相
剋
し
相

殺
し
な
い
で
、
互ご

譲じ
よ
うし
、
交
歓
し
、
相そ

う

即そ
く

相そ
う

入に
ゆ
うす
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
人
間

霊
性
の
覚
醒
に
ま
つ
よ
り
外
な
い
の
で

あ
る
。
言
わ
ば
精
神
と
物
質
の
裏
に
今

一
つ
の
世
界
が
開
け
て
、
前
者
と
後
者

と
が
互
い
に
矛
盾
し
な
が
ら
、
し
か
も

映
発
す
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
霊
性
的
直
覚
ま
た
は

二
元
的
世
界
の
相
剋
を
克
服
す
る
霊
性

　

人
に
は
そ
の
価
値
観
を
超
え
て
、
心

の
底
か
ら
感
動
す
る
刹
那
が
あ
る
。
そ

れ
は
理
性
か
ら
く
る
道
徳
律
を
は
る
か

に
超
え
る
も
の
だ
。
利
害
、
愛
憎
を
超

越
し
た
感
動
の
根
源
は
何
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
は
人
間
が
共
有
す
る
霊
性
か
ら
発

す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
霊
性

に
つ
い
て
鈴
木
大だ

い

拙せ
つ

（
１
８
７
０
～

１
９
６
６
）
は
著
書
『
日
本
的
霊
性
』

の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
精
神
ま

た
は
心
を
物
（
物
質
）
に
対
峙
さ
せ
た

考
え
の
中
に
は
、精
神
を
物
質
に
入
れ
、

物
質
を
精
神
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
精
神
と
物
質
と
の
奥
に
、
い
ま
ひ

と
つ
何
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。二
つ
の
も
の
が
対
峙
す
る
限
り
、

矛
盾
・
闘
争
・
相そ

う

克こ
く

・
相そ

う

殺さ
い

な
ど
と
い

自
覚
に
よ
り
て
可
能
と
な
る
。（
中
略
）

　

霊
性
を
宗
教
意
識
と
い
っ
て
よ
い
。

た
だ
宗
教
と
い
う
と
、
普
通
一
般
に
は

誤
解
を
生
じ
や
す
い
の
で
あ
る
。
日
本

人
は
宗
教
に
対
し
て
あ
ま
り
深
い
了
解

を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
、
あ
る
い
は

宗
教
を
迷
信
の
ま
た
の
名
の
よ
う
に
考

え
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
で
も
な
ん
で

も
な
い
も
の
を
宗
教
的
信
仰
で
裏
づ
け

よ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
で
宗

教
意
識
と
い
わ
ず
に
霊
性
と
い
う
の
で

あ
る
。」（『
日
本
的
霊
性
』
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫
p.

29
）

な
ぜ
、
人
類
に
不
幸
な
状
況
を
も
た
ら

す
の
か
。
西
洋
哲
学
で
は
、
カ
ン
ト

（
１
７
２
４
～
１
８
０
４
）、
ヘ
ー
ゲ
ル

（
１
７
７
０
～
１
８
３
１
）
の
時
代
に
、

宗
教
の
本
質
を
分
析
し
て
、
祈
祷
・
呪

術
を
含
む
も
の
を
「
実
定
宗
教
」
と
し
、

奇
跡
信
仰
を
排
除
し
て
理
性
で
理
解
で

き
る
宗
教
を
「
理
性
宗
教
」
と
し
て
区

別
し
た
。
例
え
ば
理
性
宗
教
と
し
て
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
を
解
釈
す
れ
ば
、「
隣

人
を
愛
せ
よ
」
に
尽
き
る
と
い
う
。
こ

の
論
法
に
従
え
ば
仏
教
の
本
質
は
、「
あ

ら
ゆ
る
生
き
物
に
慈
悲
を
施
す
。」
こ

れ
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。
文
明
の
衝

突
を
避
け
る
う
え
で
、
不
殺
生
と
い
う

戒
律
を
掲
げ
る
仏
教
の
役
割
が
期
待
さ

れ
る
の
だ
が
、そ
の
現
状
は
悲
観
的
だ
。

そ
の
宗
教
が
人
類
の
対
立
を
深
め
る
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
既
成
宗
教

が
現
代
と
い
う
時
代
︱
原
爆
の
戦
争
使

用
・
文
明
の
衝
突
︱
へ
の
適
応
に
怠
慢

で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
は
な
い
か
。

世界の主要な宗教の分布図（wikipedia より作図）
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わ
が
国
に
お
い
て
も
、
明
治
期
は
わ
が
国

在
来
の
文
明
と
西
欧
文
明
と
の
衝
突
期
で

あ
っ
た
。
物
質
文
明
に
お
い
て
は
西
欧
優

位
で
あ
り
、
無
条
件
に
こ
れ
を
受
け
入
れ

た
。
西
欧
人
の
象
徴
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を

受
け
入
れ
た
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
知
識
階

級
で
あ
っ
た
。
内
藤
鳴
雪
（
１
８
４
７
～

１
９
２
６
）
は
、
子
規
派
の
俳
人
と
し
て
有

名
で
あ
る
が
、
彼
は
れ
っ
き
と
し
た
松
山
藩

高
級
武
士
で
、
儒
教
を
学
ん
で
育
っ
た
。
彼

春を迎えた魚住農園の風景

仏
教
の
持
つ
宇
宙
的
視
座

神
仏
（
宇
宙
の
意
思
）
と
一
体
化
で
き
る
人
生
と
は

　

大
災
害
時
に
は
、
多
く
の
人
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
救
援
活
動
を
行
う
。
困
っ
た

人
を
助
け
た
い
と
い
う
本
能
が
人
間
に
は
備

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
無
償
の
利
他

行
為
︱
仏
教
で
い
え
ば
菩
薩
行
︱
の
と
き
人

は
神
と
な
る
。
人
は
誰
で
も
そ
の
心
と
行
動

に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
神
仏
と
一
体
化
で
き

る
の
だ
。「
他
人
へ
の
奉
仕
で
は
生
活
が
で

き
な
い
」
と
反
論
さ
れ
る
方
が
多
い
と
思
う

が
。
生
活
と
奉
仕
を
両
立
さ
せ
る
の
が
人
間

の
甲
斐
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
甲
斐

性
を
も
つ
人
（
真
人
）
の
養
成
に
学
校
教
育

は
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
菩
薩
行
の

見
本
に
出
会
っ
た
。
か
ね
て
か
ら
布
マ
ル
チ

栽
培
※
を
通
し
て
お
付
き
合
い
の
あ
る
魚う

お

住ず
み

隆り
ゅ
う
た太

さ
ん
（
魚
住
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
研
究

所
代
表
）
か
ら
「
パ
ク
チ
ー
お
好
き
で
す
か
」

と
い
う
メ
ー
ル
を
い
た
だ
い
た
。
有
機
農
産

物
を
知
人
に
無
償
で
送
っ
て
い
る
の
だ
。
同

氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
恩
送
り
」
の
行
為

だ
と
い
う
。
語
源
を
伺
う
と
「
誰
か
か
ら
受

け
た
恩
を
、
自
分
は
別
の
人
に
送
る
。
そ
し

て
そ
の
送
ら
れ
た
人
が
別
の
人
に
渡
す
。
そ

う
し
て
恩
が
世
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
ゆ

く
と
い
う
こ
と
」
と
、
ネ
ッ
ト
に
あ
る
と
知

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
魚
住
さ
ん
は
こ
れ
に

次
の
二
点
を
加
え
る
。

①
す
ぐ
に
恩
送
り
を
す
る
必
要
は
な
い
。
自

分
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
よ
い
。

②
恩
は
経
済
的
な
も
の
に
限
ら
な
い
。
親
身

に
な
っ
て
相
談
に
乗
る
。
笑
顔
で
人
に
接

す
る
こ
と
。

い
わ
ゆ
る
仏
教
の
布
施
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
恩
送
り
」
が
盛
大
に
輪
廻
し
て
い
け

ば
、
世
の
中
ど
れ
ほ
ど
明
る
く
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
上
の
写
真
は
魚
住
農
園
で
あ
る
。
私

に
は
「
甲
斐
性
天
国
園
」
に
見
え
る
。
こ
の

農
園
を
訪
問
し
た
い
。
き
っ
と
次
の
歌
の
状

況
に
出
会
う
だ
ろ
う
。

花
摘
む
子
ら
に
野
の
道
問
え
ば

　
　

蝶
の
ゆ
く
え
と
花
で
指
す

※水稲布マルチ直播栽培は、田の排水が完全にできる条件を整えて、確実に布浮かべ（布マルチ栽培）を実行すれば、ど
なたでも簡単に超省力の稲作ができる。浮いた労力で畑作物の有機栽培をやろう。これは決して難しいものではない。
太平洋戦争の直後まで、我々の先輩が伝統農法でやり通してきたものだ。



自然農法 vol.79　2018.10                                                            

9

の
思
想
形
成
を
語
る
も
の
と
し
て
、
維
新
後

に
書
か
れ
た
『
鳴
雪
自
叙
伝
（
岩
波
文
庫
）』

が
あ
る
。
こ
れ
は
松
山
藩
の
維
新
前
後
の
事

情
を
知
る
上
で
も
資
料
的
価
値
が
高
い
。

　

彼
は
、
子
息
、
惟
行
氏
を
30
歳
の
若
さ
で

失
っ
た
。「
結
局
死
と
い
う
こ
と
は
人
間
の

煩
悶
苦
痛
を
免
る
る
事
な
の
で
惟
行
の
如
く

早
く
世
を
去
る
の
は
、
つ
ま
り
厄
介
な
人
間

生
活
の
年
明
け
で
あ
る
、
息
を
引
き
取
る
ま

で
こ
そ
志
の
遂
げ
ざ
る
事
を
口
惜
し
く
も
思

う
が
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
空
々
寂
々
で
、
楽

し
み
の
な
い
代
わ
り
に
悲
し
み
も
な
い
、
今

ま
で
脳
で
働
い
て
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
宇
宙

に
遍
満
せ
る
絶
対
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
帰
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
も
早
晩
そ
う

な
る
と
思
う
と
、
彼
が
先
駆
け
し
た
の
を
羨

ま
し
く
も
思
っ
た
。」（
p.
３
３
９
）

　

右
の
太
字
で
記
し
た
部
分
こ
そ
、
密
教
誕
生

ま
で
の
仏
教
が
避
け
て
き
た
「
梵ぼ

ん

我が

一い
ち

如に
ょ

」
の

思
想
に
他
な
ら
な
い
。
鳴
雪
が「
哲
学
的
悟
り
」

と
称
す
る
の
は
、
真
言
密
教
か
ら
呪
術
的
（
ま

じ
な
い
）
部
分
と
地
獄
思
想
を
取
り
去
っ
て
し

ま
っ
た
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
鳴
雪
の
死
生
観
に
は
、
元
土
佐
藩
士
・

中
江
兆

ち
よ
う

民み
ん

（
１
８
４
７
～
１
９
０
１
）
の
哲

学
の
投
影
を
感
じ
る
。
兆
民
は
フ
ラ
ン
ス
に
留

学
し
て
哲
学
を
学
び
、
本
格
的
な
西
欧
哲
学
の

紹
介
者
で
あ
る
。
彼
の
思
想
は
著
書
『
一
年
有

半
』
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
唯
物
論
に
立

脚
し
た
生
命
論
は
先
鋭
的
で
新
鮮
で
あ
る
。
ま

た
、
死
生
観
に
は
密
教
的
な
匂
い
を
感
じ
る
。

密
教
的
死
生
観
と
は
、
個
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

と
大
我
（
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
）
と
の
合
体
を
理
想

と
す
る
バ
ラ
モ
ン
的
発
想
で
あ
っ
て
、
密
教

の
風
土
で
育
っ
た
人
間
が
共
有
す
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
旧
制
松
山
高
等
学

校
の
先
生
方
の
う
ち
松
山
市
の
出
身
者
に
は
鳴

雪
と
同
じ
死
生
観
を
披
露
さ
れ
る
方
が
多
か
っ

た
。

　

私
は
在
米
中
に
は
、
滞
在
先
の
家
族
と
共

に
清
教
徒
の
教
会
に
通
っ
た
。
教
会
員
は
や

さ
し
く
歓
待
し
て
く
れ
て
、
や
が
て
私
に
改

宗
を
熱
心
に
勧
め
た
が
、
真
言
宗
の
風
土
で

育
っ
た
私
に
は
、
神
の
救
済
は
非
常
に
遠
い

距
離
に
あ
っ
た
。
大
日
如
来
と
い
う
宇
宙
仏

の
分
身
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
宇
宙
の
生

命
を
共
有
す
る
す
べ
て
の
生
物
は
た
が
い
に

共
生
関
係
に
あ
る
と
信
じ
る
私
に
は
、
地
獄

の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

宇
宙
の
意
思
と
し
て
生
命
を
与
え
ら
れ
た

地
球
上
の
生
物
に
は
、
二
つ
の
本
性
︱
生
存
欲

望
と
子
孫
増
殖
欲
望
︱
が
あ
り
、
そ
れ
は
生

物
間
の
食
物
連
鎖
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

と
す
る
存
在
で
あ
る
。
た
だ
高
度
の
知
能

を
有
す
る
人
間
だ
け
が
国
家
を
作
っ
た
。

人
種
と
か
言
語
の
共
通
項
を
軸
と
し
て
国

家
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
大
事
な
こ
と

は
、
国
家
の
発
生
に
は
何
ら
か
の
宗
教
が

国
民
を
結
束
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
特

色
あ
る
固
有
の
文
明
を
産
ん
だ
点
で
あ

る
。
や
が
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
文
明

に
固
執
し
、
そ
の
拡
大
を
希
求
す
る
よ
う

に
な
る
。
故
に
「
文
明
の
衝
突
」
は
避
け

ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の

い
う
と
お
り
知
恵
を
人
間
の
原
罪
と
認
め

ざ
る
を
え
な
い
。
自
我
に
固
執
す
る
知
恵

は
悪
魔
の
知
恵
だ
。

食
物
連
鎖
の
頂
点
に
立
つ
人
間
の
倫
理

　

生
命
の
営
み
を
科
学
的
に
み
れ
ば
、
宇
宙

に
存
在
す
る
多
種
類
の
元
素
の
う
ち
10
種
類

程
度
の
元
素
を
材
料
に
し
て
、
地
球
上
で
タ

ン
パ
ク
質
の
合
成
を
行
い
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
支
配
す
る
遺
伝
子
を
後
代
に
遺
す
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
な
に
も
、
人
間
の
特
権
で

は
な
く
て
、
中
江
兆
民
の
指
摘
し
た
通
り
生

物
全
般
に
共
通
す
る
基
本
原
則
で
あ
る
。
た

だ
、
元
素
を
組
み
合
わ
せ
て
生
き
も
の
た
ら

し
め
た
の
は
、
神
の
仕
業
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
生
物
は
み
ん
な
宇

宙
神
の
分
身
で
あ
る
。
そ
し
て
、
万
物
の
生

命
は
平
等
で
あ
り
、
網
の
目
の
よ
う
な
食
物

連
鎖
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
生
き
物
は
共
生

関
係
に
あ
る
の
だ
。

　

有
機
農
業
で
の
真
の
収
穫
は
、「
万
物
共

生
」
と
い
う
心
境
で
あ
る
と
思
う
。
食
物
連

鎖
の
頂
点
に
立
つ
人
間
に
は
、
環
境
保
護
の

倫
理
的
義
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
絶
対
に
農
薬
を
使
わ
な
い
と
決
意
し
、

そ
れ
を
実
行
し
た
と
き
、
人
は
自
分
教
の
教

祖
と
な
る
。
す
べ
て
の
生
き
物
が
仲
間
と
な

る
。
蝶
に
も
小
鳥
に
も
「
恩
送
り
」
を
し
よ

う
。
既
存
宗
教
に
依
拠
し
な
い
で
、
自
発
的

意
志
に
よ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
立
場
を
と
る

の
が
、
私
の
云
う
自
分
教
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
人
間
は
高
度
の
知
能
を
駆
使
し

て
、
他
の
生
物
を
食
料
と
す
る
。
し
か
も
莫

大
な
自
然
資
源
を
人
類
だ
け
の
た
め
に
消
費

す
る
。
こ
の
智
慧
を
有
す
る
が
た
め
に
地
球

環
境
を
破
壊
し
て
い
る
の
だ
。
生
物
は
種
と

い
う
単
位
で
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
高
等
動

物
の
基
本
則
は
同
種
を
食
料
と
し
な
い
。
つ

ま
り
、
共
食
い
を
避
け
て
相
互
扶
助
を
原
理

（
万
物
共
生
）。
つ
ま
り
他
者
の
生
命
に
よ
っ

て
自
己
の
生
命
が
支
え
ら
れ
て
い
る
。故
に
、

他
者
を
失
え
ば
自
己
を
失
う
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
、
仏
教
の
示
す
不
殺
生
戒
が
生
ま

れ
る
が
、
こ
れ
は
生
き
る
た
め
に
は
順
守

で
き
な
い
と
い
う
絶
対
矛
盾
に
直
面
す
る
。

こ
の
局
面
に
お
い
て
「
慈
悲
」
が
、
先
に
述

べ
た
霊
性
的
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の

立
場
か
ら
は
、
宗
教
が
す
べ
て
の
命
を
全
う

さ
せ
よ
う
と
す
る
人
間
の
本
性
に
基
づ
く

も
の
と
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ら
の
生
き
が
い
で
あ
る
か
に
見
え
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
教
会
に
よ
っ
て
組
織
化
さ

れ
た
信
徒
は
、
保
守
党
の
基
盤
で
あ
り
、

神
の
意
志
は
国
家
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

る
、
と
い
う
説
教
を
た
び
た
び
聞
か
さ
れ

た
。
こ
の
論
理
は
理
性
宗
教
を
主
張
し
た

ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

な
ら
ば
、
世
界
平
和
の
た
め
に
は
、
国

家
権
力
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
宗
教
が
必

要
で
あ
る
。
戦
争
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
暗

黒
の
時
代
の
詳
細
を
語
り
継
ぎ
、
後
世
に

残
す
べ
き
だ
。
受
け
身
で
与
え
ら
れ
た
既

成
宗
教
で
は
世
界
平
和
は
実
現
で
き
な
い

と
悟
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
仏
に
逢
う
て
は
仏
を
殺
し
、
祖
に
逢
て
は

祖
を
殺
し
、
生
死
岩
頭
に
お
い
て
大
自
在
を

得
ん
』
と
い
う
言
葉
を
ひ
い
て
、
戦
場
こ
そ

は
禅
の
修
業
道
場
だ
と
兵
隊
を
叱
咤
し
、
そ

れ
ば
か
り
か
修
行
中
の
僧
を
兵
隊
と
し
て
戦

場
に
送
り
込
ん
だ
。」
戦
争
を
し
な
い
で
国

民
を
平
和
に
生
活
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
政

治
家
の
第
一
義
の
責
務
だ
。
私
た
ち
戦
争
を

経
験
し
た
老
人
た
ち
に
も
責
務
が
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
で
も
欧
米
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
た
ち
は
、
労
働
は
神
の
意
志
に
か

な
う
も
の
、
と
さ
れ
勤
勉
を
尊
ぶ
思
想
が
強

い
。
北
米
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
河
地
方
で
接
し
た

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
農
民
た
ち
は
、
禁
酒
・

禁
煙
で
貯
蓄
に
励
み
、
教
会
へ
の
献
金
が
彼

農
に
霊
性
を
求
め
た
人
た
ち

　

生
命
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の

科
学
的
仮
説
が
あ
る
が
、
化
学
元
素
を
素
材

と
し
て
生
命
が
誕
生
し
た
の
は
確
か
で
あ

る
。
こ
れ
ら
元
素
を
組
み
合
わ
せ
て
生
命
を

吹
き
込
ん
だ
の
は
神
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ

の
神
を
唯
一
の
神
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
諸

神
の
最
高
神
と
見
る
か
は
宗
教
に
よ
っ
て
異

な
る
。

　

二
宮
尊
徳
（
１
７
８
７
～
１
８
５
６
）
は
、

私
の
道
で
尊
ぶ
の
は
、
天
地
が
万
物
を
生
育

す
る
の
を
助
け
る
大
道
で
、
天
津
神
の
積
ん

で
お
か
れ
た
無
尽
蔵
か
ら
、
鍬
鎌
の
鍵
を

も
っ
て
こ
の
世
に
取
り
出
す
大
道
で
あ
る
。

「
我
と
い
う
そ
の
大
本
を
尋
ぬ
れ
ば
　
食

う
と
着
る
と
の
二
つ
な
り
け
り
」
と
詠
ん

で
い
る
。
そ
し
て
、
明
日
の
食
に
気
を
配

り
「
腹
く
ち
く
食
う
て
搗つ

き
ひ
く
女
子
ら

は
　
仏
に
ま
さ
る
悟
り
な
り
け
り
」
と
、

称
え
る
。
尊
徳
に
と
っ
て
は
、
与
え
ら
れ

た
命
を
生
き
抜
く
と
い
う
の
が
至
上
の
行

為
で
あ
り
、
天
命
と
受
け
止
め
る
。
尊
徳

は
人
間
を
米
食
い
虫
に
た
と
え
、
こ
の
虫

の
仲
間
で
の
約
束
ご
と
は
、「
衣
食
住
の

財
を
生
産
す
る
の
を
善
と
定
め
、
こ
れ
ら

を
い
た
ず
ら
に
損
傷
す
る
の
を
悪
と
す

る
」
と
、
倫
理
規
定
を
行
い
、
こ
の
道
は

既
成
宗
教
は
平
和
を
守
れ
な
か
っ
た

　

仏
教
は
、
わ
が
国
伝
来
の
当
初
（
５
３
８

年
）
か
ら
権
力
者
の
庇
護
を
受
け
、
そ
の
呪

術
・
祈
随
を
も
っ
て
権
力
者
に
報
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
理
論
的
に
高
度
化
さ

れ
た
天
台
宗（
８
０
５
年
）、真
言
宗（
８
０
６

年
）
に
お
い
て
も
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
12
世
紀
に
い
た
っ
て
親
鸞
や
道
元

が
権
力
者
の
庇
護
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
親
鸞
の
教
え
は
、
阿
弥
陀
如
来
と

い
う
一
神
崇
拝
で
あ
る
。

　

神
職
者
の
い
る
大
き
な
神
社
に
は
仏
像
が

祀
ら
れ
、
神
さ
ん
と
仏
さ
ん
は
一
体
の
も
の

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
は
崇
め
て
き
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
幕
末
に
は
国
学
者
系

の
尊
王
運
動
が
力
を
得
て
、
慶
応
４
年
に
は

神
道
国
教
化
政
策
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
結
果

が
廃
仏
毀
釈
と
な
っ
て
神
社
か
ら
仏
さ
ん
が

追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
以
後
、
国
家
神
道

が
従
来
の
宗
教
の
上
位
に
座
り
、
国
民
の
崇

拝
を
強
制
し
た
。

　

宗
教
や
道
徳
が
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
る
限

り
、そ
れ
は
戦
争
防
止
の
役
に
は
立
た
な
い
。

国
家
神
道
へ
の
危
惧
を
い
ち
早
く
と
ら
え
た

金
子
光
晴
（
１
８
９
５
～
１
９
７
５
）
の
詩

「
燈
台
」
の
一
節
を
紹
介
し
て
お
く
。

　

こ
の
詩
は
昭
和
12
年
日
中
戦
争
開
始
の
年

に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
戦
争
は
相
手
国

だ
け
で
は
な
く
自
国
民
に
も
犠
牲
を
強
要
す

る
。
日
本
は
神
国
だ
か
ら
、
必
ず
「
神
風
」

が
吹
い
て
戦
に
勝
つ
、
と
い
う
国
家
神
道
の

呪
術
を
私
た
ち
は
信
じ
、
祈
祷
し
て
い
た
。

　

雑
誌
・
文
芸
春
秋
２
０
１
２
年
12
月
号
特

集
「
日
本
人
の
た
め
の
宗
教
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
、山
折
哲
雄
氏
（
昭
和
６
年
生
ま
れ
・

宗
教
学
者
）
と
の
対
談
で
、
元
花
園
大
学
学

長
・
河
野
大
通
氏
（
昭
和
５
年
生
ま
れ
・
臨

済
宗
妙
心
寺
派
管
長
）
は
、
仏
教
が
国
家
に

取
り
込
ま
れ
戦
争
に
加
担
し
た
経
緯
を
語

る
。「
仏
教
の
根
本
理
念
と
は
人
間
の
平
等

と
命
の
尊
重
に
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
し
か

し
な
が
ら
日
本
の
仏
教
教
団
は
、
時
流
に
お

も
ね
り
戦
争
に
加
担
し
た
過
去
が
あ
る
。
そ

れ
も
仏
教
の
論
理
、
し
か
も
私
た
ち
が
教
義

と
す
る
禅
の
論
理
を
戦
意
高
揚
に
用
い
た
。

こ
こ
ろ
を
う
つ
す
明
鏡
だ
と
い
う
空
を

か
つ
て
は
、
い
み
お
そ
れ
、
︱
神
は
い

な
い
。
と
、
お
ろ
か
に
も
放
言
し
た
。

そ
れ
だ
の
に
、
い
ま
こ
の
身
辺
の
、
神

の
戒
め
の
き
び
し
い
こ
と
は
ど
う
だ
。

う
ま
れ
お
ち
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
、

こ
の
か
ら
だ
を
神
に
う
ら
れ
た
こ
と

だ
っ
た
。

お
い
ら
た
ち
の
い
の
ち
は
、
神
の
富
で

あ
り
、
犠
（
い
け
に
え
）
と
な
ら
ば
。

す
す
み
た
っ
て
こ
の
い
の
ち
を
す
て
ね

ば
な
ら
な
い
の
だ
。
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人
道
で
あ
っ
て
天
道
と
は
別
だ
と
言
い
切
っ

た
。

　

さ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
自
分
の
教
え

を
「
至
誠
教
」
と
呼
ん
だ
。
尊
徳
の
宗
教
観

は
、
鎌
倉
前
期
の
華
厳
宗
の
僧
・
明
恵
上
人

（
１
１
７
３
～
１
２
３
２
）
の
教
え
に
極
め

て
近
い
も
の
が
あ
る
。
明
恵
の
教
え
を
要
約

す
れ
ば
、「
こ
の
人
生
を
誠
実
に
生
き
る
こ

と
が
本
当
の
仏
教
だ
。現
実
か
ら
の
逃
避
や
、

死
後
の
救
い
を
求
め
る
の
は
仏
陀
の
教
え
で

は
な
い
。」、「
求
め
る
心
を
す
っ
か
り
捨
て

て
、
空
腹
に
な
れ
ば
食
べ
、
寒
け
れ
ば
着
る

と
い
う
生
活
こ
そ
が
誠
の
生
き
方
だ
。」
と
、

な
る
。

　

こ
こ
に
し
て
、
尊
徳
の
和
歌
に
あ
る
「
腹

く
ち
く
食
う
て
搗
き
ひ
く
女
子
ら
は　

仏
に

ま
さ
る
悟
り
な
り
け
り
」
の
意
味
が
一
段
と

深
み
を
増
し
て
く
る
。
鎌
倉
時
代
に
台
頭
し

た
浄
土
宗
、
禅
宗
、
法
華
宗
、
な
ど
は
、
そ

の
真
髄
を
探
れ
ば
、
仏
と
人
と
の
一
体
化
を

目
指
し
て
い
る
。
真
剣
に
生
き
る
こ
と
が
そ

の
ま
ま
仏
の
意
に
か
な
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。

　

仏
教
の
中
で
も
天
台
、
真
言
の
両
宗
派

は
、
根
源
的
な
宇
宙
仏
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

毘び

盧る

遮し
や

那な

仏ぶ
つ

（
奈
良
の
大
仏
に
表
徴
）、
大

日
如
来
を
据
え
た
（
注
・
こ
の
両
仏
は
根
本

的
意
義
に
お
い
て
同
一
）。
毘
盧
遮
那
仏
を

中
心
仏
と
す
る
法
華
経
を
信
奉
し
た
宮
沢
賢

治
（
１
８
９
６
～
１
９
３
３
）
は
「
宗
教
は

疲
れ
近
代
科
学
に
置
換
さ
れ
然
も
科
学
は
冷

た
く
暗
い
」
と
嘆
き
、「
い
ま
や
わ
れ
ら
は

新
た
に
正
し
き
道
を
行
き
わ
れ
ら
の
新
し
き

美
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
農
民
を
し
て
芸

術
の
道
へ
と
誘
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
農

民
芸
術
と
は
宇
宙
感
情
の

地

人

個
性
と

通
ず
る
具
体
的
な
る
表
現
で
あ
る
」と
す
る
。

賢
治
の
い
う
宇
宙
感
情
と
は
、
法
華
経
が
説

く
宇
宙
仏
（
毘
盧
遮
那
仏
）
へ
の
帰
依
か
ら

く
る
霊
感
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
農
的
情
緒
に

は
憧
れ
た
が
実
際
の
農
業
と
は
生
活
の
上
で

か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
賢
治
は
、
そ

の
死
生
観
を
次
の
詩
で
語
っ
て
い
る
。

熊
本
県
八
代
の
松
田
喜
一
（
１
８
８
７
～

１
９
６
８
）
で
あ
る
。
彼
は
百
姓
の
五
段
階

の
発
展
説
を
示
し
た
。

　

一
段
目
（
最
下
位
）、［
生
活
の
た
め
の
百
姓
］

　

二
段
目
、［
芸
術
化
の
百
姓
］

　

三
段
目
、［
詩
的
情
操
化
の
百
姓
］

　

四
段
目
、［
哲
学
化
の
百
姓
］

　

五
段
目
（
最
高
位
）、［
宗
教
化
の
百
姓
］

　

神
や
仏
に
一
番
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
が

百
姓
で
あ
り
。
神
仏
と
一
体
化
で
き
る
人
生

を
目
指
せ
。
松
田
の
い
う
指
摘
は
重
要
で
、

す
べ
て
の
生
き
物
を
慈
し

み
、
育
む
行
為
の
実
行
者

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　

彼
は
、
到
達
し
た
最
高

の
技
能
を
惜
し
み
な
く
弟

子
た
ち
に
与
え
た
。
経
営

者
感
覚
の
農
民
は
、
最
高

の
技
術
的
ノ
ウ
ハ
ウ
は
絶

対
に
競
争
相
手
で
あ
る
同

業
者
に
は
教
え
な
い
。
こ

れ
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
質

だ
。
し
か
し
、
松
田
の
示

し
た
百
姓
の
本
質
は
経
済

行
為
を
超
越
し
て
い
る
。

こ
の
超
越
を
考
慮
し
な
い

で
、「
生
き
物
を
育
て
、

貨
殖
（
金
儲
け
）
を
図
る

の
が
農
業
」
と
認
識
し
、

国
家
の
政
策
と
し
て
企
業

的
農
業
が
推
進
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
自
給

的
小
農
（
百
姓
）
は
消
え
去
る
運
命
に
置

か
れ
た
。
こ
の
状
況
の
も
と
で
、
小
さ
な

有
機
農
業
を
や
り
抜
く
に
は
、
そ
れ
な
り

の
決
意
が
要
る
し
、
根
性
が
必
要
だ
。

　

労
働
の
本
質
は
対
象
の
中
に
自
己
を
形

成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
百
姓
の
特

権
で
あ
っ
て
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
︱
自

由
で
あ
る
︱
た
め
に
は
、
神
仏
に
近
い
百

姓
に
な
る
以
外
に
は
な
い
。
つ
ま
り
銘
々

が
自
分
教
の
教
祖
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
と
は
畢
竟
法
則
（
自
然
的
規
約
）

の
ほ
か
の
何
で
も
な
い

　

か
ら
だ
は
骨
や
血
や
肉
や

　

そ
れ
ら
は
結
局
さ
ま
ざ
ま
な
分
子
で

　

幾
十
種
か
の
原
子
の
結
合

　

原
子
は
結
局
真
空
の
一
体

　

外
界
も
ま
た
し
か
り

わ
れ
わ
が
身
と
外
界
と
を
し
か
く
感
じ

そ
れ
ら
の
物
質
諸
種
に
働
く

そ
の
法
則
を
わ
れ
と
云
ふ

わ
れ
死
し
て
真
空
に
帰
す
る
や

ふ
た
た
び
わ
れ
を
感
ず
る
や

共
に
そ
こ
に
あ
る
は
一
つ
の
法
則
（
因

縁
）
の
み

（
詩
、
一
九
二
九
年
二
月
、
の
一
部
）

　

実
際
の
農
業
体
験
の
中
か
ら
農
業
の
真
髄

を
つ
か
み
取
り
、
そ
れ
を
世
に
示
し
た
の
は
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て
い
る
。

　

同
じ
種
に
属
す
る
生
物
は
、
お
た
が
い
に

助
け
合
う
（
利
他
）
の
が
そ
の
本
性
で
あ

る
。
時
に
は
競
争
原
理
に
支
配
さ
れ
て
い
る

か
に
み
え
る
が
そ
れ
は
宇
宙
生
命
の
本
質
で

は
な
い
。
次
の
感
動
的
な
事
実
を
、
フ
ラ
ン

ス
の
動
物
学
者
は
タ
イ
の
自
然
保
護
区
で
目

撃
し
た
。
視
力
を
失
っ
た
メ
ス
の
象
が
他
の

血
縁
関
係
の
な
い
メ
ス
象
に
道
案
内
を
し
て

も
ら
っ
て
い
た
。
低
い
声
で
お
互
い
の
存
在

を
知
ら
せ
あ
い
な
が
ら
、
緊
密
な
友
情
を
楽

し
ん
で
い
た
。
案
内
役
の
象
は
明
ら
か
に
快

楽
を
感
じ
な
が
ら
、
こ
の
行
動
を
選
択
し
て

い
た
、
と
い
う
の
だ
。

　

強
い
自
我
意
識
を
持
つ
人
間
は
生
死
の
海

に
苦
し
ん
で
い
る
が
、
救
い
は
「
利
他
」
の

中
に
あ
る
。
こ
の
宇
宙
仏
の
大
法
則
に
自
ら

身
を
投
じ
る
こ
と
が
自
己
改
革
で
あ
り
、

即
身
成
仏
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
、「
不
殺
生
戒
」
を
虫
や
微
生
物

に
も
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
だ
。
農
薬
に

よ
っ
て
虫
を
殺
さ
な
い
と
い
う
決
意
の
一

瞬
が
救
い
で
あ
り
、
こ
の
一
瞬
の
裡う

ち

に
無

限
の
慈
悲
が
あ
る
と
私
は
思
う
。

　

有
機
農
業
は
、
農
薬
で
虫
を
殺
さ
な
い

と
い
う
大
原
則
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
す
な

わ
ち
仏
の
「
大
悲
」
で
あ
り
、
菩
薩
の
慈

悲
の
心
で
あ
る
。
中
江
兆
民
の
ご
と
く
、

宇
宙
的
立
場
に
立
っ
て
生
命
を
見
つ
め
た

と
き
、虫
も
人
間
も
同
列
で
あ
る
か
ら
だ
。

宗
教
の
内
容
は
広
大
で
一
概
に
は
規
定
で

き
な
い
。
宗
教
も
時
代
と
共
に
進
化
す
る

の
だ
。
そ
の
時
代
の
大
衆
の
心
を
つ
か
ま

な
い
宗
教
は
必
ず
衰
退
す
る
。

宗
教
の
進
化  

―
国
家
神
か
ら
宇
宙
神
へ
の
飛
躍
―

　

キ
リ
ス
ト
教
の
唱
え
る
「
隣
人
へ
の
愛
」

や
、仏
教
の
第
一
戒
律
で
あ
る
「
不
殺
生
戒
」

を
忠
実
に
実
行
す
れ
ば
戦
争
は
回
避
で
き
た

は
ず
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
類
史
は
戦
争

の
連
続
で
あ
る
。
人
類
の
救
済
を
目
指
す
べ

き
既
成
宗
教
は
国
家
主
義
の
道
具
と
化
し
て

い
る
。
い
ま
や
、
そ
れ
を
超
え
る
新
し
い
宗

教
が
必
要
な
の
だ
。
国
家
の
枠
組
み
を
超
え

た
宇
宙
的
規
模
の
視
座
を
も
つ
宗
教
へ
の
進

化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
こ
た
え

る
た
め
に
は
有
機
農
業
の
実
践
を
通
し
て
、

銘
々
が
有
す
る
慈
悲
（
大
悲
）
の
心
―
絶
対

に
農
薬
で
生
き
物
の
命
を
奪
わ
な
い
―
を
発

掘
し
て
、
他
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
待
つ

こ
と
な
く
、
自
分
教
の
教
祖
と
な
ろ
う
。

　

鈴
木
大
拙
は
随
筆
『
石
』
で
つ
ぎ
の
よ
う

に
指
摘
す
る
、「
今
日
の
仏
教
者
は
、
全
く

わ
す
れ
た
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
仏
教
の
根

本
義
は
、
人
と
そ
の
環
境
と
を
ひ
と
つ
の
も

の
に
見
る
の
で
あ
る
。
草
や
木
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
石
や
土
ま
で
も
生
き
も
の
に
な
る

の
で
あ
る
。（
中
略
）。
人
間
に
は
実
に
魔
手

が
あ
る
。
こ
の
魔
手
は
、
し
か
し
悪
魔
の
手

で
な
く
て
神
そ
の
も
の
の
手
で
あ
る
。
こ
れ

を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
魔
に
は
創
造
の
力
が

な
い
。
破
壊
す
る
だ
け
だ
。
そ
れ
は
彼
に
は

大
悲
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悲
は
実
に
創
造

力
な
の
で
あ
る
。
近
代
人
は
こ
の
悲
を
欠
く

の
で
魔
王
の
ご
と
く
に
荒
れ
ま
わ
る
。」（『
東

洋
的
な
見
方
』
岩
波
文
庫
）
世
界
禅
の
確
立

を
生
涯
の
悲
願
と
し
た
彼
の
、
戦
争
へ
の
真

摯
な
反
省
が
読
み
取
れ
る
。
悲
（
慈
悲
）
は

創
造
力
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
誠
に
貴
重
で

あ
る
。

　

一
口
に
仏
教
と
い
っ
て
も
教
義
の
内
容

（
経
典
）
は
時
代
の
変
遷
に
伴
っ
て
変
容
し

て
い
る
、
と
い
う
事
実
は
、
江
戸
期
の
町
人

学
者
・
富
永
仲
基
に
よ
っ
て
鋭
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
経
典
の
内
容
は
、
こ
と
こ

と
さ
ら
に
難
解
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
解
釈

は
専
門
僧
侶
の
特
権
で
あ
っ
た
。
特
に
密
教

の
奥
義
は
子
弟
以
外
に
は
う
か
が
い
知
れ
な

い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、

死
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
在
家
の
身

で
難
解
な
経
典
の
真
髄
を
体
得
し
た
例
を
挙

げ
た
い
。

　

戸
田
城
聖
（
創
価
学
会
二
代
目
会
長
）
は

治
安
維
持
法
違
反
の
容
疑
で
２
年
間
の
拘
置

所
生
活
を
送
っ
た
。
こ
の
中
で
法
華
経
を
熟

読
し
て
、「
仏
と
は
生
命
で
あ
る
。
自
分
の

命
に
あ
り
、
ま
た
宇
宙
の
中
に
も
あ
る
、
宇

宙
生
命
の
一
実
体
で
あ
る
」
と
の
結
論
を
得

た
。「
我
と
い
う
の
は
宇
宙
の
こ
と
だ
。
違

う
の
は
肉
体
だ
け
で
、
生
命
に
は
変
わ
り
は

な
い
。」
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

創
価
学
会
の
基
礎
を
築
い
た
戸
田
の
言
葉

は
、
四
十
余
年
に
わ
た
る
有
機
農
業
の
実
践

を
通
し
て
得
た
私
の
思
想
を
す
で
に
代
弁
し

道
義
の
確
立
が
望
ま
れ
る
日
本
農
業

　

は
っ
き
り
言
っ
て
、
欧
米
に
比
べ
て
わ
が

国
の
農
業
者
の
環
境
倫
理
は
低
い
。
特
に
中

山
間
部
の
老
齢
者
に
は
、
違
法
に
農
薬
を
使

う
の
が
農
業
技
術
で
あ
る
と
心
得
て
い
る
者

も
見
ら
れ
る
。
戦
後
の
食
糧
難
を
切
り
抜
け

る
た
め
に
、農
業
は
政
策
的
に
大
切
に
さ
れ
、

違
法
摘
発
も
緩
や
か
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

保
守
党
の
大だ

い

票
ひ
ょ
う

田で
ん

で
も
あ
り
、
政
府
補
助

金
も
ふ
ん
だ
ん
に
与
え
ら
れ
、
一
部
で
は
こ

れ
を
不
労
所
得
と
受
け
止
め
る
向
き
も
あ
っ

た
。

　

現
代
の
日
本
農
業
は
大
量
の
農
薬
散
布

で
成
立
し
て
い
る
。
し
か
も
農
薬
の
散
布

回
数
は
驚
く
ほ
ど
の
ス
ピ
ー
ド
で
増
加
し

て
い
る
。
昆
虫
や
微
生
物
、
菌
類
が
薬
剤

耐
性
を
次
々
と
獲
得
し
て
い
る
。
微
生
物

や
昆
虫
に
比
べ
て
、
高
等
動
物
は
体
細
胞

数
が
は
る
か
に
多
い
た
め
に
、
農
薬
耐
性

は
彼
等
よ
り
強
い
が
、
そ
の
限
界
は
意
外

と
低
い
の
か
も
し
れ
ぬ
。
特
に
妊
娠
中
に

胎
児
が
農
薬
に
さ
ら
さ
れ
る
の
が
一
番
怖

い
。
農
薬
耐
性
生
物
と
強
力
な
新
農
薬
開
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発
と
の
果
て
し
な
い
鼬
い
た
ち
ご
っ
こ
の
行
く
末

は
、農
業
生
態
系
の
破
滅
で
あ
る
。
我
々
は
、

こ
の
日
本
列
島
に
生
ま
れ
て
く
る
幾
百
億
人

の
子
孫
に
立
派
な
農
業
基
盤
を
遺
す
義
務
が

あ
る
の
だ
。
農
業
に
限
ら
ず
、
現
代
の
す
べ

て
の
分
野
に
お
い
て
科
学
信
仰
と
工
業
的
能

率
信
仰
と
が
自
然
環
境
を
破
壊
し
尽
そ
う
と

し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
わ
が
国
の
有
機
農
業
に
目
を
移

そ
う
。
こ
れ
も
欧
米
と
比
べ
れ
ば
低
調
で
あ

る
。数
少
な
い
有
機
農
業
実
施
者
の
中
に
は
、

安
心
安
全
の
食
品
の
生
産
・
販
売
が
意
識
の

大
半
を
占
め
て
お
ら
れ
る
方
が
多
い
。
こ
れ

を
営
業
宣
伝
に
使
う
の
も
結
構
だ
が
、
そ
れ

で
お
し
ま
い
で
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
。
有

機
農
業
の
認
証
を
受
け
て
、
栽
培
法
の
正
当

性
を
事
務
的
機
関
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
方
も
多

い
。
本
来
、
こ
れ
は
有
機
農
業
者
自
身
の
職

業
倫
理
に
任
せ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
現
代

の
有
機
農
業
に
は
も
っ
と
深
い
意
義
が
あ

る
。

　

政
治
の
世
界
も
道
義
の
退
廃
は
目
に
余
る

も
の
が
あ
る
。
こ
の
実
例
は
書
く
必
要
が
あ

る
ま
い
。
が
、
政
治
は
次
第
に
戦
争
へ
の
道

を
歩
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
に
は
、

す
べ
て
の
人
が
そ
の
視
座
を
国
家
か
ら
宇
宙

へ
と
大
転
換
す
る
こ
と
だ
。
感
動
的
な
言
葉

を
紹
介
し
た
い
。「
考
え
る
機
会
が
多
い
ほ

ど
、
ま
た
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
常
に
新
た

な
る
感
嘆
と
崇
敬
を
と
も
な
っ
て
私
の
心
を

満
た
し
て
く
れ
る
も
の
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ

は
我
が
頭
上
の
星
座
と
我
が
内
に
あ
る
道
徳

律
で
あ
る
」
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
大
哲
学
者
・

カ
ン
ト
の
墓
石
に
刻
ま
れ
た
語
句
で
あ
る
。

　

農
薬
使
用
が
普
及
す
る
以
前
は
、
食
料
生

産
は
、
ま
さ
に
宇
宙
神
の
意
に
沿
う
善
行
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
世
界
有
数
の
農
薬
使
用

国
に
成
り
下
が
っ
た
わ
が
国
農
業
は
出
口
の

見
え
な
い
迷
路
を
歩
ん
で
い
る
。
そ
の
第
一

の
原
因
は
、
狭

き
ょ
う

隘あ
い

な
農
地
に
適
し
た
農
業
を

見
失
っ
た
こ
と
で
あ
る
。さ
ら
に
加
え
れ
ば
、

農
業
者
の
価
値
観
が
個
性
を
失
い
、
都
市
住

民
の
そ
れ
と
同
様
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
国

民
の
価
値
観
の
形
成
は
、
教
育
を
抜
き
に
し

て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

気
の
毒
に
も
先
生
か
ら
見
放
さ
れ
て
、「
落

ち
こ
ぼ
れ
」
と
い
う
失
敬
な
表
現
を
甘
受
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。

　

現
行
の
教
育
は
、
教
師
が
知
識
を
授
け
、

そ
れ
を
生
徒
が
暗
記
す
る
仕
組
み
だ
。
こ
の

方
法
で
は
知
識
の
創
造
か
ら
生
徒
た
ち
は
疎

外
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
与
え
ら
れ
た

知
識
の
範
囲
内
で
の
思
考
し
か
で
き
な
い
。

独
創
的
な
個
性
を
伸
ば
す
に
は
、
技
能
教
育

か
ら
理
論
を
導
く
と
こ
ろ
の
能
力
の
養
成
の

必
要
性
を
、
私
は
ず
っ
と
提
案
し
続
け
て
き

た
。（
そ
の
最
初
は
、『
農
業
教
育
』
No.
５
・

農
文
協
・
１
９
７
０
）。
こ
の
度
、
片
山
佳

代
子
さ
ん
の
翻
訳
・
編
集
、『
ガ
ン
ジ
ー
の

教
育
論
』（
星
雲
社
）
を
拝
読
し
て
、
偉
大

な
る
ガ
ン
ジ
ー
は
、
す
で
に
１
９
３
０
年
代

に
同
じ
趣
旨
の
主
張
を
し
て
い
た
の
を
知
っ

た
。
彼
の
教
育
論
を
、
荒
っ
ぽ
く
要
約
す
れ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
我
々
の
今
の
教
育
で
は
事
務
員
を
生
む
だ

け
だ
。

②
教
育
は
手
工
業
と
い
う
手
段
を
使
っ
て
行

う
べ
き
だ
。
肉
体
労
働
を
知
的
に
行
う
こ

と
。

③
生
徒
は
農
業
と
肉
体
労
働
を
と
お
し
て
文

字
、
言
語
、
算
数
な
ど
を
学
ぶ
べ
き
だ
。

④
英
語
お
よ
び
西
洋
の
価
値
観
か
ら
の
解

放
。
片
言
英
語
で
イ
ン
ド
人
同
士
が
意
思

の
疎
通
を
は
か
る
の
は
、
固
有
の
文
化
の

喪
失
に
つ
な
が
る
。
民
族
言
語
を
大
切
に

し
よ
う
。

　

と
く
に
私
が
片
山
さ
ん
の
訳
書
で
注
目

し
た
の
は
、「
ヨ
ガ
と
は
仕
事
を
す
る
技

能
で
あ
る
。」
と
ギ
ー
タ
（
ヨ
ガ
の
聖
典
）

の
言
葉
を
引
き
、「
ヨ
ガ
と
は
一
体
を
意

味
し
ま
す
。
神
々
と
一
体
と
な
る
こ
と
が

ヨ
ガ
で
す
。
仕
事
を
す
る
こ
と
で
、
難
な

く
そ
の
よ
う
な
一
体
を
体
験
で
き
る
と
、

母
な
る
ギ
ー
タ
は
教
え
ま
す
。」（
p.

61
）

と
述
べ
、
仕
事
に
没
頭
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
強
調
す
る
。

　

思
え
ば
、
肉
体
労
働
を
知
ら
ぬ
バ
ラ
モ

ン
階
級
は
ヨ
ガ
の
技
法
で
あ
る
禅
定
（
座

禅
）
に
よ
っ
て
三さ

ん

昧ま
い

境
を
味
わ
っ
た
。
一

方
の
農
民
は
労
働
で
三
昧
に
入
る
「
労
役

三
昧
」。
こ
れ
が
肉
体
の
苦
痛
か
ら
逃
れ

る
術
で
も
あ
る
。
ヨ
ガ
は
彼
ら
の
仕
事
と

一
体
化
し
て
い
る
の
だ
。
私
の
生
地
・
四

国
の
松
山
地
方
で
は
、
農
作
業
に
没
入
で

き
な
い
人
を
「
能
が
研
げ
ん
」
と
い
っ
て

軽
蔑
し
て
い
た
。
か
ね
が
ね
ガ
ン
ジ
ー
が

偉
大
だ
と
思
わ
れ
た
の
は
、
非
暴
力
抵
抗

に
よ
っ
て
人
種
差
別
撤
廃
の
運
動
を
行
う

際
に
、
37
歳
の
身
で
あ
り
な
が
ら
妻
と
の

性
交
渉
を
絶
っ
た
こ
と
で
あ
る
。理
由
は
、

何
事
か
を
他
に
要
求
す
る
か
ら
に
は
、
そ

れ
を
補
う
だ
け
の
も
の
を
自
ら
が
捨
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
倫
理
的
信
念

で
あ
る
。
清
貧
を
理
想
と
す
る
東
洋
精
神

の
真
髄
を
こ
こ
に
見
る
。

見
習
う
べ
き
ガ
ン
ジ
ー
の
教
育
論
と
そ
の
思
想

　

わ
が
国
の
学
校
教
育
は
頭
脳
労
働
者
の
養

成
を
基
本
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
父
兄
も
我

が
子
を
有
名
大
学
に
入
れ
て
高
所
得
の
職
業

に
就
く
の
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状

況
下
で
農
業
後
継
者
が
い
な
く
な
る
の
は
当

た
り
前
だ
。
人
間
だ
れ
し
も
が
個
性
的
な
素

晴
ら
し
い
能
力
を
内
蔵
し
て
い
る
。し
か
し
、

少
年
期
の
教
育
に
お
い
て
、
具
体
的
な
物
つ

く
り
か
ら
で
な
け
れ
ば
理
論
を
理
解
で
き
な

い
と
い
う
真
に
個
性
的
な
学
童
が
い
る
が
、 ↖
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横
浜
市
鶴
見
区
獅
子
ヶ
谷
に
あ
る
橘
学

苑
・
私
立
橘
女
子
中
学
校
に
は
個
性
的
な
教

科
「
創
造
」
が
あ
る
。
一
年
生
は
、
飯
島
興

介
先
生
と
共
に
、
昔
な
が
ら
の
土
を
耕
し
・

種
を
播
き
・
実
を
収
穫
し
・
粉
に
し
て
、
パ

ン
焼
き
ま
で
を
体
験
し
た
。
鈴
木
美
鈴
さ
ん

は
、
こ
の
よ
う
に
感
想
文
集
に
記
し
て
い

る
。「
な
ぜ
輸
入
小
麦
が
安
い
か
ら
と
い
っ

て
96
％
も
輸
入
す
る
の
か
、
私
は
す
ご
く

不
思
議
に
思
い
ま
す
。
そ
し

て
私
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
日

本
は
お
金
に
こ
だ
わ
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
昔

な
が
ら
の
農
業
の
私
た
ち
が

や
っ
て
き
た
根
気
を
忘
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
私
は
こ
の
一
年
間
創

造
の
活
動
を
や
っ
て
、
こ
う

い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
よ
か
っ
た
な
あ
と
思

い
ま
す
。」
農
耕
の
実
践
は
か
く
も
見
事
な

批
評
精
神
を
育
む
の
で
あ
る
。

　

橘
学
苑
は
土
光
登
美
女
史
に
よ
っ
て
昭

和
17
年
に
創
立
さ
れ
、
当
時
は
橘
女
学
校

と
名
乗
っ
た
。
登
美
女
史
は
、
ロ
ッ
キ
ー

ド
事
件
後
に
経
団
連
会
長
と
な
り
、
企
業

か
ら
の
政
治
献
金
の
停
止
を
提
案
し
た
土

光
敏
夫
氏
の
ご
母
堂
で
あ
る
。
女
学
校
設

立
後
、
登
美
校
主
が
力
を
注
い
だ
の
は
、

農
作
業
を
重
要
な
教
育
科
目
と
し
て
位
置

付
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
精
神
が
先

に
述
べ
た
教
育
科
目｢

創
造｣

に
力
強
く

息
吹
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
登
美
先
生
は
、

「
正
し
き
も
の
は
強
く
あ
れ
」
と
い
う
言

葉
を
残
し
た
。
現
代
の
無
気
力
な
世
相
と
、

守
る
べ
き
第
一
義
を
見
失
い
つ
つ
あ
る
教

育
へ
の
警
鐘
と
承
知
す
る
。

　

農
作
業
と
い
う
土
に
接
す
る
行
為
で
涵
養

さ
れ
る
の
は
、
橘
女
子
中
学
の
生
徒
が
い
み

じ
く
も
指
摘
し
た｢

昔
な
が
ら
の
農
業
の
根

気｣

で
あ
る
。
農
作
業
に
黙
々
と
根
気
強
く

従
う
う
ち
に
、
省
力
、
効
率
に
支
え
ら
れ
た

業
績
主
義
と
は
異
な
る
世
界
の
住
人
と
な

る
。
も
の
作
り
に
手
間
ひ
ま
を
か
け
る
、
こ

れ
が
本
当
の
豊
か
さ
で
あ
る
と
悟
る
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
農
業
の
根
気
を
と
お
し

て
、
物
の
世
界
か
ら
心
の
世
界
へ
と
誘
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

機
械
に
よ
る
能
率
向
上
で
支
え
ら
れ
た

産
業
社
会
の
人
間
に
は
、
受
け
入
れ
が
た

い
心
境
だ
と
は
思
う
が
、
機
心
の
産
物
で

あ
る
機
械
文
明
に
よ
っ
て
大
殺
戮
戦
争
が

起
き
た
り
、
地
球
環
境
が
危
機
に
瀕
し
て

い
る
の
は
厳
然
た
る
事
実
だ
。
少
な
く
み

て
も
二
千
年
以
上
も
前
の
物
語
の
中
で
、

か
の
老
人
の
ご
と
く
機
心
を
制
し
て
、
心

を
純
白
に
保
つ
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
物
語
で
は
、
水
を
く
れ
て
や
る
農

作
物
と
い
う
物
の
価
値

の
対
極
に
純
白
と
い
う

心
の
価
値
を
置
い
て
い

る
。
誰
し
も
双
方
の
価

値
を
手
に
し
た
い
。
古

来
よ
り
人
は
こ
の
両
価

性
（A

m
bivalent

）
の

矛
盾
に
身
を
焦
が
し
て

き
た
の
だ
。
老
人
に
お

い
て
は
、
矛
盾
を
解
消
す
る
の
が
「
か
ら

く
り
」
仕
掛
け
の
排
除
で
あ
っ
た
。
能
率

を
落
と
し
て
物
を
得
る
。
同
時
に
心
の
純

白
を
損
な
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
機
心
の
制

御
で
二
つ
の
価
値
を
全
う
す
る
の
で
あ

る
。

　

右
の
立
場
を
現
代
有
機
農
業
の
価
値
観

の
真
髄
と
し
て
提
示
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
伝
統
農
業
の
世
界
で
は
、
生
産
性
と

永
続
性
が
常
に
均
衡
を
保
つ
形
を
探
り
な

が
ら
、
農
法
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
の

　
現
代
有
機
農
業
の
真
髄

　
︱
無
農
薬
を
決
意
し
た
と
き
自
分
教
の
主
と
な
る
︱

機
心
を
制
す
る
「
農
業
の
根
気
」

る
と
何
十
倍
も
能
率
が
上
る
よ
」と
言
っ
た
。

老
人
は
、
む
っ
と
し
た
顔
を
し
た
が
、
思
い

な
お
し
て
笑
顔
で
応
え
た
。「
そ
の
か
ら
く

り
（
機
械
）
を
使
う
す
べ
は
知
っ
て
は
い
る

が
、
機
械
を
使
う
者
は
必
ず
心
中
に
か
ら
く

り
心
（
機
心
）
が
お
き
る
。
す
る
と
心
は
純

白
（
本
性
の
姿
）
で
な
く
な
る
。
こ
れ
が
恥

ず
か
し
い
か
ら
私
は
、
か
ら
く
り
を
使
わ
な

い
の
じ
ゃ
よ
。」

 
橘
学
園
の
農
作
業  

︱
土ど

光こ
う

登と

美み

の
教
訓
︱

↖

　

発
展
信
仰
と
業
績
主
義
に
と
り
付
か
れ
た

脳
を
洗
う
に
は
格
好
の
話
が
「
荘
子
」
天
地

篇
・
第
十
二
の
十
一
に
あ
る
。
孔
子
の
弟

子
、
子
貢
が
旅
の
途
中
一
人
の
老
人
を
見

た
。
切
り
と
お
し
の
道
を
降
り
て
井
戸
端
に

い
き
、
甕か

め

に
水
を
汲
ん
で
、
そ
れ
を
抱
え
て

上
っ
て
き
て
作
物
に
水
を
く
れ
て
い
る
。
な

ん
と
も
能
率
が
悪
い
。
歯
が
ゆ
く
思
っ
た
子

貢
は
老
人
に
「
跳
ね
釣
瓶
で
水
を
汲
み
あ
げ

↘
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だ
。
現
代
農
業
と
い
う
営
み
の
中
か
ら
機
械

（
か
ら
く
り
）
と
農
薬
を
排
除
す
る
と
き
、

果
て
し
な
い
労
役
が
降
り
か
か
り
、
肉
体
は

苦
痛
に
苛

さ
い
な

ま
れ
る
。
こ
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
る

に
は
、無
意
識
の
境
地
に
没
入
す
る
こ
と
だ
。

つ
ま
り
労
役
三
昧
の
状
態
に
入
る
な
ら
ば
肉

体
の
苦
痛
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

に
は
、単
調
な
作
業
に
慣
れ
る
根
気
が
要
る
。

さ
ら
に
根
気
の
源
泉
は
健
康
な
心
身
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

か
の
水
汲
み
老
人
の
ご
と
く
、
機
心
を
遠

ざ
け
て
心
を
純
白
な
状
態
に
保
つ
こ
と
の
で

き
る
肉
体
こ
そ
が
健
康
だ
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
肉
体
に
病
が
あ
れ
ば
、
病
の
苦
痛
か
ら

開
放
さ
れ
た
い
と
の
一
心
に
の
み
止
ま
る
。

我が

執し
ゅ
うの

磁
気
が
心
を
一
点
に
引
き
つ
け
て
し

ま
う
。
我
執
の
磁
気
を
遮
断
し
て
心
を
自
由

自
在
の
境
地
に
転
が
す
の
だ
。
た
と
え
て
み

れ
ば
、
泣
き
も
笑
い
も
心
の
ま
ま
の
赤
子
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
泣
き
も
笑
い
も
超
越
し

た
純
白
の
心
に
至
る
。
荘
子
は
常
に
心
の
有

り
様
を
問
題
と
し
た
。

　

万
物
の
生
は
宇
宙
の
主
宰
者
の
意
志
を
具

現
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
あ
ら
ゆ
る
生
物

は
同
胞
な
の
で
あ
り
、
す
べ
て
は
共
生
関
係

に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
有
性
繁
殖
に

お
い
て
は
、
精
子
と
卵
子
と
い
う
生
殖
細

胞
（
配
偶
子
）
の
結
合
が
必
須
の
行
為
で
あ

る
。
雌
雄
と
も
に
減
数
分
裂
に
よ
っ
て
夫
々

の
配
偶
子
を
つ
く
る
。
こ
の
と
き
自
ら
の
有

す
る
染
色
体
を
半
減
す
る
。
つ
ま
り
、
自
己

の
遺
伝
子
の
半
分
を
捨
て
る
の

だ
。
そ
し
て
、
お
互
い
に
遺
伝

子
の
半
分
を
捨
て
た
相
手
細
胞

と
合
体
し
て
、
染
色
体
数
を
復

元
し
、
次
代
の
生
物
の
誕
生
を

み
る
。
子
は
両
親
の
い
ず
れ
で

も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
子
は
子

で
あ
る
。
大
切
な
の
は
「
我
執

を
捨
て
る
」
と
い
う
根
本
原
理

に
よ
っ
て
、
我
々
は
生
を
許
さ

れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ

こ
に
生
命
倫
理
の
第
一
義
が
あ

る
。

　

キ
ャ
ベ
ツ
に
つ
く
ア
オ
ム
シ

は
、
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
る
こ
と

で
満
足
し
て
、
人
間
の
よ
う
に

食
を
貯
め
る
こ
と
を
し
な
い
。

ま
こ
と
に
敬
愛
す
べ
き
存
在
で

は
な
い
か
。
人
間
は
自
然
界
の

生
き
物
を
調
理
し
て
か
ら
で
な

け
れ
ば
消
化
で
き
な
い
と
い
う
原
罪
を
背

負
っ
た
動
物
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
は
、

食
を
得
る
た
め
の
苦
役
を
三
昧
の
境
地
に

よ
っ
て
癒
す
と
い
う
恩お

ん

寵ち
よ
うを
主
催
神
か
ら

授
か
っ
て
い
る
。
こ
の
恩
寵
を
享
受
す
る

に
は
労
働
に
耐
え
る
肉
体
が
必
要
で
あ
る

が
、
工
業
文
明
は
省
力
を
目
標
と
し
て
お

り
、
人
間
を
限
り
な
く
知
能
ロ
ボ
ッ
ト
に

近
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
は

も
っ
と
自
然
界
の
生
き
物
か
ら
学
ぼ
う
。

そ
こ
か
ら
「
棲
み
分
け
」
に
よ
る
共
存
と
、

無
用
に
他
の
生
き
物
を
殺
さ
な
い
と
い
う

「
不
殺
生
戒
」
が
見
え
て
く
る
。
私
の
唱

え
る
「
皆
で
や
ろ
う
小
さ
い
農
業
」
は
、

食
糧
自
給
と
と
も
に
、
本
節
で
述
べ
た
内

容
の
実
現
を
も
意
図
し
て
い
る
。

　

現
代
で
の
我
々
の
置
か
れ
た
状
況
下
に

お
い
て
、
農
薬
・
化
学
肥
料
を
使
わ
な
い

と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
が
自
分
教
の
教

祖
で
あ
る
。
そ
の
根
本
教
義
は
七
仏
通
戒

偈
の
冒
頭
の
二
句
で
あ
る
。

（
合
掌
）



有
機
農
業
の
第
一
義
は
不
殺
生
戒  

︱
宇
宙
意
志
・
万
物
は
共
生
す
る
︱

諸し

よ

悪あ

く

莫ま

く

作さ

（
悪
い
こ
と
を
す
る
な
）

自じ

浄
じ
よ
う

其ご

意い

（
み
ず
か
ら
そ
の
心
を
浄
め
よ
）


