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日 時 ： ８ 月 １ ２ 日 （ 木 ）

  午前８時頃～午後１時頃

　 　 　 　 　 １ ３ 日 （ 金 ）

　
イ
ス
ラ
エ
ル
生
ま
れ
で
、
英
国
の
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
学
位
を
習
得
さ
れ

た
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
教
授
。
歴
史
家
の
ユ

ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
氏
が
、
２
０
０

８
年
か
ら
、
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
で
の
２
０
回

分
の
講
義
録
が
、
２
０
１
１
年
、
ヘ
ブ
ラ

イ
語
で
『
人
類
史
概
論
』
の
題
で
出
版
さ

れ
た
。
そ
の
後
英
訳
版
『S

a
p
i
e
n
c
e

：A

B
r
i
e
f
 
H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 
H
u
m
a
n
k
i
n
d

』
の
タ

イ
ト
ル
の
下
、
６
０
カ
国
語
で
翻
訳
さ

れ
、
全
世
界
で
現
在
１
６
０
０
万
部
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
る
。（
邦
訳
『
サ

ピ
エ
ン
ス
全
史
　
文
明
の
構
造
と
人
類
の

幸
福
』
柴
田
裕
之
：
訳
〈
河
出
書
房
新
社
〉

　
人
類
２
５
０
万
年
の
歴
史
か
ら
現
代
に

至
る
文
明
の
歴
史
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

が
何
故
地
球
上
で
、
食
物
連
鎖
の
頂
点
に

立
ち
、
文
明
を
築
く
事
が
で
き
た
の
か
？

歴
史
学
の
み
な
ら
ず
、
社
会
学
・
生
物
学
・

人
類
学
な
ど
を
駆
使
し
て
独
自
の
視
点
か

ら
、
そ
の
謎
を
解
き
明
か
す
試
み
の
野
心

的
な
内
容
が
綴
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。

　
こ
の
上
下
２
巻
の
日
本
語
版
も
１
０
０

万
部
以
上
の
売
上
が
あ
る
。
上
下
２
巻
５

０
０
頁
近
い
長
さ
で
、
そ
の
全
内
容
の
理

解
に
は
、
と
う
て
い
小
生
は
及
ば
な
い
の

で
は
あ
る
の
だ
が
、
ハ
ラ
リ
氏
の
書
籍
か

ら
、
と
り
あ
え
ず
は
、
上
巻
を
中
心
に
要

点
を
小
生
な
り
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　N
K
H
ｰ
B
S
 
E
T
V

（2
0
2
1
.
7
.
1

）
放
送
「
サ

イ
エ
ン
シ
ス
と
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」
の
番
組

で
リ
モ
ー
ト
出
演
さ
れ
た
ハ
ラ
リ
氏
は
、

冒
頭
で
「
人
間
の
愚
か
さ
を
け
し
て
み
く

び
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
う
事
。
生
命
の

歴
史
で
最
大
の
力
を
持
ち
な
が
ら
、
人
類

※写真引用　『サピエンス全史　文明の構造と人類の幸福』

柴田裕之：訳〈河出書房新社〉より

「
貨
幣
」

・

「
帝
国
」

・

「
宗
教
」

こ
の
三
つ
の
概
念
。

こ
れ
ら
は
、

す
べ
て
人
間
が
創
造
し
た
虚
構
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・

ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
　
　
　    

　
　
　
　
（
上
巻
第
一
〇
章
）

令和　３年夏号
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は
幾
度
と
な
く
誤
っ
た
選
択
を
し
て
き
た
」

そ
の
２
５
０
万
年
の
歴
史
を
「
認
知
革
命
」

「
農
業
革
命
」「
科
学
革
命
」
と
い
う
三
つ
の

段
階
に
分
類
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 

「
認
知
革
命
」

　
そ
の
中
で
、
最
初
に
登
場
す
る
の
が
、
七

万
年
前
に
人
類
の
脳
内
で
、
た
ま
た
ま
遺

伝
子
の
突
然
変
異
が
起
こ
り
、
サ
ピ
エ
ン

ス
の
脳
内
の
配
線
が
変
わ
り
、
そ
れ
ま
で

に
な
い
形
で
考
え
た
り
、
新
し
い
種
類
の

言
葉
【
言
語
】
を
使
っ
て
の
意
思
疎
通
が
可

能
な
っ
た
。
そ
の
事
を
ハ
ラ
リ
氏
は
「
認
知

革
命
」
と
称
さ
れ
た
。（
こ
の
ハ
ラ
リ
氏
の

遺
伝
子
の
突
然
変
異
説
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
な
ぜ
起
き
た
か
に
つ
い
て
の
説
明
不
足

を
、
社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
・
生
物
学
者
の

福
岡
伸
一
・
長
沼
毅
氏
等
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
る
「
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
を
ど
う
読
む

か
」
河
出
書
房
新
社
）

　
認
知
革
命
に
よ
り
目
の
前
に
存
在
し
て

い
な
い
事
柄
を
想
像
力
で
創
り
出
し
、
そ

れ
を
他
人
と
共
有
す
る
力
を
身
に
付
け
た
。

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

人
類
は
、
神
話
な
ど
の
虚
構
の
事
物
を
想

像
し
、
仲
間
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
人
類
は
共
通
の
神
話
を
信
じ

る
事
で
、
他
人
と
も
協
力
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
、
単
な
る
動
物
の
群
れ
を
超
え

た
巨
大
な
集
団
を
組
織
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
信
じ
る

こ
と
に
な
っ
た
「
認
知
革
命
」
こ
そ
、
ネ

ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
に
競
べ
て
も
、
特
に

身
体
的
能
力
が
抜
き
ん
で
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
我
々
の
祖
先
。
即
ち
、
サ
ピ
エ
ン

ス
が
、
世
界
を
支
配
す
る
理
由
に
な
っ
た

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 

「
農
業
革
命
」

　
認
知
革
命
の
次
に
起
き
た
の
が
、
１
万

２
０
０
０
年
前
に
起
き
た
「
農
業
革
命
」
。

穀
物
の
栽
培
に
成
功
し
て
、
富
を
得
た
サ

ピ
エ
ン
ス
。
そ
れ
は
支
配
す
る
者
と
、
さ

れ
る
者
の
区
別
を
生
み
。
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

（
「
階
層
（
的
構
造
）
」
の
意
味
）
の
誕
生
に

つ
な
が
り
。
現
在
に
つ
づ
く
格
差
や
貧
困

も
、
こ
こ
に
端
を
発
す
る
と
、
ハ
ラ
リ
氏

は
、
述
べ
ら
れ
い
る
。

　
農
業
革
命
と
は
、
何
よ
り
も
支
配
す
る

こ
と
で
し
た
。
そ
れ
以
前
自
由
に
刺
激
的

に
多
様
な
動
植
物
を
獲
得
す
る
「
狩
猟
採

集
生
活
」
を
営
ん
で
き
た
人
類
種
は
、
そ

れ
ら
を
支
配
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
サ
バ
ン
ナ
に
行
き
、
動
物
を
狩
っ
た

に
し
て
も
、
動
物
に
対
し
て
、
ど
こ
に
行

き
、
何
を
食
べ
、
誰
と
交
尾
す
べ
き
か
指

示
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
一
度
農
業
を
始
め
る
と
、
常
に

支
配
を
お
こ
な
よ
う
に
な
り
。
動
物
を
檻

に
閉
じ
込
め
、
何
を
食
べ
る
べ
き
か
？
、

ど
の
オ
ス
が
、
ど
も
メ
ス
と
交
尾
す
る
か

を
決
め
。
そ
れ
は
人
類
が
地
球
に
誕
生
し

て
初
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ

ま
で
何
億
年
も
生
物
は
存
在
し
て
き
た
の

だ
が
、
こ
の
手
の
支
配
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
農
業
革
命
以
後
、
他
の
動
物
を
所
有

で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
自
分
の
所
有
物
だ
。

一
度
こ
の
考
え
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
の
思

考
は
拡
大
さ
れ
、
牛
や
鶏
の
所
有
が
許
さ

れ
る
な
ら
ば
、
人
間
だ
っ
て
所
有
し
て
良

い
だ
ろ
う
と
い
う
事
に
な
る
。
実
際
奴
隷

の
誕
生
は
、
農
業
の
誕
生
と
時
期
が
重

な
っ
て
い
る
。
大
勢
の
人
間
を
支
配
す
る

エ
リ
ー
ト
層
や
王
、
司
祭
と
云
っ
た
人
々

が
あ
ら
わ
れ
始
め
た
。
同
じ
時
期
に
男
女

の
関
係
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
牛
や
鶏
や
奴
隷
を
所
有
で
き
る
な

ら
、
女
性
を
所
有
し
て
も
い
け
な
い
は
ず

は
な
い
。
こ
う
し
て
夫
が
、
妻
を
所
有
す

る
考
え
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
も
ほ
ぼ
同
時

期
に
誕
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
ラ

リ
氏
は
「
農
業
革
命
」
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
農
業
革
命
」
は
、
農
耕
民
は
、
狩

猟
採
集
民
と
比
較
す
れ
ば
、
困
難
で
、
満

足
度
の
低
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

森
を
焼
き
、
労
働
負
荷
を
ど
ん
ど
ん
上
げ

て
、
ス
ト
レ
ス
と
疫
病
に
さ
い
な
ま
れ
な

が
ら
食
糧
の
総
量
を
た
し
か
に
増
す
事
に

は
な
っ
た
が
、
平
均
的
な
農
耕
民
は
平
均

的
な
狩
猟
採
集
民
よ
り
も
苦
労
し
て
働
い

た
の
に
、
そ
の
見
返
り
に
得
ら
れ
る
食
べ

物
は
劣
っ
て
い
た
。
農
業
革
命
は
、
史
上

最
大
の
詐
欺
だ
っ
た
。
そ
の
責
任
は
、
王

や
聖
職
者
な
ど
の
人
の
責
任
で
は
な
く
、

真
犯
人
は
、
小
麦
、
稲
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な

ど
の
、
一
握
り
の
植
物
種
だ
っ
た
。
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス
が
そ
れ
ら
を
栽
培
化
し
た
の

で
は
な
く
、
逆
に
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
家
畜
化
さ
れ
た
の
だ
。

と
皮
肉
を
込
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
農
業
革
命
以
降
、
そ
れ
ま
で
５
０
０
万

人
ほ
ど
だ
っ
た
人
口
が
、
２
億
５
千
万
人

に
増
加
し
た
。
人
間
社
会
は
次
第
に
拡
大

し
複
雑
に
な
り
、
社
会
秩
序
を
維
持
し
て

い
る
想
像
上
の
構
造
体
も
精
巧
に
な
っ
て

い
っ
た
。
神
話
と
虚
構
の
お
か
げ
で
、

人
々
は
誕
生
の
瞬
間
か
ら
特
定
の
方
法
を

考
え
、
特
定
の
標
準
に
従
っ
て
行
動
し
、

特
定
の
も
の
を
望
み
、
特
定
の
規
則
を
守

る
こ
と
を
習
慣
づ
け
ら
れ
、
こ
う
し
て
彼

ら
は
、
人
工
的
な
本
能
を
生
み
出
し
、
そ

の
お
か
げ
で
厖
大
な
数
の
見
ず
知
ら
ず
の

人
ど
う
し
が
効
果
的
に
協
力
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
人
工
的
な
本
能
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
を
、
ハ
ラ
リ
氏
は
「
文
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化
」
と
定
義
さ
れ
た
。

　
ハ
ラ
リ
氏
は
、
こ
う
し
た
人
類
を
一
つ

の
組
織
体
と
し
て
束
ね
て
い
く
た
め
の
重

要
な
役
割
を
担
っ
た
要
素
と
し
て
、
「
貨

幣
」・「
帝
国
」・「
宗
教
」
の
三
つ
を
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
皆
人
間
が
創
造
し

た
虚
構
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
ス
ト
ー
リ
ー
で

あ
る
と
断
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
貨
幣
に
例
え
れ
ば
、
紙
に
印
刷
し
た
単

な
る
絵
柄
が
、
お
札
（
お
金
）
と
言
う
価
値

を
共
通
認
識
し
て
、
信
用
し
て
い
る
か
ら

価
値
が
生
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。「
帝

国
」
・
「
宗
教
」
も
、
同
様
に
全
て
人
々
が

「
あ
る
」
と
信
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
あ
た

か
も
実
在
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
い

虚
構
「
共
通
の
神
話
」
な
の
だ
と
の
ハ
ラ
リ

氏
の
説
に
は
、
驚
き
を
禁
じ
え
な
い
。
な
ら

ば
、
我
々
は
虚
構
の
世
界
で
、
そ
れ
を
真
実

と
信
じ
て
生
き
て
い
る
事
に
な
っ
て
し
ま

う
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
我
々
の
常
識
や
法

律
、
そ
れ
は
時
代
と
と
も
変
遷
し
て
、
そ
の

時
代
・
時
代
に
人
間
た
ち
が
、
新
た
な
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
ル
ー
ル
を
創
造
し
て
、
そ
の

虚
構
を
全
て
の
人
間
が
信
じ
て
い
る
か
ら

こ
そ
成
り
立
つ
て
い
る
。

　
即
ち
、
要
約
す
れ
ば
、
１
万
２
０
０
０
年

前
に
唯
一
生
き
残
っ
た
人
類
は
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
の
世
界
観
を
広
げ
、

数
多
く
の
文
明
が
現
れ
、
ま
た
消
え
。

様
々
な
宗
教
が
誕
生
し
、
ル
ー
ル
が
で
き

確
立
さ
れ
、
現
在
の
我
々
の
世
界
観
を
創

造
し
て
い
る
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 

　
「
科
学
革
命
」

　
５
０
０
年
前
に
は
、「
科
学
革
命
」
が
起

き
人
口
は
１
４
倍
。
生
産
量
は
２
４
０

倍
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
１
１
５
倍
に
増

大
し
た
。
七
万
年
前
の
「
認
知
革
命
」
に

よ
り
、
他
の
人
類
種
を
絶
滅
さ
せ
た
後

も
、
地
球
環
境
を
破
壊
し
続
け
て
き
た
。

　
例
え
ば
五
万
年
前
サ
ピ
エ
ン
ス
が
、
到

達
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
陸
で
は
、
短
期

間
に
大
型
動
物
の
９
０
％
以
上
の
種
を
絶

滅
に
追
い
や
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
到

達
し
た
一
万
五
千
年
前
に
は
、
や
は
り
固

有
種
の
大
型
動
物
の
七
〇
％
以
上
を
絶
滅

さ
せ
た
。
人
類
は
農
業
革
命
で
小
麦
な
ど

の
栽
培
を
は
じ
め
る
以
前
に
、
す
で
に
こ

の
惑
星
の
地
上
で
生
き
て
い
た
哺
乳
類
の

五
〇
％
を
絶
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
種
の

絶
滅
と
自
然
環
境
の
破
壊
は
、
こ
こ
一
、

二
世
紀
の
現
象
で
工
業
化
の
結
果
だ
と
考

え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
、
サ
ピ

エ
ン
ス
は
、
何
千
年
に
も
わ
た
り
生
態
系

を
変
え
、
破
壊
し
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
の

反
面
地
球
上
に
は
、
羊
が
１
０
億
頭
以

上
。
豚
は
１
０
億
頭
以
上
。
鶏
は
２
５
０

億
羽
。
動
物
本
来
の
生
き
死
に
を
無
視
し

て
、
食
用
に
工
場
で
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ

ヤ
ー
で
製
品
を
製
造
す
る
よ
う
に
飼
育
さ

れ
て
い
る
。
地
球
上
の
大
型
動
物
の
九
〇

％
が
、
肉
・
乳
製
品
・
卵
を
人
間
に
供
給

す
る
た
め
に
奴
隷
の
よ
う
に
飼
育
さ
れ
て

い
る
動
物
た
ち
で
あ
る
。

　
ハ
ラ
リ
氏
が
、
２
０
１
６
年
９
月N

H
K

の
番
組
収
録
に
、
来
日
さ
れ
た
折
、
誰
も

が
と
て
も
よ
く
犬
の
世
話
を
し
て
い
る
日

本
人
を
見
て
、
で
も
豚
・
牛
や
他
の
動
物

の
こ
と
と
な
る
と
、
だ
れ
も
気
に
か
け
て

い
ま
せ
ん
。
科
学
的
に
は
犬
よ
り
豚
の
ほ

う
が
賢
く
、
社
会
性
の
あ
る
動
物
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
る
で
機
械
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
る
、
こ
う
し
た
動
物
が
感

情
と
感
覚
を
も
ち
、
痛
み
、
落
ち
込
み
、
悲

し
み
を
感
じ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
す
・
・
・
。
池
上
彰
氏
と
の
イ
ン

タ
ビ
ユ
ー
記
事
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の

が
、
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
多
く
の
動
物
の
い
の
ち
の
犠
牲
の
上

に
、
我
々
人
間
の
命
を
つ
な
ぎ
、
生
か
さ

れ
て
い
る
・
・
云
々
」
そ
う
し
た
言
葉
を
、

聞
き
慣
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
の
ハ
ラ

リ
氏
と
池
上
彰
氏
と
の
イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
を

聞
い
て
改
め
て
【
言
葉
】
の
も
つ
力
の
凄

さ
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
ラ
リ
氏
は
、「
今
日
人
々
は
、

石
器
時
代
に
よ
り
も
、
何
千
倍
も
の
力
を

持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
万

年
・
三
万
年
前
と
比
較
し
て
幸
福
に
な
っ

た
よ
う
に
は
見
え
な
い
」
と
含
蓄
の
あ
る

言
葉
を
読
者
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
本
書
が
、
世
界
の
著
名
人
か
ら
絶
大
な

る
共
感
を
得
て
、
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ

て
い
る
の
は
、
ハ
ラ
リ
氏
が
単
に
口
先
だ

け
で
、
人
類
に
警
鐘
を
な
ら
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
て
、
自
身
も
ヴ
ィ
ー
ガ
ン

（
肉
や
魚
ば
か
り
か
卵
や
チ
ー
ズ
、
牛
乳

な
ど
も
と
ら
な
い
）
菜
食
主
義
者
で
あ

り
。
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
実
践
者
。

そ
し
て
同
性
婚
で
も
あ
る
事
と
無
関
係
で

は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
長
期
的
・
巨
視
的
な
視
点
か
ら
、
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
歴
史
を
学
術
論
文
形

式
で
な
く
て
、【
物
語
】
で
綴
つ
た
刺
激
的

で
、
驚
き
の
内
容
の
書
籍
で
、
そ
の
全
容

を
小
生
は
、
ま
だ
未
消
化
の
ま
ま
な
の
で

あ
る
。

　
　
　
■
　
■
　
■

　
人
気
監
督
の
リ
ド
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
氏

が
、
本
書
の
映
画
化
を
発
表
し
た
と
の
記

事
が
ネ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
多
分

S
F
X

を
駆
使
し
た
斬
新
な
映
像
で
、
こ
の

物
語
を
ど
う
観
せ
て
く
れ
の
か
今
か
ら
楽

し
み
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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宗
教
学
者
の
山
折
哲
雄
氏
は
、
日
本
の

僧
侶
は
、
死
生
観
（
人
類
に
と
っ
て
の
最

大
の
課
題
ヒ
ト
は
な
ぜ
死
ぬ
の
か
？
）
を

語
ら
な
く
な
っ
た
と
嘆
い
て
お
ら
れ
る
。

　
越
前
の
高
田
派
の
寺
院
生
ま
れ
の
イ
ン

ド
仏
教
学
の
佐
々
木
閑
氏
が
、
「
鎌
倉
時

代
の
浄
土
教
信
者
に
と
っ
て
は
、
極
楽
に

阿
弥
陀
様
が
い
る
と
い
う
の
は
、
間
違
い

の
な
い
【
事
実
】
だ
っ
た
」
し
か
し
な
が

ら
、
科
学
的
世
界
観
を
共
有
す
る
現
代
に

あ
っ
て
は
、
ハ
ラ
リ
氏
が
言
う
よ
う
に
、

宗
教
に
お
け
る
共
通
し
た
「
神
話
」
を
共

有
で
き
な
い
の
で
、
「
西
方
極
楽
浄
土
阿

弥
陀
仏
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、「
本
当
の
極
楽

世
界
・
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
私
た
ち
の
心
の

中
に
お
ら
れ
る
の
で
す
」
と
言
う
僧
侶
が

い
る
。
科
学
と
う
ま
く
す
り
合
わ
せ
で
き

な
い
こ
と
を
、「
心
の
問
題
」
に
置
き
換
え

て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
仏

教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
・
キ
リ

ス
ト
教
と
て
例
外
で
は
な
い
。
現
在
お
こ

り
つ
つ
あ
る
こ
う
し
た
宗
教
の
一
元
化
を

佐
々
木
氏
は
、「
こ
こ
ろ
教
」
と
定
義
さ
れ

た
。
「
こ
こ
ろ
教
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

「
心
」・「
命
」
そ
し
て
動
詞
は
「
生
き
る
」
。

こ
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
ど
の
宗
教
も

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
語
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

こ
と
に
言
い
得
て
妙
な
指
摘
と
思
う
の

で
あ
る
。
未
だ
小
生
に
は
意
味
不
明
な

文
言
で
は
あ
る
の
だ
が
、
佐
々
木
氏
は
、

典
型
的
な
事
例
と
し
て
「
今
、
い
の
ち
が

あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
を
紹
介
さ
れ

て
い
た
。(

「
無
葬
社
会
」
鵜
飼
秀
徳
著
　

２
６
０
頁)

　

 

じ
ゃ
「
こ
こ
ろ
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
？

そ
ん
な
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
た
く
な
る
の

だ
が
、(

『
脳
は
な
ぜ
「
心
」
を
作
っ
た
か
』

前
野
隆
司
著 

筑
摩
文
庫)

に
よ
れ
ば
、

「
人
の
心
や
自
分
自
身
と
い
う
意
識
は
、

実
は
私
が
意
思
決
定
を
行
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
て
、
無
意
識
で
意
思
決
定

し
た
後
に
あ
た
か
も
自
分
自
身
で
意
思

決
定
し
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
る

だ
け
で
あ
る
」
と
脳
科
学
の
い
く
つ
か

の
実
験
結
果
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

前
野
氏
は
脳
の
中
で
な
ん
ら
か
の
機
能

を
こ
な
す
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
脳
の
神
経
回
路
網
）
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
が

関
係
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
の

だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
心
や
意
識
は
、

脳
と
い
う
器
官
の
働
き
で
生
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
に
は
違
い
な
の
だ
が
、
、
脳
が

ど
の
よ
う
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
心

や
意
識
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
？
に
つ

い
て
の
全
容
は
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

 

他
方
、
命
（
＝
死
）
に
つ
い
て
は
、
サ
イ

エ
ン
ス
の
立
場
か
ら
、
小
林
武
彦
氏
は

「
死
は
生
命
の
連
続
性
を
維
持
す
る
原
動

力
で
あ
り
、
こ
の
生
と
死
、
変
化
と
選
択

の
繰
り
返
し
の
結
果
と
し
て
、
ヒ
ト
も
こ

の
地
球
に
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
死

が
あ
る
お
か
げ
で
進
化
し
、
存
在
し
て
い

る
。
死
は
現
在
生
き
て
い
る
者
か
ら
見
る

と
、
生
き
た
「
結
果
」
で
あ
り
、「
終
わ
り
」

だ
が
、
長
い
生
命
の
歴
史
か
ら
考
え
る

と
、
生
き
て
い
る
、
存
在
し
て
い
る
こ
と

の
「
原
因
」
で
あ
り
、
新
た
な
変
化
の
始

ま
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
「
生
物
は

な
ぜ
死
ぬ
の
か
」
小
林
武
彦
著
　
講
談
社

現
代
新
書
）

　
同
様
に
田
沼
靖
一
氏
は
、
生
物
進
化
の

過
程
を
述
べ
な
が
ら
、
約
１
０
億
年
前
、

細
胞
が
、
集
合
体
を
つ
く
り
一
つ
の
個
体

と
な
る
多
細
胞
生
物
が
生
ま
れ
、
そ
し
て

父
親
と
母
親
か
ら
一
組
ず
つ
の
遺
伝
子
の

セ
ッ
ト
を
持
つ
二
倍
体
生
物
の
誕
生
で
、

地
球
上
に
初
め
て
「
オ
ス
」「
メ
ス
」
が
現

れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
死
」
と
い

う
現
象
が
、
こ
の
時
か
ら
現
れ
た
。
二
倍

体
生
物
が
誕
生
し
て
「
性
」
が
現
れ
る
と
、

同
時
に
「
死
」
が
生
ま
れ
た
。
生
物
細
胞

は
、
進
化
の
過
程
で
死
を
手
に
入
れ
た
。

　
生
と
死
は
必
ず
し
も
表
裏
を
な
す
も
の

で
は
な
く
て
、
死
は
生
に
内
包
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
遺
伝
子
的
に
は
、「
生
／
死
」

と
の
表
裏
の
関
係
が
あ
る
の
が
「
性
」
で

あ
る
。「
性
」
に
よ
る
「
生
」
の
連
続
性
を

担
保
す
る
為
に
は
「
死
」
が
必
要
で
あ
り
。

生
物
は
、「
性
」
と
と
も
に
「
死
」
と
い
う

自
己
消
去
機
能
を
獲
得
し
た
か
ら
こ
そ
、

遺
伝
子
を
更
新
し
て
、
繁
栄
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。（
「
ヒ
ト
は
ど
う
し
て
死
ぬ
の

か
死
の
遺
伝
子
の
謎
」
田
沼 

靖
一
）

　
前
述
の
小
林
氏
は
、「
人
間
が
「
死
ぬ
」

こ
と
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
恐

怖
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
「
死
」
と
い

う
も
の
が
、
ま
た
違
っ
た
意
味
を
持
っ
て

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
「
こ
こ
ろ
教
」
の
新
し
い

展
開
が
見
え
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。

『
こ
こ
ろ
教
』
？


