
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
り
ア
リ
テ
ィ
時
代
に
生
き
る
神
学
研
究

わ
た
し
妓
f
生
恬
代
ア
ル
ハ
イ
ト
先
で
柳
1

邵
の
叫
f
牛
だ
と
.
Ⅲ
う
と
、
し
ば
し
ば
小
Ⅲ
裁
そ

う
な
刻
を
さ
れ
た
一
当
来
は
糾
村
の
初
・
Π
に
な

る
の
で
す
ね
、
と
.
H
わ
れ
悧
惑
し
た
こ
と
も
あ

つ
た
そ
れ
ほ
ど
柳
学
と
い
う
:
Π
柴
は
、

我
か
国
で
は
ま
だ
ま
だ
則
飾
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
も
、
杣
学
」
と
い
う
繋
が
凡
彬
牛

活
で
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
、
決
ま
っ
て
.
舎
・
延
的
な
使
わ
れ
力

を
し
て
い
る
の
だ
例
え
ば
、
 
A
氏
と
B
氏
の

対
隣
が
「
州
学
諭
价
L
 
に
終
わ
っ
た
と
論
訓
さ

れ
る
と
き
、
そ
れ
は
具
体
的
な
突
り
を
牛
み
だ

さ
な
い
逃
、
洲
に
終
始
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
そ
こ
で
は
「
杣
学
L
 
と
い
う
学
囲
に
対
し

て
下
さ
れ
た
一
つ
倫
史
的
評
価
か
艸
語
に
衣

さ
れ
て
い
る

で
は
、
悦
代
に
お
い
て
御
学
を
研
究
の
対
象

と
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
祐
極
弊
一
味
を

持
つ
の
だ
ろ
う
か
?
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け

力
い
つ
も
わ
た
し
の
関
心
の
某
'
岻
に
あ
る

究の私

こ
の
課
題
は
、
岡
L
粒
人
学
と
キ
リ
ス
ト
教
、
、
十

義
精
柳
の
関
係
と
も
屯
な
り
あ
っ
て
い
く

そ
れ
た
け
に
、
わ
た
し
は
御
学
や
キ
リ
ス
ト

教
の
中
に
、
こ
の
Ⅲ
の
セ
キ
ユ
ラ
ー
な
関
心
か

ら
接
近
叫
能
な
沙
爪
竹
を
備
え
司
け
に

わ

た
し
た
ち
の
牛
活
壁
兄
に
秒
た
な
整
介
竹
を
フ

イ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
力
を
泰
し
た
い
と
忠
っ

゛
、ノ

て
い
る
そ
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
失

1
L
、

気
多
な
遺
L
暫
残
し
て
く
れ
て
い
る
。

ー
ノ

川
刑
の
長
物
と
思
わ
れ
る
判
学
倫
争
の
巾
に

も
、
愆
外
と
現
代
の
最
先
端
に
つ
な
が
っ
て
い

く
御
纖
の
過
程
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。

例
え
ぱ
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
り
ア
リ
テ
ィ
0

も
と
も
と
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
と
い
う
:
暴
の
起

源
は
中
Ⅲ
の
柳
学
名
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス

に
さ
か
の
ぼ
る
(
彼
は
、
も
の
の
概
念
緑
験

的
属
凶
を
形
式
的
に
で
は
な
く
仮
態
的
に
>

含
ん
で
い
る
と
、
張
し
た
)
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
ー

チ
ャ
ル
(
仮
想
)
と
り
ア
ル
(
現
災
)
の
緊
帳

私
の
研
究

小
原
克
博
(
人
7
糾
半
Ⅷ
W
下
)

劇
係
は
、
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
悦
象
の
中
に

見
ら
れ
る
土
俗
共
同
休
に
お
け
る
仮
面
を
か

ぶ
っ
た
祭
り
に
始
ま
り
、
.
安
れ
た
文
叫
f
や
烹
木

と
の
出
会
い
に
至
る
ま
で
、
人
剛
は
ど
こ
か
現

'
災
と
纏
う
場
所
に
述
れ
去
ら
れ
る
こ
と
を
楽

し
ん
で
き
た
の
で
あ
る

と
こ
ろ
が
、
そ
も
そ
も
人
レ
Π
の
貯
代
か
ら
ヴ

ア
ー
チ
ャ
ル
な
行
在
て
あ
る
は
ず
の
人
岡
が
、

技
術
"
中
新
の
継
力
き
の
巾
で
、
現
・
夫
と
仮
想
を

h
き
来
す
る
た
め
の
平
衡
咸
慧
兄
に
不
安
を
持
ち

始
め
て
い
る
ま
た
、
恬
桜
の
大
波
に
も
て
あ

そ
ば
れ
ー
カ
ル
ト
宗
教
も
そ
の
波
朋
で
岫
蹄

し
て
い
る
1
 
身
休
感
党
は
希
脚
な
も
の
に

な
り
つ
つ
ぁ
る
。
胤
史
の
中
鞭
り
返
し
現
れ

て
き
た
グ
ノ
ー
シ
ス
、
王
義
的
誘
惑
は
、
△
ノ
も
わ

た
し
九
ち
の
身
近
に
あ
る
の
だ
。

神
学
的
遺
産
を
呪
代
の
光
の
も
と
に
掘
り
起

こ
す
こ
と
に
ょ
っ
て
、
多
膳
化
し
た
「
こ
の
世
L

を
牛
き
る
知
忠
を
広
く
Ⅱ
ハ
右
し
た
い
と
願
っ
て

い
る

研
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化
学
反
応
と
生
命
現
象

生
体
内
反
応
及
び
種
の
保
存
な
ど
を
含
む
全

て
の
生
命
現
象
は
、
幾
つ
か
の
化
学
反
応
の
積

み
重
ね
に
ょ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

全
て
の
生
命
現
象
は
化
学
の
暴
で
説
明
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
し
か
し
、
生
体
の
シ
ス
テ
ム

は
あ
ま
り
に
も
複
雑
す
ぎ
る
た
め
に
、
生
物
そ

の
も
の
の
研
究
だ
け
で
は
、
生
命
現
象
を
完
全

に
化
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
不
可
能
と
さ
え
園
え
る
。

そ
こ
で
、
私
の
研
究
は
、
 
1
生
命
現
象
の
エ
ッ

セ
ン
ス
だ
け
を
取
り
出
し
て
こ
れ
を
モ
デ
ル
化

し
、
 
2
こ
の
モ
デ
ル
を
用
い
て
生
命
現
象
の
機

構
を
完
全
に
化
学
の
言
葉
で
解
釈
す
る
こ
と
で

す
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
生
体
内
に
お
い

て
酸
素
分
子
と
の
関
わ
り
か
ら
特
に
重
要
な
働

き
を
し
て
い
る
金
属
タ
ン
ハ
ク
質
に
注
日
し

、ノ

て
、
以
下
の
よ
う
な
手
法
で
研
究
を
進
め
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
金
属
タ
ン
ハ
ク
質
の
活
性
部
位

、ノ

(
タ
ン
バ
ク
質
の
働
き
の
中
心
部
分
)
と
同
様
の

構
造
を
も
つ
金
属
錯
体
(
タ
ン
ハ
ク
質
な
ど
の

究の手

小
寺
政
人
(
大
学
上
学
部
助
教
授
)

生
体
物
質
と
比
べ
て
は
る
か
に
単
純
な
構
造
を

も
つ
低
分
子
量
の
合
成
化
合
物
)
を
設
計
・
合

成
す
る
。
次
に
、
こ
の
金
属
錯
体
を
用
い
て
金

属
タ
ン
パ
ク
質
の
働
き
(
機
能
)
が
再
現
さ
れ

る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。
も
し
、
そ
の
機
能
が

金
属
錯
体
に
ょ
っ
て
再
現
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ

こ
に
は
化
学
と
生
命
に
共
通
の
反
応
が
起
こ
っ

て
い
る
事
に
な
り
、
そ
の
生
命
現
象
の
化
学
反

応
は
、
自
然
科
学
的
に
一
般
化
さ
れ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
単
純
な
モ
デ
ル
系

を
用
い
て
詳
細
な
反
応
機
構
を
舗
す
る
こ
と

に
ょ
り
、
生
命
現
象
を
化
学
の
幽
葉
で
説
明
す

る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
以
上
が
私
の
研
究
の

基
本
概
念
で
す

こ
の
よ
う
な
研
九
九
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た

簡
単
な
経
緯
を
尓
し
ま
す
。
私
の
化
学
に
対
す

る
興
味
は
中
学
に
は
じ
ま
り
、
高
校
の
時
に
は
、

生
物
の
教
科
書
や
参
考
書
を
み
て
化
学
反
応
と

生
命
現
象
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
お
ぽ

ろ
げ
な
が
ら
知
り
ま
し
た
。
高
校
3
年
の
受
験

勉
強
の
頃
に
、
生
物
の
参
考
書
な
ど
を
読
み
な

が
ら
D
N
A
を
中
心
と
す
る
遺
伝
情
報
の
発

現
・
再
製
・
維
持
が
き
わ
め
て
化
学
的
に
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
強
い
興
味
を
感
じ
ま
し
た
。

生
物
の
参
考
書
を
読
む
こ
と
が
、
つ
ま
ら
な
い

受
験
勉
強
の
ほ
ん
の
少
し
の
気
晴
ら
し
に
は
な

つ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。
大
学
に
進
学
す

る
と
、
生
化
学
や
有
機
化
学
を
知
り
、
よ
り
具

体
的
に
化
学
反
応
と
生
命
現
象
に
つ
い
て
考
え

る
有
り
余
る
ほ
ど
の
時
間
が
与
え
ら
れ
ま
し

た
大
学
の
3
年
生
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
将
来

化
学
と
生
物
の
接
点
の
研
究
を
し
た
い
と
希
望

す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。

私
の
研
究
略
歴
は
大
学
4
年
の
時
に
研
究
室
配

属
さ
れ
た
時
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

後
多
く
の
綺
余
曲
折
を
経
て
、
現
在
に
至
っ

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

私
の
研
究

研
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和
歌
の
道
1
乏
淨
=
即
器
暫
乏
貸
⇔
一
⑦
ゆ
含
=
鵬

私
は
二
十
五
年
前
か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
を

愛
読
し
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
、
『
古
今
集
』
は

乏
ご
又
 
m
ゆ
Φ
ヨ
輿
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
学
コ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

九
世
紀
の
始
め
か
ら
長
卸
漢
文
や
漢
詩
の
陰

に
隠
れ
て
い
た
や
ま
と
こ
と
ば
が
、
『
十
Π
△
ノ
集
』

と
同
時
に
再
び
表
獅
台
に
登
場
し
た
こ
と
は

凸
今
等
逃
者
達
の
苦
労
に
負
う
所
大
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
選
者
達
は
漢
語
に
対

し
て
や
ま
と
こ
と
ば
の
人
と
自
然
の
関
係
を
改

め
て
考
え
ね
ぱ
な
ら
ず
、
次
に
、
人
の
経
験
と

肖
然
と
の
関
係
を
卜
一
文
字
で
表
現
す
る
た

め
に
何
が
必
要
か
と
凶
語
の
限
界
等
を
考
え
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
っ
の
川

界
観
が
生
じ
ま
し
た
が
、
そ
の
世
界
観
の
中
心

を
な
す
人
と
門
語
と
自
然
の
関
係
を
『
古
今
』

谿
一
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

『
古
今
集
』
の
作
品
を
勉
強
す
る
こ
と
に
ょ
り

周
囲
の
物
事
や
出
来
事
を
よ
り
よ
く
感
知
で
き

ま
す
。
幽
然
と
い
う
知
忠
の
泉
の
水
を
和
歌
を

究の私

通
し
て
飲
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
ぇ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
和
歌
は
他
者
に
作
者
が
気
付

い
た
こ
と
を
伝
え
も
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
『
古

今
集
』
の
教
育
的
役
割
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ρ
斥
m
含
0
=
三
映
讐
ル
§
一
一
N
三
輿
郡
ヨ
・

三
五
ゆ
は
古
今
風
の
特
徴
で
す
が
、
私
に
と
っ
て

今
特
に
興
味
あ
る
の
は
『
古
今
集
の
和
歌
に

お
け
る
"
沼
観
で
す
需
観
の
立
場
か
ら
考

え
ま
す
と
春
の
始
め
を
歌
っ
て
い
る
春
歌
上
」

の
番
か
ら
三
番
は
.
園
葉
の
適
切
性
を
問
題
に

し
て
い
る
と
思
オ
れ
ま
す
。

ふ
る
圷
に
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る

年
の
内
に
春
は
き
に
け
り
ひ
と
と
せ
を

去
卸
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む

春
た
ち
け
る
日
よ
め
る

杣
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を

春
た
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む

題
し
ら
ず

春
霞
た
て
る
や
い
づ
こ
み
ょ
し
の
の

吉
野
の
山
に
雪
は
ふ
り
つ
つ

私
の
研
究

Z
.
、
.
一
允
ゆ
一
允
 
1
ー

最
初
の
歌
は
社
会
的
、
.
問
語
的
条
件
:
・
同

年
内
に
、
あ
る
月
が
同
繰
り
返
さ
れ
る
・
・
・
を

問
題
に
し
て
お
り
、
人
問
に
は
園
語
に
縛
ら
れ

て
い
る
時
と
姦
叩
無
わ
さ
れ
て
い
る
時
が
あ

る
し
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
二
番
目
の
和

歌
も
一
磊
登
味
を
問
題
に
し
て
お
り
、
「
春
立

つ
日
」
と
い
う
表
現
の
適
切
性
に
関
し
て
「
こ

の
一
憂
は
十
分
に
適
切
で
は
な
い
。
春
は
人
間

の
命
令
だ
け
で
く
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う

見
解
が
示
さ
れ
ま
す
番
目
の
歌
は
自
然
現

象
を
表
わ
す
"
語
の
適
切
性
を
問
題
に
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
「
春
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
は

実
際
の
白
然
の
現
象
と
必
ず
一
致
す
る
と
は
園

え
な
い
、
時
問
や
場
所
に
ょ
っ
て
違
う
、
と
い

う
選
者
達
の
指
摘
が
あ
る
の
で
す
。

う
ま
く
説
明
出
来
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に

分
析
す
る
と
、
『
古
今
集
』
の
一
一
晶
観
の
つ
の

次
.
兀
が
わ
か
る
と
慰
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
『
古

今
集
』
に
見
ら
れ
る
世
界
観
と
乏
暖
 
0
{
器
中

ヨ
如
の
教
え
の
一
部
だ
と
思
わ
れ
ま
す

研
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『
古
事
記
』
に
見
え
る
「
大
御
葬
歌
」

私
の
研
究
と
い
う
欄
に
何
か
書
く
よ
う

に
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
と
き
、

正
辿
巳
て
当
惑
致
し
ま
し
た
と
印
し
ま
す

の
は
、
私
は
ま
だ
「
勉
強
」
中
の
身
で
あ
り
ま

し
て
、
大
学
の
先
宅
力
が
な
さ
い
ま
す
よ
う
な

研
究
と
い
う
レ
ベ
ル
の
こ
と
は
と
て
も
な
し

得
て
い
な
い
か
ら
て
ご
ざ
い
ま
す
従
っ
て
、

本
稿
も
私
の
勉
強
と
町
、
つ
ほ
ど
の
恵
味
で

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を
お
詐
し
ド
さ

究

(
「
死
L
 
↓
「
弦
宮
葬
送
」
↓
「
埋
葬

の
四
つ
の
儀
礼
段
階
が
考
え
ら
れ
ま
す
)
の
中

の
ど
の
儀
礼
段
階
(
邑
で
こ
れ
ら
の
歌
が

歌
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
そ
の
儀
礼
の
小
に
こ

れ
ら
の
歌
を
戻
し
て
や
っ
て
は
じ
め
罪
歌
と

し
て
豊
味
か
現
代
人
の
私
達
の
前
に
も
現
れ

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

従
来
は
「
殆
宮
」
段
階
に
「
大
街
葬
歌
の

場
を
求
め
る
研
究
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

私
は
そ
の
場
を
「
葬
送
」
、
「
埋
声
段
階
と
考

え
(
拙
稿
「
大
御
一
談
』
の
場
に
つ
い
て
」
 
H

本
歌
雫
会
日
本
歌
俳
究
』
第
三
十
五
号
)
、

そ
れ
に
暴
づ
い
て
『
占
烹
糺
』
条
め
る
「
大

)し

御
葬
歌
の
解
釈
を
探
る
試
み
轟
け
て
い
ま

す
(
拙
稿
古
冴
ル
第
↓
川
番
歌
の
解
釈

を
め
ぐ
っ
て
叩
南
大
学
1
U
代
文
学
研
究
会

1
一

代
文
学
研
究
第
一
牙
)

の

お
お
み
は
ぶ
り
う
た

私

私
の
興
味
の
中
心
は
日
本
の
古
代
文
学
、
特

に
『
古
事
記
、
日
本
書
紀
』
、
「
祝
詞
」
等
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
、
三
年
は
『
古
烹
ル
』

の
中
巻
に
量
か
れ
て
お
り
ま
す
「
大
剣
叢
L

に
つ
い
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す

の
起
源
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す

な
づ
き
の
た
の
い
な
が
ら
に
い
な
が

)

.

し

ら
に
は
ひ
も
と
ほ
ろ
ふ
と
こ
ろ
づ
ら

あ
さ
じ
の
は
ら
こ
し
な
づ
む
そ
ら
は

.

ゆ
か
ず
あ
し
よ
ゆ
く
な

う
み
が
ゆ
け
ば
こ
し
な
づ
む
お
ほ
か

.

は
ら
の
う
ゑ
ぐ
さ
う
み
が
は
い
さ

よ
'

は
ま
つ
ち
と
り
は
ま
よ
は
ゆ
か
ず

い

.

そ
づ
た
ふ

万
集
集
』
の
挽
歌
が
明
ら
か
に
」
伶
の
情
に

満
ち
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
大
御

葬
歌
は
現
代
人
の
私
達
が
表
面
的
編
ん
で

も
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
死
名
を
送
る
情
が
表
現

)し

さ
れ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
『
占
事

ル
は
こ
れ
ら
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
読
む
」

」
と
て
罪
歌
と
し
て
コ
線
し
た
の
で
し
ょ

う
か
大
御
一
.
談
を
正
硫
に
一
巖
と
し
て
理

觧
す
る
た
め
に
は
、
 
1
H
事
■
の
時
代
に
立
ち

戻
り
、
そ
の
頃
の
天
皇
の
死
に
什
う
迎
倫

私
の
研
究

藤
原
享
和
兵
辛
校
教
論
)

古
事
紀
』
は
、
東
征
帰
り
の
倭
建
命
が
能

や
ま
と

煩
野
で
亡
く
な
っ
た
直
後
に
倭
か
ら
后
や
御
子

た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
次
の
よ
う
飯
い
、
そ

れ
が
天
宅
罪
儀
に
歌
う
歌
(
人
御
一
巖
)

气
よ
゛
け
る
の
み
こ
と
の

し)
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