
戦
後
、
日
本
の
新
宗
教
教
団
が
布
教
の
新
天
地
と
し
て
 海
 外
に
目
を
向
け
る
例
は
次
第
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
 。
な
か
で
も
、
日
系
 

人
 が
人
口
の
三
割
近
く
を
占
め
る
ハ
ワ
イ
は
 、
 そ
 う
し
 た
 布
教
の
格
好
の
目
標
 地
 と
さ
れ
、
す
で
に
戦
前
か
ら
 活
 動
を
開
始
し
て
い
た
、
 

金
光
教
、
天
理
教
、
生
長
の
家
を
含
め
て
、
 天
照
 皇
天
 神
宮
教
、
世
界
救
世
教
、
立
正
佼
成
会
、
創
価
学
会
、
 パ
 ｜
 フ
ェ
ク
ト
・
リ
バ
テ
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ィ
 、
真
如
 苑
 、
 辮
 大
宗
、
世
界
真
光
文
明
教
団
、
天
神
教
 な
ど
が
海
外
支
部
や
独
立
の
海
外
法
人
組
織
を
設
置
し
 て
い
る
。
ハ
ワ
イ
に
お
 

い
て
特
に
戦
後
盛
ん
と
な
っ
た
新
宗
教
の
活
動
は
、
日
本
 宗
教
の
海
外
布
教
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
実
は
い
 わ
ぱ
 第
二
 波
 の
も
の
と
 

言
 う
 べ
き
で
あ
る
。
第
一
波
の
も
の
は
、
明
治
期
に
日
 本
人
が
ハ
ワ
イ
に
移
民
を
開
始
し
て
ま
も
な
く
の
頃
か
ら
 、
 主
と
し
て
既
成
仏
教
 

各
宗
派
や
神
社
神
道
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 こ
れ
は
が
ら
ん
日
本
人
移
民
及
び
そ
の
子
孫
の
日
系
人
 を
 布
教
・
教
化
の
対
象
 

と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
 の
は
本
派
本
願
寺
教
団
（
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
派
）
で
 あ
っ
た
。
こ
う
し
た
 初
 

期
の
宗
教
活
動
は
一
九
 0
0
 

午
前
後
か
ら
盛
ん
と
な
り
、
 

日
系
人
社
ム
二
の
間
で
は
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
 

戦
争
前
の
排
日
気
運
の
高
ま
り
や
、
太
平
洋
戦
争
の
勃
 発
 に
よ
り
、
新
た
な
布
教
の
試
み
は
一
時
下
火
と
な
っ
た
 観
 が
あ
っ
た
が
、
 戦
 

1  (113) 

一
 
は
じ
め
に
 

異
文
化
の
中
の
新
宗
教
運
動
 

 
 

ハ
ワ
イ
の
日
蓮
正
宗
・
創
価
学
会
の
事
例
 

井
上
順
孝
 

  



，
ワ
 イ
の
 N
S
A
 
に
つ
い
て
舌
口
 
及
 す
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
 ア
メ
リ
カ
の
 N
S
A
 に
つ
い
て
な
さ
れ
た
研
究
の
主
な
 も
の
を
 ニ
 、
 三
 概
観
 

し
 、
ど
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
か
を
 確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
 N
S
 A
 の
特
徴
を
考
え
る
 際
 

ら
 、
実
際
に
入
信
し
た
非
日
系
人
信
者
の
数
と
い
う
点
か
 ら
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
だ
一
般
的
に
は
微
々
た
る
も
の
 で
あ
る
。
 

-
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そ
う
し
た
中
で
顕
著
に
例
外
的
存
在
で
あ
る
の
が
 ァ
メ
 リ
カ
日
蓮
正
宗
Ⅱ
創
価
学
会
（
以
下
当
地
で
の
略
称
に
な
 る
っ
て
 

N
S
A
 

と
表
 

記
す
る
）
で
あ
る
。
 
N
S
A
 

は
現
在
北
米
で
二
 

0
 万
人
 余
り
、
ハ
ワ
イ
で
は
約
二
万
人
ほ
ど
の
信
者
を
有
す
る
と
 さ
れ
て
い
る
。
北
米
 全
 

体
で
み
る
と
、
信
者
の
大
半
は
非
日
系
人
で
あ
り
、
 

ハ
ヮ
 ィ
 で
も
約
四
割
が
非
日
系
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
 

ハ
 ワ
イ
 で
布
教
活
動
を
行
 

な
っ
て
い
る
他
の
ど
の
日
本
の
新
宗
教
も
、
非
日
系
人
 信
者
の
割
合
は
一
割
に
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
 せ
る
な
ら
、
 
N
S
A
 は
 

か
な
り
独
特
な
活
動
を
展
開
し
た
と
推
察
で
き
る
。
 

N
S
A
 が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
多
く
の
非
日
系
人
信
者
を
得
 る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
ま
た
そ
の
非
日
系
人
信
者
は
 ど
の
よ
う
な
属
性
を
 

も
っ
た
人
々
で
あ
る
の
か
、
彼
ら
は
こ
の
日
本
座
の
 宗
 教
 を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
関
 心
は
直
ち
に
生
じ
て
く
 

る
 。
以
下
で
は
、
一
九
 セ
セ
年
 と
七
九
年
の
二
回
に
わ
た
 る
 現
地
調
査
に
 よ
 り
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
、
そ
れ
に
 N
S
 A
 及
び
創
価
学
会
刊
行
 

の
 資
料
を
補
足
的
に
用
い
な
が
ら
、
ハ
ワ
イ
の
 N
S
A
 の
 場
合
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
試
み
、
こ
れ
ら
の
問
題
 関
心
に
基
づ
く
今
後
の
 

研
究
仁
一
つ
の
足
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
 ¥
O
 

@
 
Ⅴ
 

二
 
N
S
A
 に
つ
い
て
の
研
究
 例
 

象
の
射
程
と
し
た
の
は
大
部
分
日
系
人
で
あ
っ
た
が
、
 な
 か
に
は
非
日
系
人
へ
も
積
極
的
に
働
き
か
け
 ろ
 教
団
も
 あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
 

(114) 

後
、
一
九
五
 
0
 年
代
以
降
、
主
と
し
て
新
宗
教
教
団
に
 

よ
 り
新
た
な
波
が
形
成
さ
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。
こ
の
第
二
 

波
 の
も
の
も
、
布
教
対
   



異文化の中の 新宗教運動 

の
 
参
照
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
 

創
価
学
会
の
日
本
国
内
に
お
け
る
活
動
に
関
し
て
は
、
 

内
 外
に
か
な
り
の
研
究
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
 

海
 
外
に
お
け
る
活
動
に
 

関
し
て
の
研
究
は
少
数
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
デ
ィ
タ
 

｜
 
、
エ
ル
ウ
ッ
ド
・
レ
イ
マ
ン
の
三
つ
の
研
究
を
取
り
上
 

げ
る
。
こ
の
三
 

つ
は
、
 

 
 

  

 
 

で
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
分
析
の
視
点
は
 

少
し
ず
 

つ
 
異
な
る
。
 

@
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デ
イ
タ
ー
の
「
創
価
学
会
・
第
三
文
明
の
構
築
者
た
ち
 

ヒ
 は
、
 
彼
が
滞
日
中
に
受
け
た
折
伏
の
経
験
に
よ
り
生
じ
 

た
 
関
心
が
出
発
点
と
 

な
っ
て
い
る
。
貸
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
 

聖
教
新
聞
」
、
「
聖
教
グ
ラ
フ
」
、
「
第
三
文
明
」
な
ど
、
 

創
価
学
会
の
発
行
す
る
 

機
関
紙
・
誌
が
主
で
あ
る
が
、
デ
ィ
タ
ー
の
 

行
 な
っ
た
 

面
談
調
査
の
結
果
な
ど
も
合
わ
せ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
研
究
は
、
日
本
人
 

信
者
と
ア
メ
リ
カ
人
信
者
と
の
比
較
が
一
つ
の
枠
組
と
 

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
人
信
者
に
関
し
て
 

は
 
、
ど
の
よ
う
な
 

ァ
メ
 

リ
カ
人
が
入
信
す
る
の
か
、
ま
た
な
ぜ
入
信
す
る
の
か
が
 

問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
タ
ー
は
主
と
し
て
一
九
六
 

0
 年
代
の
創
価
学
会
友
 

び
 
N
S
A
 

を
対
象
と
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
 

彼
 の
 
結
論
に
よ
る
と
・
典
型
的
な
ア
メ
リ
カ
人
信
者
と
い
 

う
の
は
、
 

二
 
0
 
代
も
し
 

く
は
 
三
 
0
 代
の
白
人
男
性
で
あ
り
、
多
く
軍
人
で
あ
る
が
 

将
校
ク
ラ
ス
に
達
し
て
い
な
い
人
々
と
さ
れ
る
。
そ
し
 

て
こ
れ
が
も
っ
と
も
 

重
 

よ
 
り
 
、
 妻
を
「
静
か
に
さ
せ
る
た
め
に
」
入
信
し
た
の
だ
 

が
 
、
そ
の
後
実
際
に
利
益
を
体
験
し
た
場
合
に
真
の
信
 

者
に
な
っ
た
と
い
う
わ
 

け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
 

り
力
 
に
お
け
る
 

創
 
価
学
 
会
の
初
期
の
布
教
（
折
伏
活
動
）
に
力
あ
っ
た
の
は
、
Ⅲ
 

日
本
人
女
性
、
㈲
そ
の
 

ア
メ
リ
カ
人
の
夫
 

、
 ㈹
在
米
の
日
本
人
男
性
、
の
順
で
あ
 

る
と
さ
れ
る
。
 

 
 

ま
た
、
教
団
側
の
資
料
を
分
析
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
 

人
 信
者
は
比
較
的
学
歴
の
低
い
人
が
多
い
こ
と
、
以
前
に
 

所
属
し
て
い
た
宗
教
㎝
 

 
 

と
し
て
は
、
 

p
 
ー
 マ
 
カ
ト
リ
ッ
ク
も
し
く
は
下
層
階
級
 

の
 
属
す
る
 

プ
 p
 
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
 

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 

人
 



動
 拡
大
、
と
い
う
展
開
過
程
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
 戦
 後
に
な
る
と
、
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
中
国
仏
教
あ
る
 い
は
「
近
代
的
」
日
蓮
 

ヱ
 ル
ゥ
 

賢
 さ
れ
て
 

一
九
七
 0
 

て
い
る
。
 

「
い
ざ
と
 

し
た
こ
と
 

間
の
潜
在
 

こ
の
 二
 

展
開
 史
の
 

紀
 に
は
い
 

"
 ド
の
 記
述
は
、
し
か
し
な
が
ら
 

お
り
、
で
は
な
ぜ
 N
S
A
 が
も
っ
 

年
代
に
は
い
り
、
状
況
に
変
化
が
 

す
 な
ね
 
ち
、
一
九
七
 0
 年
に
 ア
 

な
る
と
頼
り
に
な
ら
ぬ
」
信
者
が
 

で
、
こ
の
危
機
は
克
服
さ
れ
る
。
 

・
的
創
造
性
の
開
発
を
唱
え
る
方
向
 

書
 と
は
少
し
趣
の
異
な
っ
た
レ
 イ
 

一
頁
を
成
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
 

っ
て
、
一
方
で
は
鈴
木
大
拙
の
著
 、

初
 

と
も
 

生
じ
 

メ
リ
 

去
っ
 

つ
ま
 

へ
と
 

マ
ン
 

げ
ら
 

作
を
 期

の
布
教
史
の
紹
介
と
、
 

N
S
A
 
側
の
資
料
に
基
づ
い
 た
 信
者
の
属
性
紹
介
に
多
く
が
 

成
功
を
収
め
た
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
余
り
分
析
 が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
 

て
も
な
お
 N
S
A
 
が
拡
大
を
続
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
 次
 の
よ
う
に
説
明
が
加
え
ら
れ
 

力
 め
 精
神
的
雰
囲
気
が
転
換
期
を
迎
え
る
と
、
 

N
S
A
 
も
 一
時
危
機
に
直
面
す
る
 

｜
 。
 

て
 ゆ
 き
 ・
反
撃
も
高
ま
り
を
見
せ
る
が
、
 
N
S
A
 
が
 自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
革
 

り
 、
折
伏
第
一
か
ら
勧
誘
的
態
度
へ
、
現
世
利
益
の
強
 調
か
ら
仏
教
哲
学
を
標
 博
 し
 人
 

方
針
転
換
し
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
解
釈
さ
 れ
て
い
る
。
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の
 
ロ
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
 ロ
 と
い
う
書
の
中
で
、
 
N
S
A
 
は
 ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
の
 

れ
て
い
る
。
ア
メ
 り
力
 人
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
は
一
九
 世
紀
末
に
生
じ
る
が
、
今
世
 

通
し
て
の
禅
の
理
解
の
深
ま
り
、
他
方
で
は
浄
土
真
宗
 を
 中
心
と
し
た
仏
教
教
団
の
活
 

 
 

 
 

相
対
的
剥
奪
理
論
が
援
用
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
に
検
証
 が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

 
 
 
 

「
 鷲
と
 昇
る
日
輪
ヒ
 

@
4
-
 の
 申
で
・
 

エ
 ル
ウ
ッ
ド
は
 N
S
A
 
を
 、

ア
メ
リ
カ
で
布
教
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
他
の
四
つ
 の
 新
宗
教
、
す
な
わ
 

ち
 天
理
教
、
世
界
救
世
教
、
生
長
の
家
、
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
 
リ
バ
テ
ィ
と
並
べ
た
上
で
、
こ
れ
ら
を
西
欧
世
界
へ
 0
 日
本
宗
教
の
進
出
と
 

い
 う
 視
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
天
理
教
を
除
い
て
他
の
 四
教
団
が
、
一
九
一
八
 0
 年
代
に
ア
メ
リ
カ
に
進
出
し
た
 こ
と
に
着
眼
 
し
 、
こ
の
 

現
象
は
、
精
神
世
界
に
目
を
転
じ
て
救
済
の
手
段
を
求
 め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
時
代
的
 要
請
に
応
ず
る
も
の
で
 

あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
 
N
S
A
 
は
そ
れ
ら
の
中
で
も
っ
と
 も
 成
功
を
収
め
た
教
団
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
 

人
 が
な
ぜ
創
価
学
会
に
入
信
し
た
の
か
に
関
し
て
の
 説
 明
に
は
、
社
会
心
理
学
に
お
い
て
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
 ｜
 な
 理
論
の
一
つ
で
あ
る
 

 
 



教
団
な
ど
が
進
出
す
る
と
い
う
見
取
り
図
が
示
さ
れ
る
。
 N
S
A
 は
 そ
う
し
た
戦
後
の
 

-
 
近
代
的
」
日
蓮
教
団
の
 成
功
し
た
例
と
し
て
 扱
 

わ
れ
て
い
る
。
 

こ
う
し
て
 

N
S
A
 

は
新
宗
教
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
 仏
 教
 教
団
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
る
が
、
レ
 イ
マ
 ン
 0
 分
析
は
、
彼
女
 

が
 心
理
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
 

N
S
 A
 は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
手
順
に
 ょ
 っ
て
広
め
て
い
っ
た
か
 

に
 主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
・
 

N
S
A
 

が
ア
メ
リ
 

力
人
信
者
に
果
し
て
い
る
機
能
つ
い
て
の
心
理
学
的
 
説
明
は
興
味
あ
る
も
の
 

で
、
「
唱
題
」
は
自
己
暗
示
な
い
し
自
己
催
眠
の
効
果
を
 も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
 人
 間
 革
命
」
は
、
マ
ス
 ロ
 

１
 0
 い
 う
 
「
自
己
実
現
」
の
概
念
に
非
常
に
 
よ
 く
似
た
も
 の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
三
人
の
着
眼
点
は
少
し
ず
つ
異
な
る
の
 で
あ
る
が
、
 
N
S
A
 の
初
期
の
布
教
過
程
、
そ
の
後
の
展
 開
 、
信
者
の
属
性
、
 

運
動
の
社
会
的
機
能
な
ど
に
つ
い
て
は
か
な
り
重
な
り
 合
っ
た
見
解
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
示
し
て
ぎ
た
個
々
の
 見
解
と
ハ
ワ
イ
に
お
け
 

る
 事
例
と
の
比
較
吟
味
は
後
に
順
に
行
な
 う
 と
し
て
、
 
ま
 ず
 重
な
り
合
っ
て
示
さ
れ
る
評
価
・
認
識
を
踏
ま
え
、
 ま
た
 

N
S
A
 

の
資
料
を
 

参
照
し
て
 

N
S
A
 

の
展
開
過
程
の
大
枠
を
お
さ
え
て
お
 く
こ
と
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
 ァ
 メ
リ
カ
に
お
け
る
 
創
価
 

学
会
 l
N
S
A
 
の
展
開
は
次
の
三
期
に
分
け
て
考
え
る
 の
が
適
切
な
 
よ
う
 で
あ
る
。
 

動
田
 布
教
前
史
一
九
六
 0
 年
 以
前
の
時
期
。
 
組
織
だ
っ
た
布
教
は
な
さ
れ
ず
、
個
々
の
信
者
が
ほ
と
 ん
ど
相
互
の
連
絡
な
く
存
在
 

運
 

し
て
い
た
。
こ
の
間
で
は
、
一
九
五
 セ
 午
に
 、
 後
の
 

N
S
 

A
 理
事
長
貞
永
 昌
靖
 
（
一
九
 セ
 一
年
一
二
月
に
の
の
 0
 お
 0
 目
・
 ミ
ト
 日
の
日
の
 

教
 

新
京
 

と
 改
名
）
が
渡
米
し
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
 

の
 

 
 

二
 一
代
会
長
に
就
任
し
て
ま
も
な
い
池
田
大
作
一
行
の
南
 
北
ア
メ
リ
カ
訪
問
を
き
っ
か
 

イ
ヒ
 

け
に
な
さ
れ
た
組
織
的
折
伏
活
動
の
開
始
の
と
き
か
ら
、
 一
九
六
 0
 年
代
半
ば
過
ぎ
ま
で
の
時
期
。
支
部
や
地
区
 の
 結
成
が
あ
い
っ
 

文
 

異
 

い
で
な
さ
れ
た
。
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㈹
布
教
第
二
期
一
九
六
 0 年
代
末
か
ら
 七
 0
 年
 代
 に
か
け
て
の
時
期
。
創
価
学
会
の
ア
メ
リ
カ
支
部
と
い
 う
 意
識
で
は
な
く
・
 

ア
メ
リ
カ
日
蓮
正
宗
と
い
う
独
立
性
が
強
ま
り
、
非
日
系
 入
信
者
や
学
生
信
者
が
増
加
し
た
。
 

布
教
前
史
は
文
字
通
り
前
史
で
あ
る
が
、
 

い
 わ
ゆ
る
「
 戦
争
花
嫁
」
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
の
中
に
い
た
信
者
が
 、
 ア
メ
リ
カ
で
も
聖
教
 

新
聞
を
購
読
し
て
い
た
な
ど
の
こ
と
が
、
初
期
の
本
格
 的
 布
教
を
容
易
な
ら
し
め
た
 一
 要
因
で
あ
る
の
 
里
 =
 
ロ
ぅ
ま
 で
も
な
い
。
ま
た
渡
米
 

し
た
 貞
 、
氷
が
 
ァ
 

語
学
的
訓
練
を
積
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
 

N
S
A
 が
英
語
 に
 一
本
化
し
た
布
教
 
体
 

制
を
比
較
的
早
期
に
整
え
る
道
も
拓
か
れ
た
と
考
え
 ろ
 れ
る
。
 

布
教
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
の
移
行
年
月
を
明
確
に
特
 走
 す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
一
九
一
八
 
0
 年
代
後
半
を
 通
じ
て
生
じ
た
移
行
 

と
み
な
し
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
内
容
を
 列
挙
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
日
系
人
信
者
の
割
 合
 が
多
か
っ
た
の
が
、
 

非
日
系
人
信
者
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
 力
の
日
蓮
正
宗
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、
座
談
会
は
す
べ
 て
 英
語
に
 よ
 る
こ
と
が
 

徹
底
さ
れ
た
。
現
世
利
益
中
心
の
折
伏
方
法
か
ら
、
 仏
 教
 哲
学
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
仕
方
に
変
っ
た
。
 大
 学
生
の
信
者
が
増
加
し
 

た
、
 等
々
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
舌
口
語
に
関
し
て
、
座
談
 

余
 で
は
英
語
使
用
、
教
学
試
験
も
英
語
に
て
受
験
可
能
 と
い
う
方
針
を
出
し
 

た
こ
と
、
ま
た
一
九
六
八
年
一
 

0
 月
の
 

U
C
L
A
 

で
の
 

セ
、
、
 

、
ナ
ー
を
皮
切
り
と
す
る
全
米
 人
 0
 余
の
大
学
で
の
 大
学
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
 

は
 、
こ
う
し
た
移
行
全
体
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
 と
 言
え
る
。
 

以
上
の
展
開
過
程
は
、
ハ
ワ
イ
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
 が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

N
S
A
 

が
な
ぜ
多
く
の
 

非
日
系
人
信
者
を
獲
 

得
し
た
の
か
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
り
、
 N
 S
A
 を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
、
と
い
う
冒
頭
に
 掲
げ
た
問
題
は
、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
や
条
件
を
考
慮
し
な
が
ら
注
意
深
 く
 検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
指
摘
さ
 れ
た
こ
と
が
果
し
て
 ハ
 

ブ
 イ
 で
ど
の
程
度
あ
て
は
ま
る
の
か
、
ま
た
修
正
す
べ
 き
 点
や
新
た
に
つ
げ
加
え
る
べ
き
点
は
な
い
か
、
と
い
っ
 た
こ
と
を
考
察
の
一
端
 

に
 加
え
な
が
ら
、
目
を
ハ
ワ
イ
の
 N
S
A
 

に
転
じ
よ
う
。
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異文化の中の 新宗教運動 

え れ 目 し に ィ 

た が 乱 た 除 水   
が 年 ） か は ホ、 

報 に の た 利 / 

吉 日 場 ょ が め 

さ れか、 水合 う なっ あ か 本 
て ら 一 場 た 部 

、ワイ 九六二移住しいる。 @8- 合、そ 思わ と 

て 年 の れ キ 
ぎ に 入 る キ 
た 結 は 。 本 部 の 成が人が力ヵ、ょ とく 

隊 な り に 三 
長 さ 大 、 つ 
と れ き 日 が 
な た な 水 色 
る が 役 か 摂 
と 、 割 ら さ 

、 当 を 移 れ 
翌 初 乗 住 て 
年 の し し い 
に セ た て る 
は 毛 ょ き   

々 ど     多 約 が は バーえ， @ ま、 にお 

一 一 が 、     
が で 

急、 い   
7  (119) 
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ィ 部 此 は ホ に と 標 は 
本 （ 米 ロ / 戻 い に 創       

ⅠⅡ 

ワ   イ 

l 
お 

と の も 信 人 。 は 外 サ ｜ 

る   N 
（ S 

A 
の 

展 
開 

  
  

/ Ⅰ     
ィ 入 木 害 い 
に 物 で   捲 こ には、 （Ⅱ） （ 0 なった お で 教 地 の 

の       げ あ 育 が 諸 
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に 九 々 るそ る 。 を 受ノ ホ 島が 

八 六 は れ 誘 け ル 弟 
ヮ セ 地 ま 米 再 ル 一 



展
の
 ピ
ー
ク
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
は
む
し
ろ
停
滞
 期
と
 考
え
ら
れ
る
。
 

さ
て
、
ハ
ワ
イ
に
お
い
て
も
、
初
期
の
信
者
は
日
系
人
が
 主
で
あ
り
、
 

が
 示
さ
れ
る
。
し
か
し
。
ハ
ワ
イ
は
「
移
民
の
島
」
で
 あ
り
、
民
族
別
の
 

者
の
民
族
的
背
景
別
の
構
成
比
も
本
土
と
は
異
な
る
こ
 と
も
考
え
ら
れ
る
 

へ
の
参
与
調
査
か
ら
得
た
印
象
で
は
、
日
系
人
信
者
の
方
 が
や
や
多
く
 、
 

把
握
も
こ
の
印
象
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
 生
 言
っ
て
 、
ハ
ヮ
 や

が
て
非
日
系
人
信
者
の
比
率
が
増
加
し
て
く
る
と
い
う
 傾
向
 

人
口
構
成
は
米
本
土
と
は
か
な
り
異
な
る
か
ら
、
 

N
S
 
A
 の
 信
 

。
現
地
で
の
面
談
調
査
や
座
談
会
（
 緩
 s
n
 
ロ
 の
の
 
ぃ
 
0
 コ
目
 e
n
 
ま
ロ
鍍
 
）
 

ま
た
非
日
系
人
信
者
の
中
で
は
混
血
が
目
立
っ
た
。
教
団
 側
の
 

イ
に
 多
く
の
日
系
人
が
存
す
る
こ
と
、
従
っ
て
日
系
人
に
 マ
イ
 

（
Ⅱ
 
ヰ
 
-
 

こ
の
前
後
の
数
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
従
っ
て
量
的
 側
面
に
話
を
限
れ
ば
、
 

一
九
六
 0
 年
代
半
ば
か
ら
 セ
 0
 年
 ご
ろ
に
か
け
て
が
 発
 

と
 コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
翌
年
八
月
に
は
、
 日
 蓮
 正
宗
寺
院
「
寂
光
山
本
誓
 寺
 」
の
開
院
式
が
行
な
わ
 ね
 、
次
の
年
僧
侶
が
 来
 

有
 す
る
が
、
一
九
六
 0
 年
代
を
通
し
て
、
正
宗
寺
院
は
 北
米
に
は
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
郊
外
 ヱ
チ
 フ
ン
ダ
仁
一
九
 六
セ
 羊
一
月
開
院
さ
れ
 

@
 
Ⅱ
 @
 

た
 「
悪
日
出
妙
法
寺
」
と
共
に
二
 ケ
弄
 し
か
建
立
さ
れ
 な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
ハ
ワ
イ
に
は
多
く
の
 期
 待
 が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
 

と
 推
測
さ
れ
る
。
 

こ
う
し
た
活
動
は
六
 0
 年
代
後
半
に
は
い
っ
て
、
量
的
な
 面
 に
お
い
て
顕
著
な
成
果
を
示
し
、
教
団
側
の
発
表
す
 る
と
こ
ろ
で
、
信
者
 

数
は
 、
一
九
六
上
八
年
に
約
一
、
 
0
0
0
 

世
帯
、
六
 

セ
年
 に
 約
二
、
 

0
0
0
 

世
帯
、
六
九
年
に
は
 

約
セ
 、
 0
0
O
 世
帯
と
報
告
さ
れ
て
い
 

る
 。
し
か
し
な
が
ら
、
 セ
 0
 年
代
に
は
い
る
と
増
加
の
度
 合
は
 弱
ま
り
、
 セ
 0
 年
代
半
ば
か
ら
は
横
ば
い
な
い
し
 減
少
気
味
と
考
え
ら
れ
 

て
い
る
。
 セ
セ
 年
の
時
点
で
、
 約
セ
 、
 五
 0
0
 

世
帯
、
一
 

一
万
四
千
人
程
度
と
い
う
の
が
太
平
洋
方
面
で
の
公
称
 
信
 者
数
で
あ
り
、
現
在
も
 

-
0
g
 

）
 

ア
メ
リ
カ
創
価
学
会
の
機
関
紙
「
ワ
ー
ル
ド
・
ト
リ
ビ
ュ
 ｜
ン
 」
（
 呂
づ
 
0
 （
）
 
年
円
ふ
ヴ
 口
耳
 0
 ）
は
 、
 「
ハ
ワ
イ
の
 創
価
 学
会
会
員
は
な
ん
と
 幸
 

-
 
㎎
 -
 

運
 で
あ
ろ
う
。
今
や
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
に
あ
る
わ
れ
 わ
れ
の
会
館
は
、
あ
な
た
方
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
郵
便
 局
 の
よ
う
に
映
じ
る
 
ピ
 

( Ⅰ 20) 

一
九
六
五
年
に
は
、
 現
 ハ
ワ
イ
会
館
（
の
。
日
日
目
 

コ
ぃ
 
（
 
せ
り
 の
 3
%
 

こ
の
土
地
・
建
物
の
購
入
も
決
定
さ
れ
る
が
、
 

こ
 れ
を
報
じ
る
当
時
の
 

 
 



異
 

 
 

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。
 

文化 

 
 

Ⅲ
ラ
ン
ダ
ム
サ
ン
フ
リ
ン
グ
で
は
な
い
の
で
、
信
者
 

の
 属
性
を
は
じ
め
回
答
結
果
の
状
況
が
必
ず
し
も
全
体
の
 そ
れ
を
正
確
に
反
映
㎝
 

動
 

七
九
年
の
 ク
 ニ
ス
チ
ョ
 不
ア
 調
査
の
項
目
は
 、
信
 者

の
属
性
、
入
信
時
期
、
入
信
動
機
、
 N
S
A
 

へ
の
 

評
 価

な
ど
を
主
と
し
、
二
一
項
 

ぬ
目
 （
英
文
）
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
た
。
調
査
方
 

法
 と
し
て
は
「
特
定
の
層
に
か
た
 よ
 り
の
な
い
よ
う
に
」
 と

い
う
条
件
を
付
し
て
 N
S
 

古
本
 

@
u
@
 

嚇
 
A
 側
に
配
布
・
回
収
を
依
頼
し
た
。
し
か
し
な
が
 ら
 、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
こ
と
、
ま
た
回
答
内
容
 か

ら
直
ち
に
知
れ
た
こ
と
に
 

研
 
よ
り
、
次
の
二
点
は
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
 う
な
い
。
 

て
い
 く
。
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
非
日
系
人
信
者
 で

あ
る
が
、
彼
ら
の
特
性
を
 よ
 り
明
確
に
す
る
た
め
に
 も
 、
日
系
人
信
者
と
の
 

比
較
を
通
じ
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

四
八
ワ
イ
の
非
日
系
人
信
者
１
日
系
人
信
者
と
比
較
し
 
な
が
ら
 

N
S
A
 の
ハ
ノ
イ
に
お
け
る
布
教
の
歴
史
は
こ
の
よ
う
に
 ま

だ
 二
 0
 年
 程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
は
そ
の
 社
会
的
，
文
化
的
状
 

況
の
特
質
ゆ
え
に
、
非
日
系
人
に
と
っ
て
の
 N
S
A
 と
 い
 う
 問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
豊
富
な
材
料
を
提
供
し
て
 く
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
 

一
九
七
九
年
夏
に
 N
S
A
 の
信
者
を
対
象
に
行
な
っ
た
 調
 査
 結
果
を
主
た
る
デ
ー
タ
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
 セ
七
 年
夏
に
 N
S
A
 を
含
め
 

*
u
-
 

て
一
三
の
日
系
教
団
信
者
に
対
し
て
行
な
っ
た
調
査
結
果
 の
 一
部
を
ご
く
補
足
的
に
用
い
、
本
稿
の
最
初
の
方
に
 掲
げ
た
問
題
を
検
討
し
 

ノ
り
 テ
ィ
意
識
が
乏
し
い
こ
と
、
日
系
人
を
布
教
対
象
と
 す

る
日
系
宗
教
が
多
く
存
す
る
こ
と
、
ま
た
各
国
か
ら
 の
 移
民
が
多
く
、
人
種
 

的
 背
景
が
複
雑
な
た
め
、
文
化
的
多
様
性
が
顕
著
で
あ
 る

こ
と
、
な
ど
は
ハ
ワ
イ
の
 N
S
A
 の
展
開
に
さ
ま
ざ
ま
 な
 影
響
を
及
ぼ
す
要
因
 

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 



表 @  回答の性別及び 年余利分布 

l  日 計 ---   
25(22.9)l13(31.@7)@25(33.8)@38(33.0) 24(22.0)!@13(31.@7),@21@(28.@4)@34(29.6) 63(28.1; 58(25.9; 

6(15.0)@ 9(13.4)   16(14.7) 3 (7.3) 6( 8.1) 9( 7.8) 25(11.1     

2(  2.7)  2  (1.7)  9(  4.0     

60 無 一 回答 2(  1(  5.  2.5) 0)   5(・   3(  4.1)  3(  2.6)  4(  1.8; 

41 I 74 ｜ 

米 " 一 センテージは 各列の合計に 対するもの。           小故 点 第 2 位を四捨五入してあ 

る 。 ( 以下同様 ) 

㈲
と
く
に
、
熱
心
な
信
者
か
ら
の
 

勿
 の
の
め
の
め
 

3
6
9
1
g
 

  

回
答
が
大
半
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
 

は
回
答
者
の
教
団
内
で
の
地
位
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
約
セ
 割
が
、
支
部
長
、
地
区
長
、
 

人
形
Ⅲ
⑥
Ⅲ
⑦
⑥
 

班
長
な
ど
の
り
ー
ダ
ー
 層
 ）
か
ら
 

相
人
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
 

系
 

㏄
 
蛇
 
㎎
 
1
9
 

ヨ
プ
 3
4
1
l
 

ユ
 
1
 

み
て
も
、
ま
た
勤
行
の
熱
心
さ
 

 
 

 
 

 
 

（
八
割
強
が
毎
日
行
な
り
と
回
答
 

人
形
Ⅲ
ぶ
り
⑨
②
 

3
0
6
0
9
 

し
た
 ）
か
ら
み
て
も
言
え
る
こ
と
 

系
 

㏄
㏄
（
（
（
 

口
入
㏄
 
鵠
 
7
 
ー
㏄
㏄
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

イ
 は
ま
だ
日
系
人
信
者
の
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
 た
が
、
集
ま
っ
た
 

答
 結
果
か
ら
す
る
限
り
、
非
日
系
人
の
方
が
や
や
多
か
 っ
た
 。
日
系
人
回
答
 

（
 
@
 
り
 
）
 

と
 非
日
系
人
回
答
者
を
、
男
女
別
・
年
余
層
別
に
分
け
て
 

一
 
示
し
た
の
が
表
 
1
 で
 

る
 。
こ
れ
に
よ
る
と
・
男
女
比
で
は
、
日
系
人
、
非
日
系
 大
 い
ず
れ
の
場
合
 

な
 性
の
方
が
多
い
。
ま
た
年
会
層
別
で
み
る
と
、
全
体
 と
し
て
青
年
層
、
 
壮
 

層
を
中
心
に
し
て
い
る
こ
と
が
舌
口
え
る
が
、
非
日
系
人
の
 

方
が
 よ
 り
青
年
層
 

集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
面
談
調
査
や
参
与
調
査
時
 の
 観
察
結
果
と
組
 齢
 

に 年 も あ 着 国 ヮ 表 2  独身・既婚等の 別 
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異 

 
 

 
 

職
業
に
つ
い
て
も
、
軍
人
は
非
日
系
人
信
者
に
僅
か
一
人
 い
た
の
み
で
、
会
社
員
、
店
員
、
主
婦
、
学
生
が
大
半
 を
 占
め
る
。
こ
の
点
 

文化の中の新宗教運動 

を
感
じ
さ
せ
ず
、
ハ
ワ
イ
の
実
情
を
比
較
的
正
確
に
反
映
 し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

表
 2
 に
示
さ
れ
る
よ
 
う
 に
、
独
身
・
既
婚
等
の
別
で
は
 独
身
者
の
割
ム
ロ
が
 約
 弘
を
占
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
 ア
メ
 リ
カ
 で
は
離
婚
者
も
 

独
身
（
の
ぎ
牡
の
）
と
表
現
さ
れ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
離
婚
 

者
 と
答
え
る
べ
き
と
こ
ろ
を
独
身
者
と
答
え
た
人
が
 
何
人
か
い
る
可
能
性
が
 

あ
る
。
た
だ
、
青
年
層
が
熱
心
な
信
者
層
の
か
な
り
の
 割
 合
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
明
き
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
 日
本
の
創
価
学
会
と
共
 

通
性
を
有
す
る
一
方
で
、
ハ
ワ
イ
の
他
の
日
系
宗
教
と
 

 
 

職
業
・
学
歴
に
関
し
て
は
際
立
っ
た
特
徴
を
見
出
す
こ
 と
は
で
き
な
い
。
デ
ィ
タ
ー
は
、
創
価
学
 
ム
 下
の
 ア
メ
り
 力
人
信
者
は
低
学
歴
 

者
。
軍
人
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
 ょ
う
 な
 特
徴
 づ
 げ
は
困
難
な
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
学
歴
に
つ
い
て
 は
 、
選
択
回
答
で
な
く
 

記
述
回
答
と
し
た
た
め
、
無
回
答
が
半
数
近
く
に
上
っ
た
 が
 、
回
答
を
記
入
し
て
あ
っ
た
も
の
の
内
訳
は
次
の
通
 り
で
あ
る
。
 

日
系
人
大
学
卒
二
九
・
四
 
%
 、
短
大
・
ビ
ジ
ネ
ス
 カ
レ
ッ
ジ
等
 卒
一
 0
.
 三
 %
 、
高
校
卒
四
二
・
六
 %
 、
 中
学
校
卒
一
六
・
二
 

老
 、
な
し
一
・
五
 %
 。
 

非
日
系
人
大
学
卒
二
五
・
八
 
%
 、
短
大
・
ビ
ジ
ネ
 ス
カ
レ
ッ
ジ
等
 
卒
九
 
・
 セ
彩
 、
高
校
卒
五
六
・
五
 %
 、
中
 学
校
卒
八
・
一
 
%
 。
 

ま
た
、
七
七
年
度
の
調
査
結
果
（
こ
れ
は
選
択
回
答
で
 あ
っ
た
）
で
は
、
日
系
人
の
場
合
、
八
四
名
の
回
答
者
の
 う
 ち
大
学
院
修
了
 四
 

・
人
影
、
大
学
卒
 三
 二
・
六
 %
 、
短
大
・
ビ
ジ
ネ
ス
カ
レ
 ッ
ジ
卒
 三
一
・
四
 %
 、
高
校
卒
 四
 0
.
 五
 %
 、
中
学
校
 卒
 四
・
八
 %
 、
そ
の
他
 

-
 
Ⅱ
 -
 

・
 無
 回
答
 六
 ・
 0
 膠
 と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
日
系
人
、
非
日
系
人
を
問
わ
ず
、
 

と
り
た
て
て
低
学
歴
に
集
中
し
て
い
る
と
舌
ロ
 
ぅ
 こ
と
は
 で
き
な
い
。
 
セ
セ
年
 

の
 調
査
結
果
で
は
、
日
系
人
信
者
に
話
を
限
る
な
ら
回
答
 者
の
年
余
 層
 が
若
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
む
し
ろ
他
の
日
 系
 教
団
の
信
者
よ
り
も
 

 
 

 
 

 
 

高
い
学
歴
を
示
し
て
い
る
。
 



の
 違
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
デ
イ
 

ら
 、
今
日
の
「
ア
メ
リ
カ
日
蓮
正
宗
」
 

回
答
者
の
性
、
午
 今
 、
学
歴
、
職
業
 

族
 的
背
景
に
は
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
 

と
も
言
 う
 べ
 き
 明
瞭
な
差
異
が
あ
る
 点
 

こ
れ
は
ハ
ノ
イ
に
お
け
る
日
系
人
社
会
 

は
日
系
人
も
し
く
は
日
本
人
と
結
婚
す
 

系
 人
と
い
う
方
が
父
親
の
み
が
日
系
人
 

と
ん
ど
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
非
日
系
人
回
答
者
を
み
 

も
多
く
、
な
か
で
も
 7
 ィ
リ
ピ
ン
系
の
 タ

 ー
の
扱
っ
た
の
は
一
九
六
 0
 年
代
前
半
の
「
 創
 価
学
 会
 ア
メ
リ
カ
支
部
」
の
状
況
で
あ
る
か
 

に
は
彼
の
示
し
た
特
徴
 づ
 げ
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
面
 が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
 

に
 関
し
て
概
略
を
知
り
得
た
と
こ
ろ
で
、
民
族
的
多
様
性
 と
い
う
ハ
ワ
イ
の
特
質
が
、
信
者
の
民
 

て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
日
系
人
回
答
者
 と
 非
日
系
人
回
答
者
と
の
間
で
対
照
的
 

が
 興
味
深
い
（
表
 3
 参
照
）
。
日
系
人
回
答
者
の
場
合
、
 
八
割
近
く
が
両
親
と
も
日
系
人
で
あ
る
。
 

で
の
通
情
状
況
が
か
な
り
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
 。
す
な
 ね
 ち
、
二
世
ま
で
は
、
日
系
人
 

る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
片
親
の
み
が
日
系
人
と
い
 ぅ
 場
合
の
内
訳
で
は
、
母
親
の
み
が
 日
 

と
い
う
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
非
 日
系
人
の
父
親
は
混
血
で
あ
る
者
が
ほ
 

て
み
る
と
、
約
半
数
が
混
血
で
あ
る
こ
と
が
と
く
に
目
を
 惹
く
 。
ま
た
東
洋
か
ら
の
移
民
の
子
孫
 

両
親
を
も
つ
信
者
が
目
立
っ
て
い
る
。
白
人
の
信
者
も
 他
の
日
系
教
団
に
極
め
て
稀
で
あ
る
こ
と
 

  

  

表 3  両親の民族的背景 

a  日系人回答者 

  
計 @ 109 

  

    

b  井目 糸入回答者 

混 

                                56  18  人形 (48.7) (15.7)   
中 国 系 @  4  (3.5) 
韓 国 系 @  2  (  ¥. の 

白 A@|@ 12@(10.4) 

l ポルトガル系 アイルランド 系・ l 2  1  (  (  1.  0.  7) 9) 
ド イ ツ 系 ;  @  ( 0 ． 9) 

ポ @  ランド 糸         1  ( 0 ・ 9) 

l プエルトリコ 系 @  2 ( 1.7) 
  １１ 人 9  (  7.  8) 
・，、 不 明 :  7  ( 6.1) 

  
- 十 I l15 

米 フィリピン系以下，両親と 

もに同じ民族であ ったものの 

人数であ る。 

に
は
日
系
人
と
非
日
系
人
と
の
 間
 

 
 

 
 

に
 大
き
な
差
異
は
看
取
さ
れ
な
 
袴
 

 
 

い
。
デ
イ
タ
ー
の
指
摘
と
の
相
違
 

は
、
ハ
フ
ィ
の
特
殊
性
を
示
し
て
 

い
る
の
で
は
な
く
、
時
期
的
な
 

差
 、
つ
ま
り
、
海
外
布
教
の
最
初
 

期
 と
二
 0
 
年
 近
く
た
っ
た
時
期
と
 



を
 考
え
る
な
ら
、
比
率
と
し
て
ほ
多
い
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
 る
が
、
各
国
か
ら
の
移
民
の
末
香
が
非
日
系
人
信
者
の
 主
流
を
な
し
て
い
る
の
 

が
 特
徴
で
あ
る
。
混
血
が
ど
の
民
族
と
ど
の
民
族
の
も
 の
か
は
、
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
一
定
の
傾
向
性
を
見
出
 す
こ
と
は
困
難
で
あ
 

る
 。
極
端
な
場
合
だ
と
、
父
方
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
 人
、
ス
 。
ヘ
イ
ン
 
人
 、
ド
イ
ツ
人
、
イ
タ
リ
ア
 人
 、
中
国
人
、
 
フ
 ラ
ン
ス
 人
 、
イ
ギ
リ
ス
 

人
 、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
 人
 、
母
方
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
 人
 、
中
国
 人
 、
ス
ペ
イ
ン
人
を
挙
げ
た
回
答
者
（
一
四
歳
・
女
性
）
 も
い
る
。
 

非
日
系
人
の
民
族
的
背
景
が
こ
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
 あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
ハ
ワ
イ
の
人
口
構
成
が
基
盤
に
 な
っ
て
い
る
こ
と
は
 

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
 

N
S
A
 

が
と
り
 

わ
 け
 混
血
の
人
々
を
 惹
 ぎ
つ
げ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
払
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
こ
 

の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
再
び
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
 キ
ハ
 

-
 
し
 ：
Ⅰ
 

Ⅹ
 0
 

次
に
、
回
答
者
が
、
い
つ
頃
、
誰
の
勧
め
に
よ
っ
て
 人
 倍
 し
た
か
、
以
前
に
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
に
属
し
て
い
た
 人
 が
多
い
か
、
ま
た
 

N
S
A
 の
ど
こ
に
惹
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
 話
を
進
め
る
。
入
信
年
に
関
し
て
は
、
日
系
人
回
答
者
 と
 非
日
系
人
回
答
者
と
 

の
間
に
時
期
的
な
差
が
あ
る
（
表
 4
 参
照
）
。
前
者
が
六
 
0
 年
代
後
半
を
一
応
の
ピ
ー
ク
 と
し
 

八
 
%
 力
 
ぶ
の
 力
 
⑥
 
カ
 

  

な
が
ら
も
、
 
五
 0
 年
代
後
半
か
ら
 セ
 0
 年
代
に
か
け
て
 比
較
的
平
均
化
さ
れ
て
い
る
の
に
 
対
 

 
 

代
未
と
セ
 0
 年
代
半
ば
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
 。
最
初
期
の
信
者
 

3
4
3
 

 
 

 
 

ほ
 日
本
人
な
い
し
日
系
人
が
主
体
で
、
や
が
て
非
日
系
人
 に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
北
米
 

人
影
①
 力
 
⑤
⑨
⑥
用
 

動
 

0
0
7
2
5
3
 

運
 

系
 

u
 
㏄
㏄
㏄
 
u
 
（
 

全
体
で
の
一
般
論
ほ
こ
の
結
果
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
 あ
る
が
、
非
日
系
人
へ
の
広
ま
り
の
時
 

教
 

 
 

や
 遅
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
ワ
イ
は
ア
メ
リ
カ
の
他
の
 ど
こ
の
 州
 よ
り
も
日
系
人
が
 

十
本
 

 
 

前
 
㏄
㏄
 
れ
樽
答
 

多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
日
系
人
の
折
伏
に
 賢
 さ
れ
 る
ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
が
よ
り
長
期
に
必
要
と
 

 
 

 
 

人
 に
対
す
る
折
伏
は
時
期
的
に
遅
れ
た
、
と
い
う
推
論
 も
 成
り
立
ち
 

@
 
Ⅰ
 

文
 

4
 

異
表
 

 
 

う
る
。
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で
 信
者
で
あ
る
 人
 ）
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
  
 

N
S
A
 
に
入
信
す
る
以
前
に
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
に
属
し
 て
い
た
か
を
示
し
た
の
が
表
 6
 で
あ
る
。
一
九
七
二
年
 に
 フ
ー
ル
ド
・
ト
リ
 

-
M
@
 

ビ
ュ
ー
ン
・
プ
レ
ス
か
ら
出
さ
れ
た
報
土
口
書
に
よ
る
と
、
 

一
九
七
 0
 年
 ま
で
の
信
者
に
関
し
て
、
以
前
に
所
属
し
 て
い
た
宗
教
は
、
カ
ト
 

ッ
ク
三
 0
 老
 、
 プ
 
p
 テ
ス
タ
ン
ト
 
三
 0
 膠
 、
仏
教
二
五
 膠
 、
ユ
ダ
ヤ
教
六
 %
 、
そ
の
他
四
 %
 、
無
神
論
者
五
 %
 、
と
な
っ
て
い
る
。
 
仏
 

勧
め
が
過
半
数
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
回
答
者
数
が
 少
な
い
の
で
む
ろ
ん
断
定
は
で
き
な
い
が
、
入
信
を
勧
め
 た
人
が
誰
か
と
い
 

と
と
、
入
信
 年
 あ
る
い
は
回
答
者
の
年
齢
と
の
間
に
特
 別
 な
相
関
関
係
は
見
出
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
誰
の
勧
め
 
に
よ
っ
て
入
信
す
 

は
 、
布
教
の
初
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
余
り
違
い
が
な
 い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
日
系
人
回
答
者
の
 湯
ム
 
ロ
、
 親
の
勧
め
 

倍
 し
た
人
は
若
い
層
に
多
く
（
 一
 0 代
 六
名
、
二
 0
 代
 一
四
名
、
三
 0 代
 五
名
）
、
ま
た
入
信
時
の
年
齢
を
計
算
 し
て
み
る
と
、
 二
 

卓
二
一
名
が
二
 0
 歳
末
 満
 で
あ
る
。
こ
れ
は
日
系
人
情
 者
の
場
合
、
い
わ
ば
「
二
代
目
信
者
」
（
親
の
代
で
入
信
 が
な
さ
れ
、
そ
の
 ぅ

 こ
 

る
か
 

で
八
 

八
名
 

影
響
 

表 5  入信を勧めた 人 

  日系人   
父 ， 2@ ( 1.8) 

母 22  (20.2) 

( 両 ) 親 4  (  3.  7) 

兄弟姉妹 8  ( 7.3) 

夫   
妻 3  (  2.  8) 

親 戚 2  (  1.8) 

友 人 49  (45.0) 

会 員 5  ( 4.6) 

そ の 他 3  ( 2.8) 

無 回 答 10  ( 9.2) 

非日系人 

人 老 
3  ( 2.6) 

7  ( 6.1) 

10@ (@ 8.@7) 

2  (  1.7) 

9  (  7.  8) 

7  (  6.  1) 

52  (45.2) 

5@ (@ 4.@3) 

2  (  1.  7) 

18@ (15.7) 

l 計         i l15   

初
期
の
非
日
系
人
信
者
と
そ
の
入
信
理
由
の
典
型
は
 、
ァ
 
メ
リ
カ
 大
 男
性
 

が
 日
本
人
の
妻
に
勧
め
ら
れ
て
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
 と
 さ
れ
て
い
る
が
、
 

こ
の
調
査
結
果
で
は
、
入
信
を
勧
め
た
（
折
伏
を
し
た
）
 の
は
友
人
が
断
然
 

多
い
（
表
 5
 参
照
）
。
配
偶
者
の
勧
誘
に
 
よ
 る
入
信
は
 
一
 割
に
満
た
な
い
。
 

た
だ
日
系
人
回
答
者
に
比
べ
る
と
、
多
少
配
偶
者
に
よ
る
 勧
誘
の
ケ
ー
ス
が
 

多
い
こ
と
が
分
り
、
ま
た
そ
の
逆
に
親
に
 よ
 る
勧
誘
は
 ず
っ
と
少
な
い
こ
と
 

が
 分
る
。
友
人
と
い
う
の
は
、
入
信
以
前
か
ら
友
人
で
 あ
っ
た
の
か
、
入
信
 

後
、
結
果
的
に
友
人
に
な
っ
た
人
な
の
か
必
ず
し
も
 断
 定
 し
難
い
と
こ
ろ
が
 

あ
る
が
、
会
員
と
答
え
た
人
と
合
わ
せ
て
、
家
族
・
 親
 族
 以
外
の
人
か
ら
の
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異文化の中の 新宗教運動 

表 6  以前の宗教 

仏 

神 

日本の チ 

キ リ ス 

カ ト リ 

プロテス 

エホバ @ 

S. D 
モ ル 托 

そ の 

無 匝 

引 

  
  

  

    

教 

道 

折 宗教 
ト教 

ッ ク 

タソト 

D 証人 

  
  ン教 

l 他 

l 答 

  

細
 "
 
㈲
㈹
㎝
㈹
㈹
⑱
 

口
入
 
盤
 1
3
6
 
Ⅳ
 皿
 1@ (@ 0.9) 
1  (  0.  9) 

1  (  0.  9) 

52  (47.7) 

109 

  

一
｜
 一
 

糸
入
 
 
  
 
 
 

相
人
 3
 

ゴ
ク
 

8
4
1
1
 

4
2
 

(@ 7.0) 
(38.3) 

(18.3) 

( 0.9) 

8  (  7.0) 

3  (  2.  6) 

27  (23.5) 

115 

  

  

一 

㈹
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
・
活
動
あ
る
い
は
カ
ト
リ
ッ
ク
 
教
会
が
果
し
て
い
 

る
 社
会
的
機
能
と
 N
S
A
 の
そ
れ
ら
と
の
間
に
、
な
ん
 ら
か
の
相
関
関
係
 

も
し
く
は
相
補
関
係
が
存
す
る
。
 

こ
の
う
ち
で
も
、
㈹
の
点
を
検
証
し
て
い
く
に
は
、
 ヵ
ト
 リ
ッ
ク
教
会
及
び
 

N
S
A
 
の
双
方
に
お
け
る
か
な
り
 イ
 ン
 テ
ソ
シ
ヴ
 な
調
査
 が
 要
求
さ
れ
る
こ
と
 

ほ
 言
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

最
後
に
、
非
日
系
人
信
者
は
、
 N
S
A
 の
教
え
の
特
徴
 を
ど
の
よ
う
な
も
の
 

と
把
握
し
、
ま
た
入
信
後
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
と
 考
え
て
い
る
か
、
 と
 

い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
材
料
と
し
て
は
、
 「
 
N
S
A
 の
教
え
の
 う
 

ち
で
、
も
っ
と
も
魅
力
的
な
点
は
何
で
あ
る
と
思
い
ま
す
 か
 」
お
よ
び
「
 N
S
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教
が
 多
 い
 の
は
、
日
系
人
信
者
が
そ
の
頃
で
三
割
程
度
 を
 占
め
て
い
た
こ
と
に
 よ
 る
が
、
そ
れ
を
別
と
し
て
は
、
 カ
ト
リ
ッ
ク
が
多
い
こ
 

と
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
ハ
ワ
イ
で
の
調
査
も
こ
れ
を
 裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
非
日
系
人
回
答
者
の
間
で
は
、
 こ
の
項
目
に
回
答
を
記
 

入
し
た
人
八
八
名
の
ち
ょ
う
ど
半
数
が
、
以
前
の
宗
教
 が
 カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
日
系
人
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
 目
立
た
な
い
が
、
そ
れ
 

で
も
、
回
答
を
記
入
し
た
も
の
四
三
名
の
う
ち
の
 一
セ
 ・
 五
 %
 を
占
め
る
。
 

な
ぜ
以
前
カ
ト
リ
ッ
ク
を
信
仰
し
て
い
た
者
か
ら
の
 入
 信
 が
多
い
か
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
結
論
は
下
せ
ず
、
 こ
 れ
は
む
し
ろ
今
後
の
 

研
究
課
題
と
言
え
る
が
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
 理
 由
は
考
慮
の
対
象
と
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

-
 
醸
 ）
 

田
 

ハ
ワ
イ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
が
多
い
こ
と
を
反
映
 し
て
い
る
。
 

㈲
カ
ト
リ
ッ
ク
を
信
仰
し
て
い
る
民
族
 
層
 （
 フ
，
リ
ピ
 ン
人
 、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
な
ど
）
か
ら
の
入
信
者
が
多
い
こ
 
と
を
反
映
し
て
い
る
。
 

  



ン 的 実 る 照、 表 7  NSA の教えの魅力的な 点 

表益活置 「 初   非日系人   日系人 
大 老 人 形 

36  (31.3)  31  (28.4) 

18  (15.7)  13  (11.9)   18  (15.7)  27  (24.8) 答 会員との交流・ 団結   17@ (14.8)@ 8@ ( 7.3) 

10  (  8.  7)  15  (13.  8) 

                                  具体的実践方針 その他 17  (14.8)  11  (10.1) 
人 て 

づ " ム 
表 8  入信後の変化 

I 非日系人   日系人 
田 昂 決 宿碩 
ム   

  30  29  大老人形 (25.2)  (26.1)  28  24  (22.0) (25.7) 
25@ (21.7)@ 12@ (11.0) 

17@ (14.8)@ 21@ (19.3) 

16  (13.9)  24  (22.0) 

る 
人生観の確立、 変化 8  (  7.  0)  5  (  4.  6) 

I  7  (  6.1)  10  (  9.  2) 

物質的利益があ った !@ 7@ (@6.1)@ 8 (7.3) ）） 乙 3 o （（ Ⅱ・・・Ⅱ l. J 7 つ 6  0  (  (  5.  0.  5) 0) 
そ の 他 i@ 17@ (14.8)@ 15@ (13.8) 

っ な 杏 仁 た も 行 学 皆 に 得 よ 

    
ガ 接 的 あ 参 で も す の で た み 由 る た 功 
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が
 

非
日
系
人
回
答
者
の
約
半
数
は
混
血
で
あ
り
、
 

彼
 ら
を
と
り
ま
く
民
族
的
環
境
は
複
雑
で
あ
る
。
 

N
S
A
 

は
 彼
ら
に
と
っ
て
帰
属
集
団
的
 

 
 

 
 
 
 

異
 
如
意
味
を
も
ち
、
ま
た
家
族
内
の
人
間
関
係
の
調
整
 
は
 大
き
な
関
心
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

動
 

非
日
系
人
信
者
に
は
一
つ
だ
 け
 特
徴
的
な
こ
と
が
 あ
る
。
教
学
や
教
団
の
具
体
的
活
動
方
針
へ
の
関
心
が
や
 や
 劣
る
反
面
で
、
人
間
関
係
 

ぬ
に
 大
き
な
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
 

表
 7
 に
お
い
て
は
「
会
員
と
の
交
流
・
団
結
」
が
四
番
目
に
 、
表
 8
 に
お
い
て
は
、
「
 家
 

古
本
 

新
 

族
内
 が
平
和
に
な
っ
た
」
こ
と
が
三
番
目
に
多
い
 回
答
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
日
系
人
の
二
倍
の
 ハ
 ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
あ
る
。
 

の
 

表
 7
 と
表
 8
 に
示
さ
れ
た
結
果
は
、
非
日
系
人
信
者
が
 N
S
A
 に
何
を
求
め
て
い
る
か
を
直
接
的
に
表
わ
し
て
い
 る
と
解
釈
す
る
こ
と
 

が
で
き
る
。
表
 7
 が
や
や
公
式
化
さ
れ
た
舌
ロ
 
ぃ
表
 わ
し
 市
を
、
ま
た
表
 8
 が
 よ
 り
実
感
的
な
言
い
表
わ
し
方
を
し
 て
い
る
と
い
う
相
違
が
 

読
み
と
れ
る
が
、
双
方
に
対
応
関
係
が
あ
る
の
は
一
目
 瞭
然
で
あ
る
。
と
く
に
「
個
人
の
変
革
」
に
対
応
す
る
も
 
の
と
し
て
の
、
「
精
神
 

面
 で
の
変
化
」
、
「
人
間
革
命
、
性
格
改
善
」
、
ま
た
「
 
直
接
的
利
益
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
「
健
康
に
 
な
っ
た
」
、
「
経
済
の
向
 

上
 」
、
「
良
い
職
を
得
た
」
、
「
物
質
的
利
益
が
あ
っ
た
」
が
 

目
立
っ
て
い
る
。
 

創
価
学
会
の
教
学
で
は
・
支
証
・
理
乱
・
 現
証
 と
い
う
 考
え
方
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
 あ
る
が
、
実
際
の
布
 

教
 活
動
に
際
し
て
は
 現
託
 と
い
う
点
が
と
り
わ
け
強
調
 さ
れ
る
。
 N
S
A
 
の
場
合
も
そ
の
傾
向
は
変
ら
な
い
。
 異
 文
化
の
中
の
布
教
に
あ
 

っ
て
は
、
支
証
、
理
乱
 に
 比
べ
て
 現
託
 と
い
う
用
語
は
 、
 も
っ
と
も
説
明
が
し
や
す
く
、
ま
た
説
得
力
を
も
つ
も
 の
で
あ
る
こ
と
ほ
容
易
 

に
 想
像
が
で
き
る
。
事
実
、
回
答
者
た
ち
も
 現
証
 （
 
p
n
 
（
 
仁
田
Ⅰ
 

q
o
o
h
 

）
の
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
し
、
ま
た
 

一
般
に
ワ
ー
ル
ド
 

ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
体
験
談
の
な
か
に
 ほ
 し
ば
し
ば
こ
の
語
が
出
て
く
る
。
従
っ
て
表
 8
 は
 ま
 た
 、
さ
ま
ざ
ま
な
 現
証
 

が
 述
べ
た
て
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

こ
う
し
た
非
日
系
人
回
答
者
の
回
答
を
日
系
人
の
そ
れ
と
 比
べ
る
と
、
全
体
の
傾
向
に
お
い
て
は
ほ
 ば
 共
通
し
て
 い
る
と
言
え
る
が
、
 



前
節
で
は
ク
 エ
ス
 チ
ョ
 不
ア
 調
査
 

う
 に
、
こ
の
調
査
は
教
団
に
委
託
し
 

を
 安
易
に
築
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
 

の
 理
由
を
推
論
し
、
場
合
に
よ
っ
て
 

ま
る
と
こ
ろ
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
 ハ
 

入
信
し
、
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
か
 

し
 、
布
教
・
教
化
活
動
を
行
な
っ
て
 

㈲
こ
れ
ら
非
日
系
人
信
者
は
ど
の
 ょ
 

い
 う
 三
つ
の
間
に
分
解
し
て
考
え
て
 

考
察
し
、
問
題
点
を
整
理
し
て
お
き
 

ま
ず
、
ハ
ワ
イ
の
 N
S
A
 が
他
の
 

行
 な
う
た
め
の
組
織
的
体
制
が
早
期
 

当
っ
て
 、
 専
ら
英
語
を
使
用
す
る
と
 

意
味
は
大
き
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 非
 

基
本
的
に
は
対
等
と
な
り
得
た
わ
 け
 の

 結
果
の
主
要
な
も
の
に
つ
き
、
紹
介
 と
 若
干
の
検
討
 せ
 行
 な
っ
た
が
、
予
め
指
摘
し
て
お
い
た
よ
 

た
も
の
で
あ
り
回
答
者
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
・
 こ
れ
で
ハ
ワ
イ
の
 N
S
A
 信
者
の
全
体
像
 

。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
の
回
答
数
で
も
、
か
な
り
は
っ
 ぎ
 り
し
た
特
徴
や
傾
向
が
み
え
る
も
の
は
、
 そ
 

は
 仮
説
を
立
て
て
み
る
価
値
は
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
 ょ
ぅ
 に
 処
理
し
て
き
た
。
関
心
の
焦
点
は
 、
つ
 

ワ
イ
 在
住
の
非
日
系
人
が
 、
 彼
ら
に
す
れ
ば
異
文
化
産
 め
 し
か
も
戦
後
患
に
出
現
し
た
宗
教
に
な
ぜ
 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
、
㈲
 N
S
A
 が
 他
の
日
系
教
団
（
日
本
か
ら
海
外
に
進
出
 

い
る
教
団
を
仮
に
こ
り
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
に
比
べ
て
な
 ぜ
 多
く
の
非
日
系
人
信
者
を
有
す
る
か
、
 

う
 な
人
々
な
の
か
、
㈹
彼
ら
は
 N
S
A
 を
ど
の
よ
う
に
 理
 解
し
、
ど
こ
に
惹
か
れ
て
い
る
の
か
、
 と
 

き
た
。
そ
こ
で
こ
の
三
つ
の
点
に
つ
き
、
前
節
で
の
論
 議
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
や
や
視
野
を
広
げ
て
 

ヰ
ハ
 

-
 
Ⅰ
Ⅹ
。
 

@
.
 

Ⅴ
 

日
系
教
団
と
比
較
し
て
、
多
く
の
非
日
系
人
信
者
を
擁
す
 る
 理
由
で
あ
る
が
、
非
日
系
人
に
布
教
を
 

に
 用
意
さ
れ
た
こ
と
を
第
一
の
要
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
な
か
で
も
、
布
教
・
教
化
活
動
に
 

い
う
方
針
が
 N
S
A
 の
本
部
で
出
さ
れ
、
ハ
ワ
イ
に
も
，
 
」
の
方
針
が
漸
次
浸
透
し
た
と
い
う
こ
と
の
 

日
系
人
へ
の
布
教
が
容
易
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
 入
 信
 後
の
活
動
も
、
日
系
人
と
非
日
系
人
は
 

で
あ
る
。
 

五
苦
千
の
考
察
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異文化の中の 新宗教運動 

表 9  日系教団についての 知識 

非日系人   

(A)   (B)   

本派本願寺                 
浄 土 宗 ' 13.9 

日 蓮 宗 30. 4 

真 言 宗 15. 7 

天 台 宗 11. 3 

曹 洞 宗 3. 5 

真 如 苑 l 1.7 

立正佼成会 l. 7 
パーフエクトリバティ 2. 6 

生 長 の 家 8. 7 

世界救世教 4. 3 

天照皇大神宮教 5. 2 

天 理 教 9. 6 

  
  
28. 7 

27.0 

36.5 

21. 7 

Ⅰ 0 ・ 4 

8. 7 

9. 6 

10. 4 

10. 4 

7.8 

36. 5 

 
 

日
舖
篤
拙
舐
為
乙
琳
乙
は
田
礼
仕
旺
乙
 

 
 

Ⅹ (A) : その教団について 若干の知識があ る。 

(B) : 名前だけは知っている。 

る こ い 花 布 ら 

  田 。 れ て 表 で 教 の 
が 、 日 に 0 9 あ の が 

、 新 蓮 既 
大 宗 家 戊   
理 数 が 仏 て 者 ハ な、 で， 

数 数 も 教 非 た ヮ 対 あ 
は 回 っ 教 日 ち ィ 

少 へ と 団 
象 る 

糸 の に と 
な の も へ 人 知 あ み N 
く 知 よ の 回 議 る な S 
と 識 く 知 答 を 日 す A 
も は 矢口 調 音 問 系 よ @% 
名 こ ら は ほ う 教 づ @@ @ ・ 

前 れ れ か 関 た 田 V こ やま 

だ に て な し 結 の な っ 

げ 比 い り て 果 ぅ づ き 
は べ る あ は の ち た り 

よ か 。 り 択 一 一 
く な 0 部 八 と非 点でぽ。 @l- 
知 り な こ で 教 持 口 

ら 少 か と あ 団 異 ・ 系 
ね た で ・ が る に な 大 
て い も 分 。 つ 存 を 
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大 

く R Ⅰ 

老 
33. 0 

34.9 

27. 5 

33. 9 

42. 2 

27. 5 

6. 4 

26- 6 

13. 8 

35. 8 

20. 2 

15. 6 

43. 1 

団
の
場
ム
ロ
も
、
非
日
系
人
へ
の
布
教
の
試
み
は
、
日
系
 八
三
 

世
 、
四
世
へ
の
布
教
の
延
長
線
上
に
副
次
的
に
な
さ
れ
る
 と
い
 

既
に
述
べ
た
如
く
 、
 

地
で
活
動
を
行
な
っ
て
 

し
て
き
た
教
団
は
そ
 う
 

近
 に
な
る
ま
で
痛
切
に
 

す
る
上
で
、
と
い
う
 ょ
 り
も
、
日
本
語
を
解
さ
な
い
日
系
人
三
世
、
四
世
へ
の
 対
 

ハ
ワ
イ
に
お
い
て
日
系
人
社
会
は
い
わ
ば
「
多
数
派
の
 マ
 応

 と
し
て
、
と
い
 5
 色
彩
が
強
い
。
戦
後
の
新
宗
教
教
 

イ
ノ
リ
テ
ィ
」
で
あ
る
か
ら
、
日
系
教
団
は
異
文
化
の
 

い
 る
と
い
う
意
識
が
と
も
す
れ
ば
薄
れ
が
ち
に
な
る
。
 と
 く
に
戦
前
か
ら
主
に
日
系
人
を
布
教
対
象
と
し
て
存
続
 

で
あ
る
。
従
っ
て
異
文
化
の
地
で
の
布
教
な
ら
ば
ま
ず
 イ
 の
一
 番
に
考
え
ら
れ
て
し
 力
る
へ
ぎ
 

、
 
。
 
言
語
田
頭
力
 

昂
 -
0
@
2
 
 

：
 、
 量
 

ほ
 感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
言
語
問
題
が
頻
繁
に
論
 じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
非
日
系
人
を
対
象
に
 

  



い
る
。
 

㈹
知
識
の
度
合
の
全
体
的
傾
向
は
日
系
人
回
答
者
の
そ
 

れ
と
類
似
し
て
お
り
、
 
ほ
ば
 相
似
縮
小
し
た
形
に
な
っ
 
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
非
日
系
人
回
答
者
の
日
系
教
団
へ
の
 

知
識
は
、
ハ
ワ
イ
の
人
々
が
日
系
教
団
に
関
し
て
有
す
 

る
 知
識
の
一
般
的
便
 

旬
お
 

@
2
-
 

2
 
 
よ
び
（
ま
た
は
）
 
N
S
A
 の
提
供
す
る
他
の
日
系
 
ゑ
 団
に
つ
い
て
の
情
報
、
に
対
し
て
従
属
変
数
的
な
位
置
 

を
 占
め
て
い
る
と
考
え
 

ら
れ
る
。
従
っ
て
、
 
N
S
A
 に
入
信
し
た
非
日
系
人
が
他
 
0
 日
系
新
宗
教
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
は
考
え
に
 

く
く
、
や
は
り
、
 
N
S
 

A
 は
、
日
系
人
社
会
の
枠
の
中
か
ら
非
日
系
人
社
会
の
中
 

へ
 積
極
的
に
進
出
し
た
、
特
異
な
日
系
宗
教
集
団
で
あ
 

っ
 た
と
解
す
る
方
が
妥
 

当
 で
あ
ろ
う
。
 

ポ
日
系
人
に
対
す
る
布
教
体
制
の
組
織
的
整
備
と
い
う
，
 

」
と
に
よ
っ
て
、
 
N
S
A
 が
な
ぜ
多
く
の
非
日
系
人
信
者
 

を
 抱
え
る
か
の
一
 つ
 

の
 有
力
な
説
明
と
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
 

不
 充
分
で
あ
る
。
 
N
S
A
 は
ど
の
よ
う
な
点
で
非
日
系
人
 

を
ひ
き
入
れ
る
こ
と
が
 

で
き
た
か
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
先
に
あ
げ
た
㈹
と
何
の
 

点
へ
 直
接
的
に
係
わ
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
単
に
非
 

日
 糸
入
と
い
う
だ
け
で
な
 

く
 、
ど
の
よ
う
な
非
日
系
人
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
 

る
わ
け
で
あ
る
。
回
答
者
の
属
性
に
つ
い
て
は
い
く
つ
 

か
 示
し
た
が
、
こ
れ
を
 

も
と
に
、
ハ
ワ
イ
の
歴
史
的
、
文
化
的
特
性
、
つ
ま
り
 

は
 「
移
民
の
島
」
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
民
族
的
背
 

景
 に
絡
ま
る
問
題
は
も
 

つ
 と
も
重
要
で
あ
る
。
回
答
結
果
に
お
い
て
も
、
回
答
者
 

た
ち
に
リ
ー
ダ
ー
層
が
多
か
っ
た
こ
と
は
考
慮
せ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
 
初
 

 
 

ハ
ワ
イ
で
は
、
日
本
人
の
ほ
か
、
中
国
人
、
韓
国
人
、
 

フ
 

 
 

ィ
 リ
ピ
ン
 人
 、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
な
ど
が
移
民
の
主
流
を
 

な
る
。
 

見
出
す
こ
と
は
で
 
き
 

 
 

 
 

に
 異
民
族
間
通
 
婚
 あ
る
い
は
異
文
化
間
婚
姻
（
（
 

コ
 （
の
 

r
n
 

仁
安
志
Ⅱ
色
目
が
Ⅱ
 

コ
帥
抽
 
0
 ）
 

は
 増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
の
信
者
が
多
い
 

と
い
う
こ
と
は
、
ハ
ワ
イ
の
人
口
構
成
を
反
映
し
て
い
 

る
と
い
う
以
上
に
 
、
 N
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異
朴
 で
あ
る
」
と
い
っ
た
日
常
感
覚
に
基
づ
い
た
 

理
 解
 が
支
配
的
で
あ
る
。
何
度
か
参
与
観
察
す
る
機
会
の
あ
 

っ
た
 
座
談
 ム
ム
 
の
討
議
に
お
い
 
  

文化の中の新家 

か の   
敦 郎 は 
学 員 非 
が @  0 ま 日 

関 非 系 
心 国 人 
が 系 を 
低 人 達 
い 情 動 
と 者 に 
は の 巻 
言 中 き 

え に こ 

な も が 
い 多 に 

。 い 当 

  
の   

  
  
NS 「 ある @ 

      

八木 精、 じ 
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S
A
 の
果
た
し
て
い
る
機
能
に
関
す
る
一
つ
の
推
論
を
誘
 ぅ
 。
そ
れ
は
、
 N
A
S
 は
い
わ
ば
文
化
的
シ
ン
ク
レ
 チ
 ズ
ム
 の
状
況
に
あ
る
 人
 

々
の
心
理
的
欲
求
に
合
致
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
の
で
 は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
革
命
」
は
 マ
ス
ロ
ー
の
い
う
「
 自
 

己
 実
現
」
と
内
容
的
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
 ラ
 ン
ィ
マ
ソ
 の
指
摘
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
 ど
 の
よ
う
な
方
向
性
を
も
 

つ
 自
己
実
現
な
の
か
が
さ
ら
に
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
 

ワ
 イ
の
非
日
系
人
信
者
、
と
く
に
混
血
の
信
者
に
 と
っ
て
、
 N
S
A
 に
 入
 

倍
 し
、
そ
の
宗
教
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
文
化
的
 シ
ン
ク
レ
チ
ズ
ム
状
況
の
不
安
定
性
が
、
こ
の
宗
教
集
団
 の
 有
す
る
価
値
規
範
の
 

高
度
の
画
一
化
に
よ
り
解
消
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
 与
え
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

さ
て
、
最
後
の
㈹
の
点
に
つ
い
て
は
信
者
の
主
観
的
 認
 誠
 に
立
脚
し
て
論
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
簡
単
に
は
 論
議
を
集
約
で
き
た
 

い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
論
じ
な
か
っ
た
が
、
 N
S
A
 の
 儀
礼
や
実
践
活
動
の
内
容
も
視
野
に
収
め
る
必
要
が
あ
 ろ
 う
 。
 N
S
A
 
の
毎
年
 

の
 コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
、
ま
た
ハ
ワ
イ
の
年
中
 行
事
で
あ
る
ア
ロ
ハ
 祭
 
（
 一
 0 月
 ）
、
カ
メ
ハ
メ
ハ
デ
ィ
 （
六
月
一
一
日
）
 
や
ァ
 

メ
り
方
 独
立
記
念
日
（
七
月
四
日
）
の
行
事
へ
の
教
団
と
 し
て
の
参
加
は
、
教
団
活
動
の
中
で
は
か
な
り
の
位
置
 を
 占
め
、
ま
た
こ
れ
を
 

通
じ
て
の
連
帯
意
識
の
強
ま
り
は
信
者
に
充
実
感
を
付
 与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 非
日
系
人
信
者
の
 N
S
 

A
 理
解
、
ま
た
そ
の
ど
こ
に
魅
力
を
感
ず
る
か
と
い
う
，
 
」
と
に
関
し
て
は
、
 NS
A
 
の
説
く
現
 託
 と
い
う
考
え
方
 を
 筆
頭
に
取
り
上
げ
 ぬ
 

動
 
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ク
エ
ス
 チ
 2
 ネ
 ア
 の
結
果
 で
も
分
る
と
お
り
、
こ
の
点
で
は
日
系
人
信
者
と
の
間
に
 格
別
の
相
違
は
な
く
、
ま
た
 

簸
 
ど
の
よ
う
な
内
容
の
現
 証
 か
ほ
つ
い
て
も
ほ
 ば
共
 通
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
 現
託
 と
い
う
、
比
較
的
容
易
に
 道
文
化
的
に
訴
え
う
る
観
念
 



註
 

（
 
1
 ）
こ
れ
ら
の
教
団
の
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
活
動
の
沿
革
と
現
 
況
 に
つ
い
て
は
、
柳
川
啓
一
・
森
岡
清
美
 編
 
㍉
ハ
ワ
イ
日
系
 宗
 教
の
展
開
と
現
況
 

，
ブ
 イ
日
系
人
宗
教
調
査
中
間
報
告
 

ヒ
 （
東
京
大
学
宗
教
学
 
研
究
室
、
一
九
 セ
 九
年
、
以
下
「
中
間
報
告
 ロ
と
 略
記
）
及
び
 岡
編
「
ハ
ワ
 

イ
 日
系
人
社
会
と
日
本
宗
教
ハ
 
ブ
 4
 日
系
人
宗
教
調
査
 報
 吉
書
ヒ
（
（
 同
 、
一
九
八
一
年
、
以
下
「
報
告
書
ヒ
 と
 略
記
 
参
照
。
 

（
 
2
 ）
 
N
S
A
 
は
現
在
は
之
 ざ
 三
 %
 コ
 の
 オ
 0
 の
ゴ
ロ
・
の
 

0
 オ
ド
 
仮
 リ
ガ
 
オ
日
 

o
h
 

ト
ヨ
串
ざ
 が
の
略
号
で
あ
る
が
、
当
初
は
 z
 ざ
ま
お
コ
 の
す
 
0
 の
 オ
ロ
 o
h
 
ト
ヨ
 の
・
 

（
 ざ
 p
 の
、
そ
し
て
一
九
 セ
 三
年
か
ら
最
近
ま
で
は
 之
ざ
 三
お
 コ
 の
目
 
っ
 の
す
 
偉
卜
 n
P
 

曲
の
 

ヨ
 せ
の
略
号
と
さ
れ
て
い
た
。
 

（
 
3
 ）
 目
曲
ヨ
 
の
の
 レ
言
 コ
ロ
が
 田
 
0
 グ
紬
ト
 も
の
心
ト
 
ト
ふ
 
・
㏄
 
窯
 ～
～
 

Q
n
s
 

ハ
ト
 ド
ぎ
 ド
 
%
0
 ぎ
 ～
下
田
 

轍
 ～
 
0
 さ
 ら
ま
ぬ
 
沌
き
お
 さ
 奉
 ㌔
 目
 ご
ち
心
さ
め
㏄
 

キ
 ミ
 
の
 
ま
Ⅰ
 
ぬ
 
「
 
め
 
・
 ト
 
Ⅰ
 
臣
 @
 
セ
の
 
「
の
 
@
 
ヰ
ぺ
 
0
 ヰ
 

目
 ミ
リ
の
す
 

@
,
 

）
 
ぬ
 （
 
0
 コ
 ㌧
Ⅰ
の
の
 

ン
 田
の
の
 

の
 

（
 
4
 ）
 わ
 0
 汀
 「
（
の
・
 
苗
 二
毛
 
0
0
9
 オ
・
 パ
ぉ
ぬ
 
出
棺
 守
 Q
x
 
隠
 き
ぬ
 わ
 ～
 
め
 
～
さ
 

%
 め
 ㌣
 さ
 @
 卜
き
ミ
 ～
 
n
Q
 

さ
め
祭
ぉ
 

目
き
雨
 Ⅰ
Ⅰ
 
ぬ
き
 わ
も
悪
ミ
 

っ
遮
 
め
り
 
卜
 Ⅰ
ご
ち
も
さ
・
 

ゴ
す
 
0
 甘
 「
の
の
（
・
 

ヨ
ぎ
降
窩
 ㌧
 1
9
9
 ）
 
ま
丹
エ
 ル
ウ
ッ
ド
は
ま
た
オ
出
 ゐ
ざ
コ
 の
 が
コ
 
年
の
も
 
ギ
ぎ
由
巴
の
 
q
0
 

口
Ⅰ
の
ぎ
 

目
 0
 Ⅰ
の
「
コ
レ
 

2
 目
 ざ
ヂ
 ㌧
「
 
0
 コ
 円
 
@
n
n
.
 

由
り
 
コ
 ・
 

目
ダ
あ
 Ⅱ
㏄
に
い
わ
い
て
Ⅰ
も
 

N
S
 八
八
 
に
 触
れ
て
い
 ス
リ
ぶ
 

T
 、
メ
 
し
く
 簡
 単
な
 紹
介
に
過
ぎ
な
い
。
 

（
 
5
 ）
 芭
 ヨ
ヨ
 リ
ざ
 ざ
 虫
 0
 せ
 Ⅰ
 簿
せ
ョ
 
㏄
 コ
 ・
 馬
 ま
も
 
浅
ミ
の
 
ま
ぎ
本
ヰ
 忘
 「
～
 

n
Q
.
 

之
の
牙
 

0
 コ
 ・
口
目
 
-
.
 
）
の
Ⅱ
の
 

て
も
、
専
ら
、
実
生
活
上
の
訓
戒
と
・
勤
行
に
励
め
ば
 む
 ず
現
証
 が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
強
調
が
中
心
と
 な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
 

の
点
を
総
合
的
に
判
断
す
る
な
ら
、
 

現
託
 と
い
う
観
念
、
 
ま
た
実
際
に
現
証
を
得
た
と
感
じ
た
体
験
が
、
非
日
系
 入
信
者
に
と
っ
て
も
 信
 

仰
を
持
続
す
る
に
当
っ
て
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
 い
 る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
 

小
論
で
は
、
ハ
ワ
イ
の
 N
S
A
 が
な
ぜ
多
く
の
非
日
系
 入
信
者
を
有
す
る
か
を
、
そ
の
布
教
体
制
、
ハ
ワ
イ
の
 社
 全
的
文
化
的
状
況
、
 

N
A
S
 の
教
え
の
特
徴
な
ど
に
論
を
及
ぼ
し
な
が
ら
 簡
 単
 な
考
察
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
こ
れ
に
尽
き
る
 わ
 げ
で
は
な
い
。
と
り
 

わ
 け
 、
一
人
一
人
の
非
日
系
人
信
者
が
な
ぜ
こ
の
 N
S
 A
 が
広
げ
た
意
味
世
界
の
中
に
は
い
っ
て
き
た
の
か
、
 

そ
 し
て
そ
れ
は
彼
ら
が
 以
 

前
に
有
し
て
い
た
意
味
世
界
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
 も
の
と
 受
 げ
と
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
よ
り
宗
教
学
 

  

細
 な
研
究
を
待
つ
次
の
課
題
で
あ
る
。
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（
 い
し
 
）
 

（
 つ
と
 

l
 ）
 

 
 

 
 

ノ
 ワ
イ
日
系
教
団
に
お
け
る
言
語
問
題
の
一
般
的
状
況
に
つ
い
て
 は
 、
拙
論
「
ハ
ワ
イ
日
系
宗
教
の
模
索
と
ジ
レ
ン
マ
 

言
五
 拍
 問
題
を
中
心
 

に
 

」
（
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
「
現
代
宗
教
へ
の
視
角
し
 

、
 雄
山
 閣
 、
一
九
七
八
年
、
所
収
）
参
照
。
 

ハ
ワ
イ
で
非
日
系
人
へ
の
布
教
に
比
較
的
 力 を
い
れ
て
い
る
他
 の
 新
宗
教
教
団
と
し
て
は
、
世
界
救
世
教
、
真
如
 苑
 、
パ
ー
フ
 
ヱ
 ク
ト
・
リ
バ
 

テ
ィ
な
ど
が
あ
る
。
世
界
救
世
教
と
真
如
苑
の
活
動
に
関
し
て
 は
 、
石
井
研
 士
 
「
日
系
新
宗
教
に
お
け
る
青
年
層
の
受
容
 

世
界
救
世
教
 と
 

仏 教 徒 

カ ト リ ッ ク 

プ p テスタント 

そ の 他 の 
キリスト教徒 

ユダヤ教徒 

神 道 

新 宗 教 

そ の 他 

く
 
、
二
二
四
名
分
が
今
回
の
分
析
の
対
象
と
さ
れ
た
。
 

（
は
）
日
系
人
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
従
来
は
父
方
の
民
族
的
 

背
景
に
よ
っ
て
決
定
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
が
、
最
近
の
 

セ
 ソ
サ
ス
 

で
は
母
方
を
基
 

準
 に
す
る
よ
う
に
変
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
父
も
し
く
は
母
の
少
 

な
く
と
も
ど
ち
ら
か
一
方
が
純
粋
に
日
本
人
も
し
く
は
日
系
人
 

で
あ
る
人
を
日
 

系
 
人
と
し
て
扱
 

う
 こ
と
に
し
た
。
 

（
 
騰
 
）
「
中
間
報
告
書
ヒ
 

の
 「
集
計
表
」
（
 

セ
 
五
頁
）
に
 

ょ
 
れ
ば
 
、
日
系
宗
教
 

一
 
三
教
団
四
 

セ
 
九
名
の
出
生
年
別
で
み
る
と
、
 

一
 
九
五
一
年
以
降
の
出
生
 

 
 

 
 

 
 

㏄
㎝
㎎
㎝
 花
 ㏄
 旬
 ㏄
 

4
0
8
8
0
5
3
7
 

 
 勿

却
 ㏄
 弼
 1
%
<
6
 

）
 皿
 

1
2
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木
 0
 コ
 臣
 0
 円
ゴ
 0
.
 の
 曲
コ
ま
 
0
 Ⅱ
 目
 @
 Ⅱ
 臣
円
り
 
Ⅱ
 0
%
 宙
仁
 Ⅱ
㏄
 
-
 目
の
Ⅰ
 コ
の
岨
り
 -
 
コ
目
笘
 名
曲
・
・
も
も
 ミ
 ま
え
 ま
馬
注
 
～
～
 
さ
 ぎ
ざ
 バ
 い
よ
に
 
悪
 「
 艶
コ
ぎ
 Ⅰ
 ふ
 鍵
が
 円
 す
の
 C
 コ
 @
 
ヰ
の
 q
.
 

ゑ
モ
 
巾
 r
 の
の
の
 

o
h
 

屈
が
幸
生
、
）
 

ゆ
 ま
に
引
用
さ
れ
た
表
を
再
 
掲
 す
る
と
異
民
族
間
の
通
婚
の
割
合
は
民
族
ご
と
に
次
の
よ
う
に
 な
る
。
（
一
九
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く 純血種 ノ 

白 人 系 

  糸 

" ワイアン系 

フィリ ピ " ノ 卒 

中 国 系 

韓 国 系 

サモアン 糸 

黒 人 系 

プエルトリコ 糸 

その他，不 明 

く混血 種ノ 

ハワイアン系 

非 ，、 ワイアン系 

37) 

人 
230,080 

219,823 

10,933 

83,790 

35,861 

10,731 

4,460 

7,637 

3,184 

9,285 

135,287 

76,325 

（
 
い
と
 
）
 

（
 
2
 リ
 
）
 

（
 
z
 
ノ
甘
 
ハ
 

）
 

（
 
）
Ⅰ
 

二
り
 

し
 

真
如
苑
の
事
例
を
中
心
に
 
@
.
 Ⅰ
 宍
 報
告
書
目
所
収
）
参
照
。
 

ハ
ワ
イ
の
人
々
が
日
系
宗
教
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
知
識
を
も
 

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
調
査
 

側
 は
な
い
が
、
日
系
人
の
高
校
 

圭
一
六
八
名
を
 

対
象
但
し
た
調
査
は
行
な
っ
て
あ
る
（
拙
論
「
ハ
ワ
イ
日
系
人
 

社
会
に
お
け
る
世
代
交
代
と
宗
教
的
関
心
」
、
「
報
告
書
目
所
収
 

、
 参
昭
 ）
。
 こ
 

の
 結
果
か
ら
み
る
と
、
既
成
仏
教
教
団
に
つ
い
て
の
知
識
は
比
 

較
的
 高
く
（
中
で
も
本
派
本
願
寺
が
六
六
・
七
 

%
 と
も
っ
と
も
 
古
田
 
い
 ）
、
 
坑
利
 
小
木
 

教
へ
の
知
識
は
乏
し
い
。
ま
た
、
新
宗
教
の
中
で
は
、
 

N
S
A
 と
 天
理
教
が
き
ね
だ
っ
て
（
二
七
，
四
 

%
 ）
い
る
（
そ
の
他
の
 
新
宗
教
は
 一
 
0
 

老
 以
下
）
。
 

社
会
階
層
、
学
歴
等
に
つ
い
て
詳
細
を
論
じ
る
に
は
、
別
の
質
 

問
 項
目
に
よ
る
、
よ
り
大
規
模
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
鈴
木
 

広
 「
創
価
学
会
 

と
都
市
的
世
界
Ⅰ
 
宗
 都
市
的
世
界
 
ヒ
 誠
信
書
房
、
一
九
 
セ
 0
 年
 、
所
収
）
や
 す
ヨ
 ㊧
 ミ
 ・
旧
日
 
汀
 -
 パ
 お
 い
鯨
ぎ
 
聴
か
か
Ⅰ
～
 

a
n
 

も
 寒
 ：
。
 
臼
 。
～
。
～
）
・
 

田
コ
 （
 邑
 C
 ま
せ
の
「
 

臼
 せ
 つ
 「
窃
の
・
）
 

0
7
0
.
 
 

に
示
さ
れ
た
日
本
 

の
 信
者
層
と
り
比
較
研
究
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
 

一
九
七
九
年
の
調
査
時
に
筆
者
は
ハ
ワ
イ
島
の
 

ヒ
 p
 、
マ
ウ
イ
 島
 の
カ
 フ
ル
イ
・
ワ
イ
ル
ク
地
区
で
の
座
談
 

ム
 
互
に
出
席
し
た
が
、
 

そ
こ
で
面
談
 

調
査
を
行
な
っ
た
六
人
の
非
日
系
人
会
員
の
う
ち
、
四
人
は
混
 

血
 で
あ
っ
た
。
 

「
ア
ロ
八
年
鑑
 
ヒ
 （
ハ
フ
ィ
報
知
性
、
一
九
 

セ
セ
年
 ）
に
よ
れ
ば
 
衛
生
局
方
式
に
 
ょ
 8
 人
種
別
人
口
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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をた関文 

図だ っいる、 すは 
てた 宗昭 
い ハ教相 
た ヮ 調五 

二年 十八 @ レ @-@¥ 

  
  

文   
  

に最   
先代表 ナ し こ、 。 ， @ @ １ 、 クエ   柳川啓一・平間民、 スチ ョネア若 

ま の   
た 配所 
教相克 
回国 課 

発収題 
行に 「   
の当ハ 
資 つ ワ 

は 、 き 

料て ィ 

閲 何 日   

00 例につぎ 

Hawaiian 

Korean 

Puerto@ Rican 

Part-Hawaiian 

Chinese 

Filipino 

Black 

Caucasian 

Japanese 

Total@ population 

  
85 

77 

61 

52 

49 

46 

46 

31 

17 

39 

  

五
六
 1
-
 ハ
 
0
 年
の
記
録
）
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古
代
中
国
に
お
い
て
、
か
か
る
呪
術
の
範
時
に
属
す
る
 「
 術
 」
と
見
な
し
得
る
も
の
に
、
巫
に
代
表
さ
れ
る
一
種
 の
 
シ
ャ
ー
マ
ン
ボ
㌻
 訂 

も の 
の 領 
と 域 
言 を 

え 共 
よ 有 
ぅ す る 

    

と 

Ⅵ ァ ヒ 

な 

り、 

近 
年 
頻 
  

才 "" ヒ 

用 
い 
ら 

れ 
て 
  
る 

呪 
術 
    

本姓 笘 
的 

3 
  
ゆ ） 
  

O. Ⅱ 
  
巳 
㏄） 

  
宙の 

な 
る   

一口業 

ソノ 目 

ナま 

ば相 

当 
す 
る 

(139) 

ほ
 じ
め
に
 

原
初
的
な
医
療
が
も
っ
ば
ら
シ
ャ
ー
マ
ン
な
ど
呪
術
師
 に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
や
が
て
医
師
が
出
現
し
て
疾
病
を
専
 門
 に
扱
う
様
に
な
っ
 

て
も
、
呪
術
と
医
術
と
が
常
に
少
な
か
ら
ぬ
関
わ
り
を
 有
 し
て
き
た
こ
と
は
、
歴
史
的
・
民
族
的
に
広
く
認
め
ら
 れ
る
。
両
者
の
関
わ
り
 

を
 明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
宗
教
史
及
び
医
学
史
に
お
 け
 る
 興
味
深
い
テ
ー
マ
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
呪
術
 
日
が
 
牡
の
の
研
究
は
、
 J
.
G
.
 
フ
 レ
ー
ザ
ー
の
「
金
枝
篇
 三
 二
八
九
 0
 ）
に
お
け
る
詳
細
 な
 論
考
以
降
盛
ん
に
 

進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
 未
 だ
に
 定
論
と
い
う
べ
 き
 も
の
を
見
な
い
。
本
稿
で
は
呪
術
の
概
 念
 を
一
応
次
の
様
に
 捉
 

え
て
お
く
。
す
な
わ
ち
呪
術
と
は
「
神
や
精
霊
，
霊
魂
の
 如
き
超
自
然
的
存
在
が
現
実
の
人
間
生
活
を
含
む
 諸
現
 家
 に
深
く
関
与
し
て
い
 

る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
か
か
る
超
自
然
的
存
在
に
通
じ
 、
そ
の
力
を
統
御
・
調
節
・
利
用
し
ょ
う
と
す
る
行
為
 、
 及
び
そ
れ
に
関
連
し
 

た
 信
仰
・
思
想
」
を
言
 う
 、
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
も
 含
め
た
広
義
の
概
念
と
し
て
捉
え
る
。
か
か
る
意
味
の
 呪
術
は
、
宗
教
と
多
く
 

丸
山
 
敏
秋
 

中
国
古
代
に
お
け
る
 呪
術
 と
 医
術
 



一
中
国
古
代
の
呪
術
的
医
療
 

Ⅲ
 
段
 代
の
疾
病
 観
 

農
耕
が
定
着
し
、
青
銅
器
が
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
 段
代
 は
 一
大
文
明
の
開
花
期
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
呪
術
的
思
惟
 に
厚
く
覆
わ
れ
て
い
 

た
 時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
出
土
し
た
甲
骨
文
の
 ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
 貞
ト
の
 文
句
（
ト
辞
）
で
あ
る
こ
 と
か
ら
窺
知
し
得
る
。
 

こ
の
ト
辞
に
よ
っ
て
 、
 我
々
は
 段
 代
の
人
々
の
疾
病
 観
を
 あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 

数
多
の
 ト
 辞
の
中
か
ら
疾
病
に
関
す
る
も
の
四
十
六
片
を
集
め
、
 疾
病
の
種
類
を
頭
・
 

眼
 ・
 キ
 ・
 ロ
 な
ど
の
十
六
種
に
分
類
し
て
い
る
。
簡
素
 な
そ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
疾
病
の
詳
し
い
内
容
や
療
法
 ま
 で
を
知
る
こ
と
は
出
来
 

な
い
が
、
 胡
 氏
の
言
う
よ
 う
 に
、
 段
 人
は
疾
病
の
原
因
 を
 天
神
祖
霊
の
崇
 禍
と
 考
え
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
 厳
一
 洋
 瓦
は
 、
さ
ら
に
細
か
 

く
 殿
人
の
病
因
観
を
分
類
し
、
㈲
天
帝
が
下
す
 、
 ㈲
 鬼
 神
の
崇
 禍
 、
 い
轟
 と
い
う
 妖
邪
 が
招
く
、
目
天
象
の
変
化
 の
影
饗
 巳
の
四
種
の
病
 

 
 

る
と
い
う
が
・
こ
の
場
合
の
風
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
 単
な
る
気
象
現
象
と
し
 

て
の
風
で
は
な
く
、
風
神
の
如
き
神
秘
的
な
存
在
を
指
す
 も
の
で
あ
ろ
う
。
 

ト
辞
の
性
格
上
、
そ
こ
に
登
場
す
る
罹
患
者
は
圧
倒
的
 に
王
が
多
い
。
王
妃
や
王
子
な
ど
の
場
合
も
若
干
見
え
る
 が
 、
一
般
庶
民
の
疾
 

ぅ
 巫
術
と
、
神
仙
方
仝
た
ち
の
方
術
が
あ
る
。
両
者
と
医
 術
 と
の
密
接
な
関
わ
り
に
つ
い
て
ほ
、
こ
れ
ま
で
断
片
 的
な
指
摘
が
多
か
っ
た
 

も
の
の
、
少
な
か
ら
ず
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
の
目
的
 は
 、
ま
ず
そ
れ
ら
従
来
の
指
摘
を
十
分
に
ふ
ま
え
な
が
 ら
 、
古
代
中
国
に
お
 け
 

る
 呪
術
と
医
術
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
特
に
巫
術
や
名
医
 の
事
蹟
を
中
心
に
出
来
る
限
り
概
括
的
な
見
解
を
示
す
 こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
 

こ
れ
ま
で
 殆
 ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
古
代
医
書
（
 こ
 @
 
」
で
は
 日
 黄
帝
内
径
 ヒ
 
）
に
見
出
し
得
る
呪
術
的
医
療
に
 対
す
る
医
家
の
姿
勢
を
 

指
摘
し
、
若
干
の
考
察
を
行
っ
て
み
た
い
。
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酎
 
祝
は
巫
と
同
様
に
祭
祀
を
掌
る
職
名
で
あ
る
。
他
 に
も
巫
に
類
似
し
た
職
能
を
有
す
る
者
に
 宗
 ・
 ト
 ・
 史
 な
ど
が
あ
り
、
日
周
礼
 
ヒ
に
は
 

中
 

詳
細
に
各
々
の
機
能
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
 0
 通
り
の
官
制
が
行
わ
れ
て
い
た
か
否
か
は
確
か
で
な
い
 。
い
ず
れ
も
春
秋
戦
国
 

29 (1-1 

代 におけ る 呪術 

部
 回
に
女
と
あ
る
通
り
、
巫
は
女
性
が
多
い
。
男
性
の
 シ
ャ
ー
マ
ン
は
頭
と
呼
ん
で
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
 日
 国
語
 ヒ
 梵
語
下
の
記
事
 

-
 
ノ
 
Y
-
 

な
ど
に
見
え
る
が
、
両
者
は
必
ず
し
も
厳
密
に
区
別
さ
れ
 て
い
た
わ
げ
で
は
な
か
っ
た
。
 

㈲
に
は
巫
祝
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
 巫
と
祝
 と
が
熟
語
 と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
、
春
秋
戦
国
時
代
の
文
献
に
は
 稀
で
あ
る
が
、
こ
の
 

病
及
び
医
療
状
態
に
つ
い
て
は
全
く
知
る
こ
と
が
出
来
 な
い
。
ま
た
疾
病
に
関
す
る
ト
辞
は
武
丁
の
頃
の
も
の
が
 大
部
分
で
あ
る
た
め
、
 

そ
れ
ら
を
以
て
段
 代
 全
体
の
疾
病
観
を
論
ず
る
こ
と
に
は
 無
理
も
あ
ろ
う
が
、
 段
代
 で
ほ
極
め
て
呪
術
的
な
病
因
 観
 が
支
配
し
て
い
た
と
 

言
う
こ
と
は
出
来
る
。
 

当
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
禍
を
防
ぐ
社
会
的
役
割
を
担
っ
 て
い
た
の
が
巫
に
代
表
さ
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
。
 甲
 昔
文
に
八
 醤
 （
 
医
 ）
 V
 

や
 八
葉
 V
 の
文
字
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
 段
代
 で
は
 疾
 病
を
専
門
に
扱
う
医
は
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
 思
わ
れ
る
。
従
っ
て
 巫
 

に
よ
る
祭
祀
，
初
篇
と
い
っ
た
呪
術
的
医
術
が
主
流
を
占
 め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
の
病
因
観
を
考
え
 併
 せ
れ
ば
、
容
易
に
想
像
 

し
 得
る
。
 段
代
 以
降
も
彼
ら
の
力
は
強
く
 、
 諸
々
の
 疾
 病
の
治
療
に
大
ぎ
く
関
与
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

㈲
 
巫
と
 医
療
 

古
代
中
国
の
巫
に
つ
い
て
の
詳
細
は
他
の
数
多
の
論
考
に
 

-
3
@
 

譲
る
が
、
若
干
の
要
点
を
こ
こ
に
示
し
て
お
ぎ
た
い
。
 
「
説
文
し
で
は
巫
を
 

次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

巫
、
け
巫
 
・
 
桝
血
 。
。
女
能
事
無
形
、
以
 
舞
 降
神
者
 也
 。
家
人
 %
 頁
鐘
 形
、
興
工
同
意
。
古
者
玉
成
初
作
 

ク
 ・
・
１
 
巫
 。
 

 
 

術
 
許
慎
に
よ
れ
ば
、
 巫
 
（
 
巫
 ）
と
は
舞
を
行
っ
て
 神
 降
し
を
す
る
者
、
す
な
わ
ち
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
り
、
 め
 と
 は
 舞
 う
 時
の
両
袖
の
形
で
あ
 

推
る
 。
 神
 降
し
の
際
に
舞
を
行
 う
 こ
と
ほ
日
周
礼
  
春
官
の
「
 司
巫
 」
の
条
に
も
見
え
、
祭
祀
儀
礼
の
一
種
と
 な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
傍
線
 



巫
の
事
蹟
を
追
っ
て
み
 

で
は
官
職
名
と
さ
れ
て
い
 

神
巫
（
「
荘
子
 
b
 応
 帝
王
、
 

黄
帝
の
医
と
し
て
記
さ
れ
 

る
と
、
先
の
「
説
文
目
の
記
載
 ハ
の
 「
玉
成
」
な
る
名
称
 に
し
ば
し
ば
出
合
う
。
玉
成
 は
 「
周
礼
 
L
 春
官
曹
 人
 

る
が
、
人
名
の
場
合
は
段
 代
の
 シ
ャ
ー
マ
ン
的
君
臣
（
「
 
書
経
 ヒ
 若
夷
、
「
楚
辞
し
離
騒
）
と
か
、
黄
帝
時
代
の
 

日
 列
子
 ヒ
 黄
帝
）
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
正
蔵
 が
 、
時
代
は
下
る
が
 郭
撲
 の
日
立
 威
 山
賊
 序
 b
 で
は
、
 

て
い
る
。
ま
た
遊
山
海
経
 b
 海
内
西
経
に
見
え
る
正
彰
・
 巫
抵
 ・
 巫
履
 ・
玉
風
・
亜
相
な
ど
に
つ
い
て
、
 郭
撲
 

  

巫 
か 
ら 

医 
へ 

呪
術
的
医
療
の
中
に
は
薬
物
の
使
用
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
 、
未
開
社
会
の
原
初
的
医
療
と
同
じ
く
、
そ
れ
ら
の
 多
 く
は
呪
術
的
な
儀
礼
 

@
@
@
 

の
 一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
異
物
 飛
 走
の
類
を
記
録
し
た
円
山
海
経
 b
 の
 山
 経
に
は
豊
富
な
 薬
物
の
記
載
が
見
え
る
 

が
 、
そ
の
中
に
は
護
符
や
吉
凶
に
関
す
る
、
医
薬
と
は
 直
 接
 に
関
係
の
な
い
薬
物
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
。
 

巫
 医
 未
分
の
時
代
の
薬
物
 

と
は
、
多
分
に
そ
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 

0
 世
に
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
区
別
は
な
く
・
共
に
超
自
然
 的
 存
在
に
与
る
職
種
の
者
と
し
て
、
 

極
く
 近
似
し
て
い
 た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
 

ろ
 う
 。
「
笥
子
 b
 王
制
篇
に
 、
 

相
 陰
陽
、
 占
侵
兆
 、
 鎮
亀
陳
卦
 、
土
壌
 樺
五
ト
 、
 知
 兵
士
 

ロ
四
 

妖
祥
 、
 嘔
 正
敬
 撃
 
（
 蜴
 ）
 之
事
也
 。
 

と
あ
る
の
は
そ
の
 
一
 証
で
あ
る
。
 

先
に
一
瞥
し
た
 段
 代
の
呪
術
的
病
因
観
は
春
秋
戦
国
の
 世
に
お
い
て
も
根
強
く
存
し
、
祭
祀
や
祈
 蒔
 
・
祝
言
に
 ょ
 っ
て
病
因
を
除
こ
う
 

と
す
る
呪
術
的
医
療
が
行
わ
れ
て
い
た
。
 

八
盤
 V
 な
る
 文
 字
 が
示
す
通
り
、
呪
術
的
医
療
の
世
界
に
お
い
て
、
 

巫
 の
 存
在
は
極
め
て
大
き
 

-
7
@
 

く
、
 巫
は
巫
医
と
も
称
さ
れ
る
様
に
、
医
療
に
も
深
く
 関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
口
説
苑
口
弁
初
篇
に
よ
る
と
 、
 苗
父
 と
い
う
上
古
の
 

医
は
菅
で
席
を
設
け
、
勿
で
狗
を
作
り
、
北
面
し
て
祝
し
 、
 十
 舌
口
を
発
し
た
と
あ
る
。
 医
 と
は
言
っ
て
い
て
も
、
 

正
に
そ
れ
は
巫
の
姿
に
 

他
な
ら
な
い
。
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伏
 

 
 

離
 

疾
病
を
専
門
に
扱
 う
 医
が
出
現
し
た
時
期
を
明
 ら
か
に
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
春
秋
戦
国
時
代
に
は
 既
 に
そ
れ
ら
し
き
人
物
が
見
え
は
  

  
 

中
る
。
 
円
 左
伝
 b
 
に
登
場
す
る
 
医
緩
 や
医
 和
 、
及
び
日
 史

記
 三
 
に
記
さ
れ
た
 
扁
 鵠
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
 

 
 お

 

二
名
医
の
出
現
 

 
 

 
  

 堆
の
変
易
は
 、
 巫
か
ら
医
へ
の
推
移
を
示
す
と
共
に
 

、
 祈
 薦
な
ど
の
単
な
る
呪
術
的
医
療
か
ら
、
 

酒
 漿
の
類
を
 用
い
る
様
に
な
っ
た
古
代
 
医
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

術
 

ほ
い
ず
れ
も
「
 神
医
 」
で
あ
る
と
言
い
、
特
に
正
彰
に
対
 し
て
は
 
弓
世
 木
目
の
「
 正
 彰
 作
医
 」
の
句
を
引
い
て
 注
 し
て
い
る
。
こ
の
日
 ヰ
甲
 

本
 b
 は
 亡
 伏
し
て
今
に
伝
わ
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
同
様
の
 文
句
は
「
呂
氏
春
秋
ロ
 
勿
 射
に
も
あ
る
。
巫
か
ら
良
が
 派
出
し
た
こ
と
を
物
語
 

る
 記
録
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
 

ト
辞
に
寄
に
類
す
る
文
字
が
見
え
な
い
こ
と
は
既
に
述
 
べ
た
が
、
こ
こ
で
醤
の
文
字
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
 い
 。
「
説
文
 b
 に
は
、
 

讐
 、
 治
病
 二
世
。
夙
殿
、
 
夙
酉
 。
 殿
 、
悪
婆
 也
 。
 醤
之
 佳
熊
。
待
酒
面
 便
 、
 故
夙
酉
 。
 

と
あ
る
。
白
川
諸
氏
 に
ょ
 れ
ば
、
鍛
の
義
は
「
悪
婆
」
で
 な
く
「
 亜
ゅ
 
仝
 
斤
 」
と
す
べ
き
で
あ
り
、
 
祝
 と
目
の
際
の
特
 殊
 な
発
声
を
指
す
と
い
 

=
 
イ
 

 
 

ま
ま
に
受
け
、
巫
は
多
く
が
 伺
 棲
の
小
人
で
あ
っ
た
こ
 と
か
ら
「
 嬰
 」
（
女
の
 

-
m
@
 

拘
棲
 ）
と
同
音
の
殴
で
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
と
解
し
 て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
轡
の
文
字
は
元
来
医
療
に
従
 事
 し
た
シ
ャ
ー
マ
ン
を
 

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
警
の
下
部
の
酉
の
字
は
 、
 酒
と
 医
療
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
 

酒
 は
神
聖
な
供
物
で
あ
る
 

と
 共
に
 、
 広
く
医
療
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

「
説
文
目
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
周
礼
 

し
 天
官
の
「
 酒
正
 」
に
 見
 

え
る
酒
の
種
類
 肛
 六
 %
V
 と
い
う
名
称
が
あ
り
、
鄭
玄
は
 そ
れ
を
粥
を
煮
た
中
に
麹
を
入
れ
て
醸
し
て
作
っ
た
 酒
 の
 一
種
と
注
解
し
て
い
 

る
 。
こ
の
酒
な
ど
は
医
が
治
 病
 に
利
用
し
て
い
た
こ
と
か
 ら
 命
名
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
 、
 鰍
か
ら
馨
へ
の
文
字
 



田
医
緩
と
医
和
 

ま
ず
 医
 緩
の
登
場
す
る
 話
 
（
威
公
十
年
）
の
大
筋
を
示
そ
 
ぅ
 。
病
に
伏
し
て
恐
ろ
し
い
幽
霊
の
夢
を
み
た
晋
の
景
 公
が
 、
桑
田
に
住
む
 

巫
に
 夢
判
断
を
申
し
つ
げ
た
と
こ
ろ
、
新
麦
を
食
べ
る
 ュ
 
明
に
死
ぬ
と
予
言
さ
れ
た
。
公
の
病
は
次
第
に
重
篤
と
な
 り
、
 遂
に
奏
の
緩
と
い
 

う
 医
を
召
す
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
が
着
く
前
に
景
 公
は
 再
び
夢
を
み
た
。
公
の
病
が
二
人
の
子
供
に
な
っ
て
 現
 ね
 、
「
盲
の
上
、
膏
の
下
 

に
 隠
れ
て
い
れ
ば
、
如
何
な
る
名
医
と
 い
 え
ど
も
手
が
出
 せ
ま
い
」
と
 話
 づ
た
夢
で
あ
る
。
間
も
な
く
晋
に
到
着
 し
た
緩
が
気
分
 ち
謬
 る
 

な
り
「
王
様
の
病
は
盲
の
上
、
有
の
下
が
病
ん
で
お
り
ま
 す
か
ら
処
置
の
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
告
げ
る
と
 、
 公
は
い
た
く
感
心
し
、
 

彼
を
手
厚
く
礼
遇
し
て
帰
し
た
。
や
が
て
六
月
に
な
り
、
 新
麦
を
所
望
し
て
食
膳
に
の
ば
ら
せ
た
貴
公
は
桑
田
の
 巫
を
召
し
、
か
つ
て
の
 

予
言
が
当
た
ら
な
か
っ
た
と
諫
め
殺
し
た
。
と
こ
ろ
が
 そ
の
新
麦
を
食
べ
る
寸
前
に
な
っ
て
腹
が
張
り
、
 

則
へ
行
 っ
た
景
 公
は
中
に
落
ち
 

て
 死
ん
で
し
ま
っ
た
。
 

こ
の
話
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
同
じ
 景
 公
の
病
の
場
面
に
 巫
と
 医
が
登
場
し
、
両
者
が
全
く
異
な
る
帰
結
を
迎
え
 た
こ
と
で
あ
る
。
 
巫
 

の
 占
夢
は
確
か
に
適
中
し
た
が
、
そ
の
予
言
は
彼
を
死
 へ
 と
 導
い
た
。
他
方
、
医
 緩
は
 貴
公
の
第
二
の
夢
に
一
致
 す
る
診
断
を
下
し
た
が
 

為
に
、
名
医
と
し
て
厚
く
遇
さ
れ
た
。
夢
を
め
ぐ
っ
て
 巫
の
悲
劇
と
医
の
栄
誉
が
描
か
れ
た
こ
の
物
語
は
、
読
者
 に
 巫
に
対
す
る
医
の
優
 

位
を
明
ら
か
に
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
 

医
 和
の
話
（
 昭
 金
元
年
）
は
さ
ら
に
興
味
深
い
。
晋
の
 平
分
が
病
気
に
な
り
、
秦
の
医
和
を
呼
ん
で
診
断
さ
せ
た
 と
こ
ろ
、
そ
の
病
は
 

鬼
神
の
崇
で
も
食
物
の
為
で
も
な
く
、
女
色
に
よ
っ
て
 心
が
 惑
乱
さ
れ
た
「
 轟
 」
の
病
で
あ
る
か
ら
治
癒
す
る
こ
 と
は
不
可
能
だ
 、
と
言
 

わ
れ
た
。
続
い
て
 医
 和
は
疾
病
の
発
生
に
つ
い
て
次
の
 様
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。
 

天
 に
は
六
気
が
あ
り
、
そ
れ
が
五
味
・
五
色
，
五
声
に
 変
ず
る
の
で
す
が
、
節
度
を
失
っ
た
人
に
は
六
つ
の
 
病
 を
 引
き
起
こ
し
ま
 

す
 。
六
気
と
は
陰
陽
風
雨
晦
明
の
こ
と
で
、
 

陰
淫
は
寒
 疾
 、
湯
澤
 は
 熱
涙
、
 風
淫
は
末
疾
 、
両
津
 は
腹
疾
 、
海
津
 は
 悪
疾
、
 明
淫
は
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ば
し
ば
訪
れ
る
 長
 秦
君
な
る
人
物
に
見
込
ま
れ
、
禁
方
 の
 医
書
と
霊
薬
を
与
え
ら
れ
た
。
 

医
 と
な
っ
た
彼
は
各
地
 を
 遍
歴
し
て
手
腕
を
発
 

 
 
 
 

揮
し
、
 
大
い
に
名
声
を
博
し
た
が
、
そ
の
医
術
が
あ
ま
 り
に
優
れ
て
い
た
が
為
に
奏
の
大
医
今
季
 熟
に
 嫉
ま
れ
、
 

刺
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
㎝
 

 
 

日
 史
記
 b
 
は
さ
ら
に
 扁
鵠
が
 実
際
に
病
を
診
 た
 三
つ
の
 記
 事
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
 よ
 る
と
、
彼
は
蔵
 府
 ・
 経
絡
（
後
述
）
を
 熟
 
3
 

医
聖
慮
 鵠
 に
っ
 

ょ
 れ
ば
、
 扁
鴇
は
 い

て
は
「
史
記
目
の
列
伝
中
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
 

（
 
4
 
l
 
サ
 
Ⅰ
 
-
 

山
東
半
島
の
斉
 国
 に
近
い
渤
海
郡
の
鄭
の
生
ま
れ
で
、
 

若
 

増防 

-
H
-
 

典
籍
に
も
い
く
つ
か
の
伝
説
が
見
え
る
。
「
史
記
し
に
 

に
は
客
舎
の
舎
監
を
つ
と
め
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
し
 

  

扁 
鵠 
の 

事 
蹟 

心
疾
と
な
り
ま
す
。
女
色
と
い
う
の
は
陽
の
事
で
、
晦
の
 時
 
（
夜
間
）
に
行
な
 う
 も
の
で
す
が
、
節
度
が
な
い
と
 円
熟
 惑
 轟
の
疾
を
 

生
ず
る
の
で
す
。
 

こ
の
言
で
注
目
す
べ
 
き
 点
は
、
当
人
の
不
節
制
（
不
養
生
 ）
の
状
態
に
対
し
て
天
の
六
気
が
作
用
（
感
応
）
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
疾
病
 

が
 生
ず
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
 後
に
述
べ
る
医
書
「
黄
帝
内
経
口
の
基
本
的
病
因
 観
と
一
 
致
し
、
そ
の
淵
源
を
為
 

す
も
の
と
言
え
よ
う
。
 

実
は
こ
の
話
で
は
、
 
医
 和
が
登
場
す
る
以
前
に
 、
 鄭
の
 名
 幸
子
産
が
平
公
の
病
を
実
況
・
 蔓
騎
 と
い
 5
 
二
神
の
崇
 と
 見
な
し
た
ト
人
の
 

言
 を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
、
不
節
制
が
疾
病
の
原
因
だ
と
 明
確
に
告
げ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
子
産
に
し
て
も
 医
 和
 に
し
て
も
、
呪
術
的
 

医
療
を
全
面
的
に
否
認
し
て
い
た
か
否
か
は
定
か
で
な
い
 が
、
 少
な
く
と
も
疾
病
の
原
因
を
鬼
神
の
崇
 禍
 と
は
 見
 な
そ
う
と
せ
ず
、
呪
術
 

的
 医
療
の
世
界
を
超
出
し
た
病
因
観
を
示
し
て
い
る
こ
と
 に
 注
目
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

は
下
は
付
言
で
あ
る
が
、
「
左
伝
 
口
 に
は
 医
緩
と
医
 和
 め
 療
法
に
つ
い
て
は
全
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
 二
 人
は
共
に
秦
の
医
 と
 

 
 

れ
て
さ
い
る
。
「
韓
非
子
ヒ
説
林
下
に
は
「
 
諺
日
 」
と
し
 て
 
「
玉
成
 善
視
 、
不
能
自
滅
 也
 。
 秦
医
雄
善
除
 、
不
能
 白
鞘
 也
 」
と
あ
る
。
 
こ
 

-
 
蛇
 -
 

の
 
「
 弾
 」
を
舗
を
打
つ
こ
と
と
解
す
れ
ば
、
秦
の
医
は
銭
 術
を
心
得
て
い
た
と
考
え
て
 よ
 い
で
あ
ろ
う
。
 



ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
 

円
 列
子
 口
湯
間
 に
は
、
 魯
 の
 公
庫
と
趙
の
斉
嬰
が
 扁
鵠
に
 病
を
癒
し
て
も
ら
い
、
 
さ
ら
に
志
気
の
強
弱
が
 

え
く
 

正
反
対
の
二
人
の
心
を
交
換
し
て
も
ら
 ぅ
 場
面
が
あ
る
。
 扁
 鵠
は
二
人
に
毒
酒
を
飲
ま
せ
て
三
日
間
遮
 死
 さ
せ
、
 胸
を
割
き
、
 
心
を
探
っ
 

て
 交
換
し
、
さ
ら
に
神
薬
を
与
え
た
と
い
う
。
ま
た
貌
の
 太
子
を
扁
 鵠
が
 蘇
生
さ
せ
た
話
が
日
史
記
 b
 以
外
に
も
 「
説
苑
 ヒ
 丼
物
 や
 
「
 韓
 

氏
 外
伝
し
に
見
え
、
そ
こ
で
は
 
扁
鵠
が
禧
薬
 ・
 吹
耳
 
・
 反
 神
と
い
っ
た
呪
術
的
と
思
わ
れ
る
療
法
を
行
な
っ
た
 と
 、
 司
 史
記
 三
 に
は
な
い
 

記
載
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
伝
説
と
は
い
っ
て
も
、
巫
に
 近
い
特
殊
能
力
者
で
あ
る
 扁
 鵠
の
医
術
の
一
端
を
伝
え
た
 も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
 

先
の
名
言
は
、
当
時
の
人
々
が
疾
病
の
際
に
如
何
に
巫
に
 頼
っ
て
い
た
か
を
示
す
と
共
に
、
 

扁
鵠
が
 巫
か
ら
分
離
 独
立
し
た
医
の
存
在
を
 

力
説
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
確
か
に
物
語
っ
て
い
る
。
 だ
 が
 彼
自
身
は
医
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
巫
か
ら
 医
 が
派
生
す
る
、
ま
さ
 

 
 

に
そ
の
過
渡
期
の
人
物
と
見
な
す
方
が
 よ
 り
適
当
で
あ
ろ
 ラ
 
@
 ノ
 0
 

と
こ
ろ
で
 
扁
鵠
 に
関
す
る
記
録
を
照
合
し
て
み
る
と
、
 

時
 代
 的
に
か
な
り
の
隔
り
が
あ
り
、
 

扁
鵠
 は
と
う
て
い
 
唯
 一
人
物
を
指
す
と
は
 

@
 
巧
 -
 

が
ゆ
え
に
、
逆
に
医
を
巫
か
ら
峻
別
し
ょ
う
と
し
て
 先
 の
 
「
巫
を
信
じ
て
・
・
・
・
・
 

こ
 
の
言
を
吐
い
た
の
で
は
な
い
か
 、
と
推
測
し
て
い
る
。
 

如
 し
て
お
り
、
病
理
の
把
握
に
気
の
理
論
、
特
に
陰
陽
一
 一
気
の
消
長
の
理
を
用
い
て
い
た
 
0
 療
法
と
し
て
は
、
 薬
 物
 ・
 銭
灸
 ・
体
操
法
・
 

毒
 聚
な
ど
を
施
し
、
 祈
 蒔
や
祓
除
な
ど
の
呪
術
的
医
療
 さ
 行
っ
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
彼
は
、
「
巫
を
信
じ
 て
 医
を
信
じ
な
い
者
の
 

病
は
癒
え
な
い
」
と
の
名
言
を
吐
い
た
。
そ
れ
 故
扁
鵠
 ，
 
」
 そ
は
 巫
か
ら
分
離
独
立
し
た
最
初
の
代
表
的
名
医
と
見
 な
さ
れ
、
医
学
史
上
に
 

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
伝
説
を
含
め
た
 扁
 鵠
の
事
蹟
を
仔
細
に
検
討
し
て
 み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
 扁
鵠
像
 に
は
少
な
か
ら
ぬ
修
正
 が
 加
え
ら
れ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
「
史
記
口
に
 ょ
 れ
ば
 長
桑
 君
か
ら
与
え
ら
れ
た
霊
薬
を
三
十
日
間
服
用
し
た
 扁
鵠
 は
、
 垣
の
向
 ぅ
や
 王
威
 

0
%
 

結
を
透
視
す
る
能
力
を
得
た
と
い
う
。
す
な
 

ね
 ち
、
 そ
の
様
な
特
殊
な
能
力
を
選
ば
れ
て
得
た
彼
は
 、
 優
れ
 た
 医
と
い
う
 ょ
 り
、
 む
 

し
ろ
巫
に
近
い
性
格
の
人
物
と
言
 う
 べ
き
で
あ
る
。
こ
の
 点
 に
つ
い
て
山
田
 慶
 鬼
瓦
 は
 、
 扁
 鵠
は
巫
に
通
じ
る
 素
 質
 な
い
し
能
力
を
も
っ
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深
い
記
載
で
あ
る
。
司
馬
遷
の
頃
に
は
既
に
さ
ま
ざ
ま
 な
扁
 鴨
の
伝
説
が
存
在
し
、
彼
は
そ
の
中
か
ら
呪
術
的
な
 臭
い
の
少
な
い
も
の
を
 

  

近
年
、
山
東
省
曲
阜
 微
 山
県
の
両
城
山
よ
り
出
土
し
た
 後
漢
時
代
の
作
と
見
ら
れ
る
画
像
石
に
、
半
島
半
人
の
何
 者
 か
が
鉱
を
施
術
 
し
 

-
M
-
 

て
い
る
レ
リ
ー
フ
が
あ
り
、
そ
れ
が
神
聖
化
さ
れ
た
 扁
鵠
 を
 指
す
の
で
は
な
い
か
、
と
の
説
は
す
っ
か
り
定
着
し
 た
 感
が
あ
る
。
古
代
車
 

国
 に
は
そ
の
レ
リ
ー
フ
が
示
す
様
に
、
 

扁
 鵠
を
始
祖
と
 仰
ぐ
医
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
㍉
漢
書
 ヒ
 芸
文
恵
に
名
の
み
 残
 

さ
れ
て
い
る
日
偏
 鵠
 内
経
口
「
外
径
日
や
、
「
史
記
ヒ
食
分
 
伝
 に
や
は
り
名
の
み
見
え
る
日
偏
 鵠
脈
 書
目
と
い
っ
た
 医
書
は
 、
 彼
ら
 扁
鵠
グ
 

ル
ー
プ
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
の
様
に
、
初
期
の
名
医
と
し
て
名
高
い
医
 緩
 、
 医
 和
及
び
 扁
 鵠
の
事
蹟
を
検
討
し
て
み
る
と
、
 

巫
的
 要
素
に
 
富
ん
だ
記
載
も
認
め
 

ら
れ
る
が
、
彼
ら
は
明
ら
か
に
 巫
 と
は
区
別
さ
れ
た
医
と
 し
て
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
春
秋
戦
国
時
代
は
や
は
り
 呪
術
的
雰
囲
気
に
満
ち
 

た
 巫
医
未
分
の
状
態
で
あ
り
、
そ
の
中
で
彼
ら
は
 極
く
少
 教
 派
の
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
。
「
周
礼
 

目
 天
官
に
は
 
巫
と
 区
別
さ
れ
た
五
種
 

の
 医
官
（
医
師
・
 
食
医
 ・
 疾
医
 ・
湯
医
，
獣
医
）
と
各
々
 
の
 業
務
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
間
代
に
実
際
に
 そ
れ
ら
が
機
能
し
て
 ぃ
 

 
 

た
と
は
考
え
難
い
。
し
か
し
ま
た
こ
の
時
代
に
は
少
数
派
 な
が
ら
も
、
 
医
 和
の
六
気
説
、
 
扁
鵠
 の
 蔵
府
 ・
経
絡
論
 や
 陰
陽
二
気
に
 よ
 る
病
は
 

 
 
 
 

理
解
釈
と
い
っ
た
呪
術
的
医
療
を
超
出
す
る
認
識
が
育
ま
 れ
て
し
 、
こ
 

ナ
 の
で
あ
 

。
 
狂
 り
 
9
-
 

き
、
 中
 兄
は
病
を
亮
毛
の
部
位
で
 癒
 し
た
が
、
自
分
は
 ぬ
 脈
に
銭
を
打
っ
た
り
：
毒
薬
を
投
ず
る
な
ど
の
療
法
を
 待
た
ぅ
 、
と
述
べ
て
い
 

も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
説
話
に
す
ぎ
な
い
が
、
複
数
の
 扁
 鵠
の
医
療
が
変
遷
し
た
記
憶
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
 見
 な
せ
ば
、
甚
だ
興
味
 

思
え
な
い
。
紀
元
前
 セ
 百
年
か
ら
三
百
年
頃
に
か
け
て
、
 

数
人
の
名
医
（
 巫
 

名
 で
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
 療
 法
 も
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
 

0
 対
話
が
あ
り
、
そ
こ
で
 扁
 鵠
は
二
人
の
兄
と
自
分
の
医
 術
 に
つ
い
て
語
 っ
 

に
 近
い
者
も
含
め
）
が
輩
出
し
、
彼
ら
が
 扁
鵠
 と
い
う
通
り
 
 
 

た
で
あ
ろ
う
。
「
鶴
君
子
」
 

世
賢
 に
は
、
魏
の
文
王
と
 扁
 鵠
 

て
い
る
。
長
兄
は
肉
体
を
い
じ
ら
ず
、
精
神
の
み
で
病
を
 除
 

  



不 は あ 吉 本 の ら 

耕屡令 、 色；も三方 奔 接受 哀奔宅征方忠 
い
が
、
こ
こ
で
は
簡
単
な
指
摘
の
み
行
っ
て
お
く
。
 

士
 と
は
神
仙
（
 遷
 ）
説
を
奉
じ
て
怪
し
げ
な
 術
 、
す
な
わ
 ち
 方
術
を
披
歴
し
た
者
た
ち
で
あ
る
。
不
老
長
生
の
体
 得
 者
で
あ
る
神
仙
 

人
 ）
を
希
求
す
る
神
仙
 説
は
 、
現
世
の
自
己
の
生
の
永
 続
 、
す
な
わ
ち
 寿
 
（
長
生
）
に
対
す
る
人
間
の
根
源
的
 
願
 望
 に
依
拠
し
た
も
 

あ
る
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
 円
 史
記
 ヒ
 封
禅
 書
 に
よ
 る
と
紀
元
前
四
 !
 三
世
紀
頃
、
渤
海
中
の
三
神
山
に
多
 く
の
神
仙
が
い
て
 

の
 妙
薬
が
あ
る
と
の
説
を
方
士
た
ち
が
唱
え
、
斉
の
威
 王
 。
 宣
 王
や
燕
の
昭
三
が
そ
の
三
神
山
を
捜
さ
せ
た
、
 と
 あ
る
こ
と
か
ら
、
 

神
仙
説
は
山
東
半
島
の
北
部
沿
岸
地
方
に
起
源
す
る
と
 見
 な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
地
方
の
み
に
起
源
を
限
定
す
る
 こ
と
に
は
問
題
も
 

八
 %
 秦
の
始
皇
帝
以
降
で
は
そ
れ
が
事
実
と
信
じ
ら
れ
、
 方
士
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
が
 斉
 或
い
は
燕
の
出
身
者
と
さ
 れ
て
い
る
。
彼
ら
 

ぬ
を
 遍
歴
し
て
は
神
仙
説
を
吹
聴
し
、
先
の
斉
・
燕
の
 王
 た
ち
を
は
じ
め
、
始
皇
帝
や
漢
の
武
帝
が
躍
起
に
な
っ
 て
 神
仙
を
捜
し
、
 

の
 妙
薬
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
 

上
 に
つ
い
て
、
多
く
「
鬼
神
の
事
に
通
ず
る
」
と
記
さ
 れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
本
質
的
に
正
恒
類
似
し
た
 性
 格
を
右
し
て
い
た
 

を
 示
す
も
の
で
あ
る
。
 J
.
 

ニ
ー
ダ
ム
は
燕
の
方
士
 

羨
 門
を
 シ
ャ
ー
マ
ン
の
初
期
の
音
訳
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
 る
と
述
べ
て
い
る
 

そ
の
当
否
は
別
と
し
て
も
、
方
士
は
巫
と
類
を
同
じ
く
 す
る
一
種
の
呪
術
師
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
と
こ
 ろ
で
封
禅
 書
に
ょ
 

 
 

方
士
た
ち
は
 郡
 
（
 
駿
 ）
街
の
説
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
 -
2
"
 

泡
 。
彼
は
「
史
記
 ロ
 孟
子
 荷
卿
 列
伝
に
 ょ
 れ
ば
、
孟
子
に
 
や
や
遅
れ
る
斉
の
 

、
陰
陽
の
消
息
や
五
徳
の
転
移
を
唱
え
て
 斉
 ，
 梁
 ・
 趙
 な
ど
で
重
ん
じ
ら
れ
、
燕
で
は
昭
三
の
た
め
に
「
宝
運
 ヒ
 を
作
っ
た
。
ま
た
 

ま
之
 変
ロ
 「
終
始
大
聖
ヒ
な
ど
、
十
余
万
言
の
書
を
著
 わ
 し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
 
亡
 伏
し
て
 伝
 わ
っ
て
い
な
い
。
 

は
 五
徳
終
始
 説
 ・
 符
応
説
 ・
大
九
州
説
な
ど
の
他
に
も
 「
 部
 荷
重
道
延
命
 方
 」
と
い
っ
た
神
仙
的
な
方
術
も
説
い
 た
ら
し
く
、
そ
れ
 

中
国
古
代
に
お
け
る
呪
術
と
医
術
の
関
わ
り
を
論
ず
る
 場
 合
 、
戦
国
末
頃
よ
り
輩
出
し
た
方
士
た
ち
に
つ
い
て
も
 触
れ
て
お
か
ね
ば
な
⑧
 

 
 

 
 

㈹
方
術
と
医
術
 

 
 



こ おける呪術と 医術 中国古代 @ 

  
同
と
式
式
・
 
ナ
荻
穏
元
こ
 o
R
 

い
る
こ
と
、
そ
し
て
医
聖
 扁
鵠
バ
 

徒
や
方
士
た
ち
が
諸
国
を
遍
歴
。
 

が
斉
の
風
土
よ
り
発
し
た
と
 考
，
 

に
 本
書
の
五
歳
刑
 論
 に
は
方
士
の
医
説
を
正
す
論
述
さ
 ，
 
ぇ
 あ
り
、
そ
れ
ら
は
方
士
と
医
術
と
の
少
な
か
ら
ぬ
関
わ
 り
を
伝
え
て
い
る
。
 
特
 

-
 
わ
 @
 

に
 不
老
の
妙
薬
の
希
求
は
、
方
士
た
ち
に
本
草
薬
物
へ
の
 関
心
を
促
し
た
。
中
国
最
古
の
本
草
書
と
舌
口
わ
れ
る
 

同
 神
農
本
草
経
 ヒ
 で
は
 薬
 

物
を
上
中
下
の
三
等
級
に
分
け
、
上
薬
を
軽
易
 益
気
 ・
 不
 老
 延
年
の
為
の
薬
と
し
、
 
治
 病
の
為
の
下
薬
よ
り
上
位
 に
 置
い
て
い
る
 0
 本
書
 

が
 神
仙
方
士
に
よ
っ
て
成
っ
た
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
 る
 。
 

は
下
は
付
言
で
あ
る
が
、
方
術
と
医
術
の
関
わ
り
を
探
っ
 て
い
て
気
に
か
か
る
の
が
 ハ
斉
 V
 と
い
う
一
つ
の
場
で
 あ
る
。
優
れ
た
宰
相
 

管
仲
を
登
用
し
て
春
秋
の
覇
者
と
な
っ
た
斉
は
、
以
後
 著
し
く
商
工
業
が
発
達
し
、
 

八
稜
下
 の
 学
 V
 と
呼
ば
れ
る
 天
下
の
学
者
の
集
合
 場
 

す
 ：
 @
-
L
 

、
 
i
 っ
こ
 。
 旧
 千
ム
：
 フ
 国
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
 

彼
の
思
想
に
乗
じ
て
活
躍
し
た
方
士
の
多
く
が
こ
の
国
 付
近
の
出
身
と
さ
れ
て
 

の
国
に
近
い
所
（
渤
海
都
の
 鄭
 ）
の
出
身
で
あ
る
こ
 と
は
、
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
雛
子
の
 

し
た
と
同
じ
く
、
 
扁
鵠
 
（
唯
一
人
物
で
は
な
い
）
も
民
間
 
医
 と
し
て
各
地
を
巡
っ
て
い
る
。
 

扁
 鵠
の
医
術
 

ぇ
 る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
不
当
な
推
測
で
は
な
か
ろ
う
。
 

中
国
古
代
医
術
の
起
源
を
考
え
る
と
 き
 、
斉
を
 

37@ (149) 

-
 
ぬ
 -
 

る
 
「
黄
帝
内
経
口
に
 ょ
 れ
ば
、
不
老
長
生
の
方
術
に
属
す
 る
 
「
導
引
」
な
る
一
種
の
体
操
法
は
医
術
と
し
て
も
 
認
 め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
 

ら
は
ま
さ
し
く
 怪
迂
 な
説
で
あ
 

つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
 

方
士
の
説
い
た
 力
 
（
方
術
）
 

長
生
の
希
求
が
養
生
法
（
 術
 ）
 

朴
 千
ロ
以
降
の
諸
文
献
で
は
か
 

す
 資
料
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
 

仙
の
四
部
か
ら
成
る
こ
と
は
、
 っ

 た
が
為
に
 、
 彼
は
談
大
行
と
あ
だ
名
さ
れ
た
。
方
土
 た
 ち
は
か
か
る
説
に
乗
じ
て
自
己
の
主
張
を
理
論
 

-
 
為
 -
 

、
結
局
は
通
ず
る
こ
と
が
出
来
ず
、
何
 %
 菊
合
の
徒
に
 惰
 し
て
し
ま
っ
た
。
 

と
は
、
祭
祀
・
 
祈
肩
 ・
祓
除
の
方
法
や
不
老
長
生
の
方
途
 で
あ
り
、
医
術
の
類
も
含
ま
れ
て
い
た
。
不
老
 

の
 開
発
に
繋
が
り
。
そ
れ
が
医
術
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
 は
 当
然
と
言
え
よ
う
。
両
者
の
関
わ
り
は
 円
抱
 

な
り
明
瞭
で
あ
る
が
、
先
秦
 @
 漢
代
の
初
期
の
方
モ
 が
如
 何
に
医
術
に
関
与
し
て
い
た
か
を
具
体
的
に
示
 

ぃ
 。
だ
が
 
司
 漢
書
目
芸
文
恵
が
医
書
を
方
技
 略
 に
属
せ
し
 め
 、
そ
の
方
便
 略
が
医
経
 ・
 経
方
 ・
房
中
・
 神
 

当
時
の
医
書
が
神
仙
家
の
書
と
同
類
と
見
な
さ
れ
て
い
た
 こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
次
に
考
察
す
 



    断 天 恩 そ 考 戦 は 口内 が相互とが身体   （精気 ャ @ こ 盾 頃 よ 悪政   
市
内
径
 ヒ
宅
 内
径
 ヒ
 ）
は
、
現
在
 本
 
「
 素
問
ヒ
と
曇
並
枢
 ヒ
 0
 合
巻
の
通
称
で
あ
り
、
中
国
最
古
の
医
書
と
し
て
 々
コ
ロ
 

同
い
 。
木
室
 目
 

立
や
伝
本
の
事
情
が
不
明
確
で
あ
り
、
ま
た
後
人
の
負
 人
 が
 認
め
ら
れ
る
な
ど
、
資
料
的
に
か
な
り
の
問
題
も
存
 す
る
が
、
 

?
 漢
代
の
医
学
を
伝
え
る
書
と
考
え
ら
れ
る
。
・
 

-
6
-
2
 
 
こ
こ
で
 は
 
「
内
経
 b
 に
見
ら
れ
る
医
家
の
呪
術
的
医
療
に
対
す
る
 姿
勢
に
つ
い
て
 

-
 
穏
 @
 

行
っ
 て
み
ナ
し
こ
、
 

-
7
-
2
 
 

。
 口
内
経
 ヒ
の
医
論
 と
そ
の
基
本
的
な
考
 え

か
た
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
 稿
で
 詳
述
し
て
あ
る
の
 で
、
 ほ
 じ
め
に
 

点
 の
み
を
簡
潔
に
示
し
て
お
こ
う
。
 

田
 

「
内
経
口
医
学
の
思
想
的
特
質
 

経
ヒ
の
医
論
 が
形
成
さ
れ
る
上
で
の
思
想
的
・
理
論
的
 骨
子
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
、
気
の
思
想
、
蔵
 府
 
・
経
絡
 

天
人
相
関
 

ぴ
 陰
陽
・
五
行
論
が
あ
る
。
 

気
は
 万
物
の
究
極
的
構
成
 要
 素
 で
あ
り
、
人
間
の
身
体
・
生
命
の
根
源
で
あ
る
と
の
 認
識
は
、
戦
国
 

り
 急
速
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
㍉
内
経
口
に
お
い
て
も
、
 

気
は
身
体
を
構
成
す
る
究
極
の
要
素
で
あ
る
と
共
に
 、
 身
体
内
部
を
不
 

瞑
 し
て
生
命
活
動
を
維
持
さ
せ
る
根
源
的
存
在
と
見
な
さ
 れ
 ・
実
に
種
々
 な
 名
称
を
冠
し
た
気
が
説
か
れ
て
い
 
る
 。
中
で
も
 精
 

）
 神
 
（
神
気
）
は
そ
れ
ら
生
命
の
維
持
に
不
可
欠
な
気
 
の
 総
称
 と
 言
 う
 べ
 き
 気
で
あ
り
、
常
に
そ
れ
を
養
い
守
ら
 ね
ば
な
ら
な
い
 

強
調
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

を
 不
断
に
循
環
す
る
気
の
通
行
路
が
経
絡
（
 経
派
 と
絡
 脈
 ）
で
あ
る
。
縫
腋
 は
蔵
府
 に
端
を
発
し
、
身
体
の
縦
軸
 方
向
に
十
二
本
 

 
 

に
 連
絡
し
て
周
流
す
る
ル
ー
ト
で
、
 

絡
 脈
は
横
に
連
絡
す
 る
径
 脈
の
支
流
で
あ
る
。
経
絡
上
の
皮
膚
に
は
気
の
出
 入
す
る
穴
が
多
 

      

黄 「 
帝 
内 
経 
店 @@ 

l Ⅰ 

お 
け 
る 

呪 
術 
と 

医 
術 

(150) 

め
ぐ
る
文
化
や
歴
史
風
土
を
さ
ら
に
 よ
 く
検
討
す
る
必
要
 が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
 

 
 

 
 



数
 存
し
、
疾
病
の
際
の
反
応
点
と
し
て
利
銭
・
 

施
灸
 の
 目
 標
 と
な
る
。
 
蔵
府
 と
は
 肺
｜
 大
腸
、
 
脾
｜
胃
 
、
 心
｜
小
 
腸
 、
 肝
｜
胆
 
、
 腎
 １
勝
 

胱
及
び
 
心
包
｜
 
三
焦
と
、
互
い
に
表
裏
の
関
係
に
あ
る
Ⅰ
 

ハ
 
蔵
六
府
を
指
す
。
い
ず
れ
も
実
体
的
な
器
官
と
言
 

う
 よ
り
、
経
絡
と
結
合
し
 

た
藤
絡
 
か
存
在
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
は
た
ら
き
が
 

ぁ
 る
 。
総
じ
て
蔵
は
生
命
を
主
る
精
気
を
預
か
る
機
能
を
 

、
 府
は
受
 入
 し
た
 水
穀
 

を
 分
解
吸
収
し
て
精
気
を
送
り
出
し
、
 

残
 淫
を
排
出
す
る
 
機
能
を
有
す
る
。
 

戦
国
末
か
ら
漢
代
に
か
け
て
盛
行
し
た
天
人
相
関
 

思
の
 強
い
影
響
を
受
け
、
口
内
経
口
に
は
自
然
界
と
身
体
と
の
 

対
応
の
認
識
が
深
く
 

浸
透
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
然
界
の
諸
事
物
と
身
体
 

各
 部
 と
の
数
 
的
 ・
形
象
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
説
く
懇
意
的
と
 

し
か
思
え
な
い
 記
載
 

-
 

も
あ
る
が
、
四
季
や
日
月
の
周
期
的
推
移
と
人
体
・
疾
病
 

と
の
関
係
を
説
く
動
的
な
対
応
の
認
識
は
、
こ
の
医
学
 

の
 大
き
な
特
質
を
為
す
 

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
年
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
 

生
 気
象
学
や
バ
イ
オ
リ
ズ
ム
の
先
駆
を
為
す
も
の
と
し
て
 

も
 興
味
深
い
。
 

「
内
径
三
の
基
本
的
な
疾
病
 

親
 は
「
不
養
生
や
感
情
の
激
 

変
 （
内
因
）
に
よ
り
、
人
体
中
の
気
が
不
調
和
に
陥
り
、
 

そ
れ
に
外
界
の
気
 

（
邪
気
 
?
 外
因
）
が
感
応
し
て
疾
病
が
生
ず
る
」
と
、
 

端
 的
に
 @
 い
表
わ
す
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
病
因
と
 

し
て
は
内
因
が
重
視
さ
 

ね
 、
人
体
の
気
の
不
調
和
状
態
を
広
義
の
疾
病
と
捉
え
 

て
 「
大
病
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
癒
す
こ
と
が
医
療
の
理
想
 

と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

以
上
の
様
な
考
え
か
た
に
基
づ
き
、
生
理
・
病
理
・
 

治
 療
の
理
論
を
形
成
す
る
際
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
原
理
が
 

陰
 哩
吻
 
ム
田
と
 

-
 
一
 
-
-
 

ロ
 @
 止
 
一
打
Ⅱ
ム
田
 

@
 
-
-
-
-
D
 

Ⅱ
 
@
 
で
よ
 

-
9
@
z
 

の
 

 
 

お
い
て
も
充
分
融
合
さ
れ
る
に
は
至
ら
ず
に
数
々
の
 

矛
 盾
や
混
乱
を
生
じ
て
い
る
が
、
 

嚇
日
 内
経
口
及
び
そ
れ
以
降
の
中
国
医
学
に
お
い
て
 

不
可
欠
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

㈲
呪
術
的
医
療
の
否
定
と
容
認
 

げ
 

そ
お
 

健
 
4
n
 
 

き
り
と
否
定
す
る
言
さ
え
見
え
る
の
で
あ
る
。
 

前
述
の
如
 

き
 思
想
と
理
論
に
根
ざ
し
た
「
内
経
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

中
 

た
 後
に
、
「
 
拘
 鬼
神
者
不
可
興
言
至
徳
」
と
、
腹
立
た
し
 

い
 ロ
調
の
言
葉
が
続
い
て
い
る
。
「
 

拘
 鬼
神
者
」
、
す
な
 

わ
ち
方
士
た
ち
に
対
し
 



呪
術
的
医
療
の
世
界
に
お
い
て
は
 

祝
 （
 
祝
由
 ）
、
す
な
わ
 
ち
 ま
じ
な
い
の
言
葉
を
発
し
て
病
を
癒
す
方
法
が
あ
っ
 

た
 。
近
年
馬
王
堆
 
漢
 

墓
 よ
り
発
見
さ
れ
た
 
医
阜
 の
う
ち
の
所
謂
 日
 五
十
二
 病
 法
ヒ
 に
も
「
祝
日
・
・
・
・
・
・
」
と
の
祝
言
が
多
数
記
さ
れ
て
い
 

る
 。
こ
の
事
実
は
漢
 
初
 

の
 医
家
の
間
に
呪
術
的
医
療
を
行
っ
て
い
た
者
が
相
当
 

あ
 っ
 た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
内
経
 

b
 に
 は
こ
の
療
法
に
つ
い
て
 

次
の
様
な
問
答
が
あ
る
。
 

 
 

黄
帝
日
、
今
夫
子
立
所
言
者
 
皆
 病
人
文
 所
 自
知
也
。
 某
 母
所
遇
 邪
気
丈
母
 怖
暢
 2
 所
志
、
卒
然
 
而
 病
者
其
故
 何
也
 。
准
布
田
鬼
神
文
 

 
 

生
者
、
可
祝
市
邑
 
也
 。
 

岐
 仙
田
、
此
方
 有
故
 。
 邪
留
 市
末
 登
 、
田
面
 忠
 吉
所
 想
 、
 ゑ
 吉
所
 慕
 、
血
気
内
乱
、
両
 
病
 相
博
、
其
所
従
来
者
 
微
 祝
文
木
見
、
聴
 
而
 

 
 

下
聞
。
 故
以
 鬼
神
。
 

黄
帝
日
、
 某
 硯
面
 已
者
 其
故
 何
也
 。
 

（
 
霊
 、
 賊
 風
濤
）
 

岐
伯
は
 、
病
因
が
不
明
で
鬼
神
の
崇
 
禍
と
 思
わ
れ
る
病
で
 
も
、
 実
は
確
か
な
病
理
機
序
が
あ
る
の
だ
と
、
鬼
神
宗
 

補
説
を
否
定
す
る
。
 
そ
 

し
て
巫
が
行
 
う
 ま
じ
な
い
に
よ
る
療
法
と
い
う
の
も
、
 

巫
 が
 疾
病
の
原
因
や
機
序
を
熟
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
 

可
 能
 な
の
だ
と
説
い
て
い
 

る
 。
本
篇
の
作
者
は
明
ら
か
に
呪
術
的
病
因
観
を
否
定
し
 

て
は
い
る
が
、
ま
じ
な
い
的
療
法
そ
の
も
の
を
否
定
し
 

て
い
る
の
で
は
な
い
こ
 

と
に
注
目
し
た
い
。
祝
し
て
病
を
癒
そ
う
と
す
る
方
法
 

に
は
、
現
代
医
学
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
効
果
を
あ
げ
 

て
い
る
催
眠
・
暗
示
 
と
 

い
っ
た
精
神
療
法
に
通
ず
る
面
の
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
 

よ
 
キ
ん
 
）
。
 

：
 
レ
 

ま 立 て 
で 場 非 
も は 難 
な 別 を 
い に 浴 

。 し び 

て せ 

もて 
両 る 
高 め 

と て   
も あ 

Ⅴ こ り 呪 
術 こ 

的 の 
医 官 

療 葉 
と もま 

自 我 
己 々 
の に 

立 偏 
場 鵠 
を の 
裁 「 
然 巫 
と を 
区 信 
別 じ 
せ て 

ん       

し 」 
た の 

意 言 
調 む 
に 直 
基 ち 
づ に 

く 想 
も 起 
の さ 
で せ 

あ る る 
こ 扁 
と 鵠 

自身 は @ 
う の 
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げ
 

き
こ
と
を
説
い
た
本
篇
で
は
、
か
か
る
療
法
を
そ
 ぬ
 な
り
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
様
に
 、
呪
 術
 的
医
療
と
は
一
見
無
関
係
 

お
 

 
 

億
に
思
え
る
「
内
経
口
の
中
に
は
、
そ
れ
を
容
認
し
 
賞
賛
す
る
立
場
か
ら
の
叙
述
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

1
5
3
 

 
 

古
 

㈹
呪
術
的
観
念
の
影
響
と
変
貌
 

国
 

4
1
 

中
 

前
節
の
内
容
と
は
別
に
、
「
内
経
口
の
医
論
の
中
に
は
 
呪
 術
的
 観
念
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
医
家
の
 も
の
と
し
て
変
貌
 し
 ・
 

要
す
る
に
、
「
自
然
の
秩
序
に
則
し
て
生
活
し
て
い
た
 
往
 古
の
人
々
は
、
た
と
え
疾
病
が
起
っ
て
も
 移
 情
愛
 気
 
（
 
精
神
の
入
れ
換
え
、
 
気
 

分
の
転
換
を
は
か
る
 術
 ）
・
 祝
由
 す
る
の
み
で
癒
え
た
。
 
し
か
し
当
今
の
人
々
は
自
然
に
逆
ら
い
、
ス
ト
レ
ス
 過
 剰
 に
陥
っ
た
為
に
 
、
錬
 

石
や
薬
物
に
 よ
 る
治
療
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
 癒
え
な
い
場
合
が
あ
る
」
と
嘆
き
、
上
古
の
世
を
賛
美
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
「
当
今
の
世
」
で
呪
術
的
医
療
を
行
 う
 こ
と
が
 肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
尚
古
主
義
 的
 考
え
か
た
が
顕
著
な
 

-
 
㏄
 -
 

こ
の
叙
述
で
は
、
か
か
る
療
法
が
容
認
さ
れ
、
賞
賛
さ
れ
 て
い
る
と
見
 た
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

曇
並
 極
目
の
官
能
篇
に
も
興
味
深
い
叙
述
が
あ
る
。
人
間
 の
 有
す
る
種
々
の
官
能
（
生
理
的
能
力
）
と
そ
れ
に
 適
 っ
た
 医
療
に
つ
い
て
 

述
べ
た
条
に
、
毒
舌
家
で
人
を
慢
る
こ
と
を
得
意
と
す
 る
 者
に
は
「
癬
に
唾
し
、
病
を
呪
 う
 」
療
法
を
さ
せ
れ
ば
 よ
 い
、
と
あ
る
。
ま
た
 

手
 毒
の
手
（
怪
し
い
 カ
 の
あ
る
 力
 ）
を
有
す
る
者
は
、
 
積
 や
 痒
を
按
 抑
 さ
せ
る
の
に
適
し
て
い
る
が
、
 

手
 毒
の
手
 を
 右
す
る
か
否
か
は
、
 

術
 権

詣
 で
覆
っ
た
亀
に
上
か
ら
手
を
か
ざ
し
、
五
十
日
 後
に
そ
の
亀
が
死
ぬ
か
ど
う
か
の
実
験
を
し
て
知
る
こ
と
 が
 出
来
る
、
と
あ
る
。
そ
れ
 

嫡
 

ら
の
奇
怪
な
療
法
（
方
法
）
を
本
篇
の
著
者
が
如
 何
に
 評
価
し
て
い
る
か
は
知
り
得
な
い
が
、
施
術
者
の
能
 

-
 

力
 に
応
じ
た
療
法
を
行
 う
べ
 

他
方
、
移
情
交
 気
論
 （
 素
 ）
で
は
 祝
由
 に
つ
い
て
次
の
 

、
、
、
、
 

黄
帝
間
日
、
余
聞
 古
之
治
病
 、
 惟
其
移
 情
愛
 気
 、
可
 

岐
伯
 鉗
口
、
往
古
人
屑
禽
獣
 之
間
 、
動
作
 以
 避
寒
、
 

天
也
。
 
故
 毒
薬
不
能
治
兵
 内
 、
鉱
石
不
能
治
兵
 外
 、
 様

に
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

祝
 曲
面
 已
 。
今
世
 治
病
 、
毒
薬
治
兵
 内
 、
鋪
石
治
兵
 外
 、
 或
愈
或
 本
態
同
位
。
 

陰
店
 以
 避
暑
、
 
内
無
巻
 嘉
之
 累
 、
 外
 無
作
 官
 Z
 
形
 、
 此
 括
憎
 文
世
、
 
邪
 不
能
 深
 

 
 

政
司
 移
精
 初
田
面
目
。
営
舎
文
世
下
無
、
 



中
骨
文
よ
り
知
る
こ
と
の
出
来
る
段
代
の
病
因
 観
 の
一
つ
 に
 天
象
の
変
化
の
影
響
が
あ
り
、
そ
の
中
で
は
風
に
関
 す
る
記
載
が
最
も
多
 

い
こ
と
は
先
 
に
 述
べ
た
。
そ
し
て
そ
の
風
と
は
気
象
現
象
 と
し
て
の
単
な
る
風
で
は
な
く
、
風
神
の
如
き
宗
教
的
 ・
神
秘
的
概
念
で
は
な
 

い
か
、
と
の
推
測
も
付
し
て
お
い
た
。
そ
の
根
拠
は
 、
段
 代
 で
は
四
方
の
風
が
祭
ら
れ
、
四
方
に
宿
る
神
霊
（
 巫
 先
 ）
が
風
を
動
か
す
と
 

信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
四
方
の
風
は
季
 節
の
循
環
を
示
す
四
季
の
風
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
ら
 し
 い
 。
す
な
わ
ち
風
の
 

信
仰
は
「
季
節
の
循
環
を
予
知
し
、
こ
れ
に
人
間
の
生
 括
 せ
 よ
 り
ょ
く
合
致
さ
せ
る
た
め
に
四
方
の
涯
に
は
そ
れ
 ぞ
れ
の
風
を
支
配
す
る
 

-
 
㏄
 -
 

正
光
が
い
る
と
信
じ
、
こ
れ
を
呪
術
で
動
か
し
て
、
 

季
 節
の
循
環
を
順
調
に
す
る
と
い
 5
 巫
術
と
し
て
起
っ
た
」
 
と
 考
え
ら
れ
る
。
四
方
 

の
風
は
や
が
て
 
倍
 化
さ
れ
て
「
 八
風
 」
と
な
り
、
そ
れ
に
 準
拠
す
る
「
 八
政
 」
の
観
念
が
生
ず
る
一
方
、
風
の
概
 念
 そ
の
も
の
が
一
般
化
 

等
々
さ
ま
ざ
ま
な
風
の
名
が
付
さ
れ
た
病
名
や
そ
の
 病
 

さ
れ
て
気
と
据
え
直
さ
れ
、
質
的
変
化
を
遂
げ
る
 よ
う
 に
 

理
 が
口
内
経
口
の
至
る
所
に
見
え
る
。
こ
こ
に
そ
れ
ら
の
 

も
な
っ
た
。
 

詳
し
い
事
例
を
示
す
こ
 

「
内
経
口
に
お
け
る
風
の
概
念
は
、
ま
さ
に
そ
の
 

気
 と
し
 て
の
風
に
近
い
。
不
調
和
に
陥
っ
た
身
体
に
感
応
し
て
 侵
聾
 す
る
外
邦
の
 代
 

表
 が
風
な
の
で
あ
る
。
風
は
「
 百
 病
の
 始
 」
「
 百
 病
の
 長
 」
な
ど
と
言
わ
れ
、
痛
風
・
 
脳
風
 ・
 漏
風
 ・
 労
風
 ・
 首
 風
 
・
 風
虐
 
・
豆
蔵
の
風
 

と
は
省
く
が
、
要
す
る
に
「
内
経
口
に
お
い
て
風
は
病
 因
 と
し
て
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
風
は
そ
 の
後
の
中
国
医
学
に
お
 

@
 
田
 @
 

げ
る
特
有
な
概
念
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
様
に
医
 論
 に
風
の
概
念
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
 

段
代
 以
来
の
 呪
術
的
世
界
観
に
お
け
 

る
 風
の
影
響
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
 が
ら
「
内
経
口
に
お
け
る
 風
は
 呪
術
的
世
界
観
に
お
け
 る
 風
と
は
明
ら
か
に
 質
 

を
 異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
「
内
経
」
に
は
風
に
つ
い
て
の
ま
た
一
つ
興
味
深
 い 記
載
が
あ
る
。
「
 霊
 極
目
の
九
官
 人
風
 簾
や
 歳
露
篇
に
 見
え
る
白
鳳
と
医
 論
 

と
の
関
わ
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
年
山
田
 慶
児
氏
は
、
一
 
九
セ
セ
 年
に
安
徽
省
 阜
陽
 県
の
前
漢
 汝
陰
侯
 墓
か
ら
 発
 見
さ
れ
た
天
文
観
測
・
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吸
収
さ
れ
て
い
る
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
 こ
ナ
 」
で
は
特
に
「
 風
 」
と
「
 夢
 」
に
関
す
る
記
載
に
着
目
し
 て
み
よ
う
。
 

 
  

 



 
 

如
 

病
を
患
っ
て
夢
に
黄
熊
を
見
た
話
（
「
左
伝
 
ヒ
昭
公
 セ
年
 ）
な
ど
の
如
く
・
 
夢
と
 疾
病
の
関
わ
り
を
伝
え
る
 説
話
も
少
な
く
な
い
。
疾
病
 

 
 

軸
の
原
因
を
何
ら
か
の
超
自
然
的
存
在
の
崇
 
禍
と
見
 な
す
呪
術
的
世
界
観
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
因
を
探
る
手
 段 と
し
て
夢
は
恰
好
の
材
料
Ⅰ
 

 
 

中
 

 
 

で
あ
り
、
病
因
の
究
明
と
占
夢
と
は
深
い
関
わ
り
を
有
し
 て
い
た
の
で
あ
る
。
 

呪術 

実
際
の
占
夢
は
必
ず
し
も
専
門
の
職
に
就
い
た
者
の
み
 が
 行
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
巫
術
の
一
つ
と
し
て
民
間
 の
 呪
術
師
た
ち
も
 行
 

っ
て
い
た
こ
と
は
㍉
左
伝
三
等
に
し
ば
し
ば
見
え
る
夢
の
 記
載
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
 医
 緩
の
登
場
 

す
る
語
や
、
 

晋
侯
が
大
 

と 医術 

@
 
㌍
 -
 

占
星
術
用
の
器
械
を
手
が
か
り
と
し
て
、
古
風
と
医
 論
 に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
考
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
特
に
 注
目
し
た
い
点
は
 、
占
 

風
説
を
医
論
に
導
入
し
た
一
派
（
山
田
氏
の
言
 う
 少
師
派
 ）
の
存
在
を
「
内
経
 ヒ
の
 叙
述
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
 、
そ
の
一
派
は
占
風
寒
 

の
 説
を
そ
の
核
心
に
お
い
て
否
定
し
、
身
体
の
生
理
的
 リ
 ズ
ふ
 と
い
う
内
的
条
件
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 占
 風
の
如
き
外
的
決
定
論
 

を
 乗
り
超
え
よ
う
と
す
る
医
家
の
立
場
を
示
し
て
い
る
 
、
と
の
所
説
で
あ
る
。
古
風
と
呪
術
と
を
短
絡
さ
せ
る
 こ
と
は
出
来
な
い
が
、
 

か
か
る
事
実
は
呪
術
的
世
界
観
に
通
ず
る
外
因
決
定
論
が
 内
因
重
視
へ
と
変
貌
 し
 、
内
経
医
学
の
中
に
吸
収
さ
れ
 て
い
っ
た
事
例
の
一
つ
 

と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
 

次
に
と
り
あ
げ
る
の
は
夢
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
。
 古
 代
 中
国
人
に
と
っ
て
、
神
秘
的
な
あ
る
種
の
お
告
げ
、
 

知
 ら
せ
と
見
な
さ
れ
て
 

い
た
夢
は
日
常
生
活
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
し
ば
し
ば
 歴
史
を
作
り
変
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
円
周
礼
三
春
官
 に
は
占
夢
の
官
職
が
記
 

さ
れ
、
そ
の
役
割
は
「
天
地
の
会
を
観
、
陰
陽
の
気
を
識
 則
 し
、
日
月
星
辰
の
運
行
を
以
て
、
正
夢
・
睡
夢
・
 思
 夢
 
・
 繕
夢
 ・
言
事
・
 擢
 

夢
の
六
夢
の
吉
凶
を
占
い
、
吉
夢
を
献
じ
て
悪
夢
を
祓
 除
す
る
」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
占
夢
と
は
か
な
り
高
度
な
 知
識
と
経
験
を
備
え
た
 

者
で
な
け
れ
ば
為
し
得
ぬ
役
割
な
の
で
あ
る
。
ま
た
同
室
 
日
大
 ト
 の
条
に
も
 致
夢
 
，
 綺
夢
 ・
 威
夢
 の
 三
 夢
を
掌
っ
て
 
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
 

@
 
弼
 @
 

占
夢
の
専
門
書
の
存
在
も
「
漢
書
目
芸
文
恵
に
は
見
え
 る
 。
こ
の
様
に
占
夢
は
著
・
亀
に
よ
る
占
い
と
共
に
 、
極
 め
て
重
視
さ
れ
て
 
ぃ
 

ヰ
ハ
こ
 

。
 



さ
れ
、
「
体
内
に
侵
 聾
 し
た
邪
気
が
一
定
の
所
に
留
ま
ら
 ず
 、
あ
ち
こ
ち
を
さ
ま
 よ
う
 と
き
に
、
 
営
 衛
の
二
気
が
 邪
気
と
一
緒
に
な
っ
て
 

流
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
 魂
 塊
も
飛
揚
し
て
精
神
が
安
定
 し
な
い
為
に
よ
く
夢
を
見
る
」
と
、
夢
の
病
理
機
序
が
 
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
 ぃ
 

る
 。
そ
れ
ら
は
病
症
の
一
種
で
あ
る
と
同
時
に
、
病
状
を
 診
断
す
る
上
で
の
重
要
な
手
が
か
り
と
さ
れ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 

要
す
る
に
月
内
経
 b
 に
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
記
さ
 れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
夢
の
分
析
に
は
、
巫
術
的
な
占
夢
 の
 如
き
神
秘
的
色
彩
 

は
な
く
、
医
学
的
タ
ー
ム
を
用
い
た
 八
 医
家
の
占
夢
 V
 と
 な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
夢
判
断
の
内
容
の
当
否
は
と
も
 か
く
、
近
年
本
格
的
に
 

精
神
医
学
等
の
領
域
で
扱
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
夢
が
 、
 「
 
内
経
 b
 の
如
き
 古
 医
書
に
か
く
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
 い
る
こ
と
は
驚
嘆
に
値
 

す
る
。
そ
こ
に
我
々
は
や
は
り
呪
術
的
世
界
に
お
け
る
 占
夢
の
伝
統
の
影
響
を
受
け
う
っ
、
そ
れ
を
独
自
の
立
場
 か
ら
捉
え
、
吸
収
し
て
 

い
っ
た
医
家
の
姿
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。
 

お
わ
り
に
 

古
代
中
国
に
お
い
て
、
巫
術
の
如
き
呪
術
的
行
為
の
一
環
 を
 為
し
て
い
た
医
療
は
、
次
第
に
呪
術
的
世
界
を
脱
皮
 し
、
 気
の
思
想
や
天
 

人
相
関
思
想
を
背
景
と
し
た
医
家
の
医
術
と
そ
の
体
系
 が
 構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
呪
術
的
医
療
 と
 中
国
伝
統
医
学
と
は
 

常
に
少
な
か
ら
ぬ
関
係
を
保
ち
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
 の
で
あ
る
。
 
@
7
-
3
 
V
 
 

特
こ
 不
老
長
生
を
希
求
し
、
 
養
生
 術
 を
重
 ん
ず
る
神
仙
説
や
道
教
 

り
 質
を
異
に
し
て
い
る
。
 

脈
要
 精
微
論
（
 素
 ）
で
は
、
 

身
 体
の
陰
陽
・
上
下
の
気
 や
 、
肺
気
・
 
肝
 気
が
盛
ん
と
な
 っ
 た
と
き
、
飢
餓
状
態
①
 

 
 
 
 

の
と
き
、
 
短
虫
 ，
長
虫
の
多
い
と
き
な
ど
、
十
一
種
の
場
 
合
 に
病
者
の
み
る
夢
が
、
ま
た
同
書
の
方
盛
衰
論
に
は
 王
威
 が
 虚
し
た
と
き
に
 

や
 と
 
・
 

み
る
夢
の
種
類
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

淫
邪
 発
芽
 篇
 
（
 霊
 ）
 
に
は
さ
ら
に
詳
細
に
邪
気
が
身
体
各
部
に
合
っ
た
 と
ぎ
 に
み
る
夢
の
内
容
が
示
 

「
内
経
口
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
 
夢
と
 疾
病
の
関
係
を
論
 じ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
は
そ
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
。
 し
か
し
内
容
は
か
な
 

 
 

 
 



中国古代における 呪術と医術 

註
 ㈹

「
 甲
 青
苧
南
史
論
叢
初
美
」
 

m
 
 （
一
九
五
四
、
ム
ロ
浩
大
通
書
 局
 ）
所
収
。
 

㈲
「
中
国
医
学
 之
 起
源
孝
昭
」
昌
大
陸
雑
誌
Ⅰ
第
二
巻
第
八
期
 、
一
九
五
 こ
 

㈲
た
と
え
ば
、
加
藤
 常
賢
 「
巫
祝
 考
 」
安
東
京
支
那
学
報
Ⅰ
 

一
 、
一
九
五
五
Ⅹ
藤
野
老
友
「
 巫
糸
 文
学
論
 ヒ
 （
一
九
六
九
、
大
 字
書
房
）
、
林
邑
 奈
 

夫
 
「
中
国
古
代
の
神
巫
」
安
東
方
学
報
 

ヒ
 三
八
集
、
一
九
六
 セ
 ）
な
ど
。
 

㈲
円
周
礼
 ヒ
 宗
伯
 礼
官
之
職
に
 、
「
男
巫
」
「
女
巫
」
と
あ
る
 
@
 
」
と
は
そ
の
 
一
 証
で
あ
る
。
 

㈲
狩
野
直
喜
「
 説
巫
 補
遺
」
（
一
九
一
七
、
「
支
那
学
文
教
 
口
 ｜
み
す
ビ
 
書
房
、
一
九
七
三
 1
 所
収
）
 

㈲
た
と
え
ば
「
 昭
 玉
吉
 疾
 、
 ト
日
 、
河
烏
黒
」
（
「
左
伝
 b
 哀
 分
エ
八
年
）
、
「
圭
子
英
王
、
王
待
子
腋
臭
、
諸
侯
真
下
立
志
英
聖
 

、
政
商
 其
身
 」
（
 回
 、
 

昭
公
 
二
六
年
Ⅰ
「
 予
 疾
病
、
子
路
 請
商
 」
（
「
論
語
 し
述
而
 ）
 と
 い
っ
た
言
葉
か
ら
そ
れ
が
窺
え
る
。
 

Ⅲ
 

巫
と
 医
が
別
々
の
職
を
指
す
も
の
か
、
同
一
の
 職
 と
考
え
 て
よ
い
か
に
つ
い
て
は
、
古
来
意
見
か
分
か
れ
て
い
る
。
 
特
 に
ョ
論
語
ヒ
子
路
の
 

「
大
雨
燕
 恒
 、
不
可
 以
作
巫
皆
 」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
は
名
高
 い
が
、
狩
野
氏
は
前
掲
論
文
で
、
そ
の
 巫
皆
 は
 ト
簸
と
 同
じ
こ
 
と
で
あ
る
か
ら
 

 
 
 
 
 
 
 
 

分
け
て
考
え
る
べ
き
で
な
い
と
言
い
、
ま
た
医
は
巫
か
ら
派
出
 し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

㈲
 

シ
ゲ
 リ
ス
ト
同
文
明
と
病
気
ロ
下
二
九
七
三
、
岩
波
書
 
店
 ）
二
頁
、
参
照
。
 

 
 

㈲
「
説
文
新
義
 ロ
 二
九
七
三
、
五
典
書
院
）
第
十
四
巻
 
三
 一
 
0
 頁
 ・
「
漢
字
の
世
界
 ヒ
 2
 
 （
一
九
七
六
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
 
）
一
一
一
一
一
二
 

!
 
四
頁
。
 

と
の
関
わ
り
は
密
接
で
あ
っ
た
。
 

本
稿
は
中
国
古
代
の
呪
術
と
医
術
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
 、
従
来
の
諸
見
解
を
ふ
ま
え
な
が
ら
出
来
る
限
り
概
括
 的
に
示
す
こ
と
を
 試
 

み
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
小
穂
で
は
論
及
し
得
ぬ
 数
々
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
呪
術
的
 思
考
と
科
学
的
思
考
の
 

類
似
や
相
異
が
近
年
盛
ん
に
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
 中
 国
 古
代
の
呪
術
と
医
術
の
基
本
的
な
思
考
様
式
を
、
近
代
 科
学
の
そ
れ
を
基
軸
と
 

し
て
考
察
す
る
必
要
な
ど
も
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
医
家
が
 採
用
し
た
天
人
相
関
思
想
や
陰
陽
・
五
行
論
は
興
味
深
 い
 対
象
と
な
る
。
中
国
 

古
代
に
お
け
る
呪
術
と
医
術
の
関
わ
り
に
対
す
る
も
 う
 一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
し
て
、
今
後
の
課
題
と
し
 モ
ハ
 

、
り
こ
、
 

。
 



    (191 1181  ほ田 161 1 助は田仁助         
遷な 禅 な故 

起   
之第 

にわ っが 

伝 り て   
い 「 方 

存 し 」 l 

な宗 弁参 冒 もまな しは 

ま ・ ン   
然 れ ゲ文 

時 し 
て リ 献 
い ス 的 

の黎 
た ト に 
の がは 
で 言 確 

あ ぅ 認、 

て論 
徒 
自   
此 世賢 とであ 、 
興、 3 ョ である。 過 への 対して   

一九 校 % 
  

波 も 
外 

術 、 は 
に @ 「 伝 ） 呪全 
お遊 

ヒ @ の 街 く 

げ世 
。 ㍉ 

目 的 別 

  る 上   侍 医 個     --@  ト 
衡 

円証   つ鮫 [1=   
0 % な て 知 経 

類 と 想 ヒ ど 大 き験 
本 神 約 封   き 原に 

(158)@ 46 



中国古代に   % け る 呪術と医術 

  

草
し
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

㈹
拙
稿
「
黄
帝
と
医
学
 ｜
 「
黄
帝
内
経
ト
 の
 成
立
事
情
を
め
 ぐ
っ
て
ー
」
 
宙
 日
本
管
史
学
雑
誌
 目
 二
六
巻
四
号
、
一
九
八
 0
 ）
 参
照
。
 

㈱
定
本
と
し
て
は
「
 重
広
 補
注
黄
帝
内
経
 素
 間
目
（
国
立
中
屋
 薬
研
究
所
、
民
国
四
九
年
）
及
び
「
 霊
枢
経
ヒ
 
（
中
華
書
局
、
民
 国
 六
二
年
，
）
を
 用
 

い
る
。
 

㈹
拙
稿
「
（
 素
問
 医
学
）
の
思
想
 ｜
 中
国
伝
統
医
学
の
基
本
的
 考
え
か
た
 ｜
 」
 ミ
 倫
理
思
想
研
究
口
四
号
、
一
九
七
九
）
参
照
  
 

翅
 

拙
稿
「
中
国
古
代
医
学
に
お
け
る
五
行
論
の
考
察
１
銭
 灸
 系
 医
学
に
つ
い
て
ー
」
 

宗
 倫
理
思
想
研
究
 b
 五
号
、
一
九
八
 0
 ）
 参
照
。
 

㎝
以
下
、
素
は
「
 素
間
 し
の
、
霊
は
「
 霊
枢
ヒ
 
の
略
称
と
す
 
る
 。
 

㈹
馬
王
堆
 漢
墓
 吊
書
整
理
小
組
繍
「
五
十
二
宿
渋
口
（
文
物
 
出
 版
 社
、
一
九
七
九
）
 

㈹
口
内
経
 b
 に
お
い
て
、
か
か
る
尚
古
主
義
的
考
え
か
た
は
、
 

他
 に
上
古
天
真
論
（
 素
 ）
、
湯
波
 酵
醸
論
 
（
 
素
 ）
な
ど
に
顕
著
 で
あ
る
。
 

㈲
赤
塚
 忠
 「
中
国
古
代
の
宗
教
と
文
化
 
ヒ
 （
一
九
 セ
七
 、
角
川
 書
店
）
四
一
五
 @
 四
四
 0
 頁
 。
 

㈱
加
納
喜
光
「
医
書
に
見
え
る
気
論
 
｜
 中
国
伝
統
医
学
に
お
 け
る
病
気
鋭
 ｜
 」
（
口
気
の
思
想
 ヒ
 、
一
九
七
八
、
東
京
大
学
出
版
 会
所
収
）
参
照
。
 

㈹
「
九
官
 人
 風
説
と
少
師
派
の
立
場
」
安
東
方
学
報
 ヒ
 五
二
集
 、
一
九
八
 0
 ）
 

㈱
 

数
術
略
 に
見
え
る
「
黄
帝
 長
 櫛
占
夢
 ヒ
 「
背
徳
 長
柳
 占
夢
 口
 な
ど
。
 

㈱
 

N
.
 

セ
ビ
ン
「
中
国
伝
統
の
儀
礼
的
医
療
に
つ
い
て
し
 宙
 道
教
の
総
合
的
研
究
㌔
一
九
七
七
、
国
書
刊
行
会
所
収
）
 

参
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ま
ず
形
而
上
学
で
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
 

-
4
-
 
「
有
限
な
思
考
 

実
体
と
し
て
の
精
神
」
「
無
限
な
思
考
実
体
と
し
て
の
神
 

」
「
 
無
 際
限
な
延
長
 49 

-
3
@
 

1
6
1
 

 
 

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
は
 、
大
 ぎ
く
形
而
上
 学
 
・
自
然
学
・
道
徳
の
三
者
か
ら
成
っ
て
い
る
。
 

い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
 

ハ
ス
カ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
は
 
、
 デ
カ
ル
ト
哲
学
の
挫
折
 克
 

第
一
章
パ
ス
カ
ル
と
自
然
 

Ⅲ
デ
カ
ル
ト
 

服
 と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
 哲
学
の
整
理
か
ら
 始
 

 
 

-
l
l
-
 

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
は
誤
っ
て
 い
 

を
 享
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
パ
ス
カ
ル
 る

と
思
う
。
 

は
 デ
カ
ル
ト
 本

稿
の
主
題
は
 、
 

が
 既
に
見
出
し
た
 右

の
よ
う
な
パ
ス
カ
ル
解
釈
に
抗
し
て
、
デ
カ
ル
ト
も
 神
の
火
 

@
2
@
 

宗
教
的
次
元
を
更
に
越
え
た
宗
教
的
次
元
を
見
出
し
た
の
 だ
と
 

序
 

か
つ
て
行
わ
れ
て
き
た
し
今
後
も
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
 ハ
ス
カ
ル
解
釈
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
神
は
自
 無
学
根
拠
付
け
の
 為
 

に
 要
請
さ
れ
た
単
な
る
機
械
 仕
 掛
の
神
に
過
ぎ
な
い
が
、
 

ス
ヵ
ル
ほ
 そ
の
 ょ
う
 な
神
を
越
え
た
生
け
る
神
を
発
 見
し
た
、
と
す
る
も
の
 

デ
カ
ル
ト
哲
学
と
パ
ス
カ
ル
の
キ
リ
 
ス
ト
 教
 

宮 

水 

泉
 



し
て
の
宇
宙
を
互
い
に
等
し
い
多
く
の
部
分
に
分
割
し
、
 

こ
れ
ら
諸
部
分
に
運
動
を
与
え
て
無
数
の
球
体
状
渦
巻
 

を
 生
ぜ
し
め
た
。
こ
の
 

限
 に
延
長
す
る
宇
宙
空
間
に
は
無
数
の
恒
星
が
輝
い
て
お
 り
 、
そ
れ
ら
無
数
の
恒
星
の
内
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
 我
 が
 太
陽
の
ま
わ
り
に
は
 

水
星
・
金
星
・
地
球
・
火
星
・
木
星
・
土
星
の
六
惑
星
 が
 回
転
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
 
六
 惑
星
の
う
ち
地
球
の
ま
 わ
り
に
は
一
つ
の
衛
星
 

（
月
）
が
、
木
星
の
ま
わ
り
に
は
四
つ
の
衛
星
が
、
土
星
 
の
ま
わ
り
に
は
二
つ
の
衛
星
が
更
に
回
転
し
て
お
り
、
 そ
 し
て
規
則
正
し
く
 運
 

付
 す
る
こ
の
宇
宙
空
間
を
時
折
 慧
星
 が
横
切
る
。
宇
宙
 が
 現
に
有
し
て
い
る
大
体
の
構
造
は
以
上
の
如
き
も
の
で
 あ
る
。
で
は
第
二
に
 、
 

か
く
の
如
き
宇
宙
は
一
体
如
何
に
し
て
生
成
し
た
の
か
。
 極
く
 簡
単
に
要
約
し
よ
う
。
神
は
 、
 自
ら
の
創
造
し
た
 無
 際
限
な
延
長
実
体
と
 

無
 際
限
な
延
長
」
に
あ
る
こ
と
、
第
二
に
星
・
 

タ
 ・
 
ロ
 ・
 
海
な
ど
の
個
物
は
「
物
質
諸
部
分
の
運
動
」
に
因
っ
て
 

生
ず
る
こ
と
が
論
じ
 
ろ
 

れ
て
い
る
。
次
に
宇
宙
自
然
学
が
展
開
さ
れ
て
し
る
 

カ
、
 
@
2
-
1
 

@
 
マ
ナ
 
こ
こ
で
は
第
一
に
宇
宙
の
構
造
が
究
明
さ
れ
る
。
即
ち
 

、
三
次
元
に
渡
り
無
際
 

自
然
学
で
は
、
ま
ず
原
理
論
に
於
て
 

-
I
@
1
 
 
、
第
一
に
空
間
の
本
 

質
は
物
体
の
本
質
に
等
し
く
、
物
体
の
本
質
は
「
長
さ
 

幅
 ・
深
さ
に
於
け
る
 

ら
ノ
 
「
 
桂
 Ⅱ
ネ
ム
」
 

@
 
ハ
 
Ⅰ
 
-
 を
ま
と
っ
て
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

（
⑩
 
-
 

形
而
上
学
に
よ
っ
て
そ
の
現
実
性
（
単
に
仮
説
的
 演
縄
 的
な
も
の
で
な
く
、
現
実
世
界
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
 と
 ）
が
保
証
さ
れ
た
 

量
に
 於
て
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
 

@
8
@
 
そ
し
て
若
年
に
 
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
の
原
始
的
根
源
的
な
体
験
が
 

、
 コ
省
 
祭
ヒ
 に
 於
て
論
証
と
い
 

神
 」
（
デ
カ
ル
ト
的
理
性
）
が
、
「
 
無
 際
限
な
延
長
実
体
 と
し
て
の
物
体
」
の
現
実
存
在
を
覚
知
し
た
の
で
あ
る
。
 全
き
自
己
解
体
の
果
て
 

に
我
 ・
 ヤ
 ・
世
界
の
存
在
を
一
挙
に
直
証
す
る
か
く
の
 如
 き
 神
秘
的
直
観
を
 

@
7
@
 
 

デ
ヵ
 ル
ト
 が
初
め
て
得
た
の
は
彼
が
 
二
十
三
歳
の
時
、
戸
部
 

 
 

の
 極
点
に
於
て
、
「
 
真
 無
限
」
「
無
限
の
力
」
「
生
け
る
 

全
 体
 」
と
し
て
の
神
を
 

-
6
@
 
 

我
が
内
に
宿
し
得
た
「
有
限
な
 

思
考
実
体
と
し
て
の
 

精
 

カ
ル
ト
が
、
外
延
的
自
然
は
真
仁
存
在
す
る
自
然
で
あ
る
 か
と
問
い
つ
つ
終
に
、
身
体
を
離
れ
た
精
神
に
到
達
し
 、
そ
し
て
 此
 我
こ
そ
 真
 

（
 
氏
 
5
@
 

の
 我
で
あ
り
自
由
の
我
で
あ
る
と
悟
っ
た
時
、
自
然
も
亦
 

 
 

即
ち
懐
疑
の
自
己
否
定
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実
体
と
し
て
の
物
体
」
の
現
実
存
在
の
論
証
で
あ
る
が
、
 

こ
の
論
証
は
如
何
に
解
さ
れ
る
べ
 
き
か
 。
我
々
の
 解
 釈
は
単
純
で
あ
る
。
「
 
デ
 

50 



 
 

は
 （
現
代
医
学
が
現
に
そ
う
し
て
い
る
 よ
う
 に
）
日
常
的
 次
元
で
の
生
の
矛
盾
を
無
際
 

 
 

曲
限
 に
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
生
を
無
際
 限
の
彼
方
に
延
ば
す
術
を
案
じ
て
も
 今
 此
処
に
 撮
 ま
れ
る
 全
体
が
な
け
れ
ば
共
生
 は
充
 

-
 
㏄
 @
 

力
 
実
し
た
も
の
と
い
わ
れ
な
い
、
生
を
延
ば
す
 よ
 り
 死
 を
 恐
れ
ぬ
こ
と
の
方
が
大
切
な
の
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
 
次
 

 
 

レ
 
/
 

-
 
ね
 -
 

 
 

-
 
・
 
ア
 

合
一
の
立
場
に
立
つ
ス
ト
ア
的
道
徳
で
あ
り
、
こ
れ
は
 情
念
の
形
而
上
学
的
制
御
の
法
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 即
ち
、
第
一
に
 、
 我
々
 

スカ 

ほ
 つ
い
て
の
自
然
学
的
に
真
な
る
判
断
に
則
し
て
行
動
す
 る
よ
う
な
新
た
な
「
習
慣
」
を
身
体
に
課
し
て
「
身
体
 の
 気
質
」
を
変
え
て
し
 

かめ キリスト教 

景 術 日 

ヰこ 的 常 
し 追 約 
て 徳 感 
情 で 覚 
念 あ 的 
な り な 
生 、 生 
理 こ は 
学 れ 様 
的 サ ま 々 

心 情 な 
理 念 矛 
学 の 盾 
的 宮 を 
に 然 字 
分 学 ん 
析 的 で 

  
す め   
こ 法 こ 

と で の 

は あ 矛 
よ る 盾 
り と を   
神 て し 

の よ よ 

カ 」 い 。 う と 

を 即 し 
強 ち て 
め 、 ま 

る 第 ず 
現 "- 」 と - ls  一 は れ る 

第 既 の 
二 に が 
に 見 心 

、 た 身 

精 デ 分 
ネ中 力 萬佳 

が め の 
既 ト 立 
に 白 楊 
持 然 @ 
つ 単 立 

善 な っ 

悪 背 技 

デ
カ
ル
ト
自
然
学
は
大
凡
以
上
の
様
な
形
を
し
て
い
る
。
 そ
の
見
取
図
は
現
代
自
然
科
学
の
全
分
野
を
網
羅
し
て
 い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 

-
 
Ⅳ
 -
 

テ
カ
ル
ト
道
徳
は
、
形
而
上
学
と
自
然
学
を
前
提
し
て
 成
 り
 立
つ
「
技
術
的
ス
ト
ア
的
な
道
徳
」
で
あ
る
。
心
身
 合
一
の
立
場
に
立
つ
 

火
 ・
磁
石
等
）
の
本
性
が
、
宇
宙
自
然
学
に
於
け
る
と
 同
 等
の
仕
方
で
究
明
さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
哲
学
原
理
 ヒ
 ほ
 第
四
部
で
終
っ
て
 い
 

る
が
、
予
定
で
は
更
に
、
第
五
部
で
生
物
（
動
植
物
）
の
 
水
 性
が
 、
第
六
部
で
人
間
の
本
性
が
自
然
学
的
究
明
を
 ぅ
 

 
 

二
元
素
の
集
積
に
よ
っ
て
天
空
が
生
じ
、
 

ま
 

衛
星
や
慧
 星
 に
転
生
し
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
 

に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
た
が
、
 
カ
ソ
ト
 ・
ラ
 ブ
ラ
 

@
 
巧
 @
 

る
が
、
こ
こ
で
は
、
地
球
の
内
部
構
造
、
 

た
 既
に
発
生
し
 

か
ト
 が
展
開
し
 

ス
 に
よ
っ
て
 高
 

地
表
個
物
（
 山
 た

 幾
つ
 

た
こ
の
 

び
 採
り
 

・
 海
 

顕 さ と そ 
礁 て さ の 
等 、 え 表 
） 字 育 面 
の 宙 え に 

出 自 る 第 

三元 成 、 無学 宇宙 

無 に 生 麦 
生 続 成 の 
幼 く 論 集 
（ の は 積 
空 は 後 を 
気 地 に 受 球 け 

大白 ・ 然ュ、 二て 
鉱 学 l 惑 
物 で ト 星 
  あ 、 ノ や 

第
一
元
素
・
透
明
な
第
二
元
素
・
不
透
明
な
第
三
元
素
 の
 主
要
三
元
素
に
分
岐
し
た
。
そ
し
て
第
一
元
素
の
集
積
 に
よ
っ
て
恒
星
が
・
 第
 

無
数
の
渦
巻
運
動
に
因
り
大
小
様
々
な
無
数
の
微
粒
子
が
 宇
宙
を
満
た
し
た
が
、
こ
の
微
粒
子
は
更
に
そ
の
大
き
 さ
に
従
っ
て
、
光
輝
く
 



こ
の
期
間
パ
ス
カ
ル
が
従
っ
て
い
た
思
想
の
骨
格
は
 、
コ
 真
空
論
序
説
 ヒ
 に
よ
っ
て
窺
え
る
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
 

つ
い
て
は
「
。
 へ
｜
 コ
ン
 や
デ
ヵ
ル
ト
 
を
享
け
て
コ
進
歩
の
 観
念
ヒ
を
明
か
に
主
張
」
す
る
と
共
に
、
他
方
神
学
に
 

-
 
お
 -
 

て
て
記
憶
に
 
よ
 る
歴
史
神
学
こ
そ
真
で
あ
る
」
と
し
て
い
 る
 。
こ
れ
は
「
 父
 パ
ス
カ
ル
が
教
え
た
宗
教
と
科
学
の
 か

 は
、
一
方
自
然
学
に
 

つ
い
て
は
「
理
性
を
す
 

二
元
論
」
の
大
規
模
な
 

-
 
ユ
 @
 

自
由
に
意
志
的
に
決
断
す
る
、
と
い
う
、
知
性
的
客
観
 性
 と
意
志
的
主
体
性
と
の
二
元
論
」
と
大
ま
か
に
定
義
す
 る
な
ら
、
あ
っ
た
と
 思
 

-
 
お
 @
 

ぅ
 。
そ
れ
は
、
「
最
初
の
回
心
」
を
体
験
し
た
二
十
三
歳
 頃
か
ら
「
世
俗
時
代
」
の
始
ま
る
二
十
九
歳
頃
 迄
の
パ
 ス
 ヵ
ル
で
あ
る
。
 

の
 自
由
に
な
ら
ぬ
事
柄
（
 偉
倖
 に
よ
っ
て
我
々
に
も
た
 ら
さ
れ
る
「
外
的
善
」
）
と
我
々
の
自
由
に
な
る
事
柄
（
 
技
術
的
道
徳
の
限
り
を
 

尽
し
た
理
性
的
意
志
に
よ
っ
て
「
神
と
全
く
一
体
と
な
 る
こ
と
」
）
を
充
分
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
そ
 し
て
前
者
に
対
し
て
は
 

「
「
 
ぬ
ェ
 
し
き
欲
望
 ヒ
を
 抱
い
て
は
な
ら
な
い
」
が
、
後
者
に
 

対
し
て
は
「
如
何
に
強
い
欲
望
を
向
け
て
も
過
ぎ
る
こ
 と
は
な
い
」
。
か
く
し
て
 

我
々
は
「
神
と
意
志
的
に
全
く
一
体
と
な
り
つ
つ
、
 神
 の
 意
志
が
実
現
さ
れ
る
車
ょ
 り
 外
、
 此
世
 で
何
も
望
ま
な
 
」
く
な
り
「
故
に
も
は
 

や
 死
も
苦
痛
も
恥
辱
も
恐
れ
な
」
く
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
 我
々
が
「
自
力
で
求
め
て
 得
 べ
き
「
最
高
善
 b
 」
な
の
 
で
あ
る
。
次
に
、
技
術
 

-
2
-
 

的
 道
徳
の
場
合
と
同
じ
く
第
二
に
、
精
神
が
既
に
持
つ
義
 曇
り
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
に
真
な
る
判
断
を
血
肉
化
 
す
る
が
如
 き
 新
た
な
る
 

@
 
お
 @
 

身
体
的
「
習
慣
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
 死
を
恐
れ
ぬ
方
法
」
と
し
て
の
ス
ト
ア
的
道
徳
と
は
、
 か
く
の
 如
 ぎ
も
の
で
あ
 

る
 。
デ
カ
ル
ト
道
徳
は
以
上
の
様
な
技
術
的
道
徳
と
ス
ト
 ア
的
 道
徳
の
二
契
機
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
 （
結
局
、
科
学
）
は
後
 

者
（
結
局
、
宗
教
）
に
支
え
を
求
め
る
が
、
後
者
は
ま
 ム
 
に
 直
ち
に
前
者
に
支
え
を
求
め
る
。
デ
カ
ル
ト
道
徳
は
 、
 科
学
と
宗
教
と
の
動
的
 

な
 統
一
な
の
で
あ
る
。
 

笏
 

パ
ス
カ
ル
 

 
 

ハ
ス
カ
ル
は
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
 か
 。
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
（
右
に
我
々
が
整
理
し
た
と
こ
 ろ
を
充
分
念
頭
に
お
 

ぎ
つ
つ
）
「
一
方
自
己
が
世
界
を
客
観
的
に
見
据
え
る
 科
 学
的
知
性
を
行
使
す
る
と
と
も
に
、
他
方
そ
の
自
己
は
 そ
う
い
う
世
界
の
中
で
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デカルト哲学とバスカルのキリスト 教 

一
方
、
宗
教
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
パ
ス
カ
ル
の
宗
教
は
 「
合
理
的
ス
コ
ラ
的
神
学
を
み
と
め
ず
、
歴
史
的
実
証
 神
学
の
み
が
本
当
の
神
 

-
 
簗
 -
 

学
 で
あ
る
、
と
す
る
」
ジ
ャ
 ソ
セ
 
ニ
ス
ム
で
あ
り
、
 

こ
 れ
は
ジ
ェ
 
ジ
ュ
イ
 ，
ト
の
 
学
校
教
育
を
受
け
た
デ
カ
ル
ト
 の
神
学
（
形
而
上
学
）
 

が
 、
後
者
は
再
び
前
者
の
襲
撃
を
受
け
て
理
性
の
絶
対
的
 

越
え
て
そ
の
内
実
を
見
れ
ば
ど
う
か
。
 

デ
ヵ
 ル
ト
宗
教
の
 

が
 神
の
存
在
論
的
証
明
を
是
と
す
る
合
理
的
な
も
の
で
 

は
 パ
ス
カ
ル
の
ジ
ャ
ン
 
セ
 
ニ
ス
ム
は
 じ
 こ
ス
 
フ
か
 。
 円
ド
 ・
 サ
 

こ
の
対
話
の
内
容
は
ハ
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
懐
疑
論
的
怠
惰
 

あ
っ
た
の
と
著
し
く
 対
趺
 的
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
面
上
 

シ
氏
 と
の
対
話
 b
 が
こ
の
間
に
答
え
て
く
れ
る
。
 

オ
 盾
の
淵
に
沈
み
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
も
の
と
し
 

内
実
は
、
本
章
田
の
検
討
か
ら
判
る
よ
う
に
、
ス
ト
ア
 

の
 哲
学
は
 
エ
 ピ
ク
テ
ト
ス
の
独
断
論
的
傲
慢
の
哲
学
に
 

神
秘
主
義
で
あ
る
。
で
 

て
 最
後
に
キ
リ
ス
ト
教
 

の
こ
の
よ
う
な
相
異
を
 

よ
っ
て
越
え
ら
れ
る
 

が
 現
れ
る
Ⅴ
と
要
約
で
き
る
し
、
ま
た
こ
れ
以
外
の
形
に
 要
約
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
対
話
が
行
 わ
れ
た
の
は
「
決
定
的
 

回
心
」
直
後
の
一
六
五
五
年
一
月
頃
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
 対
話
で
パ
ス
カ
ル
が
開
陳
し
た
右
の
内
容
は
・
「
決
定
 的
 回
心
」
に
到
る
迄
の
 

道
徳
的
宗
教
的
生
の
変
遷
に
つ
い
て
の
パ
ス
 ヵ
ル
 
自
身
 に
よ
 る
哲
学
的
回
想
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
 

@
 
㏄
 -
 

さ
て
、
論
述
を
先
に
進
め
る
前
に
、
こ
こ
で
パ
ス
カ
ル
に
 於
け
る
「
回
心
」
の
意
味
を
簡
単
に
見
定
め
て
お
か
れ
 ば
な
ら
な
い
。
「
 
回
 

 
 

心
 」
と
言
わ
れ
る
場
合
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
単
な
 る
 知
解
に
よ
っ
て
も
し
く
は
神
の
火
を
享
け
る
こ
と
に
 よ
っ
て
「
 虹
 信
仰
か
ら
 

 
 

信
仰
へ
」
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
を
「
回
心
 A
 」
 と
 呼
ば
 う
 ）
。
も
 う
 ひ
と
っ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
回
心
 
A
 」
に
よ
っ
て
既
に
受
 

 
 

寄
 さ
れ
て
い
る
宗
教
の
枠
内
で
「
形
式
主
義
と
習
慣
に
 依
 挺
 し
た
型
通
り
の
宗
教
的
生
か
ら
、
心
の
奥
底
か
ら
感
 愛
 さ
れ
る
神
の
愛
へ
」
 

53@ (165) 
 
 

く
の
如
き
二
元
論
を
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
 こ
の
二
元
論
の
う
ち
ま
 

ず
 科
学
に
つ
い
て
み
る
と
、
パ
ス
 ヵ
ル
 の
科
学
の
方
法
 は
 具
体
か
ら
抽
象
へ
と
同
 5
 帰
納
的
方
法
で
あ
っ
て
 、
こ
 れ
は
 デ
カ
ル
ト
の
抽
象
 

-
 
及
 @
 

か
ら
具
体
へ
と
同
 9
 横
澤
 的
 方
法
と
正
反
対
に
と
言
っ
て
 い
い
 程
昇
 
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
上
の
著
し
い
 相
異
は
あ
る
が
、
し
か
 

し
 デ
カ
ル
ト
・
パ
ス
カ
ル
両
者
は
近
代
科
学
の
定
立
者
で
 あ
っ
た
点
で
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
似
た
こ
と
が
 、
 上
の
二
元
弘
冊
の
残
る
 

  



 
 

決
定
的
に
回
心
し
た
。
決
定
的
に
と
舌
ロ
う
の
ほ
、
パ
ス
 

力
 め
 の
キ
リ
ス
ト
教
の
質
（
深
さ
・
あ
る
い
は
次
元
と
言
 っ
て
も
よ
い
）
が
こ
の
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
④
一
六
五
四
年
十
一
月
二
十
三
日
の
夜
 
ハ
ス
カ
ル
は
、
「
最
初
の
回
心
」
時
に
既
に
享
け
た
と
 
同
 一
の
神
の
火
を
享
 
け
 、
 

が
 、
対
話
に
於
て
は
非
神
話
化
さ
れ
、
モ
ン
テ
 一
 ニ
ュ
 哲
 学
と
 
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
哲
学
の
人
間
的
総
合
の
不
可
能
性
 と
し
て
表
現
さ
れ
て
 ぃ
 

@
 
㏄
 @
 

執
着
心
」
に
そ
も
そ
も
の
始
め
か
ら
そ
の
中
枢
を
冒
さ
 れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
結
局
 ェ
 

還
元
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
③
二
八
五
二
年
 頃
か
ら
「
決
定
的
回
心
」
迄
の
「
世
俗
時
代
」
の
パ
ス
 

-
 
縫
 -
 

の
 極
め
て
大
き
な
見
放
し
」
目
コ
 

ム
俺
 P
 コ
隼
 き
が
 コ
年
 。
 
コ
 罵
ヨ
の
 三
ロ
 岸
 
3
 
忘
年
の
し
 ざ
 口
を
体
験
し
た
。
 

こ
 ヒ

ク
テ
 ト
ス
的
独
断
論
に
 

力
 め
 は
、
「
神
の
側
か
ら
 

の
時
体
験
さ
れ
た
深
き
淵
 

 
 

-
 ㌍
 @
 

同
一
の
神
の
火
を
既
に
享
け
た
。
だ
が
か
く
て
成
っ
た
 ハ
ス
カ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
パ
ス
カ
ル
自
身
も
気
付
か
 な
か
っ
た
「
世
俗
へ
の
 

移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
を
「
回
心
 B
 」
と
呼
ば
 う
 ）
。
と
こ
ろ
で
、
 幼
 小
の
頃
か
ら
「
実
例
や
教
育
に
 ょ
 っ
て
」
「
堅
固
な
キ
リ
ス
 

ト
教
 信
仰
」
を
吹
き
込
ま
れ
て
き
た
パ
ス
 ヵ
か
 は
「
回
心
 
A
 」
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
 、
 彼
に
と
っ
 
て
 
「
回
心
」
と
は
常
に
 

「
回
心
 B
 」
を
意
味
し
た
。
彼
は
「
回
心
 B
 」
を
幾
度
も
 繰
 返
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
パ
ン
セ
 ヒ
 に
示
さ
れ
て
い
る
 如
き
キ
リ
ス
ト
教
に
達
 

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
拘
ら
ず
「
回
心
 A
 」
と
 
「
回
心
 B
 」
の
相
異
性
は
「
思
わ
れ
て
い
る
 程
 大
き
く
 は
な
い
」
。
「
 無
 信
仰
者
 

に
よ
っ
て
辿
ら
れ
る
道
は
、
よ
り
長
く
は
あ
る
が
、
実
質
 的
に
は
（
信
仰
者
の
辿
る
道
と
）
異
な
ら
な
い
」
。
と
い
 う
の
は
、
こ
れ
ら
 
二
 

種
類
の
「
回
心
」
は
、
い
ず
れ
も
「
自
己
へ
の
愛
」
 か
 ら
 
「
神
へ
の
愛
」
へ
の
自
己
否
定
的
転
換
の
運
動
で
あ
る
 と
い
う
点
で
、
一
致
し
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
 い
た
上
で
、
話
を
元
に
戻
そ
 う
 。
 

ド
 ・
 サ
シ
氏
 と
の
対
話
で
明
か
さ
れ
た
と
 見
徴
 さ
れ
る
 先
 程
の
回
想
を
も
と
に
、
パ
ス
カ
ル
の
道
徳
的
宗
教
的
 生
 を
 改
め
て
（
今
度
は
 

陰
影
を
意
識
的
に
強
く
付
げ
な
が
ら
）
見
直
し
て
み
 よ
 う
 。
す
る
と
、
次
の
様
な
屈
折
し
た
伝
記
が
浮
き
上
っ
て
 く
る
。
 八
 ①
「
最
初
の
 

回
心
」
迄
の
パ
ス
カ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
は
「
習
慣
に
よ
る
 

 
 

懐
疑
論
に
還
元
で
き
る
 

性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
②
一
六
四
一
八
年
「
最
初
の
回
心
 

」
に
於
て
パ
ス
カ
ル
は
 、
 後
に
「
決
定
的
回
心
」
時
に
 享
 け
 直
す
で
あ
ろ
う
と
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デヵル ト 哲学とパスカルのキリスト 教 

 
 

極
小
方
向
に
も
無
際
限
に
延
長
す
る
同
一
の
近
代
機
械
 

論
的
 宇
宙
が
、
一
方
デ
カ
ル
ト
に
は
「
理
性
の
透
明
に
見
 

通
し
う
る
統
一
体
」
と
  

 

し
て
現
れ
て
い
る
の
 
に
 対
し
、
他
方
パ
ス
 
ヵ
ル
 に
 は
 「
 
そ
 の
は
じ
め
（
無
限
小
）
と
お
わ
り
（
無
限
大
）
と
の
 

知
 

  

者
 」
デ
カ
ル
ト
が
「
価
値
の
実
 現
 可
能
性
の
場
と
し
て
、
従
っ
て
円
坐
 

ヒ
の
 可
能
の
場
 と
 し
て
」
見
た
同
一
の
 
近
 
5
 

論
じ
た
と
こ
ろ
の
 弓
 情
念
論
 ヒ
 に
お
い
て
典
型
的
に
示
 
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
精
神
 

適
用
を
も
し
り
 
ぞ
げ
 

-
8
-
3
 
 

」
、
 

結
局
人
間
は
 

、
 デ
カ
ル
ト
的
 心
 身
 合
一
体
で
あ
る
と
い
う
 

で
き
な
い
」
 
し
 「
ま
し
て
精
神
が
何
で
あ
る
か
理
解
で
ぎ
 

な
い
」
 し
 「
い
わ
ん
や
、
 

解
 で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。
 

「
こ
の
無
限
の
空
間
の
、
永
遠
の
沈
黙
が
私
を
戦
 

快
 さ
せ
る
 」
 拙
｜
棚
 ：
ハ
ス
カ
ル
 

や
 道
徳
問
題
へ
の
普
遍
数
学
的
・
機
械
論
的
方
法
の
 

正
に
そ
の
こ
と
の
故
に
、
「
物
体
が
何
で
あ
る
か
理
解
 

物
体
が
如
何
に
し
て
精
神
と
結
合
し
得
る
か
全
く
理
 

の
有
名
な
こ
の
一
句
が
示
す
よ
り
に
、
極
大
方
向
に
も
 

挺
 さ
れ
た
叛
逆
の
場
」
 

父
 -
 （
こ
れ
を
今
後
パ
ス
 

ヵ
 ル
的
理
性
 
と
 呼
ぶ
）
と
化
し
た
。
こ
の
挫
折
は
 

、
 「
パ
ン
セ
 
ヒ
棚
｜
 
桟
 末
尾
で
は
次
の
様
に
 

 
 

 
 

 
 

時
 決
定
し
た
か
ら
で
あ
る
Ⅴ
。
と
こ
ろ
で
上
の
②
の
 ェ
ピ
 ク
テ
 ト
ス
的
独
断
論
は
、
形
而
上
学
と
自
然
学
に
よ
る
 明
確
な
基
礎
付
け
な
 受
 

げ
て
い
な
い
こ
と
を
除
 け
ぱ
 、
本
章
㈲
末
尾
で
み
た
ス
ト
 ア
的
 道
徳
と
ほ
 ば
変
 ら
な
い
。
か
く
し
て
、
上
の
②
の
 期
間
に
於
け
る
パ
ス
 ヵ
 

か
め
 ジ
ャ
ン
 セ
 ニ
ス
ム
の
内
実
は
デ
カ
ル
ト
宗
教
の
内
実
 同
様
ス
ト
ア
神
秘
主
義
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
 
故
 こ
の
期
間
の
パ
ス
カ
ル
 

は
 、
本
章
㈲
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
 力
 ル
 -
 
ア
ジ
ア
ン
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
 

だ
が
、
右
の
伝
記
③
が
示
す
通
り
、
カ
ル
テ
ジ
ァ
ン
・
 ハ
ス
カ
ル
は
挫
折
し
た
。
理
性
の
内
な
る
神
の
観
念
と
理
 性
 の
 外
 な
る
神
の
現
 

 
 



-
 
屹
 -
 

証
明
を
な
し
得
る
の
は
ひ
と
り
神
の
現
実
存
在
を
我
が
 内
に
宿
す
理
性
の
み
で
あ
る
が
、
し
か
る
に
パ
ス
カ
ル
的
 理
性
は
神
の
観
念
し
か
 

持
た
ぬ
と
自
覚
し
た
か
ら
、
 

デ
ヵ
ル
ト
 が
行
っ
た
こ
の
 
証
明
は
パ
ス
カ
ル
に
は
最
早
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
ま
た
 ハ
ス
カ
ル
的
理
性
の
前
 

に
 自
然
的
宇
宙
は
死
の
世
界
と
し
て
現
れ
た
か
ら
、
「
 ト
 マ
ス
及
び
そ
の
学
徒
」
が
行
っ
 

た
 
，
 神
の
自
然
学
的
証
明
 

：
 

-
3
-
4
 

は
 パ
ス
 ヵ
ル
 に
は
最
早
 

不
可
能
な
の
で
あ
る
。
結
局
パ
ス
カ
ル
が
 伺
 っ
た
の
は
 第
二
一
の
道
、
「
道
徳
的
歴
史
的
証
拠
」
村
の
月
 
e
u
 
セ
 の
の
 ヨ
 0
 Ⅰ
 P
 （
の
の
㏄
㎡
 
ゴ
ト
 
の
 円
 
0
 Ⅱ
 十
 

-
 
何
 -
 

口
口
の
の
に
基
づ
い
た
神
の
存
在
証
明
で
あ
り
、
こ
の
証
 

明
を
媒
介
に
し
て
パ
ス
カ
ル
は
そ
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
 
挫
 折
を
克
服
し
た
の
で
あ
 

る
 。
本
章
で
は
こ
の
神
の
道
徳
的
歴
史
的
証
明
の
前
半
、
 神
の
道
徳
的
証
明
を
整
理
す
る
。
 

U
 
 の
「
が
曲
が
（
 

ざ
コ
 

 
 

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
神
の
道
徳
的
証
明
と
は
、
「
 
繊
 細
の
精
神
」
と
し
て
の
パ
ス
カ
ル
酌
理
性
を
も
 

@
5
-
4
 
 
っ
て
 、
 「
 民

衆
の
生
」
と
「
 哲
 

学
者
の
生
」
か
ら
成
る
人
間
存
在
 卸
１
 ㎝
を
「
自
己
愛
」
 
及
び
「
死
の
恐
怖
」
 

-
6
-
4
 
 

の
相
の
も
と
に
分
析
し
、
次
に
こ
 0
 分
析
の
結
果
パ
ス
カ
 

 
 

ル
酌
理
性
の
外
に
透
視
「
顕
在
」
口
ふ
の
の
 コ
 n
O
 邱
 １
 %
 化
 さ
れ
る
 八
 「
真
な
る
 善
 」
の
「
完
全
 仁
 空
虚
な
形
跡
」
を
 内
に
 字
む
 
「
全
人
問
 存
 

在
 の
全
行
動
」
Ⅴ
 川
｜
 牡
を
「
堕
落
」
を
示
す
超
越
の
暗
 号
 
（
。
ハ
ス
カ
ル
は
「
証
拠
」
で
Ⅰ
の
 

岸
 せ
の
の
と
か
「
 印
 」
 日
 a
r
 

戸
口
の
の
と
呼
ん
で
い
 

第
二
章
パ
ス
カ
ル
と
社
会
 

明
は
形
而
上
学
（
存
在
論
）
的
に
も
自
然
学
的
に
も
道
徳
 

ハ
ス
 ヵ
か
 は
そ
の
 デ
ヵ
 ル
ト
哲
学
挫
折
を
如
何
に
し
て
 克
 

的
に
も
な
し
得
る
。
し
か
し
パ
ス
 ヵ
か
 は
前
二
者
を
退
 

服
し
た
か
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
三
大
部
門
に
即
し
て
 言
 

げ
た
。
神
の
存
在
論
的
 

え
ば
、
神
の
存
在
証
 

 
 

 
 

観
の
相
異
が
生
じ
る
の
は
、
パ
ス
カ
ル
に
於
て
右
に
み
 た
よ
う
な
 
デ
ヵ
 ル
ト
心
身
二
元
論
の
死
が
起
っ
て
い
る
か
 ら
に
他
な
ら
な
い
。
 

l
 
㏄
 

 
 

代
 機
械
論
的
宇
宙
が
、
パ
ス
カ
ル
に
は
「
価
値
や
目
的
 

に
ま
っ
た
く
 
縁
 な
き
「
死
ヒ
 
0
 世
界
と
し
て
」
現
れ
て
い
 

-
 

 
 

 
 



デカルト哲学と ，   

 
 

 
 

す
る
こ
と
を
蓋
然
的
に
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
 や
や
詳
し
く
辿
り
直
す
 

こ
と
に
し
ょ
う
。
 

さ
て
、
人
間
存
在
は
、
こ
れ
を
「
自
己
愛
」
及
び
「
死
の
 恐
怖
」
の
相
の
も
と
に
分
析
す
れ
ば
、
「
人
が
光
を
持
 つ
に
比
例
し
て
正
か
 

-
 
㎎
 -
 

ら
反
へ
 深
化
し
て
ゆ
く
」
「
位
階
構
造
」
 串
 ㏄
由
が
（
 

@
0
 
コ
を
 成
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
第
一
は
「
民
衆
」
 
の
位
階
で
あ
る
。
彼
等
 

は
 、
一
方
個
人
と
し
て
は
、
最
も
深
く
死
の
恐
怖
に
 囚
わ
 れ
て
い
る
が
故
に
死
の
問
題
を
考
え
ず
、
「
恩
威
」
（
「
 

自
ら
に
つ
い
て
考
え
る
 

こ
と
か
ら
人
間
を
逸
せ
て
く
れ
る
激
し
く
熱
烈
な
営
為
」
 ㎝
 ｜
瑚
 ）
を
非
自
覚
的
に
肯
定
す
る
。
他
力
他
者
と
は
 、
 互
い
に
自
己
愛
を
も
 

っ
て
他
に
臨
む
敵
対
関
係
を
結
び
・
そ
し
て
「
国
家
法
」
 ㏄
 ｜
拙
 
（
そ
の
本
質
は
、
「
純
粋
の
力
」
㈱
１
皿
に
よ
 
る
 「
金
地
の
強
奪
」
㎝
 

｜
 棚
で
あ
る
）
を
非
自
覚
的
に
肯
定
し
て
こ
れ
を
神
と
 す
る
。
彼
等
は
、
「
神
の
手
の
重
み
」
℡
 ｜
 ㎜
故
に
「
 超
 自
然
的
盲
目
状
態
」
 滞
 

｜
 既
に
陥
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
第
二
は
「
 半
 賢
者
」
 0
 位
階
で
あ
る
。
彼
等
は
、
一
方
死
の
問
題
を
避
け
て
 
「
恩
威
」
に
忘
我
す
る
 

民
衆
の
「
 没
 理
性
性
」
 ぽ
｜
 Ⅲ
を
侮
蔑
す
る
と
共
に
 、
他
 方
 
「
国
家
法
」
に
対
し
て
「
自
称
正
義
」
㏄
 ｜
 ㈹
 を
 ぶ
っ
 け
 国
家
転
覆
を
謀
 

は
る
 。
彼
等
は
、
か
く
「
 慰
戯
 」
「
国
家
法
」
両
者
を
 自
覚
的
に
否
定
す
る
が
、
し
か
し
 己
 れ
の
足
下
に
開
く
 虚
無
に
無
自
覚
で
あ
る
。
 第
 

 
 

界
も
自
己
も
畢
 寛
無
 に
過
ぎ
ぬ
Ⅴ
と
す
る
デ
カ
ル
ト
的
 懐
 疑
 と
の
形
而
上
学
的
闘
い
に
 

ゆ
 
敗
れ
・
「
一
切
を
字
義
的
に
解
釈
」
 況
｜
 ㈱
し
て
 物
 体
 界
を
唯
一
の
実
在
と
見
 倣
す
仁
 到
る
。
そ
し
て
一
方
 で
は
、
「
 
死
 ・
悲
惨
・
無
知
を
 

 
 

拘
ら
ず
「
人
間
は
幸
福
に
な
る
こ
と
を
欲
し
、
幸
福
に
 な
る
こ
と
し
か
欲
せ
ず
、
 幸
 

福
 に
な
る
こ
と
を
欲
し
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
 Ⅲ
 ｜
 瑚
が
故
に
、
「
自
ら
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
は
」
 Ⅸ
１
冊
「
そ
れ
ら
の
こ
 

と
 
（
 
死
 ・
悲
惨
，
無
知
）
に
つ
い
て
考
え
る
の
を
自
ら
 に
 禁
じ
」
 捌
｜
 ℡
、
「
恩
威
」
に
自
覚
的
能
動
的
に
没
入
 忘
我
す
る
 他
 な
い
、
 と
 

し
て
「
恩
威
」
を
自
覚
的
に
絶
対
肯
定
す
る
。
他
方
で
は
 、
凡
 ゆ
る
安
全
を
脅
か
す
か
も
知
れ
ぬ
と
こ
ろ
の
「
 純
 粋
の
力
 」
と
し
て
の
国
 

家
は
 、
最
高
善
た
る
平
和
を
人
間
社
会
に
も
た
ら
し
て
く
 れ
る
地
上
に
現
存
す
る
神
で
あ
る
、
と
し
て
「
国
家
法
 」
を
自
覚
的
に
絶
対
 肯
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う て 絶 ら た に 

正 し 望 さ び 実 

-
 
駅
 -
 

ほ
 理
性
的
意
志
も
ま
た
人
間
の
力
の
内
に
無
い
の
で
あ
り
 

@
3
-
5
 

、
そ
し
て
人
間
は
、
そ
の
「
神
の
意
志
に
敵
対
す
る
 意
 志
 」
故
に
、
ひ
と
 

ほ
 晴
れ
や
か
な
「
義
務
」
の
圏
域
に
遊
び
得
て
も
「
僅
か
 の
後
に
」
再
び
元
の
「
盲
目
状
態
」
に
「
転
落
」
す
る
 可
能
性
に
常
に
さ
 

 
 

敬
神
者
に
は
、
そ
の
足
下
に
開
く
こ
の
罪
の
深
淵
が
 見
 え
な
い
 0
 賢
者
の
 

を
 振
切
っ
た
敬
神
者
は
、
今
度
は
「
一
切
を
霊
的
に
解
釈
 」
 魏
｜
 ㈱
し
て
精
神
界
を
唯
一
の
実
在
と
見
 倣
す
 新
た
 な
絶
望
に
 囚
 わ
れ
 

ま
う
 の
で
あ
る
。
即
ち
彼
等
は
 、
 死
の
恐
怖
即
自
己
愛
に
 日
 わ
れ
た
民
衆
・
 
半
 賢
者
・
賢
者
の
位
階
を
事
実
無
限
 に
 越
え
得
た
と
い
 

 
 

に
そ
の
こ
と
の
故
に
、
 
八
 「
神
の
友
」
た
る
自
分
だ
け
は
 
愚
か
な
る
民
衆
・
 
半
 賢
者
・
賢
者
を
無
限
に
越
え
て
、
 死
の
恐
怖
即
自
己
 

卸
｜
棚
 、
結
局
「
 罪
性
 」
）
に
 未
 覚
醒
で
あ
る
。
即
ち
 、
 彼
等
は
、
 富
 ・
名
声
・
生
命
等
の
外
的
善
は
人
間
の
力
 の
 内
に
無
い
が
 

意
志
は
人
間
の
力
の
内
に
在
り
、
こ
の
理
性
的
意
志
に
 よ
っ
て
人
間
は
完
全
に
 己
 れ
の
「
義
務
」
を
果
し
得
る
と
 主
張
す
る
が
、
 

-
3
 

理
性
的
 

し
か
る
 

走
 す
る
。
こ
の
「
賢
者
」
は
懐
疑
論
的
怠
惰
の
哲
学
者
 モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
モ
デ
ル
に
構
想
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
 と
し
て
は
こ
こ
で
唯
物
 

論
者
ホ
ッ
 
ブ
 ズ
を
思
い
浮
か
べ
て
よ
い
。
 
-
 
穏
 @
 最
後
に
第
四
 は
 
「
敬
神
者
」
の
位
階
で
あ
る
。
彼
等
は
、
賢
者
が
敗
れ
 た
と
こ
ろ
の
形
而
上
学
 

的
 闘
い
の
果
て
に
、
「
神
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
欲
す
る
」
 

瑚
 １
 %
 
（
即
ち
、
世
界
に
「
生
起
し
て
い
る
事
柄
が
生
 起
し
て
い
る
通
り
に
 生
 

-
 
㏄
）
 

起
す
る
こ
と
を
（
 神
 的
意
志
 と
 一
つ
に
成
る
こ
と
に
よ
 
っ
て
）
欲
す
る
」
）
全
く
新
た
な
次
元
に
到
達
、
此
処
に
 
於
て
、
賢
者
の
発
見
し
 

た
八
 死
を
恐
怖
 し
 相
互
に
憎
悪
し
合
 う
 人
間
Ⅴ
を
無
限
に
 越
え
た
と
こ
ろ
の
、
 
八
 死
の
恐
怖
か
ら
自
由
に
な
っ
 
た
 相
互
に
愛
し
合
 5
 人
 

 
 

間
 Ⅴ
を
発
見
す
る
。
か
く
て
、
賢
者
の
「
 慰
戯
 」
と
「
 国
 家
法
」
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
八
神
の
前
で
の
遊
戯
Ⅴ
 
人
世
界
と
人
生
の
背
後
 

か
つ
上
に
在
る
生
け
る
神
的
意
志
と
し
て
の
神
の
法
Ⅴ
 と
 し
て
受
け
取
り
直
さ
れ
、
世
界
と
人
間
は
根
源
的
に
変
 貌
 す
る
。
即
ち
、
今
や
 

世
界
は
神
的
喜
劇
の
舞
ム
ロ
・
人
間
は
神
的
喜
劇
の
役
者
・
 

神
 的
喜
劇
の
筋
書
を
書
い
た
座
長
は
神
な
の
で
あ
り
、
 神
の
星
が
巡
り
神
の
鳥
 

が
 歌
 う
 こ
の
無
限
の
舞
台
に
於
て
役
者
（
敬
神
者
）
は
 八
 神
の
法
Ⅴ
の
も
と
な
る
 八
 遊
戯
Ⅴ
に
三
昧
し
つ
つ
真
に
 生
き
る
の
で
あ
る
。
 
敬
 

-
 
援
 -
 

神
 者
は
誠
に
 よ
 く
人
間
の
「
偉
大
さ
」
（
「
義
務
」
）
を
 捉
 え
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
彼
等
は
、
人
間
の
 
「
悲
惨
さ
」
（
「
無
能
力
」
 (170)  58 
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愛
か
ら
根
底
に
於
て
は
脱
し
得
て
い
る
、
と
す
る
自
己
 神
格
化
的
自
己
愛
Ⅴ
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
 何
と
い
う
こ
と
か
 ｜
 

等
は
自
分
で
は
神
を
知
り
な
が
ら
、
し
か
も
人
々
が
 神
 を
 愛
す
る
こ
と
だ
け
は
願
わ
ず
、
却
っ
て
人
々
が
自
分
達
 の
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
て
 

く
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
の
だ
 @
 
 彼
等
は
人
々
の
自
発
 的
 幸
福
の
的
と
な
る
こ
と
を
欲
し
た
の
だ
 !
 」
 幽
｜
 ㍾
。
 こ
の
「
敬
神
者
」
は
 独
 

新
論
 的
 傲
慢
の
哲
学
者
 エ
 ピ
ク
テ
ト
ス
を
モ
デ
ル
に
 構
 恕
 さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
 哲
 学
の
核
心
に
は
か
く
の
 

如
き
「
敬
神
者
」
の
宗
教
性
が
脈
打
っ
て
い
る
。
 

「
幾
何
学
的
精
神
」
と
し
て
の
パ
ス
カ
ル
的
理
性
の
前
に
 
近
代
自
然
は
価
値
や
目
的
に
全
く
 縁
 無
き
死
の
世
界
と
 し
て
現
れ
た
が
、
 

「
繊
細
の
精
神
」
と
し
て
の
パ
ス
カ
ル
的
理
性
の
前
に
今
 度
は
近
代
社
会
が
 、
 愛
や
自
由
に
全
く
 縁
 無
き
死
の
世
 界
 と
し
て
現
れ
た
の
で
 

あ
る
。
 

㈲
神
の
道
徳
的
証
明
 

挫
折
を
克
服
す
る
た
め
に
パ
ス
カ
ル
的
理
性
が
解
か
ぬ
 ば
な
ら
な
い
形
而
上
学
的
問
題
が
在
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
神
 
魂
 ・
世
界
創
造
・
 

原
罪
が
在
る
と
す
る
の
も
無
い
と
す
る
の
も
い
ず
れ
も
 不
 可
 解
で
あ
る
Ⅴ
 鵬
 １
期
と
い
う
二
律
背
反
で
あ
る
。
 

ス
カ
ル
的
理
性
は
こ
の
 

 
 

 
 

二
律
背
反
を
、
公
理
性
が
 己
 れ
の
外
に
覚
知
す
る
事
実
を
 理
性
が
 己
 れ
の
内
に
覚
知
す
る
概
念
の
常
に
上
位
に
置
 き
 、
具
体
か
ら
抽
象
 へ
 

 
 

と
向
う
 帰
納
的
方
法
Ⅴ
に
拠
っ
て
解
い
た
。
真
空
を
巡
る
 自
然
学
的
問
題
・
無
限
を
巡
る
数
学
的
問
題
を
解
い
 
た
と
同
じ
方
法
に
則
っ
 

 
 

て
、
 今
度
は
形
而
上
学
的
問
題
が
解
か
れ
る
。
 @
 
㏄
 @
 
と
こ
ろ
 
で
こ
の
た
び
、
パ
ス
カ
ル
的
理
性
が
 己
 れ
の
外
に
覚
知
 （
透
視
）
す
る
事
実
と
 

は
、
 次
の
よ
う
な
人
自
然
的
事
実
Ⅴ
で
あ
る
。
 

万
人
が
「
真
な
る
 善
 」
の
「
完
全
に
空
虚
な
形
跡
」
を
 持
っ
て
い
る
が
故
に
、
万
人
が
「
真
な
る
 善
 」
へ
の
「
 渇
 望
 」
と
そ
の
「
渇
望
」
 

を
 決
し
て
果
し
得
ぬ
「
無
能
力
」
を
持
っ
て
い
る
 瑚
 １
 %
 。
そ
し
て
万
人
が
 、
 己
が
内
な
る
「
真
な
る
 善
 」
の
「
 完
全
に
空
虚
な
形
跡
」
 

（
己
が
内
な
る
「
無
限
の
深
淵
」
 
瑚
 １
 %
 ）
を
満
た
さ
ん
 と
し
て
無
益
に
も
骨
折
る
と
い
う
正
に
そ
の
こ
と
の
 
故
に
、
激
越
な
る
自
己
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る 断 は ぅ よ て 加 ま 間 3 ず そ 立 、 行 魂 
と 停 " か ぅ " き で の 。 " れ ブ ラ ・ さ 

て
 、
こ
の
悲
劇
的
な
 八
 自
然
的
事
実
Ⅴ
に
基
づ
い
て
、
 

上
 の
 二
律
背
反
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
 

定
立
命
題
（
 神
 

世
界
創
造
・
原
罪
在
り
）
・
反
定
立
命
題
（
 神
 ・
 魂
 ・
 世
 界
 創
造
・
原
罪
無
し
）
い
ず
れ
を
も
選
択
せ
ず
、
始
め
 か
ら
判
断
停
止
を
 

  

こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
。
否
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
パ
ス
 力
 ル
的
理
性
を
自
覚
し
た
主
体
は
既
に
死
せ
る
世
界
「
 地
獄
」
 邸
｜
 崩
に
 

 
 

て
い
る
 故
 、
判
断
停
止
を
行
う
こ
と
は
反
定
立
命
題
選
択
 を
 意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
賭
は
し
な
げ
 
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

は
 自
由
に
は
な
ら
な
い
」
㎝
 ｜
棚
 。
そ
し
て
「
こ
れ
ら
 一
 一
つ
の
対
立
命
題
が
二
つ
な
が
ら
不
可
解
で
あ
る
に
し
 て
も
、
に
も
拘
ら
 

-
 
甜
 -
 

こ
れ
ら
二
つ
の
 
内
 い
ず
れ
か
一
つ
が
真
な
る
こ
と
は
必
然
 的
に
確
実
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
二
に
、
定
立
命
題
を
 選
択
し
て
み
 よ
 

す
る
と
 公
 理
性
の
蹟
 き
 Ⅴ
（
パ
ス
 
ヵ
 ル
酌
理
性
が
定
立
 
命
題
に
 蹟
 く
こ
と
）
が
生
じ
る
。
何
故
な
ら
、
「
疑
い
も
 
な
く
、
 日
 最
初
の
人
 

罪
が
 、
こ
の
始
源
の
出
来
事
か
ら
遥
か
に
離
れ
て
い
て
 従
っ
て
こ
の
こ
と
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
 と
は
思
え
ぬ
人
々
 

も
、
 罪
に
定
め
た
の
だ
 ヒ
と
 言
 う
 こ
と
 程
 我
々
の
理
性
 を
 深
く
 蹟
 か
せ
る
も
の
は
、
他
に
無
い
」
℡
 ｜
 捌
か
ら
 で
あ
る
。
「
か
く
の
 

罪
の
伝
播
は
我
々
に
と
っ
て
単
に
不
可
能
と
見
え
る
ば
 か
り
で
な
い
、
そ
れ
は
極
め
て
不
正
な
こ
と
と
さ
え
思
え
 る
 。
何
故
と
い
っ
 

-
 
㏄
 -
 

意
志
さ
え
持
ち
得
ぬ
幼
児
を
、
こ
の
児
が
生
れ
る
六
千
 年
も
前
に
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
従
っ
て
こ
の
児
に
は
 全
く
関
係
が
無
い
 

に
 見
え
る
或
る
罪
の
為
に
、
永
劫
の
劫
罰
に
処
す
る
こ
と
 程
 我
々
の
 哀
 む
べ
き
正
義
の
原
則
に
強
く
反
す
る
こ
と
 が
 、
ま
た
と
在
ろ
 

ヮ
 」
℡
 ｜
 ㍼
。
か
く
て
定
立
命
題
は
パ
ス
 ヵ
 ル
酌
理
性
 
に
と
っ
て
、
な
ん
と
し
て
も
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
 
ハ
ス
カ
ル
的
理
性
 

「
不
可
解
に
見
え
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
そ
の
命
題
を
 否
定
し
 去
 」
っ
て
は
な
ら
な
い
。
パ
ス
カ
ル
的
理
性
は
 、
 こ
こ
で
一
旦
㍊
 刊
 

-
 
㏄
 -
 

上
 を
行
」
っ
て
 
、
 「
そ
の
命
題
の
反
対
を
吟
味
し
て
み
る
 

べ
 ぎ
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
第
三
に
、
反
定
立
命
題
を
選
択
 して
み
よ
う
。
 
す
 

公
 事
実
の
蹟
 き
 Ⅴ
（
 八
 自
然
的
事
実
Ⅴ
が
反
定
立
命
題
に
 蹟
 く
こ
と
）
が
生
じ
る
。
即
ち
、
一
体
何
故
に
こ
の
 異
 常
に
不
可
解
な
る
 

 
 

 
 

  

愛
 ・
死
の
恐
怖
に
患
 伏
 さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
「
 全
 人
間
存
在
の
全
行
動
」
が
、
自
己
愛
・
死
の
恐
怖
と
し
て
 「
真
な
る
 
善
 」
（
「
 虹
限
 

 
 

 
 

に
し
て
不
動
な
る
存
在
」
Ⅲ
１
 % 
即
ち
 神
 ）
を
指
示
し
つ
 
つ
、
 

激
し
く
「
嘆
い
て
い
る
」
㎝
 ｜
燗
 。
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書
を
分
析
し
、
次
に
こ
の
分
 

 
 

61 (1 

学
 

曲
 

神
の
歴
史
的
証
明
と
は
簡
単
 生
 言
え
ば
・
「
人
間
 本
性
が
堕
落
し
て
い
る
こ
と
」
 

6
 １
㏄
を
蓋
然
的
に
 肯
 走
 す
る
に
到
っ
た
パ
ス
カ
ル
 

 
 

 
 

左
 -
 

  く スカルのキリスト 教 

の 

第     

一章 

/ く 

ス 

カ 

Ⅰ し 

と 

歴 
史 

に 歴 
移 史 か 

ろ 的   全 

  
の 説明 ボ く ・ ・ 力ル的 以上に 深淵の なるこ のもの ・罪の 「地獄」 

内、   
そ か 

の     
朋半 

原 
ぅ 動こ ， 

部 
  
神 
の 

道   
徳 
的 
証 

明   

の 

整 
理 
@% 
以   
上 
で，   
終 る、 ろ 
  

ナ， @ 

次 
ケア ヒ   
そ Ⅴ 切 開 て う に 如 、 行 



て
、
 浮
き
上
っ
て
来
る
。
 

第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
根
拠
現
有
の
故
に
神
 

魂
 ・
世
界
創
造
・
原
罪
の
存
在
を
突
然
 

、
、
 
的
 
、
、
 

塁
月
 

サ
 
定
 し
て
、
 

「
彼
等
に
神
を
愛
さ
 

せ
て
く
れ
る
メ
シ
ア
」
 
棚
｜
 棚
を
「
待
望
」
 
抽
 １
 %
 し
う
 つ
 生
き
た
「
真
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
 梢
｜
 Ⅶ
。
第
二
に
 
、
 「
奇
蹟
」
「
預
言
」
等
の
 

「
眼
に
 
巨
 ぐ
え
る
 
@
6
@
6
 
 

印
 」
 に
魅
せ
ら
れ
、
「
異
常
な
ま
で
の
情
熱
 

」
 朋
 1
 阻
を
も
っ
て
「
肉
的
善
の
授
与
者
と
し
て
の
 

メ
 シ
 フ
 」
 賎
 1
 阻
を
「
 待
 

既
に
下
か
ら
上
へ
と
行
わ
れ
た
神
の
道
徳
的
証
明
の
正
当
 性
を
今
度
は
上
か
ら
下
へ
と
裁
可
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 以

下
、
や
や
詳
し
く
 辿
 
2
 

 
 
 
 

り
 直
す
。
 

 
 
 
 

Ⅲ
「
真
理
の
歴
史
」
 

キ
リ
ス
ト
教
は
 、
 単
に
外
的
で
し
か
な
い
「
異
教
の
如
 き
 他
の
諸
宗
教
」
 穏
 １
 %
 と
も
ま
た
単
に
内
的
で
し
か
な
 い
 「
純
粋
に
知
的
な
 

宗
教
」
 穏
 １
粒
と
も
 異
 っ
て
、
「
二
つ
の
超
自
然
的
根
拠
 
」
 鵬
，
 睨
を
有
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
人
間
に
霊
的
 個
体
的
終
末
を
も
た
ら
 

す
「
因
 

@
-
 

6
 
 め
豆
 

、
 
冒
 
"
 」
 縄
 １
 %
 即
ち
 コ
変
 
」
 穏
 1
 捌
で
あ
り
、
こ
れ
 は
 キ
リ
ス
ト
教
の
「
内
的
根
拠
」
 縄
 1
 朋
で
あ
る
。
も
 ぅ
 ひ
と
つ
は
、
紀
元
前
 

四
千
年
の
 

@
4
@
6
 
 

「
創
造
」
 棚
｜
 援
に
始
ま
り
字
義
的
普
遍
的
 終
 末
を
目
指
す
と
こ
 

6
5
@
 
 

ろ
の
「
奇
蹟
」
 期
｜
鮒
や
 「
預
言
」
 期
｜
 附
を
伴
 う
 「
真
理
 

の
 歴
史
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
外
的
根
拠
 」
 縄
 1
 貼
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
内
的
根
拠
」
は
「
外
的
 
根
拠
」
の
存
在
根
拠
、
 

逆
に
「
外
的
根
拠
」
は
「
内
的
根
拠
」
の
認
識
根
拠
と
 な
っ
て
い
る
 鞘
。
紐
 。
と
こ
ろ
で
上
述
の
こ
と
に
対
応
し
 て
 、
聖
書
解
釈
上
陥
っ
 

て
は
な
ら
な
い
「
二
つ
の
誤
謬
」
が
在
る
。
ひ
と
つ
は
、
 「
一
切
を
字
義
的
に
解
釈
」
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
 根
拠
を
無
化
す
る
誤
謬
 

で
あ
り
、
こ
の
誤
謬
の
底
に
は
「
賢
者
」
の
哲
学
的
立
場
 が
 潜
ん
で
い
る
。
も
 う
 ひ
と
つ
は
、
三
切
を
霊
的
に
 解
釈
」
し
て
キ
リ
ス
ト
 

教
の
認
識
根
拠
を
無
化
す
る
誤
謬
で
あ
り
、
こ
の
誤
謬
 の
 底
に
は
「
敬
神
者
」
の
哲
学
的
立
場
が
潜
ん
で
い
る
。
 さ
て
、
「
堕
落
」
を
 
既
 

に
 蓋
然
的
に
肯
定
す
る
に
到
っ
た
パ
ス
カ
ル
的
理
性
は
 、
 こ
れ
ら
「
二
つ
の
誤
謬
」
に
陥
ら
ぬ
 よ
う
 充
分
注
意
し
 て
 、
旧
新
約
市
聖
書
を
 

分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
次
の
よ
う
な
 

「
真
理
の
歴
史
」
が
、
パ
ス
カ
ル
的
理
性
の
外
に
在
る
 八
 超
自
然
的
事
実
Ⅴ
 と
し
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最
後
に
第
三
の
霊
感
に
 よ
 る
方
法
が
実
行
さ
れ
ね
ば
な
 う
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
「
神
の
贈
り
物
」
 7
1
 穏
 た
る
 キ
リ
ス
ト
の
 愛
 即
ち
 

恩
寵
を
享
け
る
こ
と
で
あ
り
、
言
う
迄
も
な
く
第
一
第
一
 一
の
人
間
的
な
方
法
と
全
く
異
っ
て
、
た
だ
神
に
の
み
 
行
 便
 し
得
る
神
的
な
方
法
 

で
あ
る
。
従
っ
て
第
一
第
二
の
方
法
を
尽
し
た
主
体
は
 、
 た
だ
待
ち
続
け
る
他
は
な
い
。
「
彼
に
欠
け
て
い
る
も
 の
、
 彼
が
待
っ
て
い
る
 

-
 
㏄
 -
 

カ
ル
ト
の
情
念
制
御
の
法
が
、
パ
ス
カ
ル
に
よ
っ
て
 、
信
 仰
へ
の
途
上
に
 、
 採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
 

    
ち 下 総 

力 ル つり（ 且 スキそつ 一 パ 八 元 え 神 
ト つ ト リ こ の ス 自 分 た の 

@% 又 と ス で 内 力 

人 「 の ト 第 第 ル 歴史 黙約 なだ 今、 
間 我 女 教 二 一 むま 

の 々 わ 教、 に の そ 
第 
四 
章 のデ 本性 の円 の り ） 理 習慣 方法 

を に 再 に に は ヵ / マ 

笛 柱 現 賭 よ 。 ル ス 

二 つ 習 げ る パ ト カ 

め て 慣 た 方 ス 哲 Ⅰ し   
本 し 化 主 法 力 学 の 
性 か と 体 が め 挫 キ 
た も し が 実 的 所 『 ノ 

ス 

る我て 習々のそ " 行 さ性 理を " @ 
教 

に た     自走） 所有 神 る 

と 」 式 、 堅 な 徳 」 ス 

に 564 に 持 い 的 豊     
自     

隷 目 る は   
  

と を 、 機 ル 
て 

  
考 学 か 械 的 の 的 
え ぶ く 」 理 克 

月良   し 
  " で " れ 252 を     

こ あ を ） 定 
  
    m@ を 5 １ 中ん） 

「 のる憎を立 。 み 、 ム   れ （ に な 
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デカルト哲学とパスカルのキリ 

形
で
生
き
る
の
で
あ
る
。
 

ス
ト
ア
神
秘
主
義
の
宗
教
性
を
更
に
越
え
た
宗
教
性
の
次
 元
 が
実
 然
 的
に
見
出
さ
れ
た
今
、
 デ
ヵ
 ル
ト
哲
学
の
挫
 折
 克
服
は
成
っ
た
の
 

 
 

か
 「
完
全
な
キ
 リ
ス
 卜
者
」
Ⅴ
の
存
在
を
認
め
た
。
彼
等
は
 、
「
聖
書
を
読
ん
だ
こ
 

と
も
な
い
の
に
」
 抽
 １
 %
 キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
根
拠
 た
 る
 「
 
愛
 」
に
的
中
し
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
と
同
質
の
道
徳
 を
 現
に
生
き
て
い
る
の
 

 
 

で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
は
 、
 己
が
宗
教
の
真
理
性
を
客
観
 的
に
保
証
す
る
「
証
拠
」
 糀
 1
 梢
を
持
っ
て
い
な
い
。
 と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
教
 

 
 
 
 

は
 正
に
そ
の
「
証
拠
」
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
 ト
 教
の
認
識
根
拠
た
る
「
真
理
の
歴
史
」
で
あ
る
。
 故
 

  

金
な
キ
リ
ス
卜
者
」
Ⅴ
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
、
真
理
は
た
 
だ
 キ
リ
ス
ト
教
の
み
、
「
 
贈
主
は
 キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
 て
し
か
存
在
し
な
い
」
 

轍
セ
 ）
の
 
Q
 
由
が
 
コ
 ㏄
 0
 
）
の
の
の
の
 

ヰ
 ）
 
0
 
）
の
の
の
Ⅱ
 

0
 
二
ヰ
 
の
 
0
 
ヨ
ヨ
 
の
）
・
 

 
 

｜
 恩
に
自
覚
的
に
服
従
す
る
 

 
 も

の
、
そ
れ
は
 知
 g
n
s
p
v
o
 

ギ
 で
は
な
く
刀
目
 づ
 。
 岸
 

 
 

げ
る
時
、
一
方
主
体
の
 

精
神
は
パ
ス
カ
ル
的
理
性
（
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
教
理
 を
 蓋
然
的
 

、
、
、
、
 
7
 
 

こ
 肯
定
す
る
 

「
裁
知
 

ル
 」
 7
 １
邪
の
立
場
に
立
 
っ
て
い
る
）
か
ら
パ
ス
 

力
ル
酌
心
情
（
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
教
理
を
実
 

的
に
、
、
、
、
、
、
止
 

然
 

目
走
 す
る
「
 我
信
ズ
 」
 7
1
 拙
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
）
 へ
、
他
方
同
時
に
主
体
 

  

 
 

（
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
儀
式
を
蓋
然
 
訃
ひ
 肯
定
す
る
「
 裁
 知
 ル
 」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
）
 か
ら
「
 イ
ヱ
ス
 ・
キ
 リ
 

ス
ト
の
肢
体
」
 翻
｜
 ㍾
（
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
儀
式
を
 
突
然
約
こ
肯
定
す
る
 

、
、
 、
、
Ⅴ
「
 我信
ズ
 」
の
立
場
に
立
っ
て
 い
 る
 ）
へ
、
「
無
限
 仁
無
 

限
な
距
離
」
を
越
え
て
転
ぜ
ら
れ
る
。
か
く
て
心
情
即
ち
 愛
の
次
元
 貼
 1
 僻
に
立
つ
「
完
全
な
キ
リ
ス
卜
者
し
㏄
 ｜
鮒
と
 成
り
得
た
主
体
 

は
 、
恩
寵
が
欠
け
れ
ば
 い
 っ
落
ち
込
む
か
も
知
れ
ぬ
と
，
 
」
 ら
め
 モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
「
絶
望
」
と
 ヱ
ピ
ク
テ
 ト
ス
的
 「
傲
慢
」
と
い
う
「
一
一
 

重
の
危
険
性
」
 綱
｜
 阻
を
常
に
自
覚
し
つ
つ
、
「
木
性
 
か
 ら
で
は
な
く
 悔
 俊
か
ら
生
じ
、
そ
こ
に
留
ま
ら
ん
が
 為
 で
な
く
偉
大
さ
に
 向
わ
 

ん
が
為
の
、
 卑
賎
 な
精
神
の
働
き
」
 盟
 １
曲
と
「
功
績
か
 ら
で
は
な
く
恩
寵
か
ら
生
じ
、
 卑
醸
 さ
を
通
過
し
た
後
 の
 、
偉
大
な
精
神
の
働
 

き
 」
 鞘
 1
 際
の
間
を
無
限
に
往
復
す
る
よ
う
な
道
徳
（
 簡
単
に
言
え
ば
「
不
安
と
歓
び
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
 い
 る
よ
う
な
 生
 」
 偉
コ
の
 



（
 
ハ
 
U
 ）
 

（
 Ⅰ
）
 

ハ
 

注
 

（
 ，
上
 
）
 

（
 り
乙
 
）
 

（
 0
0
 
）
 

（
 ノ
号
 
）
 

（
 二
リ
 
）
 

（
 ム
り
 
）
 

（
 7
 
り
 ）
 

（
 0
0
 
）
 

例
え
ば
山
田
島
「
自
然
神
学
」
（
「
在
り
て
在
る
者
ヒ
割
支
社
、
 一
九
七
九
年
、
所
収
）
 に
 於
て
も
、
表
現
の
仕
方
は
異
な
る
 が
 、
同
様
の
 デ
 

カ
ル
ト
及
び
パ
ス
カ
ル
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

山
田
日
明
先
生
に
よ
れ
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
は
 
、
 合
 悪
の
自
覚
士
 プ
 p
 テ
ィ
ノ
 ス
 の
神
か
ら
の
転
落
に
よ
る
 罪
 の
 自
覚
士
 罪
の
 

峨
悔
か
 伴
 う
 神
の
讃
美
と
し
て
の
告
白
マ
と
い
う
締
金
曲
折
を
 経
て
成
つ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
を
更
に
 包
み
込
む
だ
 け
 

の
 深
さ
を
備
え
て
い
る
（
 ロ
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
根
本
問
題
 ヒ
 創
 支
社
、
一
九
七
七
年
、
参
照
）
。
パ
ス
 ヵ
め
 が
決
定
的
回
心
 に
 於
て
見
出
し
 

た
 宗
教
的
次
元
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
 ヌ
ス
 の
キ
リ
 ス
ト
教
が
湛
え
て
い
る
深
さ
に
等
し
い
、
と
我
々
は
考
え
る
。
 

「
哲
学
原
理
し
仕
訳
序
文
。
 

「
省
察
ヒ
参
照
。
 

野
田
工
夫
 
ョ
 デ
カ
ル
ト
 ヒ
 弘
文
 堂
 、
一
九
三
 セ
年
 
（
以
下
白
 
弘
 丈
室
デ
カ
ル
ト
ロ
と
略
記
す
る
）
、
一
二
五
頁
。
 

「
弘
文
室
デ
カ
ル
ト
 ヒ
 一
二
 0 、
 二
 0
 二
、
三
一
九
、
三
 0
 
一
 、
 を
頁
 参
照
。
 

円
 
弘
文
室
デ
カ
ル
ト
ロ
 仁
 よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
「
内
な
る
神
を
 知
る
も
の
、
世
俗
を
否
定
し
て
対
象
的
に
は
見
ら
れ
ざ
る
 
ノ
 ェ
 シ
ス
の
源
に
 

向
ぅ
 神
秘
主
義
者
に
庶
幾
い
」
（
二
四
四
頁
Ⅰ
「
教
会
を
必
須
の
 
媒
介
と
せ
ず
し
か
も
神
を
自
己
の
内
奥
に
見
る
者
を
一
般
に
 神
秘
宗
と
い
う
 

な
ら
、
 彼
 
（
デ
カ
ル
ト
）
は
そ
れ
に
ち
か
い
 
目
 （
 
三
 0
 七
頁
）
。
 

澤
 隅
入
破
「
デ
カ
ル
ト
の
の
。
 魑
 （
 
0
.
 
印
 ㏄
 0
 の
 
億
ヨ
 ・
の
哲
学
史
 均
一
考
察
」
（
「
フ
ラ
ン
ス
哲
学
研
究
ヒ
動
草
書
房
、
一
九
 
-
 
ハ
 
0
 年
 、
所
収
）
 、
 

西
村
浩
太
郎
「
デ
カ
ル
ト
の
体
系
に
お
け
る
 n
o
 
幅
ぎ
 
0
 の
 お
 0
 の
 
口
ヨ
の
 位
置
」
（
 澤
 鴻
大
破
 編
 「
フ
ラ
 ソ
ス
 の
哲
学
①
理
性
は
 死
ん
だ
か
 ヒ
東
 

大
出
版
会
、
一
九
 セ
 五
年
、
所
収
）
参
照
。
 

「
弘
文
室
デ
カ
ル
ト
 ヒ
 一
七
七
頁
。
 

O
 ぬ
 
u
v
r
 

ぬ
め
 
㌧
 薫
 こ
め
り
 

ち
か
 
～
め
ま
羽
目
 

め
 む
 き
 h
a
 

「
～
 

め
め
，
荻
 

Ⅹ
（
の
の
か
 

匝
 %
 ぢ
 ・
Ⅰ
㍉
 
レ
 
の
の
 
コ
 材
ホ
の
の
円
が
 

コ
コ
 
0
 億
曲
 
の
 ㌧
の
Ⅱ
Ⅱ
・
 
レ
 -
 
由
仁
 
@
 
か
、
 
㌧
が
 
弓
 @
 
の
 
・
小
口
 
）
 
ま
 0
 コ
 の
の
 曲
ワ
 

コ
中
 
e
 （
Ⅱ
Ⅰ
 
旛
 ㍉
の
の
，
 

セ
 0
 ト
 ド
ト
 の
の
の
 

｜
ト
つ
 
㍉
㏄
（
Ⅱ
以
下
 

1
0
.
 ㌧
 ゴ
 4
%
 

と
 略
記
す
る
）
・
（
 

0
 ヨ
の
ダ
や
 
）
 
ふ
 ・
 コ
 
0
8
 ト
 

 
 

の
 逆
説
的
な
統
一
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
 

7
8
 

Ⅰ
 

 
 

翠
。
 Ⅲ
の
で
あ
る
 0
 パ
ス
カ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
絶
対
 的
 寛
容
の
場
と
し
て
の
存
在
根
拠
と
絶
対
的
不
寛
容
の
 場
 と
し
て
の
認
識
根
拠
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デカルト哲学とパスカルのキリスト 教 

 
 
 
  

 

ど
と
呼
ぶ
。
 

6
9
 

（
㏄
）
弓
の
 づ
 怒
の
の
ご
み
 ロ
ざ
 の
の
 ポ
づ
 ，
 0
.
 

の
・
 

ワ
求
つ
 

（
㎝
）
括
弧
内
 は
 我
々
の
補
足
。
 

 
 

の
 
）
、
「
終
り
の
 
日
 」
 憾
 １
 %
 、
「
再
臨
」
 湖
１
 ㎝
・
 獅
｜
 ㈹
・
℡
 

 
 

 
 
 
 

徒
 ）
パ
ス
 ヵ
ル
 に
 ょ
 れ
ば
、
「
自
己
愛
」
 
一
 
・
死
の
恐
怖
」
両
者
 

は
そ
の
「
起
源
」
 
0
 （
 
仔
 ぎ
の
を
共
有
す
る
同
一
者
で
あ
る
。
 

父
 ハ
ス
カ
ル
の
死
に
際
し
 

て
ぺ
リ
 工
夫
人
あ
て
に
書
か
れ
た
一
六
五
一
年
十
月
十
七
日
付
 

手
紙
参
照
。
 

0
.
 

の
ロ
ロ
・
・
 

N
 
目
｜
 N
q
 
の
 

（
 
仰
 ）
「
パ
ソ
 セ
 」
㍼
１
 %
 、
 邱
 １
 %
 末
尾
、
 参
昭
 。
 

（
㎎
）
回
書
 
鍵
 １
 %
 。
合
計
五
つ
の
位
階
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
 

、
最
後
の
「
完
全
な
キ
リ
ス
ト
者
」
は
本
稿
第
四
章
で
究
明
す
 

る
 。
 

（
 
禰
 ）
田
辺
 保
 「
パ
ス
カ
ル
と
現
代
し
紀
伊
 

國
屋
 新
書
、
一
九
 -
 
八
七
年
、
第
二
章
二
を
参
照
。
 

（
㏄
）
「
 
ド
 ・
 サシ
氏
 と
の
対
話
日
 

0
.
 

れ
 や
い
 の
ひ
 
・
但
し
括
弧
 
内
は
我
々
の
補
足
。
 

訂
 ）
Ⅰ
 ド
 ・
 サシ
氏
 と
の
対
話
し
参
照
。
 

（
㏄
）
 
同
去
き
 
鼻
の
昭
。
 

 
 

の
 n
o
 
黛
プ
 ㎜
１
 %
 。
 

（
 
弘
 ）
二
八
五
六
年
九
月
あ
る
い
は
十
月
村
 
ロ
ア
ソ
 
ネ
ス
兄
妹
 
あ
て
手
紙
。
 

0
.
 

の
 ヮ
 2
6
6
 

 
 

の
コ
 0
?
 お
 N
N
,
 

目
 Ⅰ
が
 ヨ
か
 
t
h
o
d
 

の
 汁
 
㌧
下
の
の
 

ン
ア
 松
沢
 信
 三
郎
・
安
井
源
治
兵
 

訳
 「
パ
ス
カ
ル
 
し
 東
京
 養
 億
社
、
一
九
四
四
年
、
六
。
パ
ス
カ
 

ル
 の
方
法
 っ
 

 
 

を
 紀
元
前
四
千
年
頃
（
パ
ス
カ
ル
の
時
代
か
ら
は
約
六
千
午
前
）
 

と
 考
え
て
い
る
。
「
。
 

ハ
 

  

（
㏄
）
（
㏄
）
（
㏄
）
 

円
 
幾
何
学
的
精
神
に
つ
い
て
 
ヒ
 
。
 O
.
n
.
 

づ
 ・
の
の
 

 
 

（
㏄
）
 
注
 （
 
仰
 ）
と
同
じ
。
 

（
㏄
）
一
六
五
六
年
九
月
村
 
ロ
ア
ソ
 
ネ
ス
兄
妹
あ
て
手
紙
参
照
 
0
0
.
 
の
・
 
P
 ㏄
の
 
り
 



（
㏄
）
「
新
書
パ
ス
カ
ル
」
一
九
五
頁
。
 

（
㏄
）
の
 0
 コ
 
～
 Ⅰ
り
の
 

目
ヰ
が
 

@
 
ト
 の
の
・
 
Q
,
 
ト
印
 

（
㏄
）
～
 
ヴ
 @
&
.
.
 

ロ
ち
 
・
 ち
 
㏄
 ｜
 も
の
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「
逸
脱
」
は
一
般
に
正
常
な
る
社
会
規
範
か
ら
の
 偏
俺
性
 0
 間
 題
 と
し
て
 肥
 え
ら
れ
て
い
る
。
 

し
か
る
に
何
が
正
常
 か
 否
か
と
い
っ
た
規
範
に
つ
い
て
の
 絶
対
的
普
遍
的
な
基
準
と
い
う
も
の
は
な
い
。
 

規
範
は
当
該
社
会
の
社
ム
本
 
約
 文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
 照
ら
し
て
相
対
的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
 る
 。
別
の
見
方
を
す
 

 
 

れ
ば
規
範
と
は
本
質
的
に
、
特
定
の
社
会
の
あ
り
方
を
靭
 
咄
識
 
的
な
レ
ベ
ル
で
正
当
化
す
る
意
味
の
秩
序
を
象
徴
的
 に
 表
わ
し
て
い
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

規
範
を
単
に
規
則
と
し
て
 受
 げ
と
め
る
か
あ
る
い
は
そ
 の
 社
会
の
根
底
的
な
価
値
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
 受
 け
と
め
る
か
で
、
お
 

の
ず
と
そ
れ
に
対
す
る
逸
脱
の
問
題
の
関
わ
り
方
も
違
っ
 て
く
る
。
 

と
こ
ろ
で
近
来
逸
脱
の
研
究
は
様
々
な
分
野
で
盛
ん
に
 な
り
っ
 っ
 あ
る
が
、
わ
け
て
も
逸
脱
が
そ
の
社
会
に
対
し
 て
 プ
ラ
ス
の
意
義
を
 

も
た
ら
す
と
す
る
視
点
は
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
何
 故
 な
ら
逸
脱
は
常
識
的
に
み
れ
ば
社
会
の
均
衡
状
態
に
対
 す
る
阻
害
要
因
だ
か
ら
 

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
プ
ラ
ス
と
い
う
意
味
は
潜
在
的
な
 

、
、
 、
 
意
味
で
 担
 え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
 

そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
心
理
的
カ
タ
ル
シ
ス
と
か
構
造
的
緊
 張
を
解
消
す
る
安
全
弁
で
あ
る
な
ど
と
い
 5
 形
で
指
摘
 さ
れ
る
。
し
か
し
 問
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逸
脱
 ｜
 制
裁
の
論
理
 

１
１
象
徴
的
世
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
ー
 

｜
 

長
谷
部
八
期
 

      



っ 為 保 味 て あ た し 
て は わ 証 秩 そ し 逸 る し と て 
統 、 れ 
制 そ ね   
さ の れ 

  
て 柿 本 か 生 か 、 め る 

れ あ が い 値 稿 ね 起 ら わ 又 基 
て い 日 ぐ 体 は な 展 た れ そ 準 
い ま 常 か 糸 以 い 開 と わ れ と 

る い 生 な な 上 。 す え れ 故 し 
。 さ 活 多 正 の る ば が 日 て 

を を 少 老 よ 上 通 問 営 め 
解 送 な 化 ぅ 

消 つ り し な   
す て 

と維 も持と こ 

構 間 す の を 
る い 
た る 萌 す に   
め 現 ら る 留 
の 実 か こ 意 の後 的前 アフ 脱は をな 

種 （ に と し 
す に な 

提 り 観 す 者 
々 現 を オ 含 意、 の 
の 実 る い が 跨 り 釣 床、 意 
「 世 ま に レ の 、 味 

類型 界 ） 
こから とに 、 え か べ 領、 に 

を 磯 遊 つ つ ル 城、 理 
イヒ サま 意 能 脱 つ 直 に に 解   図 し l 

の 本 し " 制   
原 来 
埋 木 い そ の て 文哉                                                         

確定 
意 論 産 る に   義 的 で こ ょ 

そ で 果 行 を 視 は と っ 

0 本 日 誌 間 野 な に て 

榎 町 常 が う に い よ   

底 測 社 わ の と 。 つ 逸 
な な 金 れ で り そ て 脱 
な も が ね な 込 れ 理 の 
す め 活 れ け む は 解 意 
の で 性 の れ こ ち し 義 
が あ イヒ 日 @ と く よ を 

  さ 常 そ は ま う わ 
れ 社 れ 避 で と れ 

に 従 て 会 は げ も 試 わ 
よ っ い さ 観 れ 社 み れ 
る て か 根 念 は 余 る の 
秋 人 に 底 的 な の 日 

序 間 そ か 
化 の の ら 生 戯 常 な らな 構造 

経験 
日 文 活 
常 え 的所 事に を 

に 的 性 る な 
  

産 
て， 

越 
よ 左 行 が 意 ，え 

6%  よ 題 
ま う も よ 
ず に 両 
逸 勘 者 
脱 い の 
め て 相 
機 は 対 
能 意 的 
的 味 な 
意 が 比 
義 な 重 

であ を 、 
逸 逸 る 

脱 税   
と は つ 

そ 社 ま 

れ 会 り 

に に い 

対 ょ か 
す っ に 

る て 逸 

潜 ，クシ，，制裁 脱が サ 適度に 

と 統 在 
の 制 約 
相 さ 機 
五 れ 能 
作 て を 
用 こ 有 
を そ し 
通 社 て 
し 会 い 
て に ょ 

把 と う 

え っ と 

よ う機、 ても 
と 館 そ 
試 約 れ 
み な が 

るの 。 で 社 会 
次 あ の 
に 6 株 
逸 。 序 
脱 従 を 
な っ @ 
逸 て 壊 
脱 水 す 
と 稿 る 
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は
 象
徴
化
さ
れ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
 は
 象
徴
世
界
を
シ
ン
ボ
ル
 と
 

逸
 

し
て
確
認
す
る
た
め
の
操
作
的
手
段
を
備
え
て
 い
 な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
宗
教
的
儀
礼
は
、
そ
の
意
味
で
、
周
期
 的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
 

秩
序
の
も
つ
契
約
性
は
そ
れ
を
支
え
る
意
味
秩
序
に
 ょ
 
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
有
効
た
り
 ぅ
る
  
 

  

し
か
し
、
「
日
常
生
活
に
お
け
る
常
識
的
思
考
に
お
い
て
 ほ
 、
わ
れ
わ
れ
は
単
に
自
然
や
社
会
が
何
ら
か
の
秩
序
 を
 示
し
て
い
る
こ
と
 

  

@
4
-
 

理
を
知
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
秩
序
の
本
質
そ
の
も
 
の
を
知
る
こ
と
は
な
い
」
だ
か
ら
「
日
常
生
活
の
世
界
を
 超
越
し
、
わ
れ
わ
れ
を
不
安
 

論
 

姪
 

に
さ
せ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
、
日
常
生
 活
の
世
界
の
み
な
れ
た
現
象
に
類
似
し
た
仕
方
で
把
握
す
 る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
 

-
5
5
5
-
 

 
 弔

が
 作
り
出
さ
れ
て
い
る
」
 
わ
 げ
で
あ
る
。
 

的
 秩
序
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
神
聖
な
る
規
範
 ほ
 つ
い
て
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
世
俗
的
 な
 規
範
で
さ
え
、
そ
の
 

し
め
る
よ
 う
 に
方
向
づ
け
る
一
つ
の
契
約
事
項
と
規
定
す
 る
 時
、
そ
の
当
為
性
の
意
識
の
基
本
的
前
提
と
な
る
も
 の
が
、
実
は
こ
の
超
越
 

ま
た
現
実
世
界
は
、
自
然
と
社
会
と
い
う
二
つ
の
超
越
的
 世
界
の
中
に
存
す
る
と
説
く
 A
.
 

シ
ュ
 
"
 ツ
は
 、
こ
れ
 
ら
の
世
界
 

 
 

活
 が
そ
れ
ら
と
の
不
可
分
な
結
合
に
お
い
て
の
み
経
験
 的
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
恒
常
的
な
構
成
要
素
で
 あ
る
と
同
時
 

 
 

-
2
@
 

わ
れ
の
日
常
生
活
の
状
況
定
義
の
可
能
性
を
規
定
す
べ
 き
 準
拠
 枠
 で
あ
る
と
の
意
味
で
決
定
要
素
で
も
あ
る
と
い
 ら
 。
そ
し
て
 

 
 

@
3
-
 

的
 世
界
は
「
そ
の
超
越
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
物
や
 事
象
の
秩
序
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
 ノ
ハ
 

・
 
@
@
 

。
 

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
規
範
と
は
、
人
間
の
行
為
に
当
為
 性
 
（
 0
 口
 ㏄
 ミ
コ
 の
 招
 ）
の
感
情
を
喚
起
し
、
そ
の
行
為
を
社
 全
的
環
境
 は

 現
実
生
 

に
、
わ
れ
 

こ
の
超
越
 

に
順
応
 せ
 

 
 

の
 内
包
す
る
本
来
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 正
 当
 化
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
の
正
当
化
へ
の
手
段
は
 、
一
般
に
現
実
を
超
越
 

し
た
と
こ
ろ
に
認
識
論
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
 

P
 

ハ
 ー
ガ
ー
等
は
、
こ
の
現
実
世
界
の
規
範
秩
序
に
意
味
を
 付
与
し
、
そ
の
存
在
を
 

@
 
Ⅰ
 -
 

正
当
化
し
う
る
領
域
を
「
象
徴
世
界
」
（
の
せ
日
 
ロ
 0
 ぎ
屈
コ
 才
 の
 拐
幼
 ）
と
呼
ん
で
い
る
。
 

一
方
、
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
苦
し
み
は
「
意
味
の
な
さ
 」
へ
の
苦
し
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
人
間
の
経
験
的
 行
為
は
、
そ
の
行
為
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序
の
日
常
的
レ
ベ
ル
で
の
確
認
手
段
と
し
て
、
本
稿
で
 は
 
「
逸
脱
」
・
を
位
置
づ
 け
 て
ゆ
き
た
 
い
 。
 

い
 う
 ま
で
も
な
く
、
現
実
世
界
と
象
徴
世
界
と
を
弁
別
す
 る
 視
点
は
分
析
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
 
R
.
A
 

ス
コ
ッ
ト
に
よ
れ
 

-
6
 

Ⅱ
 
6
-
 

ば
 、
逸
脱
は
殊
に
象
徴
世
界
の
次
元
で
理
解
さ
れ
る
こ
 と
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
不
確
定
性
 の
 渦
巻
く
現
実
世
界
に
 

あ
っ
て
は
規
範
秩
序
は
、
そ
の
「
世
界
開
示
性
」
（
 
毛
 0
1
 
こ
 。
 
o
p
 の
 コ
コ
 
の
の
の
）
へ
の
能
力
を
効
果
的
に
先
取
し
 
、
そ
 
れ
を
「
世
界
閉
鎖
性
」
 

（
 旧
 0
 「
瓦
み
 こ
 の
の
 
年
お
紹
 ）
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 人
 々

に
安
定
し
た
環
境
を
提
供
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
 そ
の
秩
序
の
発
展
は
行
 

為
 が
習
慣
化
し
、
類
型
化
さ
れ
て
世
代
を
越
え
て
制
度
 化
さ
れ
た
時
、
は
じ
め
て
客
観
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
に
 至
る
。
だ
が
、
類
型
を
 

創
出
し
た
世
代
 は
 そ
の
正
当
性
の
直
観
的
理
解
が
可
能
 で
あ
る
が
、
後
継
世
代
は
、
そ
の
類
型
化
に
必
須
の
経
験
 の
 共
有
が
な
さ
れ
て
い
 

な
 い
 た
め
、
当
の
世
代
に
対
し
て
経
験
的
秩
序
の
正
当
 性
 が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
象
徴
世
界
に
 よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
 

 
 

意
味
秩
序
は
直
裁
的
な
経
験
的
理
解
が
な
し
え
な
 い
為
 な
お
さ
ら
そ
の
秩
序
維
持
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
と
な
 
っ
 て
く
る
。
ス
コ
ッ
ト
 

は
 、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
 一
 要
素
 

と
し
て
逸
脱
を
位
置
づ
 

け
よ
う
 と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 

秩
序
に
と
っ
て
不
確
定
性
は
敵
で
あ
る
以
上
に
脅
威
で
 あ
る
。
何
故
な
ら
類
型
は
無
秩
序
の
中
に
は
現
出
し
え
な
 ぃ
が
 、
そ
れ
は
新
た
 

な
 類
型
化
へ
の
潜
在
的
可
能
性
を
無
限
に
秘
め
て
い
る
か
 ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
世
界
は
無
秩
序
の
意
志
の
ま
ま
 に
 変
革
さ
れ
て
し
ま
 

ぅ
 。
そ
う
し
た
意
志
は
 、
 単
に
規
範
の
混
乱
や
葛
藤
と
し
 て
の
 ア
ノ
ミ
ー
よ
り
も
む
し
ろ
既
存
の
秩
序
を
根
底
か
 ら
 揺
振
る
反
秩
序
と
も
 

い
 う
 べ
き
 ヵ
 オ
ス
に
発
源
す
る
と
み
る
時
、
儀
礼
や
逸
脱
 と
い
っ
た
現
象
を
現
実
世
界
を
支
え
る
象
徴
世
界
と
い
 う
 不
可
視
の
領
域
に
与
 

す
る
視
野
が
開
け
て
く
る
。
 

そ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
意
義
を
考
察
す
る
前
に
 、
 既
に
 様
々
な
領
域
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
ぎ
た
儀
礼
 や
 逸
脱
の
社
会
構
造
 

 
 

ケア ヒ 

そ よ   
で、 て 現 
こ 実 
0 世 
非 界 
口 を 
博 正 
的 当 
（ 化 
周 す 
期 る 

的 神 
） 聖 
な な 
現 る 
実 家 
正 敬 
当 住 
化 を 
手 再 
段 確 
と 。 き 口， 刃 ぃ 

し す 
て る 

儀 手 
礼 段 
な と 

才巴 寸リ 

え い 

る え 
- る 方 
で、 

象 
徴 
的 
V@ 目 

表 
出 
さ 

れ 
ナ - し 

超 
越 
的     
味 
秩 
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逸脱 一 制裁の論理 

ろ は か が 

れ ろそ " ケ l 本 " こ ぅ 

か れ ム 稿 し   
そ 水 駅 ぅ 礼 
れ 質 的 に や 
は 的 美 さ 逸 
集 な 積 ら 脱 
合 存 を に の 
意 在 看 そ も 

調 理 過 れ っ 
の 出 す ら 潜 
も な る の 在 
っ 憶 わ 行 的 
と 蔽 げ 為 機 
も す に の 能 
中 る は 潜 の 
核 よ い 在 指 

@ ま 的さ は解となる力士、かム 、 摘 わ @ ち @ 壬鼓 @ 
要 駅 い を 何   
す 産 に 世 徴 
な で ょ 界 世 
わ し れ に 界 
ち か ば 照 を 
道、 な 一 、 5  節 
徳、 いピ実 し 提 
で 。 回 て と 

あ そ 成 把 し 

り れ 具 え な 
宇、 で が よ く 

宙、 ほ 宗 ぅ と   
も 本 儀 る 充 
あ 質 礼 場 外 に るよう 意義 的な存 に帰し 倉、わ 
な 在 て れ が 
要 根 い わ あ 
素 拠 る れ る 

を は 物 は わ 
高 向 理 E け 
活 に 的 ・ で 

勤 求 効 デ あ 
さ め カ ュ る 
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Ⅱ
 -
 

5
 
な
 確
信
を
成
員
が
得
る
の
は
、
逸
脱
と
の
相
対
的
な
関
 係
 に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
 

一
方
逸
脱
に
関
し
て
も
、
 A
.
 コ
ー
 ヘ
ン
 は
「
そ
れ
 

よ
う
に
防
止
し
、
ま
た
法
秩
序
か
ら
緊
張
を
と
り
去
る
 

ば
逸
脱
者
は
規
範
秩
序
を
明
確
に
し
再
確
認
す
る
た
め
 

を
す
る
た
め
に
は
何
を
為
す
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
 

ィ
を
 確
認
し
成
員
た
ち
の
結
束
を
高
め
て
ゆ
く
と
い
う
 ほ

ど
厳
格
に
統
制
さ
れ
な
い
程
度
の
逸
脱
は
、
不
満
の
蓄
 積
 が
過
度
に
な
ら
な
い
 

-
9
-
 

な
ど
、
「
安
全
弁
 
L
 と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
」
と
し
て
 い
る
。
ま
た
彼
に
よ
れ
 

-
 
⑯
 -
 

0
 機
会
を
与
え
る
と
い
う
。
つ
ま
り
集
団
成
員
は
・
そ
の
 秩
序
に
か
な
っ
た
行
為
 

際
の
拠
り
所
と
し
て
逸
脱
者
を
位
置
づ
 け
 、
そ
の
結
果
 彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 

わ
 げ
で
あ
る
。
 
L
,
A
.
 

コ
ー
ザ
一
も
同
様
に
「
集
団
的
 常
態
の
慰
め
と
な
る
よ
 

に
も
た
ら
す
潜
在
的
機
能
の
側
面
二
言
及
し
て
お
き
た
 い
  
 

た
と
え
ば
 
R
.
 
マ
ー
ト
ン
は
、
雨
乞
い
の
儀
礼
を
実
際
に
 雨
 が
降
る
こ
と
へ
の
当
初
の
期
待
以
上
に
、
各
地
に
散
 在
す
る
集
団
成
員
が
 

儀
礼
に
参
集
し
て
共
同
祭
儀
を
営
む
こ
と
に
 よ
 る
集
団
 的
 同
一
性
の
強
化
と
い
う
潜
在
的
効
果
を
果
た
し
て
い
 
る
も
の
と
分
析
し
て
い
 

-
7
l
l
-
 

る
 。
ま
た
 E
.
 

ノ
ー
 

べ
 "
 ク
は
 、
ア
フ
リ
カ
諸
部
族
の
葛
 藤
 儀
礼
（
 乙
富
目
の
 o
h
n
o
 
コ
 %
 ま
 （
）
の
分
析
を
通
し
て
 
、
成
員
の
集
団
的
葛
藤
 

に
 対
し
て
他
の
何
ら
か
の
「
安
全
弁
」
が
充
分
に
機
能
し
 て
い
な
い
場
合
、
敵
対
心
を
表
出
す
る
儀
礼
（
 
M
 

グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
に
よ
れ
 

は
は
、
 
ふ
 （
 
け
 り
 ト
 
の
 0
 目
ぺ
 の
す
 
臼
 ）
 
円
 
0
 コ
 ）
は
フ
ォ
ー
マ
ル
み
は
 社
 ム
ム
 
単
位
や
か
な
り
の
程
度
制
度
化
さ
れ
た
構
造
を
通
し
て
 
成
員
の
行
為
を
堅
固
に
 

-
8
X
U
-
 

規
制
す
る
よ
う
な
社
会
 仁
 と
っ
て
最
も
期
待
さ
れ
 ぅ
る
安
 金
井
装
置
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 



あ
ノ
り
 

か
く
し
て
、
儀
礼
の
も
つ
潜
在
的
意
義
は
本
質
的
な
 迩
 万
で
 集
団
存
続
に
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
出
せ
る
わ
 げ
で
あ
る
。
 

い
う
こ
と
は
 単
 

あ
り
、
個
人
の
 

結
局
、
デ
ュ
 

-
 
Ⅳ
 @
 

な
る
個
人
の
義
務
感
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
 そ
 れ
 自
体
「
道
徳
の
目
的
」
 

 
 

集
団
に
対
す
る
愛
着
に
も
と
づ
く
成
員
性
の
う
ち
に
 求
 め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

ル
ケ
ー
 ム
 
に
依
れ
ば
、
人
間
的
行
為
の
正
当
性
は
、
そ
の
 行
為
の
道
徳
的
理
解
に
 で

あ
る
。
そ
れ
は
非
個
人
的
な
も
の
 

よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
え
 
よ で ・ 

  

す
る
義
務
と
望
ま
し
き
も
の
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
単
 に
物
理
的
威
力
に
 

-
M
@
 

存
在
す
る
神
聖
な
る
特
質
に
発
源
す
る
も
の
で
あ
る
。
 道
 徳
と
 神
聖
性
 と
 

従
っ
て
結
局
「
宗
教
生
活
と
比
較
し
な
い
限
り
、
道
徳
 生
活
を
理
解
す
る
 

も
、
 
彼
に
 ょ
 れ
ば
社
会
は
一
つ
の
偉
大
な
道
徳
的
存
在
 で
あ
り
「
尊
敬
を
 

個
人
意
識
に
対
す
る
社
会
の
超
越
性
を
単
に
物
理
的
 超
 越
性
 に
帰
す
る
 

的
 ）
超
越
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

社
会
の
み
が
人
間
生
活
に
お
け
る
も
っ
と
も
指
導
的
で
 堅
固
な
力
と
し
 

 
 

ぺ
き
権
威
を
有
す
る
。
こ
の
当
為
性
こ
そ
前
述
し
た
規
範
 の
も
っ
そ
れ
の
 

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
道
徳
の
 中
に
 

の
間
に
は
、
長
い
間
の
歴
史
的
類
縁
関
係
が
存
在
し
て
お
 り
、
 

@
 
巧
 -
 

こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
し
か
 

@
 
托
 -
 

強
制
す
る
道
徳
的
権
威
の
凡
て
の
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
 
」
 

こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
こ
の
道
徳
 
的
 
（
 
聖
 

て
の
当
為
性
（
単
な
る
功
利
性
に
還
元
し
え
な
 い
 ）
を
 形
 成
す
 

根
底
を
な
す
も
の
と
い
え
 よ
う
 。
だ
か
ら
規
範
を
遵
守
 す
る
と
 

-
u
@
 

る
 、
そ
し
て
こ
の
畏
敬
の
念
の
為
に
わ
れ
わ
れ
の
意
志
 は
こ
の
権
威
が
指
示
す
る
命
令
に
従
 う
わ
 げ
で
あ
る
。
何
 故
 な
ら
、
道
徳
を
構
成
 

で
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 に
と
っ
て
「
道
徳
」
と
は
何
を
意
 抹
 す
る
の
か
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
想
起
す
る
 よ
う
 な
 倫
理
的
性
格
を
示
の
 

 
 

 
 

す
も
の
で
あ
る
以
上
に
社
会
そ
の
も
の
に
根
拠
を
置
く
 も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
権
威
の
特
質
は
畏
敬
の
 念
を
起
さ
せ
る
事
に
あ
 

せ
る
目
的
に
仕
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
 に
よ
っ
て
集
団
の
統
一
感
情
が
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
 

7
&
 



し
か
る
に
社
会
の
存
続
を
根
本
か
ら
脅
す
も
の
は
物
理
 

的
な
脅
威
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
社
会
に
と
っ
て
本
質
的
な
 

意
味
秩
序
の
喪
失
で
 

あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
こ
の
境
界
は
象
徴
世
界
と
の
 

関
わ
 り
に
お
い
て
、
意
味
秩
序
を
脅
す
不
可
視
の
世
界
（
 

カ
オ
 ス
 ）
と
わ
れ
わ
れ
の
 

現
 

英
世
界
と
を
画
す
る
も
の
と
し
て
映
っ
て
く
る
。
 

と
こ
ろ
で
規
範
秩
序
が
遵
守
さ
れ
る
に
 

は
 、
こ
の
境
界
 
が
 明
確
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
 

そ
 の
た
め
に
は
 
社
ム
 
拭
は
 

秩
序
を
撹
乱
す
る
も
の
の
脅
威
か
ら
絶
え
ず
防
衛
さ
る
 

べ
 き
「
世
界
維
持
機
構
」
谷
田
せ
の
（
の
 

e
.
 

ヨ
が
ぎ
 
あ
ぎ
 ぎ
的
 ヨ
 の
の
オ
リ
田
の
 

ヨ
 ）
を
発
達
 

-
 
は
 -
 

捜
 
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
に
 

ょ
 れ
ば
そ
れ
 
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
 

論
 

 
 

裁
 

Ⅲ
誤
認
（
 
ヨ
 田
の
口
の
 

r
e
 

の
㌧
（
 

山
 
。
㊥
異
常
な
も
の
 を
あ
た
か
も
正
常
な
現
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
す
 

こ
と
で
カ
オ
ス
と
の
対
決
を
 

 
 

 
 

こ
れ
現
実
に
は
存
在
し
え
な
 

の
 
ヴ
ロ
 
コ
客
コ
ゆ
 

）
 
i
@
 

逸
 

い
こ
と
を
他
者
に
説
得
し
や
す
い
か
ら
で
、
例
え
ば
誰
か
 

が
 幽
霊
を
見
た
と
主
張
す
る
時
、
彼
の
気
質
を
疑
う
 

た
 ど
し
て
彼
が
信
用
で
き
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一
 

と
こ
ろ
で
、
既
述
し
た
 よ
う
 に
現
実
世
界
が
規
範
秩
序
 を
 維
持
す
る
上
で
な
す
「
類
型
化
」
は
、
同
時
に
そ
の
類
 型
 間
及
び
そ
れ
ら
を
 

統
合
す
る
社
会
の
外
縁
に
様
々
な
「
境
界
」
を
内
包
 し
 て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 K
,
T
.
 

エ
リ
ク
ソ
ン
に
よ
れ
。
は
 

、
こ
の
境
界
の
も
つ
 意
 

義
は
 「
シ
ス
テ
ム
の
構
成
因
子
の
動
揺
を
制
限
す
る
た
 め
の
抑
制
力
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
 広
 範
 な
環
境
の
中
で
限
定
 

さ
れ
た
行
動
範
囲
１
１
そ
れ
が
恒
常
性
や
安
定
性
の
唯
 一
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
わ
け
だ
が
を
全
体
系
が
保
 持
す
る
こ
と
に
機
能
 す
 

 
 



な
い
情
報
源
で
あ
る
こ
と
を
他
者
に
説
得
す
れ
ば
 
ょ
 い
 。
㈹
正
常
化
（
 コ
 0
q
 
ヨ
が
ヱ
ぃ
 
注
 い
 
0
 口
 ）
異
常
な
も
の
 を
 ょ
り
正
常
な
状
態
に
 

回
復
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
、
手
術
、
治
療
 

ハ
ビ
り
 テ
ー
シ
ョ
ン
、
強
制
な
ど
の
手
段
が
考
 
，
 
ぇ
 ら
れ
る
。
㈲
無
効
化
 

貧
ぎ
 ヱ
簿
（
 
円
 
0
 コ
 ）
特
定
の
象
徴
世
界
に
適
合
し
な
い
よ
 う
 な
逸
脱
対
象
を
概
念
的
に
追
放
す
る
こ
と
。
た
と
え
 ば
 異
人
や
少
数
者
集
団
 

に
み
ら
れ
る
 
よ
う
 に
存
在
論
的
劣
位
に
追
 い
 や
る
な
ど
。
 

ス
コ
ッ
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
右
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
 は
 逸
脱
は
表
面
的
に
は
否
定
的
な
も
の
と
し
か
映
ら
な
 い
 。
と
こ
ろ
が
、
 
ひ
 

と
た
び
こ
の
境
界
が
あ
い
ま
 い
 に
な
り
、
移
行
消
失
し
や
 す
く
な
る
と
、
境
界
が
明
確
な
時
に
は
顕
在
的
に
は
 忌
 避
 す
べ
 き
 逸
脱
の
潜
在
 

的
 意
義
が
浮
き
ば
り
に
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
社
会
 が
 境
界
再
確
立
の
た
め
に
逸
脱
へ
の
ニ
ー
ズ
を
増
し
て
く
 る
 。
つ
ま
り
逸
脱
は
秩
 

序
 が
確
立
さ
れ
て
い
る
時
は
表
面
的
に
は
否
定
さ
る
べ
き
 対
象
で
あ
る
が
、
一
旦
秩
序
が
不
安
定
な
状
態
に
な
っ
 た
 時
は
か
え
っ
て
逸
脱
 

の
も
っ
潜
在
的
な
力
を
安
定
へ
の
活
力
と
し
て
社
会
が
求
 め
る
よ
う
な
両
面
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
も
い
え
る
  
 

し
か
し
そ
の
両
面
性
ゆ
え
に
、
安
定
化
へ
の
活
力
と
し
て
 の
 逸
脱
も
、
と
も
す
れ
ば
破
壊
へ
の
脅
威
に
な
り
か
ね
 な
い
。
あ
る
不
可
解
 

な
行
為
に
対
し
て
他
者
が
逸
脱
ラ
ベ
ル
を
付
与
す
る
 場
ム
 ロ
 、
そ
れ
は
想
像
し
え
な
い
突
飛
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
 ら
な
い
。
そ
の
ラ
ベ
ル
 

付
与
に
伴
 う
 因
果
連
関
が
他
者
に
よ
っ
て
予
測
し
 ぅ
る
 も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
解
し
そ
な
い
よ
う
な
 意
 味
 要
素
を
社
会
に
蔓
延
 

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
・
あ
る
。
 

結
局
、
秩
序
の
安
定
化
へ
の
活
力
と
し
て
逸
脱
が
機
能
 し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
逸
脱
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
当
該
 社
 会
 に
と
っ
て
「
予
測
 

可
能
性
」
の
原
理
に
た
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
い
 。
た
と
え
逸
脱
の
象
徴
世
界
と
の
関
連
に
お
け
る
 意
 義
を
追
求
す
る
と
し
て
 

も
 、
そ
の
逸
脱
が
あ
く
ま
で
も
現
実
社
会
と
の
構
造
的
 脈
絡
の
中
で
生
起
す
る
以
上
無
条
件
に
象
徴
世
界
に
関
わ
 ら
せ
る
こ
と
は
で
き
た
 

い
 。
そ
の
意
味
で
右
の
原
理
は
逸
脱
の
象
徴
的
機
能
の
構
 造
 的
前
提
の
一
つ
と
い
え
よ
 う
 。
 

さ
て
、
そ
の
こ
と
を
わ
が
国
の
愚
物
信
仰
を
一
つ
の
て
が
 か
り
と
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
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逸脱一一制裁の 論理 

と
こ
ろ
で
、
 
E
.
 ヒ
ュ
ー
ズ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
 に

あ
る
人
間
の
「
特
定
の
決
定
的
特
性
」
 
G
 黒
住
 片
げ
 ゆ
コ
せ
 宙
の
 
ヰ
 
の
Ⅱ
 
ヨ
 ）
 
コ
ド
コ
軸
 

@
 
れ
 @
 

0
 ゴ
ド
 
「
 a
c
 

（
の
 

ヱ
 の
（
 
ざ
の
 ）
は
「
副
次
的
特
性
」
（
の
 目
 Ⅹ
 臣
ざ
 Ⅰ
 せ
 9
 
代
の
 ゑ
 の
 ヱ
降
ざ
 巴
を
随
伴
す
る
。
愚
物
信
仰
に
お
い
 
て
も
 筋
 と
い
わ
れ
る
系
 

統
 に
は
、
地
域
的
偏
差
は
あ
り
な
が
ら
も
そ
う
し
た
 副
 次
 的
特
性
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
 筋
の
者
は
神
経
質
で
ず
 

う
ず
 ぅ
 し
く
勝
ち
気
な
変
わ
り
者
が
多
い
。
急
速
に
蓄
 財
 し
た
資
産
家
が
多
い
、
比
較
的
新
し
い
入
植
者
で
、
 

い
 わ
ば
新
参
者
で
あ
る
等
 

々
。
こ
う
し
た
副
次
的
特
性
は
主
位
的
特
性
を
周
辺
か
ら
 強
化
す
る
。
愚
物
筋
で
あ
る
こ
と
が
明
示
的
で
は
な
い
 が
そ
の
疑
 い
 を
も
た
れ
 

て
い
る
場
合
、
単
に
家
系
の
問
題
の
み
な
ら
ず
他
の
副
 次
 的
 特
性
が
他
者
の
愚
物
筋
へ
の
認
識
に
大
ぎ
く
影
響
を
 及
ば
す
。
他
者
が
日
常
 

生
活
に
お
い
て
習
得
し
て
き
た
伝
統
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
 フ

に
 照
ら
し
合
わ
せ
て
筋
の
者
を
解
釈
し
て
み
る
と
該
当
 す
る
副
次
的
特
性
が
見
 

出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
は
筋
と
い
う
ラ
ベ
ル
に
 対
す
る
自
己
の
認
識
の
正
当
性
を
確
信
す
る
に
至
る
わ
 け
 で
あ
る
。
 

か
く
し
て
一
旦
付
与
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
は
そ
の
内
容
が
脱
落
 し
て
も
持
続
し
 ぅ
る
 。
ラ
ベ
リ
ン
グ
契
機
と
し
て
主
位
 的
 特
性
の
も
つ
意
味
 

 
 

も
 重
要
て
あ
る
が
、
そ
の
持
続
展
開
の
段
階
で
は
副
次
的
 特
性
の
も
つ
意
味
が
比
重
を
占
め
て
く
る
。
こ
う
し
た
 過
程
を
経
な
が
ら
、
 

あ
は
 

ま
 

る
 逸
脱
契
機
に
貼
ら
れ
た
「
部
分
的
ラ
ベ
ル
」
は
逸
脱
者
 0
 社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
全
体
に
ま
で
拡
大
さ
れ
 

 
 

逸
脱
と
い
 

の
と
い
え
る
 

位
な
性
質
の
 

り
、
家
族
の
 

を
伴
わ
ず
 し
 

項
目
と
し
て
 

こ
と
が
で
き
 

ぅ
 ラ
ベ
ル
の
付
与
は
、
本
来
あ
る
特
定
の
行
為
現
象
の
勃
 発

を
契
機
と
し
て
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
 獲
 得
 的
な
も
 

。
と
こ
ろ
が
、
特
定
の
逸
脱
契
機
を
経
ず
し
て
逸
脱
者
 の
 ラ
ベ
ル
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
得
的
 で
 帰
属
 本
 

も
の
で
あ
る
。
 A
.
 

ゴ
ッ
フ
マ
ン
の
分
類
に
よ
れ
ば
「
 

集
団
的
ス
テ
ィ
グ
マ
」
家
系
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
 も
の
で
あ
 

全
員
を
一
様
に
汚
染
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
し
 

 
 

恩
依
 現
象
 

て
 存
続
し
 ぅ
 る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
 恩
く
 愚
か
れ
る
 と

い
っ
た
愚
物
持
ち
を
決
定
づ
け
る
主
要
な
特
性
の
機
 能
的
 代
用
 

通
婚
の
 タ
ブ
ー
と
い
う
不
文
律
が
作
用
す
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
他
者
は
、
は
る
か
に
予
測
可
能
な
視
野
で
愚
物
信
仰
 を
担
 え
る
 

る
 。
 



た
と
え
ば
、
 ヱ
 リ
ク
ソ
ン
に
 よ
 れ
 ば
 妖
術
や
邪
術
、
悪
幸
一
 

荻
 
と
い
っ
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
境
界
を
越
え
 た
 不
可
視
の
世
界
 

 
 

他
者
は
そ
れ
ら
の
シ
ン
ボ
ル
を
通
し
て
 ヵ
 オ
ス
の
世
界
 の
 何
た
る
か
を
象
徴
的
 

に
 認
識
す
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
は
境
界
を
維
 持
す
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
逸
脱
 行
 為
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
 

象
徴
的
カ
オ
ス
に
対
す
る
適
当
な
制
裁
を
通
し
て
自
己
 0
 世
界
を
支
え
る
神
聖
性
を
再
確
認
し
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
 へ
 
@
@
V
 

。
 

し
か
る
に
右
の
よ
う
に
、
あ
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
う
。
 
へ
 ル
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逸
脱
者
と
他
 者
の
状
況
が
お
の
ず
 

団
の
周
辺
に
位
置
す
る
人
々
に
よ
っ
て
絶
え
ず
テ
ス
ト
 さ
 れ
 
（
逸
脱
行
為
）
そ
の
集
団
の
内
的
モ
ラ
リ
テ
ィ
を
 
表
 出
す
る
人
々
に
よ
っ
て
 

絶
え
ず
防
護
さ
れ
る
（
制
裁
）
場
合
に
お
い
て
の
み
 逸
 脱
が
そ
の
成
員
に
対
し
て
有
効
に
作
用
し
 ぅ
 る
と
い
う
こ
 と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

何
故
な
ら
、
逸
脱
１
１
統
制
機
関
の
間
の
均
衡
が
 ぅ
 

 
 

な
っ
て
し
ま
う
。
従
 っ
 

て
 逸
脱
の
機
能
を
探
る
場
合
、
統
制
力
と
し
て
の
 
制
裁
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
 

つ
ま
り
、
逸
脱
は
そ
れ
に
対
す
る
制
裁
が
充
 全
 に
働
 き
ぅ
 る
 限
り
「
境
界
維
持
機
構
」
（
 
ヴ
 。
口
目
 
ら
 a
r
 
セ
 日
が
ぎ
 蕾
巨
 コ
 破
ヨ
 の
 
。
 
プ
 片
ロ
）
の
日
の
）
 

@
 
お
 -
 

と
し
て
機
能
し
う
る
。
 

に
ま
で
発
展
し
や
す
い
 0
 ゴ
ッ
 フ
マ
ン
の
次
の
指
摘
は
 一
 
示
唆
的
で
あ
る
。
「
あ
る
信
号
の
基
底
の
意
味
が
時
が
経
 
つ
に
つ
れ
て
摩
滅
し
 極
 
0
 

端
な
場
ム
ロ
わ
ず
か
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
程
度
に
な
っ
て
し
 
ま
ぅ
 こ
と
が
あ
り
、
そ
う
な
っ
て
も
そ
の
信
号
の
も
つ
 情
報
機
能
は
相
も
変
わ
 
吻
 

 
 

@
 
る
 @
 

ら
ず
重
要
で
あ
り
、
と
き
に
は
以
前
よ
り
重
要
さ
が
増
す
 こ
と
も
あ
る
。
」
 

一
 "
 

 
 

回
生
活
の
安
定
性
 

る
と
主
張
す
る
。
・
・
 

V
 
-
4
@
2
 
 

こ
 寄
与
し
 ぅ
 

そ
の
 こ
と
ほ
、
境
界
が
集
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対 
処 わ そ 
す が こ 

6 国 で 
た の 、 

め 原 神 四 
に 始 聖 
は 古 性 
神 代 と 

を に 制 
慰 お 裁 
無 げ と 

す る の 
る ツ 関 
行 ， 係 

につい 為 が求 （天津 

め罪 ら 、 て さ 

ね @  国 ら 
た巴津 に 

。 葬 具 
つ ） 体 
ま の 的 
り 観 に 
「 念 者 
罪 は 察 
を タ し 
犯 ブ て 
せ l み 

ぱ の た   
怒 に 
り よ 

な っ 

蒙 て 
む 結 
る 果 
も さ 
め れ 
と る 

考 と 

え信 らじ 
ね ら 
  れ 罪 

を そ 
犯 れ 
し p= 

81@ <1&3) 

に は よ が が 聖 ず ィ 逸 「 と 

方
向
 づ
 げ
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
 5
 意
味
で
、
 ラ
べ
 リ
ン
グ
 自
体
既
に
原
初
的
制
裁
で
あ
る
。
こ
の
原
初
的
制
裁
が
 逸
 脱
着
１
１
他
者
間
の
 

作
用
 ｜
 反
作
用
 ｜
 相
互
作
用
」
（
 
a
c
 
（
 
田
 
o
n
.
q
e
a
c
 

ヰ
ぃ
 

0
 コ
 。
 
円
コ
 
（
 

 
 

ち
 逸
脱
者
が
新
た
に
 

脱
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
 一
方
他
者
は
そ
の
逸
脱
者
に
準
拠
し
っ
つ
み
ず
か
ら
の
 社
 ム
本
 
的
 ア
イ
デ
ン
テ
 

テ
ィ
を
確
認
し
て
ゆ
く
時
、
原
初
的
制
裁
は
真
に
制
裁
と
 し
て
の
持
続
的
効
果
を
発
揮
し
 ぅ
る
 。
と
こ
ろ
が
、
 制
 裁
が
 聖
な
る
も
の
み
 

か
ら
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
、
 そ
 の
 制
裁
自
体
は
先
験
的
に
そ
の
正
当
性
を
保
証
さ
れ
て
 い
る
。
何
故
な
ら
 神
 

性
の
有
す
る
絶
対
性
（
超
越
性
）
は
本
質
的
に
新
た
な
 人
為
的
正
当
化
を
必
要
と
し
な
い
。
古
代
社
会
の
如
く
 象
 徴
 世
界
と
現
実
世
界
 

密
接
に
融
合
し
て
い
る
 社
 ム
本
で
は
聖
な
る
制
裁
は
前
論
 
理
 的
効
果
を
保
証
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
象
徴
世
界
と
 し
て
の
聖
な
る
領
域
 

現
実
の
背
後
の
潜
在
的
な
世
界
に
な
る
に
つ
れ
て
、
お
の
 ず
と
神
聖
性
と
制
裁
と
の
関
係
性
も
変
化
し
て
き
た
。
 つ
ま
り
、
後
述
す
る
 

う
に
、
制
裁
が
聖
な
る
も
の
に
よ
っ
て
直
接
も
た
ら
さ
れ
 る
の
で
は
な
く
、
そ
の
塑
性
を
媒
介
と
し
な
が
ら
も
、
 そ
の
制
裁
を
下
す
の
 

あ
く
ま
で
も
社
会
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
 と
 、
制
裁
は
前
述
し
た
よ
う
な
正
当
化
へ
の
構
造
的
 プ
 口
 セ
ス
を
踏
む
こ
と
 

よ
っ
て
は
じ
め
て
機
能
し
う
る
。
先
の
「
予
測
可
能
性
 し
 と
 同
様
、
逸
脱
考
察
に
際
し
て
の
構
造
的
前
提
の
一
つ
 と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

 
 



に
テ
 

の
 
の
 

一
ス
 

へ
 

J
 
ノ
勺
 

 
 

地
位
 位
 

ゴ
統
フ
 

 
 

逸
隻
 ラ

 

O
 

己
 

自
 
 
 

 
 

O
 

規 範 

I 図 制裁が正当化される 過程 

的
 制
裁
」
に
あ
た
る
。
こ
の
制
裁
は
神
霊
に
よ
っ
て
も
 た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
 

て
お
り
そ
の
結
果
「
罪
を
犯
し
た
人
の
中
に
彼
自
身
、
 あ
 る
い
は
彼
が
接
触
し
た
 

人
々
が
危
険
と
な
る
よ
う
な
儀
礼
的
不
浄
の
状
態
を
も
 た
ら
す
こ
の
よ
う
な
 

場
合
慣
習
は
彼
が
儀
礼
的
浄
化
あ
る
い
は
 娼
罪
 を
行
 

5
,
 

」
と
を
要
求
す
る
か
も
し
 

れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
た
罪
の
結
果
と
し
て
彼
は
病
 気
で
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
 信
 

・
 
。
せ
ら
れ
て
し
る
力
も
し
れ
な
し
」
 

、
、
、
 
-
]
-
3
 
 

こ
の
制
裁
の
あ
り
 方
は
 
「
あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
 

ニ
テ
ィ
に
お
い
て
そ
れ
自
身
義
務
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
 る
あ
る
種
の
信
仰
の
存
 

@
 
㏄
 -
 

往
 に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
」
 

一
方
、
 

J
.
 

ビ
ー
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
当
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
 そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
 

下
さ
れ
る
制
裁
は
「
社
会
的
制
裁
」
で
あ
る
。
た
と
え
 ば
 不
可
解
な
行
動
を
す
る
 

者
を
ウ
ィ
ッ
チ
や
 ソ
一
 サ
ラ
ー
と
し
て
疑
う
こ
と
は
 儀
 礼
的
 制
裁
で
は
な
い
。
 
そ
 

れ
は
「
非
常
に
力
強
く
そ
し
て
（
疑
い
ゆ
え
に
）
大
変
 苦
痛
な
、
社
会
的
行
為
を
 

-
 
㏄
 @
 

と
も
な
い
 う
る
 」
故
に
社
会
的
で
あ
る
。
 

愚
物
持
ち
の
告
発
も
一
種
の
社
会
的
制
裁
で
あ
る
。
 但
 し
 、
こ
の
場
合
洋
上
思
し
 

ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
制
裁
は
そ
れ
 自
 体
 他
者
に
よ
る
社
会
的
行
 

為
 で
あ
っ
て
も
逸
脱
行
為
の
性
格
を
超
自
然
的
レ
ベ
ル
 
に
 訴
え
る
と
い
う
意
味
 

   
 

た
 者
は
円
は
 ち
ぇ
ヒ
 
（
 
祓
 
・
解
除
）
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
 を
 
鎮
め
る
よ
り
ほ
か
な
 

 
 

 
 

フ
ウ
ン
に
従
え
ば
「
儀
礼
の
  

 



一 制裁の論 

や - 

逸脱 - 

ら く 

理 

聖
な
る
媒
介
が
制
裁
の
も
っ
あ
ら
わ
な
側
面
を
和
ら
げ
 る
と
い
う
例
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
 れ
る
。
た
と
え
ば
 堀
 

郎
に
ょ
 れ
ば
伝
統
的
村
落
社
会
に
お
け
る
多
く
の
宗
教
的
 緊
張
は
、
む
し
ろ
政
治
経
済
的
及
び
文
化
的
根
拠
か
ら
 生
じ
た
 軋
礫
が
 信
仰
 

-
 
辞
 @
 

宗
教
的
儀
礼
に
お
い
て
意
識
さ
れ
、
そ
れ
を
契
機
に
発
 現
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
。
「
村
内
で
特
に
普
段
か
ら
 他
の
村
民
か
ら
と
か
 

 
 

 
 

評
判
の
あ
る
家
な
ど
に
、
祭
の
時
に
神
輿
が
暴
れ
込
ん
だ
 り
 い
ろ
い
ろ
の
形
で
一
種
の
嫌
が
ら
せ
を
す
る
例
は
 、
 多
く
の
村
で
経
験
せ
Ⅰ
 

8
3
 

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
農
民
の
持
つ
世
論
と
も
 憤
溝
と
 も
 い
 う
 べ
き
も
の
が
、
宗
教
的
契
機
に
お
い
て
集
団
制
 裁
 、
報
復
と
し
て
 
暴
 

 
 

度
が
 露
骨
に
表
出
さ
れ
る
と
か
え
っ
て
社
会
的
葛
藤
を
増
 傾
 さ
せ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
な
る
べ
く
直
接
性
を
回
 通
 し
攻
撃
性
を
緩
和
さ
 

 
 

せ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
場
合
儀
礼
的
制
裁
が
最
も
 有
効
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
的
制
裁
に
お
い
て
も
超
自
然
 的
 媒
介
を
導
入
す
る
こ
 

@
 
あ
 -
 

と
で
攻
撃
性
は
緩
和
さ
れ
や
す
い
。
 

B
.
 
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
 １
 6
 同
様
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ト
 諸
 島
で
は
社
会
的
地
位
に
 

よ
っ
て
保
証
さ
れ
な
い
能
力
や
財
産
の
卓
越
や
過
剰
、
 

ま
 た
 階
級
や
権
力
と
結
合
し
な
い
顕
著
な
個
人
的
業
績
 や
 美
徳
な
ど
と
い
っ
た
 他
 

者
に
嫉
妬
を
惹
起
さ
せ
る
事
柄
は
、
酋
長
に
よ
っ
て
 罰
 せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
「
た
だ
嫌
疑
と
か
、
ほ
ん
の
す
 こ
し
の
疑
い
と
か
あ
る
 

い
は
傾
向
が
逸
脱
者
に
不
利
な
こ
と
を
告
げ
る
に
す
ぎ
 ぬ
 と
き
に
は
、
直
接
的
肉
体
的
暴
行
を
加
え
る
こ
と
は
で
 き
な
い
。
か
れ
に
と
っ
 

@
 
㏄
 -
 

て
 妥
当
な
法
的
手
段
は
魔
術
に
訴
え
る
こ
と
」
で
あ
る
。
 

儀
礼
的
制
裁
と
同
様
に
、
あ
る
種
の
信
仰
的
基
盤
が
前
 提
 と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
 

現
実
が
聖
な
る
象
徴
世
界
に
浸
潤
さ
れ
て
い
る
状
態
と
は
 異
な
り
、
象
徴
世
界
が
現
実
の
背
後
に
潜
み
つ
つ
働
き
 か
 け
 

に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
形
で
の
制
裁
と
神
聖
性
と
の
 関
 わ
り
方
が
比
重
を
占
め
る
 よ
う
 に
な
る
。
と
同
時
に
そ
 れ
は
 対
 

あ
り
方
に
も
関
係
し
て
く
る
。
 

T
,
 オ
デ
 。
が
、
呪
術
を
 人
々
の
社
会
的
地
位
に
伴
 う
 欲
求
不
満
に
誘
因
す
る
と
 こ
ろ
の
 

ず
る
攻
撃
的
態
度
の
一
つ
の
表
出
手
段
と
し
、
「
そ
れ
は
 
、
も
し
も
こ
の
よ
う
な
攻
撃
的
態
度
が
直
接
に
発
揮
さ
 
れ
る
な
 

-
 
紬
 -
 

全
を
乱
す
か
も
し
れ
な
い
感
情
の
「
安
全
な
」
は
げ
口
を
 、
し
ば
し
ば
あ
た
え
る
」
と
指
摘
す
る
 よ
う
 に
 、
 殊
に
 

制
裁
の
 

る
よ
う
な
状
況
 

、
 、
、
 
、
、
 

人
的
政
理
性
の
 

敵
対
心
か
ら
 生
 

ら
ば
社
会
の
安
 

も
つ
報
復
的
 態
 



象
徴
世
界
維
持
の
た
め
に
逸
脱
は
必
要
で
あ
っ
て
も
、
 逆
 に
 逸
脱
を
必
ず
し
も
象
徴
世
界
に
関
わ
ら
せ
る
べ
 き
必
 熱
性
は
な
い
。
既
に
 

述
べ
た
よ
 う
 に
、
実
際
、
逸
脱
の
現
実
世
界
と
の
関
係
 に
お
け
る
機
能
性
も
、
し
ば
し
 ぱ
 指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
 け
 で
あ
る
。
 

で
は
何
故
あ
え
て
逸
脱
を
象
徴
世
界
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
 論
ず
る
の
か
と
い
え
ば
、
逸
脱
と
制
裁
と
の
相
互
行
為
 が
 、
現
実
に
対
し
て
 

象
徴
世
界
が
も
た
ら
す
意
義
を
認
識
す
る
た
め
の
有
効
 な
手
が
か
り
と
な
り
 ぅ
 る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
逸
脱
 

制
裁
の
関
係
が
「
 境
 

界
 維
持
機
構
」
と
し
て
機
能
し
 ぅ
 る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
 境
界
は
現
実
世
界
に
あ
っ
て
は
自
己
の
所
属
す
る
集
団
 を
外
 集
団
と
画
す
る
も
 

の
と
い
え
よ
う
が
象
徴
世
界
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
現
実
 世
界
を
媒
介
と
し
て
象
徴
世
界
と
 ヵ
 オ
ス
と
を
画
す
る
 も
の
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
象
徴
世
界
と
カ
オ
ス
の
対
抗
関
係
は
現
実
と
い
う
 場
に
癬
 か
さ
れ
た
時
、
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
 5
8
 。
 従
 っ
て
カ
オ
ス
の
現
実
 

に
 対
す
る
脅
威
と
は
本
質
的
に
は
 ヵ
 オ
ス
の
象
徴
世
界
へ
 の
 脅
威
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
象
徴
世
界
が
 カ
オ
ス
か
ら
防
護
さ
れ
 

五 

-
 
舘
 -
 

 
 

発
す
る
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

こ
う
し
て
制
裁
は
殊
に
聖
な
る
領
域
を
媒
介
す
る
，
 

」
と
に
よ
っ
て
直
接
性
を
避
け
攻
撃
性
を
緩
和
す
る
 
こ
と
が
、
よ
り
有
効
の
 

 
 

に
 作
用
す
る
た
め
の
重
要
な
る
条
件
と
い
え
る
。
 

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
逸
脱
考
察
に
お
け
る
構
造
 論
 的
前
提
逸
脱
の
予
測
可
能
性
、
制
裁
の
正
当
化
 ゑ
び
 攻
撃
性
の
緩
和
 

等
 
１
 
l
 は
 、
逸
脱
の
潜
在
的
機
能
を
た
と
え
他
者
の
心
理
 的
 カ
タ
ル
シ
ス
や
構
造
的
安
全
弁
の
レ
ベ
ル
で
 担
 え
よ
 ち
と
も
、
あ
る
い
は
も
 

つ
 と
根
本
的
な
意
味
秩
序
の
確
認
手
段
と
し
て
 肥
 え
よ
う
 と
も
看
過
さ
る
 べ
 ぎ
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
逸
脱
は
結
 局
 、
社
会
に
 
よ
 る
認
識
 

論
的
 産
物
で
は
な
く
、
構
造
そ
の
も
の
が
産
み
出
し
た
も
 の
な
の
で
あ
る
か
ら
。
 



逸脱一一制裁の 論理 

延
 し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
現
代
の
カ
オ
ス
と
い
え
 よ
う
 。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
逸
脱
 ｜
 制
裁
の
相
互
作
用
と
は
、
そ
の
 制
裁
行
為
を
通
し
て
・
そ
の
行
為
を
下
し
た
社
会
に
 逸
 脱
に
内
包
さ
れ
た
 意
 

味
を
再
認
識
す
る
た
め
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
と
も
い
 え
よ
 5
 。
二
方
に
お
い
て
共
同
体
成
員
は
刑
罰
と
い
 
5
 形
で
自
ら
が
他
者
と
と
 

も
に
体
験
し
た
感
情
に
客
観
的
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
 で
き
る
。
他
力
に
お
い
て
刑
罰
の
発
動
は
、
そ
こ
に
 固
 足
 さ
れ
た
体
験
の
意
味
 

を
 介
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
体
験
（
犯
罪
の
喚
起
す
る
感
情
 ）
を
個
々
の
成
員
に
喚
起
さ
せ
か
れ
は
こ
の
こ
と
に
よ
 っ
て
共
同
体
の
根
元
的
 

-
 
㏄
 @
 

な
 価
値
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
 わ
 げ
で
あ
る
。
 

繰
り
返
し
述
べ
る
が
、
逸
脱
 ｜
 制
裁
の
関
係
は
本
来
「
 作
用
 ｜
 反
作
用
 ｜
 相
互
作
用
」
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
つ
ま
り
、
 
集
 

団
 成
員
は
、
あ
る
逸
脱
的
行
為
を
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
 と
 し
て
受
け
と
め
、
そ
れ
を
意
味
秩
序
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
 一
旦
カ
オ
ス
と
し
て
 
靭
吐
 

隷
 す
る
と
、
そ
れ
に
関
す
る
ラ
ベ
ル
付
与
に
よ
っ
て
 そ
 の
ヵ
オ
 ス
を
明
示
化
（
客
観
化
）
 
し
、
 更
に
そ
れ
に
制
裁
 を
 与
え
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
ヵ
 オ
ス
か
ら
集
団
を
防
護
す
る
と
同
時
に
そ
の
集
団
的
 価
値
の
正
当
性
を
再
確
認
す
る
と
い
っ
た
逸
脱
 ｜
 制
裁
 の
 循
環
図
式
を
通
し
て
 

-
 
㏄
 -
 

衰
退
化
し
た
社
会
構
造
が
再
び
活
性
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
 

85 (197) 

な
い
限
り
現
実
世
界
は
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
 げ
で
あ
る
。
 

ふ
だ
ん
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
と
り
巻
く
現
実
が
深
遠
な
る
 意
味
世
界
の
秩
序
に
よ
っ
て
 支
，
え
 

極
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
逸
脱
を
単
な
る
ア
ノ
、
 
、
 １
分
子
と
み
れ
ば
、
そ
れ
を
処
理
す
 

均
衡
を
回
復
し
 ぅ
 る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
 根
 源
 的
な
象
徴
世
界
は
維
持
し
え
な
い
。
 

ヵ
 オ
ス
と
は
一
体
何
か
 ｜
 。日
常
生
活
が
神
聖
観
念
に
 
ょ
 っ
て
強
く
拘
束
さ
れ
て
い
た
時
に
 

神
聖
観
念
の
も
つ
不
浄
性
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
現
代
 に
お
い
て
は
そ
れ
は
非
常
に
あ
い
ま
い
 

 
 

の
あ
い
ま
い
性
と
は
裏
腹
に
現
代
人
が
大
な
り
小
な
り
 苧
 ん
で
い
る
狂
気
性
の
よ
う
な
解
釈
し
 ら

れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
も
つ
こ
と
は
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
療
法
的
に
社
会
の
 

あ
っ
て
は
、
最
も
怖
れ
ら
れ
た
 ヵ
 オ
ス
は
 

な
 概
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、
 

そ
 

え
な
い
「
無
意
味
 さ
 」
が
現
実
世
界
に
 蔓
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 昭
和
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二
年
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や
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 0
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e
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も
さ
 
ち
め
あ
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T
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す
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田
仁
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こ
ゴ
 0
 申
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の
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㏄
）
 

，
ロ
，
 
㏄
 り
つ
 

し
て
は
社
会
秩
序
が
不
可
能
だ
と
い
う
信
念
を
創
り
出
す
 能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
 

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
当
初
の
問
題
意
識
が
本
稿
に
お
 い
て
委
曲
を
づ
く
し
て
 

な
く
と
も
逸
脱
の
問
題
は
、
存
在
論
的
分
析
に
偏
っ
て
も
 認
識
論
的
分
析
に
偏
っ
 

そ
の
意
味
で
象
徴
世
界
な
る
概
念
に
よ
っ
て
右
の
二
つ
の
 領
域
を
橋
渡
し
す
る
こ
 

も
た
ら
す
意
義
を
さ
ら
に
深
 い
 次
元
で
読
み
取
る
こ
と
 を
 可
能
な
ら
し
め
る
と
い
 

-
3
@
 

と
で
あ
る
」
 

展
開
さ
れ
た
か
ど
う
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
た
だ
、
 少
 

て
も
そ
の
問
題
の
本
質
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

と
で
、
日
常
的
世
界
に
生
起
す
る
逸
脱
が
そ
の
世
界
に
 

え
る
だ
ろ
う
，
 

た
は
役
割
を
秩
序
づ
け
る
す
べ
 

極
 的
存
在
は
 
、
 様
々
な
方
法
で
 て

の
 階
統
 序
列
は
、
あ
る
種
の
㍉
神
の
言
葉
 L
 に
よ
っ
 て
 「
究
極
的
な
 b
 正
当
性
を
得
る
。
こ
れ
ら
の
 究
 

象
徴
化
さ
れ
る
。
し
か
し
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
 は
 、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
が
、
そ
れ
ら
な
く
 

 
 -

 
蛇
 -
 

あ
る
。
 

H
.
D
.
 

ダ
ン
カ
ン
の
説
得
的
な
言
辞
を
引
用
 し
て
お
こ
う
。
「
価
値
、
地
位
、
原
理
ま
 

図
め
 、
そ
の
社
会
を
維
持
活
性
化
さ
せ
て
ゆ
く
上
で
 の
 
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
し
 ぅ
 る
と
い
う
点
に
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e
 
ぺ
 
0
 目
的
 
-
0
%
 

㏄
の
・
（
㌧
 

叫
 「
 あ
 @
 ㌧
Ⅱ
の
の
の
の
の
 

巳
 コ
ト
 
ヰ
 0
 Ⅰ
の
ざ
が
目
の
の
 

曲
 の
 弓
 Ⅰ
の
 
コ
ひ
 
の
 "
 

）
の
の
の
）
 

p
,
 
の
お
・
古
野
清
人
 訳
 「
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
 し
汀
、
１
 
岩
波
書
店
昭
和
五
 0
 年
 、
二
四
三
頁
。
 

い
 し
ヒ
 
葉
ゴ
由
ヨ
 ・
の
 
0
 住
 0
-
0
 

四
の
倖
 
巾
 す
目
 
0
 の
 
0
 口
三
 e
,
 
父
銭
 打
 
巾
 （
の
の
の
の
 

m
C
 二
才
 の
 「
ゑ
侍
 

p
T
 の
の
宙
の
Ⅱ
（
毎
コ
 

n
o
.
 

）
の
Ⅰ
）
）
・
 

ロ
 ・
㏄
 
っ
 
山
田
吉
彦
 

訳
 「
社
会
学
と
哲
学
 ヒ
 創
元
社
昭
和
一
八
年
、
一
二
六
頁
。
 

い
 
ま
㌢
 

p
.
 

）
 
寅
 ・
同
訳
書
一
一
八
一
頁
。
 

円
目
ト
・
 
ロ
 ・
 
招
 ・
同
訳
書
 

一
 
0
 セ
ー
一
 0
 八
頁
。
 

ひ
ご
 ：
 づ
 ・
 
ま
 ・
同
訳
書
一
二
一
頁
。
 

再
 ・
 レ
 ・
 ニ
ざ
ヴ
 
の
 t
.
 
円
キ
め
 
ぎ
 朗
え
 
Q
 
較
守
軋
づ
 
r
g
 
荘
 ～
～
～
 

0
 
轄
 （
 
之
 e
 自
ぺ
 0
 井
 -
 し
り
の
方
 
し
 0
0
 
ガ
の
 ）
 
ま
 e
.
 毛
 ・
の
 
で
 の
 
0
.
 

中
入
部
 

監
 課
目
 社
会
学
的
発
想
⑲
 

の
 系
譜
ヒ
川
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
昭
和
五
 
0
 与
一
一
 
0
 ｜
 一
一
一
頁
。
 

8
7
 

バ
 ・
 ビ
 ・
 已
ユ
オ
 
の
 
o
P
 。
 才
 o
t
 

の
の
 

0
 コ
 （
二
の
の
 
0
 臼
 0
 ）
 
0
 舶
せ
 o
f
 し
 0
 セ
 -
 
リ
コ
 
0
 タ
ニ
 ）
 
コ
レ
 へ
て
 
さ
ぎ
 
～
～
 
臣
さ
 
0
%
 

ぃ
心
さ
 

淀
肋
つ
 
C
@
 

さ
 ～
㌧
Ⅰ
 
つ
 
ぃ
へ
 
り
の
も
申
馬
 

Q
.
 
Ⅰ
 
ヒ
い
 Ⅰ
・
Ⅰ
Ⅰ
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態
度
に
挑
戦
し
粉
砕
す
る
よ
う
な
新
し
い
視
点
に
目
を
向
 
け
 さ
せ
る
。
 

円
 ・
 ナ
の
 0
 プ
の
 
Ⅰ
。
 づ
プ
 の
Ⅰ
が
 ヴ
 の
 
-
-
@
 

コ
幅
 円
す
 

n
o
 

「
 ぺ
 0
 日
ヨ
の
コ
 片
町
 

Ⅱ
二
コ
の
の
の
・
し
も
き
。
 

ふ
宮
 養
 い
 o
n
 
～
 
っ
ぎ
呵
母
接
再
ぬ
ミ
 

む
き
 く
 0 ㌃
の
の
・
 
p
 り
づ
 
p
,
 
り
ロ
 ・
心
下
ら
 

l
 車
台
 
り
 

（
 
穏
 ）
 由
 ・
 ロ
 ・
し
目
 コ
 9 コ
，
め
 
㎏
ま
 き
 ㌻
～
 ぉ
紺
ぃ
ぎ
せ
 ・
（
之
の
毛
 ぺ
 0
 Ⅱ
 
ヰ
 @
0
 Ⅱ
 日
 
0
 Ⅱ
 
目
 C
 コ
 @
 
セ
の
 
Ⅰ
の
 
ざ
ぜ
巾
 Ⅱ
の
の
の
・
 

ト
の
ひ
 

㏄
）
 寸
ち
 
・
の
の
 

@
0
 
㍉
 
中
野
秀
一
郎
、
柏
 岡
 

富
 英
訳
「
シ
ン
ボ
ル
 と
 社
会
ヒ
木
鐸
 社
 

昭
和
四
九
年
七
五
 頁
 。
 

（
㏄
）
大
野
道
 邦
 
「
シ
ン
ボ
ル
と
社
会
」
（
「
社
会
学
評
論
 
ヒ
八
 
五
号
一
九
 セ
 
一
年
）
、
二
四
頁
。
 

（
 鶴
 ）
 
オ
 ・
 ナ
 ・
の
 

n
o
 

宰
 ・
 0
Q
.
 
ユ
 %
 
づ
お
 ・
ス
コ
ッ
ト
は
次
の
 よ
さ
に
指
摘
す
る
。
 

ヵ
 オ
ス
は
類
型
化
へ
の
無
限
の
潜
在
的
 

可
、
、
、
 能 性
を
有
し
て
い
る
。
 

9
0
 

だ
か
ら
逸
脱
は
カ
オ
ス
に
 対
持
 す
る
秩
序
よ
り
も
潜
在
的
に
強
 力
 な
力
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
 に
よ
っ
て
逸
脱
 
棚
 

は
社
ム
ヱ
 に
新
た
な
活
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 逸
脱
を
内
包
し
か
つ
統
制
支
配
す
る
こ
と
は
、
社
会
秩
序
を
背
 後
か
ら
支
え
る
 

巨
大
な
力
の
新
た
な
そ
し
て
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
証
拠
を
提
供
す
 る
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 曲
 ）
 
内
 ・
 円
 ，
Ⅱ
 ニ
汀
 0
 ダ
 
o
b
.
 

コ
田
・
 

ワ
い
 の
の
 

（
 蛇
 ）
こ
う
し
た
認
識
論
的
見
解
は
、
構
造
論
的
自
明
性
を
ま
 ず
 疑
 う
 と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
た
め
に
常
に
暖
 昧
 性
を
払
拭
で
ぎ
 な
い
。
た
と
え
ば
う
 ，
へ
 

リ
 ソ
グ
理
論
は
逸
脱
を
「
行
為
論
レ
ベ
ル
か
ら
認
識
論
レ
ベ
ル
 へ
と
掘
り
下
げ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
す
る
と
い
う
指
摘
 

村
上
直
之
 

「
 ラ
 ベ
リ
ン
グ
理
論
へ
の
招
待
」
（
ハ
ワ
ー
ド
・
 

S
.
 

ベ
ッ
カ
 

一
 著
 村
上
直
之
 訳
 
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
ズ
ヒ
新
 
泉
社
 ）
二
七
 0
 頁
 

が
な
さ
れ
 

て
い
る
が
、
 
ラ
 ベ
リ
ン
グ
理
論
へ
の
批
判
占
の
一
つ
は
こ
空
 調
 試
論
 的
陵
昧
性
 に
あ
る
と
も
い
え
る
。
 
J
.
 

ギ
ブ
ス
の
 

う
ベ
リ
 ン
グ
理
論
批
判
 

に
ょ
 れ
ば
、
 当
 理
論
に
は
表
示
的
谷
田
 
o
 （
 P
 田
宇
 C
 
な
 定
義
が
 
欠
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
最
も
基
本
的
な
社
会
科
学
の
タ
ー
ム
 で
あ
る
「
社
会
 

規
範
」
の
定
義
が
 陵
昧
 で
あ
る
た
め
、
も
は
や
 当
 理
論
は
科
学
 と
し
て
評
価
し
に
く
い
と
し
て
い
る
。
因
に
 T
.
J
.
 

シ
ェ
フ
 

は
そ
れ
に
対
し
 

て
 次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
ギ
ブ
ス
の
批
判
は
自
然
科
学
 に
基
づ
く
決
定
論
的
（
 口
 0
 組
 （
 才
ざ
 （
 ざ
 ）
 な
 モ
デ
ル
の
み
が
科
学
 で
あ
り
、
 
陵
 

昧
 性
を
有
し
た
理
論
は
価
値
が
な
い
と
い
う
が
 H
.
 

ブ
ル
ー
マ
 

｜
 、
 S
.
T
.
 

ブ
ラ
イ
ア
ン
、
 

A
.
 シ
ュ
ッ
ツ
あ
る
い
は
 J
 

プ
 ロ
 ノ
 ウ
ス
キ
 

｜
 と
い
っ
た
人
々
が
指
摘
し
て
い
る
よ
 う
 に
、
内
包
的
、
含
意
 的
 
（
 コ
 0
 ョ
ぎ
巴
 ，
 n
o
 
ヨ
 ら
（
 注
才
 0
 ）
 な
 定
義
に
基
づ
く
理
論
や
思
 想
 は
そ
の
 字
 

 
 

姦
通
り
の
価
値
と
は
別
な
感
光
的
機
能
宏
 の
 コ
ム
（
㍗
三
的
 ぎ
コ
 。
 
ま
 0
 口
 ）
を
有
し
て
お
り
、
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
仮
定
 
や
日
常
世
界
的
 



き 術 と と 遣 お と 吉七 
㏄
の
「
才
色
 

の
セ
 リ
コ
 
隼
 Ⅰ
 0
 の
 レ
コ
 ㏄
臼
の
の
 

@
C
 コ
 @
 
せ
の
「
の
写
せ
 

o
h
 

の
㏄
 

由
 円
 
0
 Ⅱ
 コ
 @
 
曲
 

㌧
Ⅱ
の
の
ダ
ト
の
㏄
 

つ
 で
ロ
・
 
パ
 @
 
Ⅹ
 十
 ㏄
 N
 
の
 ，
 ㏄
 ト
の
 
・
 
0
0
 

松
村
一
男
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
古
典
学
教
授
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ブ
ル
ケ
ル
ト
 が
 一
九
 

七
年
春
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
で
行
な
っ
た
 サ
ザ
ー
 

典
 講
座
を
基
に
書
か
れ
た
本
書
は
 、
日
 ギ
リ
シ
ア
神
話
・
儀
礼
 
の
 出
隅
 
吐
左
 

歴
史
 ヒ
 と
い
う
題
名
が
示
す
通
り
、
個
々
に
お
い
て
も
相
互
の
 連
関
に
 

い
て
も
極
め
て
大
き
な
課
題
で
あ
る
 
四
 要
素
１
１
神
話
、
 儀
 礼
 、
 構
 

・
歴
史
を
、
ギ
リ
シ
ア
の
場
合
を
中
心
に
包
括
的
に
考
察
 
し
よ
う
 

す
る
大
変
に
野
心
的
な
著
作
で
あ
る
。
 

彼
は
序
文
で
人
文
科
学
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
 
「
刻
々
 

変
化
す
る
世
界
の
中
で
・
伝
統
の
衰
退
そ
し
て
数
学
を
基
調
と
 す
る
 技
 

の
 衝
撃
が
、
人
文
科
学
に
お
い
て
特
権
的
地
位
を
有
す
る
と
 主
 張
 し
て
 

た
 歴
史
学
を
そ
の
地
位
か
ら
追
放
し
た
。
そ
の
地
位
を
奪
っ
た
 構
造
的
 

志
田
 侍
の
 
。
ロ
口
 
斉
簗
叶
 

の
 簿
仲
オ
の
 

Ⅰ
の
り
帥
の
皓
の
 

ハ
臣
 
Ⅰ
の
の
 

由
仁
 
Ⅱ
 
幼
 ・
）
の
Ⅱ
Ⅱ
 

の
 円
刃
 C
 の
 づ
己
オ
 ㊥
 下
之
 し
目
あ
づ
 0
 勾
ぺ
 Ⅱ
 
之
 

0
%
 芭
 円
本
目
 へ
ビ
由
 0
 Ⅰ
 0
 の
 ぺ
 下
名
 し
オ
 （
 
円
 C
 卜
 Ⅰ
 

 
 ｜

 書
評
と
紹
介
 

す
な
わ
ち
 共
時
 的
な
方
法
は
 、
 人
の
心
と
そ
の
創
造
的
働
き
に
 関
す
る
 真
 

0
 科
学
を
樹
立
す
る
と
約
束
し
て
い
る
」
。
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
 こ
 の
 現
状
に
 

対
し
、
「
文
献
学
と
歴
史
学
の
「
古
典
的
」
学
派
は
こ
の
挑
戦
に
 応
え
れ
 

ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
 

以
下
に
も
示
す
 よ
う
 に
彼
は
構
造
主
義
を
全
面
的
に
排
撃
す
る
 の
で
は
 

な
い
。
し
か
し
分
析
の
結
果
と
し
て
数
学
的
モ
デ
ル
が
得
ら
れ
 た
と
こ
ろ
 

で
、
人
間
に
つ
い
て
何
が
分
か
る
の
か
と
い
う
気
持
ち
を
懐
い
 て
い
る
ら
 

し
い
。
再
び
序
文
を
引
用
し
ょ
う
。
「
本
書
で
は
、
心
の
構
造
 さ
え
も
 大
 

き
な
意
味
で
の
歴
史
的
進
化
、
つ
ま
り
生
命
の
複
雑
な
パ
タ
ー
 ン
 の
中
で
 

形
成
さ
れ
変
化
し
て
ぎ
た
伝
統
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
 
を
 示
し
た
 

い
 。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
神
話
を
断
片
的
に
で
は
な
く
意
味
 構
造
を
等
 

し
く
す
る
グ
ル
ー
プ
毎
に
ま
と
め
て
考
察
す
る
点
で
構
造
主
義
 と
 一
致
す
 

る
 。
ま
た
神
話
と
儀
礼
の
構
造
的
連
鎖
に
示
さ
れ
る
両
者
の
共
 生
 関
係
に
 

特
別
の
意
味
を
置
く
こ
と
で
は
、
「
神
話
・
儀
礼
」
学
派
に
も
 近
い
。
 
し
 

か
し
心
を
自
律
的
な
自
ら
を
創
造
的
に
構
成
す
る
も
の
と
考
え
 ず
、
 繰
り
 

述
し
 現
わ
れ
る
存
在
の
問
題
の
中
で
の
文
化
的
プ
ロ
セ
ス
に
 依
 存
す
る
も
 

の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
数
学
的
モ
デ
ル
よ
り
は
歴
史
的
視
点
の
 方
が
 、
神
 

話
や
儀
礼
に
つ
い
て
よ
り
深
い
洞
察
を
与
え
る
と
い
う
立
場
を
 採
る
」
。
 

以
上
が
序
文
に
述
べ
ら
れ
た
ブ
ル
ケ
ル
ト
の
立
場
で
あ
る
。
 た
 だ
 注
意
 

す
べ
き
は
、
彼
の
い
 う
 歴
史
が
普
通
 仁
 歴
史
学
の
枠
で
考
え
 ろ
 れ
て
い
る
 

よ
り
遥
か
に
大
き
な
も
の
で
・
動
物
と
し
て
の
人
が
歩
ん
で
 き
 た
 全
過
程
 

を
 指
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
動
物
と
し
て
の
人
が
必
然
的
 仁
 採
る
 
一
 

㈹
 

 
 
 
 

連
 の
本
能
的
行
動
や
、
人
間
の
歴
史
の
大
部
分
の
時
期
を
占
め
 てき
た
 狩
 

9
1
 

猟
 生
活
の
経
験
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
・
 本
 書
の
中
で
 



も
 近
年
盛
ん
で
あ
る
動
物
行
動
学
・
比
較
行
動
学
を
人
の
生
の
 営
み
と
し
 

て
の
宗
教
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
手
掛
り
と
し
て
活
用
し
て
 い
 ・
 
る
 （
 K
 

p
 ー
レ
ン
ツ
、
 
1
.
 

ア
イ
ブ
ル
 

@
 ア
イ
 ベ
 ス
フ
ェ
ル
ト
等
）
。
 

 
 

本
書
は
序
文
 
気
 l
m
 

）
、
六
章
か
ら
な
る
本
文
（
 

1
l
%
 
）
 、
 膨
大
な
 

注
 
（
 憾
 @
 
㎝
）
、
文
献
（
Ⅲ
 こ
抽
 ）
、
索
引
（
 穏
 @
 
棚
 ）
で
構
成
 さ
れ
る
。
 

本
文
の
最
初
の
二
章
は
神
話
と
儀
礼
の
概
念
設
定
の
理
論
を
中
 い
と
し
、
 

以
下
の
四
章
は
こ
れ
ら
二
章
で
の
理
論
を
基
礎
に
具
体
例
が
考
 
察
さ
れ
 

る
 。
 

第
一
章
「
神
話
の
構
成
」
（
 
1
 （
 籠
 ）
の
目
的
は
，
神
話
に
 
お
 け
る
 構
 

造
 と
歴
史
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
 フ
ル
 ケ
ル
 

ト
は
 四
つ
の
命
題
を
掲
げ
る
。
 

第
一
は
、
「
神
話
は
広
義
の
伝
統
的
物
語
に
含
ま
れ
る
」
と
い
 う
も
の
 

で
あ
る
。
物
語
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
現
実
で
は
な
い
。
 そ
 れ
は
神
話
 

も
 同
様
で
あ
る
。
し
か
し
神
話
は
単
な
る
娯
楽
物
語
以
上
の
も
 
の
で
あ
 

り
 、
神
聖
祖
さ
え
さ
れ
る
。
こ
の
理
由
を
説
明
し
ょ
う
と
し
て
 、
神
話
は
 

そ
の
根
底
に
形
而
上
的
真
理
を
含
む
（
神
学
者
）
と
か
、
無
意
 識
 が
反
映
 

し
て
い
る
（
心
理
学
者
）
と
か
い
わ
れ
る
。
し
か
し
神
話
は
物
語
 

で
あ
り
、
 

そ
の
語
り
の
中
以
外
に
意
味
は
な
い
。
と
も
か
く
、
こ
の
命
題
 の
み
で
は
 

神
話
の
特
殊
性
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
 

第
二
の
命
題
で
は
、
「
神
話
を
含
む
物
語
の
圃
有
性
は
、
物
語
 自
体
の
 

中
の
意
味
の
構
造
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
 ，
 
」
の
命
題
 

に
 則
し
た
代
表
的
研
究
に
 V
.
 

プ
ロ
ッ
プ
 

宍
 民
話
の
形
態
論
」
 ）
と
 C
 

レ
 ヴ
ィ
 @
 ス
ト
ロ
ー
ス
が
あ
る
が
、
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
ブ
ロ
ッ
プ
 を
高
く
評
 

価
す
る
。
プ
ロ
ッ
プ
は
探
究
型
の
民
話
で
は
有
限
 数
の
 
「
機
能
 」
（
近
年
 

「
モ
チ
ー
フ
 素
 」
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
一
定
順
序
で
起
こ
り
、
 

そ
 の
う
ち
 

 
 

の
ど
の
機
能
が
用
い
ら
れ
る
か
で
種
々
の
 民
 話
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
 

-
 

シ
ョ
ン
が
 

9
 

 
 

生
ず
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
は
直
接
に
神
話
の
木
質
に
ま
で
 及
 
 
 

は
な
い
が
、
 
ブ
ノ
 

@
 
一
 

レ
ケ
レ
ト
ま
 
「
モ
チ
ー
フ
素
の
連
続
」
と
い
う
考
え
方
を
 

同
一
型
の
神
話
を
選
ぶ
根
拠
と
し
て
活
用
す
る
。
 

だ
が
彼
は
 
レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
に
対
し
て
は
三
つ
の
理
由
 か
 ら
 否
定
 

的
で
あ
る
。
 
1
 、
対
立
二
項
の
和
解
が
神
話
の
働
き
だ
と
す
る
 が
 。
そ
れ
 

は
 他
の
多
く
の
言
語
活
動
に
も
認
め
ら
れ
る
構
造
で
あ
り
、
 格
 別
に
「
 神
 

話
の
構
造
」
と
は
呼
べ
な
い
。
 

2
 、
彼
の
仮
定
は
他
の
研
究
者
 に
よ
り
 客
 

観
 的
に
検
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
彼
が
 オ
 イ
デ
ィ
プ
 
｜
ス
 神
話
 

を
 血
縁
関
係
の
過
大
評
価
と
過
小
評
価
の
対
立
か
ら
説
明
し
 
た
の
も
、
 

Ⅰ
親
族
の
基
本
構
造
Ⅰ
の
著
者
で
あ
る
彼
の
主
観
に
基
づ
い
て
で
 
は
な
い
 

力
 。
 3
 、
構
造
を
知
れ
ば
神
話
の
意
味
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
 は
な
い
。
 

文
法
を
知
っ
て
い
て
も
単
語
の
意
味
を
知
ら
な
い
で
は
、
文
章
 は
 理
解
で
 

き
な
い
で
ほ
な
い
か
。
 

第
三
の
命
題
は
 、
 「
モ
チ
ー
フ
 素
 
（
「
機
能
」
）
の
連
続
と
し
て
の
 物
語
 構
 

造
は
 、
基
本
と
な
る
生
物
的
・
文
化
的
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
上
 に
 成
立
す
 

る
 」
と
い
う
ブ
ル
ケ
ル
ト
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
彼
の
 考
え
る
 神
 

話
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
彼
は
ブ
ロ
ッ
プ
の
い
う
機
能
 す
な
わ
ち
 

モ
チ
ー
フ
素
が
、
「
獲
得
す
る
」
と
い
う
動
詞
と
「
探
究
対
象
（
を
 

）
」
と
い
 

う
 名
詞
に
還
元
で
き
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
物
語
は
、
さ
ま
ざ
 ま
な
探
し
 

求
め
る
対
象
を
困
難
の
の
ち
に
獲
得
す
る
と
い
う
行
動
プ
ロ
グ
 -
 
フ
ム
 

数
学
モ
デ
ル
で
は
分
か
ら
な
い
生
の
営
み
に
そ
の
究
極
の
 

源
を
右
し
 

て
お
り
、
神
話
は
指
示
対
象
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
味
を
 持
っ
て
 
い
 



る
と
い
う
の
だ
。
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
神
話
に
構
造
が
あ
る
な
ら
、
 そ
れ
は
 何
 

か
を
獲
得
し
つ
つ
生
き
る
人
の
在
り
方
の
投
影
で
あ
る
と
考
え
 、
「
獲
得
 

す
る
」
と
い
う
動
詞
の
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
出
発
す
る
、
 

尋
 ね
る
、
 発
 

見
す
る
、
闘
 う
、
 得
る
、
帰
還
す
る
の
か
ず
れ
が
強
調
さ
 れ
る
か
、
 

ま
た
何
を
獲
得
の
対
象
と
す
る
か
で
、
異
な
っ
た
神
話
が
結
晶
 す
る
と
 説
 

く
 。
彼
に
よ
れ
ば
 レ
 ヴ
ィ
 @
 ス
ト
ロ
ー
ス
的
二
項
対
立
と
は
こ
 う
し
た
 神
 

語
中
の
生
の
経
験
の
流
れ
を
一
層
鮮
明
化
す
る
手
段
で
し
か
な
 く
 
二
次
 

的
な
も
の
で
あ
る
。
 

第
四
の
命
題
で
は
、
「
神
話
は
集
団
的
重
要
性
を
有
す
る
も
の
 の
 一
一
次
 

的
 ・
部
分
的
な
指
示
を
含
む
伝
統
的
物
語
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
 。
こ
れ
ま
 

で
 述
べ
て
き
た
三
つ
の
命
題
は
神
話
の
み
な
ら
ず
民
話
に
も
 該
 当
 し
た
。
 

構
造
も
内
容
も
両
者
を
区
別
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
両
者
は
 使
用
目
的
 

に
お
い
て
異
な
っ
て
く
る
。
神
話
は
社
会
的
・
集
団
的
意
義
を
 担
 う
 物
語
 

な
の
だ
。
こ
の
違
い
か
ら
 民
 語
の
登
場
人
物
が
無
名
か
ま
た
は
 一
般
的
な
 

名
 
（
ハ
ン
ス
、
ジ
ャ
ッ
ク
 
、
イ
 ヴ
ァ
ン
等
）
し
か
持
た
な
い
の
 に
 対
し
、
 

神
話
の
登
場
人
物
が
固
有
名
詞
を
持
ち
社
会
の
歴
史
の
中
に
特
 定
の
位
置
 

を
 占
め
る
理
由
が
了
解
さ
れ
る
。
社
会
機
構
１
１
氏
族
、
部
町
 ・
儀
礼
、
 

神
々
、
英
雄
等
と
結
び
つ
く
こ
と
で
物
語
は
社
会
的
意
義
 
を
持
 神
話
 

と
な
る
。
そ
し
て
社
会
の
変
化
に
応
じ
神
話
も
部
分
的
に
変
更
 や
 添
加
を
 

受
け
 ヴ
ア
り
ヱ
 ー
シ
ョ
ン
を
生
じ
て
ゆ
く
。
神
話
の
持
つ
こ
う
 し
た
重
層
 

介
 

性
を
理
解
す
る
時
、
神
話
の
歴
史
的
側
面
も
明
ら
か
に
な
 っ
て
く
る
。
 

蠕
 

第
二
章
「
儀
礼
の
持
続
 性
 」
（
㏄
 
@
 竪
は
儀
礼
の
理
論
 を
 扱
 う
 。
儀
礼
 

 
 

 
 

と
 比
較
す
べ
き
で
あ
る
と
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
い
う
。
だ
が
こ
う
し
 た
行
動
様
 

式
 に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
内
容
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
れ
は
 社
 

会
 に
と
っ
て
の
関
心
事
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
人
々
に
知
ら
せ
 記
 憶
 さ
せ
る
 

必
要
の
あ
る
過
去
の
出
来
事
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
 儀
礼
は
 ブ
 

ル
 ケ
ル
ト
に
 ょ
 れ
ば
、
「
表
示
の
た
め
に
新
た
な
方
向
づ
け
を
 さ
れ
た
行
 

動
 」
と
定
義
さ
れ
る
。
 

こ
う
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
神
話
と
儀
礼
が
、
い
か
な
る
関
係
に
 あ
る
か
 

が
 第
二
章
の
終
わ
り
で
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
儀
礼
は
神
話
 よ
 り
 古
い
と
さ
 

れ
る
。
儀
礼
は
言
語
活
動
を
行
な
わ
な
い
動
物
に
も
行
動
パ
タ
 ｜
ン
と
し
 

て
 認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
ほ
、
神
話
が
 儀
 礼
か
ら
 発
 

し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
両
者
は
独
立
し
て
発
生
し
た
の
 で
あ
る
。
 

前
述
の
よ
う
に
神
話
は
社
会
的
機
能
と
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
 と
し
 て
の
意
義
 

の
 両
者
を
備
え
た
伝
統
的
物
語
で
あ
り
・
必
ず
し
も
対
応
す
る
 儀
礼
を
必
 

要
 と
し
て
い
な
い
。
 

し
か
し
神
話
と
儀
礼
は
共
に
社
会
に
相
互
理
解
と
一
体
化
を
も
 た
ら
す
 

伝
達
手
段
で
あ
り
、
共
に
人
間
の
持
つ
基
本
的
行
動
パ
タ
ー
ン
 に
よ
っ
て
 

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
類
似
し
た
機
能
を
担
 う
 と
い
わ
ざ
 

る
を
得
な
い
。
両
者
は
共
通
の
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
 

し
 た
が
っ
て
 

協
力
、
共
生
し
う
も
し
・
現
実
 に
 結
び
つ
い
て
い
る
場
合
も
多
 い
と
い
う
 

の
が
、
ブ
ル
ケ
ル
ト
の
神
話
と
儀
礼
の
問
題
へ
の
解
答
で
あ
る
  
 

第
三
章
「
 慣
 韮
山
羊
の
変
容
」
（
㏄
（
 
戸
 ）
は
、
旧
約
聖
書
中
 の
償
罪
 

山
羊
の
儀
礼
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
ロ
ー
マ
の
戦
争
儀
礼
 デ
 ｜
 ウ
ォ
ー
㈲
 

 
 

テ
ィ
オ
ー
や
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
呪
術
儀
礼
を
挙
げ
、
更
に
「
ト
 ロ
 イ
ア
 の
 水
 

 
 

 
 

馬
 」
や
ロ
ー
マ
の
タ
ル
ペ
ー
イ
ア
等
の
多
く
の
伝
説
に
も
そ
の
 反
映
が
 認
 



め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
負
の
価
値
を
代
表
す
る
も
の
を
 外
 地
 あ
る
い
 

は
 敵
地
に
送
り
込
む
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
側
を
正
の
価
値
に
 帰
属
さ
せ
 

不
安
を
解
消
す
る
機
能
を
有
し
た
と
さ
れ
る
。
 

第
四
章
「
 へ
｜
ラ
 ク
レ
ー
ス
と
動
物
主
」
（
 
鴇
 @
 
㏄
）
で
は
、
 

へ
 1
-
 フ
 ，
 

ク
レ
ー
ス
の
伝
説
的
功
績
が
旧
石
器
時
代
の
シ
ヤ
ー
マ
ン
に
 よ
 る
 狩
猟
 儀
 

礼
 と
比
較
さ
れ
る
。
旧
石
器
時
代
に
獲
物
が
欠
如
し
た
時
、
 

シ
 ヤ
 ー
マ
ン
 

は
 彼
方
の
世
界
に
住
む
動
物
主
の
も
と
に
赴
 き
、
 力
や
術
策
に
 よ
っ
て
 そ
 

こ
か
ら
多
く
の
動
物
を
連
れ
帰
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
ブ
ル
 ケ
ル
ト
は
 

考
え
、
ラ
ス
コ
ー
 や
 ア
ル
タ
ミ
ラ
の
人
の
近
よ
り
難
い
洞
窟
に
 描
か
れ
た
 

動
物
壁
画
を
そ
う
し
た
儀
礼
の
痕
跡
で
あ
る
と
す
る
。
 へ
｜
ラ
 ク
レ
ー
ス
 

の
 功
績
の
う
ち
、
動
物
獲
得
の
話
が
最
も
古
く
 、
ネ
ノ
 
ア
の
 う
 イ
オ
 ソ
退
 

治
や
レ
 
ル
ネ
ー
の
ヒ
ュ
ー
ド
ラ
ー
退
治
と
い
つ
た
英
雄
 譚
は
、
 後
の
時
代
 

に
 へ
 ｜
ラ
 ク
レ
ー
ス
を
祖
先
に
し
ょ
う
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
 話
 王
 に
よ
り
 

オ
リ
ヱ
 ン
ト
約
物
語
が
織
り
込
ま
れ
た
結
果
と
さ
れ
る
。
 

へ
上
 フ
 ク
レ
ー
 

ス
 解
釈
は
過
去
に
も
幾
多
 行
 な
わ
れ
て
ぎ
た
が
、
ブ
ル
ケ
ル
ト
 説
 は
潮
 新
 

で
し
か
も
強
い
説
得
力
を
持
つ
。
 

第
五
章
「
大
女
神
、
ア
ド
ー
ニ
ス
、
ヒ
ッ
ポ
リ
 ュ
 ト
ス
」
（
㏄
 f
 
椛
 ）
で
 

は
 、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
い
ず
れ
も
 オ
リ
ヱ
ソ
ト
 
か
ら
の
影
響
 下
 に
成
立
 

し
た
三
組
の
ギ
リ
シ
ア
の
青
年
神
・
女
神
・
儀
礼
の
複
ム
ロ
 

体
 
（
 ア
ッ
テ
ィ
 

ス
 @
 キ
ュ
 ベ
レ
ー
 @
 祭
司
 ガ
 p
4
0
 
去
勢
、
ア
ド
ー
ニ
ス
Ⅱ
 ア
 プ
 ロ
デ
ィ
 

｜
テ
 ー
Ⅱ
 女
 た
ち
の
 嘆
泣
 、
ヒ
ッ
ポ
リ
 ュ
 ト
ス
 @
 ア
フ
ロ
デ
ィ
 
 
 

ポ
セ
 イ
ド
ー
ソ
へ
の
 
馬
 犠
牲
）
の
受
容
・
変
容
過
程
が
調
べ
 ろ
 ね
 、
併
せ
 

て
そ
の
 源
 と
な
つ
 た
 オ
リ
エ
ン
ト
神
話
・
儀
礼
の
意
義
に
も
 言
 及
 す
る
。
 

受
容
・
変
容
の
考
察
で
は
 ヒ
ッ
 ポ
リ
 
ュ
 ト
ス
の
場
合
が
興
味
深
  
 

ル
 ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
 
ヒ
ッ
 
ポ
リ
 
ュ
 ト
ス
複
合
体
は
ギ
リ
シ
ア
 

固
 有
の
儀
礼
 

 
 

 
 

に
 オ
リ
エ
ン
ト
 
的
 神
話
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
他
の
二
つ
の
 場
合
の
よ
 

 
 

 
 

5
 
に
神
話
・
儀
礼
が
共
に
 オ
リ
ヱ
ン
ト
 
に
由
来
す
る
の
で
は
な
 
 
 

 
  
 

次
 に
 こ
れ
ら
複
合
体
の
源
で
あ
る
が
、
神
話
面
で
は
は
セ
ム
系
 の
 タ
ン
 

ム
ズ
・
イ
シ
ュ
タ
ル
か
ら
シ
ュ
メ
ー
ル
の
 ド
ウ
ム
ジ
 
・
イ
ナ
 
ソ
 ナ
 ま
で
 遡
 

る
 。
ま
た
儀
礼
面
で
は
、
成
功
時
に
意
図
的
に
泣
い
て
利
益
を
 得
た
こ
と
 

を
 隠
す
と
い
う
狩
猟
儀
礼
か
ら
女
た
ち
の
 嘆
拉
 が
説
明
さ
れ
、
 
更
に
獲
物
 

の
 性
器
を
な
神
に
捧
げ
る
行
為
か
ら
、
女
神
に
身
を
捧
げ
た
 存
 在
 ガ
ロ
 
イ
 

の
 去
勢
が
説
明
さ
れ
る
。
 

第
六
章
「
テ
レ
ピ
 
コ
 か
ら
テ
レ
 フ
サ
ヘ
 
。
デ
ー
メ
ー
テ
ル
を
 探
 し
て
」
 

（
 
燃
 （
 磁
 ）
の
対
象
は
「
消
え
る
 神
 」
で
あ
る
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
 神
 詰
め
テ
 

レ
 ピ
 
コ
 、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
デ
ー
メ
ー
テ
 l
 
ル
は
共
に
消
え
去
 
り
、
 再
び
 

見
 い
出
さ
れ
る
。
同
様
の
神
話
は
へ
 

｜
 
ラ
ー
に
も
伝
え
ら
れ
て
 
い
る
。
 
ま
 

た
こ
れ
ら
の
神
話
と
並
行
す
る
儀
礼
も
残
っ
て
お
り
、
舞
い
戻
 っ
 た
と
さ
 

れ
る
神
は
豊
 鈍
 を
あ
ら
れ
す
品
々
（
果
実
、
羊
毛
、
 

油
 ビ
ン
、
 
動
物
の
頭
 

等
 ）
で
飾
ら
れ
た
木
像
、
 

板
 、
 木
 
（
最
古
の
形
は
木
で
あ
ろ
う
 
）
な
ど
と
 

し
て
示
さ
れ
、
そ
の
前
に
食
物
が
供
さ
れ
祝
宴
が
催
さ
れ
た
。
 ，
 」
の
よ
う
 

な
儀
礼
は
ア
ル
テ
ミ
ス
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
 テ
 L
 

コ
レ
ー
に
 対
 し
て
も
 行
 

な
わ
れ
た
。
 

こ
う
し
た
神
々
の
違
い
 
な
 越
え
た
神
話
・
儀
礼
の
一
致
の
鍵
を
 
フ
ル
 

ケ
ル
ト
は
再
び
危
機
に
お
け
る
太
古
の
人
間
行
動
に
求
め
る
。
 新
石
器
時
 

代
 に
入
り
農
耕
が
始
ま
っ
て
か
ら
も
不
作
に
よ
る
飢
餓
が
あ
っ
 た
が
、
 
そ
 

ぅ
 し
た
時
、
飢
鐘
か
ら
の
解
放
を
願
 う
 人
々
は
再
び
か
っ
て
の
 旧
石
器
時
 

代
の
行
動
様
式
の
再
現
を
試
み
た
と
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
説
く
。
 す
 な
わ
ち
 狩
 



猟
 生
活
に
と
り
 豊
 節
の
源
で
あ
っ
た
森
へ
の
想
い
が
甦
り
、
 

か
 つ
て
男
た
 

ち
が
森
の
獲
物
を
木
に
吊
り
下
げ
帰
還
し
た
状
態
を
再
現
し
、
 豊
鏡
 の
 再
 

来
 を
祝
 う
 饗
宴
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
動
物
以
外
の
飾
 
り
の
品
々
 

ほ
 、
農
耕
 期
 に
入
っ
て
か
ら
の
儀
礼
変
容
の
跡
を
示
す
。
 

フ
ル
ケ
ル
ト
の
説
に
賛
成
す
る
か
は
別
と
し
て
、
異
な
っ
た
 神
 々

に
 同
 

一
 形
式
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
 そ
 れ
は
、
 

あ
る
神
に
特
定
の
儀
礼
が
本
来
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
 な
く
、
 ま
 

ず
 行
動
様
式
、
儀
礼
が
あ
り
、
後
に
そ
れ
が
種
々
の
神
々
と
緒
 び
つ
い
た
 

場
 ム
ロ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
神
々
を
個
別
 に
切
り
離
 

し
 、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
従
来
の
多
神
教
の
み
 
本
数
支
所
 

究
 に
は
、
再
検
討
を
要
す
る
部
分
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

以
上
、
多
少
の
感
想
を
交
え
本
書
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
評
者
 に
は
 第
 

五
章
が
他
 章
 ほ
ど
に
は
成
功
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
   

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
第
五
章
の
中
心
で
あ
る
「
愛
人
の
青
年
 神
を
殺
す
 

女
神
」
と
い
う
神
話
の
意
味
、
つ
ま
り
存
在
理
由
が
必
ず
し
も
 明
ら
か
に
 

さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
、
た
と
え
社
会
 が
 男
性
 中
 

心
 で
あ
っ
て
も
生
物
学
的
に
は
女
性
が
優
位
に
あ
る
と
い
う
 事
 実
 を
こ
の
 

神
話
は
表
明
し
て
い
る
と
い
う
が
（
 椛
 ）
、
い
か
に
も
苦
し
い
 。
そ
も
そ
 

も
こ
の
型
の
神
話
の
最
古
例
で
あ
る
シ
ュ
メ
ー
ル
の
 ド
 ゥ
ム
 ジ
 

イ
ナ
ン
 

ナ
 の
場
合
に
、
な
ぜ
 イ
ナ
ソ
ナ
 
が
冥
界
に
下
っ
て
行
く
か
の
 理
 虫
 が
明
ら
 

分
 

か
で
な
い
以
上
、
ブ
ル
ケ
ル
ト
と
し
て
も
回
章
 で
オ
リ
ェ
 
ン
ト
 か
ら
 ギ
リ
 

用
 

シ
ア
へ
の
伝
播
と
い
 
5
 中
間
過
程
の
方
に
力
点
を
置
か
ざ
 る
を
得
な
か
っ
 

評
 

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
し
た
個
別
の
神
話
 研
究
は
む
し
ろ
 

書
 

今
後
の
課
題
で
あ
り
、
ま
ず
は
新
し
い
視
点
か
ら
の
宗
教
 

神
話
研
究
の
 

可
能
性
を
示
し
た
ブ
ル
ケ
ル
ト
の
努
力
に
大
い
な
る
敬
意
を
表
 し
た
い
。
 

動
物
行
動
学
・
比
較
行
動
学
を
中
心
に
、
記
号
学
、
民
話
研
究
 を
 含
む
 

民
俗
学
、
人
類
学
、
心
理
学
、
言
語
学
、
考
古
学
の
最
新
の
成
 果
を
縦
横
 

に
 駆
使
し
 、
 更
に
ギ
リ
シ
ア
の
み
な
ら
ず
オ
リ
ニ
ン
ト
、
 

p
 ｜
 マ
 、
イ
ス
 

ラ
ニ
ル
 、
イ
ン
ド
、
ゲ
ル
マ
ン
等
の
宗
教
史
に
わ
た
る
該
博
な
 知
識
を
も
 

っ
て
書
か
れ
た
本
書
は
、
最
新
の
ギ
リ
シ
ア
宗
教
史
研
究
と
し
 て
こ
の
方
 

面
の
専
門
家
を
益
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
方
法
論
や
理
論
に
 お
 L
 
Ⅵ
 て
 十
本
 

教
 研
究
に
携
わ
る
多
く
の
人
々
を
 補
 益
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

*
 ブ
ル
ケ
ル
ト
の
ギ
リ
シ
ア
宗
教
史
の
著
書
と
し
て
は
、
本
書
 以
前
に
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本
書
は
、
サ
ー
 ソ
キ
ヤ
 哲
学
に
関
す
る
主
要
な
諸
文
献
を
研
究
 ・
集
成
 

し
た
も
の
で
、
著
者
の
「
は
し
が
 ぎ
 」
に
 よ
 る
と
、
昭
和
二
十
二
 八
年
、
東
 

東
大
学
大
学
院
在
学
中
か
ら
着
手
さ
れ
、
そ
の
後
二
十
数
年
に
 わ
た
っ
て
 

継
続
さ
れ
た
 研
 鎖
の
成
果
で
あ
る
。
 

本
書
は
、
第
一
篇
「
サ
 
l
 ソ
キ
ヤ
 哲
学
前
史
」
・
第
一
正
 扁
 「
 
サ
｜
 ン
キ
ヤ
 

煩
の
研
究
」
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
目
次
」
 に
よ
っ
て
 

示
す
と
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第
一
篇
、
 

序
 
「
 サ｜
 ソ
キ
ヤ
的
 

思
想
の
萌
芽
」
。
第
一
章
「
原
始
 

サ
一
ン
キ
ヤ
 
」
、
 A 
「
サ
ー
ン
 キ
 ヤ
学
派
 

の
 起
源
」
、
 B
 
「
 
古
 ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
反
映
せ
る
 サ
一
ン
キ
ヤ
 
哲
 @
 
堂
，
 
」
 、
 

結
論
。
第
二
章
「
サ
ー
ン
キ
ヤ
 頒
 以
前
の
諸
学
者
」
。
第
三
章
 「
 
サ
一
ン
 

キ
ャ
頒
 以
前
の
典
籍
」
。
第
四
章
「
仏
典
に
 @
 及
さ
れ
た
 サ
｜
 ン
キ
ヤ
思
 

想
 」
。
第
一
コ
 
屈
 、
 

一
 「
サ
ー
ン
キ
ヤ
額
の
年
代
と
著
者
」
、
 
附
 
「
 
サ
｜
 

ン
キ
ヤ
額
 内
容
一
覧
」
。
 二
 
「
サ
 l
 ソ
キ
ヤ
 領
解
読
」
。
 三
 
「
 
サ
 ｜
ン
キ
ヤ
 

頒
の
原
型
」
 0
 四
 
「
イ
ー
 シ
 ユ
 ダ
プ
 ラ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
思
想
体
 
系
 」
。
 
五
 

「
サ
ー
ン
キ
ヤ
領
の
思
想
上
の
問
題
点
」
。
 

六
 
「
古
註
の
研
究
し
。
 セ
 
「
 
金
 

セ
十
 論
の
研
究
」
。
 八
 
「
 
金
 七
十
論
本
文
校
訂
」
。
 
九
 
「
 
金
 七
十
 論
 索
引
」
。
 

山 

  

恵 

照、 

春
秋
社
一
九
八
 0
 年
 二
月
刊
 

菊
版
 
・
 
w
 十
六
九
 0
 頁
 
八
五
 0
0
 円
 

コ
 サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
研
究
ヒ
上
 

本 
多 

患苦 

十
 
「
 ユ
 ク
テ
ィ
デ
ィ
ー
 
ピ
 カ
 ー
 雑
考
」
。
十
一
「
タ
ッ
ト
 
ヴ
ア
 サ
 
マ
ー
サ
 

 
 

 
 

（
真
理
集
成
）
解
読
」
。
あ
と
が
き
。
 

 
 

本
書
は
以
上
 に
 よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
 う
 に
 、
サ
一
ソ
キ
 ャ
 頒
を
㎝
 

中
核
と
す
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
の
文
献
学
的
歴
史
的
研
究
で
、
 ，
 
」
の
中
、
 

前
半
（
第
一
篇
）
は
サ
ー
 ソ
キ
ヤ
 頗
に
い
た
る
ま
で
の
サ
ー
ン
 キ
ヤ
 に
 関
 

す
る
諸
学
者
・
諸
文
献
の
紹
介
・
解
読
研
究
を
収
め
る
。
 サ
｜
 ン
キ
ヤ
領
 

以
前
の
「
諸
学
者
」
な
ら
び
に
「
典
籍
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
 に
国
内
 

外
の
研
究
が
あ
り
、
ま
た
、
仏
典
に
あ
ら
わ
れ
た
サ
ー
ン
キ
ヤ
 思
想
に
つ
 

い
て
は
先
学
の
研
究
が
種
々
あ
る
が
、
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
 

こ
れ
ら
 

の
 研
究
を
ふ
ま
え
、
関
係
諸
文
献
の
新
た
な
蒐
集
整
理
・
解
読
 研
究
を
果
 

遂
 せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
「
多
年
の
歳
月
を
要
」
す
る
も
の
で
、
 そ
の
労
を
 

多
 と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
構
想
に
お
い
て
も
今
後
の
 一
 模
範
 と
 

な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
問
題
が
な
い
わ
げ
で
は
な
い
。
 こ
 こ
 に
と
り
 

あ
げ
ら
れ
た
「
諸
学
者
」
の
業
績
は
、
諸
善
に
散
 諒
 さ
れ
て
い
 
る
も
の
で
 

あ
り
、
一
般
に
、
ま
と
ま
っ
た
独
自
の
著
述
と
し
て
 肴
 な
さ
れ
 が
た
い
 は
 

か
り
か
、
諸
学
者
が
歴
史
上
の
人
物
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
 い
て
も
・
 

ヵ
ピ
ラ
 を
は
じ
め
と
し
て
問
題
視
さ
れ
、
そ
の
実
在
性
が
疑
わ
 れ
て
い
る
 

者
も
少
な
く
な
い
。
 

サ
一
ソ
キ
ヤ
 
諸
学
者
の
名
は
諸
善
に
散
見
 し
 、
相
当
 

数
 を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
サ
ー
 ソ
キ
ヤ
 哲
学
前
史
」
 
な
 形
成
す
 

る
 諸
学
者
の
師
資
相
承
の
系
譜
に
つ
い
て
は
「
単
な
る
憶
測
を
 出
る
所
の
 

歩
 い
も
の
で
」
、
決
定
的
に
は
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
頗
の
所
説
お
よ
 び
そ
の
 伝
 

孝
に
 よ
 る
ほ
か
は
な
い
。
こ
こ
に
、
「
哲
学
前
史
」
の
学
説
 史
 的
 解
明
の
 

困
難
な
所
以
が
あ
る
。
諸
学
者
の
「
推
定
の
手
が
か
り
さ
え
 存
 し
な
い
 年
 

代
 」
を
断
片
的
資
料
か
ら
考
察
し
、
「
 大
 ざ
っ
ぱ
な
年
代
順
を
 推
定
」
 し
 



よ
う
 と
し
た
著
者
の
努
力
に
は
敬
服
す
る
が
、
「
哲
学
前
史
」
 の
 解
明
に
 

は
、
 主
と
し
て
サ
ー
ン
キ
ヤ
諸
学
者
の
学
説
が
紹
介
さ
れ
た
 
ほ
 と
ど
ま
 

り
 、
か
れ
ら
の
哲
学
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
 で
あ
る
。
 

こ
れ
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
 ?
 
 学
説
を
う
か
が
う
 資
 料
 が
断
片
 

 
 

的
な
と
こ
ろ
か
ら
も
な
か
な
か
困
難
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
 
哲
 せ
ず
一
別
 

申
 @
 
」
 

を
と
り
あ
げ
る
か
ぎ
り
、
か
れ
ら
の
哲
学
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
 は
回
避
さ
 

れ
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
問
題
は
「
仏
典
に
 @
 及
さ
れ
 
た
 サ
ー
ン
 

キ
ヤ
 思
想
」
に
も
伏
在
す
る
。
「
哲
学
前
史
し
を
知
る
上
に
お
 い
て
、
 仏
 

典
は
 多
く
の
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
典
の
言
及
す
 る
 サ
ー
ン
 

キ
ヤ
 思
想
の
解
明
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
の
場
ム
ロ
・
「
思
想
」
と
 

「
哲
学
」
 

と
の
区
別
が
明
確
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
こ
と
わ
る
 必
 要
 は
な
い
 

と
し
て
も
、
「
哲
学
前
史
」
の
一
環
を
な
す
「
第
四
章
」
に
お
い
 
て
、
 「
 

サ
ー
ン
キ
ヤ
思
想
」
 
口
 ・
・
：
 

ヰ
 ー
ン
キ
 ヤ
 哲
学
」
と
併
記
さ
 
れ
て
い
る
 

の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
 つ
 

ま
た
、
仏
典
の
言
及
す
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
思
想
は
総
じ
て
イ
ン
ド
 諸
学
派
 

の
 論
争
 史
 の
一
環
で
あ
り
、
従
っ
て
「
哲
学
前
史
」
の
資
料
と
 し
て
の
 評
 
-
 

価
 が
ま
ず
問
題
で
あ
る
。
仏
典
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
思
想
へ
の
言
及
 は
 著
者
が
 

 
 

紹
介
指
摘
す
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
概
し
て
論
争
を
こ
と
と
し
 て
 意
図
的
 

懇
意
的
で
あ
り
、
従
っ
て
、
内
容
的
に
断
片
的
・
片
手
落
た
る
 こ
と
を
ま
 

め
 が
れ
が
た
い
。
こ
の
 ょ
う
 な
考
慮
を
必
要
と
す
る
場
合
、
「
 第
四
章
」
 

今
 

に
は
、
サ
ー
 
ソ
キ
ヤ
頒
 以
後
の
 
ハ
 と
着
な
さ
れ
る
 ロ
 仏
典
 に
 関
し
て
問
題
 

 
 

蠕
 

が
あ
る
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
仏
典
は
こ
こ
で
は
「
哲
学
前
 史
 」
の
史
料
と
 

 
 

ン
 キ
ヤ
頒
の
 
サ
 

l
 ン
キ
ヤ
 説
を
標
準
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
・
サ
ー
ン
キ
ヤ
 額
 は
さ
 ぎ
 

立
つ
サ
ー
ン
キ
ヤ
的
諸
説
を
独
自
の
組
織
的
体
系
三
十
五
原
 
理
体
系
）
 

に
ま
と
め
あ
げ
、
以
後
の
サ
ー
 ソ
キ
 ャ
説
の
標
準
を
な
し
た
（
 サ
ー
ン
キ
 

ヤ
 ・
ス
ー
ト
ラ
も
大
凡
こ
れ
に
依
っ
て
い
る
）
。
本
書
の
後
半
（
 

め
空
 一
篇
）
 

は
こ
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
頒
の
研
究
で
あ
る
り
こ
の
研
究
に
お
い
て
 、
著
者
の
 

文
献
学
的
方
法
は
妥
当
で
あ
り
・
文
献
の
解
読
・
考
証
の
成
果
 に
は
見
る
 

べ
き
も
の
が
少
な
く
な
い
。
が
 、
 頒
の
サ
ー
 
ソ
キ
 ヤ
説
を
二
元
 
論
 と
み
な
 

す
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
（
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
サ
ー
 ソ
キ
 ヤ
 説
に
関
 

し
て
も
、
こ
れ
を
単
に
二
元
論
と
み
な
す
こ
と
は
問
題
で
あ
る
 と
 考
え
 ろ
 

れ
る
）
。
こ
れ
は
著
者
の
み
の
独
断
で
は
な
く
、
い
わ
ば
近
代
 イ
ン
ド
 学
 

の
 視
座
か
ら
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
頚
の
 サ
ー
 ソ
キ
 

ヤ
説
の
特
質
は
「
一
元
論
の
難
点
を
克
服
し
ょ
う
と
し
て
」
 ぅ
 ち
 出
さ
れ
 

た
 二
元
論
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
 、
 頒
の
基
本
膳
 想
 に
か
か
 

わ
る
批
判
的
立
場
（
第
一
・
二
 頒
 ）
、
原
理
の
三
分
説
・
四
分
説
 

（
祐
未
一
 

一
 

二
 %
 ）
か
ら
し
て
当
然
で
あ
り
、
頒
が
元
来
、
三
苦
（
一
切
 苦
 ）
の
完
全
 

な
正
減
衰
 我独
存
 
（
プ
ル
シ
ャ
・
 カ
 イ
ヴ
 ァ
リ
 ヤ
）
へ
の
 道
 を
一
切
 

衆
生
に
開
放
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
・
他
の
諸
学
派
（
仏
教
 諸
学
派
を
 

含
む
）
を
見
通
す
場
ム
ロ
 と
 同
じ
地
平
に
立
っ
て
見
る
べ
き
で
あ
 る
と
考
え
 

ら
れ
る
。
こ
こ
に
留
意
す
べ
き
は
、
頗
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
の
全
 体
 像
で
あ
 

り
 、
全
体
像
は
真
萩
 独
 存
の
解
脱
税
を
さ
し
 措
 い
て
ほ
か
に
は
 
な
い
、
 と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
見
解
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
ば
・
た
し
か
に
そ
 う
 
 
 

 
 

が
、
 頗
の
サ
ー
 
ソ
キ
ヤ
 説
の
解
明
の
た
め
に
看
過
で
き
な
い
 問
 題
を
含
ん
 

 
 

 
 

で
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
に
関
し
て
第
六
三
 %
 を
と
り
あ
 

げ
て
見
 

よ
 



う
 。
本
領
は
、
真
教
 
ハ
 
解
脱
  
の
た
め
な
る
原
質
（
プ
ラ
グ
リ
 -
 
ア
 イ
 ）
 の
 

解
脱
を
説
く
。
こ
の
場
合
、
「
 真
我
 解
脱
の
た
め
」
と
は
「
 
理
 解
し
や
す
 

く
す
る
た
め
か
り
に
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
」
（
三
六
三
頁
Ⅰ
 と
 い
わ
れ
る
 

の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
 o
r
 
 
金
 七
十
論
に
欠
落
す
る
 本
領
で
あ
 

る
が
、
 本
 頚
は
仏
教
者
か
ら
の
論
難
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
七
 
四
四
（
 

四
五
・
六
五
 %
 等
し
連
関
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
 。
こ
の
白
州
 

 
 

 
 

こ
れ
に
関
し
て
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
頼
の
総
ム
ロ
 
性
 ・
完
結
性
を
と
り
 あ
げ
て
 

お
き
た
い
。
曾
て
、
サ
ー
 ソ
キ
ヤ
 頗
は
諸
註
釈
に
よ
っ
て
も
ほ
 と
ん
ど
 補
 

わ
れ
な
い
内
容
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
 る
が
、
 こ
 

れ
は
「
哲
学
・
宗
教
」
詩
で
あ
る
頷
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
の
体
系
 と
し
て
の
 

総
合
性
・
完
結
性
の
評
価
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
い
ま
こ
の
間
 題
 に
属
す
 

る
 一
、
 ニ
 の
点
を
ば
 、
 「
タ
ッ
ド
」
（
そ
れ
）
を
中
心
に
考
え
て
 
み
た
い
と
 

思
う
。
「
タ
ッ
ド
」
は
第
二
 0
.
 

六
二
・
六
五
 

%
 の
 場
 ム
ロ
 
、
そ
 れ
ぞ
れ
 先
 

行
 の
 頒
 と
の
連
関
を
示
す
も
の
と
し
て
特
に
留
意
す
べ
き
で
あ
 る
 。
第
二
 

十
 額
の
場
合
、
「
そ
れ
に
も
 拘
 わ
ら
ず
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
 
（
一
一
一
五
一
一
一
 

頁
 ）
が
、
こ
れ
は
「
解
読
」
の
「
従
っ
て
」
に
よ
っ
て
考
慮
さ
 れ
る
べ
き
 

で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
第
六
二
 頒
の
 
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
（
「
解
読
 
」
三
四
二
 

頁
 ）
は
、
「
解
説
」
で
は
、
直
前
の
第
六
一
 
%
 を
と
り
あ
げ
な
 が
ら
触
れ
 

ら
れ
て
い
な
い
か
ら
・
第
六
一
・
六
二
面
額
の
連
関
を
果
た
し
 て
い
る
点
 

が
 不
明
で
あ
る
。
一
考
を
要
し
ょ
う
。
ま
た
、
第
六
三
項
は
第
 六
一
領
 か
 

ら
 帰
結
さ
れ
る
第
六
二
 %
 
 Ⅰ
後
半
 
ロ
の
 趣
意
１
１
直
後
の
第
 
-
 
八
四
項
の
 

「
真
理
（
真
実
義
）
の
習
熟
（
 
教
 習
）
」
の
「
真
理
」
に
か
か
わ
  
 

（
 1
 ）
第
五
九
・
六
一
両
 頒
 の
 讐
楡
 に
つ
い
て
、
「
ど
ち
ら
か
が
 あ
ま
り
 

よ
い
 皆
楡
 と
は
云
え
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
」
（
「
解
読
」
 
廿
机
 
」
 

三
四
二
頁
、
「
解
説
」
三
六
六
頁
）
と
い
っ
て
疑
問
視
さ
れ
て
 い
る
 

が
 、
こ
の
場
合
、
両
 讐
 嚥
は
第
六
 0
 
填
も
か
か
わ
る
原
質
の
「
 為
 他
 」
 

（
Ⅱ
「
 真
我
 解
脱
の
た
め
」
）
を
説
く
た
め
に
妥
当
な
も
の
で
あ
 
る
 。
 

を
 承
け
て
こ
れ
を
敷
桁
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
解
説
」
に
お
 

げ
る
「
 逆
 

 
 

 
 

に
 解
説
の
た
め
に
」
（
三
六
三
頁
）
は
、
「
解
読
」
に
従
っ
て
「
 

そ
し
て
 解
 

脱
 の
た
め
」
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
第
六
 

 
 

合
 、
「
こ
れ
に
よ
っ
て
」
（
「
解
読
」
三
四
四
頁
）
に
関
し
て
「
 

こ
の
よ
う
 

に
 」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
生
天
三
頁
）
が
 、
 「
こ
れ
に
よ
っ
て
 し
の
「
 こ
 

ね
 」
は
第
六
四
 頒
の
 
「
 智
 」
を
意
味
す
る
か
ら
し
て
、
分
明
を
欠
 
く
 。
「
 紬
肝
 

読
 」
の
線
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

以
上
、
望
蜀
の
舌
口
を
連
ね
た
が
、
本
書
は
著
者
の
多
年
に
わ
た
 

る
研
鎖
 

の
 成
果
で
あ
り
・
学
界
を
稗
益
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
 著
 者
の
研
 鎖
 

努
力
に
対
し
て
重
ね
て
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
昭
和
五
 
-
 
ハ
・
一
八
）
 



0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
六
年
七
月
六
日
（
月
）
六
時
 

場
所
学
士
会
館
分
館
一
号
室
 

出
席
者
補
正
弘
、
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
竹
中
信
 
常
 、
 玉
城
 康
 

四
郎
、
田
九
徳
 善
 、
中
川
秀
 恭
 、
藤
田
富
雄
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

昭
和
五
六
年
度
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
有
権
者
 資
格
 

靭
め
 
由
比
に
つ
い
て
 

一
 ・
有
権
者
一
、
二
三
五
名
（
維
持
会
員
及
び
普
通
会
員
の
八
 Ⅰ
 
/
  
 

四
 %
 ）
を
一
括
承
認
し
た
。
な
お
、
投
票
用
紙
発
送
 日
の
セ
月
 一
 

九
日
ま
で
に
五
五
年
度
会
費
を
納
入
し
た
人
は
、
有
資
格
者
に
 追
 

加
 す
る
 旨
 了
承
さ
れ
た
。
 

0
 宗
教
研
究
編
集
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
六
年
七
月
一
八
日
（
土
）
 

場
所
い
ろ
は
 鮨
 

出
席
者
 
洗
建
 、
金
井
新
 三
 、
芹
川
博
通
、
保
坂
 幸
博
 、
前
田
 専
学
 

議
題
 

一
 、
宗
教
研
究
二
五
一
号
編
集
方
針
 

報
 

二
 、
そ
の
他
 

 
 

半
 

報
 

@
x
s
 

場
所
学
士
会
館
分
館
九
号
室
 

低
 店
者
小
口
 佳
 一
、
桜
井
秀
雄
、
田
丸
 

徳
善
 、
藤
田
富
雄
、
 

脇
本
子
 

也
 

議
題
 

評
議
員
選
考
委
員
選
挙
開
票
 

開
票
結
果
 

①
理
事
互
選
外
 

 
 

有
効
投
票
数
一
二
三
票
の
内
訳
 

脇
本
手
 
也
 二
六
、
小
口
佳
一
一
一
、
田
丸
 

徳
 善
元
、
中
川
秀
 

泰
人
（
以
下
略
）
 

こ
の
結
果
、
脇
本
子
 

也
 、
小
口
 
偉
一
 、
田
丸
 
徳
善
 の
 三
 氏
が
 

理
事
互
選
に
 
ょ
 8
 選
考
委
員
に
選
出
さ
れ
た
。
 

②
一
般
投
票
 
分
 

 
 

開
票
結
果
 

脇
本
手
 
也
 三
一
、
田
丸
 
徳
 善
二
八
、
佐
々
木
 

宏
 幹
二
一
、
小
 

国
庫
一
一
八
、
 

補
 正
弘
一
八
、
小
山
田
九
一
八
、
上
田
 

閑
照
 
2
1
1
)
 

 
 

一
六
、
中
川
秀
恭
一
三
、
植
田
重
雄
一
二
、
玉
城
 

康
 四
郎
 一
 

9
9
 

一
 、
山
折
哲
雄
一
一
、
藤
井
正
雄
一
一
、
赤
池
憲
昭
一
一
、
 



安
 淳
素
 彦
一
 0
 、
後
藤
光
一
郎
 一
 0
 、
藤
田
富
雄
九
、
官
家
 

準
九
 、
（
以
下
略
）
 

こ
の
結
果
、
理
事
互
選
 分
 で
選
出
さ
れ
た
脇
本
、
小
口
・
 

田
 

九
の
三
氏
を
除
い
て
、
佐
々
木
、
 

楠
 、
小
山
、
上
田
、
中
 

川
 、
植
田
、
玉
城
、
山
折
、
藤
井
、
赤
池
の
 一
 0
 氏
が
一
般
 

投
票
に
 
よ
 り
当
選
者
と
さ
れ
た
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
五
六
年
九
月
七
日
（
月
）
午
後
三
時
（
七
時
 

場
所
学
士
会
館
分
館
 セ
 与
里
 

出
席
者
恭
司
道
雄
、
井
 門
富
 二
夫
、
井
上
順
孝
（
書
記
）
 雲
藤
 義
道
、
 

小
川
圭
 治
 、
小
口
佳
一
、
窪
 徳
忠
 、
小
池
 長
之
 、
後
藤
光
一
 

郎
 、
小
山
田
丸
、
三
枝
売
高
、
佳
木
秋
夫
、
桜
井
秀
雄
、
桜
 

井
 徳
太
郎
、
竹
中
信
博
、
田
九
徳
 善
 、
玉
城
 康
 四
郎
、
橋
本
 

芳
契
、
藤
田
富
雄
、
松
本
 渡
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
子
 也
 。
 

議
題
 

一
 、
第
四
 0
 同
学
術
大
会
発
表
者
の
承
認
。
 

二
 、
新
入
会
員
 

別
記
 二
 0
 名
を
新
た
に
学
会
員
と
し
て
入
会
を
認
め
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
五
六
年
九
月
七
日
（
月
）
午
後
 セ
時
 

8
 
 所
学
士
会
館
分
館
七
号
 室
 

出
席
者
小
口
博
一
、
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
田
九
徳
 
善
 、
藤
田
 

富
雄
、
柳
川
啓
一
 

議
題
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
 哲
研
 連
へ
の
代
表
委
員
に
つ
い
て
 

1
0
0
 

藤
田
富
雄
氏
を
推
薦
し
た
。
 

二
 、
文
部
省
科
研
 費
 補
助
金
配
分
審
査
委
員
の
候
補
者
に
つ
い
 
 
 

 
 

藤
田
富
雄
、
中
川
秀
 恭
 、
桜
井
徳
太
郎
の
三
氏
を
推
薦
し
た
。
 

0
 新
入
会
見
（
九
月
七
日
承
認
）
 

石
倉
孝
祐
〒
㎝
足
立
区
島
根
 四
｜
 二
五
 ｜
 一
国
学
院
 大
学
 

大
学
院
 

金
子
 
佳
司
 
〒
 瑚
 

世
田
谷
区
松
原
二
ー
三
九
 ｜
 一
八
杉
 本
方
 

日
本
大
学
，
大
学
院
 

木
村
勝
彦
〒
 鵬
 

茨
城
県
新
治
郡
 桜
 村
 夫
 久
保
二
１
人
 ｜
 一
四
 

桜
井
ハ
イ
ッ
 一
 0
 四
号
 室
 
筑
波
大
学
・
大
学
院
 

小
松
加
代
子
〒
Ⅲ
柏
市
東
一
 ｜
 ニ
ー
三
六
山
之
内
 荘
二
 G
 
筑
 

波
 大
学
，
大
学
院
 

小
松
義
博
〒
 憶
伊
 坊
市
中
村
 町
 桜
ケ
丘
二
九
 ｜
 二
神
 宝
 御
杖
 

寮
 
皇
学
館
大
学
・
研
究
生
 

坂
出
 

祥
伸
丁
 ㎝
宇
治
市
木
幡
御
蔵
町
三
九
 
｜
 一
四
九
 

関
西
大
 

学
 
・
教
授
 

阪
本
是
丸
干
Ⅲ
練
馬
区
東
大
泉
 田
｜
一
 0
1
 二
三
ー
 三
 O
 五
 

国
学
院
大
学
・
助
手
 

佐
島
 

隆
 

〒
 卿
 

仙
台
市
土
樋
 一
 １
匹
 ｜
 五
道
交
会
館
 
東
北
 

大
学
，
大
学
院
 

佐
藤
久
光
〒
 僻
 

京
都
市
北
区
紫
野
門
前
町
人
 セ
環
方
 
種
智
 

院
 大
学
・
助
教
授
 

真
田
康
 道
 

〒
 紐
 

亀
岡
市
曾
我
部
町
南
条
屋
敷
四
二
時
 
明
音
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会 報 

・
教
授
 

八
幡
 

崇
経
 
〒
 雛
 

伊
勢
市
中
村
 町
 桜
ケ
丘
二
九
 ｜
 二
島
 学
館
大
 

学
・
研
究
生
 

山
崎
 

亮
 
干
鯛
仙
台
市
南
小
泉
三
丁
目
 
二
 0
 ｜
 一
七
 
本
吉
 晋
 

作
方
 
東
北
大
学
・
大
学
院
 

筑
波
大
学
・
大
学
院
 

田
原
謙
三
下
Ⅳ
世
田
谷
区
成
城
 ニ
 ー
 ニ
 ー
 三
 
一
原
田
方
 

僧
侶
 

土
山
泰
弘
〒
㍾
札
幌
市
西
区
西
野
一
条
 
セ
 丁
目
 
一
 0 
一
 １
％
 ソ
 

シ
ョ
ソ
 A
l
 二
 

駒
沢
大
学
・
非
常
勤
講
師
 

野
 々
 m
 
 宏
 

〒
Ⅶ
 ｜
は
 

京
都
市
左
京
区
大
原
西
井
 町
七
 0
 
一
 
-
 
尺
 

都
 修
道
院
修
道
士
 

波
 木
居
純
一
〒
Ⅲ
日
野
市
多
摩
平
二
一
 
｜
六
｜
 一
二
津
田
 熟
 大
学
 

井
上
東
京
大
学
助
手
 

元
 
m
 
 

筑
波
大
学
大
学
院
 

長
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
 

宮
永
 

長
谷
部
駒
沢
大
学
大
学
院
 

松
村
一
男
東
京
大
学
大
学
院
 

山
口
恵
 照
 
大
阪
大
学
教
授
 

仏
教
大
学
・
講
師
 

塩
入
伸
一
〒
Ⅲ
台
東
区
浅
草
 二
 @
 三
一
 ｜
 六
大
正
大
 学
 ・
 大
 

学
院
 

清
水
富
雄
 
千
刷
 
名
古
屋
市
千
種
区
 振
 南
町
 一
｜
 一
二
二
 
県
公
 

舎
 A
 ｜
 三
愛
知
県
立
大
学
，
教
授
 

品
田
聖
天
〒
℡
葛
飾
区
青
戸
 人
｜
 一
八
 ｜
 一
八
宝
持
 院
 僧
侶
 

ゑ
藤
茂
明
〒
 蝸
 
茨
城
県
筑
波
郡
谷
田
部
町
 埋
 p
 八
 O
 七
 ｜
 Ⅰ
 一
 

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）
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A Study of t he  Relation between Deviance and Sanction 
on the  Basis of t he  Symbolic Universe 

Social reality is uncertain and precarious, so that it must be always 

signified the validity of human existance. 

The most essential level of lepi!imation of reality is achieved by 

relating it to all-embracing mean r'gful world. 

Here, it may be expressed tF symbolic universe, as  Berger and 

Luckman have called, which t -  -,tally integrate the real-world into 

the cosmic-world. 

In this dimension, this paper tri: s to argue the problem of deviance. 

Though deviance may be given a negative ontological labelling, 

some 'latent functions' of it such as mental catharsis or structural 

safety valve have often indicated. 

Then, still more, I make an attempt to locate them in the symbolic 

universe. 

I t  is by the function of deviance, through the confrontation between 

the symbolic universe and chaos, that its boundary is maintained. 

I t  may be called 'the boundary-maintenance-mechanism'. 
But this function, in the strict sense latent function, of deviance 

cannot be attributed to the characteristics of deviance-in-itself, be- 

cause it is manifestly a negative factor of social equilibrium. To the 

utmost, i t  must be argued from an interactional point of view between 
action (deviance) and reaction (agency of control). 

But, symbolic universe cannot be perceived as such in our daily life. 

I t  essentially transcends the experienced world. 
Then, if we consider the deviance in relation to it, in so far as  the 

former occurs within the province of social or cultural context, i t  

must be given a careful consideration to some structural premises 

before transacting the epistemological significance of it. 

As some kinds of this premises, we'll take up the matter of 'pro- 



spectability of causality' and 'mitigation of aggressiveness'. 

In this way, I emphasize the structural requisite for deviance, 

on the one hand, analyze the significance of deviance, on the other 

hand, in ways which I would rather notice the symbolic meaning of 

our experiences than the objective structure of reality. 



La philosophie cartksienne e t  le 
christianisme pascalien 

Izumi MIYANAGA 

Ce que Descartes exprime logiquement dans sa mktaphysique est: 

son expCrience mystique oii son esprit fini ayant concu Dieu infini 

affirma en m&me temps l'existence du corps indCfini. Puis dans sa 

physique il essaie d'Cclaircir la manikre de se former de l'univers, 

de la Terre, des &tres inanimb et animb. Enfin sa morale est 2 la 

fois technicienne et stoicienne: la morale technicienne, oh Yon fait 

une analyse physiologique et psychologique des passions, rCsout inde- 

finiment des contradictions dans la vie quotidienne, e t  la morale 

stoicienne, oii l'on s'unit volontairement avec Dieu, nous l ibhe de 

l'horreur de la mort. 

Pascal qui vivait B la cartksienne s'keilla, B la veille de sa con- 

version definitive, B sa volontk opposCe 8 celle de Dieu ; il tomba ainsi 

dans l'abime de pCchC que Descartes stoicien ou mystique n'avait 

point connu. Pascal nous enseigne dans les Penskes qu'on peut se rele- 

ver de cette chute par trois moyens de croire: la raison, la coutume 

et  l'inspiration. lo Le moyen par la raison est d'ouvrir son esprit aux 

preuves morales et  historiques et  d'affirmer proble'matiquement l'exist- 

ence de Dieu, de l'iime, de la crCation et  du pCchC originel. 2" Le 

moyen par la coutume est de soumettre son corps aux rites chretiens 

affirm& problkmatiquement et  de pratiquer les humiliations. 3" Le 

moyen par l'inspiration est de recevoir la grsce et  de se rendre chr6- 

tien parfait qui affirme assertoriquement la doctrine e t  les rites du 

christianisme. Le chrCtien parfait, entre le desespoir Cpicurien et  

l'orgueil stoicien qui le menacent sans cesse, vit une vie oii angoisse 

et  joie seront comme I'envers et l'endroit, en obCissant aux folies du 
peuple aveugle. 



Magic and  Medicine in Ancient China 

Toshiaki MARUYAMA 

The relation of magic and medicine is one of the interesting themes 

in the historical study both of religion and medicine. In ancient 

China people had an idea that the disease was caused by the direct 

influence of super-natural beings such as gods, evil spirits, departed 

souls of one's own ancestors. Accordingly treatment of disease was 

mainly practised by magicians called hsu (a) who had special abili- 

ties to control these super-natural beings. Other magicians called 

fang hish (h*) who aspired to immortality also advocated special- 

ized medical theories. 

While before long, physicians who specialized in purly medical treat- 

ments gradually appeared. They denied the magical etimology, ad- 

vocated the medical theory which was based on the concept of chi 

(3) and practised acupuncture, moxibustion, pharmacotherapy or 

theraputic exercises. Among them Pien Chueh (GB) is famous as 

one of typical physicians of the early days, though he had some 

magician-like characteristics. Pien Chueh does not seem to be the 

name of only one person; we should regard him (or them) a s  the 

personification of the transitional stage from magician to physician. 
The "Huang ti nei ching" (giij5m&E), which is well-known as  the 

oldest medical book of China, is basically composed of the theory of 

chi, the theories of Yin-Yang and the Five Elements, and the thoughts 

on the relation of nature to man, and at  first sight it bears little 

relation to magical medicine. However we can find statements which 

addmitted and praised those ancient magical treatments and influ- 

ences. 

Generally speaking, Chinese traditional medicine consisted of theory 

and logic which were quite different from magical medicine, though 

the interests of the two overlapp in certain phases since ancient 

times. 



New Religion in Foreign Culture:  A Case Study 
of Nichiren Shoshu of America in Hawaii. 

Nobutaka INOUE 

There a re  many religious organizations from Japan in Hawaii. The. 

reason they began missionary work there is mainly because there are 

many Japanese immigrants in Hawaii. Most of their members are 

therefore Japanese-Americans. But, some new religions which began 

missionary work there after world war I1 have tried to gain non- 

Japanese members. On the whole, the result has not been very suc- 

cessful, but the Nichiren Shoshu of America (Soka Gakkai) consti- 

tutes a remarkable exception. NSA has more than twenty thousand 

members in the Pacific area, and nearly 40% are non-Japanese people. 

It  is clear that the most important factor in the success of NSA 

in this regard is its systematic missionary attitude toward non-Japa- 

nese people. This situation gives rise to the following questions: 

What kinds of non-Japanese people joined NSA? What made NSA 

attractive to them? And how do they understand the teaching of 

NSA ? 

As a result of questionnaires and interviews in 1977 and 1979, 

I found the following to be characteristic of non-Japanese members 

in Hawaii : (1) almost half of them are people of mixed blood ; (2) 

though activities of NSA in Hawaii began in 1960, most of them 

joined NSA during the 70s; (3) they feel NSA attractive because i t  

promises them that sincere belief and chanting will lead to 'actual 

proof (Gensho)' of faith in daily life; and (4) they think that the 

most important teaching of NSA is to actualize self-reformation. 

Hawaii is an " island of immigrants" and its history and society 

a re  rather exceptional as  compared to the mainland. Therefore this 

result cannot be applied to the U.S. as a whole. Comparison with 

other areas of America is necessary for further understanding of 

the activities of NSA and its meaning. 




