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折
哲
雄
 

昭
和
六
十
三
年
の
三
月
十
八
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
の
八
日
間
 
に
わ
 

た
っ
て
、
「
近
代
世
界
に
お
け
る
日
本
文
明
 ｜
 宗
教
の
比
較
文
 明
学
｜
 」
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日
 8
0
 比
 才
色
品
 ざ
了
 ）
と
い
う
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
 国
 立
 民
族
学
 

博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
国
際
会
議
の
主
宰
者
は
民
博
 館
 長
の
梅
 樟
 

忠
夫
氏
で
あ
り
、
実
際
の
運
営
に
は
討
議
へ
の
参
加
者
で
も
あ
 る
 同
博
物
 

館
 、
第
一
研
究
部
助
教
授
の
中
 牧
 弘
光
 氏
 が
あ
た
っ
た
。
会
議
 へ
の
参
加
 

者
は
、
あ
と
で
の
べ
る
 よ
う
 に
国
外
か
ら
七
名
、
国
内
か
ら
 六
 名
 で
あ
っ
 

-
@
 

4
%
 
。
 

は
じ
め
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
 あ
く
ま
 

で
も
宗
教
と
い
う
窓
を
通
し
た
「
比
較
文
明
論
」
を
め
ざ
す
も
 の
で
あ
っ
 

て
 、
た
ん
な
る
「
比
較
宗
教
論
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
 か
っ
た
 と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
と
宗
教
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
 

め
 示
教
を
通
 

し
て
文
明
と
文
明
を
比
較
す
る
の
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
 
で
 
三
本
 

教
 」
 は
 
「
文
明
」
を
み
る
た
め
の
一
つ
の
反
射
鏡
で
あ
る
に
す
 ぎな
い
。
 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
第
一
日
目
の
冒
頭
に
お
こ
な
わ
れ
 た
梅
樟
 

展
望
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
宗
教
の
比
較
文
明
学
 

庚
の
「
基
調
講
演
」
の
な
か
で
鮮
や
か
に
表
明
さ
れ
て
い
た
。
 氏
 は
そ
こ
 

で
、
「
宗
教
の
比
較
文
明
学
」
が
目
的
と
す
る
主
題
は
、
ま
ず
 
第
 
一
 @
@
 

ケ
 、
 

日
本
の
近
代
文
明
の
発
展
 期
 に
お
い
て
宗
教
は
い
か
な
る
役
割
 を
は
た
し
 

た
の
か
と
問
 う
 こ
と
、
第
二
に
、
日
本
以
外
の
他
の
文
明
が
近
 代
 化
す
る
 

過
程
に
お
い
て
宗
教
が
果
た
し
て
ぎ
た
役
割
を
比
較
し
検
討
す
 る
こ
と
、
 

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
同
時
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
 ヴ
ヱ
 

。
 
ハ
 １
 %
 
し
 

よ
る
近
代
化
と
宗
教
に
か
ん
す
る
仮
説
を
批
判
的
に
検
討
す
る
 こ
と
か
ら
 

成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
と
も
か
く
も
、
 

そ
の
よ
 う
 

な
 方
法
上
の
前
提
に
立
っ
て
 、
 氏
は
そ
の
基
調
講
演
の
な
か
で
 次
の
よ
う
 

な
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

第
一
世
界
に
お
け
る
文
明
と
し
て
の
宗
教
地
図
を
考
え
る
 

レ
し
 
、
 並
串
 

遍
 的
な
教
会
（
 ヱ
 グ
リ
 一
ズ
 
・
カ
ト
リ
ッ
ク
）
と
国
家
的
な
教
 ム
云
 （
 ヱ
パ
ノ
 

リ
ー
ズ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
と
い
う
対
立
の
構
図
が
あ
ら
わ
れ
て
 く
る
だ
 る
 

う
 。
そ
れ
が
西
側
文
明
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
 
（
 p
 ー
 マ
 

教
会
）
と
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
（
ギ
リ
シ
ア
正
教
な
ど
）
の
関
係
 
に
 対
応
 

し
 、
東
側
文
明
の
仏
教
に
お
い
て
は
大
乗
仏
教
と
テ
ー
ラ
 ヮ
｜
 ダ
 仏
教
の
 

関
係
に
対
応
す
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
事
柄
と
し
て
 、
キ
リ
ス
 

ト
教
 世
界
に
属
し
な
が
ら
孤
立
し
て
い
る
教
会
に
エ
ジ
プ
ト
の
 コ
プ
ト
 教
 

会
 が
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
側
の
仏
教
で
い
え
ば
さ
し
ず
め
 チ
ベ
 
ツ
ト
 仏
教
 

に
 対
比
で
き
る
の
で
忙
な
い
か
。
こ
の
東
西
の
二
つ
の
教
団
は
 、
 主
に
山
 

岳
 部
を
中
心
に
し
、
密
教
的
、
神
秘
主
義
的
な
面
を
も
っ
て
 い
 る
 点
で
共
 

め
 

 
 

通
し
、
近
代
化
が
お
く
れ
て
い
る
点
で
も
似
て
い
る
。
 

そ
 う
い
う
 世
 

（
 

男
文
明
の
枠
組
に
お
け
る
宗
教
地
図
の
な
か
で
日
本
の
宗
教
を
 考
え
る
 
坤
 

と
 、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
 



第
二
周
知
の
よ
う
に
幕
末
以
降
、
わ
が
国
で
は
さ
ま
ざ
ま
 

新
宗
教
 

が
 発
生
し
た
が
、
そ
の
 人
 ぎ
な
う
ね
り
と
日
本
の
近
代
化
は
い
 っ
 た
い
ど
 

の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
の
が
つ
ぎ
の
問
題
で
 あ
る
。
 幕
 

末
 維
新
 期
 に
登
場
し
た
教
派
神
道
の
諸
派
は
い
わ
ゆ
る
王
権
と
 は
 結
び
っ
 

か
な
い
形
で
発
展
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
未
来
に
希
望
を
 も
た
せ
る
 

ュ
一
 ト
ピ
ア
思
想
を
提
供
す
る
こ
と
で
人
間
救
済
の
方
途
を
示
そ
 う
と
し
 

た
 。
そ
の
流
れ
の
な
か
で
、
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
 っ
て
大
教
 

団
を
形
成
し
た
創
価
学
会
、
立
正
俊
成
会
、
霊
友
会
な
ど
の
 活
 動
 を
ど
 う
 

評
価
す
る
か
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
団
は
 い
 ず
れ
も
 日
 

蓮
宗
の
系
統
に
属
し
、
大
衆
運
動
の
組
織
化
に
成
功
し
た
が
、
 そ
れ
で
は
 

な
ぜ
日
蓮
宗
の
教
団
が
成
功
し
他
の
系
統
の
も
の
で
は
な
か
っ
 た
の
か
、
 

と
い
う
課
題
が
問
わ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
 新
宗
教
に
 

お
が
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
深
く
関
係
し
て
い
る
が
、
 

そ
 の
点
 か
 

ら
す
る
と
き
創
価
学
会
が
提
唱
し
た
「
五
仏
具
合
」
の
理
念
は
 、
た
と
え
 

六
 0
 年
代
未
に
挫
折
し
た
と
は
い
え
、
文
明
史
的
に
み
る
と
 ぎ
 壮
大
な
試
 

み
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
 で
 J
 も
プ
ロ
 

テ
ス
タ
 ソ
ト
 か
ら
は
多
く
の
新
興
教
団
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
 

カ
 ト
リ
ッ
ク
 

か
ら
は
新
興
教
団
が
派
生
す
る
こ
と
は
す
く
な
か
っ
た
。
そ
 う
 い
う
諸
事
 

側
な
 、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
比
較
検
討
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
 

第
三
ー
 
｜
 近
代
目
木
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
宗
教
 活
動
の
 

分
野
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
失
敗
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
思
想
 的
 影
響
は
 

ひ
ろ
く
各
方
面
に
及
ん
だ
。
幕
末
の
平
田
篤
胤
の
考
え
の
な
か
 に
は
 キ
リ
 

ス
ト
教
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
示
す
痕
が
あ
る
し
、
明
治
に
入
っ
て
 か
ら
ひ
ろ
 

が
っ
た
神
社
に
お
け
る
神
前
結
婚
と
い
う
習
俗
な
ど
も
キ
 リ
ス
 ト
 教
の
影
 

響
 を
ぬ
ぎ
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
 ょ
う
 に
宗
教
と
し
 
て
は
失
敗
 

し
た
に
も
か
 
ふ
 わ
ら
ず
思
想
と
し
て
は
成
功
し
た
ギ
リ
ス
ト
 教
 の
あ
り
方
 

M
 

は
 、
あ
の
儒
教
が
日
本
に
与
え
た
影
響
の
仕
方
と
似
て
い
る
こ
 と
に
気
づ
 

)
 

か
さ
れ
る
。
最
近
、
韓
国
や
台
湾
、
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
 な
 ど
に
お
け
㎝
 

 
 

る
 近
代
化
の
背
景
に
、
儒
教
と
い
う
宗
教
の
役
割
が
あ
る
と
い
 ぅ
 議
論
が
 

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

儒
 教
 が
わ
 

が
 国
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
生
き
方
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
 っ
て
、
お
 

そ
ら
く
宗
教
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
 る
 。
日
本
 

は
も
と
も
と
儒
教
 目
 で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
 の
こ
と
に
 

よ
っ
て
反
っ
て
近
代
化
に
成
功
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 い
わ
ゆ
る
 

ア
ジ
ア
ニ
ー
ズ
と
儒
教
と
の
関
連
の
問
題
も
こ
の
よ
う
な
鋭
吉
 か
ら
再
検
 

試
 し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

第
四
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
、
 

イ
 
ス
ラ
ー
 

ム
 教
徒
と
し
て
の
 力
 ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
 守
 ろ
 う
と
す
 

る
 原
理
主
義
と
、
同
時
に
西
欧
文
明
を
受
け
入
れ
て
近
代
化
を
 す
す
め
 ょ
 

ぅ
 と
す
る
動
ぎ
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
 、
 大
き
な
葛
藤
を
お
こ
し
 て
い
る
。
 

か
り
に
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
西
欧
文
 明
は
表
面
 

的
に
は
受
け
入
れ
て
も
そ
の
磁
的
部
分
に
ま
で
は
影
響
は
及
ば
 な
い
と
い
 

ぅ
 論
理
が
構
築
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
西
欧
文
明
 お
そ
 る
る
に
 足
 

ら
ず
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
る
が
え
っ
て
 
考
え
る
 

と
 、
近
代
化
、
西
欧
化
と
い
う
こ
と
は
は
た
し
て
ど
ん
な
文
明
 、
 社
ム
 ム
 に
 

あ
っ
て
も
不
可
分
の
も
の
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
 か
 。
つ
ま
 

り
 、
実
際
に
は
産
業
化
の
段
階
に
達
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
国
民
 生
活
の
次
 

元
 で
も
さ
ほ
ど
豊
か
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
、
人
々
の
心
に
お
 
て
よ
り
 

  



幸
せ
に
な
っ
た
と
思
わ
せ
る
装
置
、
体
系
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
 も
ま
た
 近
 

低
化
の
一
つ
の
形
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
 ら
な
装
置
 

群
 を
も
っ
た
も
の
と
し
て
た
と
え
ば
共
産
主
義
の
思
想
が
あ
る
 が
 、
し
か
 

し
 共
産
主
義
は
基
本
的
に
産
業
化
、
工
業
化
を
背
景
に
し
た
人
 間
の
幸
福
 

を
 日
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
た
い
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
 教
や
ヒ
ン
 

ド
ク
ー
 教
 と
い
っ
た
宗
教
を
信
奉
す
る
文
明
か
ら
は
、
い
ま
の
 べ
た
よ
う
 

な
 産
業
化
を
か
な
ら
ず
し
も
前
提
に
し
な
い
「
近
代
化
」
の
 モ
 @
 
ア
め
 が
 生
 

み
た
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
未
来
予
測
的
な
検
 討
 な
し
て
 

い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
は
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

第
五
最
後
に
、
将
来
、
世
界
に
お
け
る
宗
教
は
ど
の
よ
 

う
 な
形
態
 

の
も
の
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
は
た
す
ば
る
う
か
と
い
 ぅ
 問
題
が
 

く
る
。
そ
の
場
合
考
え
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
の
は
、
人
間
は
い
 か
な
る
 近
 

低
化
の
恩
恵
を
 ぅ
 け
て
も
、
生
き
る
と
い
う
根
源
的
な
事
実
か
 ら
 生
ず
る
 

苦
し
み
と
悩
み
か
ら
ま
な
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
 
と
で
あ
 

る
 。
仏
教
で
い
 
う
生
 、
老
、
病
、
死
の
四
苦
で
あ
る
。
周
知
の
 よ
う
に
 近
 

代
人
は
こ
れ
ま
で
死
と
い
う
も
の
を
眼
に
し
な
く
て
す
む
装
置
 を
 と
と
の
 

え
て
ぎ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
装
置
は
現
在
の
医
学
や
病
院
の
 状
況
や
 ホ
 

ス
ピ
ス
運
動
へ
の
高
ま
り
が
示
す
よ
 う
 に
、
結
局
は
死
に
直
面
 す
る
人
間
 

の
 苦
し
み
と
悩
み
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
。
今
後
 ま
す
ま
す
 

進
行
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
情
報
化
社
会
に
あ
っ
て
、
そ
の
 新
し
い
 状
 

聖
沢
で
生
じ
 ぅ
る
 矛
盾
に
宗
教
は
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
 い
 。
そ
の
と
 ぎ
 

は
 宗
教
自
体
も
ま
た
自
己
の
情
報
革
命
を
実
現
す
る
必
要
に
迫
 ら
れ
る
は
 

展
 

ず
で
あ
る
。
今
日
の
工
業
社
会
で
は
、
人
々
の
生
活
や
考
 ぇ
 0
 個
別
化
に
 

し
た
が
っ
て
大
量
生
産
の
時
代
か
ら
大
量
の
個
別
生
産
の
時
代
 へ
と
移
っ
 

て
き
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
宗
教
も
そ
う
い
う
運
命
 を
た
ど
り
 

つ
 っ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
悩
み
や
苦
し
み
が
個
々
人
 で
 異
な
る
 

よ
う
 に
、
そ
れ
に
応
じ
て
宗
教
の
側
も
一
切
の
衆
生
を
救
済
す
 る
と
い
っ
 

た
 ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
個
々
人
に
処
方
 筆
を
 だ
す
と
い
 

ぅ
 形
の
対
応
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

以
上
、
梅
惇
氏
 に
よ
 る
基
調
講
演
の
要
点
を
五
項
目
に
分
け
て
 略
述
し
 

て
み
た
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
提
起
に
応
え
る
形
で
、
参
加
者
が
 そ
れ
ぞ
れ
 

の
 専
門
領
域
の
立
場
か
ら
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
報
告
者
 と
演
題
を
 

日
程
の
順
に
し
た
が
っ
て
記
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

0
 
ウ
ィ
 ソ
 ス
ト
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
 
ス
 
（
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ス
タ
 
ソ
 大
学
 教
授
）
 

「
日
本
と
英
国
に
お
け
る
宗
教
と
発
展
」
 

0
 
マ
イ
ケ
ル
・
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ー
ジ
（
ペ
ン
グ
リ
オ
ン
大
学
講
師
）
 

｜
 「 神
 

道
と
 
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
（
儀
式
専
門
家
）
儀
式
段
階
 

制
 匿
め
 

相
違
点
」
 

0
 
ヘ
レ
ソ
 ・
ハ
ー
デ
カ
（
プ
リ
 ソ
 ス
ト
ン
大
学
助
教
授
）
 

大
本
教
団
 

に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
千
年
王
国
１
１
近
代
日
本
の
宗
教
 

 
 

0
 
山
折
哲
雄
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
）
「
日
本
人
 
の
 宗
教
的
 

ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
 

0
 
ヤ
 ソ
フ
ァ
ン
・
フ
レ
ー
メ
ン
（
ラ
イ
 ヂ
ソ
 大
学
助
教
授
）
 

「
日
本
 

に
お
け
る
近
世
儒
学
そ
の
継
承
と
展
望
 

0
 
伊
藤
亜
人
（
東
京
大
学
助
教
授
）
「
朝
鮮
に
お
け
る
 
宗
 教
 と
社
会
の
 

 
 
 
 

統
ム
ロ
 。
 

@
 
」
 

 
 

示
教
と
近
 

冊
 

低
化
」
 



0
 ス
 リ
チ
ャ
イ
・
 フ
 ン
 ゲ
オ
 
（
チ
ュ
ラ
ロ
 ソ
コ
 ー
ソ
大
学
助
教
 ぽ
 一
）
 ｜
 

「
タ
 イ
と
 日
本
に
お
け
る
宗
教
と
近
代
化
１
１
人
間
的
動
機
づ
 け
 の
 

比
較
社
会
学
 

0
 十
枚
 弘
允
 
（
国
立
民
族
学
博
物
館
助
教
授
）
「
近
代
日
 

本
の
宗
教
 

文
明
投
影
装
置
と
し
て
の
高
野
山
を
中
心
に
 

右
の
報
告
者
の
外
に
、
と
く
に
国
外
か
ら
ハ
ル
 ミ
 ・
 ベ
フ
 
（
 ス
 タ
ン
フ
 

ォ
一
ド
 大
学
教
授
）
 と
ョ
一
 ゼ
フ
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
（
 ボ
ソ
 大
学
 日
本
文
化
 

研
究
所
長
）
の
両
氏
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
参
加
し
、
 シ
ソ
ポ
ジ
 

ウ
ム
 の
運
営
に
あ
た
っ
た
。
 

以
上
に
記
し
た
参
加
者
の
報
告
は
、
ほ
ぼ
冒
頭
に
要
約
し
た
 基
 調
 講
演
 

の
 主
旨
に
そ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
 で
は
い
う
 

ま
で
も
な
く
論
点
の
交
錯
や
離
反
と
い
う
現
象
が
随
所
に
生
じ
 た
 。
そ
れ
 

は
 課
題
の
重
要
性
と
困
難
さ
を
あ
ら
た
め
て
印
象
づ
け
る
こ
と
 に
も
な
っ
 

た
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
し
ば
し
ば
論
 議
さ
れ
た
 

話
題
を
思
い
つ
く
ま
 ム
 に
摘
記
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 

第
一
に
、
宗
教
が
文
明
と
文
化
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
 に
 立
っ
 

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 も
 ち
ん
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
 文
 明
 と
文
 

化
に
つ
い
て
一
応
の
共
通
理
解
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
文
明
と
 は
 、
人
間
 

と
 装
置
・
制
度
・
組
織
に
か
 ふ
 わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
 に
た
い
し
 

て
 文
化
と
は
そ
の
精
神
的
投
影
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
 い
 @
 
L
.
 
、
え
 

力
 ，
 

れ
ば
近
代
日
本
文
明
の
形
成
に
お
い
て
宗
教
の
装
置
や
制
度
が
 い
か
な
る
 

機
能
を
は
た
し
、
そ
の
精
神
的
投
影
で
あ
る
思
想
や
観
念
が
ど
 う
い
 5
 影
 

響
を
及
ば
し
た
か
が
重
要
な
討
議
問
題
と
さ
れ
た
わ
げ
で
あ
る
 。
こ
れ
に
 

つ
い
て
十
枚
弘
光
氏
の
報
告
が
、
宗
教
に
お
け
る
「
多
国
籍
企
業
 」
と
い
 

ぅ
 概
念
枠
組
を
用
い
て
、
高
野
山
に
お
け
る
「
神
々
の
明
治
維
 新
 」
と
い
 

ラ
テ
ー
マ
を
立
て
て
問
題
提
起
を
お
こ
な
っ
た
。
同
じ
く
 
井
 上
 順
孝
 
氏
瑚
 

も
 、
幕
末
維
新
 期
 に
お
け
る
神
道
家
た
ち
の
活
動
の
な
か
に
、
 

科
学
技
術
の
 

0
 分
野
に
お
け
る
「
 グ
 p
 一
 バ
ル
化
」
に
通
ず
る
要
素
の
あ
っ
 
 
 

指
摘
し
、
問
題
を
発
展
さ
せ
た
。
両
氏
と
も
に
、
文
明
と
文
化
 の
 接
触
 領
 

域
で
 宗
教
の
役
割
を
考
え
よ
う
と
す
る
視
点
を
提
出
し
た
わ
 け
 で
あ
る
。
 

た
ビ
 討
議
の
過
程
で
、
個
人
と
宗
教
と
い
う
次
元
と
、
文
明
と
め
 
下
拙
 
笘
 と
い
 

ぅ
 次
元
で
は
、
そ
も
そ
も
宗
教
の
役
割
や
意
味
が
異
な
る
の
で
 は
な
い
か
 

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
、
ま
た
文
明
そ
の
も
の
を
相
対
化
 す
る
宗
教
 

の
は
た
ら
ぎ
に
つ
い
て
も
注
意
を
は
ら
 ぅ
 べ
 き
 こ
と
が
話
題
と
 
な
っ
た
。
 

第
二
に
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
け
れ
ど
も
、
や
ほ
 り
 近
代
化
と
宗
 教
 の
 関
 

係
 に
つ
い
て
の
テ
ー
マ
が
い
っ
も
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
 挙
 げ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
 ス
 氏
が
日
 

本
 と
英
国
に
お
け
る
事
例
を
だ
し
て
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
佐
藤
 公
彦
氏
が
 

中
国
の
場
合
、
伊
藤
亜
人
氏
が
朝
鮮
の
事
例
、
さ
ら
、
ヤ
ン
 
フ
 ァ
ソ
 

フ
レ
ー
メ
ン
氏
が
日
本
の
陽
明
学
を
引
い
て
討
議
に
加
わ
っ
た
。
 

ま
ず
 デ
 

イ
ヴ
ィ
 
ス
 氏
に
よ
る
と
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
 l
 
の
近
代
 化
 
（
産
業
 

化
 ）
論
は
主
と
し
て
十
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
著
作
に
も
 と
づ
い
た
 

も
の
で
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
産
業
革
命
に
か
ん
す
る
宗
教
 文
 献
を
無
視
 

し
て
い
た
。
同
様
に
 p
.
 

ハ
ー
ト
・
 

べ
ラ
 一
の
 
コ
 徳
川
レ
リ
 
ジ
ョ
 ン
 」
も
 徳
 

川
 時
代
の
価
値
観
の
み
を
問
題
に
し
て
お
り
、
日
本
の
経
済
が
 -
 
ア
イ
ク
 

オ
フ
し
た
明
治
時
代
の
価
値
観
を
無
視
し
て
い
た
。
そ
し
て
 英
 国
 で
は
 十
 

八
世
紀
の
資
料
お
よ
び
日
本
で
ほ
明
治
の
材
料
に
目
を
通
す
か
 
ぎ
り
、
 

「
宗
教
」
は
「
近
代
化
」
に
た
い
し
て
け
っ
し
て
促
進
要
因
を
は
 
た
し
た
 

  



の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
「
消
極
的
な
可
能
性
」
 
宜
お
緊
宇
の
 0
 コ
の
 
す
 -
 
の
 

m
 の
コ
円
）
の
役
割
し
か
は
た
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
 

し
た
。
 

 
 

さ
き
の
 梅
 惇
氏
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
、
宗
教
と
の
相
関
の
 ゆ
え
に
 近
 

 
 

代
 化
し
た
の
で
は
な
く
、
宗
教
に
も
か
 ュ
 わ
ら
ず
近
代
化
し
た
 の
だ
と
い
 

ぅ
 こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
儒
教
が
近
代
化
に
影
響
を
 与
え
る
と
 

い
 う
 理
論
が
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
ニ
ー
ズ
諸
国
で
も
て
は
や
さ
れ
 
て
い
る
 

が
 、
し
か
し
実
態
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
、
 中
国
（
 佐
 

藤
 報
告
）
や
韓
国
（
伊
藤
報
告
）
の
場
合
に
照
ら
し
て
種
々
 議
 論
を
呼
ん
 

だ
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
ま
た
、
社
会
組
織
の
面
か
ら
す
る
と
 き
 、
中
国
 

や
韓
国
に
お
け
る
父
系
血
縁
原
理
の
重
視
、
日
本
に
お
け
る
 家
 

同
族
 原
 

理
の
強
調
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
の
な
か
で
も
分
析
す
る
必
要
が
 あ
る
と
 指
 

摘
 さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
 き
 、
近
代
化
と
の
関
連
 に
お
い
て
 

 
 宗

教
と
倫
理
を
区
別
し
て
考
え
る
視
点
が
で
て
く
る
の
で
は
な
 い
で
あ
ろ
 

ぅ
か
 。
 

こ
の
外
、
ヘ
レ
 
ソ
、
 ハ
一
デ
カ
氏
の
報
上
口
で
は
、
十
九
 
｜
二
 0
 世
紀
に
 

発
生
し
た
日
本
の
新
宗
教
に
お
い
て
な
性
の
は
た
し
た
役
割
が
 と
り
あ
げ
 

ら
れ
、
と
く
に
大
本
教
の
出
ロ
 チ
オ
 、
王
仁
三
郎
に
よ
っ
て
 説
 か
れ
た
 変
 

成
男
子
・
変
成
女
子
の
特
異
な
解
釈
が
分
析
さ
れ
た
。
ま
た
 て
 イ
ケ
ル
 

ア
シ
ュ
ケ
ナ
 
l
 ジ
氏
の
場
合
は
、
神
道
と
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
 儀
礼
の
問
 

題
 が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
儀
礼
の
専
門
家
と
そ
の
支
持
者
の
間
の
 関
係
が
明
 

 
 

 
 

畏
 

い
し
て
伝
統
的
な
タ
 
イ
 思
想
が
ど
の
よ
う
な
批
判
的
応
答
 を
お
こ
な
っ
て
 

ぎ
た
か
を
問
題
に
し
た
。
 

討
議
の
全
体
を
通
し
て
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
も
の
の
一
つ
に
 、
宗
教
 

の
 土
着
化
も
し
く
は
伝
播
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
い
ろ
ん
 な
 タ
イ
プ
 

の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
た
と
え
ば
 
シ
ソ
ク
レ
 
テ
ィ
 セ
ー
シ
ョ
 

ン
 、
グ
ロ
ー
バ
リ
セ
 一
シ
，
ン
 
（
と
く
に
井
上
報
告
）
、
セ
キ
ュ
 
ラ
 リ
 セ
 

｜
シ
，
ン
 
、
多
国
籍
化
（
と
く
に
中
秋
報
告
）
と
い
っ
た
概
念
 枠
組
の
そ
 

れ
ぞ
れ
の
有
効
性
の
間
頭
が
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
コ
プ
ト
 教
や
隠
れ
 

 
 

キ
リ
シ
タ
ン
の
よ
う
な
孤
立
化
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
ケ
ー
ス
 も
 見
逃
す
 

こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
挙
げ
て
い
 け
ぱ
 こ
の
外
に
も
ふ
れ
 な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
興
味
あ
る
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
 関
係
で
割
 

愛
す
る
ほ
か
は
な
い
。
 

と
も
か
く
、
こ
と
宗
教
に
か
ん
す
る
国
際
会
議
や
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
 ム
で
よ
 

 
 

く
 感
ず
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
化
と
い
う
額
縁
に
よ
っ
て
と
ら
 ，
 
ぇ
 ら
れ
る
 

宗
教
と
い
う
も
の
は
し
ば
し
ば
偏
 狭
 な
ナ
シ
。
ナ
リ
ス
ト
の
姿
 で
 立
ち
あ
 

ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
っ
で
も
ド
グ
マ
 と
 い
 う
 刺
を
 

つ
ぎ
出
し
、
堅
い
 
カ
ラ
 を
か
ぶ
っ
て
 
と
 じ
こ
も
っ
て
い
る
。
 
だ
 か
ら
こ
そ
 

定
数
学
と
い
う
学
問
は
、
そ
う
い
う
 ナ
シ
 "
 ナ
リ
ズ
ム
と
の
 
絶
，
 え
 ま
な
い
 

戦
い
を
し
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

販
 げ
い
く
さ
と
知
り
っ
 っ
 も
 、
そ
の
 

戦
い
の
現
場
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
の
 が
 実
情
で
 

あ
ろ
う
。
 

い
わ
ば
そ
う
い
う
陸
路
を
何
と
か
打
開
し
ょ
う
と
し
て
企
て
 ろ
 れ
た
の
 

が
 今
回
の
「
宗
教
の
比
較
文
明
学
」
と
い
う
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
で
 
 
 

 
 
 
 

思
 う
 。
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
文
明
と
い
う
尺
度
か
ら
宗
教
 の
役
割
と
 

機
能
を
相
対
化
し
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
 実
際
に
ど
 
W
 

の
よ
う
な
 描
 像
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
に
 つ
 い
 て
は
、
 や
 



が
て
刊
行
さ
れ
る
報
告
書
を
み
て
い
た
だ
ぎ
た
い
と
思
 う
 。
 こ
 @
 」
で
は
、
 

シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
討
議
の
お
お
よ
そ
の
雰
囲
気
を
お
 伝
，
 ぇ
 す
る
こ
 

と
で
、
紹
介
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
 

追
記
な
お
 本
 シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
左
の
紹
介
が
あ
る
  
 

井
上
順
孝
「
文
明
の
中
の
宗
教
１
１
合
ロ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
公
水
 教
の
 

比
較
文
明
学
）
か
ら
１
１
」
官
民
博
通
信
 
ヒ
 
一
九
八
八
年
、
 
四
一
 

田
万
 
）
 

井
上
順
孝
「
（
日
本
文
明
）
へ
の
視
点
１
１
民
博
の
 

"
 宗
教
シ
ン
 
 
 

ジ
ウ
ム
 "
 か
ら
」
 官
 読
売
新
聞
し
一
九
八
八
年
四
月
一
八
日
）
 

十
枚
弘
光
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
宗
教
の
比
較
文
明
学
 

（
 
@
 

刊
 
円
み
ん
ぱ
く
 ヒ
 
一
九
八
八
年
六
月
号
）
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幸
木
真
綿
 

円
 論
集
日
本
仏
教
 史
 9
 
 

大
正
・
昭
和
時
代
 ヒ
 

雄
山
 閣
 

一
九
八
八
年
六
月
二
 
0
 
日
刊
 

A
5
 判
 

三
 二
四
頁
四
八
 0
0
 
円
 

磯
間
哲
也
 

 
 

幾
分
大
袈
裟
な
い
い
方
で
は
あ
る
が
、
日
本
仏
教
 史
 の
な
か
で
 、
大
正
 

か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
は
ほ
 ば
 空
白
 期
 で
あ
っ
た
と
す
る
 
見
方
は
今
 

な
お
根
強
い
。
そ
こ
に
は
国
家
神
道
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
 ぃ
 く
 過
程
に
 

お
け
る
教
団
レ
 
ダ
 ヱ
ル
で
の
停
滞
と
、
「
葬
式
仏
教
」
と
い
わ
れ
 

る
よ
う
 

な
 信
仰
・
活
動
 レ
ヴ
ヱ
ル
 
で
の
形
式
化
と
い
っ
た
現
象
が
背
景
 に
あ
る
も
 

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
時
代
に
厚
 み
の
あ
る
 

内
容
の
仏
教
史
は
成
り
立
た
な
い
と
断
ず
る
の
は
性
急
に
過
ぎ
 よ
う
。
 当
 

時
の
日
本
人
が
担
っ
た
宗
教
運
動
で
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
と
ま
 っ
 た
く
 無
 

縁
 な
も
の
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
民
衆
の
信
仰
の
内
容
 
形
式
の
 

多
様
化
が
顕
著
に
な
り
始
め
た
の
が
こ
の
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
 
考
え
れ
 

ば
 、
観
察
の
ウ
ィ
 
ソ
ド
ウ
 を
従
来
よ
り
や
や
広
く
設
定
す
る
こ
 と
に
よ
っ
 

て
 、
こ
の
時
代
な
り
の
仏
教
史
を
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
 し
、
 そ
 う
 

す
る
こ
と
は
ま
た
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
明
治
 
大
正
期
に
 

書
評
と
紹
介
 

お
 げ
る
宗
教
運
動
を
柱
と
し
た
論
文
を
十
編
収
め
て
い
る
。
 そ
 の
う
ち
、
 

仏
教
以
外
の
宗
教
を
扱
っ
た
も
の
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
、
 そ
れ
は
 今
 

述
べ
た
よ
う
な
「
ウ
ィ
 ソ
ド
ウ
 の
拡
張
」
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
 ラ
 。
本
書
 

は
 全
十
一
巻
の
う
ち
の
最
も
下
っ
た
時
代
を
扱
っ
た
も
の
で
、
 他
 の
 巻
と
 

同
様
に
 概
 史
と
論
集
の
二
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
以
下
、
目
 次
を
掲
げ
 

て
み
る
。
 

第
一
部
大
正
・
昭
和
期
の
国
家
・
既
成
仏
教
教
団
・
宗
教
 
運
 動
 

幸
木
 
貢
 

第
一
章
国
民
教
化
政
策
と
宗
教
Ⅰ
第
二
章
既
成
仏
教
教
団
の
陥
 穿
 /
 

第
三
章
宗
教
運
動
の
興
隆
Ⅰ
第
四
重
十
五
年
戦
争
体
制
と
仏
教
 教
団
 

ノ
 第
五
章
信
教
自
由
・
政
教
分
離
と
仏
教
 

第
二
部
宗
教
運
動
の
諸
相
 

既
成
仏
教
改
革
運
動
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
光
明
会
を
中
心
 

-
@
 ｜
 

川
添
景
 

藤
井
健
志
 

大
日
本
仏
教
済
世
軍
の
性
格
 

北
海
道
開
拓
地
に
お
け
る
百
票
目
 
宗
 寺
院
と
新
四
国
霊
場
の
成
立
  
 

村
田
文
江
 

岩
見
沢
市
上
京
女
高
徳
寺
を
申
 心
に
 

日
蓮
主
義
の
展
開
と
日
本
国
体
論
日
本
の
近
・
現
代
に
お
 

げ
 ろ
 

西
山
茂
 

法
華
的
国
体
信
仰
の
軌
跡
 

霊
友
会
系
新
宗
教
運
動
の
発
生
そ
の
思
想
的
側
面
を
中
心
 

 
 

 
 

 
 

新
宗
教
に
お
け
る
天
皇
親
 と
 世
直
し
論
１
１
神
政
 龍
 神
会
の
場
 ム
ロ
ー
 

対
馬
路
人
 

恩
 

天
皇
制
国
家
体
制
に
お
け
る
新
宗
教
弾
圧
１
 !
 新
宗
教
淫
祠
部
 教
観
 



第
一
部
は
、
仏
教
教
団
の
歩
み
を
、
戦
前
に
お
い
て
は
国
家
と
 、
戦
後
 

に
お
い
て
は
産
美
化
・
都
市
化
と
い
っ
た
社
会
変
動
と
の
 関
わ
 り
で
概
観
 

し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
国
民
教
化
政
策
の
な
か
で
 め
ホ
 
教
の
国
家
 

的
 利
用
の
支
柱
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
る
神
社
制
度
の
整
備
過
 佳
と
 、
国
 

体
の
明
徴
と
し
て
の
神
社
観
の
確
立
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
 。
第
二
章
 

で
は
、
国
家
社
会
の
な
か
で
教
化
団
体
と
し
て
の
布
置
を
定
め
 ら
れ
た
 仏
 

教
 教
団
が
、
積
極
的
主
導
権
を
握
る
こ
と
な
く
国
家
権
力
の
宗
 教
 政
策
に
 

取
り
込
ま
れ
て
い
 き
 、
そ
の
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
円
矛
盾
 が
 顕
在
化
 

し
た
と
す
る
。
だ
が
一
方
で
、
教
団
か
ら
異
端
視
さ
れ
あ
る
い
 は
 教
団
の
 

枠
を
超
え
る
在
家
仏
教
運
動
や
部
落
解
放
運
動
、
さ
ら
に
は
 多
 く
の
新
家
 

教
 運
動
が
大
正
期
に
興
隆
し
た
こ
と
が
第
三
章
で
詳
細
に
論
じ
 ら
れ
て
い
 

る
 。
第
四
章
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
国
民
総
動
員
体
制
下
で
の
 ゐ
 不
 兆
 
@
 ム
戸
 
同
 

な
ど
に
触
れ
た
後
、
非
常
時
体
制
下
で
教
義
の
削
除
を
迫
ら
れ
 、
皇
国
 仏
 

教
 と
し
て
戦
時
協
力
体
制
、
翼
賛
体
制
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
 た
 過
程
が
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
五
章
で
は
信
教
自
由
体
制
に
仏
教
教
団
 が
ど
の
よ
 

う
 な
対
応
を
し
た
か
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
戦
災
 
、
農
地
緯
 

放
、
 
ア
ノ
ミ
ー
と
国
民
の
窮
乏
化
に
よ
る
寺
院
経
営
の
困
窮
化
 に
よ
っ
 

  一 

を
 て
が
か
り
と
し
て
 

武
田
道
生
 

都
市
化
・
核
家
族
化
と
現
代
宗
教
都
市
社
会
に
お
け
る
 

墓
 層
倍
 

 
 

老
木
負
 

佐
藤
憲
昭
 

都
市
の
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 

東
 回
り
の
西
洋
布
教
日
本
仏
教
の
ア
メ
リ
カ
進
出
井
 上
 順
孝
 

次
に
各
論
文
に
つ
い
て
概
観
し
、
あ
わ
せ
て
簡
単
な
評
を
加
え
 て
み
た
 

 
 

 
 川

添
論
文
は
、
大
正
期
以
降
の
浄
土
宗
内
に
お
け
る
仏
教
改
革
 
運
動
 

を
 、
山
崎
 秀
 栄
の
創
始
し
た
光
明
主
義
運
動
を
と
お
し
て
考
察
 し
た
も
の
 

で
あ
る
。
論
者
 は
 ま
ず
 弁
 栄
の
生
涯
を
跡
づ
 け
、
 次
に
光
明
会
 組
織
の
展
 

開
 過
程
と
現
状
を
紹
介
、
ま
た
東
京
光
明
会
会
員
に
対
す
る
 郵
 送
法
 調
査
 

に
よ
っ
て
そ
の
属
性
や
宗
教
行
動
、
さ
ら
に
は
宗
教
意
識
を
明
 ら
か
に
し
 

て
い
る
。
そ
れ
に
 
ょ
 れ
ば
、
 弁
 栄
の
思
想
 は
 、
体
験
主
義
、
現
 世
 救
済
 生
 

義
 、
信
仰
復
興
意
識
、
神
秘
主
義
的
傾
向
と
い
っ
た
浄
土
宗
に
 は
な
い
 時
 

徴
を
有
し
、
そ
れ
が
宗
門
の
伝
統
に
対
抗
す
る
運
動
と
な
る
こ
 と
に
よ
っ
 

て
 、
宗
門
内
に
一
定
の
「
活
性
化
」
の
役
割
を
も
ち
、
信
仰
 復
 興
 運
動
の
 

    一 

て
 、
教
団
分
裂
、
単
立
法
人
化
の
増
大
、
堂
 班
 制
度
の
復
活
な
 ど
の
状
況
 

が
 描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
度
経
済
成
長
下
で
の
新
た
な
 状
況
に
対
㎝
 

処
す
る
た
め
の
各
教
団
に
 よ
 る
教
団
刷
新
運
動
に
言
及
し
て
い
 る
 。
 

 
 
 
 

第
一
部
は
、
既
存
の
宗
教
史
の
成
果
を
踏
ま
え
た
 概
史
 た
り
 っ
 つ
も
、
 

れ
 

大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
い
た
る
新
宗
教
の
興
隆
の
部
分
に
言
 及
の
力
点
 

が
あ
る
こ
と
、
国
家
と
宗
教
、
既
成
仏
教
と
新
宗
教
の
関
係
 
の
 捉
え
 方
 

に
 、
民
衆
の
側
に
足
場
を
置
い
た
筆
者
の
史
観
が
微
妙
に
反
映
 し
て
い
る
 

こ
と
な
ど
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
次
大
戦
前
の
記
 述
 に
重
点
 

が
 置
か
れ
、
相
対
的
に
戦
後
の
論
及
が
少
な
い
感
が
あ
る
が
、
 そ
れ
は
 難
 

点
と
は
い
え
ず
、
仏
教
の
現
代
的
状
況
を
考
 柴
 す
る
に
は
他
の
 様
々
な
 視
 

点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
た
め
、
歴
史
書
と
し
て
は
順
当
と
い
 え
 よ
 
・
 つ
の
 

@
 



機
能
を
果
た
し
て
ぎ
た
と
す
る
。
論
者
は
こ
の
 

ょ
う
 な
光
明
会
 の
 運
動
を
 

「
浄
土
宗
僧
や
寺
院
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
は
 

浄
土
宗
 

内
の
運
動
で
あ
る
」
が
、
「
光
明
会
信
者
や
一
部
の
在
家
指
導
者
 

の
あ
り
 

方
な
ど
を
み
る
と
、
必
ず
し
も
 

宗
 内
の
運
動
と
は
断
言
で
き
た
 
い
 面
も
あ
 

る
 」
と
し
て
い
る
が
、
で
は
な
ぜ
こ
の
運
動
が
、
異
安
心
的
要
 

素
を
含
み
 

な
が
ら
も
こ
の
 
ょ
 5
 な
微
妙
な
位
置
に
あ
り
続
け
る
の
か
と
い
 

ぅ
 疑
問
が
 

残
る
。
ま
た
今
後
、
宗
門
が
こ
の
運
動
に
ど
う
い
う
対
応
を
と
 

っ
て
い
く
 

の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
既
成
仏
教
教
団
 

周
辺
に
存
 

す
る
他
の
運
動
や
仏
教
系
新
宗
教
と
の
今
後
の
比
較
研
究
が
期
 

律
 さ
れ
 

る
 。
 

藤
井
論
文
は
、
真
宗
内
に
展
開
し
た
仏
教
運
動
で
あ
る
大
日
本
 

仏
教
 済
 

世
 軍
の
存
在
形
態
を
、
大
正
期
後
半
か
ら
昭
和
五
年
ま
で
に
 

限
 っ
て
考
察
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
問
題
関
心
は
、
教
団
内
の
 

改
革
運
動
 

を
 生
み
出
し
た
末
寺
門
徒
全
体
の
歴
史
的
状
況
の
把
握
で
あ
り
 

、
論
文
は
 

そ
の
た
め
の
「
済
世
事
研
究
の
序
論
」
で
あ
る
と
位
置
づ
げ
ら
 

れ
る
。
論
 

者
は
ま
ず
、
創
始
者
真
田
堵
 
九
 の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
一
や
 済
 仕
草
の
 概
 

要
 、
布
教
方
法
を
記
述
し
 
、
 次
に
国
民
教
化
運
動
と
済
世
事
 

と
 の
 親
和
性
 

に
 @
 及
す
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
無
産
運
動
を
志
向
す
る
 

信
 者
 も
い
た
 

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
背
景
と
し
て
 

増
 丸
の
包
容
的
な
人
柄
と
、
 
中
心
的
 

信
者
の
も
っ
「
現
実
生
活
に
対
応
す
る
、
生
き
て
い
る
人
の
た
 

め
の
仏
教
 

 
 

 
 

を
 テ
ー
マ
と
す
る
研
究
が
い
く
 
っ
 か
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
様
々
 

な
 角
度
か
 

ら
こ
の
運
動
を
照
射
し
、
時
代
状
況
と
運
動
体
と
の
関
わ
り
が
 醸
す
複
雑
 

さ
も
あ
り
の
ま
ま
に
把
握
し
ょ
う
す
る
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
  
 

村
田
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
 、
北
 海
道
に
 

お
け
る
真
言
宗
僧
侶
に
よ
る
新
四
国
霊
場
と
寺
院
の
成
立
過
程
 を
 寺
院
 史
 

料
を
詳
細
に
踏
ま
え
て
論
述
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
 き
 は
 、
開
 拓
地
に
お
 

け
る
寺
院
 お
ょ
ぴ
 新
四
国
霊
場
が
、
 
檀
 信
徒
の
み
な
ら
ず
一
般
 住
民
の
結
 

集
の
場
と
し
て
、
あ
る
い
は
慰
安
・
娯
楽
を
も
た
ら
す
「
厚
生
 の
地
 」
と
 

し
て
構
想
さ
れ
、
地
域
を
挙
げ
て
の
喜
捨
協
力
を
得
て
成
立
し
 た
と
い
う
 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
論
者
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
開
基
住
職
竹
本
 頓
才
の
 新
 

寺
 建
立
の
野
心
に
燃
え
て
の
布
教
活
動
と
、
医
療
機
関
の
乏
し
 い
 開
拓
地
 

で
の
 恩
依
 を
も
含
ん
だ
加
持
 祈
 薦
僧
と
し
て
の
役
割
遂
行
を
指
 摘
 し
て
い
 

る
 。
論
者
は
歴
史
学
者
で
あ
り
、
史
料
の
博
捜
と
解
読
の
着
実
 さ
は
初
学
 

者
の
範
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

西
山
論
文
は
、
「
 近
 
・
現
代
に
お
け
る
日
蓮
主
義
的
な
国
体
論
の
 理
 

構
造
と
そ
の
実
践
 Q
 軌
跡
」
を
田
中
筈
 学
 、
清
水
楽
山
、
清
水
 籠
山
、
山
 

田
智
応
 、
石
原
莞
爾
な
ど
を
登
場
さ
せ
て
追
っ
て
い
る
。
な
か
 で
も
 智
学
 

と
 楽
山
の
天
皇
Ⅱ
金
輪
聖
王
 説
 に
お
け
る
相
違
点
、
龍
 山
と
智
 応
 に
よ
る
 

護
国
 曇
芸
羅
 論
争
、
莞
爾
の
千
年
王
国
主
義
的
思
想
の
変
遷
は
 、
当
時
の
 

日
蓮
主
義
思
想
の
展
開
を
み
る
 ぅ
 え
で
見
逃
せ
な
い
内
容
を
も
 
っ
て
 
い
 

る
 。
そ
し
て
、
彼
ら
の
国
体
論
の
特
徴
と
し
て
、
 

り
 日
本
国
体
 を
 日
蓮
 仏
 

教
 と
の
関
連
で
解
釈
、
 
ロ
 世
界
主
義
的
ュ
 
一
 ト
ピ
ア
志
向
、
 
拾
 日
蓮
仏
教
の
 

 
 
 
 

で
 潤
色
さ
れ
た
天
皇
中
心
主
義
や
日
本
中
心
主
義
、
四
 ュ
一
ト
 ピ
ア
実
現
 

に
 向
け
て
の
実
践
な
ど
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
 ら
は
「
 日
 

Ⅲ
 

蓮
 信
者
の
立
場
か
ら
の
近
代
天
皇
制
国
家
の
自
己
認
識
の
学
」
 で
あ
り
、
 



「
ひ
と
つ
の
歴
史
へ
の
応
答
」
で
あ
っ
た
と
し
、
日
蓮
仏
教
の
 教
説
を
 

「
世
俗
内
的
に
」
ま
た
、
「
実
現
の
宗
教
」
と
し
て
歴
史
的
に
解
 

釈
し
た
 

と
 考
察
し
て
い
る
。
論
文
に
は
こ
れ
ら
の
思
想
の
内
在
的
理
解
 を
 試
み
る
 

と
い
う
論
者
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
、
そ
れ
は
特
に
石
原
莞
爾
に
お
 い
て
 際
立
 

っ
て
お
り
、
読
者
の
も
つ
既
存
の
莞
爾
観
に
変
更
を
迫
る
も
の
が
 あ
る
。
 

梅
津
論
文
も
思
想
の
内
在
的
理
解
を
め
ざ
し
、
初
期
霊
友
会
の
 思
想
的
 

特
徴
を
戸
次
貞
雄
の
初
期
の
著
作
に
よ
り
紹
介
し
て
い
る
。
 そ
 れ
に
よ
 れ
 

ば
 、
発
生
期
の
霊
友
会
運
動
は
終
末
論
的
救
済
観
を
持
ち
な
が
 ら
も
、
 軌
 

烈
な
 終
末
待
望
論
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
 、
そ
れ
は
 

救
済
者
が
集
団
救
済
を
お
こ
 な
う
 の
で
は
な
く
、
個
人
が
実
践
 す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
自
力
救
済
を
は
か
る
個
別
主
義
的
救
済
観
あ
る
い
は
 個
人
中
心
 

的
 救
済
観
に
な
っ
て
お
り
、
現
世
利
益
を
救
済
の
証
と
し
て
 個
 人
 に
実
感
 

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
危
機
回
避
と
救
済
を
実
現
さ
 せ
よ
う
と
 

し
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
論
者
に
 よ
 れ
 ば
 、
こ
の
救
済
 図
式
の
基
 

底
 に
は
、
「
三
世
両
重
の
因
果
」
論
が
あ
り
、
こ
れ
に
先
祖
供
養
 
を
 結
び
 

つ
け
て
個
人
お
よ
び
 
ィ
ェ
 の
救
済
原
理
と
し
、
こ
れ
に
方
向
 づ
 
げ
ら
れ
 

て
 、
段
階
的
、
個
人
的
、
家
庭
的
な
ゆ
る
や
か
救
済
志
向
を
示
 し
た
と
い
 

う
 。
本
論
文
に
よ
っ
て
従
来
漠
然
と
し
て
い
た
初
期
霊
友
会
の
 思
想
が
明
 

ら
か
に
な
っ
た
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
た
だ
、
資
料
の
制
約
も
 あ
り
そ
の
 

意
味
で
無
い
も
の
ね
だ
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
お
こ
 な
わ
 れ
て
い
た
 

先
祖
供
養
法
 と
餓
悔
 滅
罪
法
の
行
法
の
内
容
に
つ
い
て
も
っ
と
 壬
 日
 放
し
て
 

ほ
し
か
っ
た
。
今
後
は
、
戸
次
ら
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
 み
た
思
想
 

形
成
過
程
の
解
明
お
よ
び
他
の
著
作
と
の
比
較
研
究
が
望
ま
れ
 る
も
の
と
 

思
わ
れ
る
。
 

対
馬
論
文
も
思
想
を
扱
っ
て
い
る
。
論
文
で
は
、
矢
野
佑
太
郎
 な
り
｜
 

ダ
一
 と
す
る
神
政
韓
神
会
の
立
 替
 立
直
の
思
想
と
運
動
の
特
徴
 

を
 結
成
さ
せ
た
経
緯
を
述
べ
、
次
に
彼
が
竹
内
文
書
か
ら
影
響
 を
 受
け
て
 

を
検
討
す
Ⅳ
 

る
こ
と
を
と
お
し
て
、
大
正
中
期
か
ら
第
二
次
大
戦
直
後
に
お
 げ
る
人
々
 

め
 

の
立
替
 立
直
へ
の
期
待
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と
い
う
課
題
に
 応
え
て
い
は
 

る
 。
論
文
は
ま
ず
佑
太
郎
が
、
大
本
や
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
 め
 小
数
 ダ
 ル
 

｜
プ
 、
天
津
 教
 、
竹
内
文
書
な
ど
と
の
関
わ
り
を
つ
う
じ
て
 神
 政
龍
 神
会
 

構
築
し
た
独
自
の
立
 替
 立
直
思
想
と
、
宮
中
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
 し
て
私
議
 

や
 秘
密
工
作
を
企
て
る
秘
密
結
社
的
な
運
動
な
ど
を
紹
介
す
る
 。
神
政
 龍
 

神
会
の
思
想
の
特
徴
は
、
「
今
上
天
皇
を
日
本
及
び
世
界
の
立
 
替
 立
直
の
 

救
世
主
と
期
待
し
、
し
か
も
そ
れ
を
記
紀
神
話
に
準
じ
た
内
容
 を
も
っ
 救
 

清
史
観
に
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
た
も
の
」
と
い
え
、
「
日
本
及
び
日
 本
人
の
あ
 

り
 方
そ
の
も
の
を
上
替
立
直
す
る
と
い
う
考
え
方
と
、
世
界
全
 体
を
日
本
 

天
皇
や
日
本
中
心
に
立
 替
 立
直
す
る
と
い
う
考
え
方
が
ひ
と
 連
 な
り
の
も
 

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
同
会
の
行
 動
 形
態
の
 

特
徴
と
し
て
は
、
宗
教
運
動
と
し
て
の
自
立
性
の
欠
如
、
天
皇
 と
い
う
 既
 

成
の
権
威
へ
の
依
存
、
大
衆
性
の
欠
如
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
 祐
 太
郎
の
社
 

全
的
経
歴
の
反
映
で
あ
る
の
と
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。
論
文
 の
 内
容
は
 

評
者
に
と
っ
て
新
鮮
か
つ
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
 
一
 点
 、
「
 職
 

業
 軍
人
の
生
活
の
な
か
で
身
に
っ
い
た
戦
略
的
思
考
」
 や
 、
「
 有
 力
者
な
 

ど
を
資
金
面
、
人
脈
面
で
後
ろ
楯
に
し
な
が
ら
㍉
国
士
 J
 と
し
 て
一
匹
狼
 

的
に
活
動
す
る
浪
人
的
活
動
家
を
多
く
見
知
っ
た
こ
と
」
な
ど
 の
 経
歴
上
 

の
 要
因
は
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
感
は
免
れ
な
い
。
思
想
に
影
 響
 を
お
 よ
 

ほ
 す
の
は
、
経
歴
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
当
人
の
そ
れ
に
 対
 す
る
評
価
 



や
 意
味
 づ
 げ
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
論
文
は
 当
時
の
立
 

替
 立
直
の
思
想
に
み
ら
れ
る
微
妙
で
内
面
的
な
屈
折
に
肉
薄
し
 た
 力
作
と
 

い
え
よ
 う
 。
 

武
田
論
文
は
、
蓮
門
教
と
天
理
教
、
さ
ら
に
は
大
本
の
事
例
を
 と
お
し
 

て
 、
近
代
日
本
の
天
皇
制
国
家
に
お
け
る
新
宗
教
弾
圧
の
構
造
 を
 問
 う
て
 

い
る
。
そ
の
際
、
一
般
民
衆
の
な
か
に
根
強
く
存
在
す
る
「
 新
め
 示
教
淫
祠
 

邪
教
観
」
を
そ
の
重
要
な
構
成
要
件
と
と
ら
え
、
そ
れ
が
他
の
 要
件
と
ど
 

の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
表
出
し
、
役
割
を
演
じ
た
の
か
を
検
討
 し
て
い
 

る
 。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
、
丹
念
に
史
料
を
辿
り
、
 国
 家
 公
権
力
 

一
般
民
衆
，
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
三
者
間
の
相
互
作
用
 に
よ
り
 

「
淫
祠
邪
教
観
」
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
浮
 
き
 彫
り
に
さ
 れ
て
ぃ
 

る
 。
論
者
は
な
か
で
も
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
（
体
制
）
 維
 時
機
能
に
 

上
目
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
民
衆
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
「
淫
祠
部
 教
観
」
 
こ
 

そ
 新
宗
教
弾
圧
の
不
可
分
の
要
素
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
 論
文
は
 、
 

新
宗
教
弾
圧
と
「
淫
祠
邪
教
観
」
解
明
の
尖
兵
と
な
る
べ
 き
 数
 々

の
示
唆
 

に
 富
む
労
作
で
あ
る
が
、
用
語
の
概
 会
 上
の
疑
問
が
若
干
残
る
。
 

ま
ず
、
 

「
淫
祠
邪
教
観
」
を
政
治
体
制
に
公
認
さ
れ
え
な
い
も
の
と
、
 民
衆
が
 

「
い
か
が
わ
し
さ
・
 
妖
 し
さ
」
と
い
う
危
険
な
魅
力
を
感
じ
る
も
 の
と
い
 

う
 内
容
で
「
学
問
的
レ
 ダ
ヱ
ル
 」
と
「
一
般
民
衆
の
レ
 ダ
ヱ
ル
 」
と
い
う
 

用
語
で
二
 
つ
肛
 分
け
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
前
者
を
「
公
権
 カ
 レ
 ダ
ヱ
 

綺
ル
 」
と
で
も
し
た
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

つ
 ま
 
り
 二
つ
の
用
語
 

と
は
そ
の
ま
ま
で
は
 対
 概
念
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
 、
と
い
う
疑
問
 

翻
 

で
あ
る
。
関
連
し
て
、
「
淫
祠
邪
教
観
」
形
成
の
指
標
が
や
 
や
あ
い
ま
 
い
 

で
あ
る
。
論
文
で
は
、
警
察
の
通
牒
に
記
さ
れ
た
「
風
俗
を
素
 乱
 」
し
た
 

と
い
う
 噂
 、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
新
聞
紙
上
へ
の
掲
載
、
不
敬
罪
 の
 有
罪
判
 

決
な
ど
の
指
標
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

孝
 本
論
文
は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
以
降
の
産
業
化
・
都
市
 化
 を
背
 

景
 と
し
た
家
族
の
変
容
と
、
伝
統
的
家
元
祖
祭
祀
を
中
心
に
し
 た
 宗
教
的
 

世
界
の
今
日
的
変
容
と
展
開
と
の
連
関
を
、
浜
松
と
倉
敷
の
事
   

ぎ
趣
 こ
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
先
祖
観
の
変
容
 の
方
向
性
 

と
し
て
、
家
の
始
祖
と
代
々
の
家
長
夫
婦
を
基
軸
に
し
た
も
の
 
か
ら
、
 

「
先
祖
代
々
」
と
し
て
そ
の
家
族
の
す
べ
て
の
過
去
の
成
員
を
先
 
祖
 と
み
 

な
し
、
き
ら
に
は
 妻
万
 、
母
万
も
取
り
込
む
多
様
性
を
も
っ
た
 も
の
と
な
 

っ
て
い
く
と
す
る
。
ま
た
先
祖
祭
祀
 観
は
 、
家
長
か
ら
、
「
兄
弟
 
の
う
ち
 

だ
れ
か
が
先
祖
の
墓
、
仏
壇
を
守
っ
て
い
る
 ロ
 と
い
う
よ
う
に
 
状
況
適
合
 

的
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
先
祖
祭
祀
機
能
 観
に
関
し
 

て
 、
子
孫
に
対
す
る
守
護
神
と
し
て
の
先
祖
か
ら
、
思
慕
的
な
 側
面
が
強
 

く
 表
出
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
 う
 生
空
谷
 し
な
が
ら
 

も
 維
持
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、
日
本
人
の
人
間
観
の
基
層
に
個
 人
主
義
で
 

は
な
く
間
人
主
義
が
存
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
結
 論
の
論
調
 

は
 、
既
存
の
先
祖
祭
祀
研
究
の
知
見
に
沿
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
 を
 論
者
の
 

事
例
で
実
証
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
間
人
主
義
の
指
摘
は
 、
 ス
ミ
ス
の
 

い
う
祭
祀
の
私
事
化
と
の
関
連
で
な
お
考
察
の
余
地
が
残
る
で
 あ
ろ
う
。
 

佐
藤
論
文
は
、
冒
頭
で
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
定
義
・
類
型
と
そ
 の
 研
究
 

動
向
に
つ
い
て
ま
と
め
て
あ
り
、
初
学
者
に
と
っ
て
大
い
に
 参
 者
 に
な
る
の
 

有
り
難
い
論
文
で
あ
る
。
本
論
で
は
都
市
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
 特
徴
を
 、
 

大
都
市
（
東
京
都
区
内
Ⅹ
中
部
市
（
新
潟
市
）
、
小
都
市
（
 釜
 五
市
、
敦
Ⅲ
 

賀
市
 ）
に
分
け
て
相
互
比
較
的
に
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
 
に
よ
れ
 

  



。
 
ば
 、
「
都
市
の
シ
ャ
ー
マ
ン
は
予
言
者
あ
る
い
は
予
言
者
型
 と
 同
じ
機
能
 

を
 具
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
意
に
自
己
の
解
釈
を
自
在
に
加
 抹
 し
て
い
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
に
、
独
自
性
を
存
分
に
発
揮
し
て
い
る
姿
が
み
 ら
れ
る
こ
 

と
に
な
り
、
す
こ
ぶ
る
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
」
と
す
る
。
 そ
 し
て
、
 こ
 

れ
は
大
都
市
と
中
都
市
に
お
い
て
出
現
し
て
お
り
、
今
後
の
都
 市
 シ
ャ
ー
 

マ
ニ
ズ
ム
研
究
は
こ
れ
ら
の
地
域
を
中
心
に
な
さ
れ
る
べ
 き
 で
 あ
る
と
 

し
 、
こ
の
領
域
で
の
今
後
の
研
究
に
意
欲
を
示
し
て
い
る
。
 

井
上
論
文
は
、
仏
教
教
団
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
活
動
の
歴
史
 を
、
日
 

本
人
お
よ
び
日
系
人
を
対
象
に
し
た
海
外
出
張
型
布
教
と
、
 非
 日
系
人
を
 

対
象
に
し
た
多
国
籍
型
布
教
と
を
対
比
さ
せ
、
海
外
布
教
と
い
 ぅ
 教
団
に
 

と
っ
て
の
異
文
化
体
験
の
あ
り
よ
う
を
概
説
し
た
興
味
深
い
 
論
考
で
あ
 

る
 。
具
体
的
に
は
明
治
期
に
お
け
る
既
成
各
宗
派
の
ハ
ノ
イ
 開
 教
の
事
情
 

や
 、
第
二
次
大
戦
前
の
移
民
と
の
関
わ
り
で
の
布
教
事
情
、
 そ
 し
て
、
 戦
 

後
の
新
宗
教
、
特
に
創
価
学
会
の
ア
メ
リ
カ
進
出
が
取
り
上
げ
 ら
れ
て
 ぃ
 

る
 。
そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
 ァ
メ
ヴ
ヵ
 の
創
価
学
会
が
多
国
籍
化
に
 成
功
し
た
 

要
因
と
し
て
、
組
織
的
な
海
外
布
教
意
欲
、
非
日
系
人
布
教
を
 容
易
に
す
 

る
 パ
イ
プ
役
と
し
て
の
国
際
結
婚
し
た
女
性
の
存
在
、
ア
メ
リ
 力
 社
ム
云
の
 

東
洋
文
化
・
日
本
文
化
に
対
す
る
好
意
的
態
度
、
「
ミ
ニ
 
教
 祖
的
 布
教
 

者
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
既
成
各
宗
派
 は
 、
ゼ
ン
 

セ
ソ
タ
 ー
を
除
い
て
移
民
社
会
依
存
の
海
外
出
張
型
を
脱
却
で
 ぎ
ず
、
 非
 

日
系
人
へ
の
布
教
は
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
 。
と
り
わ
 

け
 、
社
会
階
層
や
人
種
が
似
か
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
布
教
 効
 果
 を
も
た
 

ら
す
と
い
う
創
価
学
会
の
事
例
は
、
文
化
変
容
の
波
及
過
程
に
 お
け
る
 社
 

会
の
同
質
性
の
意
義
を
示
唆
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
 き
 で
 あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

以
上
、
 
概
史
 お
よ
び
収
録
論
文
の
個
々
に
つ
い
て
概
要
と
断
片
 的
な
評
 

)
 

を
 述
べ
た
が
、
最
後
に
全
体
あ
る
い
は
全
部
の
論
考
に
共
通
す
 る
 
感
想
を
㏄
 

付
記
し
て
お
ぎ
た
い
。
そ
れ
は
各
論
者
と
も
、
各
々
の
テ
ー
マ
 ほ
 
つ
い
て
 

長
年
の
貸
料
 捜
 羅
を
踏
ま
え
た
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
 に
 読
み
 応
 

え
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読
者
 は
 各
論
者
 

の
こ
れ
ま
で
の
著
作
を
あ
わ
せ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
 の
 拡
大
 

深
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
欲
を
い
え
 ぱ
、
 
概
史
 と
各
 

論
文
と
の
有
機
的
連
関
が
も
っ
と
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
と
い
う
 @
 
」
と
が
あ
 

る
が
、
評
者
の
妄
言
で
あ
ろ
う
。
評
者
の
能
力
が
い
た
ら
な
い
 @
 
」
と
に
よ
 

り
 、
論
者
の
意
図
を
充
分
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
 ，
 し
 と
を
 謝
 

し
て
筆
を
お
き
た
い
。
 



    

本
書
は
、
新
約
聖
書
の
な
性
観
と
い
う
斬
新
な
 テ
 一
 ％
を
、
独
 自
の
方
 

法
 に
よ
っ
て
明
断
に
展
開
さ
れ
た
啓
蒙
的
な
学
術
研
究
書
で
あ
 り
な
が
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ら
 、
ま
こ
と
に
読
み
や
す
い
と
こ
ろ
に
、
特
徴
が
あ
る
。
な
ぜ
 な
ら
、
 
こ
 

れ
は
、
 
円
 
新
約
聖
書
の
女
性
観
 L
 と
い
う
、
同
じ
題
で
、
一
九
八
 

セ
年
一
 0
 

月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
、
六
回
、
計
一
二
時
間
、
岩
波
市
民
 セ
ミ
ナ
ー
 

で
 著
者
が
講
じ
ら
れ
た
、
講
義
テ
ー
プ
を
起
こ
し
た
速
記
録
に
 
手
を
加
 

え
 、
終
章
 ｜
 ま
と
め
に
か
え
て
、
と
付
録
二
章
を
お
 ぎ
 な
っ
て
 
上
梓
さ
れ
 

た
 一
書
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

一
般
に
一
九
七
 0
 年
代
か
ら
女
性
解
放
の
運
動
、
思
潮
が
、
世
界
 的
に
 

表
面
化
し
て
ぎ
た
。
女
性
解
放
の
動
 き
 、
ま
た
願
望
は
人
類
の
 歴
史
に
お
 

い
て
、
決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
二
十
世
紀
最
 後
の
四
半
 

分
 に
顕
著
な
点
は
そ
れ
が
、
男
な
雇
用
均
等
法
な
ど
近
代
化
さ
 れ
て
い
く
 

社
会
生
活
の
必
然
の
勢
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
従
来
い
わ
ば
、
 あ
え
て
、
 

避
け
て
ぎ
た
感
の
あ
っ
た
宗
教
に
お
い
て
、
解
放
の
視
点
か
ら
 女
性
に
っ
 

い
て
公
然
と
取
り
組
み
が
ほ
じ
め
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
わ
 け
 て
も
、
 キ
 

リ
ス
ト
教
を
中
心
と
す
る
欧
米
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
ま
た
た
 く
 間
に
 ア
 

ジ
ア
 

ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
等
に
お
い
て
、
神
学
の
中
に
な
 性
 解
放
の
視
 

点
が
希
求
さ
れ
て
き
た
。
 

本
書
は
ま
ず
こ
う
し
た
動
ぎ
 ほ
 つ
い
て
、
率
直
に
「
 な
性
 解
放
 、
い
 わ
 

め
 る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
い
ま
ま
で
の
神
学
の
枠
組
 み
を
解
体
 

し
て
、
そ
し
て
ま
っ
た
く
新
し
い
女
性
の
神
学
を
構
築
し
ょ
う
 と
い
う
 動
 

ぎ
が
非
常
に
強
く
あ
」
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
 な
ぜ
こ
の
 

騎
 

問
題
が
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
の
「
 根
源
的
本
質
に
 

と
目
を
閉
ざ
し
て
は
な
る
ま
い
、
」
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
 
に
お
い
て
、
 

フ
 

摯
ヱ
 ミ
ニ
ス
ト
視
点
を
一
つ
の
正
当
な
視
座
に
す
え
て
い
る
 。

こ
の
本
書
の
 

姿
勢
は
、
日
本
に
お
け
る
神
学
研
究
に
お
い
て
、
多
様
性
と
相
 対
 性
の
 尊
 

重
 と
い
う
研
究
の
基
本
に
た
っ
て
 、
な
性
 神
学
的
視
点
の
確
立
 に
 新
た
な
 

拍
車
を
か
け
 ろ
 も
の
と
し
て
、
ま
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
 れ
る
。
 

序
章
で
、
従
来
か
ら
の
 7
 ヱ
 ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
流
れ
を
整
理
、
 

概
観
し
 

て
 、
女
性
解
放
と
し
て
の
 7
 ヱ
 ミ
ニ
ス
ト
神
学
か
ら
、
よ
り
 総
 合
 的
な
女
 

惟
神
学
、
さ
ら
に
、
単
に
な
性
で
あ
る
も
の
が
神
学
す
る
と
の
 立
場
等
、
 

多
様
で
幅
が
あ
る
こ
と
を
て
い
ね
い
に
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
 、
な
性
神
 

学
 の
ひ
ろ
が
り
の
中
に
そ
れ
を
見
定
め
た
上
で
、
 

フ
ヱ
、
、
 

、
ニ
ス
 ト
 神
学
を
 

尊
重
す
る
視
点
を
失
わ
ず
に
、
従
来
ほ
と
ん
ど
部
分
的
に
し
か
 扱
わ
れ
な
 

か
っ
た
新
約
聖
書
の
女
性
観
と
い
う
一
つ
の
課
題
が
、
新
約
聖
皇
 
日
 
全
般
に
 

わ
た
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
画
期
的
で
あ
る
  
 

「
女
性
観
」
と
い
う
の
は
、
女
性
像
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
 、
「
 力
含
 

新
約
聖
書
記
者
が
 、
な
 性
を
ど
う
い
う
ふ
 う
 に
み
て
い
る
か
と
 い
う
視
点
 

か
ら
」
「
文
学
史
的
発
想
か
ら
」
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
 さ
れ
て
 

い
ろ
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
く
ま
で
も
新
約
聖
書
本
文
に
即
し
 た
 批
判
的
 

研
究
で
あ
る
。
 

研
究
方
法
は
、
「
批
判
的
・
歴
史
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 し
 か
し
、
 

古
典
的
な
様
式
史
的
研
究
で
言
わ
れ
る
「
生
活
の
座
」
を
 、
さ
 
ら
に
推
し
 

進
め
て
、
「
伝
承
者
の
社
会
的
な
生
活
形
態
に
も
求
め
」
ら
れ
て
 い
る
。
 

そ
れ
ほ
、
著
者
が
 、
 早
く
ょ
り
着
目
さ
れ
、
開
発
さ
れ
た
、
 

伝
 承
の
担
い
 

手
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
層
上
の
変
化
、
ま
た
社
会
の
場
、
地
域
 性
、
の
分
 

析
 、
 等
 、
社
会
学
的
視
点
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
 

本
 書
 の
す
ぐ
 

零
 

 
 

れ
た
、
ま
た
著
し
い
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
 イ
 デ
ル
ベ
ル
 
ク
 大
学
の
㏍
 

G
.
 

タ
イ
セ
 

ソ
と
 
一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
著
者
独
特
の
 「
文
学
社
Ⅸ
 

全
学
的
」
 
な
 方
法
で
あ
っ
て
、
こ
と
 々
性
 観
に
限
ら
ず
、
新
約
 聖
書
研
究
 



に
お
け
る
独
自
の
視
座
を
提
示
し
て
い
る
。
 

本
論
の
各
章
は
八
講
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
 
イ
ヱ
ス
伝
 承
の
 

女
性
観
」
に
始
ま
り
、
 

四
 福
音
書
、
バ
ウ
臣
及
び
パ
ウ
ロ
の
 
名
 に
よ
っ
 

て
 書
か
れ
た
手
紙
の
各
女
性
観
、
そ
れ
に
、
「
ト
マ
ス
に
よ
る
 
福
 土
日
本
 

膏
 」
 

の
女
性
観
が
そ
れ
ぞ
れ
に
論
じ
ら
れ
る
。
 

イ
ェ
ス
伝
承
の
な
性
観
で
は
、
数
多
い
 イ
ヱ
ス
 を
め
ぐ
っ
て
 
登
 場
 す
る
 

女
性
達
の
中
か
ら
マ
ル
タ
と
マ
リ
ヤ
物
語
で
男
女
の
伝
統
的
役
 割
の
変
更
 

を
 述
べ
る
、
 
な
 ゆ
え
に
二
重
の
苦
し
み
を
 負
 5
 な
の
側
に
 
イ
ェ
 ス
が
 立
っ
 

て
 、
「
自
ら
の
振
舞
い
を
介
し
て
当
時
の
価
値
を
転
換
」
 

し
、
十
 手
染
 と
 

復
活
の
証
人
に
お
い
て
も
男
女
の
平
等
な
位
置
づ
げ
を
見
る
。
「
 
父
 な
る
 

神
 」
に
つ
い
て
は
、
イ
ェ
ス
は
 ア
バ
と
 呼
び
、
親
し
さ
と
信
頼
 を
 表
わ
す
 

こ
の
語
は
、
か
え
っ
て
、
家
父
長
制
を
相
対
化
し
、
こ
の
世
の
 父
権
を
ひ
 

と
り
の
神
の
ま
え
に
弱
く
す
る
、
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
通
し
 て
 、
「
 唯
 

一
の
 父
 な
る
神
を
信
ず
る
者
に
、
家
父
長
制
か
ら
の
自
立
を
 、
と
 り
 わ
 け
 

な
 牲
に
た
い
し
て
男
性
社
会
か
ら
の
解
放
を
促
す
の
で
は
な
 

か
、
 」
と
 

し
て
、
「
家
父
長
制
家
族
か
ら
離
脱
し
脱
社
会
的
集
団
を
形
成
し
 ョ
遊
行
 ヒ
 

の
 生
活
形
態
を
と
っ
た
イ
エ
ス
運
動
の
」
モ
ー
テ
イ
ベ
ー
シ
ョ
 ン
と
 必
然
 

が
あ
り
、
男
女
の
平
等
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
ま
た
失
わ
れ
た
 銀
貨
や
放
 

蕩
 息
子
の
讐
に
見
出
さ
れ
る
「
神
の
振
舞
い
」
に
よ
っ
て
 、
神
 0
 本
質
に
 

母
性
愛
を
見
る
。
 

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
に
お
い
て
は
、
「
男
女
の
平
等
を
反
映
す
 る
イ
 

ヱ
ス
 伝
承
を
受
容
 し
 、
そ
れ
を
固
有
な
視
座
か
ら
編
集
」
す
る
と
 み
る
。
 

マ
ル
コ
「
資
料
の
一
つ
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
も
、
男
性
優
位
 の
 立
場
か
 

8
 手
を
加
え
、
独
自
の
福
音
書
」
と
し
た
の
が
、
マ
タ
 イ
 と
ル
 力
 で
、
 わ
 

げ
て
も
マ
タ
イ
 は
 ユ
ダ
ヤ
社
会
の
家
父
長
制
に
 

、
 ル
力
は
へ
 
ン
 -
 
一
ズ
ム
 

口
 ー
マ
社
会
の
家
父
長
制
に
イ
ェ
ス
伝
承
を
適
ム
ロ
さ
せ
よ
う
と
 

し
た
、
 
と
撰
 

   
 

み
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
独
自
で
、
「
男
な
平
等
な
弟
子
 像
を
示
す
 

が
 」
、
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
も
、
成
立
し
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
 
か
 ら
も
「
 非
 

㎝
 

主
流
的
な
場
所
に
自
ら
を
置
い
た
」
「
セ
ク
ト
的
性
格
の
反
映
 

性
 を
み
て
い
る
。
 

ハ
ウ
 ロ
 に
関
し
て
、
パ
ウ
ロ
も
遊
行
し
な
が
ら
伝
道
し
た
点
は
 

」
の
可
能
 

イ
 ニ
ス
 

運
動
と
同
様
だ
が
「
地
中
海
沿
岸
諸
地
域
に
教
会
共
同
体
を
創
 設
し
 」
 そ
 

れ
を
「
家
父
長
制
的
環
境
世
界
の
中
に
統
合
す
る
形
で
育
成
し
 」
 た
社
ム
ム
 

的
 状
況
か
ら
も
、
パ
ウ
ロ
は
 彼
 以
前
の
洗
礼
定
式
で
あ
る
「
 男
 も
 な
も
 な
 

い
、
」
を
一
方
で
伝
え
っ
 
っ
 も
一
方
使
徒
を
男
性
に
限
る
伝
承
を
 用
い
る
 

等
 パ
ウ
ロ
の
 む
 性
観
は
、
両
義
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
体
 
ハ
ウ
 ロ
 

の
 視
点
に
両
義
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
律
法
観
に
お
 い
て
も
、
 

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
パ
ウ
ロ
の
女
 性
 観
に
お
 

げ
る
両
義
性
が
ぎ
っ
ち
り
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
 。
 な
 佳
輝
 

放
の
神
学
的
視
点
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
 ば
な
ら
ぬ
 

い
 問
題
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
 

さ
ら
に
成
立
年
代
を
下
る
 パ
ク
ロ
 
の
名
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
 手
 紙
 の
な
 

性
 観
、
に
お
い
て
は
、
「
環
境
世
界
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
護
 教 
を
動
 

機
 と
す
る
男
な
の
位
置
づ
 
け
 」
が
さ
ら
に
前
面
に
出
さ
れ
、
 

男
 性
 優
位
の
 

側
面
が
継
承
さ
れ
「
家
の
教
会
」
を
家
父
長
制
化
し
て
い
 き
、
 初
期
カ
ト
 

リ
シ
ズ
ム
か
ら
正
統
教
会
へ
、
 

な
性
 排
除
の
教
父
 達
 に
よ
る
 聖
 職
制
確
立
 

を
方
向
 づ
 げ
て
い
る
。
 

「
ト
マ
ス
に
よ
る
福
音
書
」
を
通
し
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
派
の
原
人
 
が
両
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｜
ジ
に
 人
間
解
放
、
女
性
解
放
を
読
み
取
る
時
に
 、
 陥
り
易
い
 絶
対
化
、
 

も
し
く
は
、
万
能
化
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
貴
重
な
バ
ラ
ン
サ
ー
 で
あ
る
 ょ
 

う
に
思
わ
れ
る
。
 

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
批
判
的
・
歴
史
的
、
か
つ
文
学
社
会
学
 的
 研
究
 

方
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
い
わ
ば
適
時
的
研
究
に
よ
っ
て
的
確
 に
う
つ
し
 

だ
さ
れ
る
面
と
、
類
型
的
視
座
を
超
え
る
別
の
視
座
か
ら
、
 た
 と
え
ば
、
 

著
者
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
構
造
主
義
的
展
開
な
ど
 共
時
 的
な
研
究
 

方
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
面
も
・
あ
ろ
う
。
 

と
も
あ
れ
、
歴
史
的
な
事
実
に
立
脚
し
た
新
約
聖
書
と
い
う
 文
 書
 に
お
 

い
て
、
「
文
学
と
歴
史
と
の
相
関
」
を
踏
ま
え
る
面
で
、
こ
の
 

課
 題
 
に
と
 

っ
て
も
、
ま
た
今
後
の
な
惟
神
学
研
究
に
対
し
て
も
、
優
れ
て
 堅
固
な
研
 

究
 地
盤
を
示
唆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
本
書
は
、
簡
潔
で
あ
り
な
が
ら
、
著
者
の
 長
年
 の
 

新
約
聖
書
 学
 、
イ
エ
ス
と
原
始
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
学
鎮
 め
 、
 あ
る
面
で
 

の
 
「
集
大
成
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
 

加
え
て
、
全
篇
を
通
じ
て
、
実
に
数
多
く
の
な
惟
神
学
に
関
わ
 る
 文
献
 

に
 言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
 

な
性
 神
学
の
古
典
的
な
初
期
 の
も
の
か
 

ら
 、
ご
く
最
近
刊
に
い
た
る
ま
で
の
多
種
な
著
書
、
文
献
が
 網
 羅
 さ
れ
、
 

巻
末
の
参
考
文
献
と
共
に
研
究
者
に
と
っ
て
 、
 実
に
貴
重
で
あ
 る
 。
 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
女
性
神
学
研
究
に
お
い
て
、
ま
た
、
 

新
 約
 聖
書
 

   
 

研
究
に
お
い
て
も
世
界
の
神
学
界
に
提
言
す
る
必
読
の
書
で
あ
 る
 。
 

 
 
 
 
 
 



  
日
大
乗
 浬
磐
 経
の
研
究
 ｜
 教
団
史
的
考
察
１
日
 

春
秋
社
、
昭
和
六
三
年
一
月
三
 

0
 日
 発
行
 

菊
判
、
五
四
四
頁
、
定
価
一
羽
 

0
0
0
 円
 

下
田
正
弘
 

宗
派
を
超
え
て
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
て
ぎ
た
経
典
の
一
 

つ
 で

あ
 

ン
ド
 で
遅
く
と
も
四
世
紀
後
半
に
は
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
 

ョ
 
大
乗
 

浬
磐
経
 
b
 
 
寒
さ
か
め
 

ヒ
ぬ
ミ
 
寒
ぎ
 母
 Q
s
@
 

さ
 
@
s
e
 

ミ
ミ
 
め
悪
き
い
 

（
以
下
「
 
浬
穏
 

は
、
 全
て
の
衆
生
に
成
仏
の
可
能
性
を
保
証
し
た
「
一
切
衆
生
 

悉
 

性
 の
の
（
 

@
 
ヴ
 
E
&
 
年
 
プ
ぃ
宙
下
 

w
d
 

目
ア
き
宅
舗
温
寺
の
ゅ
旦
 

と
い
う
言
明
で
 

夙
 に
知
 

て
お
り
、
古
来
、
殊
に
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
史
を
通
じ
て
広
く
受
 

容
さ
 

し
か
し
、
こ
う
し
た
長
い
伝
統
的
背
景
を
担
っ
た
経
典
で
あ
る
 

だ
 け
 

却
っ
て
こ
れ
ま
で
の
 
日
浬
盤
経
 

b
 研
究
は
、
伝
統
的
な
教
理
研
 

究
 め
 

越
え
る
も
の
が
少
な
い
と
い
う
皮
肉
的
な
状
態
に
あ
っ
た
。
 

加
 ，
 
え
て
 

の
量
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
、
内
容
が
説
話
，
 

律
 ・
ア
ビ
ダ
ル
マ
 

と
い
 

岐
 に
渡
り
文
献
の
性
格
が
捉
え
に
く
い
こ
と
、
サ
ン
ス
ク
リ
 

ゾ
 ト
 訪
中
 

が
 殆
ど
存
在
せ
ず
イ
ソ
 

ド
 成
立
の
文
献
と
し
て
は
興
味
を
欠
い
 

た
こ
 

な
ど
も
手
伝
っ
て
、
イ
ン
ド
仏
教
 

更
 に
お
け
る
位
置
付
げ
に
し
 

て
も
 

把
な
 枠
の
中
に
放
置
さ
れ
て
ぎ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
 

年
 、
「
如
来
蔵
思
想
」
研
究
の
飛
躍
的
な
発
展
と
共
に
 

弓
 
淫
薬
 経
 ヒ
の
 

望 
月 

良 
晃 
著 

序
論
大
乗
退
嬰
経
の
研
究
 史 、
問
題
の
所
在
と
研
究
方
法
 

第
一
編
目
大
乗
 浬
架
 経
口
に
あ
ら
わ
れ
た
教
団
の
危
機
 

第
一
章
 
ョ
 
法
華
経
口
に
お
け
る
 誹
膀
 者
の
系
譜
 

第
二
章
㍉
大
乗
 浬
盤
経
唾
 
に
お
け
る
教
団
危
機
の
様
相
 

第
三
章
 
円
 
大
乗
 浬
穏
 経
口
の
戒
律
 調
 

第
二
編
一
間
提
の
考
察
 

第
一
章
一
間
 提
 と
は
何
か
 

第
二
章
一
間
促
成
仏
説
の
展
開
 

第
三
章
 
阿
闇
世
王
 説
話
の
意
味
す
る
も
の
 

第
三
編
自
大
宝
積
 経
 b
 諸
経
に
あ
ら
わ
れ
た
教
団
の
諸
問
題
 

第
一
章
諸
経
に
み
る
教
団
の
諸
問
題
の
考
察
 

研
究
も
急
進
し
た
。
そ
れ
は
 田
 淫
薬
 経
 b
 を
「
如
来
蔵
文
献
」
 

の
 一
つ
と
 

し
て
捉
え
、
漢
訳
の
み
な
ら
ず
チ
ベ
ッ
ト
調
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
 
ト
 断
片
を
礎
 

考
慮
し
て
、
そ
れ
ら
の
綿
密
な
文
献
批
判
を
通
じ
、
 

イ
 ソ
 ド
仏
 敦
 史
に
お
の
 

 
 

げ
る
位
置
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
に
 ょ
 っ
て
、
 思
 

u
 

想
 的
な
面
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
日
程
 盤
 経
ヒ
は
 々
ソ
ド
 仏
教
 の
中
に
始
 

め
て
し
っ
か
り
し
た
足
場
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
。
 

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
本
書
は
、
 向
浬
 整
経
 b
 を
「
 教
団
史
 

的
な
立
場
」
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
 現
在
、
仏
 

教
 研
究
の
主
要
な
方
法
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
㍉
 
浬
穏
 経
口
に
 
お
い
て
 

は
 殆
ど
試
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
研
究
態
度
で
あ
る
。
そ
の
 意
味
で
意
 

義
 深
い
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
以
下
、
本
垂
日
の
構
成
 

を
 示
し
な
 

が
ら
内
容
の
概
略
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
 



書評と 紹介 

先
ず
注
意
す
べ
き
は
、
序
論
に
お
い
て
の
研
究
態
度
に
明
か
さ
 れ
て
ぃ
 

る
 よ
 う
 に
、
本
書
は
円
 浬
架
経
ヒ
の
 成
立
し
た
「
教
団
」
の
 問
 題
を
全
般
 

的
に
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
㍉
 
浬
穏
経
 」
は
何
ら
か
の
危
機
的
 
な
 状
態
 

に
 晒
さ
れ
た
あ
る
仏
教
の
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
の
危
機
意
識
を
背
 景
 に
経
典
 

を
 制
作
し
た
こ
と
が
複
数
の
学
者
に
上
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
 が
 、
そ
の
 

危
機
意
識
な
る
も
の
が
奈
辺
に
由
来
す
る
か
解
明
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
 経
 

良
成
立
の
背
景
を
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
 
色
 機
 意
識
の
 

凝
縮
を
「
一
間
 提
 ざ
り
 
甘
い
 
ま
舟
と
と
い
う
術
語
に
認
め
た
。
 
一
 閲
提
 と
は
 

月
程
 
繋
 経
ヒ
 が
 
「
 
悉
有
 仏
性
」
を
説
く
傍
ら
で
厳
し
く
救
済
か
 
ら
 除
外
す
 

る
 注
目
す
べ
 き
 存
在
で
あ
る
。
そ
の
 一
問
 堤
の
正
体
の
解
明
を
 な
す
こ
と
 

で
 「
教
団
」
の
依
っ
て
立
つ
背
景
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
 英
 

文
の
要
約
が
示
す
如
く
本
書
は
「
一
 %
 提
論
」
と
言
い
換
え
て
 も
よ
い
で
 

あ
ろ
う
。
 

八
 序
論
 V
 に
お
い
て
、
従
来
の
一
間
 提
 に
関
す
る
見
解
の
持
つ
 問
題
点
 

と
 著
者
の
方
法
と
を
取
り
上
げ
る
。
 円
浬
盤
経
ヒ
の
 記
述
に
従
 う
 限
り
一
 

間
 性
は
時
に
「
四
重
禁
」
「
正
無
間
 
罪
 」
「
破
戒
」
等
と
し
て
 
規
 定
 し
て
 説
 

か
れ
た
り
、
ま
た
時
に
は
区
別
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、
一
義
的
 に
 定
義
す
 

る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
語
源
的
 に
み
て
も
 

く
 あ
 
l
 か
ら
派
生
し
た
「
貴
著
者
」
程
の
意
味
し
か
持
た
ず
、
 
何
 
に
 「
 
み
貝
 

  一 

第
二
章
大
乗
菩
薩
の
宗
教
生
活
１
ヨ
 
郁
伽
 長
者
経
 b
 
の
考
察
 ｜
 
 
 

第
三
章
大
乗
諸
経
論
に
説
か
れ
た
阿
蘭
若
住
の
問
題
 

資
料
編
一
間
 提
 に
関
す
る
資
料
 

著
 」
す
る
の
か
そ
の
対
象
が
あ
く
ま
で
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ま
 で
の
研
究
 

は
こ
う
し
た
 
暖
昧
 さ
を
そ
の
ま
ま
残
し
な
が
ら
内
容
を
記
述
し
 た
も
の
で
 

あ
っ
て
 、
 何
れ
も
明
快
な
説
明
を
欠
く
「
隔
靴
掻
痒
の
感
」
が
 あ
る
こ
と
 

を
 指
摘
す
る
。
い
か
に
定
義
困
難
に
見
え
て
も
、
「
 
悉
 古
仏
性
」
 
を
 経
の
 

生
命
と
し
て
い
る
 円
浬
穏
 経
口
が
 、
 救
い
か
ら
除
外
す
る
程
の
 存
在
に
何
 

ら
か
の
実
体
が
な
 い
 は
ず
は
な
く
、
そ
れ
を
不
問
に
付
し
た
ま
 ま
ネ
し
 日
程
 

整
 経
ヒ
 の
 思
想
を
語
っ
て
も
実
体
を
欠
い
た
「
空
論
」
に
終
わ
 る
 危
険
が
 

あ
ろ
う
。
著
者
は
こ
こ
で
従
来
の
「
思
想
的
・
教
義
的
」
な
援
 近
 方
法
で
 

は
 
一
間
提
を
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
「
 教
 国
史
的
」
 

に
一
間
 提
 に
関
す
る
記
述
を
読
み
直
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
「
 利
養
」
と
 

い
う
語
を
申
 
心
 に
据
え
る
こ
と
で
一
間
提
の
解
釈
が
始
め
て
で
 ぎ
る
と
い
 

う
 見
通
し
を
得
る
。
す
な
 ね
 ち
、
一
 %
 提
 
ざ
り
下
り
 

耳
舟
ぃ
八
セ
引
 
の
 目
的
 

語
が
 
「
利
養
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
一
間
 
提
は
 
「
利
養
」
に
貴
著
 
す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
教
団
を
破
壊
す
る
の
で
五
逆
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
 り
、
 覚
り
 

に
 至
ら
な
い
の
に
覚
り
を
開
い
た
と
妄
語
す
る
こ
と
に
よ
り
 

「
大
妄
語
 

戒
 」
に
違
背
し
て
四
重
禁
を
犯
す
」
に
至
る
。
こ
う
し
て
経
文
 中
 の
一
見
 

説
明
不
可
能
な
一
関
提
の
定
義
の
理
由
が
、
そ
の
語
源
的
な
問
 題
も
含
め
 

て
 明
ら
か
に
な
る
と
し
て
い
る
。
 

八
 第
一
編
 V
 で
 は
 序
論
で
提
起
し
た
方
法
で
具
体
的
に
考
察
を
 進
め
て
 

行
く
。
こ
こ
で
先
ず
特
徴
的
な
こ
と
は
、
一
間
提
の
先
駆
的
な
 
形
態
が
 

同
法
華
経
 b
 「
幼
時
 品
 」
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 円
 法
華
 隆
三
に
説
の
 

 
 
 
 
 
 

か
れ
る
「
 誹
誇
者
 」
の
用
例
中
に
「
何
 %
 若
処
 」
に
住
ん
で
「
 利
養
」
に
 

負
 著
す
る
「
似
非
阿
羅
漢
」
の
存
在
が
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
 
は
 
㍉
 浬
盤
 

℡
 

経
口
中
、
一
間
 提
 の
あ
り
さ
ま
を
具
体
的
に
記
し
た
「
如
来
 
肚
 仕
口
 
叩
 」
 の
 



「
一
間
 提
 あ
り
て
羅
漢
の
像
と
作
り
て
空
地
に
住
し
て
方
等
大
乗
 経
典
を
 

誹
誇
す
 」
と
の
記
述
と
酷
似
す
る
。
「
法
華
経
 ヒ
 で
は
 未
 だ
一
 閲
提
 と
言
 

ぅ
 言
葉
こ
そ
使
わ
れ
て
い
な
い
が
実
態
は
一
関
 提
 と
同
一
で
あ
 る
 
（
第
一
 

章
 Ⅱ
更
に
著
者
は
、
 
円
 淫
薬
経
口
が
い
か
に
教
団
の
危
機
的
状
 況
 に
包
ま
 

れ
て
い
た
か
を
「
淫
薬
経
の
傍
系
経
典
」
等
を
引
き
な
が
ら
 
克
明
に
描
 

き
 、
そ
れ
ら
は
全
て
「
利
養
」
を
求
め
る
者
た
ち
に
よ
っ
て
 引
 ぎ
趣
 こ
さ
 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
「
 浬
葉
経
ヒ
の
 
教
団
に
極
め
て
 近
い
存
在
 

で
あ
り
な
が
ら
教
団
を
堕
落
に
追
い
込
ん
で
い
く
一
関
 提
 で
あ
 る
と
の
 確
 

信
を
得
て
い
る
（
第
二
章
）
。
八
種
の
「
不
浄
 物
 愛
書
禁
止
」
 
や
 
「
新
内
 

の
制
 」
等
の
戒
律
は
こ
う
し
た
利
養
に
執
着
す
る
者
た
ち
へ
の
 戒
め
と
し
 

て
 制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
第
三
章
㍉
 

八
 第
二
編
 V
 は
「
本
論
文
の
中
核
を
な
す
部
分
」
で
あ
る
。
 

第
 
一
編
 で
 

描
い
た
枠
に
従
っ
て
「
 浬
盤
 経
口
の
教
団
の
危
機
的
状
況
の
記
 述
 と
と
も
 

に
 、
そ
れ
以
外
の
経
典
を
も
引
き
な
が
ら
、
当
時
仏
教
教
団
で
 
、
、
こ
 

L
.
 力
 ・
 
p
 

「
利
養
」
に
執
着
す
る
も
の
の
存
在
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
か
を
 
取
り
上
 

げ
、
 言
わ
ば
そ
う
し
た
悪
徳
比
丘
の
総
括
と
し
て
の
位
置
に
一
 閨
提
 と
い
 

ぅ
 術
語
が
あ
る
こ
と
を
結
論
し
て
い
る
（
第
一
章
）
。
し
か
し
 
膨
 大
な
量
 

0
 
円
 混
葉
経
 b
 に
お
い
て
は
 
一
閲
提
 に
対
す
る
態
度
は
必
ず
し
 も
 
一
貫
し
 

て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
経
典
の
成
立
段
階
に
従
っ
て
、
周
囲
 か
ら
の
 教
 

団
 的
な
要
請
か
ら
変
化
が
出
て
く
る
。
 

前
 十
巻
部
分
で
は
一
 
%
 提
の
成
仏
 

は
 不
可
能
と
さ
れ
る
が
、
「
聖
行
 
品
 」
の
「
 極
愛
 
一
子
地
」
や
「
 
ぬ
行
品
 」
 

中
の
「
 阿
闇
世
王
 説
話
」
に
至
っ
て
転
換
が
見
ら
れ
、
一
 %
 提
 を
 
「
現
在
 

に
 善
根
を
得
る
も
の
」
と
「
未
来
に
善
根
を
得
る
も
の
」
の
 二
 種
 に
分
か
 

ち
 成
仏
へ
の
配
慮
が
出
て
く
る
。
さ
ら
に
「
徳
王
 品
 」
以
下
の
 
詰
屈
で
は
 

仏
性
と
一
間
提
の
関
係
を
厳
密
に
論
じ
っ
 っ
 も
基
本
的
に
一
問
 提
 に
は
 成
 

仏
が
 保
証
さ
れ
る
こ
と
で
落
ち
着
い
て
い
る
（
第
二
章
）
。
著
者
 は
 更
に
 

一
間
提
の
成
仏
に
転
換
の
契
機
を
与
え
た
「
 阿
闇
世
王
 説
話
」
に
 
考
察
を
 

加
え
、
利
養
の
心
が
消
え
た
時
に
成
仏
が
可
能
に
な
っ
た
と
す
 る
 
（
第
三
 

土
牢
）
 

の
 

八
 第
三
編
 V
 で
は
 
日
浬
盤
 経
ヒ
 と
 成
立
を
前
後
す
る
と
思
わ
れ
 Ⅰ
 
0
 
 
円
 臣
土
 

積
経
 b
 の
十
二
典
籍
に
上
る
経
典
を
取
り
上
げ
教
団
の
実
態
を
 
考
察
す
 

る
 。
何
れ
も
「
名
聞
利
養
に
貴
著
し
て
何
 %
 若
に
住
す
る
似
非
 沙
門
」
で
 

あ
り
、
教
団
堕
落
の
様
相
が
顕
著
で
あ
る
（
第
一
章
）
。
と
こ
ろ
 が
 初
期
 

に
お
い
て
ほ
㍉
 郁
伽
 長
者
前
聞
経
ヒ
 
を
 始
め
と
す
る
文
献
に
見
 ら
れ
る
 ょ
 

う
 に
塔
を
中
心
と
し
た
厳
し
い
生
活
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
 り
 、
そ
れ
 

が
 何
 %
 右
 に
住
む
「
沙
門
」
と
呼
ば
れ
る
菩
薩
の
修
行
者
で
あ
 っ
 た
と
 思
 

わ
れ
る
（
第
二
章
・
第
三
章
）
。
 

八
 資
料
編
 V
 に
お
い
て
は
 
円
浬
穏
 経
口
を
含
め
、
一
問
 提
が
出
 て
く
る
 

記
述
を
殆
ど
網
羅
的
に
提
供
す
る
。
殊
に
㍉
 浬
盤
経
ヒ
 
0
 部
分
 
に
 関
し
て
 

は
 漢
訳
，
チ
ベ
ッ
ト
 訳
 と
そ
の
和
訳
を
対
照
し
た
極
め
て
詳
し
 ぃ
 資
料
を
 

提
示
し
て
い
る
。
 

一
 一
 

以
上
、
本
書
の
概
観
を
示
し
た
が
、
一
間
提
の
本
質
を
「
利
養
 に
貫
著
 

す
る
も
の
」
と
定
義
し
、
そ
こ
に
教
団
の
堕
落
・
危
機
的
状
況
 の
 原
因
を
 

認
め
る
こ
と
で
論
 は
 一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
従
来
の
 一
 閲
提
 に
関
 

す
る
理
解
の
暖
 昧
 さ
を
払
拭
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
 八
 第
三
編
 V
 

八
 貸
料
 編
 V
 に
記
さ
れ
た
綿
密
な
基
礎
研
究
の
上
に
立
っ
も
の
 で
あ
っ
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て
 、
そ
の
上
で
示
さ
れ
る
教
団
の
実
態
は
日
 浬
盤
軽
 し
の
成
立
 背
景
を
充
 

今
 に
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
よ
っ
て
一
間
提
の
教
団
 的
な
視
点
 

に
ょ
 8
 位
置
付
け
が
明
か
さ
れ
る
と
も
に
、
「
 浬
笘
経
ヒ
 成
立
の
 背
景
に
 

本
格
的
な
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
円
 浬
盤
 経
 L
 研
究
 

は
 新
た
な
段
階
を
迎
え
る
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 

こ
こ
で
、
評
者
の
立
場
か
ら
看
取
さ
れ
る
基
本
的
な
問
題
点
を
 一
点
 指
 

潤
 し
て
お
ぎ
た
い
。
一
間
提
の
本
質
的
属
性
と
し
て
著
者
は
「
 利
養
」
を
 

ヒ
 げ
て
い
る
が
、
㍉
 浬
盤
経
 b
 申
 、
数
十
箇
所
あ
る
一
間
 提
 の
 記
 述
の
中
 

で
 利
養
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
の
は
「
 曇
 無
識
 訳
 b
 中
の
二
管
 所
 の
み
で
 

あ
り
、
し
か
も
対
応
す
る
「
チ
ベ
ッ
 L
,
 
訳
 」
「
法
顕
 訳
ヒ
 に
は
 利
 右
耳
の
圧
抑
 

士
 

が
 見
ら
れ
な
い
。
術
語
の
意
味
は
使
用
頻
度
に
よ
っ
て
解
明
さ
 れ
る
ほ
ど
 

単
純
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、
少
な
く
と
も
本
書
の
一
間
 提
 論
 は
あ
く
 

ま
で
㍉
 曇
 無
識
 訳
ト
に
 限
定
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
 見
 ざ
る
を
 得
な
い
。
 

ま
た
、
「
利
養
」
と
言
 
う
語
 自
体
が
相
当
に
適
用
範
囲
の
広
い
概
 念
 で
あ
 

る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 い
 か
な
る
教
団
で
 も
 、
世
俗
 

の
 価
値
を
そ
の
ま
ま
肯
定
せ
ず
、
新
た
な
価
値
の
創
造
を
目
指
 し
て
い
る
 

限
り
、
「
利
養
」
は
否
定
さ
れ
る
べ
 
き
 対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
 の
が
 普
 

通
 で
あ
り
、
事
実
、
相
当
数
の
典
籍
に
顔
を
出
し
て
い
る
。
 本
 書
 で
も
 

同
宝
積
部
し
に
限
っ
て
さ
え
か
な
り
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 こ
と
で
 

も
そ
れ
が
窺
え
よ
 う
 。
従
っ
て
問
題
は
「
利
養
」
の
具
体
的
な
 ぬ
 容
の
方
 

紛
 

で
あ
り
、
 円
浬
盤
 
経
ヒ
 の
 成
立
背
景
を
探
る
た
め
に
は
、
 い
 か
な
る
「
 利
 

 
 

 
 

養
 」
と
の
差
異
が
核
心
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
残
念
な
が
ら
 本
 書
 で
は
 各
 

文
献
の
記
述
を
列
挙
し
 、
 全
て
を
「
利
養
」
と
し
て
総
括
す
る
 
に
 止
ま
 

り
 、
そ
の
差
異
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
察
さ
れ
て
は
い
な
い
。
 そ
 れ
は
、
 本
 

論
の
構
成
上
、
八
第
二
編
 V
 と
八
 第
三
編
 V
 の
間
に
有
機
的
な
 連
関
が
見
 

出
せ
な
い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
現
れ
、
そ
こ
に
㍉
 浬
盤
 経
ヒ
 に
国
 

有
の
教
団
成
立
事
情
に
迫
り
 き
 れ
な
い
憾
み
が
残
る
こ
と
に
な
 
っ
て
 
い
 

る
 。
 

勿
論
、
こ
れ
ら
は
今
後
の
研
究
に
期
待
し
て
然
る
べ
 き
 部
分
で
 も
あ
 

り
 、
教
団
史
的
観
点
か
ら
の
初
め
て
の
本
格
的
研
究
で
あ
り
、
 さ
ま
さ
ま
 

な
 資
料
を
提
供
す
る
本
書
の
価
値
を
な
ん
ら
減
ず
る
も
の
で
は
 
あ
る
ま
 

い
 。
本
書
が
思
想
面
で
の
研
究
と
相
伴
っ
て
 、
 遅
れ
て
い
た
 円
 
淫
薬
 経
 b
 

の
 研
究
を
更
に
推
進
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
 思
 わ
れ
る
。
 

評
者
自
身
は
一
 
%
 提
の
解
釈
に
つ
い
て
著
者
と
は
全
く
別
の
立
 場
を
取
る
 

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
 処
々
に
 あ
 

っ
た
 。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
謝
し
て
、
著
者
の
労
作
に
対
す
る
 批
 評
の
 償
 

い
と
し
た
い
。
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会 報 

議 
O 

  出場日 常 

適正 決 、 題 
席 務 

如月 定平 
吉所持 理 

亮一 
事 送 一 万年 

（ 度 

持 @ 百   幸田 一 
納 選 
大 孝 

国重 晴 

壮 蚕 
況 員 半 l 照麿、 三 雄、江 
）に 金運 平島 時 

井恵 
つ 挙 
い 日 

て 程 
直属、 教 、桜 

の の 藤井 

O 
誘 出場 日 円   ム五 

題 店 着 所 時数 下 
研 

半平 究 旺 

= （ 一   
荷 刊輯 一   

六時 

関根清一 （沖側目 万 ） 行報 仝 口 。 仰 （ ⅢⅠ 亨レ     
      

0
 理
事
会
 

日
時
平
成
元
年
四
月
一
五
日
（
土
）
午
後
二
時
 l 四
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
八
号
室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
井
口
富
二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
 
雄
 、
江
 

島
忠
致
、
楠
山
春
樹
、
窪
徹
底
、
小
山
田
丸
、
桜
井
徳
人
 

m
 、
桜
井
秀
雄
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
 島
薗
進
 、
鈴
木
康
治
、
 薗
 

出
穂
、
高
崎
直
道
、
田
九
徳
 善
 、
中
野
 幡
能
 、
中
村
 慶
 治
 

郎
 、
華
 園
 照
麿
、
平
井
直
属
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
知
日
、
 宮
 

家
准
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
子
 也
 、
渡
辺
 宝
陽
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
四
八
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
一
四
日
 @
 
一
六
日
の
間
、
独
協
大
学
に
お
い
て
行
な
わ
れ
  
 

こ
と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
独
協
大
学
の
鈴
木
康
治
教
授
よ
り
 報
 土
 
Ⅱ
 

さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

な
お
、
日
程
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

六
月
一
 
0
 
日
 
（
 土
 ）
有
権
者
資
格
締
切
 

  

六
月
二
一
日
（
水
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
有
権
者
資
格
認
定
）
 

1
8
2
 

 
 

セ
 月
一
二
日
（
水
）
投
票
用
紙
発
送
 

 
 
 
 
 
 

八
月
五
日
（
土
）
投
票
受
付
け
締
切
 

八
月
一
二
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
 

九
月
一
六
日
（
土
）
評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
 よ
 り
藤
井
正
雄
氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 



九
月
一
四
日
（
木
）
公
開
講
演
、
理
事
会
 

九
月
一
五
日
（
金
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
 

九
月
一
六
日
（
土
）
研
究
発
表
、
総
会
、
懇
親
会
 

発
表
申
込
み
締
切
は
六
月
三
 0
 日
 。
 

一
 、
学
術
大
会
参
加
費
及
び
大
会
費
用
の
改
定
に
つ
い
て
 

本
学
会
の
学
術
大
会
参
加
費
は
昭
和
五
六
年
度
か
ら
八
年
間
に
 わ
 

た
っ
て
二
、
 
0
0
0
 
円
に
据
置
か
れ
て
き
た
が
、
学
術
大
会
 開
 催
 

の
た
め
の
実
際
の
経
費
と
の
間
に
不
釣
り
合
い
が
生
じ
て
ぎ
た
。
 

こ
う
し
た
事
情
を
ふ
ま
え
、
他
の
学
会
の
実
情
を
も
勘
案
し
て
、
 

常
務
理
事
会
の
原
案
ど
お
り
、
平
成
元
年
度
よ
り
学
術
大
会
参
 力
 

費
 を
三
、
 

0
0
0
 

円
 と
変
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

ま
た
学
術
大
会
開
催
 校
 の
た
め
の
大
会
費
用
も
、
昭
和
六
一
年
 

度
よ
 り
一
二
 0
 万
円
に
据
置
か
れ
て
ぎ
た
が
、
実
際
の
経
費
を
 支
 

弁
 す
る
に
は
足
り
な
い
の
で
、
平
成
元
年
度
か
ら
一
八
 0
 万
円
 
と
 

す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
平
成
元
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
荒
木
美
智
雄
、
中
村
 廣
 治
郎
、
 松
 

長
君
 慶
 の
 三
 氏
が
昨
年
に
引
続
 き
 選
任
さ
れ
、
坂
井
信
士
、
 

薗
  
 

稔
 、
 華
園
聡
麿
 、
山
本
 試
 作
の
 四
 氏
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
。
 

 
 

か
し
こ
の
中
、
坂
井
信
士
氏
が
都
合
に
ょ
り
辞
退
さ
れ
た
た
め
、
 

伐
 っ
て
葛
西
夷
氏
が
選
任
さ
れ
た
。
 

報
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
三
九
名
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

会
 

0
 新
入
会
員
（
四
月
一
五
日
承
認
 分
 ）
 

秋
宮
 
克
 故
京
都
大
学
大
学
院
 
弼
 

京
都
市
左
京
区
吉
田
 二
本
松
 

町
 一
四
白
井
ア
パ
 
一
ト
 六
号
 

浅
野
義
雄
宗
教
儀
礼
研
究
所
研
究
員
 
蛆
 

名
古
屋
市
瑞
 穂
 図
竹
 

田
町
一
 ｜
 
一
二
 

安
達
俊
英
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
助
手
部
大
阪
市
 

天
王
寺
 

医
生
玉
寺
町
 五
 １
匹
 

入
沢
柴
 
龍
各
 大
学
非
常
勤
講
師
 
穏
 

京
都
市
北
区
上
 賀
茂
 桜
 

井
町
 五
三
 ｜
一
 メ
ゾ
ン
北
山
二
 
0
 六
 

岩
瀬
誠
国
学
院
大
学
大
学
院
 
甜
 

杉
並
区
久
我
山
三
 ｜
 二
九
 

｜
一
 0
 第
一
し
の
ぶ
 
荘
 A
 号
 

 
 

植
松
広
造
仏
教
大
学
大
学
院
 

紺
 

京
都
市
北
区
紫
野
花
  
 

二
三
 ｜
一
 藤
川
嵐
子
方
 

1
8
3
 

樫
尾
 
直
樹
東
京
大
学
大
学
院
Ⅲ
世
田
谷
区
野
沢
一
 
｜
一
 一
一
一
一
一
 

｜
 

0
 第
四
三
回
大
学
会
連
ム
コ
大
会
 

日
時
平
成
元
年
五
月
一
四
日
（
日
）
午
前
九
時
三
 
0
 分
 @
 午
後
五
 

時
 

会
場
放
送
大
学
東
京
第
一
学
習
セ
ン
タ
ー
 

本
学
会
か
ら
は
、
建
徳
 忠
 氏
が
「
大
学
会
連
合
の
調
査
の
思
い
 出
 」
 の
 

題
で
 講
演
さ
れ
、
ま
た
石
井
研
士
民
が
共
同
討
議
「
地
域
文
化
 の
 均
質
 

化
 ｜
 共
同
研
究
の
総
括
と
し
て
 ｜
 」
に
参
加
さ
れ
た
。
 

な
お
、
 九
 学
会
連
合
は
平
成
二
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
解
散
す
 る
こ
 

と
が
大
会
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
。
 

Kenta
長方形



八
｜
一
 

会
 

川
崎
喜
久
子
日
本
大
学
短
期
大
学
部
教
授
 

沖
 

狛
江
市
 和
 臭
木
 町
 

一
 １
羽
 ｜
一
｜
七
 0
 
五
 

木
塚
隆
志
東
京
大
学
大
学
院
仰
文
京
区
小
日
向
 一｜
 一
一
一
一
 

｜
 

一
一
 
-
 一
 

工
藤
忠
雄
日
大
山
形
高
等
学
校
教
諭
 
鯛
 

山
形
市
大
 の
 実
町
九
 

｜
 一
一
一
 

）
 卜
 0
 木
呂
 ・
 Q
 Ⅰ
 0
 之
 円
 い
共
愛
 学
園
女
子
短
大
助
教
授
 
終
｜
 l
 
2
%
 
一
 
U
 

椿
市
小
星
原
町
一
一
五
四
１
匹
夫
 愛
 学
園
な
子
短
期
大
 

学
 

笹
辺
 美
和
子
京
都
女
子
大
学
大
学
院
 

鱒
 

吹
田
市
山
田
空
 ニ
ー
五
 

二
千
里
一
条
 池
 ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
 
B
 ｜
二
 0
 八
 

佐
藤
裕
之
東
京
大
学
大
学
院
 

糀
 

保
谷
市
ひ
ば
り
 ケ
丘
 四
 １
匹
 

｜
 一
一
サ
ン
・
コ
ー
ホ
一
一
一
百
 

百
 

高
橋
正
己
 
駒
 大
仏
教
経
済
研
究
所
参
加
 員
 

Ⅲ
大
田
区
 南
 駒
込
 

ニ
ー
 
一
四
 ｜
一
 0
 片
山
荘
 

寺
西
美
佳
京
都
大
学
大
学
院
 

鰍
 

吹
田
市
原
町
一
１
羽
 ｜
 
一
八
 

水
井
美
紀
子
東
京
大
学
大
学
院
℡
三
鷹
市
牟
礼
 六
｜
一
 四
｜
一
 

椎
ノ
 本
荘
三
号
室
 

長
島
 

隆
 

日
本
医
科
大
学
専
任
講
師
℡
目
黒
区
自
由
 が
 正
三
 

l
 三
 @
 八
 K
 ハ
ウ
 ，
ス
一
 
0
 二
号
 

中
野
正
勝
英
知
大
学
教
授
 

播
 

大
阪
市
東
住
吉
区
南
田
 近
二
 ｜
 

四
 

報
 

金
岡
秀
郎
東
京
大
学
大
学
院
Ⅲ
八
王
子
市
 元
 横

山
町
二
 ｜
一
 

一
二
ー
二
五
カ
ト
リ
ッ
ク
大
阪
田
辺
教
会
 

 
 

野
村
伸
夫
 
龍
各
 大
学
非
常
勤
講
師
 
捌
 

京
都
市
下
京
区
 花
屋
町
㎎
 

 
 

通
 新
町
西
人
 

1
8
4
 

 
 

華
 肩
先
 詩
 

東
北
大
学
大
学
院
㎝
滋
賀
県
坂
田
郡
米
原
 町
醒
井
 

五
二
二
 

福
田
重
義
岩
手
県
立
 杜
陵
 高
校
教
諭
㎝
 １
 ㎝
盛
岡
市
 西
 杜
国
 

四
 1
 。
ム
ハ
 

l
,
 一
二
一
 

藤
井
正
人
大
阪
大
学
助
手
部
大
阪
市
阿
倍
野
区
松
虫
 
通
二
 ｜
 

四
｜
 
一
 二
 

%
 

弱
 勺 Ⅰ
 こ
 こ
刃
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
助
手
（
乙
由
（
Ⅰ
（
（
 
む
 「）
㏄
 ロ
 い
コ
 
0
-
O
 

的
ツ
の
 
（
）
 
コ
寸
っ
の
 

q
 の
 
@
@
 
ぎ
宅
日
 0
 ヰ
（
）
 
コ
 @
 
ヰ
 O コ
り
ぎ
曲
 

（
の
の
（
「
 

づ
、
 

-
-
p
p
O
P
 

つ
 

且
目
 Ⅱ
 之
卜
 C
 の
円
刃
Ⅰ
 

オ
 

い
い
 
q
-
 康
の
 
n
F
 の
「
筑
波
大
学
外
国
人
教
師
 
朋
 

つ
く
ば
市
天
 
十
二
ム
 

口
 

筑
波
大
学
哲
学
思
想
学
系
 

美
濃
部
位
京
都
大
学
大
学
院
 
弼
 

京
都
市
左
京
区
 聖
護
 院
 西
町
 

一
八
照
臨
 院
 

都
 国
民
子
東
京
大
学
大
学
院
Ⅲ
杉
並
区
西
荻
北
 一｜
 
一
八
 ｜
 

一
｜
一
 
0
 三
 

宮
村
童
 徳
 

法
政
大
学
講
師
Ⅶ
草
加
市
瀬
 崎
町
 
一
三
一
 
八
 １
元
 

｜
二
 0
 
一
 

木
津
雅
史
皇
学
館
大
学
助
手
 
弼
 

伊
勢
市
岡
本
一
 
｜
 
一
一
 
二
 １
匹
 

桃
井
信
之
 
龍
各
 大
学
大
学
院
 
臨
 

京
都
市
東
山
区
本
町
 一
二
丁
 

日
 二
三
五
コ
ー
ポ
東
福
寺
 0
0
 
二
 

森
進
 天
理
大
学
非
常
勤
講
師
㎝
天
理
市
田
町
一
一
 
一
一
一
一
 

｜
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会 報 

0
 日
本
宗
教
学
会
評
議
員
（
元
理
事
）
、
田
村
芳
朗
先
生
は
 、
 平
成
元
年
 

三
月
二
 0
 日
 逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
六
七
歳
。
こ
こ
に
謹
ん
 で
 哀
悼
 

の
意
を
表
し
、
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
 

ムム 

員 

@ 

報 九
 

柳
塘
 素
 雅
子
大
正
大
学
大
学
院
℡
杉
並
区
上
荻
 
ニ
 ー
 三
 ｜
一
 O
 

 
 

崎
 市
多
 

摩
 区
南
生
田
 セ
ー
 三
一
 ｜
二
 0
 

山
部
能
寛
大
阪
大
学
大
学
院
対
豊
中
市
末
広
町
 
三
｜
 
一
一
一
一
 

｜
 

九
 

嘉
原
 
優
子
関
西
大
学
大
学
院
 
簸
 

宝
塚
市
福
井
町
二
五
 １
人
 

目
下
 オ
 ト
下
 勾
ロ
 （
の
法
堂
 義
林
 研
究
所
研
究
員
 
弼
 

京
都
市
 左
京
区
 

下
鴨
 萩
ケ
 垣
内
町
 三
 0
 

手
元
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Women and Korean Folk Divination 

Izumi NIWA 

ABSTRACT: Folk divination customs exist throughout all of Korea. 
Called mudang, shamanesses share a common variety of religious 

tools and dress, and these same customs can be traced back through 

history to a very time. 

In the first part of this paper, I use the material of divination songs 

to discuss the kind of relationship found between shamanesses and 

their patrons in the Ry6ngnam region of Korea. Placing this relation- 

ship in a social context, I next discuss the Paridegi, considered to be 

the creation myth of the shamanesses themselves, and assess the 

symbolic role of the shamaness as depicted in that work. 

In the last half of the paper, I reassess the framework of "Con- 

fucian principle" and the "folk divination principle" which have been 

commonly used to interpret Korean society. To this end, I adopt 

the dialectical relationship between Victor Turner's "structure," with 

its recognized character, and "antistructure" ("communitas") with 
its unrecognized character. In this way, I attempt to place the issues 

introduced in the first half of the paper within a framework of 

meaningful relation. 



The  Model for Women as Bodhisattva 

Takushii SUGIMOTO 

ABSTRACT: Viewed both historically and socially, India has been 

a world centered on men. That male-oriented history spread its cloud 

directly over the contents of Buddhist scriptures, the most typical 
example being the theory of the "five impediments"(gosha), and the 
theory of "male-transformation" (henja nanshi). 

With the development of Mahayana Buddhism, the idea arose that 

anyone could become a bodhisattva, and lay bodhisattvas became 

active, eventuating in the appearance as well of female bodhisattvas, 
some of whom surpassed their male counterparts. 

It goes without saying that the prime example of this kind of 

female bodhisattva was Queen Srimala. Many other women bodhisat- 

tvas can be found in addition to Srimala, and most were virgins of 

royal or noble birth, gifted with high intelligence and devout in 

Buddhist training. The model for these women were devotees and 

donors of Buddhist stupas and monasteries in southern India during 

the second and fourth centuries (C.E.). These women existed within 
circumstances where their fathers or husbands had turned their backs 

on Buddhism, and they thus devoted themselves selflessly to Buddhism 

and performed charitable works in order to liberate others and to 

achieve their own nirvana. 

And it was these women who can most appropriately be called 

bodhisattvas. While these women were affiliated with early "school" 

Buddhism, their history suggests the coexistence of early Theravada 

and Mahayana groups. 



The  Healing Rituals and Religious Professionals 
of the Kuvalan of Taiwan 

Jun SHIMIZU 

ABSTRACT: The traditional religious prefessionals of the Kuvalan 

tribe in Taiwan's plains area are called mtiyu. The mtiyu use divin- 

ation to diagnose the supernatural causes of illnesses, and the organi- 
zation of mtiyu also invoke deities in healing rituals. The healing 

rituals involving deities in healing rituals. The healing rituals invol- 
ving the mtiyu are of two kinds, called kisai: z and paklabi. These 
rituals are dirceted at female patients only, and the person who 
performs a kisai: z ritual for the first time is considered to have the 
qualification to to a mtiyu. 

In this paper, I discuss the paklabi ritual, which is performed by 

sick women who have already become mtiyu. Within the context of 

shamanism theory, I analyze the meaning given to behavior during 
the rituals, in the at tempt to point out the special characteristics 

of the mtiyu as religious practitioners. 



The Mysteries of Mithras and the Cult of 
Mother Goddesses 

Hideo OGAWA 

ABSTRACT: One well known feature of Mithraism was its 
masculinity. Since the days of F. Cumont, the Mithraic ideas of god 

and doctrine have been explained in a male-cetered way. 

The two most representative imageries of this sect, however, are 
the tauroctony group and the rock birth of the god. These clearly 
relate to fecundity. There are, moreover, other feminine character- 
istics: the name of the grade "nymphus" and busts of various god 
desses. The are all aspects that remained in the Mithraic tradition, 

even after the mysteries were tightly and uniformly organized into 

a masculine cult. 
The adaption of an Iranian male god instead of a mother goddess 

and the introduction of masculine element instead of feminine ones 
must have occurred at about the same time, that is, in the late 
Hellenistic period. 



Mariologie im Kontext der Feministischen Theologie 

Haruko OKANO 

ABSTRACT: Auf die Gestalt Marias richtet sich gegenwartig 

aus verschiedenen Richtungen grol3e Aufmerksamkeit. Im Sinne der 

Enzyklika "Redemptoris Mater" von Papst Johannes Paul II . betrachtet 

die romischkatholische Kirche das Ende dieses Jahrtausends als 

Advent- und damit als marianische Zeit- im Hinblick auf das 

Jahr 2000. Dies ist auch ein Versuch, dem okumenischen Gesprach 

eine neue Richtung zu geben. Um der Mariologie des Papstes 

entgegenzukommen, sind von protestantischer und ostkirchlicher Seite 

manche neuen mariologischen Erwagungen versucht worden. 
In diesem Beitrag werden zunachst die papstliche Mariologie und 

dann die verschiedenen aktuellen Aussagen iiber Maria zusammen- 

gefasst und diskutiert. Dabei gilt es auch, die charakteristischen 

Stellungnahmen der Feministischen Theologie zu berucksichtigen. Sie 

stellen das Frausein Marias in den Mittelpunkt und fragen: "Wer ist 

eigentlich Maria?" Diese Fragestellung zeugt von der Festigung des 

weiblichen SelbstbewuBtseins. 
Das bedeutet aber nicht, daB die feministisch-theologischen Stellung- 

nahmen zu Maria einheitlich waren. Wenn man von kleinen Differenzen 

absieht, lassen sie sich in drei Gruppen klassifizieren: 

1. Maria als Himmelskonigin (im Sinne von Gottin) dient als Eman- 

zipationsmodell, sofern ein Weiblich-Gottliches gesucht wird, mit 

dem Frauen sich identifizieren konnen. Feministische Theologinnen 

mit dieser Konzeption von der Apotheose Marias verlassen mehr 

oder weniger den christlichen Glaubensboden. 

2. Maria wird mit Hilfe der Tiefenpsychologie oder durch sozial- 

kritische Hermeneutik des "fiat" und "magnifikat" als Typos der 
ganzheitlichen Menschseins gedeutet. 

3. Ablehnung Marias als Emanzipationsmodell und Anknupfung an 



andere biblische Frauengestalten bzw. Korrektur des einseitig 
patriarchalisch gepragten Gottesbildes als Voraussetzung einer 
ausgeglichenen Geschlechter-Anthroplogie. (Mann und Frau als Bild 

Gottes). 
Indem wir diese kritischen Ansatze der feministisch-theologischen 

Mariologie darstellen, fallt die Diskrepanz zwischen der evangelischen 

und der katholischen Einstellung ins Auge, die aber keineswegs negativ 

zu bewerten kt. 



Religion and Sexuality 

Aiko OGOSHI 

ABSTRACT: In his theoretical hypothesis on the archeological 

rupture in the history of sexuality, Foucalt has proposed that there 
are two different paradigms of sexuality. In this paper, I apply this 

archeological method to the study of religion and attempt to develope 

the theoretical premise that in religion there are two different 

paradigms of sexuality, one of which has a positive attitude toward 
sexuality and the other of which has a negative attitude. 

I also attempt to substantiate the above premise theoretically by 

the following four theories; the sacred-secular theory, depth psycho- 

logy, post-structuralism and women's studies. In the sacred-secular 

theory, Eliade elucidates the cosmological and sacred meanings of sex 

and sexuality. In depth psychology, the ambiguious roles of sex and 

sexuality are considered by using the archetype of the Great Mother 

in the process of consciousness-formation. From the standpoint of 

post-structuralism, Kristeva analyzes the ambivalent feelings toward 

sex and sexuality rooted in the depth of culture by using the concept 

'abjection'. From the standpoint of women's studies, the patriarahal 

views and patriarchal systems of religions are re-examined, and the 

cause of the double standard of sex is pursued. 

In the present paper my aim is to present the structural perspective 
on the origins of sexism in religions through the consideration of the 

above theories. 



Hierarchy of Gender 

-An introduction toward the study of religions 

from the point of view of feminism- 

Midori IGETA 

ABSTRACT: Through this paper, I present an introduction toward 
the study of Japanese new religions from the poit of view of 

feminism. Religions, generally speaking, rouse feminists to antipathy, 

becuse they judge religions have functioned as one of the most 

effective social apparatus for maintenance of the androcentric value 

system. It seems natural for those who are on the side of feminism 
in Japan to be rather indifferent to study religions. I, however, 

insist on the neccesity to understand religions, especially Japanese 
new religions, as a sociocultural system which makes women of 

today form their gender identity, or internalize the ideology about 
women made by men. 

Japanese new religions could be regarded as one kind of "therapeutic 
subculture", which Japanese culture crystalized under the pressure 
from the outside world and in the process of inside moddernization, 
in order to heal the serious conflicts. What particularly attracts our 
attention is that not a few new religions in Japan as "thera-peutic 

subculture" aim at the women's salvation and they hope it would be 
possible to overcome the social crisis and create the order again by 

awakening of the gender consciousness, or reinforcing of the ideology 
of the sacred "gender hierarchy" which they believe not cultural but 
"natural" order 

In Japanese new religious movements, women have often played 
the important roles. Nevertheless, except for women founders, they 
have scarcely become the objects of the study of new religions. The 

researcrers' inner androcentrism have trivialized women as object. 
Feminism intend to reveal not only the androcentric ideology the 



object has but also the male bias the subject of the accademic 
research has. 

The feminism viewpoit should have the reasonable standpoint which 
is able to relativize itself, for the very reason that feminism denies 
taking the position of cultural relativism on sexism. So if we adopt 
that perspective, we need to place the relationship between women 

and men in the context of all the inequitable human relations, the 

structure of power contorol or ruling systems, and inquire what 
ultimately justifies those ideology and institutions. 




