
筆
者
は
先
立
つ
二
つ
の
論
考
に
お
い
て
、
宗
教
史
学
と
 
の
 密
接
な
関
連
に
お
い
て
宗
教
現
象
学
が
成
立
す
る
 
こ
と
を
述
べ
、
同
時
 

に
 、
そ
れ
が
解
釈
学
的
現
象
学
と
歴
史
的
現
象
学
と
か
 
ら
成
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
 

こ
 
ム
フ
回
 
は
 、
そ
の
よ
う
な
宗
教
 

 
 

従
っ
て
 、
 先
の
論
考
と
同
様
こ
こ
で
も
三
つ
の
分
析
 
地
平
歴
史
的
地
平
 

（
事
実
分
析
の
地
平
）
、
解
釈
学
的
地
平
三
思
 
味
 分
析
の
 地
平
）
 、
ム
ガ
証
 
法
的
地
平
（
 前
 二
地
平
を
媒
介
す
る
 ム
ガ
 
証
 法
的
分
析
の
地
平
）
   

は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 宗
教
現
象
 学
 に
お
い
て
構
造
分
析
は
宗
教
現
象
 の
 本
質
把
握
の
た
め
の
中
心
的
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
構
造
 分
析
は
解
釈
学
的
現
象
 

学
 と
歴
史
的
現
象
学
に
お
い
て
は
当
然
こ
と
な
っ
て
く
る
が
、
 そ
 の
 相
違
は
両
現
象
 学
 が
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
学
的
地
平
と
弁
証
法
的
 地
平
に
お
い
て
営
ま
 

れ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
構
造
は
解
釈
学
的
地
平
に
お
い
て
は
 
理
 金
型
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
弁
証
法
的
地
平
に
お
い
て
 は
 改
め
て
歴
史
的
地
 

平
 と
の
弁
証
法
的
接
 ム
ロ
 
に
置
か
れ
、
解
釈
学
的
構
造
は
そ
の
弁
証
 
法
 に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、
拡
大
や
修
正
を
受
け
、
ま
た
は
破
棄
 
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
 

な
 構
造
分
析
の
プ
ロ
セ
ス
を
こ
こ
で
 は
 哲
学
的
解
釈
学
 一
 
デ
ィ
ル
 

 
 

ア
イ
Ⅰ
シ
ュ
ト
 ラ
 

ッ
サ
よ
 、
脱
構
築
論
 
一
 
デ
リ
ダ
一
な
ど
と
接
合
さ
せ
る
こ
と
に
 よ
り
、
宗
教
現
象
学
を
広
義
の
現
象
学
と
し
て
位
置
づ
け
理
論
化
 す
る
こ
と
を
試
み
 

て
い
る
。
ま
た
こ
の
試
み
 ほ
 、
宗
教
現
象
字
を
広
義
の
経
験
科
学
 と
し
て
基
礎
づ
け
る
試
み
で
も
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 構
造
分
析
、
理
念
型
、
イ
デ
ア
チ
オ
ン
、
 ゲ
 シ
 ユ
タ
ル
ト
、
構
造
と
類
型
、
脱
構
築
 

宗
教
現
象
学
に
お
け
る
構
造
分
析
 

金
井
新
三
 



れ な に も 

フ
ラ
ン
ス
構
造
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
 レ
 ヴ
ィ
 @
 ス
ト
 ロ
ー
ス
は
、
構
造
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
経
験
 絢
実
在
に
か
か
わ
る
 

一
 
2
 一
 

の
で
は
な
く
、
経
験
的
実
在
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
 た
 モ
デ
ル
に
か
か
わ
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
つ
 ま
り
、
構
造
は
厳
密
 

は
 歴
史
的
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
事
物
の
特
性
 を
 把
捉
す
る
た
め
に
研
究
者
が
歴
史
（
非
情
 せ
 巴
の
中
 に
 持
ち
込
 れ
 合
理
的
 

モ
デ
ル
や
仮
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
し
か
し
ま
た
、
構
造
は
思
考
が
勝
手
に
つ
く
り
出
す
 
も
の
で
も
な
い
。
 そ
 

は
あ
く
ま
で
「
経
験
的
実
在
に
も
と
づ
い
て
」
い
る
。
 
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
構
造
の
認
識
論
的
な
ス
テ
ー
 タ
ス
は
、
そ
れ
を
 理
 

  

理
念
型
と
し
て
の
構
造
１
１
構
造
の
認
識
論
的
 ス
 テ
ー
タ
ス
 

論
を
継
続
し
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
構
造
 
分
 析
 論
を
試
み
る
。
す
な
 む
 ち
、
こ
こ
で
は
構
造
を
理
念
 型
 的
形
成
 切
 と
し
て
 扱
 

い
つ
つ
、
構
造
が
三
つ
の
分
析
地
平
と
関
係
す
る
こ
と
 を
 想
定
し
て
い
る
。
構
造
は
歴
史
的
地
平
に
お
け
る
 
諸
 現
象
に
そ
く
し
て
形
成
 

さ
れ
、
す
な
む
ち
解
釈
学
的
地
平
へ
と
移
行
し
つ
つ
 
形
 成
さ
れ
る
が
（
解
釈
学
的
現
象
学
に
お
け
る
構
造
 
分
 析
 ）
、
ま
た
構
造
は
ふ
た
 

た
び
弁
証
法
的
地
平
を
経
て
歴
史
的
地
平
へ
と
 向
う
 
（
 
弁
証
法
的
地
平
に
お
け
る
構
造
分
析
）
。
そ
し
て
再
び
 ま
た
新
た
に
解
釈
学
的
 

地
平
へ
と
 向
う
 。
こ
こ
で
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
 循
 環
的
 プ
ロ
セ
ス
を
想
定
し
つ
つ
、
構
造
分
析
に
即
し
て
 哲
学
的
現
象
学
と
の
 接
 

続
を
試
み
た
。
 

も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
接
続
は
言
う
ほ
ど
簡
単
な
 
ァ
 
」
と
で
は
な
く
、
こ
こ
で
の
試
み
も
ま
だ
ご
く
初
発
的
 な
段
階
の
も
の
で
あ
 

る
 。
ま
た
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
無
論
、
哲
学
的
現
象
 学
の
側
か
ら
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
本
稿
に
 
お
け
る
試
み
は
、
こ
れ
 

が
 遠
か
ら
ず
批
判
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
、
哲
学
的
現
象
 学
 と
宗
教
現
象
学
と
の
よ
り
本
格
的
な
接
続
や
結
合
へ
 
の
 動
向
が
現
れ
る
こ
と
 

を
 期
待
し
つ
つ
、
そ
の
刺
激
 剤
 と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
 の
も
の
で
あ
る
。
 

  



こ
こ
で
、
構
造
が
理
念
型
的
形
成
物
で
あ
る
と
言
う
の
 は
 、
構
造
が
歴
史
の
中
に
は
実
在
し
な
い
と
か
、
歴
史
 
的
 現
実
が
構
造
化
す
 

る
た
め
に
は
理
念
型
的
操
作
が
必
要
で
あ
る
な
ど
の
こ
 と
を
言
 う
 の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
 構
造
は
ま
だ
そ
れ
が
 気
 

付
か
れ
て
い
な
い
も
の
か
ら
す
で
に
広
く
確
認
さ
れ
て
 
い
る
も
の
ま
で
様
々
な
段
階
に
お
い
て
、
歴
史
的
 
現
 実
で
あ
る
と
考
え
て
い
 

る
 。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
「
実
在
の
構
造
」
に
た
い
し
て
 
「
理
念
型
と
し
て
の
構
造
」
（
概
念
化
さ
れ
た
実
在
の
 構
 と
し
を
対
置
し
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
構
造
論
が
よ
り
明
瞭
に
 な
る
と
考
え
て
い
る
が
、
以
下
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
後
 者
に
つ
い
て
の
み
論
じ
 

る
 。
 

さ
て
、
理
念
型
と
し
て
の
構
造
は
理
念
型
一
般
の
特
徴
 を
 共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
 
な
点
は
次
の
よ
う
な
 

 
 

、
現
実
の
事
物
を
そ
の
ま
ま
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
 
特
定
観
占
か
ら
把
握
す
る
も
 

 
 

造
 

%
 
 
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
認
識
者
が
、
当
該
事
物
を
 

一
般
的
な
性
格
を
も
っ
な
ん
ら
か
の
意
味
の
観
点
か
 
ら
 見
る
と
い
う
こ
と
に
始
ま
 

 
 
 
 

お
り
、
当
該
事
物
を
そ
の
よ
う
な
観
点
に
し
た
が
っ
 

て
一
面
的
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
 そ
 こ
で
は
特
定
観
点
か
ら
し
て
 

 
 

 
 

が
 起
こ
っ
て
い
る
。
理
念
型
と
し
て
の
構
造
に
お
い
て
 も
 同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
 観
 

%
 
 点
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
一
の
事
物
に
 
つ
い
て
も
観
点
が
異
な
れ
ば
異
な
る
構
造
を
見
出
す
こ
 と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
   

史
の
錯
綜
か
ら
「
少
な
く
と
も
相
対
的
に
安
定
し
て
い
 

る
 構
造
の
支
配
的
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
 

と
評
し
て
い
る
こ
 

念
型
 的
形
成
 切
 と
し
て
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
 、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
理
念
型
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
次
の
 
よ
う
な
言
葉
は
 、
 右
の
 

レ
 ヴ
ィ
 
"
 ス
ト
ロ
ー
ス
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
 す
 な
ね
 ち
、
理
念
型
は
「
経
験
的
な
現
実
で
は
な
く
ま
た
 経
験
的
な
現
実
を
模
写
 

一
 
3
 一
 

す
る
の
で
も
な
く
、
思
考
に
よ
っ
て
現
実
を
妥
当
な
仕
 方
で
秩
序
だ
て
る
こ
と
を
許
す
よ
う
な
概
念
」
で
あ
る
 
。
そ
し
て
、
ア
ナ
ー
ル
 

派
 構
造
史
の
歴
史
家
バ
ラ
ク
ラ
フ
は
構
造
が
理
念
型
で
 
あ
る
と
の
見
方
に
接
近
し
つ
つ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
理
念
 
型
の
根
本
的
目
的
は
歴
 



豪
的
把
握
の
構
造
論
」
が
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の
 

エ
 ー
バ
ー
・
カ
ン
ト
的
な
主
観
主
義
的
構
成
主
義
で
あ
 る
と
舌
口
わ
れ
る
 
ム
 
Ⅲ
も
し
れ
な
い
。
た
し
 ム
 
か
に
 
卜
 そ
う
な
 か
り
 

は
 、
現
実
の
根
本
的
関
係
を
把
握
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
 
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
比
較
 

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
 

基
本
的
に
は
概
念
形
成
に
お
け
る
普
遍
的
な
事
実
を
 
=
 
二
口
 
っ
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
 い
 か
な
る
構
造
分
析
を
 

行
う
場
合
で
も
実
在
の
構
造
と
理
念
型
と
し
て
の
構
造
 
の
間
を
往
復
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
だ
か
ら
で
 あ
る
。
そ
の
場
 ム
ロ
、
わ
 

れ
わ
れ
が
用
い
る
構
造
概
念
が
実
在
の
構
造
を
そ
の
ま
 
ま
 捉
え
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
素
朴
な
実
証
主
義
 
な
い
し
客
観
正
義
に
陥
 

り
 、
他
方
、
構
造
は
思
考
上
の
構
成
切
（
概
念
）
で
し
 
か
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
主
観
正
義
的
な
い
し
観
念
論
 的
な
構
成
主
義
に
陥
る
 

こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
ほ
と
ん
ど
の
学
問
的
構
造
論
は
 
こ
の
両
極
端
を
避
け
て
そ
の
中
間
の
ど
こ
か
に
位
置
す
 る
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
 

わ
れ
も
ま
た
中
間
の
道
を
選
び
、
あ
く
ま
で
構
造
分
析
 
に
お
け
る
構
造
は
実
在
の
構
造
に
対
応
し
た
理
念
型
 と
 し
て
の
構
造
で
あ
る
、
 

と
 舌
口
 
ぅ
 の
で
あ
る
。
 

構
造
分
析
に
お
け
る
構
造
概
念
が
こ
の
よ
う
に
観
点
に
 左
右
さ
れ
る
抽
象
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
 
デ
ィ
ル
タ
イ
が
十
分
 

に
 述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
著
作
に
お
い
て
 
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
構
造
へ
の
到
達
を
大
略
次
の
よ
う
に
 
述
べ
て
い
る
「
 対
 

１
分
離
 ｜
 関
連
 ｜
 解
明
 ｜
 模
写
１
表
現
」
と
い
う
一
連
 0
 基
本
的
な
「
思
考
機
能
」
の
遂
行
か
ら
成
る
。
そ
し
 
て
こ
の
よ
う
な
対
象
的
 

把
握
は
概
念
的
思
考
へ
と
次
第
に
移
行
す
る
。
ま
た
 
構
 造
の
把
握
も
こ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生
じ
る
。
構
造
と
は
 
「
全
体
と
そ
の
部
分
と
 

の
 論
理
的
な
関
係
」
で
あ
る
が
、
そ
の
把
握
が
可
能
と
 な
る
の
は
、
分
離
さ
れ
て
い
る
諸
部
分
や
諸
要
素
を
あ
 
る
 関
係
性
に
も
と
づ
い
 

  
そ す 
め る 
都 場   
の で   

観も 占 、 
  
か あ 
ら る 

新 い 
た は 
に す 
構 で 
成 もこ 

さ 明 
れ 瞭 
た で 
モ あ 
デ る 
ル 構 
な 遣 

の む 
で 改 
あ の 
る て 
  吟 

こ 床   
よ " ム 百冊 

う じ 

ほ ろ 

場合 観 「 
点 で 
か も ら 
め そ 

構 れ 
成 ら 

」 実 
を 在 
強 め 
調 構 
す 造 
る に 
ブ し ナ @ Ⅰ 

と り 
は し 

ウ て 

(440) 

同
一
の
構
造
の
理
念
型
で
も
観
点
が
異
な
れ
ば
、
異
な
 
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
理
念
型
と
し
て
の
構
造
は
 、
 あ
る
事
物
か
ら
構
造
を
 

 
 



宗教現象学に ， 

ス 辰 て
 再
び
様
々
に
関
連
づ
け
結
合
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
思
考
 
の
 
「
 
統
 ム
コ
作
用
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 

作
 用
を
可
能
と
す
る
の
は
 

「
抽
象
化
」
と
い
う
思
考
能
力
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ル
 タ
イ
は
、
人
間
的
生
の
体
験
に
お
け
る
諸
構
造
を
「
 
生
の
作
用
連
関
」
と
し
 

て
 述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
「
 
歴
 史
家
の
対
象
の
観
点
に
応
じ
て
作
用
連
関
を
選
び
出
す
 
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
 選
 

択
の
原
理
」
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
 
構
造
を
取
り
出
す
か
は
歴
史
家
の
観
点
次
第
だ
と
い
う
 
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
よ
り
包
括
的
な
認
識
論
の
 中
で
構
造
的
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
 
、
そ
こ
で
生
じ
る
 あ
 

る
 決
定
的
な
事
態
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
関
心
を
持
ち
、
 
そ
 れ
を
理
念
型
論
と
し
て
述
べ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
 
そ
 れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
 

「
抽
象
化
」
と
い
っ
て
い
る
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
事
物
 の
 構
造
を
抽
象
す
る
こ
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
に
舌
口
 
え
 ば
 理
念
型
と
し
て
の
 構
 

造
を
構
成
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
 
こ
 の
よ
う
な
抽
象
化
や
理
念
型
化
と
い
う
事
態
の
も
 う
一
 つ
め
 原
理
的
解
明
は
 、
 

フ
ッ
 ザ
ー
ル
の
イ
デ
ア
チ
オ
ン
（
理
念
化
、
理
念
 視
一
 Ⅰ
 
口
の
 
a
t
@
o
 

コ
 論
で
あ
る
。
 

 
 

フ
ッ
 ザ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
純
粋
概
念
な
い
し
本
質
概
念
 を
 獲
得
す
る
に
は
経
験
的
な
比
較
だ
け
で
は
不
十
分
 
」
で
あ
る
。
た
と
え
 

ば
 、
わ
れ
わ
れ
が
 机
 一
般
の
本
質
概
念
を
把
握
す
る
た
 め
に
は
、
特
定
の
机
の
経
験
的
所
与
か
ら
偶
然
的
な
要
 素
を
除
去
す
る
必
要
が
 

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
特
定
の
机
に
つ
い
て
「
自
由
 
変
更
」
の
操
作
に
よ
っ
て
、
そ
の
材
質
、
大
き
さ
、
 
形
 、
色
な
ど
の
諸
属
性
 

 
 

、
最
終
的
に
も
は
や
そ
れ
以
上
に
は
変
更
・
捨
象
さ
れ
 
え
な
い
 机
 一
般
の
純
粋
可
能
 

ぬ
性
 す
な
わ
ち
机
の
本
質
 
杭
 な
る
も
の
 一
 が
観
取
 さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
に
本
質
観
取
に
必
要
な
自
 由
な
 想
像
力
は
、
具
体
的
な
 

 
 
 
 

ぉ
 

Ⅱ
史
的
事
物
で
は
な
い
対
象
（
た
と
え
ば
論
理
的
 関
係
な
ど
一
に
つ
い
て
本
質
観
取
が
行
わ
れ
る
場
合
に
 
億
 
一
層
必
要
な
も
の
と
な
 

w
 。
そ
れ
ゆ
え
 フ
ッ
 ザ
ー
ル
は
、
そ
こ
で
は
「
自
由
 想
 像
 が
知
覚
に
た
い
し
て
優
位
を
占
め
る
」
と
舌
口
 
う
 。
 ま
 た
は
「
 範
鴫
的
 直
観
」
 

（
も
し
く
は
「
想
像
的
直
観
 

ヒ
の
 優
位
で
あ
る
。
こ
れ
 に
た
い
し
て
、
具
体
的
な
存
在
 物
 
（
個
物
一
に
つ
い
て
 
の
 
「
感
性
的
直
観
」
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        ち ち 個 が 

目っ 構造 。 あらゆ「物理 j メレ 構造 カオ ゴこ 全 の 詣 

そ 約 6 口 を く 休 部 は 
0 世 世 i ゲ 結 均 分 諸 二 

ぅ な のの ポ 、 
  

び 
類 
型 

で 詑忍 議、 
  

      
物 

    
界     

ら む シ い 、こ 造に述べよう ナ し 

た お な こ 

。 い 構 と たるま の舌口業 む ⅡⅥ ら タ七ル ユ す て 造 で 

は と ト で な 分 を あ 
そ も は 、 わ か 一 る 

史 セ 事 ィ 

的 ス 物 ル こ 

地 に の タ の 
平 よ 概 イ よ 

は っ 念 約 う 

お て 化 構 な 
け 歴 の 造 イ 

る 史 墓 誌 デ 
美 的 確 や ア 
存 な 的 ウ チ 
の 実 な エ オ 
構 在 プ l ン 
造 の ロ バ 論 
が 構 セ l は 
解 造 ス 的   
釈 は が 理 フ 

学理看 的念わ 念ッ 型サ 
地 理 れ 論 l 
平 と て と か 
へ し い は 的 
と て る 簡 現 
移 の と 単 象 

さ れ造う 構いに 同に 学 
る へ 点 列 お 
こ と は に け 
と 変 共 論 る 

を 彩 通 じ 現 

宋学的 意味ししてい・縮減 ること 

皿燥几 て Ⅱ ト 皿込 ・ る。 はで 

6 元 構 き の 
。 さ 道 な 中 

れ るっ に い咳 。 的   
で て か 業 

  
し こ に し 

て の お た 
そ よ い が 

れ う て っ て プょ、｜ 、 な 歴史 
暦 ロ 的 デ 

の
場
合
は
、
知
覚
が
想
像
に
た
い
し
て
優
位
を
占
め
る
  
 

 
 



宗教現象学における 構造分析 

系 メ ス く こ し れ 
に意い臼 よ 味 」、 りと的のるす 一 

  点 な そ は は メ り ュ し 
に メ の 「 壊 ロ 金 タ た 

構 彩 む さ あ 際 強 

の で ん に が 

ホ あ か は 

と べ を ム で シ に   っ 彼でロ ー し め どこ り 、 査デ示的造 しィし 機に 
『 ， て丁 一 

  
き め て も 

  
  である 相互 全体 ｜ 全体と ゲシ に こに含 

タ 

    

と 「 造 け ぅ 

」 払 
  

し 「 」 観 を 
の的まらって 珊 くな、 理なに 区 。 な の 
問 」 で な ま 彼 含 も よ 別 もレし 0@@@ 口 こ斗 よ、 亦リ ら ブ 昔を変 、 ブつよ よい @@ 斗 

  



と て る Ⅰ そ ィ あ て を つ む ゲ 心 

理
学
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
一
に
お
い
て
も
現
象
学
 
的
 本
質
直
観
が
す
で
に
不
十
分
な
が
ら
も
行
わ
れ
て
お
 
り
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
 

シ
ュ
タ
ル
ト
把
握
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
 
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
験
科
学
と
現
象
学
に
は
通
底
 
す
る
も
の
が
あ
り
、
 

い
 し
す
で
に
架
橋
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
 
こ
 れ
は
宗
教
史
と
宗
教
現
象
学
と
の
内
的
関
連
を
考
え
て
 
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
 

て
 極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
 
ぺ
ッ
タ
 ツ
ォ
ー
二
の
「
宗
教
現
象
学
は
宗
教
史
の
深
い
理
解
で
 
あ
る
」
と
い
う
舌
口
業
 

引
き
つ
ョ
 
%
 べ
た
よ
う
に
 
-
6
-
 

1
 
 

、
 両
者
の
間
の
連
続
性
を
認
 め
て
お
り
宗
教
史
的
認
識
は
す
で
に
萌
芽
的
に
宗
教
理
 
宋
学
的
認
識
を
行
っ
 

い
る
と
考
え
て
い
る
。
宗
教
現
象
学
は
宗
教
史
的
認
識
 
の
そ
の
隠
さ
れ
た
も
の
を
顕
在
化
さ
せ
る
作
業
で
あ
る
 と
 考
え
て
い
る
の
で
 

る
 。
無
論
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
現
象
学
を
広
い
意
 味
 で
の
経
験
科
学
と
舌
口
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
に
、
諸
部
分
が
き
わ
め
て
緊
密
な
関
係
で
結
び
っ
 
い
た
一
個
の
全
体
と
し
て
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
考
え
る
 場
合
（
先
の
メ
ロ
デ
 

１
 0
 例
 一
 
、
宗
教
現
象
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
ゲ
シ
ュ
タ
 
ル
ト
 か
ら
一
度
は
徹
底
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

れ
が
 ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
そ
の
も
の
の
要
求
で
あ
る
。
 
例
え
 ば
 、
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ッ
プ
に
よ
る
周
知
の
儀
礼
の
 
構
造
（
「
分
離
Ⅰ
移
行
 

 
 

ム
 口
俸
」
一
 

-
 
，
 
-
1
 
 

や
、
フ
レ
ー
カ
ー
の
宗
教
的
発
展
の
エ
ン
テ
 
レ
 キ
ー
の
構
造
（
「
創
始
者
し
飛
躍
 丁
 硬
直
化
Ⅰ
改
革
 者
ヒ
 
そ
の
他
 い
 か
な
 

構
造
で
も
、
そ
の
よ
う
な
緊
密
な
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
で
あ
 
る
と
す
れ
ば
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
を
一
個
の
完
結
し
 た
 メ
ロ
デ
ィ
ー
 と
し
 

考
え
る
な
ら
ば
そ
の
中
で
の
個
々
の
行
為
や
出
来
 事
は
諸
個
人
の
意
図
や
体
験
や
、
あ
る
い
は
外
的
社
会
 
的
 環
境
や
文
脈
等
々
 

の
 関
係
か
ら
で
は
な
く
、
ま
ず
第
一
に
は
、
そ
の
全
体
 
的
形
姿
な
い
し
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
の
関
係
か
ら
説
明
が
 
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
 

て ゲ 
、 ン よ 

ュ り 

タ 多   
h@ - 
@"  」 " 五 ， 己 、 

か 味 
ん 詮 

し 的 
て で 

さ は 
ら む 
@"  Ⅰ {     
つ 形、 
の 態     
と 的   
な で 

付 ホ 

- 口 一 一 l   
て ス 

お テ 
き ィ 

た ク 

い な 

  構 
そ 上 垣 、 

の 論 
一 が 
つ 述 
は べ 

ら 

メ れ   
ロ こ     
ポ 重 
ン 要 
テ で 
ィ あ 
l 3 
@ こ う よ 
  
て 
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-
 
あ
 -
 

題
は
 
「
行
動
の
構
造
」
で
は
提
起
し
た
だ
け
に
終
わ
っ
 た
と
舌
口
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
 ゲ
 シ
ュ
タ
ル
ト
論
に
よ
っ
 

 
 



 
 

、
構
造
分
析
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
分
析
と
し
て
、
 

志
 向
性
分
析
と
相
対
し
て
 

い
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
構
造
分
析
の
そ
の
よ
う
な
 

徹
 底
 化
を
吟
味
し
相
対
化
も
す
る
に
違
い
な
い
分
析
で
あ
 

る
 。
 

構
造
の
把
握
と
と
も
に
類
型
が
成
立
す
る
。
歴
史
的
 

現
 象
を
構
造
と
し
て
と
ら
え
つ
つ
一
般
的
抽
象
的
な
も
の
 

へ
と
上
昇
す
る
と
、
 

そ
の
必
然
的
な
一
帰
結
は
類
型
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
類
 

理
論
と
は
諸
事
物
に
そ
く
し
て
把
握
さ
れ
た
諸
構
造
の
 

系
統
的
な
グ
ル
ー
ピ
ン
 

グ
 以
外
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
無
論
、
類
型
は
 

単
純
な
指
標
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
の
結
果
で
も
あ
 

り
 、
分
類
さ
れ
た
そ
の
 

個
々
の
項
が
類
型
 

類
と
 種
差
に
よ
る
類
型
で
 あ
る
。
こ
の
場
合
も
 
、
 個
々
の
類
型
は
 
、
 他
に
は
な
い
 構
造
が
あ
る
か
ら
こ
そ
 

一
個
の
独
立
し
た
類
型
を
成
せ
る
の
で
あ
る
。
 

宗
教
現
象
学
に
お
い
て
も
各
種
の
類
型
論
が
行
わ
れ
て
 

き
た
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
類
型
が
自
由
な
観
点
 

設
 定
 に
よ
る
理
念
型
的
 

な
 構
造
把
握
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
 
い
 な
 い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
現
象
学
的
類
型
論
へ
の
誤
っ
た
 

批
判
が
後
を
絶
た
な
い
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
文
脈
に
好
都
合
な
一
例
 

 
 

も
の
が
あ
る
と
し
、
 
そ
 

の
 最
後
の
も
の
を
現
象
学
的
類
型
論
と
し
て
否
定
す
る
 

。
そ
れ
ら
三
種
類
の
類
型
と
は
、
宗
教
史
上
の
諸
現
象
 

0
 分
類
か
ら
生
じ
た
 
諸
 

類
型
（
経
験
的
べ
 ー
 ス
に
も
と
づ
く
類
型
と
も
言
う
）
 

、
理
論
的
体
系
化
の
た
め
の
抽
象
的
か
っ
規
範
的
 
原
 理
と
 舌
口
う
べ
き
諸
類
型
 

 
 

強
的
な
も
の
（
対
象
）
と
超
越
論
的
な
も
の
（
分
析
者
 

）
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
 

ぬ
の
 諸
類
型
（
思
弁
的
な
比
較
宗
教
学
の
特
殊
な
 

認
 議
論
的
方
法
と
し
て
の
類
型
と
も
舌
口
 

ぅ
 ）
で
あ
る
。
 そ
 し
て
、
こ
の
最
後
の
も
の
に
 

 
 

お
 
つ
い
て
ビ
ー
ツ
ァ
エ
ス
は
、
従
来
の
宗
教
現
象
学
 

に
お
け
る
こ
の
類
型
論
は
、
類
型
論
と
現
象
学
を
一
体
 

化
さ
せ
つ
つ
経
験
的
研
究
の
 

 
 

 
 

は
 、
そ
こ
で
の
「
媒
介
」
は
宗
教
的
対
象
へ
の
信
奉
を
 

研
究
者
に
も
求
め
る
よ
う
な
 

象
頁
 

%
 
 要
請
を
含
ん
で
 い
 る
と
の
批
判
で
あ
る
。
だ
が
こ
 
れ
 に
た
い
し
て
ク
リ
ム
カ
イ
ト
は
反
論
し
、
類
型
の
認
 

試
論
的
な
媒
介
機
能
を
重
視
   



ッ
 サ
ー
ル
の
イ
デ
ア
的
超
越
論
的
現
象
学
の
立
場
か
ら
 す
れ
ば
た
し
か
に
筋
の
通
っ
た
経
験
科
学
批
判
で
あ
ろ
 
ぅ
 。
だ
が
そ
の
よ
 

現
象
学
と
は
異
な
る
、
具
体
的
な
歴
史
的
現
象
（
た
る
 
宗
教
現
象
 一
 を
扱
う
現
象
学
 
｜
 諸経
験
科
学
に
た
い
 し
て
は
現
象
学
 と
 

批
判
的
に
対
 時
 し
っ
 っ
 も
、
哲
学
的
現
象
学
に
た
 い
し
 て
は
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
現
象
性
の
把
握
な
い
し
 本
 質
 把
握
を
行
う
と
 

の
 、
よ
り
広
い
意
味
に
お
け
る
経
験
科
学
と
し
て
の
 
現
 宋
学
、
す
な
わ
ち
宗
教
現
象
学
に
は
ま
た
別
の
立
 場
 が
あ
る
と
言
わ
 う

 な
 

し
て
 

こ
ろ
 

ね
ば
 

者
を
認
識
論
的
に
媒
介
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
ど
う
し
 
て
 前
二
 

正
し
く
理
解
さ
れ
た
第
三
の
類
型
こ
そ
が
基
本
で
あ
る
 
。
そ
し
 

成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
類
型
形
成
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
 と
ノ
 ン
 シ
ン
 

な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
 
す
る
こ
 

オ
ン
に
つ
い
て
 引
 m
 し
た
、
比
較
法
を
不
十
分
だ
と
す
 る
 彼
の
 

質
的
な
も
の
に
到
達
す
る
に
は
比
較
で
は
な
く
前
述
の
 
よ
う
な
 

の
 比
較
か
ら
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
共
通
性
を
抽
出
（
 帰
 納
 ）
 す
 

に
は
厳
密
に
は
な
お
も
偶
然
性
や
現
実
性
が
付
着
し
て
 
い
る
か
 

経
験
的
一
般
性
は
、
あ
く
ま
で
も
近
似
的
に
本
質
性
 
へ
 と
 接
近
 者

の
類
型
が
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
と
問
い
た
い
。
 
し
た
が
っ
て
 、
 

て
そ
れ
は
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
理
念
型
的
な
構
造
 把
 握
 と
相
即
的
に
 

グ
 に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
類
型
理
解
の
根
幹
に
か
か
わ
る
 よ
う
，
な
発
豊
ロ
 
が
 

と
に
し
た
い
。
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
 
先
に
イ
デ
ア
 チ
 

舌
口
業
で
あ
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
構
造
に
せ
よ
類
型
に
 せ
よ
純
粋
に
本
 

イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
 
、
多
数
の
現
象
 

る
と
い
う
仕
方
は
、
経
験
的
一
般
性
に
到
達
で
き
る
に
 
す
ぎ
ず
、
そ
こ
 

ら
に
は
真
の
純
粋
本
質
性
に
は
到
達
で
き
な
い
と
言
う
 
。
そ
の
よ
う
な
 

-
 
リ
 -
 

し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
 
る
 。
こ
れ
は
 フ
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

ち
も
そ
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
媒
介
を
考
え
て
は
い
な
 い
 

と
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
を
し
て
舌
口
わ
し
 め
れ
ば
、
対
象
と
分
析
 

ン す   
的 き 

認 だ 

と 主張 載 論的 

な し 
媒 た   
で ま 

あ た 
r)@ -   
経 ド 

験 ル 

世 フ 
界   

入う 
間 一 ト 

  
（ 平 一 申 きな 

め が 

直 ら 

接 ） 
的 経 
な 験 
媒 酌   
で も   
な と 

く 超 
  越 

徒 論、 

  
  
現 の 
象 媒 
学 介 
者 は 
た カ 

  



な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
こ
こ
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
的
現
象
学
 
と
 宗
教
現
象
学
と
の
決
定
的
な
相
違
が
現
れ
て
い
る
。
 
宗
教
現
象
学
に
お
い
て
 

は
 
「
本
質
」
や
「
本
質
直
観
」
や
「
エ
ポ
ケ
ー
」
等
々
 の
す
べ
て
が
フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
 ゐ
ホ
 
教
 現
象
学
は
「
一
つ
の
 

宗
教
し
か
知
ら
な
い
者
は
宗
教
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
 
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
た
よ
う
 に
 、
基
本
的
に
比
較
の
 

作
業
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
極
端
に
言
え
ば
、
 
そ
こ
で
は
、
た
と
え
わ
ず
か
に
二
つ
の
宗
教
現
象
の
比
 
較
 で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
 

な
 行
う
こ
と
か
ら
宗
教
現
象
学
的
な
宗
教
理
解
が
生
じ
 
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
到
達
し
う
る
も
 
の
は
構
造
に
せ
よ
類
型
 

り
 、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
歴
史
的
な
宗
教
現
象
の
「
本
質
 

に
 せ
 よ
 、
た
し
か
に
経
験
的
一
般
性
で
あ
り
理
念
 

」
な
の
で
あ
る
 

型
師
構
成
と
し
て
も
こ
の
点
は
同
じ
で
あ
る
し
た
 が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
 

的
な
純
粋
本
質
で
は
な
い
。
だ
が
、
（
広
義
の
 一
 経
験
 科
学
と
し
て
の
宗
教
現
象
学
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
 
決
 +
 
疋
 的
に
重
要
な
も
の
で
あ
 

 
 

か
く
し
て
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
類
型
の
把
握
は
 

 
 

し
か
し
、
イ
デ
ア
 チ
 

オ
ン
と
も
ま
っ
た
く
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 
ど
こ
ろ
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
客
観
的
な
「
共
通
性
」
を
 
帰
納
す
る
ほ
ど
に
十
分
 

な
 数
の
現
象
を
比
較
す
る
こ
と
な
ど
は
出
来
な
い
の
で
 
あ
り
、
そ
の
点
は
た
え
ず
イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
よ
っ
て
 
補
 な
わ
れ
て
き
た
の
で
は
 

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
 
指
 摘
は
 
「
比
較
宗
教
学
か
ら
宗
教
現
象
学
へ
」
と
い
う
 常
 套
語
に
安
住
し
て
き
た
 

 
 

く
 突
く
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
宗
教
現
象
学
的
類
型
 
把
握
は
比
較
と
イ
デ
ア
チ
オ
 

%
 
 ン
の
 双
方
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
こ
の
イ
デ
ア
 
チ
オ
ン
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
純
粋
本
質
に
 到
達
し
う
る
と
の
自
負
を
持
 

 
 
 
 

曲
 

た
な
れ
、
経
験
科
学
的
な
イ
デ
ア
チ
オ
ン
で
あ
る
 
。
こ
の
イ
デ
ア
チ
オ
ン
は
比
較
の
助
け
を
借
り
る
。
 
こ
 こ
で
は
、
比
較
 法
と
 イ
デ
ア
 

 
 

 
 

わ
れ
る
。
イ
デ
ア
チ
オ
ン
を
遂
行
す
る
想
像
力
に
も
、
 
比
較
と
い
う
思
考
が
絶
え
ず
 

 
 

趨
 

流
入
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
様
々
な
知
見
に
 
よ
っ
て
幾
分
か
で
も
諸
事
物
や
諸
要
素
を
比
較
し
う
る
 と
い
う
こ
と
が
そ
の
想
像
力
   



 
 

を
 支
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 
ま
 た
 や
や
議
論
が
発
展
す
る
が
、
さ
ら
に
別
の
占
に
っ
 
ぃ
 て
 言
う
な
ら
ば
、
比
較
 

す
る
と
い
う
認
識
的
態
度
が
す
で
に
現
象
学
的
態
度
そ
 
の
も
の
な
の
で
あ
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
 比
 較
は
現
象
学
的
 エ
ポ
ケ
 

｜
 な
し
に
は
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 古
 典
的
 宗
教
現
象
学
は
 エ
 ポ
ケ
ー
を
宗
教
現
象
に
つ
い
て
 の
 価
値
的
評
価
を
控
え
 

 
 

る
こ
と
と
し
て
遂
行
し
て
き
た
。
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
 的
 エ
ポ
ケ
ー
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
広
い
意
味
で
の
 現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
の
 

一
種
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
 エ
 ポ
 ケ
ー
に
よ
っ
て
の
み
、
価
値
中
立
的
で
あ
る
こ
と
（
 
完
壁
に
そ
う
で
あ
る
こ
 

と
は
出
来
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
目
指
す
こ
と
）
が
 
可
能
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
価
値
中
立
的
な
比
較
 
も
 可
能
と
な
る
の
で
あ
 

る
 。
つ
ま
り
、
エ
ポ
ケ
ー
は
比
較
の
前
提
で
あ
り
 
エ
ポ
 ケ
ー
は
真
の
比
較
を
目
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
 
や
は
り
、
「
エ
ポ
ケ
ー
に
 

 
 

も
と
づ
く
比
較
 法
 」
は
宗
教
現
象
学
の
最
も
重
要
な
基
 礎
 で
あ
る
。
結
論
的
に
も
う
一
度
言
え
ば
、
類
型
の
把
 握
 の
た
め
に
は
比
較
 法
 

と
 イ
デ
ア
チ
オ
ン
が
ど
ち
ら
も
必
要
で
あ
り
、
わ
れ
わ
 
れ
は
相
互
に
浸
透
し
あ
っ
た
こ
の
二
つ
の
作
業
を
相
即
 
的
に
待
つ
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
不
可
欠
な
内
容
と
し
て
 
類
型
の
理
念
型
的
把
握
の
中
に
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
 
 
 

次
に
、
メ
ン
シ
ン
グ
が
述
べ
た
類
型
論
で
あ
る
。
こ
れ
 
は
 重
要
な
発
言
 ロ
 と
い
う
よ
り
も
基
本
的
な
ミ
ス
を
犯
し
 た
 例
で
あ
る
。
し
か
 

し
こ
う
し
た
こ
と
は
ま
ま
起
こ
り
 ぅ
 る
こ
と
で
あ
る
か
 ら
 、
そ
の
意
味
で
重
要
な
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
 
い
 。
 ノ
 ン
シ
ン
ク
は
「
類
型
 

的
 」
と
い
う
と
き
わ
れ
わ
れ
は
（
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 
ハ
 ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
）
「
類
型
的
共
通
性
」
と
「
 類
型
的
唯
一
性
」
を
 同
 

-
 
Ⅱ
 -
 

時
に
見
て
い
る
と
言
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
後
 
者
で
あ
る
。
メ
ン
シ
ン
グ
は
、
「
類
型
的
唯
一
性
」
に
 よ
る
類
型
論
は
個
々
の
 

宗
教
を
一
義
的
に
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
類
型
論
だ
と
す
 
る
 。
そ
し
て
、
「
衝
動
と
形
態
の
宗
教
」
（
ギ
リ
シ
ア
 
人
 の
 宗
教
Ⅰ
「
目
的
実
現
 

の
 宗
教
」
（
ロ
ー
マ
人
の
宗
教
）
、
「
永
遠
の
生
の
宗
教
」
 

三
 ジ
プ
ト
人
の
宗
教
）
等
々
を
基
本
的
な
宗
教
類
型
 
と
し
て
提
示
し
た
の
で
 

あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
 は
 
「
類
型
的
唯
一
性
 」
の
誤
解
に
も
と
づ
い
た
と
こ
ろ
の
誤
っ
た
類
型
論
で
 
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 

  



宗教 

一
性
 」
は
そ
の
内
容
が
担
わ
れ
る
仕
方
に
か
か
わ
る
と
 

い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
類
型
の
こ
れ
ら
二
大
 

側
面
は
一
個
の
宗
教
を
 

，
 

の
そ
れ
自
体
は
無
論
「
共
通
性
」
で
あ
る
が
、
 た
 
だ
 、
そ
れ
が
実
際
に
個
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
そ
 の
 仕
方
は
そ
の
個
体
に
独
特
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

が
っ
て
、
「
類
型
的
共
通
性
」
は
類
型
的
な
も
の
の
 内
 容
 に
か
か
わ
り
、
「
類
型
的
 
唯
 

 
 

  る 構造分析 

と
か
、
「
イ
デ
ー
化
に
よ
っ
て
個
別
者
の
う
ち
に
一
般
 

者
を
、
経
験
的
表
象
の
う
ち
に
概
念
を
、
直
観
的
に
 

把
 損
 す
る
能
力
」
 一
 
フ
ッ
 サ
 

な
ど
の
言
葉
で
い
わ
れ
て
い
る
事
態
か
ら
生
じ
 
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
々
の
個
体
に
お
い
て
 

見
 出
さ
れ
る
類
型
的
な
も
 

で
は
「
類
型
的
唯
一
性
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
 れ
は
、
 目
 偶
然
的
な
も
の
」
を
排
除
し
ょ
う
と
考
え
て
 

 
 

さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
構
成
の
お
こ
な
わ
れ
る
 

場
 所
 と
い
う
の
は
、
や
は
り
ま
さ
し
く
歴
史
的
な
個
体
で
 

あ
る
」
 ラ
エ
 ー
バ
 上
 

こ
の
類
型
論
は
先
の
二
つ
の
類
型
把
握
の
仕
方
の
ど
ち
 ら
を
も
行
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
行
い
え
 な
 い
 の
で
あ
る
。
 例
え
 

ば
 、
ギ
リ
シ
ア
宗
教
が
「
衝
動
と
形
態
の
宗
教
」
で
あ
 
る
と
い
う
こ
と
は
他
の
い
ず
れ
か
の
宗
教
と
比
較
し
つ
 
つ
 、
あ
く
ま
で
相
対
的
 

に
そ
う
舌
口
え
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
場
 
ム
ロ
 
、
そ
の
比
較
は
二
つ
の
「
 &
 
示
教
」
と
い
う
総
体
 丁
 ）
 
ほ
 つ
い
て
の
網
羅
的
な
 

知
識
が
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
か
ら
に
は
、
き
わ
め
て
 
王
 観
 的
か
つ
 窓
意
 的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
 
つ
 ま
り
、
個
々
の
宗
教
 総
 

体
 の
そ
の
よ
う
な
一
義
的
特
徴
づ
け
は
き
わ
め
て
印
象
 主
義
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
学
問
的
な
類
型
 
と
は
な
り
得
な
い
の
で
 

あ
る
（
日
常
的
会
話
で
の
表
現
な
ら
ば
許
さ
れ
る
の
で
 あ
ろ
う
）
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
類
型
を
イ
デ
ア
チ
オ
ン
 に
よ
っ
て
得
る
こ
と
も
 

出
来
な
い
。
一
個
の
歴
史
的
宗
教
の
総
体
に
つ
い
て
の
 イ
デ
ア
チ
オ
ン
な
ど
は
無
理
で
あ
る
。
た
だ
可
能
な
こ
 
と
は
、
 幾
 ぼ
く
か
の
 知
 

識
と
幾
 ば
く
か
の
比
較
に
も
と
づ
い
て
当
該
宗
教
を
特
 徴
 づ
け
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
該
宗
教
に
っ
 
い
て
の
差
し
当
た
り
の
 

印
象
 像
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
 よ
う
な
類
型
は
対
象
に
か
ん
す
る
何
ら
か
の
限
定
の
欠
 如
 、
言
い
換
え
れ
 ば
、
 

「
観
点
の
欠
如
」
に
よ
っ
て
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 



以
下
で
は
、
解
釈
学
的
地
平
で
形
成
さ
れ
た
構
造
が
 
、
 つ
い
で
、
歴
史
的
地
平
へ
と
向
い
、
し
た
が
っ
て
 、
弁
 証
 法
的
地
平
を
形
成
 

し
っ
 っ
 、
弁
証
法
的
分
析
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
る
様
相
 
ほ
 つ
い
て
述
べ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
現
象
学
に
お
け
る
 構
造
分
析
の
基
本
で
あ
 

る
 。
 

弁
証
法
的
地
平
に
お
い
て
は
、
構
造
は
非
構
造
と
再
び
 
接
合
す
る
。
こ
れ
は
解
釈
学
的
地
平
か
ら
弁
証
法
的
地
 
平
 へ
と
移
さ
れ
た
 各
 

様
の
構
造
が
ど
う
し
て
も
置
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
不
変
 
の
ま
た
普
遍
的
な
構
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
 図
 と
地
」
 の
 関
係
と
し
て
い
う
こ
 

と
ネ
リ
 

@
 
Ⅰ
 て
き
よ
う
 

@
 
 
-
0
-
3
 
 

。
 解
釈
学
的
分
析
地
平
に
お
い
て
現
象
 
の
 構
造
を
取
り
出
す
こ
と
が
図
を
描
く
こ
と
だ
と
す
る
 
な
ら
、
そ
の
図
を
改
め
 

て
 再
び
地
 
一
 
非
情
せ
し
と
め
折
衝
に
置
く
こ
と
が
弁
証
 法
的
地
平
で
の
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
構
造
 
は
 検
証
さ
れ
、
ま
た
は
 

拡
大
・
変
更
さ
れ
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
放
棄
す
ら
 
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

歴
史
学
的
分
析
を
完
遂
す
る
も
の
と
し
て
の
弁
証
法
的
 分
析
を
述
べ
た
リ
ュ
ー
ゼ
ン
は
、
そ
れ
を
解
釈
学
的
 
分
 析
 
意
味
分
析
）
の
 

成
果
が
作
用
分
析
な
い
し
因
果
分
析
に
よ
っ
て
相
対
化
 
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
述
べ
て
し
た
ム
介
 

@
 、
、
 一
 
l
-
3
 

。
 
証
 法
的
分
析
は
 人
間
行
為
を
導
く
主
観
 

的
な
意
味
連
関
の
分
析
と
、
当
該
行
為
の
客
観
的
 諸
条
 件
の
分
析
と
を
相
互
に
関
連
づ
け
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 
当
該
行
為
は
単
な
る
 意
 

妹
分
析
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
、
ま
た
 
、
あ
る
意
味
で
は
行
為
者
自
身
に
よ
る
よ
り
も
よ
り
よ
 く
 理
解
さ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
し
か
し
そ
こ
で
は
両
分
析
の
相
互
批
判
も
生
じ
る
 。
ま
ず
作
用
分
析
は
意
味
分
析
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ
 
は
 典
型
的
に
は
「
イ
デ
 

オ
ロ
ギ
ー
批
判
」
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
事
者
の
意
味
 形
成
そ
の
も
の
に
お
け
る
客
観
的
物
質
的
利
生
口
状
況
に
 気
付
か
せ
る
こ
と
に
よ
 

一
義
的
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
と
は
全
く
関
係
の
な
い
こ
 と
で
あ
る
。
 

三
 

構
造
と
非
構
造
の
弁
証
法
 

  



宗教現象学にお @ 

の
 高
い
解
釈
学
的
形
成
切
 ｜
 

は
 
「
意
味
形
成
と
物
質
的
 
諸
久
 

な
ら
ば
、
「
分
離
Ⅰ
移
行
丁
合
 

る
 。
そ
し
て
、
当
該
現
象
に
お
け
る
主
観
的
な
も
の
を
 次
第
に
退
け
て
ゆ
き
（
当
事
者
自
身
に
 よ
 る
説
明
は
 カ
 ッ
コ
 に
入
れ
ら
れ
て
Ⅰ
 

言
葉
を
要
し
な
い
深
 い
 次
元
、
物
質
的
諸
関
係
を
ふ
ま
 え
た
「
人
間
世
界
の
時
間
的
変
化
の
深
 
い
 次
元
」
が
 開
 示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
意
味
分
析
も
作
用
分
析
を
批
判
す
る
。
行
為
者
 0
 玉
韻
性
へ
と
解
釈
学
的
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
解
釈
 学
的
分
析
は
作
用
分
析
 

の
 無
邪
気
な
事
実
性
へ
の
実
証
主
義
的
信
奉
を
批
判
す
 
る
 。
そ
れ
は
「
物
理
的
諸
条
件
の
客
観
主
義
的
イ
デ
オ
 
ロ
ギ
ー
」
批
判
と
も
い
 

ぅ
 べ
き
も
の
で
あ
る
。
解
釈
学
的
分
析
は
そ
れ
ら
の
 物
 理
的
 諸
関
係
そ
の
も
の
を
「
非
人
間
的
」
な
も
の
と
 
見
 な
す
。
そ
れ
ら
諸
関
係
 

は
 当
事
者
に
よ
っ
て
意
味
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
は
じ
め
 
て
 
「
人
間
的
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
認
め
た
 と
き
に
は
じ
め
て
両
分
 

析
は
媒
介
さ
せ
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
こ
の
批
判
に
直
 面
し
て
作
用
分
析
は
動
揺
す
る
が
、
そ
の
動
揺
は
作
用
 
分
析
が
そ
れ
に
対
抗
す
 

る
た
め
に
さ
ら
に
見
出
そ
う
と
す
る
様
々
な
客
観
的
 諸
 作
用
そ
の
も
の
を
（
解
釈
学
的
な
仕
方
か
ら
学
ん
で
 
一
 自
ら
批
判
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
ま
で
は
お
さ
ま
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
て
 深
 里
思
味
 で
の
「
歴
史
的
」
 な
 思
考
は
、
客
観
的
な
諸
条
 件
の
沈
黙
の
暴
力
に
対
 

し
て
、
解
釈
学
的
に
意
味
分
析
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
当
事
 者
の
舌
口
業
を
も
っ
て
対
抗
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 弁
証
法
か
ら
成
る
も
の
 

が
、
 新
た
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
「
作
用
分
 析
 的
に
推
論
さ
れ
た
歴
史
的
経
験
の
解
釈
学
的
な
深
い
 次
元
」
で
あ
る
。
 

 
 

歴
史
学
的
弁
証
法
を
べ
 ー
 ス
と
し
つ
つ
、
歴
史
的
 現
 義
学
の
弁
証
法
的
分
析
が
あ
 

 
 

二
色
 

ぬ
る
。
両
者
の
相
違
は
、
た
だ
、
現
象
学
的
弁
証
法
 にお
い
て
は
弁
証
法
の
内
圧
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
そ
れ
は
よ
り
抽
象
 度
 

 
 

l
,
 
」
こ
で
は
「
構
造
」
を
歴
史
的
地
平
に
持
ち
込
 む
か
ら
で
あ
る
。
「
構
造
と
非
構
造
」
の
弁
証
法
 

不
仲
」
の
弁
証
法
よ
り
も
よ
り
強
い
緊
張
を
は
ら
む
も
 の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
例
で
い
う
 

体
 」
と
い
う
儀
礼
の
構
造
を
改
め
て
具
体
的
な
儀
礼
の
 
遂
行
に
即
し
て
検
証
・
修
正
・
拡
大
し
よ
う
と
 

  

  

も
っ
ぱ
ら
当
事
者
の
舌
口
業
に
依
拠
し
て
当
事
者
の
意
味
 
形
成
の
解
明
を
行
う
よ
う
な
解
釈
学
的
分
析
に
た
い
し
 
て
は
警
生
口
を
 
発
す
 



素
 を
一
括
し
て
非
構
造
的
な
も
の
と
見
な
し
つ
つ
介
入
 
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
介
入
は
、
か
の
 
ム
 
立
証
 法
の
遂
行
の
た
め
で
あ
 

り
 、
そ
の
遂
行
を
通
し
て
儀
礼
と
い
う
現
象
を
よ
り
 
深
 く
 、
す
な
わ
ち
「
儀
礼
そ
の
も
の
」
と
し
て
把
握
す
る
 
た
め
で
あ
る
。
そ
の
 ょ
 

 
 

う
な
事
態
に
実
証
「
主
義
」
的
な
宗
教
史
家
は
歴
史
の
 過
度
の
理
論
化
の
危
険
を
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
 
し
そ
う
で
は
な
い
宗
教
 

史
家
は
、
そ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
分
析
か
ら
自
己
の
歴
 史
学
的
分
析
を
啓
発
す
る
良
 
い
 刺
激
を
受
け
取
る
で
あ
 ろ
う
。
何
故
な
ら
、
 こ
 

の
 弁
証
法
は
、
宗
教
史
的
な
分
析
の
中
に
す
で
に
潜
ん
 
で
い
る
も
の
を
顕
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
創
造
的
思
考
の
 努
力
そ
の
も
の
に
 他
な
 

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
事
態
を
、
哲
学
的
現
象
 学
 で
は
ど
の
よ
う
に
解
明
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
こ
こ
で
は
「
弁
証
法
 

-
 
弘
 -
 

的
 現
象
学
」
を
主
張
し
て
い
る
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
に
 
任
 目
し
た
 い
 。
か
れ
も
ま
た
「
解
釈
学
的
地
平
」
を
言
 
い
 、
そ
れ
を
や
は
り
 イ
デ
 

ア
 チ
オ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
る
地
平
と
す
る
の
で
あ
る
が
 、
な
に
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
地
平
に
お
け
る
 
弁
 証
 法
的
「
対
話
」
を
 強
 

調
 す
る
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
イ
デ
ア
チ
オ
ン
 を
行
う
想
像
力
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
比
較
の
モ
メ
ン
 
ト
を
 強
調
し
た
が
、
 無
 

論
 、
比
較
は
対
話
に
通
じ
、
ま
た
 ム
 
左
証
法
に
通
じ
る
。
 ま
た
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、
弁
証
法
的
原
理
は
直
観
的
 
原
理
の
不
可
欠
な
補
完
 

で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
弁
証
法
的
作
業
に
は
、
「
偶
然
 的
な
地
平
」
（
わ
れ
わ
れ
の
言
 う
 歴
史
的
地
平
）
か
ら
 不
明
瞭
に
浮
き
出
た
も
 

の
 、
す
な
わ
ち
ま
だ
知
覚
一
酌
直
観
一
の
不
完
全
性
の
 付
着
し
た
も
の
を
是
正
す
る
た
め
の
、
比
較
、
訂
正
、
 
視
占
 変
更
な
ど
が
含
ま
 

れ
る
と
す
る
。
ま
た
こ
こ
で
の
 ム
ガ
証
法
は
 「
経
験
の
自
 黙
約
明
証
性
の
批
判
的
選
別
」
を
通
し
て
「
（
経
験
の
 ）
普
遍
的
か
つ
必
然
的
 

あ そ 
る の 
0 億 
で 礼 
あ が 

る 被   
換 て 

い 言す る 
れ 功 
ば 理 的 
そ な 
こ 市Ⅱ 

で 約 
は な 

ど 

角牢 @ こ 

釈 つ 
学 い 

的 て 
成 分 
異 折 
と す 
し る 

て 宗 
の 教 
か 史 
の 的 
構 分 
造 析 
が に 

  上ヒ 

具べ 体て 的 
な 署 し 儀   
遂 強 
@ T 一 了 い 

に 理 
お 論 

け 的 
る な   
の カ 
他 の 
0 丁 
要 に 

  

す
る
よ
う
な
歴
史
現
象
学
的
な
分
析
は
 、
 
同
じ
儀
礼
に
 つ
い
て
そ
の
実
際
の
場
所
や
 、
 
人
々
の
意
図
や
そ
の
 旦
 @
 体
的
な
効
果
 や
 、
ま
た
 

 
 

 
 



宗教現象 学 における構造分析 

萎 る へ 純 ソ 

と も の 粋 シ 
さ の 絶 意 ュ 

れ が 対 識 l 
る 一 的 の ル 

㍉ 種 な 絶 か 

  な に た 

のであ 「構造」 立 つの 問わず よって 

観 デ   にた あ る 念お 一フ 」 ダに とっ いし（こ 的な な う   
リ タ代 。 現物工、 と観 ロ 

  ス 王 は異議 しての の ブ ラ 粋 統 
を ト 情 理 義 
申 ン 造 ， 性 と 

立 主 な 一 は 

  

に こ あ の ね の ア て そ な 

一
正
一
 

諸
構
造
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
と
言
う
。
さ
ら
に
 
か
れ
は
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
「
止
揚
」
 
下
 u
f
 
プ
 の
す
の
 
コ
 に
依
拠
 し
 つ
つ
、
そ
の
三
つ
の
 

 
 

メ
ン
ト
、
す
な
 む
 ち
（
先
行
す
る
経
験
の
内
容
を
一
「
 皿
 一
助
に
す
る
 目
 
「
保
存
す
る
 六
 
「
高
め
る
」
こ
と
も
 
述
 べ
て
い
る
。
こ
う
し
 

、
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
が
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
 
歴
 

わ
れ
が
 言
 つ
め
は
構
造
や
類
型
を
歴
史
に
戻
そ
う
と
す
 史

的
地
平
か
ら
解
釈
学
的
地
平
へ
の
移
行
、
そ
こ
で
の
 

る
 場
合
の
弁
証
法
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
弁
証
法
は
お
 

理
念
型
形
成
、
 
ィ
デ
 

そ
ら
く
極
め
て
類
似
 

チ
オ
ン
と
比
較
を
経
て
の
構
造
や
類
型
の
把
握
、
な
ど
 
の
こ
と
が
す
べ
て
弁
証
法
の
遂
行
と
し
て
言
わ
れ
て
い
 
る
の
で
あ
る
。
 

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
の
弁
証
法
は
 、
 イ
デ
ア
チ
オ
ン
と
同
時
並
行
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
 解
 釈
 学
的
地
平
上
の
も
 

で
あ
り
弁
証
法
的
地
平
に
お
け
る
も
の
で
は
な
い
。
 こ
 の
 弁
証
法
は
構
造
や
類
型
を
形
成
し
ょ
う
と
す
る
場
合
 
の
も
の
で
あ
り
、
 
わ
 

こ
と
を
行
 う
と
 考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
現
象
を
 構
造
化
す
る
弁
証
法
と
構
造
を
歴
史
化
す
る
弁
証
法
に
 
は
 基
本
的
な
 違
 い
が
 

る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
的
な
「
止
揚
」
は
 シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
が
言
う
の
と
は
異
な
り
、
ど
う
見
て
 
も
 弁
証
法
的
地
平
で
 

そ
 中
心
的
役
割
を
果
た
す
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
 
、
こ
の
点
を
論
じ
る
準
備
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
 
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
 

 
 

と
っ
て
極
め
て
好
都
合
な
 ジ
 ヤ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
 脱
構
 築
山
 腎
 0
 コ
の
 
（
（
 

u
c
t
@
o
 

コ
 論
を
取
り
上
げ
た
い
。
 

デ
リ
ダ
は
そ
の
脱
構
築
論
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
 
現
 宋
学
の
観
念
論
的
性
格
（
ロ
ゴ
ス
主
義
、
イ
デ
ア
主
義
 
一
 を
批
判
し
、
ま
た
 



ろ
の
致
命
的
な
抑
圧
や
歪
み
や
そ
れ
に
 よ
 る
舌
口
説
全
体
 
の
 「
汚
染
」
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ロ
ゴ
 ス
 主
義
の
破
綻
を
立
証
 

し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
 む
 ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
 の
 イ
デ
ア
チ
オ
ン
が
そ
れ
自
体
の
深
奥
に
イ
デ
ア
化
し
 き
れ
な
い
も
の
を
残
し
 

て
お
り
、
そ
の
も
の
が
持
っ
異
質
性
が
純
粋
な
イ
デ
ア
 
的
形
成
物
の
自
己
同
一
的
確
立
を
い
つ
ま
で
も
遅
延
 
さ
せ
る
。
こ
れ
が
「
 差
 

延
 」
 監
曲
 ⑨
「
が
 

コ
 の
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
 表
 現
 /
 指
標
、
発
話
（
パ
ロ
ー
ル
）
 /
 書
手
（
エ
ク
リ
チ
 ユ
 ー
 ル
 ）
 
、
声
ノ
 可
視
的
 

な
も
の
、
時
間
 /
 空
間
、
精
神
 /
 身
体
等
々
の
二
分
法
 に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
す
べ
て
後
者
の
も
の
を
 
一
 括
し
て
排
除
し
て
お
り
 

（
現
象
学
的
還
元
一
、
そ
れ
に
よ
っ
て
純
粋
意
識
の
モ
ノ
 
ロ
ー
グ
的
な
イ
デ
ア
的
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
が
 
可
 比
托
 
し
Ⅰ
な
っ
 
プ
 
Ⅰ
 ハ
ブ
つ
 
。
 

し
か
し
そ
の
 ょ
う
 な
排
除
や
還
元
や
閉
じ
こ
も
り
は
 遂
 に
 不
可
能
に
終
わ
る
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
 孤
 独
 な
心
的
 生
 」
と
し
て
 

の
そ
の
よ
う
な
純
粋
意
識
・
超
越
論
的
主
観
も
ま
た
、
 フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
認
め
る
よ
 う
 に
、
表
現
・
発
話
等
 の
 言
語
的
記
号
と
と
も
 

に
 確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
号
は
物
質
的
な
も
 
の
と
の
関
係
や
他
者
と
の
関
係
と
い
う
側
面
を
不
可
避
 的
に
も
っ
て
お
り
、
 そ
 

れ
ら
を
排
除
し
て
単
な
る
イ
デ
ア
的
純
粋
意
識
へ
と
 
還
 元
し
 切
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 そ
う
で
あ
る
限
り
、
 超
 

越
論
 的
な
イ
デ
ア
世
界
へ
の
還
元
と
し
て
の
イ
デ
ア
 
チ
 オ
ン
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
と
言
 う
 の
で
あ
る
 
（
こ
の
よ
う
な
イ
デ
ア
 

チ
オ
ン
批
判
に
た
い
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
立
場
か
 ら
は
無
論
の
こ
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
理
念
型
論
に
よ
っ
て
 
も
 十
分
に
答
え
る
，
」
と
 

が
 出
来
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
は
今
は
入
ら
な
い
 "
"
"
-
 

し
か
し
、
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
論
に
は
大
き
な
矛
盾
が
あ
 る
 。
そ
れ
は
、
脱
構
築
は
あ
く
ま
で
も
構
築
を
前
提
と
 
し
て
し
か
行
い
え
な
 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
脱
構
築
は
そ
れ
自
身
の
遂
行
 を
 、
そ
れ
に
先
立
つ
何
ら
か
の
構
築
に
依
存
し
て
い
る
 
の
で
あ
る
。
脱
構
築
の
 

こ
の
事
後
的
性
格
な
い
し
寄
生
的
性
格
は
脱
構
築
の
本
 質
 に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
が
 上
 述
 の
よ
う
な
徹
底
的
 破
 

   
 

て
 、
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
密
着
し
つ
つ
 そ
 の
 脱
構
築
す
な
む
ち
解
体
を
試
み
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
 論
理
内
部
に
潜
む
と
こ
 

 
 



現
象
学
が
「
否
認
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」
と
か
 、
同
様
に
、
「
超
越
論
的
 1
 現
象
学
的
記
述
の
必
当
然
性
 が
 疑
わ
し
い
と
い
う
の
 

で
は
な
い
」
と
か
、
或
い
は
ま
た
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
 
的
 な
 パ
ロ
ー
ル
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
）
エ
ク
リ
チ
 
ユ
 ー
 ル
 が
あ
る
点
で
は
 

 
 

「
イ
デ
ア
化
を
創
始
し
、
か
っ
そ
れ
を
完
成
す
る
」
 な
 ど
と
舌
口
う
こ
と
は
、
デ
リ
ダ
に
お
け
る
矛
盾
を
表
し
て
 い
る
も
の
で
あ
る
。
 
イ
 

デ
ア
化
が
遂
に
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
 脱
構
 築
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
「
 差
延
 」
の
意
味
で
も
 あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
表
す
か
れ
の
幾
つ
か
の
 舌
口
業
が
言
外
に
指
示
し
て
い
る
も
の
は
、
や
は
り
弁
証
 
法
 で
あ
る
。
 
脱
 イ
デ
ア
 

化
 
（
脱
構
築
）
は
イ
デ
ア
化
（
構
築
）
 

と
の
ム
ガ
証
 法
的
 関
係
に
お
い
て
し
か
成
り
立
た
ず
ま
た
意
味
を
も
た
な
 
い
 と
思
わ
れ
る
の
で
あ
 

 
 

る
 。
 

デ
リ
ダ
の
脱
構
築
は
構
造
（
非
歴
史
）
に
た
い
す
る
 
非
 構
造
（
歴
史
）
か
ら
の
反
撃
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
 
構
 造
 と
非
構
造
の
弁
証
 

法
 」
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 
こ
 の
 弁
証
法
に
お
い
て
、
脱
構
築
は
破
壊
的
な
モ
メ
ン
ト
 
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
 

モ
メ
ン
ト
は
 ム
 
立
証
 法
 そ
の
も
の
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
 、
 何
ら
か
の
脱
構
築
が
既
成
の
構
造
に
た
い
し
て
な
さ
 
れ
る
程
度
に
応
じ
て
そ
 

の
 弁
証
法
は
活
気
を
帯
び
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
反
対
 
に
 、
脱
構
築
が
一
切
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
そ
の
分
析
 
は
ま
だ
弁
証
法
的
地
平
 

研
 

に
は
な
い
の
で
あ
る
。
脱
構
築
の
モ
メ
ン
ト
は
 、
 構
造
を
「
確
証
Ⅰ
拡
大
Ⅰ
修
正
Ⅰ
放
棄
」
す
る
プ
ロ
セ
 
ス
 に
お
い
て
順
次
、
次
第
に
 

%
 
 強
く
働
く
よ
う
に
な
り
、
も
っ
と
も
強
く
働
く
 場
 合
 に
は
構
造
は
本
当
に
脱
構
築
・
解
体
さ
れ
て
井
溝
 壮
 
迎
へ
と
遣
帰
す
る
。
だ
が
、
 

そ
 

 
 
 
 

曲
 

の
よ
う
な
こ
と
自
体
は
、
結
局
は
ま
た
新
た
な
る
 構
造
の
抽
出
、
新
た
な
る
構
造
へ
の
還
元
へ
と
移
行
し
 
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
よ
り
大
き
 

 
 

麟
な
 プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
。
構
造
は
脱
構
築
さ
れ
 
歴
史
は
構
造
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
と
し
て
も
、
し
か
 し
 、
ま
た
し
て
も
歴
史
的
 事
 

%
 
 物
は
新
た
な
観
点
か
ら
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
 
ま
 

た
も
や
新
た
に
「
現
象
」
化
さ
れ
「
構
造
」
化
さ
れ
る
  

 

19 (455) 

壊
 と
し
て
の
脱
構
築
を
行
い
な
が
ら
、
他
方
で
、
 脱
構
 築
の
解
体
作
用
を
緩
和
す
る
か
の
よ
う
に
、
脱
構
築
に
 
よ
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
的
 



;
 
王
 

丁
 ¥
 拙
論
「
解
釈
学
的
現
象
学
と
し
て
の
宗
教
現
象
 学
 
1
 
｜
そ
 0
 分
析
地
平
と
「
現
象
 こ
 
「
宗
教
研
究
三
二
九
四
号
、
一
九
九
一
 
一
年
。
 
同
 
「
歴
史
的
現
象
 

学
 と
し
て
の
宗
教
現
象
学
そ
の
分
析
地
平
と
「
現
象
 

ヒ
 
「
 
東
 大
宗
教
学
年
報
聖
一
九
九
三
年
。
 

 
 

「
構
造
人
類
学
三
み
す
ず
書
房
、
一
九
 
セ
 三
竿
、
三
 0
 三
頁
。
 

一
 
3
@
 
 マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
 一
 
出
口
勇
蔵
 訳
 ）
「
社
会
科
学
 
お
よ
び
社
会
政
策
の
認
識
の
客
観
性
」
「
世
界
の
大
思
想
お
、
ウ
ェ
 
｜
 バ
 ー
 政
治
・
社
会
論
 

巣
 口
河
田
書
房
新
社
、
一
九
六
五
年
、
一
一
一
頁
。
 

 
 

学
の
現
在
口
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
 セ
 六
頁
。
 

一
 
5
@
 
 
ウ
ェ
ー
バ
ー
前
掲
 書
 。
な
お
以
下
の
理
念
型
論
に
つ
い
て
 は
 、
拙
著
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
 弘
遡
 東
大
出
版
会
、
一
九
 九
一
年
、
第
二
章
「
歴
史
 

 
 一

 
6
-
 デ
ィ
ル
タ
イ
一
尾
形
良
助
 訳
一
 「
精
神
科
学
に
お
け
る
 
歴
 史
的
世
界
の
構
成
」
 以
支
 社
、
一
九
八
一
年
、
六
五
頁
以
下
。
 

い
わ
ば
際
限
の
な
い
「
構
造
と
非
構
造
の
弁
証
法
」
の
 

遂
行
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
構
造
把
握
と
そ
の
脱
構
築
 

か
ら
成
る
構
造
分
析
を
 

行
う
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
宗
教
現
象
学
に
戻
っ
て
言
う
な
ら
、
解
釈
学
的
 

地
平
に
お
け
る
成
果
で
あ
る
構
造
把
握
を
た
ず
さ
え
て
 

歴
史
的
地
平
へ
と
 
向
 

か
う
歴
史
的
現
象
学
は
、
そ
の
途
上
に
お
い
て
、
す
べ
 

か
ら
く
弁
証
法
的
地
平
に
お
け
る
脱
構
築
を
体
験
し
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
儀
 

礼
の
構
造
、
宗
教
的
象
徴
の
構
造
、
宗
教
的
な
行
為
 

や
 思
想
の
構
造
等
々
、
な
ん
で
あ
れ
、
先
行
す
る
宗
教
的
 

構
造
は
後
続
す
る
構
造
 

分
析
の
弁
証
法
の
中
で
脱
構
築
に
さ
ら
さ
れ
ね
ば
ら
な
 

い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
例
え
ば
 

古
 典
的
 宗
教
現
象
学
の
さ
 

ま
ざ
ま
な
成
果
に
い
た
ず
ら
に
固
執
し
て
は
な
ら
ず
、
 

む
し
ろ
新
た
な
再
構
築
へ
と
向
か
う
よ
う
な
脱
構
築
を
 

こ
そ
試
み
る
べ
き
で
あ
 

ろ
 う
 。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
古
典
的
宗
教
現
象
 

学
の
個
々
の
成
果
を
単
に
墨
守
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
 

そ
の
成
果
を
批
判
的
に
 

継
承
し
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
 

で
あ
る
。
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き
お
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 蕊
ぶ
宙
ぉ
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お
 
か
 集
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卜
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 お
鮭
 憶
憶
ぎ
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へ
 用
を
ぎ
 叢
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目
へ
む
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㌻
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も
や
 お
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 ド
 キ
才
 
ぎ
乱
 お
か
ぬ
 
ぉ
 生
っ
あ
き
ま
 
ま
晦
 

ま
コ
 年
の
 
コ
 
h
o
 
円
ア
か
勾
巨
つ
 （
の
 
c
h
 

（
・
お
き
・
け
し
 

干
 ）
 
邑
 ・
歴
史
学
的
 分
析
に
お
け
る
弁
証
法
的
分
析
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
内
り
（
 

-
 卜
ぃ
 ア
 リ
ヨ
・
 
力
 $
 ～
～
 

0
 お
や
か
～
 

ぬ
 

㌔
寸
ぜ
 

、
 
㏄
 ご
 
@
@
N
 

ミ
 
Ⅰ
～
～
 

-
@
@
%
 

ヰ
 
@
 
（
 
@
-
-
s
@
 

（
・
～
 

@
-
0
 

尺
 叫
い
 

つ
 
i
.
 
く
 
Ⅰ
・
 

-
 
す
の
 
（
・
・
）
め
の
の
・
 

p
@
p
@
.
2
 

の
め
（
（
 

な
お
、
リ
ュ
ー
ゼ
ン
は
主
と
し
て
分
析
の
「
次
元
」
 

目
ヨ
 ミ
乏
。
 コ
 と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
「
地
平
」
 

ま
 おも
使
わ
な
い
わ
 け
で
は
な
い
。
 

わ
れ
わ
れ
の
「
分
析
地
平
」
は
後
者
で
あ
る
が
、
前
者
で
も
 よ
 ぃ
 。
ま
た
 ガ
ダ
 7
 １
が
い
 う
 
「
地
平
」
は
 
下
 o
 ユ
 N
o
 
ヨ
 
で
あ
り
、
 地
平
と
い
う
構
造
 
 
 

比
較
の
モ
メ
ン
ト
を
含
む
と
こ
ろ
の
弁
証
法
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
 

  

 
 

｜
は
 つ
い
て
の
本
稿
後
述
部
分
を
参
照
の
こ
と
。
 

 
 

 
 
 
 

-
 
変
特
に
意
識
的
に
エ
ポ
ケ
ー
そ
の
他
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
 
の
 用
語
を
採
用
し
た
の
は
フ
ァ
ン
，
デ
ル
，
 レ
｜
ウ
 で
あ
る
。
 フ
 ア
 ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ク
 

（
田
丸
・
大
竹
 
訳
一
 「
宗
教
現
象
学
入
門
」
東
京
大
字
出
版
会
、
一
 
九
セ
 九
年
。
 

元
 ）
こ
れ
に
関
連
し
て
、
最
近
も
宗
教
現
象
学
が
そ
の
 原
占
た
 る
 比
較
研
究
へ
と
立
ち
戻
る
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
、
「
ニ
ュ
ー
・
 コ
ン
パ
ラ
テ
ィ
ヴ
 ィ
ズ
 

ム
 」
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
読
者
の
任
意
を
促
し
て
お
き
た
 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 E
.
 ペ
イ
ド
ン
（
阿
部
美
哉
 訳
 ）
「
比
較
 
&
 
不
教
学
」
東
京
大
学
 

出
版
会
、
一
九
九
三
年
。
 ミ
ヨ
田
ョ
コ
 ㌧
口
口
の
 

コ
 。
日
当
の
 
コ
肘
 o
h
 
り
コ
 
0
 
ま
り
 0
 ヨ
 つ
 い
 「
 
韓
 了
了
 ヨ
 。
 
ヲ
ミ
ぬ
き
 0
 
馬
体
 コ
ミ
ぃ
 

。
 ミ
ぎ
き
い
 の
 ぎ
 音
叉
ん
隠
 圃
 ぎ
ま
 

㏄
 1
 Ⅰ
 -
 ト
 
の
の
の
 

（
 乙
 
グ
ス
タ
フ
・
メ
ン
シ
ン
グ
（
下
宮
・
田
中
 己
ヨ
 示
教
と
 は
 何
か
」
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
。
さ
ら
に
レ
ー
ク
が
 同
様
の
類
型
論
を
行
っ
 

て
い
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
 0
.
 
く
 当
山
の
「
目
の
し
 

す
亡
 
カ
ミ
㌔
 

ミ
も
ま
ぬ
 

ま
ミ
碇
 
む
き
 く
 ん
の
 
簿
ぎ
ギ
 ）
の
い
目
 
0
 印
可
 い
 三
里
 ま
 e
n
 
巴
 -
 
お
き
 -
 
も
つ
・
 

ひ
 Ⅱ
 
り
 
1
 
の
㏄
㏄
・
 

@
 
し
 

れ
は
、
古
典
的
宗
教
現
象
学
者
た
ち
が
十
分
な
理
論
的
反
省
を
行
 っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
諸
々
 

不
 
教
を
包
括
的
に
 -
 
百
 

科
 全
書
的
 巴
 
す
べ
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
時
の
 事
情
、
つ
ま
り
宗
教
研
究
の
当
時
の
研
究
段
階
か
ら
の
事
情
も
考
 慮
 す
べ
き
で
あ
ろ
 

う
 。
可
能
な
限
り
多
く
の
諸
宗
教
を
網
羅
す
る
以
上
は
、
そ
れ
ら
 
の
 宗
教
の
一
義
的
な
特
徴
づ
け
が
（
タ
イ
ト
ル
と
し
て
 一
 必
要
 と
さ
れ
た
と
い
う
こ
 

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
学
問
的
な
宗
教
類
型
と
 
す
る
こ
と
は
や
は
り
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
 

-
0
0
 

）
ウ
ェ
ー
バ
ー
前
掲
 書
 、
一
 0
 
一
頁
。
 

@
@
 
 フ
ッ
サ
ー
ル
 -
 
立
松
弘
孝
 訳
 -
 「
論
理
学
研
究
Ⅰ
」
 み
 す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
二
二
頁
。
さ
ら
に
、
 同
 
「
論
理
学
 

研
究
 

2
 」
 み
 す
ず
 書
 

房
 、
一
九
 セ
 0
 年
 、
一
一
九
頁
以
下
。
 

-
 
㎝
 -
 
メ
ル
ロ
ー
 @
 ポ
ン
テ
ィ
ー
も
し
は
し
 ば
 
「
 
図
 と
地
」
の
 比
 楡
を
 m
 い
て
い
る
。
前
掲
青
一
 0 六
頁
、
一
三
 0
 頁
 以
下
。
一
四
 四
｜
 一
四
五
頁
、
二
五
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わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
共
通
理
解
と
し
て
取
り
出
せ
る
 
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
超
越
的
な
も
の
」
、
あ
る
い
は
 
「
超
越
」
と
い
う
こ
と
 

宗教 

  
定 
主裁 

c 
@@ イ ひ @ ・ 

様 
々 

な 
も 

  
  
あ 
る 
が 

  
刀 。 

教 
  
日 

常 
  
世 
界 
を 

越 
え 

た 
超 
越 
的 
な 
も 

  

超 
越 
的 
な 
領 Ⅰ 

域 
@ 
可 イ 

ら 

か 
  
形 

で関 

25@ (461 

布
施
圭
司
 

八
 論
文
要
旨
 
V
 
 宗
教
は
一
般
に
超
越
的
な
も
の
に
何
ら
か
の
形
 

で
 関
わ
る
と
言
え
る
。
小
論
の
目
的
は
、
「
超
越
者
」
に
つ
い
て
 

 
 

想
を
検
討
し
、
「
超
越
」
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
彼
の
考
え
方
を
 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
超
越
者
を
「
内
在
 

者
 」
及
び
目
 
杢
仔
 」
 

と
の
関
係
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
三
者
は
、
よ
り
一
般
 

的
な
 m
 語
で
は
、
 
神
 、
世
界
、
魂
で
あ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
思
想
 

0
 基
本
的
構
図
を
成
 

 
 

し
て
い
る
。
内
在
的
と
は
経
験
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 

 
 

り
 、
そ
れ
に
対
し
超
越
者
は
そ
れ
自
身
は
経
験
さ
れ
な
い
超
越
 

的
な
も
の
と
さ
れ
 

 
 

る
 。
し
か
し
超
越
者
が
真
に
超
越
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
暗
号
に
 

お
い
て
超
越
者
は
、
そ
れ
自
身
は
内
在
的
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
 

消
す
よ
う
な
形
で
現
 

れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
暗
号
が
、
内
在
者
を
充
実
 

す
 る
 契
機
１
１
通
常
の
暗
号
に
よ
る
と
内
在
者
を
佃
化
す
る
 
契
機
１
１
挫
折
の
暗
 

号
 に
よ
る
と
い
う
背
反
す
る
二
つ
の
契
機
を
持
つ
こ
と
で
 
可
 徒
 に
な
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 ヤ
ス
パ
ー
ス
、
超
越
者
、
内
在
者
、
実
存
 

暗
号
、
想
像
 

序
 

内
在
と
超
越
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
超
越
者
 



わ
れ
る
よ
う
に
、
超
越
者
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
 
は
あ
く
ま
で
も
「
隠
れ
た
 神
 」
で
あ
っ
た
。
何
故
そ
の
 よ
う
な
形
で
語
ら
ざ
る
 

を
え
な
い
の
か
に
つ
い
て
も
、
以
下
で
考
察
し
た
い
。
 

論
は
次
の
よ
う
に
進
め
た
 い
 。
ま
ず
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
 い
て
超
越
者
は
、
思
惟
や
認
識
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
 無
 と
し
て
規
定
さ
れ
 

る
 側
面
と
、
実
存
の
自
由
の
根
拠
と
し
て
規
定
さ
れ
る
 
側
面
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
観
す
る
 
一
 一
）
。
こ
の
内
後
者
の
方
 

が
 中
心
的
な
規
定
と
な
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
超
越
者
 
の
 実
存
に
対
す
る
現
象
で
あ
る
暗
号
と
は
 
い
 か
な
る
も
 の
で
あ
り
、
何
故
そ
の
 

-
 
と
 -
 

リ
ラ
 る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
は
超
越
者
を
そ
の
 %
 蔵
性
 、
遠
隔
性
、
疎
遠
性
に
お
い
て
純
粋
に
保
持
せ
 ね
。
 
ほ
 な
ら
な
い
」
と
 @
=
 

口
 

臼
 r
a
 
コ
の
 
N
.
 

の
 コ
ロ
 
の
 コ
 と
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
生
を
営
む
 
有
り
様
を
開
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
こ
で
は
超
越
 
者
は
、
経
験
 

我
々
に
と
っ
て
直
接
対
象
と
な
る
「
内
在
者
」
 
宙
ヨ
ヨ
 ゅ
 コ
 % 已
 
と
の
対
比
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
 
実
 存
の
根
拠
と
し
 

来
 的
存
在
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
 よ
 り
一
般
的
な
用
語
 で
 言
え
ば
、
内
在
者
は
世
界
、
実
存
は
魂
、
超
越
者
は
 神
 で
あ
り
、
 
こ
 

一
 
l
-
 

は
 ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
を
構
成
す
る
基
本
槙
 と
 舌
口
え
る
 
。
超
越
者
は
内
在
者
に
対
し
て
は
い
わ
ば
無
で
あ
る
が
 
、
実
存
に
対
し
 

わ
ゆ
る
「
暗
号
」
㊥
三
 %
 Ⅰ
 巴
 
と
い
う
独
特
な
形
で
現
 れ
る
。
暗
号
と
し
て
現
れ
る
超
越
者
を
 
、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
 は
 
「
 神
 」
、
 あ
 

「
神
性
」
、
「
一
者
」
、
「
存
在
そ
の
も
の
」
等
の
名
称
で
呼
 
ん
で
い
ろ
。
 

こ
の
よ
う
な
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
超
越
者
理
解
に
対
し
て
、
 キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
か
ら
、
内
実
が
な
く
、
具
体
性
を
 
欠
き
、
ま
た
 

 
 

で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
人
間
 が
 神
性
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
、
ま
た
彼
が
あ
る
べ
 
き
と
こ
ろ
の
も
 可

能
で
 

て
「
本
 

の
三
者
 

て
は
い
 

る
い
は
 

多
義
的
 

の
で
あ
 

の
 意
味
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
 宗
教
と
い
う
概
念
自
体
が
非
常
に
多
様
な
も
の
に
な
っ
 
て
い
る
。
小
論
で
は
 ヤ
 

ス
パ
ー
ス
の
「
超
越
者
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
取
り
上
 げ
 、
宗
教
に
お
け
る
超
越
の
問
題
を
考
え
る
手
掛
か
り
 
と
し
た
い
。
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
人
間
の
本
来
的
な
 
自
己
存
在
を
「
実
存
」
㊥
甑
の
（
の
 
コ
 こ
と
し
て
捉
え
、
 
実
存
が
「
超
越
者
」
   



内在と超越   
1
 
 形
式
的
超
越
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
超
越
者
は
思
惟
に
対
し
て
は
 無
 と
し
 て
 現
れ
る
と
言
 う
 。
こ
れ
が
超
越
者
の
第
一
の
規
定
で
 あ
る
。
そ
し
て
、
 超
 

戯
者
が
思
惟
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
 
思
 惟
 自
身
が
認
め
る
こ
と
を
、
「
形
式
的
超
越
」
と
呼
ぶ
 。
ま
ず
形
式
的
超
越
に
 

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
超
越
者
は
内
在
者
に
対
置
さ
れ
 
る
 。
内
在
者
は
経
験
可
能
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
 
直
 観
 ・
認
識
・
行
為
の
 

対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
存
在
と
も
呼
ば
れ
る
 。
日
常
で
経
験
さ
れ
、
存
在
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
 
全
 て
は
内
在
者
で
あ
り
、
 

て
の
中
で
我
々
は
生
を
営
む
。
内
在
者
は
、
そ
の
つ
ど
 特
殊
な
条
件
の
も
と
に
成
立
す
る
限
定
さ
れ
た
存
在
で
 
あ
り
、
そ
の
限
定
に
よ
 

っ
て
 、
 我
々
の
対
象
と
な
る
。
内
在
者
は
相
互
に
意
味
 を
 規
定
し
あ
い
、
そ
こ
に
成
立
す
る
秩
序
に
従
っ
て
 
世
 界
を
形
成
す
る
。
そ
し
 

」
、
我
々
の
認
識
は
個
々
の
内
在
者
を
把
握
す
る
の
で
 あ
り
、
超
越
者
は
認
識
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
コ
神
 は
 、
認
識
が
可
能
で
あ
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
を
惑
わ
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
 明
ら
か
に
身
を
隠
し
、
我
々
を
し
て
何
ら
か
の
仕
方
で
 神
を
知
っ
た
り
認
識
し
   

一
 
超
越
者
の
規
定
 

よ
う
な
形
で
超
越
者
の
現
れ
が
語
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
 考
察
す
る
 二
こ
 。
ま
た
、
暗
号
に
は
一
種
の
位
階
の
相
 違
 、
通
常
の
暗
号
と
決
 

定
 的
な
暗
号
と
さ
れ
る
「
挫
折
の
暗
号
」
の
相
違
が
あ
 
る
 。
決
定
的
な
暗
号
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
様
々
な
 
研
 究
 者
に
よ
る
論
究
が
あ
 

一
 
4
-
 

る
が
、
二
種
類
の
暗
号
の
関
係
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
 
り
 任
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
我
々
は
 こ
の
二
種
類
の
暗
号
の
 

関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
暗
号
と
い
う
現
象
の
 
動
的
な
構
造
が
明
ら
か
に
な
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
考
え
 
る
 
「
超
越
」
の
意
味
が
 

一
層
理
解
し
易
く
な
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
最
後
に
 、
，
 
」
れ
に
関
す
る
考
察
を
行
う
二
三
。
 



た
り
す
る
こ
と
な
し
に
、
神
を
確
信
せ
し
め
る
」
。
 超
 戯
者
は
認
識
か
ら
は
ど
こ
ま
で
も
「
身
を
隠
す
」
も
の
 
で
あ
り
、
無
で
あ
る
。
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
考
え
で
は
超
越
者
と
実
存
の
関
係
の
基
 盤
は
 、
認
識
に
あ
る
の
で
は
な
く
実
存
の
自
由
な
意
志
 
に
あ
り
、
実
存
は
超
越
 

者
を
自
ら
の
意
志
の
根
拠
と
い
う
形
で
確
信
す
る
。
 
こ
 の
点
に
関
し
て
は
詳
し
く
は
 2
 節
で
見
る
こ
と
に
し
、
 

さ
ら
に
詳
し
く
こ
の
 無
 

と
い
う
規
定
を
見
て
み
よ
う
。
 

超
越
者
と
し
て
の
無
は
 、
 何
ら
か
の
あ
る
も
の
の
否
定
 で
あ
る
、
通
常
の
意
味
の
無
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
 軸
 一
 と
さ
れ
る
。
あ
る
も
 

の
が
無
い
と
い
う
無
は
、
あ
る
も
の
に
対
す
る
相
関
 項
 、
つ
ま
り
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
非
存
在
 
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
た
 

撫
 で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
超
越
者
と
し
て
の
無
は
 、
 絶
対
的
な
無
で
あ
る
。
「
私
は
あ
る
何
ら
か
の
も
の
の
 非
存
在
を
、
こ
の
何
ら
 

か
の
も
の
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
す
る
こ
 と
が
で
き
る
。
し
か
し
絶
対
的
な
意
味
に
お
け
る
非
存
 
花
を
、
こ
の
よ
う
な
間
 

接
 的
な
仕
方
で
思
惟
す
る
こ
と
は
私
は
決
し
て
で
き
な
 
い
 。
と
い
う
の
は
、
存
在
を
端
的
な
存
在
と
し
て
 
積
 極
 的
に
思
惟
す
る
こ
と
 

 
 

｜
ス
が
 
「
端
的
な
存
在
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
 

存
 在
 そ
の
も
の
、
「
限
定
さ
 

 
 

れ
な
い
存
在
」
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
 我
 々
に
と
っ
て
対
象
と
な
る
も
の
は
内
在
者
、
つ
ま
り
「
 限
定
さ
れ
た
存
在
」
で
 

し
か
な
い
。
「
端
的
な
存
在
」
は
思
惟
の
対
象
と
は
な
 ら
な
い
。
従
っ
て
、
ま
た
そ
の
相
関
物
で
あ
る
「
絶
対
 
的
な
意
味
に
お
け
る
 非
 

存
在
」
も
、
思
惟
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
 

こ
の
絶
対
的
な
意
味
に
お
け
る
非
存
在
を
把
握
す
る
こ
 と
が
「
形
式
的
超
越
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
把
握
は
 、
無
論
通
常
の
事
物
 

0
 把
握
と
は
異
な
る
。
思
惟
の
働
き
を
思
惟
自
身
が
反
 省
し
、
思
惟
の
圏
内
に
入
ら
ず
思
惟
さ
れ
な
い
も
の
、
 
内
在
者
な
ら
ざ
る
も
の
 

が
あ
る
と
い
う
、
思
惟
の
限
界
を
思
惟
自
身
が
自
覚
す
 
る
こ
と
が
、
こ
の
場
合
の
把
握
で
あ
る
。
「
思
惟
は
 、
自
 ら
の
究
極
の
歩
み
を
、
 

 
 

 
 

た
だ
自
己
自
身
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
し
 ぅ
る
 。
思
惟
可
能
で
な
い
も
の
が
存
在
す
る
、
と
い
う
 
こ
と
は
思
惟
し
う
る
、
 

  



越
 

超
 

 
 

在
 

 
 

2
 
 実
存
の
自
由
と
超
越
者
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
実
存
の
本
質
を
自
由
と
し
、
超
越
者
を
 

自
由
な
意
志
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
実
存
の
自
由
と
は
 

い
 か
な
る
も
の
で
、
 

そ
の
根
拠
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 
ヤ
ス
パ
 ｜
ス
 は
そ
の
著
 ミ
驚
ぺ
 
ヨ
ぎ
 薫
 e
 
～
～
に
お
い
て
、
 

実
存
の
自
由
を
世
界
の
 

「
無
地
盤
性
」
㊥
 
0
 隼
の
巨
 

o
m
 

俺
ヰ
の
 
@
 
（
 
一
 か
ら
説
明
し
て
い
 

  

世
界
と
は
、
認
識
や
知
識
の
対
象
と
な
る
内
在
者
が
 

、
 そ
の
つ
ど
一
定
の
秩
序
を
持
っ
て
形
成
す
る
総
体
で
 
あ
る
。
例
え
ば
、
「
 
生
 

物
的
世
界
」
、
「
経
済
的
世
界
」
、
「
政
治
的
世
界
」
等
々
 

が
 考
え
ら
れ
、
我
々
は
っ
ね
に
一
定
の
世
界
の
中
で
生
 

き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
   

一
 
J
-
 

と
い
う
思
想
を
思
惟
は
捉
え
る
」
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
形
式
的
超
越
に
お
い
て
は
超
越
者
は
 無
 と
し
て
「
形
式
的
に
」
想
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
考
え
 

る
 
「
超
越
」
の
本
来
的
あ
り
様
は
、
そ
の
よ
う
な
単
に
 空
虚
な
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
単
な
る
思
惟
で
あ
る
 
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
 

中
で
生
き
か
っ
死
ぬ
実
存
で
あ
り
、
そ
の
 
ょ
う
 な
実
存
 と
 超
越
者
の
関
係
は
、
よ
り
積
極
的
で
実
質
の
あ
る
 
も
の
で
あ
る
。
「
超
越
者
 

 
 

の
 探
求
は
超
越
者
へ
の
実
存
的
関
係
の
内
に
あ
り
、
 
超
 戯
者
の
顕
在
は
暗
号
文
字
の
中
に
あ
る
。
形
式
的
超
越
 
は
 両
者
の
た
め
の
空
間
 

を
空
け
て
お
く
」
 

一
 
@
-
 と
さ
れ
る
よ
う
に
、
形
式
的
超
越
は
 
積
極
的
な
実
存
と
超
越
者
の
関
係
の
前
提
で
あ
り
、
 
そ
 の
 意
義
は
我
々
が
内
在
 

者
の
み
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
 
と
 言
え
る
。
そ
の
前
提
の
上
で
初
め
て
、
実
存
と
超
越
 者
の
関
係
が
成
立
し
 、
 

超
越
者
は
暗
号
と
し
て
現
れ
る
。
 

以
下
で
、
よ
り
積
極
的
な
実
存
と
超
越
者
の
関
係
に
つ
 
い
て
見
て
行
き
た
い
が
、
そ
の
基
盤
と
な
る
の
が
、
「
 実
存
の
自
由
の
根
拠
」
 

と
い
う
超
越
者
の
第
二
の
規
定
で
あ
る
。
 



 
 

と
 一
を
、
不
安
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
、
ま
た
 内
 実
を
与
え
る
も
の
と
し
て
経
験
す
る
」
。
世
界
の
無
地
 盤
 性
の
自
覚
は
、
世
界
 

ま
ず
、
世
界
存
在
と
の
関
連
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
 
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
我
々
は
 包
越
者
 
「
 
こ
こ
で
は
世
界
の
こ
 

世
界
は
「
無
地
盤
」
で
あ
る
、
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
舌
口
 ぅ
 。
内
在
者
は
一
定
の
秩
序
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
そ
の
 
秩
序
が
支
配
す
る
世
界
 

内
部
で
は
必
然
性
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
内
在
者
は
、
 
そ
 の
つ
ど
の
世
界
内
部
で
は
、
そ
の
世
界
を
統
括
す
る
 秩
 序
 、
と
い
う
地
盤
に
基
 

身
 」
の
三
つ
に
分
け
て
お
り
、
実
存
の
自
由
は
三
つ
の
 

つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
そ
の
も
の
、
そ
の
 様

相
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
 

世
界
を
成
り
立
た
し
め
る
秩
序
そ
れ
自
体
の
根
拠
は
 
、
 そ
の
世
界
の
内
に
は
な
 

つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
 

い
 。
つ
ま
り
、
世
界
そ
の
も
の
が
依
っ
て
立
つ
地
盤
は
 
、
 我
々
の
認
識
や
知
識
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
 
確
 か
に
世
界
の
秩
序
は
 、
 

我
々
が
認
識
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
抽
出
す
る
こ
 
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
秩
序
は
既
に
成
立
し
て
し
 
ま
っ
た
認
識
か
ら
、
 後
 

に
な
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
認
識
の
当
の
 場
 に
お
い
て
、
そ
の
秩
序
は
、
い
わ
ば
「
問
わ
れ
ざ
る
 前
提
」
と
し
て
、
対
象
 

と
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
対
象
を
成
立
さ
せ
る
条
件
と
 
し
て
背
後
に
隠
れ
て
い
る
。
世
界
そ
の
も
の
を
成
立
さ
 
せ
る
秩
序
の
根
拠
が
 、
 

世
界
内
に
お
い
て
は
把
握
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
 
世
界
の
無
地
盤
性
で
あ
る
。
 

こ
の
無
地
盤
性
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
自
由
の
自
覚
で
 
あ
る
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
舌
口
 
う
 。
「
 @
 
」
の
「
世
界
の
無
地
 盤
性
 の
 口
 洞
察
は
 、
 

  

同
時
に
我
々
の
自
由
を
感
得
可
能
に
す
る
よ
う
な
存
在
 
意
識
を
生
じ
せ
し
め
る
が
、
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
我
々
 
は
、
 全
て
の
認
識
可
能
 

な
も
の
の
空
間
に
お
い
て
、
本
来
的
な
存
在
に
対
し
て
 
開
か
れ
る
。
我
々
は
、
世
界
に
対
し
て
、
世
界
の
中
 
で
の
我
々
自
身
に
対
し
 

-
9
-
 

て
 、
ま
た
超
越
者
と
の
関
係
に
お
け
る
我
々
自
身
に
対
 
し
て
自
由
に
な
る
」
。
こ
の
舌
口
葉
の
意
味
は
い
か
な
る
 
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
 全
 

て
の
認
識
可
能
な
も
の
の
空
間
」
を
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
は
 
「
世
界
」
、
「
世
界
内
で
の
我
々
自
身
」
、
「
超
越
者
と
の
 

関
係
に
お
け
る
我
々
 自
 

に
し
た
い
。
 

  



と
 舌
口
 
う
 。
気
分
は
「
喜
び
」
「
悲
し
み
」
等
々
と
し
て
、
 そ
し
て
よ
り
根
源
的
に
は
「
不
安
」
と
し
て
現
れ
る
 
が
 、
一
定
の
対
象
を
持
 

た
ず
、
世
界
を
受
け
取
る
際
に
、
ま
た
そ
の
受
け
取
っ
 た
 世
界
に
お
い
て
自
己
実
現
す
る
際
に
、
対
象
成
立
の
 根
底
に
働
く
。
明
確
な
 

認
識
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
ム
ロ
 
理
 的
な
側
面
以
外
の
 、
 人
間
の
非
ム
ロ
 
理
 的
な
側
面
を
表
す
も
の
と
し
て
、
気
分
 は
 古
く
か
ら
「
情
念
」
 

「
感
情
」
と
い
っ
た
語
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
周
知
 の
よ
う
に
実
存
哲
学
に
お
い
て
、
特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
｜
 や
ボ
 ル
ノ
ー
ら
に
よ
っ
 

て
、
 新
た
な
評
価
を
与
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
 ガ
 ー
が
、
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
我
々
の
 被
投
 性
の
現
れ
で
あ
り
、
 気
 

分
 に
お
い
て
は
世
界
内
存
在
の
全
体
的
開
示
が
な
さ
れ
 、
さ
ら
に
気
分
は
世
界
そ
の
も
の
が
開
か
れ
る
条
件
の
 
一
つ
と
し
て
い
る
よ
う
 

 
 

存
の
関
わ
り
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
気
分
を
自
 覚
す
る
こ
と
が
「
世
界
 

の
 内
で
の
我
々
自
身
に
対
し
て
」
自
由
に
な
る
こ
と
で
 
あ
る
。
 

そ
し
て
最
後
に
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
は
気
分
の
根
底
に
 、
実
 存
の
最
終
的
な
根
拠
と
し
て
実
存
へ
の
音
ギ
心
を
見
い
 だ
す
。
「
世
界
存
在
の
 

趙
 
浮
動
「
つ
ま
り
世
界
の
無
地
盤
圧
に
よ
っ
て
 、
 我
々
は
我
々
の
内
な
る
根
拠
、
そ
れ
が
世
界
を
離
れ
て
 
も
な
お
、
実
存
し
つ
つ
自
ら
 

 
 

柚
を
自
覚
す
る
よ
う
な
、
我
々
の
内
な
る
根
拠
の
覚
 
知
 へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
五
一
，
気
分
は
世
界
に
お
け
 

る
 展
開
の
根
源
で
あ
り
、
 具
   

が
 安
定
し
た
 
一
 

破
り
は
、
世
界
 

は
実
存
の
自
由
 

こ
の
転
換
の
 

る
 。
し
か
し
さ
 

上
が
る
。
 
ヤ
ス
 

つ
の
秩
序
に
基
づ
く
と
い
う
理
解
を
打
ち
破
り
、
実
存
 の
 内
に
「
不
安
を
引
き
起
こ
す
」
。
し
か
し
同
時
に
そ
 
0
 打
ち
 

の
 実
像
を
、
世
界
が
決
定
論
的
に
固
定
さ
れ
て
は
 
い
な
 い
 こ
と
を
、
実
存
に
知
ら
せ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
 、
世
界
 

に
よ
る
自
己
実
現
の
場
と
し
て
新
た
な
意
味
を
持
つ
。
 

み
で
は
、
人
間
を
全
く
自
ら
の
み
に
立
脚
し
た
絶
対
者
 
と
 考
え
る
、
極
端
な
人
間
中
心
主
義
が
生
ず
る
可
能
 
性
 が
あ
 

ら
に
実
存
の
自
己
実
現
の
根
拠
を
問
う
な
ら
ば
、
実
存
 を
 先
行
的
に
包
み
、
導
く
、
気
分
②
 ユ 日
日
 

u
n
 

し
が
 浮
か
び
 

 
 

，
｜
ス
は
 気
分
を
、
「
 我
キ
 の
生
成
の
根
源
」
で
あ
り
、
 

ま
た
「
展
開
さ
れ
る
現
象
に
先
立
つ
萌
芽
の
よ
う
な
 
」
根
拠
 

 
 



体
 的
に
実
存
を
方
向
付
け
、
い
わ
ば
実
存
の
「
 外
 」
 へ
 と
 現
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
実
存
の
「
内
な
る
」
根
拠
 
は
 、
そ
の
気
分
を
可
能
 

に
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
 外
 」
 へ
 と
 現
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
実
存
が
自
由
に
行
為
す
る
際
 
に
、
 自
ら
が
そ
こ
か
ら
 

行
為
す
る
根
源
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
 
人
 間
 存
在
の
最
内
奥
に
位
置
す
る
、
こ
の
「
内
な
る
」
 
根
 脚
を
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
は
 

「
実
存
へ
の
意
志
」
と
呼
び
、
実
存
の
核
心
と
す
る
。
 世
 界
 内
で
何
事
か
を
な
す
こ
と
を
目
指
す
個
別
の
意
志
 
は
、
 全
て
気
分
づ
け
る
 

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
存
へ
の
意
志
は
 、
世
 界
の
中
に
在
ろ
う
と
す
る
意
志
と
し
て
、
い
っ
さ
い
の
 
気
分
に
先
立
つ
。
そ
も
 

そ
も
世
界
内
に
在
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
世
界
内
で
の
 活
動
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
実
存
へ
の
意
志
を
 
前
提
に
し
て
初
め
て
、
 

我
々
の
世
界
内
で
の
個
々
の
活
動
が
可
能
と
な
る
。
 

我
々
は
こ
の
実
存
へ
の
意
志
か
ら
、
個
々
の
活
動
を
意
 
志
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
存
へ
の
意
志
を
意
志
す
る
こ
 
と
は
で
き
な
い
。
 な
 

ぜ
な
ら
ば
、
望
む
と
望
ま
ぬ
に
か
か
わ
ら
ず
実
存
は
世
 
界
の
内
に
既
に
あ
り
、
世
界
内
に
現
に
存
在
し
て
し
ま
 
っ
て
い
る
実
存
に
は
、
 

実
存
へ
の
音
 ギ
 心
が
既
に
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
 ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
存
へ
の
意
志
は
実
存
の
被
 
投
 性
を
端
的
に
表
す
も
の
 

と
 舌
口
え
よ
う
。
実
存
へ
の
音
字
 

心
は
 、
実
存
自
身
が
創
 り
 出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
 
考
え
る
他
は
な
い
。
 そ
 

し
て
、
実
存
へ
の
意
志
そ
れ
自
身
は
世
界
に
出
る
前
に
 与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
世
界
内
に
起
源
が
あ
る
の
 
で
は
な
く
、
実
存
は
自
 

ら
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
回
想
 
的
に
そ
れ
を
自
覚
す
る
。
従
っ
て
、
実
存
へ
の
意
志
は
 
世
界
内
の
事
物
で
は
な
 

く
 、
超
越
者
に
よ
る
贈
与
 物
と
 舌
口
え
る
。
世
界
に
お
い
 
て
 実
存
す
る
こ
と
自
体
の
内
に
、
そ
の
実
存
す
る
こ
と
 
が
 、
世
界
を
超
越
し
た
 

 
 

会
見
た
 よ
う
 に
、
無
地
盤
な
世
界
が
実
存
の
内
実
を
与
 え
る
も
の
と
し
て
開
か
れ
、
世
界
に
お
け
る
自
己
存
在
 
の
 根
源
と
し
て
の
 気
 

分
 が
自
覚
さ
れ
、
さ
ら
に
、
気
分
の
根
底
に
超
越
者
 
と
 の
 繋
が
り
で
あ
る
実
存
す
る
こ
と
自
体
へ
の
意
志
が
 覚
 卸
 さ
れ
る
、
と
い
う
 三
   



た
 、
実
存
の
自
由
の
根
底
に
実
存
へ
の
意
志
が
認
め
ら
 
れ
な
い
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
実
存
の
自
由
が
強
 訳
 さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
が
、
自
由
そ
れ
 自
 鼻
 が
絶
対
的
な
存
在
 

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
自
由
は
超
越
者
 

 
 

な
る
ほ
ど
ロ
内
在
的
な
 

あ
り
方
を
す
る
」
世
界
に
お
い
て
あ
る
こ
と
（
毛
の
 -
 
（
 
口
 
㏄
の
の
 

@
 
コ
 ）
 ロ
の
 
制
限
一
を
打
破
す
る
際
に
、
存
在
を
こ
れ
 
か
ら
自
由
に
決
定
す
る
 

と
い
う
情
熱
を
伴
っ
て
、
自
由
は
把
握
さ
れ
る
が
、
 
し
 か
し
自
由
は
自
ら
を
究
極
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
 で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
 

自
由
は
、
た
だ
時
間
の
中
に
の
み
、
舌
ロ
 ぃ
 換
え
れ
 ば
可
 能
 的
実
存
 
ロ
 つ
ま
り
実
存
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
も
の
 」
が
自
己
を
実
現
す
る
 

趨
 
途
上
に
お
い
て
の
み
あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
 
る
 。
超
越
者
に
お
い
て
は
も
は
や
決
断
さ
れ
る
こ
と
が
 
な
い
故
に
、
自
由
は
終
止
す
 

 
 

肉
ス
㌔
そ
こ
に
は
自
由
も
不
自
由
も
な
い
」
。
 

-
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自
由
 は
 種
々
の
可
能
性
が
あ
る
と
こ
ろ
に
現
象
す
る
が
、
 
超
 戯
者
は
絶
対
者
と
し
て
ど
こ
 

 
 

  

 
 

固
 と
し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
な
ら
ば
、
実
存
 
の
 自
由
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
「
我
々
に
対
し
て
 
神
は
存
在
し
な
い
」
。
 
ま
 

つ
の
契
機
か
ら
実
存
の
自
由
は
構
成
さ
れ
、
実
存
が
こ
 の
 自
由
を
自
覚
す
る
と
き
、
そ
の
根
拠
と
し
て
超
越
者
 
が
 確
信
さ
 

て
 、
そ
の
確
信
と
い
う
基
盤
に
立
ち
つ
つ
実
存
が
世
界
 
に
お
い
て
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
、
世
界
の
意
味
を
実
 存
 自
身
が
 

意
味
を
行
為
に
よ
っ
て
実
現
し
て
行
く
こ
と
が
、
よ
り
 
積
極
的
な
実
存
と
超
越
者
の
関
わ
り
で
あ
る
。
そ
の
 
関
 係
 に
お
い
 

根
拠
と
し
て
の
超
越
者
が
完
全
に
顕
れ
実
存
が
充
実
さ
 
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
存
に
と
っ
て
世
界
が
完
全
に
 
明
ら
か
と
 

家
 で
は
な
く
な
り
、
実
存
の
自
己
実
現
の
た
め
の
、
 
つ
 

が
 自
ら
の
自
由
の
意
義
と
目
的
を
明
確
に
把
握
し
実
現
 

ま
り
超
越
者
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
る
た
め
の
、
い
わ
 ぼ
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
場
合
、
世
 

素
材
と
な
 

弄
 は
単
な
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
超
越
者
の
「
暗
号
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
  
 

し
か
し
、
世
界
の
無
地
盤
性
が
自
覚
さ
れ
ず
、
単
に
認
 識
の
対
象
と
し
て
の
世
界
、
つ
ま
り
内
在
者
の
総
体
と
 
 
 

れ
る
。
そ
し
 

問
い
、
そ
の
 

て
、
自
由
の
 

な
り
、
実
存
 

る
 認
識
の
対
 

る
 。
そ
れ
を
 

世
界
が
 、
確
 



り
 、
自
由
の
働
く
余
地
は
な
い
。
内
在
的
世
界
を
越
え
 
つ
つ
、
自
ら
決
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
実
存
に
と
っ
て
の
 み
 自
由
は
存
在
す
る
。
 

こ
こ
か
ら
我
々
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
基
本
的
図
式
と
し
て
 
の
 、
内
在
者
 ｜
 実
存
 ｜
 超
越
者
と
い
う
構
図
を
再
確
認
 で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
は
内
在
者
と
超
越
者
と
い
う
二
種
の
必
然
性
の
 対
比
が
あ
り
、
そ
の
中
間
に
自
由
と
し
て
の
実
存
が
 
、
 い
わ
ば
結
節
点
と
し
て
 

置
か
れ
て
い
る
。
自
由
は
単
な
る
有
限
者
に
も
無
限
者
 
に
も
現
れ
ず
、
有
限
で
あ
り
っ
 つ
 、
無
限
に
開
か
れ
て
 い
る
実
存
に
の
み
帰
属
 

す
る
。
そ
し
て
内
在
者
か
ら
の
自
立
と
い
う
自
由
を
経
 
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
は
初
め
て
超
越
的
な
も
の
に
 
よ
っ
て
充
実
さ
れ
る
。
 

自
由
は
最
終
的
な
到
達
点
で
は
な
い
が
、
超
越
者
と
い
 
う
 本
来
的
存
在
へ
の
通
路
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
 
い
 て
重
要
な
主
題
で
あ
 

り
 続
け
て
い
る
。
 

さ
て
、
暗
号
と
い
う
現
象
に
は
あ
る
困
難
が
常
に
付
随
 
す
る
。
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
る
と
い
う
 
こ
と
は
、
あ
る
意
味
 

で
 超
越
的
な
存
在
と
自
己
存
在
と
が
触
れ
合
う
と
い
う
 
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
場
合
、
 
ど
 こ
ま
で
も
実
存
が
内
在
 

者
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
と
い
う
点
が
維
持
さ
れ
 
て
お
り
、
単
に
内
在
者
を
放
棄
す
る
こ
と
は
否
定
的
に
 捉
え
ら
れ
て
い
る
。
 実
 

存
は
具
体
的
な
内
在
者
と
し
て
の
側
面
、
舌
ロ
 ぃ
 換
え
れ
 ぱ
 有
限
者
と
し
て
の
側
面
を
保
持
す
る
の
で
あ
り
、
 
無
 限
 者
た
る
超
越
者
と
直
 

ち
に
同
一
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
存
は
あ
く
ま
 で
 有
限
者
で
あ
り
、
超
越
者
と
の
間
に
は
隔
た
り
が
 
残
 り
 続
け
る
。
従
っ
て
 、
 

超
越
的
な
も
の
が
実
存
と
の
交
渉
を
持
つ
と
い
う
こ
と
 
は
 、
あ
る
意
味
で
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
超
越
者
が
 
、
 自
己
自
身
は
退
き
つ
つ
 

内
在
者
に
お
い
て
自
ら
を
示
す
と
い
う
 

ス
が
 
「
暗
号
」
と
呼
ぶ
特
殊
な
形
態
で
現
れ
ざ
る
 を
え
な
 い
 の
は
、
そ
の
 

こ
と
に
よ
る
。
次
の
章
で
暗
号
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
  
 

(470) 

ま
で
も
現
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
可
能
性
は
存
在
し
な
 

 
 

は
 既
に
決
定
さ
れ
て
お
 

 
  

 



内在と超越 

た に す、 立 し あ @ 生 な で 昧 
。 ヤ 対 も し し な る は 超 変 あ て ヤ 1 

ス   
と は 号 、 

  

と と 
  

つ っ れ 回 識 起 と 
い 実 

。 て な 龍 一 越 し 
う 存 
関 と し か 超 、 い的 。 実になの 般若て 
捷案 
地 質 
  
号 そ 者 と て は 者 

な 的 や の そ っ は な を 
ら む 

な 関 徴 の も の 解   

  
ら 

人 よ 

問 う   
と と で も あ はあ る 0 
起 し き や る 
趨 た まで たのの Ⅰ 形 「 る は 内   文才 り 在   
な と 象 超 者 面上 聞か ァ⑨ 

れ だ 学 も 先 を 越 と     表 者 は さ か 的 そ 

と 述 す を 相 え ら 対     0  表 、 ヌ寸 も で 象 万 号 意 

  

二
 
暗
号
 



関
係
に
つ
い
て
は
、
暗
号
と
い
う
形
態
以
外
の
関
係
を
 想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
世
 
界
 と
は
別
の
場
所
に
彼
 

岸
を
想
定
す
る
も
の
、
超
越
者
の
何
ら
か
の
特
殊
な
内
 往
者
へ
の
内
在
化
を
認
め
る
も
の
、
内
在
的
対
象
性
が
 
消
滅
す
る
神
秘
的
融
合
 

ぎ
三
 0
2
 盗
（
 
ぽ
 已
に
お
け
る
 合
 Ⅰ
と
い
っ
た
関
係
が
 考
え
ら
れ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
こ
う
し
た
関
係
か
 
ら
 、
自
身
の
主
張
す
る
 

暗
号
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
区
別
し
て
い
る
。
 

ま
ず
、
こ
の
世
と
は
別
の
場
所
に
超
越
者
の
在
 処
を
想
 足
 す
る
も
の
は
、
神
話
的
な
説
明
で
あ
り
一
定
の
音
主
我
 
は
あ
る
に
せ
よ
、
 理
 

論
 的
に
は
決
し
て
十
分
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
此
岸
 
と
 は
 別
の
場
所
に
彼
岸
が
想
定
さ
れ
、
世
界
の
二
重
化
が
 行
わ
れ
る
。
し
か
し
 彼
 

岸
を
想
定
す
る
こ
と
は
「
別
の
世
界
に
こ
の
世
界
に
も
 存
在
す
る
事
物
と
出
来
事
が
移
し
換
え
ら
れ
る
だ
け
で
 
あ
り
、
夢
想
的
に
拡
大
 

さ
れ
、
縮
小
さ
れ
、
組
み
合
わ
さ
れ
る
」
 

-
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に
す
ぎ
な
い
 。
そ
こ
で
は
実
際
に
は
「
超
越
」
に
つ
い
て
何
も
語
ら
 
れ
て
い
な
い
。
世
界
の
 

単
な
る
二
重
化
は
、
内
在
と
超
越
と
の
峻
別
に
つ
い
て
 
の
 十
分
な
自
覚
を
欠
く
。
 

次
に
、
特
殊
な
内
在
者
へ
の
超
越
者
の
内
在
化
と
し
て
 
、
 例
え
ば
、
具
体
的
な
個
々
の
世
界
存
在
、
あ
る
い
は
 生
成
す
る
「
世
界
 そ
 

の
も
の
」
、
ま
た
さ
ら
に
人
格
神
の
神
話
に
お
い
て
は
 「
人
格
」
、
忠
ム
 

ガ
 的
に
は
全
て
の
も
の
の
原
理
と
な
る
「
 存
在
」
と
い
つ
た
も
の
 

へ
の
超
越
者
の
内
在
化
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
 暗
 号
 で
は
な
く
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
実
存
に
現
れ
る
と
 す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
 

は
 超
越
者
は
事
実
上
止
揚
さ
れ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
 
い
て
超
越
者
は
実
存
の
自
由
を
通
し
て
顕
現
す
る
も
の
 で
あ
っ
た
。
し
か
し
 超
 

越
 者
が
内
在
者
を
統
括
す
る
よ
う
な
原
理
と
し
て
現
れ
 る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
機
械
的
秩
序
に
基
づ
く
必
然
性
 
が
 成
立
し
、
実
存
の
自
 

由
は
働
く
場
を
失
う
。
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
 
「
人
間
が
日
自
身
で
あ
る
の
は
、
た
だ
遥
か
に
遠
い
 超
 戯
者
と
現
前
す
る
顕
在
 

 
 

と
の
、
暗
号
と
時
間
現
存
在
と
の
、
舌
ロ
 い
 換
え
れ
ば
 与
 え
ら
れ
る
こ
と
と
自
由
と
の
緊
張
に
お
い
て
の
み
で
 
あ
る
」
。
一
方
で
は
、
 実
 

存
に
 否
応
無
く
超
越
者
か
ら
現
実
が
、
実
存
す
る
こ
と
 そ
の
も
の
が
、
「
与
え
ら
れ
る
こ
と
」
が
踏
ま
え
ら
れ
 つ
つ
、
し
か
し
他
方
自
   



内在と超越 

の
 超
越
性
を
維
持
し
っ
 っ
 現
象
す
る
に
は
、
暗
号
と
い
 う
 形
態
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
点
に
 ゃ
ス
パ
 
｜
ス
の
 超
越
者
理
解
 の
 

核
心
が
存
在
す
る
。
 

以
上
見
た
よ
う
に
世
界
の
二
重
化
、
超
越
者
の
単
な
る
 
内
在
者
化
、
神
秘
的
融
合
の
い
ず
れ
も
、
人
間
が
内
在
 
者
に
お
い
て
自
己
 実
 

現
す
る
際
に
超
越
者
が
現
象
す
る
と
い
う
ヤ
ス
パ
ー
ス
 
の
 考
え
と
決
定
的
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
内
在
者
に
 
お
い
て
、
超
越
者
が
そ
 

己
 存
在
の
「
自
由
」
が
ど
こ
ま
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
  
 

の
 超
越
者
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
 

最
後
に
、
神
秘
的
 融
 ム
ロ
に
つ
い
て
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
 

一
 

神
秘
的
融
合
に
お
い
て
は
、
我
々
と
超
越
者
が
一
体
化
 
す
 

無
 化
し
、
自
己
存
在
そ
の
も
の
も
消
え
去
る
。
こ
の
 朝
 ム
 

て
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
。
し
か
し
そ
の
融
合
は
内
在
 的
 

存
を
問
題
に
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
か
ら
は
積
極
的
に
は
 
評
 価
 

が
 、
そ
の
信
仰
と
世
界
に
つ
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
 次
  
 

存
在
と
の
神
秘
的
融
合
の
中
で
信
仰
は
失
わ
れ
る
。
 
私
 が
 

す
る
と
き
、
私
は
も
は
や
信
仰
し
て
い
な
い
。
信
仰
は
 
 
 

る
 。
信
仰
は
現
象
に
お
け
る
存
在
確
信
、
神
性
に
対
す
 
る
 

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
ま
す
ま
す
不
確
実
な
も
 
 
 両

者
の
緊
張
の
内
に
、
内
在
的
必
然
性
を
越
え
た
、
 
高
 次
の
必
然
性
と
し
て
 

定
の
理
解
を
示
す
。
し
か
し
そ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
 
の
 立
場
で
は
な
い
。
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
が
消
滅
し
、
内
在
的
に
経
験
 
さ
れ
る
世
界
存
在
が
 

の
 経
験
は
神
秘
家
の
生
を
根
本
か
ら
変
革
す
る
経
験
で
 
あ
り
、
彼
ら
に
と
 っ
 

契
機
を
脱
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
で
あ
り
 
、
世
界
に
お
け
る
 実
 

さ
れ
な
い
。
暗
号
に
基
づ
い
て
生
を
営
む
こ
と
が
超
越
 
者
へ
の
信
仰
で
あ
る
 

 
 

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
信
仰
が
世
界
を
離
れ
る
な
ら
 信
仰
は
終
止
す
る
。
 

、
 私
と
世
界
を
放
棄
し
て
、
自
ら
神
と
な
り
つ
つ
神
性
 
と
 自
己
と
を
一
つ
ぼ
 

 
 

信
ず
る
の
で
は
な
く
、
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
神
秘
的
 
融
合
と
は
無
縁
で
あ
 

信
仰
で
あ
る
。
そ
の
神
性
は
完
全
に
自
己
を
隠
し
て
い
 
る
た
め
、
知
が
進
歩
 

 
 

 
 

と
な
る
。
信
仰
は
、
同
時
に
隔
た
り
に
あ
っ
て
の
確
信
 
で
あ
る
」
。
 

  



の
 眺
望
を
得
る
の
で
あ
る
。
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
想
像
の
働
き
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
逆
 
説
性
 に
任
目
す
る
。
「
想
像
は
、
実
存
が
、
ど
の
よ
う
 な
も
の
で
あ
れ
、
 現
 

に
あ
る
物
を
全
存
在
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
 
っ
て
超
越
者
の
中
で
自
己
を
保
持
す
る
た
め
に
、
あ
ら
 ゆ
る
現
存
在
的
安
定
 そ
 

の
も
の
か
ら
離
れ
る
、
と
い
う
逆
説
て
あ
る
」
。
 

0
-
5
-
2
 
 

内
在
者
 
を
 全
存
在
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
内
部
に
止
ま
る
 
こ
と
は
、
狭
い
範
囲
に
 

お
い
て
は
自
己
を
安
定
さ
せ
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
 し
か
し
世
界
の
無
地
盤
性
に
関
し
て
見
た
よ
う
に
、
 内
 往
者
は
そ
の
 っ
 ど
の
 眼
 

界
 内
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
界
が
変
動
す
る
こ
 
と
に
よ
り
そ
の
安
定
は
根
底
か
ら
崩
壊
す
る
。
従
っ
て
 、
 単
に
内
在
者
に
安
ら
 

ぅ
 こ
と
は
、
真
の
安
定
や
真
の
安
全
と
は
な
ら
な
い
。
 実
存
に
と
っ
て
の
安
定
や
安
全
は
、
超
越
者
の
内
に
あ
 
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
 

に
そ
の
た
め
に
内
在
者
の
制
限
が
い
っ
た
ん
廃
棄
さ
れ
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
中
の
 

「
逆
説
」
と
い
う
言
葉
 

2
 
 実
存
の
霜
心
像
」
 

暗
号
を
受
け
取
る
こ
と
は
同
時
に
そ
れ
を
「
 解
毛
 
-
m
 

」
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
そ
れ
 が
 実
存
の
「
想
像
」
 

 
 

案
ぎ
呂
沸
 こ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
主
張
す
 
る
 。
「
私
は
世
界
定
位
に
お
け
る
現
存
在
を
諸
概
念
に
 よ
っ
て
認
識
す
る
が
、
 

現
存
在
に
お
け
る
存
在
「
つ
ま
り
暗
号
と
し
て
の
内
在
 
者
 」
を
た
だ
想
像
に
よ
っ
て
の
み
 

す
る
」
。
、
、
 

解
毛
 
-
m
 -
2
@
 
 

暗
号
 の
 性
格
を
よ
り
具
体
的
 

に
 理
解
す
る
た
め
に
、
以
下
で
こ
の
想
像
の
働
き
に
 
任
 目
し
て
み
た
い
。
 

想
像
は
、
主
観
的
で
無
拘
束
な
表
象
作
用
で
あ
り
、
 
客
 観
 性
や
厳
密
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
通
常
は
否
定
的
に
 捉
え
ら
れ
て
い
る
。
 

内
在
的
世
界
の
内
部
に
お
い
て
は
、
事
物
は
一
定
の
秩
 序
に
 基
づ
き
、
一
義
的
に
解
釈
さ
れ
、
安
定
し
た
世
界
 を
 構
成
し
て
い
る
。
 そ
 

の
 内
在
性
の
枠
内
の
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
確
か
に
想
像
 
は
 非
現
実
的
で
あ
り
撫
生
 息
味
 で
あ
る
。
し
か
し
、
内
在
 者
の
み
で
は
な
く
超
越
 

者
が
問
題
と
な
る
と
き
、
想
像
の
働
き
が
必
須
の
も
の
 と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
実
存
は
内
在
性
 
を
超
 出
し
、
超
越
者
 へ
   



内在と超越 

れ 来 み 
を 的 を 

乗 一 見   
超 在 に 
え の す 
ょ 跡 ぎ 

よ、 しを追うと ナ   
力，、 。 想像かけ 

は己 舌ロ い 卍 七冊 る 

  
単 ㍉ 亀 

  
  
  
l を 存 
ス 疑 在 
の 問 の 
高 祖 内 
う し で 

ヱ今 想像 そ 

  

事
物
の
現
に
あ
る
状
態
を
捉
え
る
が
、
想
像
 は
 事
物
の
 現
に
な
い
状
態
、
内
在
的
立
場
で
は
不
可
能
な
、
事
物
 
の
 完
成
し
た
状
態
や
完
 

結
し
た
状
態
を
想
定
す
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
 
想
 像
は
 、
内
在
者
の
本
来
的
あ
り
様
と
い
う
、
い
わ
ば
 高
 次
の
現
実
を
美
と
し
て
 

見
て
取
る
。
 

し
か
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
こ
こ
で
舌
口
 
ぅ
 想
像
は
 、
 専
ら
 美
を
捉
え
る
働
き
で
あ
る
遊
戯
や
芸
術
に
お
け
る
想
像
 
と
は
異
な
り
、
ど
こ
 

ま
で
も
実
存
の
現
実
と
繋
が
り
を
持
つ
。
遊
戯
や
芸
術
 は
 、
内
在
性
を
打
破
す
る
働
き
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
 
、
そ
の
 無
 拘
束
性
の
故
 

に
 現
実
か
ら
遊
離
す
る
。
そ
こ
で
は
た
だ
単
に
「
可
能
 
的
な
も
の
」
、
あ
る
い
は
「
一
般
的
な
も
の
」
が
捉
え
 ら
れ
る
に
す
ぎ
な
 

 
 

そ
の
点
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
舌
ロ
 

い
 表
し
て
 ぃ
 る
 。
「
想
像
は
実
存
の
歴
史
的
現
在
と
出
会
わ
ぬ
限
り
 、
可
能
的
な
も
の
及
び
 

の
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
、
も
の
を
 
見
る
。
こ
の
出
会
い
の
関
係
を
欠
く
な
ら
ば
、
想
像
は
 
実
存
の
可
能
的
空
間
の
 

 
 

念
 ・
実
存
，
超
越
者
と
し
て
現
実
で
あ
る
も
の
が
、
 想
 像
 に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
 美
 と
し
て
認
め
ら
れ
る
」
。
 
通
常
の
認
識
の
働
き
は
 

は う ら ま ， @ 

こ
の
よ
う
に
真
の
安
定
の
た
め
に
仮
の
安
定
を
放
棄
す
 
る
と
い
う
事
態
を
言
い
表
し
て
い
る
。
  

 

想
像
の
具
体
的
な
働
き
に
つ
い
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
 
よ
う
に
舌
口
 う
 。
「
想
像
に
よ
っ
て
私
は
、
完
成
し
た
も
 の
や
自
己
の
内
に
安
 

う
も
の
を
経
験
す
る
。
（
中
略
）
想
像
に
お
い
て
は
、
 私
 は
 、
存
在
の
完
全
性
を
美
と
し
て
経
験
し
、
さ
ら
に
 
大
胆
と
も
舌
口
え
る
よ
 

な
 冒
険
を
も
っ
て
 、
 恐
ろ
し
い
も
の
や
破
滅
し
た
も
の
 の
 美
さ
え
も
経
験
す
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
な
美
は
 、
現
存
在
の
意
味
で
 

非
現
実
的
で
あ
る
が
、
絶
対
的
意
識
と
し
て
の
 
愛
一
す
 な
わ
ち
超
越
者
へ
の
絶
対
的
信
頼
 
一
 か
ら
見
れ
ば
、
 
錯
覚
で
は
な
い
。
 

理
 



る そ 察 で 時 る た 求 こ 意   は に 。 委 す と 味 
構 た 上 な 、 暗 を ろ は し 
エ 三王 。 暗 決 
を 以 肯 定 三 く 、 底号 表方 、 て 

寺 下 が 的   
想、 て 単 

こ 心身支 は イ Ⅰ テ る   
、 る の 

ヤ 位 現 " こ 意 想 

ス 隅 象 
パ が で 

l 存 あ 
ス 在 る 

に し こ 

お 、 と 
  け そ 、 

る め そ 
「 差 し 
超 異 て と 

越 が そ 

者 勤 め 
」 的 現 
理 な 象 
解 構 の 
が 造 た 
  
よ な め 
り 成 に 
明 し は 
ら て 実 
か い 存   
に る の 
む こ 想 
る と 像 ではな を通し て 「超 ）であ 深みと 自体は 

と に が 

孝 昌 弘 惹ふ思 ㌍ く 、 越 者 
え を 須 像 り 存 内 の 
ら 向 で は し を 在 在 暗 
れ け あ は か 持 し 者 号 
る て る 
か み こ   
ら た と て れ ぅ 完 味 読 
で い を 遊 は に 成 を す 
あ 。 考 戯 何 な し 迫 る 

て も 

こ 検   

の 証 そ 
こ さ の 
と れ よ 

は 、 ぅ 

  修 む 
実 正 親 
存 さ 実 
め れ と 

恐 る の 
像 必 繋 
の 要 が 
何 が り 

か あ の 
う る 重 
方 。 視 
  
が 、 

を 

抜 
き 

  @ 
在 理 
者 解 
  す 
外 る 

で 
    

了由 @@ @ と 

な よ @ 
  で 

き 

  な 

往者 
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る 容 
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了由 @@ @ 絶 
そ 

  
ぇず 

根 実 
底 存 
で   
あ 現 
る 実   
  と 

と 昭   
を ら 

  

  



先
に
も
述
べ
た
よ
 う
 に
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
実
存
に
と
 っ
て
全
て
の
も
の
が
超
越
者
の
現
れ
と
な
り
う
る
こ
と
 を
 主
張
し
て
い
る
。
 

し
か
し
、
暗
号
の
中
で
も
「
挫
折
」
⑦
 

ま
 廿の
「
 

し
は
 「
決
定
的
な
暗
号
」
、
「
究
極
の
暗
号
」
と
呼
ば
れ
、
 
特
 別
 な
意
義
が
与
え
ら
れ
 

て
い
る
。
挫
折
は
、
 死
 、
苦
悩
、
闘
争
、
負
い
目
と
い
 
っ
た
 、
人
間
の
生
の
根
本
的
意
義
が
問
題
化
す
る
 

「
限
界
状
況
」
 お
 「
の
 
コ
ぃ
 

四
こ
ま
 ざ
 已
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
 

あ
 ら
ゆ
る
存
在
者
が
永
遠
に
存
続
す
る
の
で
は
な
く
、
 
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
 
い
 

と
い
う
意
識
が
伴
う
。
挫
折
の
暗
号
は
 、
 個
々
の
内
在
 者
の
根
底
を
示
す
個
々
の
暗
号
と
は
異
な
り
、
全
て
の
 
内
在
者
の
根
底
と
そ
こ
 

か
ら
帰
結
す
る
全
て
の
内
在
者
の
非
 恒
存
 性
を
示
す
。
 

こ
の
 非
恒
 在
住
 を
 ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
 て
い
る
。
「
諸
々
の
限
界
状
況
に
お
い
て
、
我
々
に
 と
 っ
て
肯
定
的
な
全
て
 

の
も
の
が
こ
れ
に
付
随
す
る
否
定
的
な
も
の
へ
と
結
ば
 れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
可
能
的
 
及
び
現
実
的
な
悪
な
し
 

に
は
善
は
存
在
せ
ず
、
虚
偽
な
し
に
は
真
理
は
存
在
せ
 ず
、
 死
な
し
に
は
生
は
存
在
し
な
い
。
幸
福
は
苦
痛
 
へ
 、
実
現
は
冒
険
と
喪
失
 

 
 

の
を
成
立
の
契
機
と
し
て
含
ん
で
い
る
、
矛
盾
し
た
 
存
在
で
あ
る
と
言
う
こ
 

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
否
定
な
い
し
矛
盾
を
知
 
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
存
は
、
そ
も
そ
も
全
て
の
も
の
に
 
は
 十
全
な
完
成
は
あ
り
 

え
ず
、
い
ず
れ
消
滅
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
意
識
す
 
る
 。
舌
ロ
 
ぃ
 換
え
れ
ば
、
全
て
の
内
在
者
が
最
終
的
に
は
 無
 化
さ
れ
る
こ
と
を
 意
 

識
 す
る
。
 

挫
折
を
よ
り
概
念
的
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
内
在
者
の
 空
無
性
の
自
覚
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
そ
の
 
展
開
全
体
か
ら
み
れ
 

ば
 無
に
帰
す
も
の
と
し
て
、
内
在
者
は
暫
定
的
・
局
所
 的
に
存
在
し
て
い
る
。
内
在
者
は
絶
対
的
な
意
味
で
は
 
存
在
せ
ず
、
い
わ
ば
 仮
 

趙
の
存
在
と
し
て
あ
る
。
挫
折
は
、
一
見
し
た
と
こ
 

ろ
 第
一
章
 2
 節
で
見
た
内
在
者
の
無
地
盤
性
の
自
覚
 と
 似
て
い
る
が
、
内
在
者
の
無
 

 
 

楠
 
根
拠
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
空
無
性
を
知
る
点
に
 
お
い
て
そ
れ
と
異
な
る
。
 

  



  

れ の 請 託 こ て は 的 
て こ 持 す き と ね 通 な 挫 2 
い の 妹 ろ 挫 は ば 付 売 折 

挫 の 号 暗号の る 。 引用な宿 場合、 折から 、挫折 ならな して、 実にお の暗号 

折 前 に 私 得 の い 沈 け と な 黄 

を 半 は は る 経 。 黙 る 個 造 
踏 で じ 、 。 験 な の 諸 々 

ま は め 没 い に ぜ 内 々 の 
え 、 て 落 っ お な で の 暗 
る 先 夫 を た い ら 経 暗 号 
な 極 鳩 目 ん て 挫 験 号 の 
ら 的 を の 無 は 折 さ に 関 
ば な 専 当 へ じ は れ 即 係 

た し に 
て 関 、あら f3 し 々える」。 固 暗号と、 一下 亜 たりに と消し めて成 存   し 共 立 ゆ 可 在 て 

暗 て な る す る 解 を 、 
号 の が も る 暗 で 啓 ヤ 
と 挫 ら め 。 弓 道 示 ス 
し 折 そ を 一 存 切 し パ 
て か 
本 ら ね を私道をはも 、 不在にた l ス 

未 見 発 は 切 取 表 の の 
約 れ   叙述 暗号現さりまなも 現さ @ ま 、 在 せ と の く れ 解 の 

と 個 
居 、 々 

ね め 中から 私 る 。 再 して として 根拠だ ないロ 釈 不能 

れ 宿 
力 @  」 口 " ヲ 

も が 
の 否 

  
そ な   
白 め 
身 で   
意 か 

味 な   
あ こ 

る と   
め が 
で 一 言 「現 、全 号を 極の て見 枯れ そ 

は ね て 解 罹 る 呆 れ 夷 

か に 者 示 
な 、 の す   
の を と 対 
で 他 す し 

あ の る て 

笘 雲孫 ふ 

折は内 カ、。 し @ と並立 適当で 

  
と そ   

を   
あ 
る 

  
  

号 の 号 
の 現 の 
関 れ み 
ィ宗 と を 

は せ 超 
い ず 越 

挫
折
は
、
通
常
の
暗
号
よ
り
深
化
し
た
暗
号
で
あ
る
と
 
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
個
々
の
暗
号
が
そ
の
 
っ
ど
 
の
 内
在
者
の
根
底
を
 

 
  

 



 
 

わ
れ
る
よ
う
に
、
超
越
者
が
断
片
的
に
そ
の
つ
ど
個
々
 の
 暗
号
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
自
覚
が
あ
っ
て
 
初
め
て
、
受
け
入
れ
る
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ぬ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
有
限
性
の
自
覚
が
十
分
で
な
 いな

ら
、
そ
の
 っ
 
ど
の
断
片
を
重
要
視
で
き
な
い
で
あ
 ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

止
す
る
条
件
で
あ
り
、
ま
た
個
々
の
暗
号
が
実
存
に
と
 
っ
て
超
越
者
の
現
れ
と
し
て
 

な
く
何
ら
か
の
不
可
解
な
存
在
の
源
泉
か
ら
発
し
た
 
痕
 跡
 と
し
て
、
あ
る
い
は
意
味
が
あ
る
に
し
て
も
こ
れ
か
 
ら
 
「
枯
れ
果
て
る
」
 運
 

命
 に
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
 、
暗
号
に
基
づ
く
実
存
の
営
み
が
 虹
 生
息
 
味
 で
あ
る
と
い
 う
 帰
結
を
招
く
こ
と
に
 

も
な
る
。
し
か
し
同
時
に
引
用
の
後
半
で
は
、
挫
折
の
 
経
験
の
中
で
暗
号
が
初
め
て
存
在
の
現
実
と
な
り
 
ぅ
 る
こ
と
が
舌
口
わ
れ
て
Ⅱ
 
ト
 

る
 。
個
々
の
暗
号
の
究
極
の
確
証
を
与
え
る
の
は
挫
折
 
で
あ
り
、
挫
折
に
よ
っ
て
初
め
て
個
々
の
暗
号
に
対
す
 
る
 実
存
の
共
鳴
、
い
わ
 

ば
 
「
自
己
化
」
、
が
生
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
 
、
 挫
折
は
個
々
の
暗
号
を
否
定
す
る
側
面
と
同
時
に
そ
 
の
 成
立
の
根
拠
と
い
う
 

側
面
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
面
性
を
よ
 
り
 詳
し
く
考
察
し
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
、
挫
折
に
よ
っ
て
個
々
の
暗
号
は
、
最
終
的
に
は
 
消
滅
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
 
暗
号
が
真
に
暗
号
と
 

し
て
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
完
全
な
存
在
で
は
な
い
 
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
 ば
 、
本
来
的
存
在
か
ら
 

発
し
た
も
の
で
は
な
い
暗
号
、
あ
る
い
は
最
終
的
に
消
 滅
す
る
の
で
は
な
い
暗
号
は
、
そ
れ
自
身
が
絶
対
的
存
 
在
 つ
ま
り
超
越
者
と
な
 

り
、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
が
退
け
る
、
超
越
者
の
内
在
者
化
を
 
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
暗
号
自
身
は
「
消
え
去
 
る
 」
も
の
で
あ
る
。
 次
 

実
存
が
挫
折
に
直
面
す
る
こ
と
は
、
実
存
の
内
在
 
者
に
お
け
る
自
己
実
現
の
完
成
の
不
可
能
性
が
明
ら
か
 
と
な
り
、
実
存
の
有
限
 

性
 が
真
に
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
実
存
は
そ
の
つ
 
ビ
の
 限
ら
れ
た
状
況
の
中
で
、
暫
定
的
に
し
か
自
己
夫
 
現
 を
は
か
る
こ
と
が
で
 

 
 

き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
有
限
性
の
自
覚
が
あ
っ
て
 
初
 め
て
、
個
々
の
暗
号
を
自
己
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
 
し
て
受
け
取
る
態
度
が
 

-
 
助
 -
 

生
ず
る
。
何
故
な
ら
ば
、
「
有
限
者
が
本
来
的
な
も
の
 の
 容
器
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
そ
れ
は
断
片
的
と
な
ら
 
ざ
る
を
え
な
い
」
と
 言
 



受
け
取
ら
れ
る
条
件
と
舌
口
え
る
。
直
接
的
に
は
内
在
者
 の
み
に
関
わ
り
 ぅ
る
 、
有
限
者
で
あ
る
実
存
が
、
絶
対
 者
で
あ
る
超
越
者
と
関
 

-
 
㌍
 -
 

わ
る
た
め
に
は
、
挫
折
は
欠
か
せ
な
い
。
「
有
限
性
は
挫
 折
 に
お
い
て
以
外
に
は
跳
び
越
え
ら
れ
な
い
」
と
い
 
ち
ノ
、
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 =
@
 

口
 

葉
 は
こ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
、
究
極
の
暗
号
と
し
て
の
挫
折
が
個
々
の
 暗
号
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
挫
折
と
い
う
 
根
底
を
究
極
 規
 す
る
 

こ
と
も
、
十
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
 ヤ
ス
 パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
 目
 挫
折
の
 口
 暗
号
は
 、
 私
が
そ
れ
 

を
欲
す
る
と
き
に
は
露
顕
し
な
い
で
、
か
え
っ
て
私
が
 
挫
折
の
現
実
を
避
け
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
す
 
と
き
に
露
顕
す
る
。
 そ
 

れ
は
運
命
愛
の
中
に
露
顕
す
る
。
し
か
し
宿
命
 ョ
 
珊
は
真
 実
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
宿
命
論
は
時
期
尚
早
に
屈
服
 
し
 、
そ
れ
故
も
は
や
 挫
 

 
 

抗
 し
な
い
」
。
直
接
挫
折
を
目
指
す
こ
と
は
、
挫
折
す
 る
 前
に
現
実
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
 
実
際
に
は
真
正
な
挫
折
 

の
 経
験
は
生
じ
な
い
。
挫
折
を
回
避
し
、
存
続
を
求
め
 
る
 中
で
、
は
じ
め
て
挫
折
は
経
験
さ
れ
る
。
存
続
を
求
 
め
る
と
は
、
個
々
の
 暗
 

号
 に
導
か
れ
、
世
界
内
で
の
実
現
を
は
か
る
こ
と
で
あ
 る
 。
そ
れ
故
、
挫
折
の
暗
号
は
個
々
の
暗
号
か
ら
独
立
 
し
た
も
の
で
は
な
く
、
 

切
り
離
せ
な
い
。
 

従
っ
て
暗
号
は
、
い
っ
た
ん
内
在
者
が
無
と
な
り
、
 
そ
 の
後
に
現
実
性
を
回
復
す
る
と
い
う
運
動
と
、
逆
に
現
 実
の
内
在
者
に
お
 い
 

て
 実
存
を
充
実
し
っ
 っ
 、
そ
の
充
実
を
無
化
す
る
と
い
 う
 運
動
と
の
二
つ
の
面
を
持
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
 
。
も
ち
ろ
ん
 ヤ
 

ス
 自
身
個
々
の
暗
号
と
挫
折
の
暗
号
と
を
分
離
し
て
 
語
 っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
便
宜
上
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
 な
い
。
こ
の
二
つ
の
 運
 

動
は
別
々
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
暗
号
 
解
読
の
際
に
、
相
克
す
る
両
極
と
し
て
同
時
に
成
立
す
 
る
 。
 

こ
の
相
反
す
る
側
面
を
包
含
す
る
運
動
に
お
い
て
、
 実
 存
に
 直
接
示
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
超
越
者
の
そ
の
 
つ
 ど
の
現
象
、
限
定
 

さ
れ
た
個
々
の
暗
号
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
超
越
者
の
 
顕
現
は
常
に
暫
定
性
を
持
っ
。
そ
れ
 故
 時
間
の
内
に
あ
 る
 実
存
は
 、
 新
た
な
 状
   



我
々
は
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
超
越
」
に
関
す
る
思
想
を
 見
て
き
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
絶
対
者
で
あ
る
 
超
越
者
と
、
ど
こ
ま
 

で
も
有
限
で
あ
る
実
存
と
の
間
に
は
、
埋
め
づ
く
し
 え
 な
 い
 隔
た
り
が
存
在
す
る
。
超
越
者
そ
れ
自
身
が
直
接
 
顕
現
す
る
こ
と
は
あ
り
 

 
 

え
な
い
。
し
か
し
、
実
存
が
自
ら
の
最
終
的
な
根
拠
と
 
し
て
の
「
実
存
へ
の
意
志
」
を
自
覚
し
た
場
合
、
内
在
 者
が
超
越
者
の
現
れ
と
 

し
て
、
「
暗
号
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 そ
の
と
き
、
実
存
の
世
界
内
に
お
け
る
活
動
そ
の
も
 
の
が
暗
号
解
読
と
な
る
。
 

こ
の
暗
号
と
い
う
現
象
は
あ
る
緊
張
を
は
ら
ま
ざ
る
を
 得
ず
、
そ
れ
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
内
在
者
の
空
無
化
と
 
充
実
と
い
色
一
つ
の
 契
 

機
の
併
存
と
し
て
、
あ
る
い
は
両
者
の
 ム
ガ
証
 
法
的
な
運
 動
 と
し
て
捉
え
た
。
こ
の
運
動
は
、
超
越
的
な
も
の
が
 
そ
の
超
越
性
を
失
わ
ず
 

に
 、
実
存
に
対
し
て
現
れ
る
た
め
の
機
構
と
舌
口
え
る
だ
 
ろ
う
。
 

こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
に
基
づ
け
ば
、
宗
教
的
対
象
 と
 通
常
経
験
の
対
象
の
二
つ
は
、
ま
た
、
超
越
的
な
も
 
の
が
現
れ
る
非
日
常
 

的
 空
間
 
爺
 王
の
領
域
）
と
通
常
の
経
験
が
行
わ
れ
る
 日
 常
 的
空
間
（
俗
の
領
域
 -
 の
二
つ
は
、
固
定
的
に
分
離
 し
た
も
の
で
は
な
く
、
 

ぬ
 

動
的
に
相
互
貫
入
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
事
物
 
が
 、
内
在
者
を
打
ち
消
し
っ
 っ
 充
実
す
る
と
い
う
弁
証
 法
的
運
動
に
お
い
て
暗
号
と
 

 
 

随
 

し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
の
事
物
は
宗
教
的
経
験
の
 
対
象
と
な
り
、
そ
の
場
は
非
日
常
空
間
と
な
る
。
逆
に
 
そ
の
運
動
を
欠
く
と
き
、
 

同
   

結
び
 

て の 己 況 

に
 直
面
す
る
と
と
も
に
、
常
に
改
め
て
超
越
者
を
模
索
 
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
表
現
で
舌
口
 ぇ
ば
 、
「
根
源
的
「
 自
 

」
存
在
の
自
由
、
及
び
そ
れ
と
と
も
に
超
越
者
へ
の
 
関
 係
は
、
 新
し
い
決
断
を
も
っ
て
日
々
新
た
に
獲
得
さ
れ
 
ね
ば
な
ら
ず
、
個
人
 

所
有
物
で
も
、
伝
え
う
る
も
の
で
も
な
い
」
。
超
越
者
 と
 実
存
と
の
関
係
は
、
一
定
の
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
 
な
く
、
常
に
変
化
し
 

い
く
。
挫
折
と
充
実
の
運
動
は
、
実
存
の
あ
る
限
り
 終
 結
す
る
こ
と
な
く
、
交
代
を
繰
り
返
す
。
 



一
 
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
を
 示
 す
 。
ま
た
一
 
-
 内
は
筆
者
の
補
足
説
明
で
あ
る
。
）
 

註 
じ
 事
物
が
単
な
る
通
常
経
験
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
場
 
は
 日
常
空
間
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
運
動
の
存
否
 
に
よ
っ
て
、
通
常
の
経
 

験
 領
域
の
た
だ
中
に
超
越
的
な
も
の
が
 見
ぃ
 だ
さ
れ
た
 り
 、
超
越
的
で
あ
っ
た
も
の
が
直
ち
に
経
験
的
な
も
の
 
と
 化
す
こ
と
が
あ
り
う
 

る
 。
 

従
っ
て
、
宗
教
的
対
象
は
、
そ
の
対
象
自
身
が
何
で
あ
 
る
か
に
よ
っ
て
超
越
性
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
我
々
に
 対
す
る
そ
の
現
れ
方
 

に
 超
越
性
の
所
以
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
的
対
象
 
は
、
 何
ら
か
の
一
定
の
事
物
と
し
て
は
固
定
さ
れ
え
な
 

原
理
的
に
は
、
 無
 

化
｜
 充
実
の
運
動
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 全
て
の
 経
 強
的
事
物
が
宗
教
的
対
象
に
成
り
う
る
。
し
か
し
現
実
 
に
は
、
そ
の
運
動
の
可
 

能
 性
は
歴
史
的
背
景
を
持
ち
、
宗
教
的
対
象
が
限
定
さ
 
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
教
に
よ
っ
て
そ
の
運
動
 
を
 担
 う
 対
象
を
比
較
的
 

多
く
の
も
の
に
認
め
る
も
の
、
少
数
の
も
の
に
限
定
す
 
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
対
象
が
比
較
的
変
動
し
易
い
 も
の
、
長
期
間
変
動
し
 

な
い
も
の
、
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
 宗
 教
の
包
括
的
な
理
解
を
試
み
る
 場
ム
ロ
 
に
は
、
宗
教
的
対
 象
の
別
を
一
旦
等
閑
視
 

し
て
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
現
れ
方
を
見
て
取
る
こ
と
 が
 必
要
で
あ
ろ
う
。
 

宗
教
的
対
象
は
固
定
さ
れ
え
な
い
と
い
う
考
え
は
、
 
他
 の
 宗
教
思
想
家
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
オ
ッ
ト
 
｜
は
 宗
教
的
対
象
を
 

概
念
的
把
握
が
不
可
能
な
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
と
 呼
び
、
そ
れ
 に
 対
す
る
人
間
の
感
情
を
分
析
す
る
。
ま
た
テ
ィ
 
リ
ッ
 ヒ
は
 宗
教
的
対
象
の
規
 

定
 不
可
能
性
の
故
に
、
宗
教
的
な
対
象
に
向
か
う
人
間
 の
 究
極
的
関
心
を
通
し
て
宗
教
を
理
解
す
る
。
こ
れ
ら
 
の
 思
想
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
 

の
 指
ロ
百
論
の
詳
し
い
比
較
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
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47 (483) 

の
 
㏄
 

一
 
4
 ）
挫
折
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
第
三
章
で
み
る
が
、
簡
単
に
 

言
え
ば
挫
折
と
は
、
実
存
に
と
っ
て
超
越
者
が
一
義
的
に
理
解
さ
 

ね
 え
な
い
と
い
う
経
験
 

で
あ
る
。
挫
折
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
Ⅱ
 

コ
 
ペ
 
目
 
0
 
ア
は
挫
 
折
 に
お
い
て
超
越
者
に
つ
い
て
は
全
て
の
規
定
が
不
十
分
で
あ
る
 

こ
と
が
明
ら
か
と
 

な
り
、
超
越
者
に
つ
い
て
 

沈
軟
が
 生
ず
る
が
、
そ
れ
は
信
仰
の
純
 

粋
化
 だ
と
し
て
い
る
。
 
戸
 n
o
 
コ
ぃ
 
乱
ヱ
・
Ⅱ
 
す
ニ
 
i
n
 

二
八
ロ
え
も
も
㏄
 

）
 
@
 
め
 @
 
ま
サ
 
@
 
一
 
～
 
お
 
@
 8 ぜ
 桶
 

力
さ
～
～
 

臣
 -
 
円
汗
 C
 コ
才
蒋
 
ム
モ
 

o
h
 

ヨ
器
 

田
臼
仁
 
の
の
 

ヌ
 の
 下
 e
s
s
 

、
 
や
ョ
汗
 
「
の
（
。
お
お
 

，
や
 ）
Ⅱ
 

o
f
.
-
 

ま
た
 0
 「
 
莫
は
 挫
折
に
お
い
て
初
め
て
 
実
存
の
有
限
性
が
真
 

 
 

旨
は
、
挫
折
は
人
間
の
活
動
に
は
終
結
が
な
い
こ
と
を
示
し
、
 

開
ヨ
の
仁
 

h
O
 「
 莫
 。
八
日
 
ぺ
 
～
㌔
 
湧
ト
勇
 
・
下
オ
～
～
ら
め
 

0
 
㌧
 
オ
む
驚
 「
Ⅱ
 隠
ミ
 
ミ
 
か
れ
た
、
動
的
な
 

・
 モ
円
団
 
m
 木
ぃ
 
ユ
 
、
 

非
閉
鎖
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
可
能
性
を
開
く
と
述
べ
て
い
 

る
 ㊥
 凹
い
ヨ
 
ニ
コ
 
，
ヂ
ヂ
 
0
t
.
 

け
目
コ
 。
こ
れ
ら
の
見
解
は
挫
折
の
土
 

忠
義
を
我
々
が
理
解
 

す
る
上
で
参
考
に
な
る
も
の
だ
が
、
通
常
の
暗
号
と
決
定
的
な
 

暗
号
の
区
別
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
 

両
 者
の
差
異
を
検
討
 

し
 、
そ
の
差
異
の
由
来
や
暗
号
論
全
体
に
果
た
す
役
割
を
明
ら
か
 

に
し
て
初
め
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
超
越
者
や
暗
号
に
つ
い
て
の
 

十
全
な
理
解
が
得
ら
 

-
1
 
一
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
世
界
、
 魂
 、
神
が
、
世
界
定
位
、
実
存
 開
明
、
形
而
上
学
と
し
て
三
部
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
」
と
、
 自
 身
の
主
著
㍉
 下
 ～
 
ぎ
い
 
も
 か
 ～
 
ぃ
 

ほ
 つ
い
て
 斗
処
 
べ
て
い
る
。
 C
 ゅ
の
つ
 

0
 
「
の
 
-
 Ⅰ
 由
 円
す
め
ら
 

ち
忍
や
 
め
 田
 Ⅱ
 @
 下
オ
 
～
～
ら
 

し
 
⑨
 
や
キ
汁
 
（
 
オ
ぃ
 （
や
（
 

ぃ
 
～
～
 

っ
 
ふ
 め
さ
 
～
～
 

ぬ
 
ま
さ
か
ハ
ナ
自
由
 

T
 

;
 の
官
ぎ
 
㏄
の
「
・
巾
の
 

ユ
ぎ
 ・
二
 
%
 由
匹
ヴ
弐
 
Ⅰ
 

二
 の
 
毛
ぺ
 0
 「
 
オ
 -
 罵
お
 。
Ⅹ
 
メ
コ
こ
 

-
2
@
 
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
超
越
者
論
に
関
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
 例
え
ぼ
ヌ
 ・
の
凹
い
ヨ
口
 

コ
 ，
 
木
 辻
番
 
8
%
 
。
巾
の
 
ぃ
オ
 
・
目
口
 
コ
ぃ
ア
 

の
 
コ
，
お
 
簿
 ・
 S
,
 
）
 
4
0
 

，
）
 

き
 参
照
。
 

こ
こ
に
挙
げ
た
超
越
者
の
多
義
性
、
抽
象
性
、
あ
る
い
は
暗
号
 の
 内
容
の
不
確
定
性
、
等
に
対
す
る
バ
ル
ト
ら
の
批
判
が
簡
潔
に
 ま
と
め
ら
れ
て
い
 

る
 0
 

一
 
3
-
 ざ
 の
 
つ
の
「
 

S
 
。
Ⅰ
 
オ
 ～
～
 

0
 
め
 
8
%
 ぃ
 田
主
～
 
目
 、
 紋
ミ
患
 さ
め
 
き
 
A
.
 

レ
口
 

コ
 ：
の
 
つ
 ユ
コ
 
い
目
 ，
 田
 。
 
ニ
 @
 
コ
，
 
ヱ
山
山
 
臼
 r
n
 
「
 
m
 。
 
Z
m
 毛
べ
 0
 「
 
オ
 ・
）
 
む
 
～
 
ひ
 -
 
以
 下
目
 注
ヂ
と
 略
記
 一
 -
 の
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る 教 

0 世 宗 ッ 

こ 。 が マ 
    

歴 俗 た ク キ が く る る が理論 
史 化 し ス 一 
的 過 て     

  な来張芸 な 

  
ヲヒ 取円         曲 / 芸伐 る 会 に於 ノ ミ 現出 王 @ よ 術 は 理奈 こと 

シ 来張そ 教 を け 

真 6 ス、 話判 / し よ，、 する。 の「 . 、、 化」と 明確に 

理 謂 こ メ い す 度 
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領 Ⅰ 宗の   

位 
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つ , 
堤展     
題 帝 U  そ 

が   は 通 芸術 基 の 教 ダヤ い自然 権的に 芸術や 

浮 に て 盤 的 と 真 斜め 

か 拡   
び 故 智 
上 さ て 

自然 真理に思惟にを探る 及 理と関 学 に受 

が れ 宗 端緒 わけび れ縦貫 

  

芸
術
に
顕
現
す
る
も
の
 

｜
 アド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
於
け
る
、
 自
然
と
真
理
と
の
関
わ
り
 

田
口
博
子
 



芸
術
の
関
連
の
仕
方
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
「
何
か
 」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

付
け
ら
れ
、
自
然
と
の
関
連
ゆ
え
に
、
芸
術
は
自
然
が
 体
現
す
る
「
何
か
」
と
必
然
的
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
。
 
本
稿
の
目
的
は
自
然
と
 

一
 
l
-
 

っ
て
来
る
。
そ
れ
は
時
と
し
て
、
「
自
然
科
学
信
仰
」
、
「
 
芸
術
信
仰
」
と
さ
え
見
放
し
得
る
事
態
に
至
る
。
 

芸
術
に
宗
教
お
よ
び
 学
 
（
哲
学
）
は
範
を
求
め
る
と
 ぃ
 う
 主
張
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
新
し
き
神
話
 
@
 。
 斥
 目
 せ
こ
す
 

0
-
0
 

四
 ⑨
」
に
 

 
 

そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
「
全
体
性
の
表
現
と
し
て
、
 芸
 術
は
絶
対
的
な
も
の
と
 

い
 う
一
 
Ⅰ
 
日
 位
を
要
求
す
る
」
。
 

互
 

学
問
で
は
到
達
し
得
な
い
 全
 体
性
を
顕
現
さ
せ
る
が
故
に
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
 
全
体
性
の
中
に
真
理
が
 

顕
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
寧
ろ
、
近
代
に
 於
け
る
 学
 あ
る
い
は
宗
教
の
優
先
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
 ｜
ゼ
 と
し
て
、
ま
た
は
 

双
方
に
対
す
る
絶
望
の
代
償
と
し
て
、
現
代
ま
で
連
綿
 
と
 続
い
て
き
た
。
 

批
判
理
論
の
代
表
的
思
想
家
で
あ
る
 
テ
オ
 ド
ー
ル
・
 W
 ・
ア
ド
ル
ノ
の
活
動
は
、
哲
学
・
社
会
学
・
美
学
、
持
 に
 立
日
楽
生
大
学
，
 

や
 土
日
水
木
 

評
論
・
文
学
理
論
等
に
渡
り
、
一
つ
の
枠
に
収
め
る
こ
 
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
芸
術
に
就
い
て
の
著
作
は
数
 
多
い
が
、
「
啓
蒙
の
弁
証
 

 
 

根
本
的
な
姿
勢
が
伺
わ
れ
て
興
味
深
い
。
国
家
社
会
主
 
義
 政
権
を
逃
れ
て
亡
命
 

し
た
 ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
の
、
マ
ツ
ク
ス
 
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の
共
著
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
は
 、
 永
ら
く
入
手
不
可
能
 

で
 海
賊
版
が
出
回
っ
て
い
た
と
い
う
日
く
付
き
の
著
作
 
で
、
執
筆
の
契
機
の
一
つ
は
、
 木
 ロ
コ
ー
ス
ト
で
あ
る
 。
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
 

ヤ
 人
の
大
量
虐
殺
と
い
う
曲
々
し
い
事
態
と
同
時
代
を
 体
験
し
た
者
に
と
っ
て
は
宿
命
的
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
 
う
 。
そ
し
て
遺
稿
で
あ
 

る
 
「
美
学
理
ぬ
型
で
は
美
と
芸
術
の
哲
学
で
あ
る
美
学
 ほ
 つ
い
て
分
析
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
著
作
 に
は
、
他
の
文
化
的
制
 

度
 に
対
す
る
芸
術
の
特
殊
性
と
い
う
点
に
関
し
て
、
 先
 の
 ロ
マ
ン
派
の
思
想
家
運
と
同
様
の
傾
向
が
見
受
け
る
 れ
る
。
 

ア
ド
ル
ノ
の
問
題
意
識
の
中
で
は
、
芸
術
は
自
然
と
深
 く
 関
わ
っ
て
い
る
。
芸
術
の
優
位
は
、
自
然
と
の
特
殊
 
な
 関
連
に
よ
り
特
徴
   



芸術に顕現するも 

1
 
 芸
術
の
起
源
と
し
て
の
呪
術
 

現
在
で
は
、
呪
術
か
ら
宗
教
、
そ
し
て
科
学
、
芸
術
等
 
の
 諸
制
度
が
派
生
し
た
と
い
う
進
化
論
的
図
式
は
影
を
 
潜
め
て
い
る
で
あ
ろ
 

ぅ
が
 、
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
で
は
こ
の
公
式
に
則
り
 、
芸
術
の
起
源
は
呪
術
に
遡
及
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
 
結
び
付
き
の
強
調
は
 、
 

今
世
紀
初
頭
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
 

一
 
4
 一
 

そ
の
事
実
が
芸
術
の
本
質
に
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
与
 
え
て
い
る
と
い
う
洞
察
 

は
、
 彼
の
芸
術
論
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
 

ア
ド
ル
ノ
の
指
摘
す
る
呪
術
と
芸
術
の
類
似
点
は
意
外
 
な
 理
解
か
り
易
い
。
呪
術
師
や
祭
司
は
呪
術
を
執
り
 
行
 う
 際
に
結
界
す
る
 

-
5
-
 

が
 、
芸
術
作
品
も
同
様
に
、
「
世
俗
の
存
在
か
ら
引
き
 離
さ
れ
た
固
有
の
領
域
を
設
定
す
る
」
。
「
結
界
す
る
」
 と
い
う
行
為
は
、
以
下
 

の
 如
く
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
呪
術
師
は
 物
理
的
な
意
味
で
の
空
間
に
於
て
、
自
分
の
呪
術
が
対
 
家
 に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
 

と
が
出
来
る
領
域
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
人
間
、
動
植
 物
 、
神
々
そ
の
他
に
対
し
て
呪
術
を
効
力
あ
る
も
の
に
 す
る
に
は
、
そ
の
呪
術
 

的
 行
為
を
信
じ
る
共
同
体
が
前
提
と
な
る
こ
と
を
、
 
結
 円
丸
井
す
る
と
Ⅱ
 

い
 ,
 
Ⅰ
 
ノ
仁
 

Ⅱ
Ⅱ
 
斗
且
刑
 

は
ム
 
ゴ
目
 
土
日
旧
し
て
Ⅱ
い
る
 

-
6
 
一
 

一
方
、
芸
術
作
品
と
受
容
者
と
の
間
に
は
、
し
ば
し
ば
 非
日
常
的
な
空
間
、
あ
る
い
は
時
間
が
創
出
さ
れ
る
。
 
そ
し
て
、
「
芸
術
作
 

0
 
 品
が
本
物
と
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
 

 
 

い
る
「
伝
統
」
を
共
有
し
て
 

い
 る
必
要
が
あ
る
。
呪
術
の
共
同
体
に
は
、
芸
術
作
品
 に
 於
け
る
「
伝
統
」
が
対
応
す
る
。
 

呪
術
と
芸
術
の
分
岐
点
は
、
対
象
お
よ
び
受
容
者
へ
の
 作
用
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
呪
術
 
が
 術
を
施
行
し
た
 対
 

象
へ
の
作
用
を
第
一
義
と
す
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
を
 芸
術
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
現
実
へ
の
影
響
の
諦
念
 
で
あ
る
。
受
容
者
へ
の
   

一 
一 " 

芸
術
の
根
 祇
 に
あ
る
も
の
１
１
芸
術
が
基
盤
と
す
 6
 機
能
 



た る 

舌
口
 
ぅ
 ま
で
も
な
く
、
模
倣
と
は
呪
術
の
根
本
原
理
で
あ
 
る
 。
フ
レ
 イ
ザ
 ー
が
「
金
枝
篇
」
で
記
述
し
て
い
る
 如
く
、
「
 類
感
 呪
術
 あ
 

い
は
模
倣
呪
術
」
と
、
「
感
染
呪
術
」
は
呪
術
の
根
本
原
 理
 で
あ
り
、
 類
感
 呪
術
は
「
類
似
の
法
則
」
に
基
づ
 
い
 て
 い
 て
 、
 「
そ
の
 王
 

る
 原
理
は
…
…
類
似
 は
 類
似
を
作
り
出
す
。
換
 言
ロ
 
す
れ
 ば
 、
影
響
は
そ
の
（
影
響
を
作
り
出
す
）
原
因
に
似
 
て
い
る
」
。
他
方
、
感
 

-
o
-
 

さ
れ
る
。
 

別
 的
な
も
の
を
現
し
て
い
る
が
、
他
方
で
 

の
も
の
、
つ
ま
り
全
体
を
も
現
し
う
る
と
 

こ
の
 ア
 ウ
ラ
一
ト
目
色
 
と
 ミ
メ
シ
ス
 

ミ
メ
シ
ス
は
元
来
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
で
、
 

は
、
 神
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
手
段
と
し
 
て
 、
供
犠
と
し
て
選
定
さ
れ
る
 種
そ
 

い
う
二
義
性
を
有
し
て
い
る
。
 

（
 
呂
 @
2
 
兆
 乙
 
と
い
う
呪
術
か
ら
の
遺
産
が
、
芸
術
の
 
本
質
的
な
性
格
を
規
定
し
て
い
る
。
 

「
模
倣
す
る
、
同
じ
よ
う
に
作
り
上
げ
る
」
と
い
う
 意
 味
 で
、
，
 
之
持
ゴ
藍
 2
E
 
コ
 g
 。
 
，
と
独
訳
 

と
 思
わ
れ
る
が
、
芸
術
作
品
で
は
、
も
の
（
素
材
）
は
 
も
の
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
 

現
れ
る
。
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
、
芸
術
に
 
於
 け
る
全
体
と
個
別
の
特
殊
な
 

で
あ
る
が
、
各
々
の
作
品
に
は
芸
術
自
身
の
美
的
仮
象
 
が
 宿
り
、
そ
こ
に
は
個
別
の
 

術
の
本
質
に
関
わ
る
。
 

呪
術
と
美
的
仮
象
の
関
連
は
、
詳
細
に
は
説
明
さ
れ
て
 
い
な
い
が
、
推
測
す
る
に
 

体
 あ
る
い
は
、
身
代
わ
り
の
動
植
物
が
選
ば
れ
る
。
 
そ
 の
 供
犠
は
「
い
ま
、
こ
こ
で
 、

精
神
的
な
も
の
、
つ
ま
り
マ
ナ
の
表
出
と
し
て
 

関
連
で
あ
る
。
芸
術
作
品
自
体
は
個
別
的
な
も
の
 

中
に
全
体
が
現
れ
る
。
こ
の
二
重
化
の
作
用
は
 や
 
一
五
 

、
呪
術
で
は
、
神
に
供
犠
を
捧
げ
る
際
、
人
問
自
 

一
 
g
-
 

」
と
い
う
一
回
 性
 に
よ
り
刻
印
さ
れ
て
い
て
、
 

個
 

 
 

こ
の
事
実
こ
そ
が
、
芸
術
が
呪
術
の
遺
産
を
保
持
す
る
 の
に
寄
与
し
た
、
 
と
 
三
振
す
る
。
そ
の
遺
産
と
は
、
 

マ
 
ナ
に
 由
来
す
る
芸
術
作
 

 
 

 
  

 

-
8
-
 

 
 

品
の
ア
 ウ
ラ
、
す
な
わ
ち
美
的
仮
象
⑤
 
戟
ゆ
の
 （
 ゴ
の
 （
 @
 の
の
 汀
 の
の
 ゴ
 の
已
で
あ
る
。
恐
ら
く
造
形
芸
術
、
絵
画
を
 
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
 

作
用
を
王
 眼
 と
し
な
い
こ
と
は
、
芸
術
が
そ
の
自
律
性
 を
 獲
得
す
る
こ
と
を
確
か
に
促
進
し
た
。
し
か
し
、
 
逆
 説
 的
に
ア
ド
ル
ノ
は
 、
 

 
 

 
 



弗
と
 

現
 

顕
 

 
 
 
 珊

の
 

  

2
 
 
ミ
メ
シ
ス
の
規
定
 

芸
術
の
本
質
を
「
模
倣
」
に
求
め
る
見
解
は
、
芸
術
論
 
の
 主
流
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
青
少
年
の
 
教
育
に
悪
影
響
を
及
 

ぽ
す
 詩
歌
は
国
家
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
い
う
、
 
所
 謂
 
「
詩
人
追
放
論
」
に
関
連
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
 、
模
 倣
を
事
と
し
、
「
本
性
 

一
実
在
）
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
第
三
番
目
の
も
の
を
生
み
 出
す
」
の
が
芸
術
家
と
見
 徴
 し
て
い
る
。
寝
椅
子
を
 例
 と
し
、
そ
の
「
一
な
 

る
 イ
デ
ア
」
を
創
造
す
る
の
は
神
で
あ
り
、
家
具
職
人
 は
 イ
デ
ア
に
注
目
し
つ
つ
、
個
々
の
寝
椅
子
を
作
製
 
す
 る
 。
そ
れ
に
対
し
て
、
 

職
人
が
手
掛
け
た
、
現
実
の
寝
椅
子
の
「
見
か
け
」
を
 模
倣
す
る
の
が
画
家
で
あ
る
。
イ
デ
ア
の
模
倣
の
模
倣
 
。
真
実
か
ら
離
れ
る
こ
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

以
降
、
ミ
メ
シ
ス
を
美
学
上
の
鍵
概
念
と
把
握
し
た
の
 は
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
シ
ラ
Ⅰ
レ
ッ
シ
ン
グ
 と
枚
 挙
に
 暇
が
な
い
。
 
そ
 

 
  

 

多
様
的
な
理
解
か
ら
、
統
一
的
な
見
解
を
導
き
だ
す
の
 は
 困
難
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
も
こ
の
系
譜
に
所
属
す
る
 が
 、
そ
の
特
色
は
以
 

染
 呪
術
は
「
接
触
の
法
則
」
に
因
り
、
「
曾
て
接
触
の
 あ
っ
た
も
の
は
、
一
方
の
も
の
が
他
方
の
も
の
か
ら
、
 
た
と
え
完
全
に
分
離
し
 

た
と
し
て
も
、
そ
の
後
ま
で
も
以
下
の
よ
う
な
共
感
的
 な
 関
連
を
保
ち
続
け
る
。
そ
れ
は
、
一
方
の
も
の
に
 
為
 さ
れ
た
こ
と
は
総
て
 、
 

 
 

他
方
の
も
の
に
類
似
の
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
 
い
 」
。
 ，
 」
の
二
つ
の
呪
術
に
は
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
 特
に
感
染
呪
術
は
模
倣
 

呪
術
に
伴
っ
て
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
模
倣
呪
術
の
ほ
 
う
が
よ
り
根
源
的
と
看
 徴
 さ
れ
て
い
る
。
 
尚
 、
両
者
の
 総
合
的
な
原
理
は
「
 共
 

感
の
法
則
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
で
 は
 フ
レ
ー
ザ
ー
へ
の
言
及
お
よ
び
引
用
を
明
示
し
た
 箇
所
は
存
在
し
な
い
が
、
 

フ
レ
ー
ザ
ー
の
呪
術
あ
る
い
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
就
い
て
 の
 理
論
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
フ
ロ
イ
ト
の
「
 
ト
 ｜
テ
ム
と
 タ
ブ
上
の
 

 
 

引
用
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
模
倣
呪
術
」
が
 、
 
こ
メ
 シ
ス
概
念
の
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
 確
 実
 と
思
わ
れ
る
。
 



ミ
メ
シ
ス
と
誤
れ
る
投
影
の
相
違
は
、
三
体
 

と
 客
体
の
 相
互
作
用
の
有
無
に
よ
り
説
明
さ
れ
得
る
。
ミ
メ
シ
ス
 

の
 働
き
に
よ
り
、
 客
 

体
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
基
に
、
主
体
は
自
己
を
客
体
 

に
 類
似
し
た
も
の
へ
と
作
り
上
げ
る
。
即
ち
、
「
自
己
 

を
 環
境
に
似
た
も
の
に
 

作
り
上
げ
る
」
。
し
か
し
、
物
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
 

写
 す
に
は
、
「
主
体
は
物
か
ら
受
け
取
る
以
上
の
も
の
を
、
 

初
 に
返
さ
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
」
。
ミ
メ
シ
ス
が
生
ず
る
場
で
は
、
主
体
と
 

客
 体
 と
の
相
互
作
用
が
存
在
し
、
元
々
は
「
疎
遠
な
も
の
 

が
 近
し
い
も
の
」
と
 認
 

試
 さ
れ
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
「
誤
れ
る
投
影
は
、
環
境
を
自
己
に
 

似
た
も
の
に
作
り
替
え
る
」
。
主
体
は
自
己
を
変
化
さ
せ
 

る
こ
と
を
拒
否
し
 
、
 

客
体
を
自
分
の
方
へ
と
無
理
に
引
き
付
け
て
解
釈
す
る
 

。
ミ
メ
シ
ス
的
態
度
と
は
異
な
り
、
主
体
は
客
体
に
何
 

ら
 与
え
ず
、
相
互
作
用
 

の
 生
じ
る
余
地
は
皆
無
で
、
存
在
す
る
の
は
、
主
体
の
 

勝
手
に
作
り
上
げ
た
、
嫌
悪
感
に
満
ち
た
客
体
の
像
 

だ
 け
で
あ
る
。
 

が
付
加
さ
れ
る
由
縁
は
こ
こ
に
あ
る
 

一
 
6
 
。
１
 

一
 

此
 に
於
て
、
そ
の
特
徴
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
 

投
影
と
は
人
間
の
外
界
に
対
す
る
知
覚
の
様
式
で
あ
り
 

、
客
体
か
ら
主
体
に
受
 

け
 取
ら
れ
た
デ
ー
タ
ー
を
再
び
外
部
 -
 
客
体
）
に
転
移
 
さ
せ
る
作
用
で
あ
る
。
投
影
自
体
は
、
人
間
が
生
き
延
 

び
る
為
に
必
要
な
メ
カ
 

ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
 
反
 ユ
ダ
ヤ
主
義
に
直
結
す
る
と
い
う
 
理
由
に
因
り
批
判
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
投
影
に
「
 

誤
 れ
る
」
と
い
う
形
容
詞
 

く
、
 特
に
パ
ラ
ノ
イ
ア
に
就
い
て
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
 た
 理
論
を
援
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

-
 
は
 -
 

「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
「
 
反
 ユ
ダ
ヤ
主
義
の
諸
要
素
」
の
 中
で
、
ミ
メ
シ
ス
は
「
誤
れ
る
投
影
 
宙
巴
 の
 り
 す
の
 下
 0
 市
叶
 （
 
一
 
0
 巳
 」
と
の
 対
 

 
 

マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
に
精
神
分
析
の
視
角
を
融
合
さ
 
せ
る
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
試
み
を
 
マ
 ｜
 
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
 

 
 
 
  

 

は
、
 

「
フ
ロ
イ
ト
と
マ
ル
ク
ス
の
不
自
然
な
結
婚
」
と
 評
し
て
い
 る
カ
 
-
@
-
@
@
 

｜
 Ⅱ
 
ミ
メ
シ
ス
に
関
す
る
分
析
で
は
、
 精
 神
 分
析
的
な
色
彩
が
濃
 

下
の
点
に
求
め
ら
れ
よ
 う
 。
 

 
 

 
 



 
 

い
は
書
記
言
語
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
舌
口
語
の
起
源
に
 関
す
る
歴
史
で
想
定
さ
れ
る
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

顔
根
源
的
存
在
と
し
て
の
「
舌
口
業
」
は
 

人
と
人
、
現
 

、
 

動
植
物
と
人
、
も
の
と
人
、
そ
し
て
神
と
人
と
を
結
ぶ
 
広
義
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
 

 
 

 
 
 
 

 
 

珊
コ
 ン
手
段
で
あ
る
。
 

  

特 
Ⅱヒ土姉 目 1 

自棄」 更 は 
  

  

  
教 
説 

て 
の 
  

に代 

@3T 

表 
紳 q - 

さ 
の 

  特 
る一       

Ⅱ ヒ Ⅱ 巨 

口業 

  
目し 

" ヲ 
と 

形 
象 
  
分 
離 
  
て 

  
  

歴史 

  
c 

仮託 

  
て 

      
メ 

シ 

  
  

と
の
 ）
関
係
は
志
向
に
基
づ
く
関
連
で
は
な
く
、
類
縁
 関
係
で
あ
る
。
呪
術
は
科
学
の
よ
う
に
目
的
を
追
求
す
 
る
が
、
そ
れ
は
ミ
ノ
 ン
 

 
 

ス
を
通
じ
て
の
追
求
で
あ
り
、
客
体
へ
の
距
離
を
広
げ
 て
い
く
よ
う
な
方
法
で
は
な
い
」
。
 

「
誤
れ
る
投
影
」
が
対
象
に
抱
く
憎
悪
と
は
 

逆
 方
向
の
 、
 共
感
に
基
づ
く
親
和
性
に
、
呪
術
は
依
拠
し
て
い
る
 

。
「
（
 
夢
や
像
と
 事
物
 

 
 

る
の
は
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
犠
牲
者
の
選
択
は
 全
く
の
任
意
と
さ
れ
て
い
る
。
 

誤
れ
る
投
影
に
よ
り
惹
起
さ
れ
る
以
上
の
よ
う
な
状
態
 
は
 、
三
体
の
側
に
、
三
体
 と
 客
体
の
区
分
が
成
立
し
て
 い
な
い
こ
と
に
帰
せ
 

ら
れ
る
。
主
観
と
客
観
が
分
離
し
て
、
始
め
て
認
識
が
 生
ず
る
。
区
別
を
確
立
し
、
自
己
投
影
を
制
御
す
る
 
必
 要
 性
を
学
ん
だ
上
で
、
 

 
 

主
体
と
客
体
の
同
一
化
、
差
異
化
が
成
立
し
、
自
己
 
意
 識
 、
良
心
と
い
っ
た
も
の
が
形
成
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
 
が
 、
「
誤
れ
る
投
影
」
を
 

す
る
迫
害
者
は
、
自
己
の
中
に
潜
む
認
め
難
い
情
動
を
 予
定
さ
れ
た
犠
牲
者
に
投
影
し
、
犠
牲
者
の
上
に
迫
害
 
者
 た
る
自
分
自
身
を
見
 

い
 出
す
。
そ
し
て
遂
に
は
、
自
身
を
防
衛
す
る
為
に
切
 羽
 詰
ま
っ
て
攻
撃
に
転
じ
る
。
 反
 ユ
ダ
ヤ
正
義
 や
 フ
 ァ
 シ
ズ
ム
に
 巣
 喰
っ
て
 い
 



2
 
 概
念
的
認
識
と
非
概
念
的
認
識
 

記
号
と
像
の
分
離
に
よ
り
惹
起
さ
れ
る
、
双
方
に
固
有
 
の
 原
理
の
孤
立
化
は
、
真
理
の
破
壊
に
繋
が
る
と
ア
ド
 
ル
ノ
 は
 警
 三
ロ
す
る
。
 

ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
太
古
の
祭
官
の
教
 説
は
、
言
 語
 記
号
の
意
味
を
伝
達
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
 と
し
 て
の
「
記
号
面
の
 @
 

臼
 の
し
」
で
あ
る
と
同
時
に
 、
 ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を
一
瞥
 し
て
分
か
る
通
り
、
「
図
像
百
二
③
」
で
も
あ
り
、
「
 形
象
と
記
号
が
ム
ロ
体
し
 

 
 

て
い
る
と
い
う
意
味
で
象
徴
的
で
あ
っ
た
」
。
 

次
な
る
神
話
の
段
階
で
は
、
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
も
 
の
の
象
徴
で
あ
る
自
然
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
に
登
場
 
す
る
神
々
は
、
「
普
遍
 

的
な
力
と
し
て
の
自
然
を
具
現
化
」
し
て
い
て
、
そ
の
 中
で
は
記
号
と
像
の
一
致
が
 未
 だ
維
持
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
既
に
双
方
の
 

分
裂
の
兆
候
が
顕
れ
、
祭
官
の
教
説
は
徐
々
に
神
々
の
 系
譜
へ
と
纏
め
上
げ
ら
れ
、
や
が
て
目
的
に
適
 う
 こ
と
 を
 第
一
義
と
す
る
科
学
 

に
 整
備
さ
れ
る
。
そ
の
流
れ
に
取
り
残
さ
れ
た
も
の
は
 後
に
 、
詩
 へ
と
繋
が
っ
て
行
く
。
 

-
 
初
 -
 

学
問
と
詩
の
分
離
の
影
響
は
言
語
本
体
に
も
波
及
し
 
、
 機
能
の
分
業
が
促
進
さ
れ
る
。
記
号
に
は
所
謂
認
識
 
機
能
、
像
に
は
仮
装
 

庚
目
 ㊥
を
作
る
と
い
う
模
倣
機
能
が
割
り
振
ら
れ
、
 
神
 話
の
中
で
保
た
れ
て
い
た
自
然
と
の
関
連
も
変
化
せ
ざ
  
 

記
号
と
し
て
の
舌
口
語
は
、
自
然
を
認
識
す
る
こ
と
は
 
可
 能
 で
あ
る
が
、
模
倣
機
能
を
喪
失
し
た
 
為
 、
「
自
然
と
 類
似
し
て
い
る
と
い
 

ぅ
 欲
求
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
。
他
方
、
像
と
し
 て
の
言
語
の
機
能
は
、
絵
画
・
造
形
芸
術
・
舞
踊
等
の
 
様
々
な
分
野
へ
と
譲
渡
 

さ
れ
た
。
「
総
合
芸
術
」
 
｜
 十
九
世
紀
中
葉
の
 ヮ
 ー
グ
ナ
 １
 0
 構
想
に
よ
る
楽
劇
で
有
名
な
 ｜
に
 於
て
も
、
 
記
 号
と
 像
が
再
度
結
ム
口
 し
 

た
、
 新
た
な
芸
術
の
形
態
を
創
造
す
る
こ
と
は
出
来
な
 

 
 

、
芸
術
は
「
自
然
そ
の
 

 
 

も
の
に
な
り
き
る
為
に
は
、
認
識
す
る
と
い
う
要
求
を
 取
り
下
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
。
 

  



 
 

 
 

化
 

す
る
見
解
は
、
現
代
の
ニ
ュ
ー
・
エ
ー
ジ
的
な
解
 釈
 に
至
る
 迄
 、
そ
の
系
譜
を
辿
る
こ
と
が
出
来
る
。
 さ
 り
な
が
ら
、
共
感
に
起
因
 す
 

 
 
 
 
 
 
 
 

鯛
る
 ミ
メ
シ
ス
は
、
流
布
し
て
い
る
意
見
の
如
く
に
 
は
看
徴
 さ
れ
て
い
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
そ
の
見
解
を
「
 故
無
き
も
の
」
と
し
て
、
 

斥
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

認
識
出
来
な
い
も
の
に
、
ミ
メ
シ
ス
は
働
き
掛
け
る
こ
 
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
が
 可
 

  

芸
術
と
概
念
的
認
識
の
関
連
は
相
互
補
完
的
で
あ
る
。
 
「
芸
術
は
概
念
的
認
識
を
訂
正
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
 芸
術
は
引
き
裂
か
れ
 

な
が
ら
も
、
概
念
的
認
識
が
王
 体
と
 客
体
の
比
 楡
 的
な
 関
連
に
期
待
し
て
、
得
ら
れ
な
い
そ
の
も
の
を
成
就
 
す
 る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
 

-
 
お
 一
 

は
 、
主
体
に
よ
り
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
（
 作
 日
田
を
 通
し
て
、
客
観
的
な
も
の
が
露
呈
す
る
こ
と
で
あ
る
」
 。
芸
術
は
、
主
体
と
 客
 

体
の
分
離
に
引
き
裂
か
れ
る
が
、
元
章
で
言
及
し
た
 
如
 く
、
 ミ
メ
シ
ス
の
持
つ
相
互
作
用
的
な
機
能
が
再
び
 
双
方
の
橋
渡
し
を
試
み
 

る
 。
 

ミ
メ
シ
ス
と
は
、
「
・
・
・
…
主
観
的
に
作
ら
れ
た
も
の
 

宜
 ム
術
作
ロ
 
巴
が
抱
く
他
者
へ
の
非
概
念
的
な
親
和
力
 

は
 芸
術
を
認
識
の
 

一
 形
態
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
限
り
に
於
て
芸
術
は
「
 合
理
的
」
で
あ
る
」
。
 

-
6
-
 

，
 
-
 
 芸
術
あ
る
い
は
芸
術
作
品
を
非
ム
 口
理
 な
も
の
の
所
産
と
 

そ
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
に
橋
渡
し
を
す
べ
く
努
力
し
 
て
き
た
の
が
、
哲
学
で
あ
る
。
但
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
 
の
，
 ロ
ォ
 
目
 o
n
o
 

で
 三
 p
,
 
 

が
 

「
 
愛
智
 」
を
意
味
す
る
が
如
く
、
哲
学
は
知
（
 毛
 @
m
m
 

の
 
コ
 
）
の
立
場
か
ら
そ
の
試
み
を
遂
行
し
て
来
た
。
 

記
号
と
 像
 、
学
問
と
 詩
 、
そ
し
て
哲
学
と
芸
術
の
関
係
 は
 、
概
念
的
認
識
と
非
概
念
的
認
識
と
い
う
対
立
唄
 
に
 よ
り
表
現
さ
れ
る
。
 

哲
学
に
於
け
る
認
識
は
知
を
基
盤
と
す
る
が
、
芸
術
の
 
ミ
メ
シ
ス
的
認
識
は
感
情
や
解
釈
、
価
値
、
態
度
決
定
 等
 の
 複
 ム
ロ
的
な
関
連
の
 

中
で
働
く
。
謂
わ
ば
、
「
舌
口
語
」
で
は
把
握
不
可
能
な
 
、
 認
知
的
、
情
緒
的
、
道
徳
的
な
次
元
が
交
錯
す
る
 
場
 で
 機
能
が
発
揮
さ
れ
る
 

訳
 で
あ
る
が
、
そ
の
認
識
は
知
の
よ
う
に
緊
張
し
た
 認
 畑
作
用
の
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
「
発
話
し
た
り
、
 判
 断
 し
た
り
、
感
覚
あ
る
 

 
 

い
は
知
覚
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
能
力
 
@
 
り
む
 
コ
 の
 
已
に
近
い
」
。
 



1
 
 芸
術
が
模
倣
す
る
も
の
 

先
に
、
芸
術
の
ミ
メ
シ
ス
的
機
能
に
就
い
て
概
観
し
て
 

れ
て
い
る
。
差
し
当
り
、
「
自
然
」
と
い
う
青
葉
（
 

概
 念
 ）
 

き
た
が
、
「
芸
術
は
一
体
何
を
模
倣
す
る
の
か
」
、
と
い
 う
 事
は
不
問
に
付
さ
 

か
そ
の
問
い
を
解
く
鍵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
予
測
さ
 
れ
る
、
と
い
う
 示
 

四
 
自
然
と
芸
術
 

能
 な
の
は
芸
術
の
非
合
理
性
で
は
な
く
、
別
種
の
ム
ロ
 

理
 性
 に
起
因
す
る
。
こ
こ
で
は
、
芸
術
は
合
理
性
を
有
す
 

る
 認
識
の
 一
 形
態
と
 把
 

損
 さ
れ
て
い
る
。
 

芸
術
作
品
の
表
現
方
法
は
、
そ
の
認
識
と
同
様
に
通
常
 

の
も
の
と
は
趨
を
異
と
す
る
。
舌
口
語
を
操
作
す
る
主
体
 

は
 、
舌
口
五
町
 

を
コ
、
、
ト
ユ
 

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
。
即
ち
 

、
こ
 の
場
合
で
は
舌
口
語
は
「
目
的
」
を
達
成
す
る
為
の
手
段
 

で
 七
の
る
。
「
コ
ミ
ュ
ニ
 

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
舌
口
 

業
は
 、
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 
｜
 シ
ョ
ン
理
論
の
意
味
合
い
と
は
相
違
し
て
、
目
的
の
 

み
に
適
う
こ
と
を
主
眼
 

と
し
、
後
述
す
る
「
物
象
化
」
と
深
く
関
わ
り
、
悪
い
 

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
有
す
。
芸
術
の
使
用
す
る
表
現
 

方
 法
は
舌
口
語
で
は
無
く
 

、
 

「
三
口
語
に
似
た
も
の
」
で
あ
り
、
形
式
、
様
式
か
ら
 

成
エ
 
ユ
 し
、
伝
達
機
能
以
外
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
 

芸
術
作
品
は
現
実
を
暴
き
出
す
が
、
作
品
に
社
会
状
況
 

が
 反
映
さ
れ
る
程
度
の
表
層
的
な
反
映
で
は
な
い
。
 

ゃ
 
一
ム
 

御
作
品
は
現
実
を
含
 

め
た
何
か
を
「
語
る
」
が
、
ル
ノ
 に
よ
れ
ば
、
「
判
じ
絵
 
ヨ
 の
准
の
「
 

す
ヱ
 
㊥
」
の
よ
う
な
も
 の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

作
品
の
中
で
語
る
の
は
芸
術
家
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
 

作
品
自
体
で
あ
り
、
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
作
者
の
自
我
 

や
佃
 
@
 
、
、
 

立
后
 
識
イ
 

・
 Ⅰ
卜
は
な
し
 

@
 
 
一
 
g
 
2
 

Ⅰ
。
 

一
 

芸
術
が
時
代
あ
る
い
は
集
団
の
深
層
を
告
げ
る
立
者
の
 

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
そ
の
起
源
を
 

鑑
み
て
、
納
得
さ
せ
る
 

も
の
を
持
っ
。
 

(494)  58 



  

唆
 だ
け
に
留
め
て
、
自
然
と
芸
術
の
関
連
性
を
 

、
 更
に
 ア
ド
ル
ノ
の
歴
史
理
解
か
ら
摘
出
す
る
こ
と
に
す
る
 

。
 尚
 、
こ
こ
で
の
「
 
歴
 

史
 」
と
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
 

、
民
族
学
、
文
化
・
社
会
人
類
学
に
よ
り
 

費
 ら
さ
れ
た
 「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
 

社
 

会
 」
に
就
い
て
の
、
飛
躍
的
に
増
大
し
た
知
見
の
影
響
 

を
利
用
し
て
い
る
が
、
実
証
主
義
的
な
視
座
か
ら
再
構
 

築
 さ
れ
た
歴
史
で
は
な
 

 
 
 
 「

啓
蒙
の
弁
証
法
」
で
は
、
彼
等
の
歴
史
観
が
浮
き
彫
 

り
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
把
握
は
重
層
的
で
、
図
式
化
 

は
 極
め
て
困
難
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
敢
え
て
行
 

う
 と
す
れ
ば
、
自
己
保
存
を
 

旨
 と
す
る
生
物
が
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
に
 

、
生
存
を
脅
か
す
自
然
 

の
 恐
怖
か
ら
人
間
存
在
が
逃
れ
出
る
過
程
、
「
主
観
化
 

市
 ロ
 
庄
の
 
オ
 計
ヨ
 
の
 
「
ロ
コ
 

里
 」
と
「
物
象
化
 ヨ
の
 
「
 
臼
 コ
里
 
卍
プ
 
ロ
コ
的
 

）
」
と
い
う
二
つ
の
 

動
き
が
織
り
な
す
歴
史
で
あ
る
。
 

自
然
の
脅
威
に
曝
さ
れ
て
い
た
太
古
の
人
間
は
、
自
己
 

の
 保
存
を
図
る
為
に
 
、
 先
ず
 、
 自
ら
の
内
な
る
自
然
を
 

、
そ
の
必
然
的
な
 
傾
 

何
 で
あ
る
幸
福
へ
の
衝
動
を
断
念
す
る
こ
と
を
通
し
て
 

抑
圧
し
、
同
一
的
な
自
沖
を
確
立
さ
せ
て
き
た
。
人
間
 

一
 
。
 
一
 

社
会
は
、
自
己
を
形
成
 

す
る
こ
と
で
、
外
な
る
自
然
を
も
支
配
す
る
と
い
う
 

戦
 略
を
採
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ヨ
 

-
3
 
 

故
に
、
自
然
の
恐
怖
か
 
ら
の
解
放
の
歴
史
は
 

、
 

自
己
形
成
の
歴
史
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
観
 

と
 客
観
の
 
分
裂
、
内
な
る
自
然
 

ノ
外
 な
る
自
然
双
方
の
支
配
、
 

そ
 の
 結
果
と
し
て
、
自
然
 

支
配
の
王
 
体
 と
し
て
の
主
観
の
肥
大
化
の
歴
史
と
い
う
 

意
味
合
い
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
 

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
呪
物
崇
拝
）
に
起
源
を
持
つ
物
象
 

化
は
、
元
来
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
に
由
来
す
る
理
論
 

で
あ
る
。
近
代
資
本
 

 
 

仮
そ
の
影
響
は
人
間
の
日
常
生
活
に
も
波
及
し
 
ち
主
義
の
下
で
の
労
働
分
業
が
加
速
化
さ
れ
る
に
遠
見
 

、
精
 

 
 

 
 

獅
 
置
か
れ
る
が
、
身
体
が
「
も
の
」
と
し
て
扱
わ
れ
 

る
の
と
同
様
に
、
精
神
も
物
象
化
さ
れ
る
。
規
格
化
さ
 

れ
た
行
動
様
式
に
適
 

う
か
否
   



は
 何
を
ミ
メ
シ
ス
す
る
の
か
」
と
い
う
先
の
問
題
と
照
 合
 し
て
み
よ
う
。
 

 
 

芸
術
は
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
自
然
自
体
の
模
倣
で
は
な
 
く
 、
「
自
然
 美
ラ
 p
 こ
 「
の
 
往
筈
 n
m
 

）
」
を
模
倣
す
る
。
 

更
に
、
芸
術
作
品
の
 

か
が
個
人
に
押
し
つ
け
ら
れ
、
個
人
は
事
物
と
し
て
 扱
 わ
れ
る
に
至
る
。
 

従
 っ
て
主
観
化
と
深
い
関
 

連
を
有
す
る
。
 

「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
 補
論
 で
あ
る
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
 あ
る
い
は
神
話
と
啓
蒙
」
で
、
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
」
 が
 詳
細
に
分
析
さ
れ
 

て
い
る
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
ホ
メ
ロ
 ス
の
 叙
事
詩
を
啓
蒙
の
端
緒
と
見
 徴
 し
て
い
る
。
啓
蒙
 と
は
、
十
八
世
紀
の
西
 

欧
に
 於
け
る
現
象
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
 
啓
 蒙
の
目
的
は
、
自
然
の
恐
怖
か
ら
人
間
を
解
放
し
、
「
 世
界
を
呪
術
か
ら
解
放
 

す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
 

ヨ
 -
 主
人
公
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
 
、
 歎
難
 辛
苦
の
末
に
、
故
郷
に
辿
り
着
く
。
こ
の
物
語
 を
 ア
ド
ル
ノ
は
、
自
己
 

の
形
成
の
歴
史
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
解
釈
し
て
 い
る
。
様
々
な
試
練
に
耐
え
、
自
己
は
獲
得
さ
れ
る
が
 、
そ
れ
は
高
価
な
代
償
 

を
 支
払
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
 
怪
 物
や
神
々
を
 好
 計
を
用
い
て
欺
き
、
身
の
安
全
を
図
っ
 て
き
た
。
そ
し
て
自
己
 

の
形
成
の
要
因
で
あ
る
自
己
保
存
自
体
が
自
然
支
配
に
 結
び
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
自
己
」
と
い
う
言
葉
 に
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
 

シ
 ス
が
纏
り
付
く
。
 

「
社
会
に
於
け
る
自
由
が
啓
蒙
的
思
想
と
不
可
分
で
あ
 る
こ
と
」
 

繍
 -
 は
疑
義
を
入
れ
な
い
が
、
そ
の
啓
蒙
が
 
、
如
 何
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
 

代
表
さ
れ
る
現
代
に
於
け
る
野
蛮
へ
と
な
だ
れ
込
ん
で
 
い
く
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、
「
物
象
化
」
と
「
主
観
 化
」
の
考
察
を
基
に
突
 

き
 詰
め
ら
れ
て
行
く
。
そ
の
際
、
自
然
は
、
文
明
化
に
 よ
り
、
内
な
る
自
然
の
衝
動
を
抑
圧
す
る
以
前
の
状
態
 
に
関
す
る
記
憶
に
結
び
 

付
い
て
、
至
福
の
観
念
を
暗
示
す
る
。
し
か
し
、
同
時
 に
 野
蛮
な
状
態
で
も
あ
り
、
そ
の
意
義
は
両
義
的
で
あ
 
る
 。
 

芸
術
と
い
う
制
度
も
こ
の
歴
史
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
 
て
い
る
が
、
他
の
諸
制
度
と
比
較
し
て
、
特
異
な
点
 
が
 存
在
す
る
。
「
芸
術
   



芸術に顕現するもの 

味 の   成 千ロ て 士 
" 廿 "   

定 離 て       
成 、 る 千ロ せ 

人 の と 

覚 遂 能 / 一 
し ． @, し 

" と そ " の 

  
ら 偶 す ほ   

そ   憎 う 提 疎 で   て そ の 悪 事 示 遠 あ 
真 も 態 し ほ ろ 

の 、 は   土 ， 邑 、 そ   、宥 う なっ 。 
  

中
で
、
「
芸
術
は
・
・
・
…
自
然
自
身
で
は
な
い
が
、
 

約
束
を
自
分
自
身
へ
と
引
取
り
、
保
持
す
る
こ
 

自
然
が
約
束
し
た
も
の
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
た
だ
、
 
芸
術
は
そ
の
約
束
を
破
り
、
 

と
で
、
約
束
を
果
た
す
事
が
出
来
る
。
・
・
・
・
・
・
自
然
が
望
 

ん
で
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
 



2
 
 支
配
へ
の
抵
抗
の
形
態
と
し
て
の
芸
術
 

最
後
に
、
芸
術
の
ミ
メ
シ
ス
的
態
度
へ
の
社
会
の
対
応
 
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
然
と
芸
術
、
そ
し
 

 
 

 
 人

間
社
会
が
原
始
状
態
か
ら
次
第
に
文
明
化
さ
れ
る
に
 従
っ
て
、
他
者
へ
の
有
機
的
適
合
で
あ
る
 

ミ
メ
シ
ス
的
な
行
動
様
式
は
、
自
然
へ
の
同
化
を
誘
 う
 。
自
然
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
為
に
確
立
 

に
よ
り
無
に
帰
せ
ら
れ
る
。
自
己
の
確
立
が
揺
ら
ぐ
 事
 は
 、
文
明
へ
の
脅
威
を
意
味
す
る
。
何
故
な
 

 
 

れ
て
き
た
文
明
の
基
盤
で
あ
る
自
然
お
よ
び
人
間
の
支
 配
を
堀
り
崩
す
か
ら
で
あ
る
。
 

近
代
に
於
て
市
民
社
会
は
文
化
を
管
理
す
る
為
に
 
、
芸
 術
 と
学
問
（
哲
学
）
の
分
離
を
確
定
し
 、
 て

 真
理
と
の
関
係
を
明
確
に
し
た
 

ミ
メ
シ
ス
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
た
。
 

さ
れ
た
自
己
は
、
自
然
へ
の
同
化
 

ら
ば
、
営
々
と
し
て
築
き
上
げ
ら
 

前
者
が
認
識
の
 
一
 形
態
で
あ
る
こ
 

偶
像
崇
拝
禁
止
に
関
連
す
る
、
「
…
：
七
は
な
い
」
と
 い
う
否
定
形
に
よ
る
神
の
存
在
の
表
現
、
直
接
性
の
戒
 
め
は
、
救
済
へ
の
 ュ
 

ダ
ヤ
教
の
立
場
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
「
ユ
ダ
ヤ
教
は
 
-
 
救
済
へ
の
）
希
望
を
唯
一
、
以
下
の
よ
う
な
禁
止
に
結
 
び
つ
け
る
。
そ
れ
は
、
 

虚
偽
の
も
の
を
神
と
呼
ぶ
こ
と
、
有
限
な
も
の
を
無
限
 
な
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
、
嘘
を
真
理
と
呼
ぶ
 
@
 
」
と
で
あ
る
」
。
死
後
の
 

救
済
を
保
証
す
る
一
切
の
言
葉
を
許
容
し
な
い
ユ
ダ
ヤ
 
教
の
教
え
は
、
教
義
さ
え
遵
守
す
れ
ば
救
済
さ
れ
る
と
 
い
う
、
予
め
事
情
が
分
 

 
 

か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
己
満
足
と
は
対
極
に
あ
る
。
 

オ
カ
ル
ト
批
判
の
な
か
で
、
再
三
説
か
れ
る
よ
う
に
、
 オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
が
 標
梼
 す
る
直
接
性
や
解
か
り
易
さ
 と
い
っ
た
も
の
は
、
 

尤
も
 、
 ユ
ダ
ヤ
教
自
体
は
 、
 必
ず
し
も
完
全
無
欠
な
も
の
と
し
 て
 称
賛
さ
れ
て
い
る
の
 

で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
 

  



 
 

 
  

 

@
 互
 
@
 
 

土
川
 

顕現する 

ナチ 

  

正
親
 と
 客
観
、
あ
る
い
は
個
人
と
集
団
の
乖
離
が
叫
ば
 れ
て
久
し
い
が
、
両
者
の
真
の
、
具
体
的
な
宥
和
が
 芸
 御
作
品
の
中
に
顕
現
 

す
る
こ
と
は
無
い
。
た
と
え
集
団
的
特
徴
が
描
写
さ
れ
 た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
個
人
の
表
現
の
自
由
の
犠
牲
 と
 い
う
代
償
を
支
払
っ
た
 

上
 で
あ
る
。
芸
術
は
、
 
陰
欝
 な
現
状
を
容
赦
無
く
映
し
 
出
し
、
安
易
な
合
一
に
陥
ら
な
い
も
の
と
 見
徴
 さ
れ
て
 
い
る
。
そ
し
て
、
例
外
 

 
 

て
 く
受
容
者
に
と
っ
て
心
地
良
い
も
の
で
は
な
い
。
 現
 状
を
否
応
無
し
に
認
識
さ
せ
、
不
快
感
を
与
え
た
り
、
 
不
 安
を
掻
き
立
て
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

芸
術
は
、
「
宗
教
や
そ
の
他
の
支
配
制
度
が
有
す
る
 客
 観
 的
実
体
を
反
映
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ら
 
の
 制
度
が
加
え
る
 圧
 

 
 

 
 

月
に
対
す
る
人
間
の
プ
ロ
テ
ス
ト
の
力
で
あ
っ
た
し
、
 現
 在
 で
も
そ
れ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
」
。
支
配
へ
の
 抵
 抗
 と
な
り
得
る
の
は
、
 

と
を
容
認
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
芸
術
が
認
識
で
あ
 
る
と
い
う
要
求
を
取
り
下
げ
、
実
践
と
手
を
切
る
限
り
 、
社
会
は
芸
術
を
保
護
 

し
て
き
た
む
 

0
4
 
 

そ
の
よ
う
な
社
会
の
要
求
に
屈
す
る
芸
術
 

は
 、
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
、
「
真
正
な
芸
術
 
す
廷
 
（
 
ゴ
の
巨
 
あ
い
 
プ
 の
刃
ロ
二
の
こ
」
の
 

名
 

に
価
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

先
述
の
如
く
、
芸
術
は
ミ
メ
シ
ス
を
基
調
と
す
る
、
 
非
 概
念
的
な
認
識
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
、
ミ
メ
シ
ス
的
 
態
度
自
体
が
 、
 既
に
 

文
明
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
で
あ
る
。
で
は
一
体
、
十
一
万
 

術
 の
ど
の
よ
う
な
認
識
機
能
が
市
民
社
会
の
脅
威
と
な
 り
 得
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
グ
に
代
表
さ
れ
る
「
ノ
イ
エ
ム
ジ
ー
ク
 
目
の
尾
口
の
ま
 巳
ヨ
 ）
」
に
は
、
「
 
皿
釜
患
ゅ
識
 

的
な
も
の
 
シ
ョ
ッ
ク
、
外
傷
 

臼
 「
 
a
u
 

ヨ
器
 

巴
 
と
い
っ
た
生
々
し
い
感
情
の
動
き
が
 
歪
曲
さ
れ
ず
登
録
さ
れ
て
い
る
」
。
こ
れ
は
、
古
典
的
 
な
音
楽
が
そ
の
形
式
 

田
 0
 「
邑
に
よ
り
、
感
情
の
動
き
を
「
検
閲
し
、
合
理
 

 
 

イ
エ
ム
シ
ー
ク
の
 特
 

徴
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
玉
韻
 
と
客
 観
の
間
に
あ
る
疎
隔
を
露
に
し
、
両
者
の
直
接
的
な
 
ム
 
口
 一
を
掲
げ
な
い
。
第
二
 

に
 、
自
身
が
直
面
し
て
い
る
矛
盾
を
意
識
化
し
、
あ
る
 
形
態
に
す
る
。
「
そ
の
よ
う
な
行
動
に
於
て
、
ノ
イ
エ
 ム
ジ
ー
ク
は
先
鋭
化
し
 

 
 

認
識
と
な
る
」
。
 



芸
術
が
「
支
配
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
合
理
的
な
世
界
 に
 於
け
る
、
悪
し
き
非
合
理
性
に
反
応
す
る
」
か
ら
で
 
あ
る
。
 

人
間
が
自
然
を
抑
圧
す
る
際
、
あ
る
種
の
合
理
性
に
基
 
つ
い
て
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
合
理
性
 は
 、
自
然
支
配
を
目
 

的
と
す
る
目
的
合
理
性
で
あ
る
が
、
支
配
と
結
託
す
る
 が
 故
に
 、
 実
は
非
 ム
 目
連
的
な
も
の
で
あ
る
。
資
本
正
義
 社
会
が
隠
蔽
 し
 、
否
認
 

す
る
、
こ
の
よ
う
な
非
合
理
性
を
芸
術
は
二
重
に
表
現
 す
る
。
そ
れ
は
、
合
理
性
に
よ
り
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
い
 
る
 、
芸
術
自
身
の
目
的
 

を
 再
び
確
固
と
し
た
も
の
に
し
て
、
支
配
さ
れ
た
世
界
 
の
 不
条
理
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
表
 
現
し
認
識
す
る
こ
と
に
 

 
 

よ
り
、
芸
術
は
真
理
に
関
わ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
 

宗
教
と
哲
学
と
同
様
に
真
理
が
顕
現
す
る
の
が
芸
術
で
 
あ
る
、
と
は
 へ
｜
 ゲ
ル
の
言
で
あ
る
。
 極
く
 簡
略
に
要
 約
す
る
と
、
真
理
の
 

表
現
方
法
は
三
様
で
あ
る
。
芸
術
に
於
て
は
、
感
覚
 
表
 現
 。
宗
教
に
於
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
表
現
を
通
し
 
て
 。
そ
し
て
哲
学
に
 於
 

て
は
自
由
な
思
考
に
よ
り
真
理
を
現
わ
そ
う
と
試
み
る
 れ
る
。
こ
の
三
種
の
様
式
は
、
そ
の
ま
ま
文
化
の
発
展
 段
階
に
相
応
し
、
真
理
 

表
現
の
最
初
の
形
式
が
芸
術
、
そ
れ
か
ら
宗
教
、
哲
学
 
と
 展
開
し
て
行
く
。
そ
れ
故
、
「
芸
術
は
も
は
や
真
理
 を
 実
現
す
る
 日
聖
 
局
の
方
 

7
 て
 @
 な
し
」
 

品
 @
 
 こ
の
声
明
は
、
芸
術
が
真
理
表
現
 と
 い
う
師
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
自
律
性
を
獲
得
す
る
 
過
 程
 と
も
読
み
換
え
ら
れ
 

去
 。
 よ
 

 
 

る
 。
 

ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
も
、
真
理
表
現
と
い
う
目
的
か
 
ら
 解
放
さ
れ
た
芸
術
の
自
律
性
の
問
題
を
焦
点
の
 

一
 つ
と
し
て
い
る
。
 但
 

し
 、
一
旦
解
放
さ
れ
た
筈
の
芸
術
に
再
び
真
理
が
顕
現
 し
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
も
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
  
 

自
然
と
関
連
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
芸
術
は
自
然
が
 
体
現
す
る
「
何
か
」
と
必
然
的
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
 
と
 最
初
に
述
べ
た
。
 

「
芸
術
は
作
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
個
別
的
で
あ
 り
 、
独
特
で
あ
る
作
品
を
製
作
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
 
み
 ・
・
・
・
・
・
作
ら
れ
た
も
の
 

で
は
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
真
理
と
出
会
う
」
。
 

乙
 

芸
術
作
 
品
 自
体
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
然
と
は
対
極
 
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
   



 
 

ね
 

述
の
如
く
、
 

冒
 蒙
の
弁
証
法
」
で
描
か
れ
る
 原
 初
 状
態
は
両
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
楽
園
の
よ
う
な
 
幸
 福
を
象
徴
す
る
と
同
時
に
 、
 

 
 

 
 

現
 

 
 
 
 

梅
野
蛮
な
状
態
を
も
示
す
。
 
徒
 ら
に
原
初
へ
の
回
帰
 が
 回
顧
的
に
叫
ば
れ
る
の
で
は
無
い
。
「
も
は
や
、
 戻
 れ
な
い
」
と
い
う
認
識
が
強
 

 
 

 
 

 
 

珊
回
 に存
在
し
て
い
る
。
 

  

然 ス 美   然 に そ 
こ と ト の ア はの「 な現 そ 作そ 自 

の の の 子 ド   い 念 れ ら の 然 に 
よ 宥 美 膚 ル 。 は こ れ も の は 

な と と 歪 の 、作 う 木口 機を /  五 芸術 場所 精 そ たも のを メタ 

歴 い な 曲 に を 神 の 模 フ ら   
観 、 得 る 理 叫 い す あ あ す l た 
に 未 る こ 言命 て 。 る る る で も 

、 生 こ と の 真 芸   ほ の あ の 
始 の と 無 持 美 術 そ も で ろ で 
源 ユ 。 く 徴 
か l そ 、 は 
ら ト し あ Ⅰ 可 
終 ピ て り 処 た も 

未 ア 、 の に   
へ を 芸 ま 永 
と 千 街 ま め 
い 感 は に ち 

ぅ さ 過 現 れ 
黙 せ 去 実 る 

のであ 示論的 得るこ 於け に を映し 

ろうか 終末論とにあ る、自 出し、 
と ろ 探 知 。 
の う と 覚 そ 
類 。 入 す れ 
  間 る は 
を と プ 」 、   
曲て が と 芸 

合 が 術 み 

取 一 回 の な く は 
る し 能 芸 
    て で 盤   
と ぃ あ と 

よ @ 
容 

た り す 
時 、 る 

易 
で 伏 の そ れメ ミ   
あ 記 故 シ し ァ 

る ， 憶 現 ス て 存 造の す， ； か l 
を 状 的 在 る 芸 し て 

  保 へ 認   
た い で 

あ 
か 持 の 識 士 

  し プ が も う あ 五桁 

    の 去 り は 同 
先 自 テ 現 で 術   目 時 

    



更
に
、
直
接
的
な
合
一
は
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
自
然
と
 
の
 宥
和
の
像
が
た
と
え
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
 
は
 
「
記
憶
」
や
「
 期
 

待
 」
と
い
っ
た
媒
介
を
通
し
て
で
あ
る
。
宗
教
と
哲
学
 、
そ
し
て
芸
術
の
行
き
詰
り
を
原
初
状
態
の
如
く
 
、
各
 制
度
の
融
合
を
図
る
こ
 

と
で
打
開
し
よ
う
と
い
う
動
き
や
、
三
者
を
文
化
財
 
と
 し
て
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
結
局
各
々
を
体
制
順
応
的
 
な
皿
 @
 
生
ロ
 
な
も
の
に
し
て
 

と
い
う
見
解
に
も
、
安
易
な
融
合
を
否
定
す
 
る
 ア
ド
ル
ノ
の
姿
勢
が
伺
え
よ
う
。
 

但
し
、
芸
術
と
自
然
を
、
「
内
な
る
自
然
」
と
の
関
連
 に
 於
て
眺
望
す
る
時
、
ア
ド
ル
ノ
の
主
張
は
頷
け
る
も
 
の
を
持
つ
よ
う
に
 思
 

わ
れ
る
。
「
内
な
る
自
然
」
と
は
端
的
に
人
間
の
身
体
 を
意
味
す
る
が
、
人
間
は
内
な
る
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
 
ル
し
 、
自
己
を
確
立
す
 

る
こ
と
で
、
外
な
る
自
然
を
抑
圧
し
支
配
し
て
き
た
と
 い
う
 経
緯
が
あ
る
。
芸
術
は
 、
 外
な
る
自
然
と
関
連
す
 る
だ
け
で
は
な
い
。
 そ
 

0
 表
現
手
段
は
、
人
間
の
感
覚
に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
 
る
 。
 

ア
ド
ル
ノ
の
示
唆
す
る
芸
術
に
於
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
 像
は
 、
現
行
の
体
制
を
打
破
し
、
改
革
す
る
起
爆
力
 
と
 し
て
は
余
り
に
脆
弱
 

す
ぎ
、
実
践
と
の
結
び
付
き
の
弱
さ
 故
 、
具
体
的
な
万
 法
を
提
示
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、
思
惟
の
為
の
思
惟
 
と
 い
う
 批
判
が
常
に
な
さ
 

れ
て
き
た
。
 

「
待
つ
」
と
い
う
、
一
見
す
る
と
受
動
的
な
態
度
は
実
 践
 と
は
結
び
付
か
な
い
の
で
あ
ろ
向
か
。
ア
ド
ル
ノ
の
 思
惟
万
法
に
は
、
「
 限
 

定
 さ
れ
た
否
定
」
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
「
希
望
」
・
 「
期
待
」
・
「
真
理
」
そ
し
て
「
 
神
 」
を
語
る
随
所
に
 、
 否
定
的
な
表
現
や
禁
止
 

が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
 

神
秘
 家
 は
そ
の
体
験
を
否
定
的
表
現
、
逆
説
的
表
現
に
 よ
り
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
合
一
体
験
は
受
動
性
 
の
 裡
に
起
こ
る
と
さ
 

れ
る
。
本
稿
で
は
、
神
秘
正
義
と
の
こ
の
共
通
性
の
分
 祈
 ま
で
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
詳
細
な
分
析
に
よ
り
 、
ア
ド
ル
ノ
の
ユ
ダ
ヤ
 

教
師
思
惟
の
特
質
が
 ｜
 特
に
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
と
の
 関
 連
に
 於
て
 ｜
 明
確
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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芸術に顕現するもの 
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る
 。
そ
の
際
に
、
「
伝
統
的
文
化
」
と
「
伝
統
」
と
の
関
連
が
述
 
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
作
品
が
立
脚
し
て
い
る
伝
統
に
 属
す
る
者
は
、
 そ
 

㎝
 

 
 

の
 芸
術
作
品
を
価
値
あ
る
も
の
と
 看
徴
 し
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
 「
伝
統
」
が
も
は
や
有
名
無
実
と
な
り
、
曾
て
の
効
力
を
失
っ
 
た
 現
在
、
ま
た
、
 そ
 

の
 伝
統
に
属
さ
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
伝
統
文
化
の
価
値
な
ど
 普
 
@
 
味
を
持
た
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
大
衆
文
 化
は
伝
統
を
自
己
の
 

正
統
化
の
為
に
引
合
に
出
し
て
い
る
。
 

（
 
8
 ）
ア
ク
ラ
に
就
い
て
の
記
述
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
理
論
を
踏
 ま
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
写
真
、
映
画
等
の
発
明
に
よ
る
 
複
製
技
術
の
発
達
は
・
 

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
有
し
て
い
た
、
「
い
ま
、
こ
こ
で
」
と
い
う
性
格
 
を
 薄
れ
さ
せ
る
。
作
品
の
一
回
 性
は
 、
宗
教
美
術
の
中
で
神
仏
等
 の
 光
背
に
 誓
 え
ら
 

れ
て
い
て
、
大
衆
文
化
の
波
及
は
こ
の
 ア
ウ
ラ
 の
喪
失
の
誘
因
で
 七
 
り
る
 
0
 Ⅰ
 
コ
 @
 
ミ
リ
 耳
 。
Ⅰ
㏄
 
0
 
コ
 一
り
 
ヨ
 一
コ
 
，
 む
い
の
尽
 

り
 
ま
さ
紅
き
 

ぃ
メ
 
下
 @
 
ま
 N
 ぬ
 
@
 
～
 
心
 
安
心
Ⅱ
 
い
い
 
@
 
さ
 ㏄
Ⅹ
愚
ぃ
 

オ
 

さ
 ～
の
 

ハ
オ
 
e
n
 

力
も
 

S
 や
わ
 ～
 
ぃ
ぺ
ひ
 

Ⅰ
 べ
か
 
㏄
～
～
。
の
ニ
ア
目
打
 

ぃ
ヨ
 
も
く
⑪
日
田
押
目
 
ぃ
 コ
才
 
ヰ
口
Ⅰ
（
 

リ
 ヨ
 ま
注
コ
，
ト
 

つ
つ
 
4
 。
の
・
 
ト
 
0
 曲
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9
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 む
 ～
 
ミ
 ㏄
 
か
 ～
～
 

か
驚
ぺ
ト
 よ
 
%
 鼓
き
鳶
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a
.
p
.
O
 

：
四
 %
 

（
 
S
 ）
「
 N
 巷
 ア
リ
ア
 

2
 ロ
 コ
括
一
 
模
倣
二
で
は
な
く
、
「
 軍
 2
0
m
@
m
 

」
 と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
の
は
、
や
は
り
美
学
の
伝
統
を
踏
ま
え
 
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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Ⅱ
）
 甘
ヨ
 e
s
G
.
 

円
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a
z
 
窯
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ぎ
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き
さ
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母
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 ム
め
 ～
ま
 
き
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さ
 ミ
穂
 守
畏
毘
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隠
 曄
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ま
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下
町
目
的
㏄
口
口
日
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 コ
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ヨ
り
コ
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Ⅰ
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什
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は
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ミ
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や
態
ぺ
ヰ
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%
 ミ
き
 さ
め
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p
.
p
.
O
.
-
 

い
 に
 

@
-
 
プ
ラ
ト
ン
、
藤
沢
 令
夫
訳
 
「
国
家
」
岩
波
文
庫
、
一
九
九
 
五
年
、
第
十
巻
五
九
五
 a
 １
人
 

O
O
c
 

。
 

-
 
Ⅱ
）
 旨
い
 （
（
 
@
 オ
ギ
コ
さ
 も
ぎ
定
ゑ
洋
之
 
ト
ま
棺
 
～
 
n
a
 

～
～
 

o
n
 

。
 
二
 （
（
 
@
 甲
 0
 ミ
コ
ぃ
コ
ユ
 

の
 0
 ヨ
 づ
り
 
尾
 。
 
い
 。
㌢
。
 
且
こ
お
 ・
荒
川
 
幾
 失
調
「
 弁
 話
法
的
想
像
力
」
 み
す
ず
 

書
房
、
一
九
八
七
年
、
一
二
二
頁
。
 

-
 と
 
投
影
と
は
元
来
、
神
経
生
理
学
あ
る
い
は
心
理
学
の
術
語
 で
あ
り
、
神
経
的
現
象
な
い
し
 ほ
 心
理
的
現
象
が
外
部
に
局
在
 化
さ
れ
る
作
用
を
意
味
す
 

る
 。
精
神
分
析
で
は
、
主
体
が
自
分
の
中
に
存
在
す
る
資
質
、
感
 
情
 、
欲
望
に
就
い
て
意
識
し
な
か
っ
た
り
、
拒
否
し
た
り
し
て
、
 
自
分
か
ら
そ
れ
を
 

排
除
し
て
他
の
人
や
物
に
位
置
づ
け
る
作
用
の
こ
と
を
指
す
。
 
但
 し
 、
精
神
分
析
の
中
で
も
か
な
り
広
義
に
使
用
さ
れ
、
上
述
の
 
定
義
は
あ
く
ま
で
も
 

基
本
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
）
 
e
a
 
コ
ロ
 宮
銭
い
 
す
の
 注
ナ
し
 ㌧
 0
 コ
 （
 
リ
コ
 
m
.
 
ヌ
 o
c
a
 

卜
事
す
べ
驚
 

き
力
雙
黛
ミ
 
二
 %
 丁
ヵ
 
-
 
」
・
㌧
（
の
 

s
s
 

の
 
m
C
 コ
 一
づ
 
0
 
Ⅰ
 
臼
 ㎡
 
ト
 一
Ⅰ
の
の
 

隼
 ㏄
 

Ⅱ
（
 
り
コ
宝
 
・
Ⅰ
 
坤
 「
一
 

m
.
 

邑
ま
 ・
）
 
ミ
の
 ・
村
上
 に
監
訳
 
「
精
神
分
析
用
語
 
辞
典
」
 み
 す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
、
三
五
 0
1
 三
五
七
頁
 参
昭
  
 

-
 
㎎
）
「
啓
蒙
の
弁
証
法
三
で
は
、
啓
蒙
が
そ
の
目
的
と
は
逆
に
 
、
 如
何
に
野
蛮
に
転
落
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
主
題
と
 
さ
れ
て
い
る
。
 尚
 、
「
 
啓
 

蒙
 」
と
は
十
六
世
紀
以
来
の
啓
蒙
主
義
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
 
な
く
、
神
話
に
そ
の
起
源
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
五
章
の
「
 
反
 ユ
ダ
ヤ
主
義
の
諸
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わ
が
国
最
初
の
宗
教
哲
学
者
で
あ
り
、
真
宗
大
谷
派
の
 学
僧
と
し
て
「
精
神
主
義
」
を
提
唱
し
た
清
沢
満
之
 
一
 一
八
六
三
 
｜
 一
九
 
0
 一
こ
 

ほ
 つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
宗
門
関
係
者
に
よ
る
も
の
 を
は
じ
め
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
 
彼
 に
関
す
る
研
究
は
 、
次
 

の
 問
題
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
多
く
の
 
研
究
者
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
 
m
 い
る
「
清
沢
満
之
 全
 佳
査
 （
焼
鳥
 
敏
 ・
西
村
 
見
暁
 

編
 、
法
蔵
 館
 、
一
九
五
三
 
｜
 一
九
六
九
年
、
以
下
「
全
集
」
と
 

略
 す
 一
が
、
十
分
な
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
経
て
い
 な
い
点
で
あ
る
。
発
表
 

  

は
じ
め
に
問
題
の
所
在
 

八
 論
文
要
約
Ⅴ
清
沢
満
之
に
関
す
る
研
究
は
「
宗
教
哲
学
骸
骨
 」
 か
 晩
年
の
「
精
神
工
 義
 」
に
関
す
る
も
の
が
多
く
 、
 彼
が
 挺
 身
 し
た
教
団
改
革
運
動
 

ほ
 つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
消
極
的
評
価
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
 
し
こ
れ
ほ
ど
彼
の
 =
@
 

ロ
ョ
 
弗
が
精
彩
を
放
っ
て
い
た
時
期
は
な
く
、
 
彼
 の
み
小
数
思
想
の
全
 

貌
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
。
 
本
論
で
は
宗
教
思
想
史
の
立
場
か
ら
、
一
八
九
 0 年
代
 俺
半
の
 清
之
の
論
文
に
焦
 占
 

を
 合
わ
せ
て
彼
の
宗
教
思
想
を
教
団
改
革
運
動
と
の
関
連
で
考
察
 
し
、
 次
の
二
点
を
中
心
に
論
じ
る
。
第
一
に
明
治
政
府
の
指
導
 
者
達
に
よ
る
、
 社
 4
%
 

秩
序
を
乱
さ
な
い
「
宗
教
」
と
い
う
解
釈
が
木
肌
 ボ
取
 Ⅱ
の
「
 取
 件
 二
諦
」
 説
と
皓
接
 な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
第
二
 に
 「
真
俗
二
諦
」
 
説
 

を
 転
換
し
て
教
団
改
革
へ
 滞
進
 し
た
清
之
の
活
動
を
、
「
 
教
 界
時
一
 
三
 
社
説
と
 
盈
 一
尺
 
灯
 」
の
論
文
を
編
年
的
に
並
べ
て
考
察
し
、
 そ
の
教
団
民
主
化
 

構
想
を
取
り
上
げ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
清
沢
満
之
、
教
団
改
革
運
動
、
「
真
俗
二
諦
 」
 説
 と
「
神
道
Ⅱ
非
宗
教
」
 説
 、
仏
教
近
代
化
、
宗
教
思
想
史
 

兄上 、 Ⅰ五二 

伏
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
自
己
変
革
 

清
沢
満
之
の
教
団
改
革
運
動
 

守
屋
文
江
 



に
す
る
。
第
三
章
は
満
之
の
改
革
構
想
に
お
け
る
法
王
 制
 否
定
論
と
教
団
民
主
化
の
内
容
を
検
討
す
る
。
お
わ
 
り
に
仏
教
近
代
化
と
い
 

法
 に
基
づ
い
た
運
動
と
し
て
教
団
改
革
を
認
識
し
て
い
 
た
こ
と
を
、
「
無
尽
灯
」
の
論
文
と
「
 教
 界
時
自
己
 社
 説
の
関
係
か
ら
明
ら
か
 

の よ る も く 一 し 

て
 全
国
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
 
う
に
彼
の
論
文
を
編
年
的
に
並
べ
教
団
改
革
運
動
と
関
 
係
 付
け
て
み
る
と
、
 

八
九
 0
 年
代
後
半
に
仏
教
教
理
を
論
じ
て
い
る
論
文
が
 
、
教
団
改
革
の
運
動
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
が
 明
ら
か
と
な
っ
て
 

る
 。
「
政
治
的
」
に
は
清
之
の
教
団
改
革
は
失
敗
し
た
と
 言
え
よ
う
が
、
改
革
構
想
の
内
容
自
体
は
実
に
豊
か
 
な
 可
能
性
を
も
っ
た
 

の
で
あ
り
、
ま
た
教
団
改
革
運
動
は
む
し
ろ
、
仏
教
教
 理
 に
裏
付
け
ら
れ
て
展
開
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
 な
 い
 だ
ろ
う
か
。
 

本
論
は
特
に
こ
の
消
極
的
評
価
と
異
な
り
、
思
想
史
的
 方
法
論
に
よ
っ
て
 満
 之
の
思
想
を
再
評
価
す
る
試
み
で
 あ
る
。
問
題
に
対
す
 

や
 思
想
の
「
浸
透
範
囲
」
、
思
想
が
 包
括
す
る
問
題
の
「
範
囲
」
「
論
理
的
な
密
度
」
「
 多
 産
性
 」
等
の
基
準
に
 

っ
て
吟
味
す
る
万
法
論
に
よ
っ
て
解
明
し
た
い
。
積
極
 的
に
は
近
代
国
家
形
成
 期
 に
お
け
る
仏
教
近
代
化
の
諸
 相
を
 、
本
願
寺
教
団
 

教
説
 で
あ
る
「
真
俗
二
諦
」
 説
 と
清
沢
満
之
の
宗
教
 思
 想
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
重
層
的
に
論
じ
て
い
く
。
 

本
論
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
「
 
真
 裕
二
諦
」
 説
 近
代
化
の
歩
み
を
検
証
す
る
。
第
二
章
で
 は
 清
之
 が
 因
果
の
理
 

-
3
 
一
 

と
い
う
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
改
革
運
動
は
短
期
間
に
 
終
結
し
た
と
は
い
え
、
「
信
仰
的
・
思
想
的
主
体
性
」
 の
 自
覚
を
促
す
運
動
と
 

当
時
の
雑
誌
論
文
と
「
全
集
」
収
録
論
文
と
の
間
に
 
、
 文
章
や
題
名
の
異
動
が
あ
る
こ
と
や
、
初
出
の
雑
誌
に
 
見
ら
れ
た
圏
点
が
「
 全
 

-
 
｜
 -
 

佳
木
」
で
は
省
か
れ
、
論
文
の
う
ち
で
満
 

2
 が
 強
調
し
た
 か
っ
た
箇
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と
等
の
点
で
あ
る
。
「
 全
集
」
の
は
ら
む
問
題
 

ほ
 つ
い
て
は
本
論
の
趣
旨
を
越
え
る
が
、
「
 ム
 「
親
鸞
」
と
 位
置
づ
け
よ
う
と
し
過
ぎ
て
実
証
的
研
究
が
軽
視
さ
 
れ
た
結
果
で
は
な
か
ろ
 

 
 

一
 
@
-
 

第
二
の
問
題
は
、
 
満
 之
の
教
団
改
革
運
動
は
愛
小
的
 性
 格
を
帯
び
た
「
政
治
的
改
革
運
動
」
で
あ
り
、
宗
教
的
 
改
革
運
動
で
は
な
い
   



甜
 

な
し
て
過
激
だ
と
 い
 
わ
し
め
た
こ
の
勤
王
 僧
 の
 会
 剛
 の
ご
と
き
「
信
心
」
が
、
急
進
的
な
尊
王
 壊
夷
論
を
 展
開
さ
せ
た
。
特
筆
す
べ
き
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

琳
は
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
て
往
生
成
仏
す
る
と
い
う
「
 
信
心
」
が
 、
 
死
を
も
辞
さ
な
い
覚
悟
で
「
皇
国
」
の
 恩
 に
 報
い
る
た
め
の
手
段
と
さ
 

 
 

 
 

 
 

田
 

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
 

教
団
が
明
治
政
府
と
一
体
と
な
っ
て
発
展
す
る
根
拠
と
 
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

一
 
6
-
 

画
本
願
寺
教
団
は
そ
の
最
高
法
規
で
あ
る
「
宗
制
手
法
 
」
に
お
い
て
「
真
俗
二
諦
」
説
を
宗
義
の
要
で
あ
る
と
 
規
定
し
た
。
こ
の
 教
 

説
は
直
接
に
は
徳
川
 
期
に
 性
海
二
七
六
五
 ｜
 一
八
三
八
 
一
 が
唱
え
た
も
の
だ
が
、
そ
の
起
源
は
蓮
如
が
教
団
 
護
持
の
た
め
に
唱
え
た
 

「
王
法
為
末
」
の
 教
説
 に
あ
り
、
そ
の
近
世
的
表
現
 と
 し
て
生
起
し
た
の
が
「
真
俗
二
諦
」
 説
 と
言
え
よ
う
。
 

近
代
の
黎
明
期
に
お
い
て
、
真
宗
は
自
ら
を
い
か
に
 
国
 家
に
有
益
な
宗
教
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
 
。
周
防
出
身
の
勤
王
 

 
 

年
に
記
し
た
「
仏
法
護
国
弘
 哩
に
ょ
 れ
ば
、
真
宗
の
教
 え

る
他
力
の
信
心
は
キ
リ
ス
 

 
 

ク
 
相
ト
教
 対
策
に
も
、
欧
米
列
強
に
対
抗
す
る
た
め
の
 海
防
に
も
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
真
宗
の
も
 
つ
 阿
弥
陀
仏
へ
の
絶
対
随
順
 

は
 
な
 、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
国
家
秩
序
へ
の
随
順
 
と
 す
り
替
え
る
（
真
宗
的
尊
王
 壌
夷
論
 ）
だ
と
評
す
る
こ
 と
が
で
き
よ
う
。
吉
田
松
陰
 

 
 

  て財 一読」 達 ｜ た 
      
と 

  
    付 
  維新 教 の 派を て 

説 も 政 ま 

と   め 
た 

は 時 莫 
、 代 大 

本 に な 
願 認 額 
寺 知 の 

さ 献   
れ 金 本 視 
や を 願 占   
す 行 幸 か 
い っ 毅 一 ら 

条 て 国 
伴 お は 「         
と 手 末 の 改 遊           草 

姦糞薪花覇 と 

  以後 られ 崇奉 つ , 
て 願 に 
ぃ 寺 か 

世 
    的 

て 形 
加 が 幕 態 
え 冥 府 を   取 

、 閥 朝   
て 

リーダ「真俗 一 廷そし 

発 
現 



つ
ま
り
「
真
俗
二
諦
」
説
の
立
場
か
ら
は
次
の
よ
う
に
 
主
張
で
き
る
。
第
一
に
「
宗
教
」
と
は
真
宗
で
あ
り
 
神
道
は
「
宗
教
で
な
 

ぃ
 」
の
だ
か
ら
、
神
道
的
儀
式
や
天
皇
崇
拝
は
「
俗
諦
 
」
の
一
環
と
し
て
行
え
ば
よ
い
。
第
二
に
真
宗
本
来
 
の
 宗
義
で
あ
る
は
ず
の
 

「
真
諦
」
は
「
俗
諦
」
の
補
助
的
役
割
し
か
な
く
、
 世
 俗
 社
会
と
の
接
点
は
「
俗
諦
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
 通
し
て
だ
け
に
限
ら
れ
 

る
 。
 

こ
と
に
第
二
点
は
、
現
実
の
社
会
で
は
信
心
を
表
面
に
 出
さ
ず
に
既
存
の
政
治
秩
序
に
随
順
す
る
こ
と
を
強
調
 
す
る
こ
と
に
な
り
、
 

そ
れ
は
、
伊
藤
博
文
が
宗
教
を
「
信
仰
帰
依
は
専
ら
 内
 部
の
、
 
小
誠
 に
属
」
 

一
 
3
-
 し
 
「
外
部
に
向
ひ
て
」
行
わ
れ
る
 宗
 教
 活
動
は
制
限
を
受
け
 

る
と
し
た
明
治
憲
法
第
二
八
条
一
信
教
の
自
由
）
を
 
め
 ぐ
る
解
釈
 や
 、
井
上
毅
に
よ
る
「
宗
教
」
の
「
 外
顕
 」
 を
 禁
じ
る
と
い
う
位
置
 

付
け
と
、
何
ら
変
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
 

し
か
し
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
と
天
皇
崇
拝
を
同
時
に
行
 ぅ
 こ
と
が
、
な
ぜ
矛
盾
と
さ
れ
ず
に
正
当
化
さ
れ
た
の
 だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
 

ま
ず
、
「
真
俗
二
諦
」
説
に
基
づ
く
神
道
の
位
置
付
け
 及
び
神
道
と
真
宗
の
関
係
を
、
真
宗
僧
侶
の
主
張
か
ら
 
検
討
し
よ
う
。
幕
末
以
 

来
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
中
心
的
存
在
と
し
て
教
団
 
内
外
で
活
躍
し
、
「
信
教
の
自
由
」
を
唱
え
た
こ
と
で
 著
名
な
、
長
州
出
身
の
 

僧
侶
島
地
黙
雷
 
-
 一
八
三
八
 ｜
 一
九
一
一
）
の
神
道
観
を
取
 り
 上
げ
て
み
た
い
。
 

一
 
9
-
 

彼
は
ま
ず
、
三
条
教
則
で
 い
う
 
「
敬
神
愛
国
」
は
宗
教
 

一
 敬
神
）
と
政
治
（
愛
国
）
の
二
つ
が
混
在
し
た
も
の
 だ
と
批
判
す
る
。
 

一
 

 
 

方
 、
「
真
宗
 ノ
外
 日
本
ニ
テ
宗
旨
ラ
シ
キ
 者
 ハ
ナ
シ
。
 
一
 神
裁
テ
ナ
 ケ
 レ
ハ
世
界
 テ
物
 ハ
五
 ス
 、
幸
二
真
宗
ハ
 
一
仏
 地
 」
と
い
う
書
簡
 

が
 示
す
よ
う
に
、
欧
州
見
聞
を
経
験
し
て
き
た
島
地
に
 

「
往
々
 信
法
ノ
 捷
ニ
 出
 ツ
ル
者
、
 
宜
 直
公
 
諦
以
テ
 俗
諦
 ヲ
 扶
 ケ
ル
ニ
 非
ス
ヤ
 」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
だ
。
 

と
っ
て
、
「
宗
教
」
と
は
一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
 に
 近
 い
 真
宗
だ
け
が
 念
 

一
 
Ⅱ
 -
 

頭
に
置
か
れ
て
お
り
神
道
は
除
外
さ
れ
る
。
ま
た
注
意
 
す
べ
き
は
彼
が
「
宗
教
」
の
役
割
と
し
て
「
 人
ヲ
導
キ
 政
ヲ
裡
 ク
ル
ニ
ア
リ
」
 、
 

-
 
ほ
 -
 

  



 
 

 
  

 

 
 

 
 木

一
 

 
 

Ⅰ
Ⅱ
 

亡
 

近
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ひり 
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「真俗 が仏教 九 O 年 では、   

舖穐 涙垂 

  
教 係 を 

団 を 中 
の も 心 
経 っ に 
営 て 据 
す い え 
る る た   
で を 運 
の 論 動   
改 6 0 
革 。 大 
を 谷 
た 
び 
た 

派教 

団 
び を 

建   再 
  編 
し 成 
て 
Ⅰ ユ 

た 
し直 

そ 

ナつ 

編 と 

年 し 

的 た 
c 
み 

構 
廿 ㌍ 小 

る 

と 0 円 

  容 
と 

/ Ⅰ 

九 そ 

75@ (5U) 

由 自変革 

    

教 
団 
改 
革 
運 
動 
と 

「 
因 
果 
の 
理 
・ 、 ， 去 」 

換
言
す
れ
ば
、
本
願
寺
教
団
の
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
こ
 
の
 「
神
道
Ⅱ
非
宗
教
」
説
こ
そ
が
、
近
代
以
降
の
日
本
 国
家
の
宗
教
政
策
に
 

決
定
的
な
影
響
を
生
む
発
端
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
 
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
既
に
 葦
津
珍
彦
 、
阿
 満
利
 麿
 、
安
元
良
夫
ら
の
 実
 

-
 
Ⅱ
 @
 

証
 的
か
っ
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
，
こ
れ
以
上
触
れ
 
な
 い
 。
 

こ
の
よ
う
に
「
真
俗
二
諦
」
説
が
容
易
に
政
治
秩
序
に
 随
順
す
る
根
拠
は
、
「
二
諦
和
賀
（
又
は
相
 依
 こ
と
 ぃ
 う
 論
理
に
あ
る
。
 と
 

い
う
の
も
本
来
対
極
に
位
置
す
る
は
ず
の
「
真
諦
」
と
 
「
俗
諦
」
と
を
ど
 う
 関
係
付
け
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ず
 、
 単
に
「
 相
資
 」
と
 並
 

-
 
巧
 -
 

立
 さ
せ
る
だ
け
で
は
、
「
全
体
的
に
真
宗
教
団
を
日
本
 近
代
の
天
皇
制
国
家
の
歩
調
に
併
せ
、
随
順
さ
せ
る
」
 
だ
け
で
、
宗
教
と
し
て
 

の
 生
命
で
あ
る
「
真
諦
」
を
現
実
逃
避
的
な
も
の
に
 追
 い
や
る
こ
と
に
な
る
。
 

近
代
に
お
け
る
「
真
俗
二
諦
」
説
は
単
に
宗
教
教
団
の
 
教
説
 と
い
う
枠
を
越
え
て
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
現
実
 
の
国
家
秩
序
安
泰
に
 

ま
で
寄
与
す
る
に
至
っ
た
。
世
俗
的
価
値
を
宗
教
的
価
 値
 よ
り
も
優
先
さ
せ
る
現
象
を
「
近
代
化
」
と
呼
ぶ
と
 す
れ
ば
、
こ
の
 教
説
は
 

宗
教
の
側
か
ら
世
俗
に
妥
協
す
る
形
で
の
「
近
代
化
」
 
と
 言
え
よ
う
。
こ
の
世
俗
的
価
値
へ
の
妥
協
と
い
う
 占
 一
に
こ
そ
、
近
代
国
民
国
 

家
形
成
 期
 に
お
い
て
宗
教
が
政
治
に
無
批
判
と
な
り
や
 す
く
、
国
家
か
ら
自
立
し
に
く
い
原
因
の
一
端
が
あ
る
 
と
 思
わ
れ
る
。
 



然
 、
社
会
の
須
要
に
起
因
す
る
も
の
 

ろ
 も
の
な
る
や
否
や
に
就
き
て
は
、
 

益
 」
を
主
要
と
す
る
が
、
現
世
に
お
 な

る
こ
と
論
を
待
た
ず
、
然
り
と
 雄
 ど
も
宗
教
が
果
し
 て
 吾
人
社
会
の
現
在
成
立
に
 裡
 益
を
与
ふ
 

世
人
或
は
其
判
定
に
迷
ふ
も
の
」
も
あ
る
だ
ろ
う
と
 
切
 り
 出
す
。
宗
教
と
は
「
来
世
永
劫
の
利
 

け
る
利
益
も
少
な
く
は
な
い
、
そ
こ
で
「
大
に
世
人
の
 
概
想
 に
異
な
る
偉
大
の
も
の
」
も
あ
る
か
 

 
 

一
八
九
六
年
七
月
、
満
 之
は
 
「
無
尽
灯
」
に
「
仏
教
 
之
 現
利
」
を
発
表
し
た
。
彼
は
冒
頭
で
「
 抑
 宗
教
の
世
に
 存
す
る
や
人
生
の
必
 

一
年
に
は
「
 御
 学
館
」
の
組
織
改
革
を
訴
え
、
 翌
 九
二
 年
に
は
大
谷
派
が
経
営
す
る
京
都
府
尋
常
中
学
校
へ
の
 
教
団
か
ら
の
資
金
遅
滞
 

に
 対
し
、
教
学
資
金
募
集
を
行
 う
 こ
と
を
建
議
す
る
が
 許
さ
れ
ず
、
彼
は
再
び
教
学
を
教
団
行
政
か
ら
独
立
さ
 
せ
る
こ
と
を
主
張
建
策
 

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
建
言
口
を
行
う
中
で
「
宗
教
哲
学
 骸
骨
」
は
執
筆
さ
れ
た
。
 

 
 

そ
の
後
日
本
が
日
清
戦
争
に
勝
利
し
講
和
条
約
の
締
結
 
に
 至
る
と
、
法
主
は
次
の
「
垂
示
」
を
発
し
た
。
天
皇
 
が
 
「
民
生
 ノ
 疾
苦
 ヲ
 

珍
念
シ
タ
 マ
ヒ
永
遠
 三
 東
洋
 ノ
 平
和
 ヲ
保
 タ
ン
カ
 為
メ
 」
に
条
約
締
結
し
た
の
だ
か
ら
、
真
宗
門
徒
は
「
三
諦
 
相
依
ノ
 宗
義
二
道
 ヒ
王
 

法
馬
 本
ノ
 教
旨
 二
背
 カ
ス
」
「
天
恩
ニ
 %@
 コ
 シ
両
モ
 内
、
 
心
 二
八
仙
カ
ノ
信
心
を
決
 得
 シ
テ
」
念
仏
す
る
よ
う
に
 と
 諭
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

一
万
「
執
事
」
渥
美
英
 縁
は
 
「
訓
示
」
「
諭
達
」
に
よ
っ
 
て
 、
「
国
威
顕
揚
 表
祝
ノ
為
メ
 臨
時
法
要
 並
 従
軍
戦
死
 者
 追
悼
法
要
」
を
執
行
 

し
 
「
国
恩
 ノ
 万
一
二
報
答
」
す
る
よ
う
 門
末
 に
申
し
渡
 し
、
 続
い
て
翌
月
に
も
、
日
清
講
和
の
条
約
締
結
に
よ
 
っ
て
「
平
和
 ノ
 基
礎
 ヲ
 

定
メ
 」
 た
 
「
皇
恩
 ノ
 万
一
二
奉
答
」
す
べ
し
と
、
繰
返
 し
 達
し
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
布
達
が
教
団
当
局
者
に
よ
っ
て
次
々
と
発
せ
 ら
れ
る
中
、
結
核
療
養
を
終
え
た
 満
之
は
 一
八
九
五
年
 七
月
九
日
、
同
志
 
一
 

一
名
と
共
に
本
山
改
革
の
建
言
を
提
出
、
教
団
の
根
本
 方
針
を
現
実
の
体
制
と
は
異
な
る
、
学
事
と
教
務
に
お
 
く
こ
と
を
提
案
し
た
。
 

そ
れ
を
受
け
て
教
団
は
翌
九
六
年
一
月
に
「
教
学
資
金
 積
 立
法
」
を
定
め
門
徒
か
ら
寄
付
を
募
る
が
、
後
に
こ
 
れ
が
教
界
時
言
 社
 の
 設
 

生
理
由
に
も
な
る
よ
 う
 に
、
寄
付
金
は
実
際
に
は
教
学
 で
は
な
く
教
団
の
抱
え
る
負
債
償
却
の
た
め
に
充
て
 も
 れ
た
。
 

  



め
て
利
害
得
失
の
消
長
を
観
じ
て
社
会
の
進
運
を
発
揮
 
す
る
の
道
を
得
」
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
 苦
 観
、
空
観
、
中
道
、
 

実
相
と
い
っ
た
他
の
仏
教
教
理
も
同
様
に
、
社
会
の
進
 歩
 改
良
に
有
益
な
も
の
だ
と
彼
は
主
張
す
る
。
 

一
方
「
宗
教
他
力
門
の
現
益
」
は
、
「
有
限
者
と
無
限
者
 と
を
 別
 顕
し
て
 其
 関
係
に
就
 て
 宗
教
的
信
仰
を
宣
 説
 す
る
」
が
ゆ
え
に
、
 

「
所
謂
有
限
に
は
有
限
相
当
の
実
行
実
績
を
成
就
せ
し
 む
る
」
所
に
あ
る
。
し
か
し
有
限
な
我
々
で
は
自
力
門
 
の
よ
う
に
奮
闘
し
て
も
 

「
実
力
足
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
、
或
は
思
想
誤
る
こ
と
あ
 り
、
 或
は
予
期
せ
ざ
る
の
 妨
 擬
生
ず
る
」
た
め
に
「
 絶
 望
 落
胆
失
意
 迷
悶
 」
に
 

沈
む
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
「
他
力
門
の
教
義
」
で
は
「
 無
限
者
の
無
限
能
力
を
確
信
す
る
が
故
に
」
「
有
限
 相
 当
の
性
能
に
顧
み
勇
往
 

敢
 進
の
行
為
に
従
事
」
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
 れ
は
「
宗
教
他
力
門
の
信
者
の
専
心
従
事
し
得
べ
き
 
所
 の
事
」
で
あ
る
。
こ
の
 

「
現
益
」
を
満
 2 は
 、
「
貴
人
世
福
祉
の
大
源
泉
を
教
示
 す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
 何
そ
や
 」
と
喝
破
す
る
。
 

 
 

益
を
 、
社
会
変
革
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
に
あ
る
と
い
 う
 、
主
張
を
行
っ
て
い
る
の
が
 

 
 

自
明
ら
か
で
あ
る
。
「
二
諦
柚
貴
」
に
沿
っ
た
「
 
現
 益
 」
が
「
天
恩
」
や
「
国
恩
」
に
報
謝
す
る
，
」
と
で
あ
 っ
 た
の
に
対
し
、
清
之
の
場
 

 
 

は
 
合
は
「
真
諦
」
を
現
実
社
会
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
 
行
動
す
る
こ
と
こ
そ
、
仏
教
の
「
現
益
」
に
ほ
か
な
ら
 
な
い
と
い
う
主
張
と
な
っ
て
 

 
 

沖
 
い
る
。
 

一
リ
一
 

本
次
い
で
満
 2 は
 、
教
界
時
言
社
を
設
立
す
る
 直
 前
 
「
個
人
と
社
会
の
関
係
」
を
発
表
す
る
。
彼
が
教
団
 と
い
う
「
社
会
」
を
ど
う
 認
 

 
 

川
試
 し
て
い
た
か
を
探
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
 
る
 論
文
と
言
え
よ
う
。
 

  

ど
う
か
、
仏
教
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
・
 
@
J
 
い
う
。
 

 
 

例
え
ば
「
自
力
門
の
教
義
」
が
説
く
無
我
と
は
「
 
足
 れ
 即
ち
誠
意
正
心
、
一
 

り
 、
ま
た
諸
行
無
常
と
は
「
万
象
の
変
化
無
常
な
る
こ
 
と
を
 閏
萌
 す
る
も
の
」
 

片
 の
私
邸
偏
曲
を
交
へ
 ざ
 る
に
出
づ
る
も
の
」
で
あ
 

で
、
「
事
物
に
変
化
あ
り
進
退
あ
る
が
故
に
 、
 妓
に
 始
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「
国
家
主
義
」
と
名
付
け
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
む
 し
ろ
利
己
主
義
、
全
体
主
義
と
い
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
 
，
 
づ
，
 

9
 
）
。
 

注
意
す
べ
き
は
、
満
 2
 が
「
社
会
と
個
人
と
両
立
の
上
 に
 於
て
何
れ
か
主
に
し
て
、
何
れ
か
 伴
 た
る
 へ
き
や
 を
 問
 ふ
に
あ
り
」
と
、
 

立
し
た
上
で
さ
ら
に
優
先
順
位
を
明
確
に
す
べ
き
だ
と
 論
じ
て
い
る
こ
と
だ
。
と
い
う
の
は
繰
返
し
に
な
る
が
 
、
死
後
に
「
安
養
 浄
 

ノ
 生
芋
 
ノ
 ム
ロ
二
往
生
 
ヲ
遂
ル
 
」
万
 
-
 よ
う
 願
 う
 こ
と
と
教
団
や
 国

家
に
忠
義
を
尽
く
す
こ
と
の
両
方
を
勤
め
る
こ
と
 
は
 、
「
二
諦
 相
資
 」
 の
 

理
 に
な
る
か
ら
だ
。
こ
の
「
 相
資
 」
の
立
場
に
対
し
、
 清
之
の
主
張
は
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
 

「
社
会
主
義
」
論
考
は
種
族
全
体
と
し
て
の
保
存
を
重
 現
 し
過
ぎ
て
個
々
の
存
在
を
破
壊
す
る
よ
う
に
な
り
、
「
 生
物
種
族
 ゃ
 人
類
 社
 

の
 滅
尽
の
期
な
し
と
 云
ふ
 」
ほ
ど
に
社
会
や
国
家
を
絶
 対
現
 す
る
に
至
る
が
、
そ
れ
に
対
し
彼
は
「
国
家
は
決
 し
て
無
始
無
終
、
、
 
水
 

不
滅
な
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
反
論
す
る
。
 社
 会
や
国
家
は
個
人
の
集
合
体
で
し
か
な
 
い
 の
だ
か
ら
、
 い
ず
れ
は
分
散
離
合
 

る
も
の
と
な
る
。
一
方
、
個
人
の
「
 
心
識
 精
神
」
の
み
 は
そ
の
肉
体
が
死
滅
し
て
も
 
永
 存
す
る
も
の
だ
か
ら
 、
 彼
は
個
人
の
「
 精
 

」
を
主
と
す
る
べ
き
だ
と
 @
 
ヒ
ロ
 

ラ
 。
 

個
人
の
「
 心
識
 精
神
」
の
水
芹
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
 。
精
神
は
自
己
の
深
淵
に
あ
る
「
一
点
或
は
一
体
に
集
 
中
 帰
一
せ
し
む
る
」
 

と
を
、
最
も
本
質
的
な
性
質
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
 
し
 か
も
そ
の
「
集
中
帰
一
の
統
一
作
用
」
は
「
単
純
な
る
 
一
体
」
に
よ
り
行
わ
 

る
が
、
単
純
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
破
壊
断
絶
す
る
こ
 
と
な
 き
も
の
な
り
」
。
こ
の
最
も
本
質
的
な
「
統
一
作
 用
 」
に
よ
っ
て
 、
個
 

の
 「
精
神
的
成
分
」
は
 永
 存
す
る
と
い
う
の
だ
。
 

彼
は
自
己
保
存
と
種
族
保
存
と
い
う
楡
を
用
い
て
こ
う
 述
べ
る
。
特
定
の
個
人
の
利
害
を
目
的
と
す
る
自
己
 
保
 存
の
説
も
「
個
物
の
 

破
壊
を
来
す
」
ほ
ど
に
社
会
や
国
家
の
存
続
を
目
的
と
 
す
る
種
族
保
存
の
説
も
 、
 共
に
「
同
時
に
並
存
す
る
 作
 用
の
一
方
の
み
を
取
り
 

て
其
 他
方
を
無
視
」
し
て
い
て
「
公
平
な
る
論
説
に
は
 
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
清
之
は
前
者
を
「
個
人
主
義
」
後
 者
を
「
社
会
主
義
」
 又
   



 
 

日本における 

後
に
な
る
が
「
 教
 界
時
吉
旦
第
一
五
号
社
説
「
仏
教
者
 蓋
 自
重
 -
l
-
 

手
 
，
：
に
お
い
て
も
、
「
仏
教
の
元
気
 

」
 

日
 に
月
に
 
兵
 勢
い
を
減
ず
る
も
 

 
 
 
 
 
 

の
は
、
実
に
 此
 実
行
方
面
の
衰
退
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
 ず
、
蓋
レ
沖
 か
か
実
数
 綜
卸
紳
肝
略
 知
行
 都
か
跡
か
肝
 

 
 

 
 

仏教の自己変革 

こ
の
楡
は
、
絶
対
無
限
者
一
阿
弥
陀
仏
）
と
い
う
本
質
 
的
な
「
単
純
な
る
一
体
」
が
も
た
ら
す
「
統
一
作
用
」
 
（
他
力
）
に
よ
り
、
 

信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
、
個
人
 
の
 信
心
獲
得
の
プ
ロ
セ
ス
を
分
析
し
た
も
の
と
言
え
よ
 ぅ
 。
本
来
有
限
な
は
ず
 

0
 個
人
が
絶
対
無
限
と
融
合
で
き
る
の
は
ひ
と
え
に
 
信
 仰
に
よ
る
し
か
な
く
、
「
無
量
寿
仏
」
と
も
呼
ば
れ
る
 阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
 

こ
と
で
、
相
対
有
限
な
個
人
の
「
精
神
」
は
 永
存
 不
滅
 と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

最
後
に
満
 2
 は
 、
「
若
し
永
久
的
存
在
と
一
時
的
存
在
 と
を
以
て
目
的
と
方
便
と
の
別
を
立
つ
可
き
も
の
と
 
せ
 ば
 、
社
会
は
方
便
に
 

し
て
個
人
は
目
的
な
り
と
結
論
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も
 の
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
。
社
会
は
個
人
の
「
精
神
」
 が
 発
現
す
る
た
め
の
方
 

便
 な
の
で
あ
る
。
社
会
や
国
家
を
主
と
す
る
か
個
人
を
 主
 と
す
る
か
の
岐
路
に
お
い
て
、
清
之
は
個
人
の
「
 精
 神
 」
を
選
び
取
っ
た
の
 

で
あ
っ
た
。
 

さ
き
の
「
仏
教
 之
 現
利
」
と
併
せ
て
考
察
す
る
と
、
 こ
 れ
ら
二
つ
の
論
文
は
、
信
心
を
得
た
個
人
は
仏
教
的
 真
 理
 に
基
づ
い
て
社
会
 

一
 
教
団
）
を
変
革
す
る
主
体
と
な
り
得
る
の
だ
と
主
張
 
し
た
、
清
之
の
教
団
改
革
へ
向
け
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
 
だ
 と
 位
置
付
け
ら
れ
よ
 

ぅ
 。
信
心
を
得
た
個
人
が
「
真
諦
」
本
位
に
活
動
し
ょ
 
ぅ
 と
す
る
時
、
「
俗
諦
」
中
心
で
あ
る
現
実
社
会
に
お
 い
て
は
緊
張
関
係
を
強
 

い
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
あ
く
ま
で
「
真
諦
」
を
選
択
し
 続
け
る
一
方
、
「
真
諦
」
を
反
映
し
た
社
会
を
実
現
す
 る
べ
く
活
動
す
る
方
向
 

へ
も
展
開
で
き
る
の
だ
と
い
う
、
彼
の
堅
固
な
改
革
へ
 
の
 意
志
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
 
彼
 に
と
っ
て
の
「
百
ェ
 
諦
 」
 

は
 、
死
後
の
こ
と
や
観
念
的
な
も
の
と
し
て
よ
り
も
ま
 ず
 世
俗
社
会
に
お
い
て
実
践
す
る
べ
き
も
の
と
意
識
さ
 
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 



2
 
 教
団
改
革
の
運
動
論
 

次
に
「
 教
 界
時
言
」
第
一
 号
 社
説
 
-
2
-
 

@
 
 
力
ら
 

、
、
 

改
革
構
想
に
 

含
ま
れ
た
壮
大
な
展
望
を
見
て
み
よ
う
。
清
之
は
ま
ず
 
現
在
の
日
本
の
文
化
 

的
 状
況
を
論
じ
る
こ
と
か
ら
始
め
、
日
本
を
東
西
文
化
 
の
二
 潮
流
が
等
し
く
流
入
し
て
出
会
う
場
と
し
て
い
る
 。
そ
の
よ
う
な
日
本
国
 

内
に
目
を
転
じ
る
と
、
「
国
民
各
職
司
あ
り
、
内
政
 竺
 尖
兵
火
あ
り
、
殖
産
工
業
英
人
あ
り
、
守
禦
討
伐
 
亦
其
 人
 あ
り
」
と
い
う
状
況
 

で
あ
る
。
多
様
な
社
会
集
団
が
そ
の
本
来
の
機
能
に
応
 じ
て
活
動
し
、
全
体
と
し
て
国
家
を
成
り
立
た
し
め
て
 
い
 る
と
し
、
彼
は
そ
の
 

中
の
 一
 っ
と
し
て
教
団
を
位
置
付
け
る
。
教
団
の
任
務
 は
 
「
宗
教
々
育
の
本
旨
を
閾
 揚
 し
て
、
国
家
教
育
の
 
一
 端
を
 裡
 補
し
、
以
て
 其
 

職
司
の
一
分
を
尽
さ
ん
と
欲
す
る
」
所
に
あ
る
と
し
て
 、
あ
く
ま
で
も
宗
教
者
の
立
場
か
ら
、
国
家
の
進
歩
 
発
 展
 に
対
し
て
影
響
を
与
 

え
た
い
と
抱
負
を
述
べ
る
。
 

で
は
な
ぜ
今
、
教
界
時
言
 社
 で
は
大
谷
派
教
団
の
改
革
 の
み
を
問
題
と
す
る
の
か
。
彼
は
教
団
以
外
の
事
を
 
度
外
視
す
る
の
で
な
 

く
 、
「
余
輩
は
一
般
国
民
と
し
て
は
、
国
民
相
当
の
論
 議
を
提
起
す
る
こ
と
あ
る
べ
く
、
一
般
宗
教
徒
と
し
て
 
は
 、
宗
教
徒
相
当
の
見
 

解
を
開
陳
す
る
こ
と
あ
る
べ
く
、
一
般
仏
教
徒
と
し
て
 
は
 、
仏
教
徒
相
当
の
考
察
を
掲
示
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
 
な
り
」
と
社
会
へ
の
 関
 

心
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
、
「
世
界
的
統
一
的
 文
化
の
一
大
要
素
た
る
宗
教
の
問
題
を
攻
究
 
し
、
由
て
 以
て
余
輩
の
職
司
を
尽
 

さ
ん
と
欲
せ
ん
に
は
、
 先
づ
 余
輩
所
属
の
宗
門
た
る
 大
 谷
 派
の
実
際
的
方
面
を
主
木
と
し
て
立
言
す
る
の
、
 
順
 序
を
得
た
る
を
信
ず
る
 

な
り
」
と
、
教
団
改
革
に
着
手
す
る
必
然
性
を
表
明
す
 
る
 。
 

教
団
の
理
想
的
な
姿
は
自
己
や
同
胞
の
安
心
、
さ
ら
に
 
「
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
れ
と
期
す
る
所
の
源
泉
」
 で
あ
る
べ
き
だ
が
、
 

現
実
の
教
団
当
局
者
は
私
利
を
貧
る
ば
か
り
で
、
こ
れ
 ま
で
に
も
自
分
は
「
 其
 懐
抱
す
る
所
を
披
歴
し
て
、
 或
 は
 之
を
忠
告
し
 、
 或
は
 

二
を
 建
 舌
口
 
し
 」
て
き
た
が
、
「
大
谷
派
本
願
寺
の
失
態
 は
 、
今
や
将
に
一
大
社
会
問
題
た
ら
ん
と
す
」
。
よ
っ
て
 こ
こ
に
教
団
を
立
て
直
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，仏教の自己変革 

し
、
 進
ん
で
は
国
家
を
よ
り
良
く
変
革
し
、
「
世
界
的
 統
一
的
文
化
」
の
発
展
を
助
け
て
い
き
た
い
と
い
う
。
 
つ
ま
り
個
人
の
信
仰
を
 

基
に
 、
教
団
、
国
家
、
世
界
人
類
へ
と
（
宗
教
運
動
）
 を
 展
開
す
る
こ
と
こ
そ
、
教
団
改
革
の
最
終
的
な
目
標
 
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
 

の
だ
と
舌
口
え
よ
う
。
 

こ
 @
 
」
で
教
界
時
言
 社
 が
改
革
を
試
み
た
当
時
の
、
教
団
 の
 実
態
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
近
代
東
西
本
願
寺
の
 手
 法
を
比
較
検
討
し
 

た
 研
究
に
 ょ
 れ
ば
、
手
法
上
の
大
谷
派
の
立
法
機
関
と
 執
事
の
関
係
は
「
執
事
は
、
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
 
れ
な
い
か
ら
、
原
理
的
 

に
は
こ
れ
は
君
権
的
 一
 

ま
た
本
願
 寺
 派
に
比
べ
大
谷
派
の
議
会
三
譲
 制 局
し
は
制
度
 上
に
明
確
な
規
定
が
な
 

い
た
め
立
憲
的
と
は
舌
口
え
ず
、
議
会
制
と
し
て
は
「
は
 
る
か
に
後
退
し
て
」
い
た
。
つ
ま
り
当
時
の
大
谷
派
 教
 団
は
 、
法
主
を
頂
点
に
 

お
き
執
事
が
立
法
権
と
行
政
権
の
両
方
を
掌
握
す
る
、
 封
建
的
な
体
制
な
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

教
団
改
革
運
動
を
始
め
る
と
同
時
に
、
 満
之
は
 
「
無
尽
 灯
 」
で
「
因
果
玄
理
法
」
を
連
載
す
る
が
、
こ
の
こ
と
 
と
 改
革
運
動
と
の
 関
 

係
を
考
え
て
み
た
い
。
観
念
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
 
る
だ
け
で
は
、
到
底
現
実
は
動
か
な
い
事
を
満
 之
 は
こ
 れ
ま
で
痛
感
し
て
き
た
 

は
ず
で
あ
る
。
執
筆
さ
れ
た
状
況
か
ら
推
し
て
も
、
 
こ
 の
時
期
に
彼
が
因
果
の
理
法
を
問
題
に
す
る
の
は
、
 最
 0
 本
質
的
な
因
果
の
理
 

法
 に
基
づ
く
、
（
教
団
改
革
の
運
動
論
）
を
論
じ
よ
う
 と
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 

因
果
の
理
法
と
は
周
知
の
よ
う
に
仏
教
の
根
本
教
理
で
 あ
る
が
、
清
之
は
こ
の
「
一
切
論
理
の
源
 基
 」
で
あ
る
 因
果
の
理
法
を
考
究
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
革
推
進
の
必
然
性
を
明
ら
か
 
に
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。
一
方
、
こ
の
理
法
を
無
 祝
 し
て
結
果
の
み
を
 重
 



改
革
の
中
心
で
あ
る
第
二
点
を
列
挙
す
る
と
、
宗
制
 

寺
 法
の
改
正
、
末
寺
会
議
の
開
設
、
上
局
組
織
・
財
務
部
 

の
 改
正
、
地
力
部
の
 

廃
止
、
臨
時
教
学
資
金
局
の
閉
鎖
、
地
方
寺
務
出
張
所
 

&
 び
扱
 所
の
変
更
、
布
教
・
勧
学
の
設
計
、
人
材
登
用
 

な
ど
ほ
ぼ
全
領
域
に
及
 

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
立
憲
的
制
度
の
実
現
を
訴
 

え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
制
度
の
運
営
に
当
た
る
人
材
 

も
ま
た
教
学
本
位
の
精
 

と
と
す
る
見
解
に
等
し
く
、
教
団
改
革
と
の
関
連
を
不
 

明
瞭
な
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
 
村
 象
や
 、
「
帰
納
的
論
理
」
 

が
 意
味
す
る
所
を
解
明
し
つ
っ
検
討
を
進
め
た
 

全
 な
り
と
 云
ふ
 能
は
ず
」
、
完
全
に
近
い
と
い
う
だ
け
 

枚
挙
帰
納
法
」
と
満
 2
 が
 呼
ん
で
い
る
の
は
、
た
だ
 ぃ
 

で
 完
全
で
あ
る
こ
と
と
の
区
別
が
十
分
認
識
さ
れ
て
 
ぃ
 た

ず
ら
に
朝
令
暮
改
を
 

な
い
。
一
方
で
阿
弥
陀
 

繰
り
返
す
、
教
団
体
制
側
の
対
処
と
よ
く
対
応
し
て
い
 

る
 。
そ
の
詳
細
は
「
 
教
 界
時
号
 
旦
 第
一
 

亜
弓
で
満
 

-
 

之
が
報
 告
 し
て
い
る
通
り
で
あ
 

る
が
、
こ
の
「
無
尽
灯
」
で
の
主
張
は
相
手
の
実
名
を
 

出
さ
ず
と
も
そ
の
本
質
を
と
ら
え
、
論
理
矛
盾
の
急
所
 

を
 突
い
た
批
判
文
で
あ
 

り
、
 要
す
る
に
「
真
俗
二
諦
」
説
に
固
執
し
て
改
革
を
 

回
避
し
よ
う
と
策
を
巡
ら
す
、
教
団
体
制
側
の
論
法
を
 

「
枚
挙
帰
納
法
」
と
 
呼
 

び
、
 彼
ら
に
確
固
た
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
む
 
い
 こ
と
を
 
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
 

ま
た
因
果
の
理
法
の
性
格
は
「
必
然
」
を
根
本
に
お
く
⑥
⑥
 

が
 、
「
枚
挙
帰
納
法
」
で
は
「
蓋
然
」
を
根
本
と
す
る
 

た
め
に
「
円
満
に
完
 

仏
の
本
願
に
よ
る
平
等
な
救
済
を
説
い
て
お
き
な
が
ら
 
一
部
の
者
の
窓
 
意
 で
教
団
を
運
営
し
国
家
に
迎
合
し
 
て
い
る
よ
う
で
は
、
 
必
 

然
 的
に
国
家
の
出
先
機
関
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

教
 団
 が
 い
ま
 必
要
と
す
べ
き
は
、
仏
教
的
真
理
に
基
づ
い
 

た
 確
固
た
る
施
政
方
針
 

で
あ
り
、
そ
の
方
針
を
確
立
し
て
は
じ
め
て
「
世
界
人
 

類
の
安
心
」
を
求
め
る
場
と
し
て
教
団
が
存
在
し
得
る
 

か
ら
で
あ
る
。
 

次
に
「
 教
 界
時
 @
 
二
ロ
」
第
三
号
社
説
の
 

、
 

に
 基
づ
い
た
教
団
建
設
へ
向
け
て
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
 

プ
ラ
ン
を
見
て
み
よ
 

う
 。
「
非
教
学
的
精
神
」
を
も
つ
教
団
当
局
者
に
向
か
 

っ
て
「
俄
に
教
学
的
精
神
の
興
起
を
望
む
は
 

徒
望
 た
る
 を
 免
れ
」
な
い
か
ら
、
 

 
 

組
織
の
改
良
」
を
実
現
す
る
べ
き
だ
と
い
う
。
 

  



近代同本における 仏教の自己変革 

崇
拝
さ
れ
て
 

か
を
検
討
し
 

「
 
教
 界
時
吾
一
 

1
 
 「
 
血
 」
の
原
理
の
否
定
 

本
章
で
は
教
団
に
立
憲
的
制
度
を
導
入
し
民
主
的
運
営
 
な
 行
お
う
と
す
る
満
 2
 た
ち
が
、
改
革
運
動
に
よ
っ
て
 
「
生
き
仏
」
と
し
て
 

き
た
法
主
を
ど
 う
 位
置
付
け
直
そ
う
と
し
た
の
か
、
 ま
 た
 教
団
民
主
化
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
も
っ
 
て
い
た
の
 

@
 
キ
 
@
 
ハ
し
 

ヒ
 Ⅰ
 
@
 0
 

 
 

己
 第
四
号
に
発
表
さ
れ
た
「
 師
命
論
 」
を
見
て
み
よ
 ，
 
っ
 。
冒
頭
で
彼
は
法
主
の
訓
示
（
 師
ム
 巴
が
も
つ
意
義
 を
 
「
 
臨
叫
 
ム
卵
   

一   一 

教
団
改
革
理
念
と
し
て
の
民
主
主
義
 

一
刀
 
一
 

よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
満
 2
 自
身
「
請
判
 局
 」
の
構
成
員
で
あ
る
「
 賢
 衆
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
 

行
政
機
関
と
立
法
機
関
 

0
 分
立
以
前
の
現
状
を
改
善
し
、
立
憲
的
制
度
を
整
備
 
す
る
こ
と
の
必
要
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
改
革
案
は
 、
 Ⅲ
立
法
機
関
と
し
て
は
未
成
熟
な
「
 請
判
 局
 」
に
代
わ
り
新
た
に
「
末
寺
会
議
」
を
開
設
し
 
行
政
か
ら
独
立
し
た
 

 
 

立
法
機
関
の
設
立
を
実
現
す
る
、
②
財
務
部
に
会
計
法
 を
 整
備
す
る
一
方
「
門
徒
会
議
」
を
設
置
し
て
こ
れ
に
 
財
務
に
関
す
る
諸
般
の
 

事
項
を
評
議
監
督
さ
せ
、
㈹
宗
義
安
心
に
つ
い
て
は
 従
 来
 一
人
が
専
任
し
て
き
た
「
講
師
」
を
五
人
以
上
に
増
 具
 し
て
宗
学
独
占
を
防
 

止
し
、
㈲
人
材
登
用
の
道
を
開
い
て
蒸
煮
的
な
任
免
を
 
廃
止
さ
せ
る
等
の
改
革
を
行
お
う
と
す
る
も
の
だ
。
 
上
 
ュ
憲
的
制
度
が
な
け
れ
 

ぼ
 、
教
団
当
局
者
に
よ
る
 窓
意
 的
な
運
営
は
避
け
ら
れ
 な
い
。
教
団
内
の
こ
う
し
た
封
建
的
運
営
に
対
し
、
 教
 界
 時
言
 社
は
 
「
教
学
的
 

精
神
」
を
制
度
組
織
と
い
う
近
代
的
か
つ
世
俗
的
な
形
 
で
 反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
舌
口
わ
ば
宗
教
教
団
に
立
憲
 制
を
実
現
し
よ
う
と
す
 

る
 
（
宗
教
運
動
）
と
し
て
、
改
革
運
動
を
推
進
し
た
の
 で
あ
る
。
 

神
を
も
っ
て
い
な
け
れ
 ば
 、
名
実
伴
っ
た
民
主
的
運
営
 が
 難
し
く
な
る
こ
と
を
満
 2
 が
 問
題
に
し
て
い
る
の
は
 彼
の
現
実
認
識
の
程
を
 



留
意
す
べ
き
は
満
 
2
 が
 法
主
へ
の
 信
 順
を
認
め
て
い
な
 
が
ら
も
、
そ
の
法
王
の
資
格
に
条
件
を
課
し
て
い
る
こ
 

と
で
あ
ろ
 

の
 「
 
親
言
 」
が
前
に
述
べ
た
よ
う
に
「
慈
愛
」
と
は
 
対
 極
 の
も
の
で
あ
る
中
、
彼
が
舌
口
わ
ば
法
主
を
「
ほ
め
 

殺
 し
 」
に
し
た
 

-
 
マ
マ
 
-
 

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
 

 
 

る
へ
 か
ず
、
 

発
し
給
ふ
教
命
は
 
、
 直
ち
に
 門
末
 の
 安
 、
 
生
 Ⅴ
脚
の
地
」
 

と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
「
真
実
」
 

な
る
教
え
を
 

主
は
当
然
「
安
心
立
脚
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

し
 か
し
尊
厳
な
る
は
ず
の
 
師
 命
は
今
や
渥
美
執
事
の
た
め
 
に
神
聖
さ
も
 

わ
 れ
、
「
 
期
卸
詩
 か
い
如
浄
争
臣
 
砕
掛
 か
ト
細
か
い
」
と
 繰
返
し
強
調
し
な
が
ら
、
彼
は
こ
れ
ま
で
に
発
せ
ら
 
れ
た
数
々
の
 

を
 批
判
し
て
い
る
。
 

満
 2
 が
 現
段
階
で
は
教
団
全
体
と
し
て
の
改
革
を
念
頭
 

に
 置
い
て
い
る
た
め
に
、
直
接
否
定
的
言
辞
を
用
 
い
ず
 、
法
主
の
 

要
悪
 と
し
て
認
め
た
点
は
否
め
な
い
。
だ
が
彼
は
法
主
 

を
 現
状
の
ま
ま
で
は
肯
定
し
て
い
な
い
。
問
題
は
満
 

2
 が
 「
節
介
」
 

に
 舌
口
反
し
た
か
ら
法
主
制
に
賛
成
で
あ
っ
た
か
否
か
を
 

論
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
今
節
介
」
利
用
論
）
 
と
で
 も
 呼
ぶ
べ
き
 

命
 」
の
と
ら
え
方
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

と
い
う
の
も
先
の
立
憲
的
制
度
実
現
へ
の
要
求
と
併
せ
 

て
 考
察
す
る
と
、
教
界
時
言
 
社
 で
は
英
国
型
立
憲
 君
 王
制
を
 モ
 ぅ

 。
現
実
 

論
を
展
開
 

 
 英

一
た
ひ
 

垂
れ
る
 法
 

尊
厳
も
失
 

「
現
高
」
 

存
在
を
必
 

の
重
要
性
 

彼
の
「
 師
 

デ
ル
に
し
 

の
 宗
門
に
於
け
る
は
、
 

猶
 君
命
の
国
家
に
於
け
る
か
 

如
 し
 、
君
命
の
臣
民
に
対
し
て
最
大
の
権
力
を
有
す
る
と
 

同
し
く
、
 
師
 命
は
実
に
 

門
末
 に
向
ひ
て
 
日
堅
 
局
の
威
力
を
有
す
る
も
の
な
り
」
 

、
そ
 の
 尊
厳
の
ゆ
え
に
こ
そ
「
之
を
誤
る
こ
と
一
歩
な
ら
 

ん
か
、
 
圭
茎
 
口
悪
や
十
 
歩
 

な
ら
ん
、
況
ん
や
、
 

某
 濫
用
 愈
 出
て
 ノ
愈
 
多
き
に
於
て
 
を
や
 」
と
述
べ
る
。
教
団
の
最
高
権
威
が
発
す
る
 

厳
ム
 
叩
 で
あ
る
が
故
に
、
「
 

予
 

 
 

師
 命
は
必
ず
「
慈
愛
溢
れ
て
信
仰
の
執
 

 
 

 
 

  



教
 
」
を
免
職
と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
極
め
て
希
に
見
る
こ
と
を
 

得
 
べ
き
所
に
し
て
、
 

寧
ろ
単
に
理
想
に
類
す
る
の
特
例
た
り
」
と
い
う
た
め
 

キ
 
@
 
@
@
 

ハ
 
し
 
0
 

 
 既

に
一
八
九
六
年
一
二
月
末
渥
美
英
 

縁
が
 

執
事
 

を
 
免
職
に
な
り
、
後
任
に
連
枝
の
大
谷
勝
 

珍
が
 

執
事
に
 

就
い
た
が
、
す
ぐ
交
替
し
て
 

  

定
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
 

教
 界
時
言
 社
 社
員
ら
六
名
は
一
八
九
 セ
年
 二
月
一
四
日
 何
 を
も
っ
て
、
「
公
刊
雑
誌
 ヲ
以
テ
其
 趣
意
論
説
等
 ヲ
 発
表
 シ
 一
派
 ノ
 寺
務
 

ヲ
 非
議
 シ
 恭
ニ
 門
末
ノ
 人
心
 ヲ
 激
昂
セ
シ
メ
派
 内
ノ
静
 郭
 
皿
ヲ
妨
ケ
 

%
 
-
3
 
 

、
 」
 た
た
め
に
除
名
処
分
を
受
け
、
満
 2
 は
 
「
 
貸
家
」
「
 学
師
 」
「
大
功
 

て
 、
法
王
を
教
団
の
象
徴
的
存
在
に
ま
で
押
し
止
め
よ
 ぅ
 と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
 
に
 
「
 
師
命
論
 」
 を
 

 
 

0
 日
に
本
山
へ
請
願
に
行
く
際
の
注
意
事
項
と
交
渉
 時
 0
 対
応
方
法
に
つ
 

綿
密
な
打
合
せ
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
 。
彼
が
全
国
か
ら
上
京
し
た
二
百
名
余
り
の
革
新
派
 
同
 志
と
 共
に
、
二
万
 

名
 余
り
の
署
名
と
請
願
書
を
携
え
て
 
執
働
に
 本
山
と
法
 王
 に
対
し
交
渉
談
判
を
続
け
て
い
た
こ
と
、
ま
た
 
先
 の
 「
個
人
と
社
会
 

係
 」
の
主
張
に
基
づ
け
ば
、
法
主
個
人
を
絶
対
視
す
る
 
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
法
王
は
「
 門
末
の
 安
心
立
脚
の
地
」
 

て
の
み
存
在
意
義
が
あ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
。
 
こ
れ
ら
を
考
え
併
せ
る
と
、
こ
の
社
説
は
焼
 曲
 的
な
表
 視
 な
が
ら
、
法
主
 制 と の 八 い 発 
否 し 関 干 て 表 



2
 
 教
団
民
主
化
の
範
囲
 

一
方
、
満
 
2
 は
哀
 一
尺
 
灯
 」
に
「
信
の
 

改
革
運
動
を
続
け
る
中
で
書
か
れ
た
こ
と
 

い
て
言
及
し
た
い
。
 

彼
は
言
 う
 、
「
前
日
の
経
験
中
に
於
て
 
、
 

日
来
 之
に
 反
対
す
る
の
諸
説
を
折
伏
し
 
了
 

て
 、
幾
多
の
有
害
な
る
軽
信
妄
信
を
打
破
 

は
 「
 
教
 界
時
 舌
 
巳
の
社
説
や
改
革
派
の
活
 

し
か
し
清
之
は
信
を
強
制
し
よ
う
と
い
 

を
 尽
し
て
、
之
を
獲
得
確
立
せ
ん
こ
と
を
 

故
に
損
ず
べ
し
、
 
足
 れ
継
承
の
実
説
な
る
 

を
 成
立
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
、
断
じ
て
 

、
成
立
」
と
い
う
連
載
を
始
め
た
二
八
九
七
年
一
月
、
四
 
月
 、
六
 %
 。
本
節
で
は
こ
の
連
載
が
 

を
念
頭
に
置
き
、
教
団
民
主
化
構
想
が
ど
の
レ
ベ
ル
に
 ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
 

此
信
に
 衝
突
す
る
所
の
幾
多
の
宿
債
あ
る
が
故
に
 
、
ム
 
フ
 生
起
せ
ん
と
す
る
所
の
信
は
 
、
前
 

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
確
立
す
る
能
は
ざ
る
な
り
、
故
に
 所
謂
説
明
な
る
も
の
）
反
覆
に
よ
り
 

 
 

し
 去
り
て
、
初
め
て
妓
に
正
確
な
る
定
説
の
立
后
を
企
 図
し
得
べ
き
な
り
」
。
こ
の
「
折
伏
」
 

動
 そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

う
の
で
は
な
く
「
五
口
人
は
安
心
上
の
間
 
題
 に
就
き
て
は
 

一
般
世
人
が
充
分
推
理
弁
護
 の
カ
 

 
 

に
 
「
 
足
 れ
崇
重
す
べ
き
 金
 舌
口
な
る
が
 

が
 故
に
信
ず
べ
し
と
て
、
宇
宙
の
事
理
、
万
有
の
原
則
 を
 顧
み
ず
し
て
、
処
世
安
心
の
大
 信
 

之
を
避
け
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
信
仰
を
強
要
す
 る
こ
と
の
非
を
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
 

翌
年
一
月
、
同
じ
く
連
枝
の
大
谷
勝
 縁
 が
就
任
し
た
。
 
こ
う
し
た
一
連
の
交
替
 劇
を
 、
満
 2
 
は
 
「
当
路
者
の
連
 枝
を
視
る
こ
と
木
偶
の
 

6
  

 

 
 
 
 

如
く
、
こ
れ
を
 易
冒
 す
る
こ
と
 変
 碁
の
如
し
」
と
評
し
 て
い
る
が
、
前
任
の
渥
美
美
 縁
が
 糾
弾
さ
れ
れ
ば
法
主
 の
 血
族
を
後
任
に
し
よ
 

 
 
 
 
 
 

う
と
す
る
、
教
団
体
制
へ
の
痛
烈
な
批
判
だ
と
言
え
よ
 う
 。
立
憲
的
制
度
と
民
主
的
運
営
の
導
入
に
よ
っ
て
「
 血
 」
の
原
理
を
可
能
な
 

限
り
有
名
無
実
化
し
よ
う
と
す
る
清
之
の
眼
に
は
、
 小
 手
先
の
工
作
と
映
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 



 
 

 
 

 
 本
人
 

 
 

  

@ り あ 」 u  合間 ロ lJ   
ま - の 

た 観 イ言 

不 順 徒 
論 は た 

の 後 ち 
趣 に が 

編集 目を 大谷 

越 流 す 
え か る 
る ら 「 
た 濱 二 
め 斥 諦 

、 さ 教 
こ れ 報 
" 」 る 』 
で Ⅰ に 

て 

  
で っ 川原 

あ て が 

  
こ の 例 
と か か 
な に ら 

キ目 つ 共 
摘 い に 

す て 異 

視さ 止 端 るに 資 は、 
め 料 れ 
る 的 た 

。 限 こ 

界 と 

  

 
 
一
 
り
 
@
 
Ⅱ
  
 
 
 

雑
考
む
い
て
、
本
山
側
は
両
者
を
分
断
す
る
た
め
に
 
大
量
の
資
金
を
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
占
部
 

は
し
ば
し
ば
「
異
安
心
」
の
 

 
 

賞
 し
て
、
本
山
へ
の
忠
誠
は
信
仰
に
対
し
て
二
義
的
意
 

抹
 し
か
な
い
、
国
家
は
精
神
 

 
 

は
の
自
由
に
干
渉
せ
ざ
る
義
務
が
あ
る
と
発
言
し
て
 

 
 

と
の
交
流
が
繁
く
 
、
 彼
は
占
 

り
 
一
万
的
に
「
 信
 ず
べ
し
」
と
説
く
だ
け
で
は
、
信
の
 成
立
に
不
可
欠
な
疑
い
が
生
じ
る
余
地
の
な
い
こ
と
を
 
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

そ
も
そ
も
な
ぜ
金
言
が
尊
貴
で
、
そ
の
継
承
が
重
要
と
 
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
如
何
な
る
事
理
原
則
も
之
を
 動
 す
こ
と
能
は
ざ
 ね
 

ば
な
り
、
彼
の
継
承
な
る
こ
と
は
、
宇
宙
万
有
の
原
理
 
を
摂
 尽
し
た
る
金
言
の
活
歴
史
な
れ
ば
な
り
」
。
特
に
 
「
 金
 舌
口
の
活
歴
史
」
と
 

い
う
点
に
つ
い
て
舌
口
え
ば
、
満
 
2
 は
こ
こ
で
、
真
理
は
 歴
史
を
こ
え
て
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
真
理
を
活
き
た
 
も
の
と
す
る
の
は
真
理
 

を
 伝
え
て
い
く
者
の
解
釈
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
 、
 従
っ
て
時
代
に
即
し
た
疑
い
を
取
上
げ
て
い
く
こ
と
 
が
 重
要
な
の
だ
と
指
摘
 

し
て
い
る
。
 

当
時
「
宗
義
安
心
」
を
裁
断
す
る
最
終
的
な
権
威
は
大
 谷
沢
手
法
に
よ
り
法
主
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
 
が
 、
学
説
上
の
正
統
 

と
 異
端
の
判
別
は
「
講
師
」
と
い
う
宗
学
者
に
よ
っ
て
 
決
め
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
こ
の
時
期
、
三
河
晦
渋
 
土
 
寸
の
占
部
 観
 順
一
一
八
二
 

四
｜
 一
九
一
 0
 ）
に
対
し
「
異
安
心
」
の
嫌
疑
を
か
け
よ
 ぅ
 と
す
る
動
き
が
並
列
的
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
 
 

こ
の
「
異
安
心
調
理
事
件
」
に
つ
い
て
研
究
し
た
細
部
 初
代
に
よ
れ
ば
、
占
部
門
下
の
者
に
は
、
満
 2
 ら
の
 改
 革
運
動
に
参
加
す
る
 



一
方
「
 教
 界
時
言
」
第
一
一
号
は
、
「
本
山
改
革
の
結
果
 に
よ
り
罷
免
せ
ら
れ
た
」
寺
務
当
局
者
達
や
「
占
部
 
氏
を
敵
視
せ
る
学
者
 

達
 」
に
よ
り
「
 貫
 練
金
」
が
発
足
し
た
こ
と
を
伝
え
、
 第
一
二
号
社
説
で
は
「
 貫
 練
金
を
論
す
」
 

-
8
-
@
 
 

が
発
表
さ
れ
 た
 。
こ
の
社
説
で
満
 之
 

は
 、
「
 貫
 練
金
」
が
先
学
の
宗
義
理
解
と
異
な
る
新
説
を
 撲
滅
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
、
宗
義
は
不
変
で
 
あ
る
が
宗
学
は
多
く
の
 

者
が
「
自
由
討
究
」
す
べ
き
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
 
 
 

「
異
安
心
」
摘
発
の
名
の
下
に
思
想
信
条
の
自
由
が
侵
 生
 ロ
 
さ
れ
て
い
る
状
態
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
が
、
 
よ
り
積
極
的
に
は
 宗
 

学
の
民
主
化
を
訴
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
「
 
貫
 練
金
」
で
は
先
輩
か
ら
学
説
が
伝
授
さ
れ
る
こ
と
 
で
 真
理
の
継
承
が
可
能
 

だ
と
し
、
先
輩
の
学
説
を
標
準
に
し
て
正
否
を
判
断
す
 る
と
い
う
が
、
そ
れ
で
は
会
員
だ
け
が
真
理
の
伝
承
に
 関
 わ
る
こ
と
に
な
り
、
 

会
員
以
外
は
真
理
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
彼
は
真
 理
と
い
 え
ど
も
歴
史
の
流
れ
に
即
し
て
活
用
し
な
け
れ
 
ば
 死
物
に
等
し
く
な
る
 

と
い
う
歴
史
認
識
に
立
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
真
理
 を
 解
釈
し
よ
う
と
す
る
宗
学
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
学
 説
 が
出
さ
れ
て
然
る
べ
 

き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

最
後
に
「
門
徒
会
議
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
 。
清
之
は
こ
れ
に
財
務
諸
般
の
評
議
監
督
を
行
わ
せ
 
る
 @
 
」
と
を
、
「
末
寺
金
 

議
 」
と
と
も
に
教
団
の
最
高
法
規
上
に
規
定
す
る
 
よ
う
 要
求
し
て
い
る
。
「
門
徒
会
議
」
開
設
を
要
求
す
る
 理
 由
は
 
「
抑
も
一
派
の
資
 

だ
か
ら
で
あ
り
、
 
ま
た
「
門
徒
を
し
て
安
ん
じ
て
懇
志
を
致
さ
し
め
れ
 
と
 欲
せ
ば
、
之
を
し
て
 財
 

務
 に
参
与
せ
し
む
る
に
若
く
は
 莫
し
 」
、
財
務
当
局
者
 は
 動
も
す
れ
ば
私
利
私
欲
に
走
り
や
す
い
の
で
「
厳
重
 
な
る
検
査
監
督
を
要
す
 

る
 」
た
め
で
あ
る
。
こ
の
「
門
徒
会
議
」
が
開
設
す
れ
 ぼ
 、
経
済
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ぶ
民
主
化
が
達
成
さ
れ
る
 
こ
と
に
な
る
。
立
憲
 主
 

義
や
議
会
制
の
導
入
に
 よ
 る
制
度
上
の
民
主
化
要
求
 だ
 け
で
な
く
、
財
政
運
営
と
い
う
組
織
経
営
上
最
も
実
権
 
の
あ
る
領
域
に
門
徒
を
 

参
加
さ
せ
る
こ
と
を
最
高
法
規
上
で
保
証
し
よ
う
と
い
 う
 点
に
お
い
て
、
民
主
主
義
と
し
て
は
徹
底
し
た
も
の
 と
 評
価
で
き
ょ
 ぅ
 。
 か
   



  
最
後
に
「
仏
教
近
代
化
」
 

俗
 的
価
値
を
宗
教
的
価
値
よ
 

成
期
 と
い
う
局
面
に
お
い
て
 と

い
主
 

り
も
 優
 -
 

世
俗
 権
 ・
 

る 仏教の自己変革 

ィ立 こ 格 
直 で きこ精、 竹下で あ れ ば 教 
を は 大 の 神 教 る 、 界 

て   た る 々 る 図 へ 散 に 中 

  
接 を 之 の 時 た す 一 

結 指 の 
活 言 と を 

話 す 教 
す 。 団 
る 第 改 
万 一 車 
浅 草 運 
ほ で 動 
よ 論 を 

っ じ 検 
て た 討 
時 「 し 
代 真 て 
を 俗 お 
英 二 き 

切 諦 た 主 は 
  義 

り 、 」 説   

教 の こ 

団 を近で 「こ 
存 代 い 
続 化 う が第 限界に 実を検 
  
計 よ 一 

さ せは 」 近 「   書 ; 望紐 
よ 、 ィ代 は と じ 散 号以 る上 割愛 「 い て 理 ヒ 近代うと 」 ィ で す 降 益 う い 由 
す 国 と 重 る そ す 意 た 書 
る 家 は 要 。 の 革 図 た に 
全 形 世 な こ ， 性 斯 の め よ 

  

お
わ
り
に
 

つ
て
の
よ
 う
 

奪
 機
構
と
な
 

権
限
を
も
た
 に

 門
徒
た
ち
が
「
懇
志
」
と
い
う
形
で
教
団
に
貢
納
 
す
 る
だ
け
な
の
で
は
な
い
。
「
門
徒
会
議
」
案
は
、
今
や
 経
済
的
 収
 

っ
て
い
る
教
団
の
構
造
を
逆
転
さ
せ
、
「
懇
志
」
の
提
供
 者
で
あ
る
門
徒
自
身
に
財
政
運
営
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
 
ク
 機
能
の
 

せ
る
と
い
う
、
経
済
レ
ベ
ル
に
ま
で
民
意
を
反
映
し
た
 運
営
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
構
想
な
の
で
あ
る
。
 



  

  一 l 、 l 王     

森 寺 見 5 国表や 点」「 目 

  
    
。 """ 屯 -                 
    
    

    
  で 豊年豆 
年 - 明 計姉六 
  冶が 四九 

セ   

ハ頁。   
は あ 情人 

よる く 。 神頁 圭 - 

関 と 世 れ ま 的 で す 
係 い 俗 を の 真 、 こ ろ 

万 埋 立 れ 視 を をもつ 的秩序 点 づ、ニ 「仏者 便に と世 憲 的 対 に 

こ 重 に は よ 俗 制 し 得 
と 構 対 回 っ 的 度 滴 る 

が 造 す 時 て 真 と 之 こ 

とは難 できる になっ 批判 る に二種 世俗 社 理とは 民主的 の「近 

しい。 「仏教 ている 原理を の世界 会にも 対極に 運営と 低化」 

近 の も に た あ い 路 線は 代化 であ 住 す らさ るも ぅせ 

」 る 方 る れ の 俗   
アギ   、 者 る で 約 一 

換 

  
な る 場 な は で を 

く 実 に い な あ 否 
世 践 立   く つ 定 
俗 性 っ 満   た し 
社 を こ 亡 さ     
会 も と は ま 寒 地 
と つ で こ ざ 教 万 

(526) 

図
 で
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
「
二
諦
 相
資
 」
の
論
理
に
沿
 っ
て
い
る
限
り
は
、
一
口
 
こ
埋
む
 仏
教
教
理
を
研
究
し
よ
う
 と
も
世
俗
国
家
を
超
越
 

 
 

 
 



叫
 

 
 

 
 

（
 S
-
 

清
沢
満
之
「
仏
教
 之
 現
利
」
「
無
尽
灯
目
第
二
編
第
九
号
 

一
八
九
六
年
、
一
六
 
｜
 三
一
頁
。
 

9
 

鮒
穣
 
-
 
清
沢
満
之
「
個
人
と
社
会
の
関
係
」
無
尽
灯
」
 第
二
編
第
一
一
号
、
一
八
九
六
年
、
一
二
 ｜
 
一
九
頁
。
 

て における イム 
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（
礼
一
一
八
九
五
年
一
 
0
 月
 二
六
日
付
「
 御
親
教
 」
「
本
山
事
務
 報
告
」
 
め
 
崇
一
一
五
号
。
 

 
  

 

@
-
 

清
沢
満
之
「
仏
教
者
 蓋
 自
重
 手
 」
「
 教
 界
時
 @
-
 

ロ
 」
第
一
五
ロ
 三
一
八
九
八
年
、
四
頁
。
 

 
  
 

一
 c
,
-
 

一
行
 卍
廿
 ，
・
し
一
 

%
 井
 時
下
先
行
の
趣
旨
」
「
 教
 界
時
言
」
 

第
 
一
号
、
一
八
九
六
年
、
一
 
｜
 三
頁
。
 

 
 
 
 
 
 

宛
 ）
平
野
武
「
西
本
願
寺
 寺
法
 と
「
立
憲
主
義
」
 
｜
 近
代
日
本
 
の
国
家
形
成
と
宗
教
組
織
 
｜
 」
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
年
、
一
 

六
四
 ｜
一
 
-
 
八
五
頁
。
 

万
 -
 
清
沢
満
之
「
因
果
と
理
法
」
「
無
尽
灯
」
第
二
編
第
一
二
 

号
 、
一
八
九
六
年
、
一
 
｜
 三
頁
。
 

@
-
 

清
沢
満
之
「
教
学
資
金
に
就
 て
 」
「
 教
 界
時
言
」
第
一
号
。
 
ま
た
「
 教
 界
時
言
」
第
三
号
雑
録
に
「
当
路
者
対
革
新
手
段
」
 

と
 題
し
て
教
団
に
よ
る
 

妨
害
手
段
が
図
示
さ
れ
、
「
牧
羊
帰
納
法
」
の
具
体
例
を
示
し
て
 

 
 

元
 -
 
清
沢
満
之
「
革
新
の
要
領
」
「
 
教
 界
時
言
」
第
三
号
、
一
八
 
九
六
年
、
三
 
｜
一
 
0
 頁
 。
 

万
一
一
八
九
五
年
一
二
月
二
九
日
付
「
任
免
」
「
本
山
事
務
 報と
 こ
 
第
二
八
号
。
 

-
%
 
 
清
沢
満
之
「
節
介
 論
 」
「
 教
 界
時
言
」
第
四
号
、
一
八
九
 

七
年
、
一
 ｜
 七
頁
。
 

@
 
一
法
王
の
親
舌
口
を
「
神
聖
に
し
て
不
可
侵
」
と
は
し
て
い
な
 

い
こ
と
に
注
意
。
清
沢
満
之
、
前
掲
論
文
、
二
頁
。
 

繍
 ）
「
全
集
」
第
四
巻
、
 
五
 0
 
ニ
ー
五
 0
 八
頁
。
 

一
 初
 @
 
 「
雑
録
」
「
 教
 界
時
 -
=
 

ロ
 」
第
五
号
、
一
八
九
七
年
、
三
 

0
 ｜
 三
一
頁
。
 

一
花
一
清
沢
満
之
「
連
枝
を
し
て
宗
務
の
衝
に
当
ら
し
む
る
の
 

不
 可
 を
論
す
」
「
 教
 界
時
言
」
第
五
号
、
九
 
｜
 
一
二
頁
。
 

-
 お
 -
 
清
沢
満
之
「
信
の
成
立
」
「
無
尽
灯
」
第
三
編
第
一
五
号
 

一
八
九
七
年
、
九
頁
。
 

-
 理
清
沢
満
之
「
信
の
成
立
」
「
無
尽
灯
」
第
二
巻
第
三
号
、
一
 八
九
七
年
、
三
 
｜
 四
頁
。
 

一
品
）
 
畑
部
 初
代
「
占
部
 観
順
 異
安
心
調
理
事
件
」
「
大
谷
大
学
 
大
学
院
研
究
紀
要
」
第
五
号
、
一
九
八
八
年
、
三
六
 
｜
 三
七
頁
。
 

総
 @
 
 皿
 部
 初
代
は
「
空
山
精
神
を
相
対
 規
 す
る
 観
順
 の
よ
う
な
 立
場
が
異
端
視
さ
れ
排
斥
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
必
 
伏
的
か
 も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
 

る
 。
細
部
初
代
、
前
掲
論
文
、
四
 0 頁
 。
 

-
 芭
 
「
全
集
」
第
七
巻
、
一
九
六
七
年
、
二
五
二
、
四
四
一
頁
。
 

こ
の
寄
稿
論
文
は
「
全
集
」
 

未
 収
録
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
 畑
 部
 初
代
 氏
 の
ご
指
摘
に
 

よ
れ
ば
三
一
諾
 
教
報
 」
は
ほ
と
ん
ど
が
散
失
し
て
お
り
、
清
之
 の 寄
稿
論
文
は
現
在
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
 

@
@
 
 

「
雑
録
」
「
 

教
 界
時
舌
口
」
第
一
一
号
、
一
八
九
七
年
、
三
五
 
頁
 、
清
沢
満
之
「
 買
 練
金
を
論
す
」
「
 教
 界
時
言
」
第
一
二
号
、
 

一
八
九
七
年
。
 

@
-
 

清
沢
満
之
「
大
谷
派
 宗
 政
の
革
新
」
「
 教
 界
時
言
」
第
六
ロ
 Ⅰ
一
八
九
七
年
、
七
頁
。
 

@
 
）
「
雑
録
」
「
 教
 界
時
 -
=
 

ロ
 」
第
一
二
号
、
一
八
九
七
年
一
課
 竜
 舌
偏
「
真
宗
史
料
集
成
」
第
一
二
巻
、
同
朋
 舎
 、
一
九
七
五
年
、
 
六
七
九
頁
よ
り
引
用
）
。
 

一
肌
 -
 
課
毒
舌
 は
 、
通
算
一
七
号
で
「
 教
 界
時
言
」
は
終
刊
と
な
 
る
が
発
行
目
的
や
内
容
に
お
い
て
大
き
な
相
違
が
あ
る
た
め
第
一
 

号
｜
 第
一
三
号
を
「
 
第
 



近代日本における 仏教の自己変革 

付
記
本
論
文
は
日
本
宗
教
学
会
第
五
四
回
学
術
大
会
一
松
・
 
沖
縄
国
際
大
学
、
一
九
九
五
年
 -
 で
の
研
究
報
告
を
さ
ら
に
発
展
 、
増
補
し
た
も
の
で
あ
 

る
 。
 

一
次
「
 教
 界
時
 @
-
 

ロ
 
」
」
、
第
一
四
号
 ｜
 第
一
七
号
を
「
第
二
次
「
 教
 男
時
言
」
」
と
呼
ぶ
べ
き
と
す
る
。
 
森
 毒
舌
三
教
界
時
言
」
解
題
 」
写
真
宗
史
料
集
 

成
 」
第
一
二
巻
 
一
 
、
四
六
頁
。
 

む
 -
 清
沢
満
之
「
仏
教
者
 蓋
 自
重
 手
 」
、
二
頁
。
 

  



本
稿
は
メ
キ
シ
コ
革
命
政
権
で
公
教
育
省
次
官
と
な
っ
 
た
 モ
 ノ
 セ
ス
・
 サ
ェ
シ
 ス
 ま
 0
 ヂ
 鱒
の
め
の
憲
二
八
八
八
 
｜
 一
九
四
一
）
を
取
り
 

上
げ
、
そ
の
著
作
や
活
動
か
ら
、
彼
の
市
民
宗
教
創
造
 
の
 試
み
を
明
ら
か
に
す
る
。
 
サ
ェ
シ
 ス
に
つ
い
て
は
 @
 
」
れ
ま
で
、
「
メ
キ
シ
コ
 

農
村
学
校
の
考
案
者
」
 鮭
 0
 
せ
 0
 口
 。
 
u
 
。
 o
 ）
 
ゅ
 
㏄
 
m
-
 
こ
 、
「
 新
 し
い
学
校
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
 宮
ゆ
 
ニ
一
「
（
の
口
の
 

-
 
（
「
 

ぃ
コ
 
）
 
ゅ
 
～
。
 目
 Ⅰ
「
メ
キ
シ
コ
に
お
 

け
る
応
用
社
会
人
類
学
と
イ
ン
デ
ィ
 
ヘ
 ニ
ス
モ
「
 ラ
 -
 
ア
 ン
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
の
再
評
価
、
復
権
の
た
め
の
 
運
動
口
の
最
良
の
指
導
 

者
、
先
駆
者
」
⑤
 0
 
ョ
ぉ
 ）
 
ゅ
の
 
4
-
N
 
～
 
一
 と
い
っ
た
評
価
が
 な
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
で
あ
 
っ
 た
こ
と
が
詰
ら
れ
る
   

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
一
九
一
 
0
 年
に
勃
発
し
た
メ
キ
シ
コ
革
命
は
 、
 反
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
策
を
強
力
に
推
進
し
た
こ
と
か
ら
、
世
俗
 
化
 革
命
と
一
般
的
に
 
捉
 

え
ら
れ
る
。
こ
の
革
命
に
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
参
加
し
て
 
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
表
的
人
物
 
が
モ
ィ
 セ
ス
・
 サ
ェ
 

シ
 ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
革
命
政
権
の
公
教
育
省
次
官
と
し
て
様
々
 
な
 教
育
改
革
を
実
行
す
る
が
、
特
に
彼
の
農
村
教
育
改
革
 
は
、
ヵ
 ト
リ
ッ
ク
教
会
か
 

ら
 信
者
を
奪
い
、
新
し
い
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
も
と
に
自
由
、
平
等
、
 

貝
玉
 王
 義
の
社
会
を
作
ろ
う
と
す
る
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
ト
 た
ち
の
宿
願
が
 

反
映
し
て
い
た
。
本
稿
で
ほ
 

、
サ
ェ
シ
 
ス
の
著
作
、
改
革
、
農
村
 

で
の
実
験
を
検
証
し
な
が
ら
、
そ
の
教
育
改
革
を
カ
ト
リ
ッ
ク
 
教
会
へ
の
対
抗
策
 と
 

し
て
の
市
民
宗
教
創
造
の
試
み
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
彼
の
 
市
民
宗
教
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
関
係
を
重
視
し
つ
 つ
、
 サ
エ
ン
ス
が
 
カ
 

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
国
家
の
間
の
歴
史
的
な
対
立
の
解
消
の
み
な
ら
 
ず
 、
メ
キ
シ
コ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
先
住
民
の
統
合
を
も
市
民
も
 

不
教
 に
託
し
た
点
を
 

 
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
 

モ
イ
 セ
ス
・
 ザ
 エ
ン
ス
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
 
イ
ズ
ム
、
市
民
宗
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
メ
キ
シ
コ
革
命
 

メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
市
民
宗
教
の
創
造
 
と
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

革
命
家
モ
 ノ
 セ
ス
・
 サ
ェ
シ
 ス
の
回
心
想
と
実
 験
 

テ 
  

ズ 
ム 

大
久
保
 
教
宏
 



Y
M
C
A
 

の
会
長
を
務
め
、
米
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
 

団
体
に
後
事
を
託
し
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
彼
の
信
仰
 
を
物
語
っ
て
は
い
な
い
 

だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
彼
が
自
分
の
信
 
仰
に
口
を
つ
ぐ
ん
だ
か
を
探
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
 
。
そ
し
て
第
三
の
理
由
 

は
 、
メ
キ
シ
コ
革
命
、
特
に
彼
が
公
教
育
省
次
官
と
し
 て
 属
し
た
 フ
 ル
タ
ル
コ
・
エ
リ
ー
ア
ス
・
 カ
 イ
ェ
ス
 政
 権
 
@
 九
二
四
 ｜
 二
八
 -
 

が
 、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
弾
圧
し
、
徹
底
し
た
世
俗
化
 
を
 志
向
し
た
た
め
、
革
命
と
宗
教
と
の
親
和
的
関
係
が
 
表
面
化
し
に
く
い
か
ら
 

で
あ
ろ
う
。
サ
エ
ン
ス
自
身
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
を
 標
博
 す
る
点
で
は
、
世
俗
主
義
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
 し
か
し
他
の
革
命
家
 と
 

異
な
り
、
彼
は
決
し
て
文
宗
教
と
い
う
意
味
で
の
世
俗
 化
に
は
与
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
彼
は
 
、
 親
 カ
ト
リ
ッ
ク
正
義
 と
 

反
 宗
教
が
逆
巻
く
革
命
時
代
の
メ
キ
シ
コ
に
 
、
 彼
の
信
 何
 で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
依
拠
し
た
第
三
 
の
 選
択
肢
を
求
め
て
い
 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

こ
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
う
る
根
拠
は
、
少
数
派
な
が
 ら
も
 メ
キ
シ
コ
社
会
に
着
実
に
地
歩
を
固
め
て
い
た
 プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
網
の
 

後
押
し
に
よ
り
、
い
わ
ば
そ
の
代
表
と
し
て
、
 
サ
ェ
ン
 ス
が
 革
命
政
権
の
中
枢
に
入
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
 ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
 サ
 

ェ
シ
 ス
が
な
し
た
教
育
改
革
は
、
こ
の
地
に
伝
播
し
て
 以
来
の
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
の
宿
願
で
 
あ
っ
た
。
彼
ら
が
腐
心
 

し
て
い
た
の
は
、
メ
キ
シ
コ
史
上
の
大
問
題
で
あ
る
「
 教
会
・
国
家
問
題
」
に
何
ら
か
の
決
着
を
つ
け
、
彼
ら
 
の
 理
想
と
す
る
自
由
、
 

 
 

サ
エ
ン
ス
自
身
が
自
分
の
信
仰
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
 
い
こ
と
。
し
か
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
に
生
ま
れ
、
 牧
師
の
資
格
を
持
ち
、
 

を
集
め
な
か
っ
た
こ
と
。
し
か
し
信
者
数
が
少
な
い
か
 ら
と
い
っ
て
、
研
究
対
象
と
し
て
の
重
要
性
が
低
い
と
 
は
 限
ら
な
い
。
第
二
に
 

-
 
｜
一
 

そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
当
時
の
 
メ
キ
シ
コ
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
ご
く
少
数
派
で
あ
 り
 、
研
究
者
の
耳
目
 

  

こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
た
と
え
そ
れ
が
語
ら
れ
て
も
、
 
一
連
の
教
育
改
革
と
彼
の
信
仰
と
の
間
に
具
体
的
な
関
 連
 性
を
見
出
す
研
究
は
 

 
 

 
 

 
 

な
い
。
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二 代 五 
l 財 セ 
ト 産 年 
  小目 @ こ 

フ 続 帝 Ⅱ 

ア 禁 定 
レ 止 さ 

ス な れ 

  
一 れ リ 

八 た べ 

  
二 俣 国 

一 寸 家 

  
画 筆 具 

見ヒ @ ま 、 にあ ェィ 

リ い さ 
べ 、 れ   
ブ リ " 
ル ベ 教 

派 う 育   
自由 最終 派は 

、教 勝利 化 的 一時 メ 

  特権 局味 会 を キシコ 

し 市 の 
た を 廃 

。 離 止 
択 れ   

い る 教 
で が 会 
フ 、 の 

  

本
稿
は
三
項
に
分
け
て
論
じ
る
。
第
一
項
で
は
、
先
行
 
研
究
を
も
と
に
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
教
会
・
国
家
 
問
 題
 、
市
民
宗
教
、
 
プ
 

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 の
歴
史
を
振
り
返
り
、
サ
エ
ン
 ス
の
 思
想
、
活
動
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
試
み
る
。
 次
 に
 公
教
育
省
次
官
と
な
 

っ
て
以
後
の
サ
エ
ン
ス
の
生
涯
を
、
カ
イ
ェ
ス
が
任
期
 を
 終
え
た
前
後
を
境
に
二
期
に
分
け
る
。
前
期
は
 
サ
ェ
 シ
 ス
が
次
々
と
教
育
改
 

革
を
実
行
に
移
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
抗
し
て
 
市
 氏
 宗
教
を
制
度
的
に
整
え
よ
う
と
し
た
時
期
で
あ
る
。
 
そ
し
て
挫
折
を
味
わ
う
 

公
教
育
省
次
官
と
し
て
の
晩
年
、
さ
ら
に
公
教
育
省
を
 
追
わ
れ
、
ペ
ル
ー
に
大
使
と
し
て
赴
任
し
、
か
の
 
地
 で
 没
す
る
ま
で
の
期
間
 

を
 、
重
要
な
著
作
を
出
し
、
メ
キ
シ
コ
統
合
の
た
め
の
 
新
し
い
市
民
宗
教
論
を
吐
露
す
る
時
期
と
捉
え
る
。
 
そ
 れ
ぞ
れ
の
時
期
に
っ
 ぃ
 

て
 、
第
二
項
、
第
三
項
で
扱
う
こ
と
と
す
る
。
 

一
市
民
宗
教
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 

独
立
以
後
、
メ
キ
シ
コ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
国
家
は
 
、
「
破
門
」
と
「
世
俗
化
」
を
武
器
に
 、
 激
し
く
争
う
 歴
史
を
歩
ん
だ
。
 

一
 

平
等
、
民
主
主
義
、
共
通
の
思
想
と
感
情
を
も
っ
た
 
社
 会
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

が
 、
米
国
に
起
源
を
も
ち
、
メ
キ
シ
コ
革
命
の
理
念
、
 
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
接
近
に
よ
 

テ
ィ
ズ
 ム
 の
諸
価
値
を
、
メ
キ
シ
コ
社
会
に
応
用
す
る
 こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
す
な
わ
 

革
 ほ
こ
の
試
み
の
一
部
で
あ
っ
た
。
 サ
ェ
シ
 
ス
 は
 こ
れ
 を
革
命
政
権
に
お
い
て
実
行
し
よ
 

そ
の
解
決
策
と
し
て
彼
ら
が
提
示
し
た
の
 

り
醸
成
さ
れ
た
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

一
 
3
-
 

ち
 市
民
宗
教
創
造
の
試
み
で
あ
り
、
教
育
改
 

-
@
-
 

ぅ
 と
し
た
の
で
あ
る
。
 



け
る
と
み
な
さ
れ
た
。
 

ア
レ
ス
以
上
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
正
義
者
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
 
ン
 ・
レ
ル
ド
・
 デ
 ・
 テ
ハ
 ー
 ダ
 
-
 
任
一
八
 セ
 ニ
 ー
 七
六
 -
 が
 大
統
領
に
就
任
す
る
 

と
、
プ
 ア
レ
ス
が
発
布
し
て
い
た
「
改
革
諸
法
」
一
散
 
余
 財
産
没
収
 法
 、
婚
姻
民
事
化
法
、
戸
籍
登
録
民
事
化
 法
 、
墓
地
民
事
化
合
、
 

信
教
の
自
由
に
関
す
る
法
、
宗
教
祝
祭
日
低
減
令
な
ど
 ）
が
憲
法
化
さ
れ
、
国
家
に
 ょ
 8
 世
俗
化
政
策
は
極
み
 に
 達
し
た
と
い
え
る
。
 

こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
見
る
限
り
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
 国
家
は
教
会
か
ら
の
独
立
を
達
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
 
だ
 が
こ
の
点
に
関
し
て
 

・
マ
シ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
メ
キ
シ
コ
に
 お
け
る
教
会
と
国
家
の
分
離
は
、
宗
教
問
題
に
も
 
信
 仰
 問
題
に
も
関
係
が
な
 

い
 。
一
八
五
七
年
か
ら
現
在
ま
で
一
三
三
年
が
経
過
し
 た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
宗
教
組
織
と
し
て
の
力
を
 失
わ
ず
、
む
し
ろ
日
々
 

強
力
に
な
っ
て
き
た
」
 宮
い
 の
 
@
 
コ
 ）
の
の
 

@
 
 
印
 
し
。
世
俗
化
に
 よ
り
政
治
的
領
域
に
お
け
る
国
家
の
優
位
性
は
次
第
 
に
 堅
固
な
も
の
と
な
っ
 

た
が
、
紛
争
の
場
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
優
勢
な
文
化
 的
 、
社
会
的
領
域
、
さ
ら
に
は
宗
教
的
領
域
に
移
さ
れ
 
た
 。
以
後
革
命
期
に
い
 

た
る
ま
で
、
国
家
は
自
ら
メ
キ
シ
コ
の
宗
教
的
領
域
 
ま
 で
を
も
統
御
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
 と
の
宗
教
的
紛
争
に
突
 

入
し
た
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
国
家
は
い
く
つ
か
の
試
み
を
し
て
い
る
。
第
一
 は
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
分
裂
さ
せ
、
ロ
ー
マ
か
ら
独
立
 し
た
「
国
営
の
」
 カ
 

ト
リ
ッ
ク
教
会
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
 を
 実
行
に
移
し
た
最
初
の
人
物
が
 フ
 ア
レ
ス
で
あ
っ
た
 。
だ
が
こ
の
新
し
い
 カ
 

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
人
員
、
建
造
物
な
ど
は
旧
来
の
 
カ
ト
 リ
ッ
ク
教
会
か
ら
奪
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
何
人
か
の
 
「
リ
ベ
ラ
ル
 な
 」
神
父
 

の
 引
き
抜
き
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
 
ロ
｜
 マ
 教
会
の
結
束
の
硬
さ
に
阻
ま
れ
、
散
発
的
な
試
み
に
 終
わ
っ
た
。
 

第
二
の
策
は
外
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
抗
し
う
る
 宗
教
勢
力
を
「
輸
入
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
 
で
は
遅
く
と
も
独
立
 

期
 ま
で
に
は
プ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
が
入
っ
て
い
た
が
、
 組
 織
 力
の
弱
さ
の
ゆ
え
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
宗
教
的
 領
域
か
ら
崩
す
力
に
欠
   



メキシコにおける 市民示教の創造と プロテスタ ノ ア   

最
後
に
第
三
の
策
と
し
て
市
民
宗
教
の
創
造
が
あ
げ
ら
 
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
モ
 
ノ
 
 
 

ラ
ー
と
の
共
著
に
お
い
て
、
メ
キ
シ
コ
の
市
民
宗
教
に
 
つ
い
て
検
証
し
た
研
究
に
詳
し
い
。
ハ
モ
ン
ド
は
二
人
 の
 教
育
思
想
家
を
例
に
 

あ
げ
た
。
ま
ず
デ
ィ
ア
ス
政
権
の
教
育
大
臣
フ
ス
ト
・
 
シ
エ
ラ
は
 、
 「
シ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
コ
 ス
 」
（
科
学
主
義
 者
 ）
と
呼
ば
れ
る
コ
ン
 

ト
 、
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
実
証
主
義
の
影
響
を
受
け
た
、
 
@
 
ア
 イ
 ア
 ス
 の
フ
レ
ー
ン
集
団
の
代
表
格
で
あ
っ
た
。
 彼
 ら
の
考
え
は
「
学
校
は
 

教
会
と
家
庭
か
ら
独
立
し
た
社
会
の
た
め
の
市
民
を
形
 
成
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ラ
は
「
子
供
 
た
ち
の
心
の
中
に
母
な
 

る
 国
の
宗
教
を
作
り
出
し
、
彼
が
市
民
宗
教
と
呼
ぶ
も
 
の
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
」
。
も
 う
 一
人
は
、
ア
ル
バ
 ロ
 ・
オ
フ
レ
コ
ン
革
命
 

政
権
二
九
二
 0
1
 二
四
の
公
教
育
大
臣
ホ
セ
・
 

コ
ン
セ
ー
ロ
ス
で
あ
る
。
彼
は
「
新
し
い
世
俗
宗
教
 
の
 使
徒
で
あ
り
、
彼
が
 

「
文
明
化
の
た
め
の
聖
な
る
十
字
軍
」
 
一
 
後
述
す
る
 文
 化
 宣
教
団
の
こ
と
」
と
呼
ぶ
も
の
に
参
加
す
る
熱
意
の
 
あ
る
教
師
を
探
し
て
い
   

  た キ は な 

そ
こ
で
国
家
が
注
目
し
た
の
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 で
あ
っ
た
。
体
系
化
さ
れ
た
組
織
網
、
 母
 教
会
か
ら
 送
ヒ
 Ⅰ
 い
几
て
ノ
 

Ⅱ
 ス
 Ⅰ
且
且
 

ん
 
@
 
田
 

人
員
と
資
金
、
米
国
に
よ
る
外
交
的
保
護
、
カ
ト
リ
ノ
 ク
 教
会
へ
の
明
白
な
対
抗
意
識
な
ど
、
い
ず
れ
も
 
ブ
 リ
 ｜
パ
 イ
ソ
ン
の
比
で
 

な
か
っ
た
。
一
八
七
二
年
以
降
、
会
衆
派
、
南
北
プ
レ
 
ス
ビ
 テ
リ
ア
ン
、
南
北
メ
ソ
ジ
ス
ト
な
ど
、
米
国
の
大
 宣
教
会
が
続
々
 と
メ
 

シ
コ
 の
地
を
踏
ん
だ
が
、
こ
れ
は
大
統
領
 レ
ル
ド
 の
 招
 璃
 に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
単
に
反
カ
ト
リ
 
ッ
ク
 主
義
を
託
さ
れ
 

の
み
な
ら
ず
、
近
代
化
を
推
進
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
 供
給
源
と
し
て
の
役
割
も
期
待
さ
れ
た
。
 

し
か
し
国
家
に
と
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
 、
 反
 カ
ト
リ
ッ
ク
正
義
と
近
代
化
の
た
め
に
外
国
か
ら
 取
 り
 寄
せ
た
道
具
で
し
 

な
く
、
そ
れ
を
国
営
化
し
よ
う
と
か
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
 
宗
教
と
し
て
採
用
す
る
意
思
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
 
っ
た
 。
加
え
て
 レ
ル
 

政
権
を
倒
し
て
長
期
独
裁
政
権
二
八
七
ハ
Ⅰ
九
二
 -
 を
 築
い
た
同
じ
リ
ベ
ラ
ル
派
の
 
ポ
 ル
フ
ィ
リ
オ
・
 
デ
 ノ
 ア
 ス
 に
よ
る
、
 
カ
 

一
 
5
-
 

リ
 ツ
ク
教
会
と
の
和
解
政
策
の
開
始
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 の
下
野
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
 



た
 」
日
の
ま
 
プ
 ・
 ヱ
 り
 
ヨ
ヨ
 0
 コ
ロ
こ
の
 

0
 ら
の
。
 

ら
 
4
-
0
 
両
者
と
も
 国
 家
が
統
制
す
る
教
育
を
通
じ
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
称
揚
す
 
る
 市
民
宗
教
の
も
と
に
 

「
国
民
国
家
」
を
作
り
だ
そ
う
と
し
た
の
だ
。
 

し
か
し
市
民
宗
教
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
「
科
学
的
」
 教
育
家
も
、
市
民
的
な
領
域
を
一
歩
出
れ
ば
、
カ
ト
リ
 
ツ
ク
信
者
に
戻
っ
て
 

し
ま
う
。
こ
れ
を
ハ
モ
ン
ド
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
 
メ
キ
シ
コ
人
が
抱
え
る
「
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
」
と
い
 う
 舌
口
薬
で
表
現
し
て
い
 

る
 。
シ
ェ
ラ
は
ル
ル
ド
に
巡
礼
し
、
バ
ス
コ
ン
セ
ー
 
ロ
ス
は
政
争
に
敗
れ
た
後
、
修
道
院
で
祈
る
生
活
を
望
 
ん
だ
と
い
う
庚
の
豆
 プ
 

ま
 ヨ
ョ
 0
 己
 ）
の
の
 

ヲ
 の
 
0
1
 

の
）
）
 

0
 そ
こ
に
は
、
常
に
二
人
の
 ン
ェ
ラ
 、
二
人
の
バ
ス
コ
ン
セ
ー
ロ
ス
が
分
裂
し
て
 存
 在
し
て
い
る
。
 

ハ
モ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
メ
キ
シ
コ
は
市
民
宗
教
の
成
立
 に
 多
く
の
好
条
件
を
備
え
て
い
た
。
強
力
な
ナ
シ
ョ
ナ
 リ
ズ
ム
、
宗
教
の
歴
 

史
的
役
割
の
大
き
さ
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
多
様
性
を
超
 え
て
導
出
さ
れ
た
「
メ
キ
シ
コ
 人
 」
概
念
、
加
え
て
 シ
 エ
ラ
や
 バ
ス
コ
ン
セ
ー
 

ロ
ス
の
試
み
で
あ
る
庚
の
目
ぃ
 
プ
 ・
 ま
 ョ
ョ
 0
 コ
ロ
）
の
の
 

0
 ひ
巴
 
。
 に
も
か
か
わ
ら
ず
メ
キ
シ
コ
に
市
民
宗
教
は
出
現
し
な
 か
っ
た
、
と
ハ
モ
ン
ド
 

は
 結
論
づ
け
る
。
 

ハ
モ
ン
ド
は
、
米
国
で
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
新
し
い
 選
 民
を
自
称
し
、
一
万
で
理
神
論
者
や
哲
学
者
が
聖
な
る
 法
 に
基
づ
い
た
社
会
 

契
約
を
考
え
、
と
も
に
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
問
題
に
関
与
す
 
る
 神
の
存
在
を
想
定
し
 、
 開
け
ゆ
く
歴
史
に
お
い
て
 ネ
 イ
シ
ョ
ン
が
第
一
の
 主
 

体
で
あ
る
と
見
な
す
信
仰
を
保
持
す
る
に
い
た
り
、
 
そ
れ
が
米
国
に
お
け
る
市
民
宗
教
の
登
場
に
有
利
に
 

作
用
し
た
と
し
て
い
る
 

お
 の
 
ニ
リ
 
ア
 ミ
 ヨ
ヨ
 0
 己
お
 の
 
0
 ひ
巴
 
0
 だ
が
ハ
モ
ン
ド
は
 、
米
 回
 に
お
い
て
市
民
宗
教
が
現
れ
メ
キ
シ
コ
に
は
現
れ
 な
か
っ
た
こ
と
を
、
 プ
 

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
と
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
思
想
的
、
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 的
 相
違
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
 る
 。
ハ
モ
ン
ド
が
見
出
 

し
た
答
え
は
「
米
国
に
お
い
て
は
信
教
の
自
由
が
 、
教
 会
 と
国
家
の
分
離
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
」
で
 
あ
っ
た
。
「
こ
の
分
離
に
 

お
い
て
、
教
会
は
宗
教
的
象
徴
へ
の
独
占
権
を
失
い
、
 そ
れ
を
世
俗
権
力
と
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
 
結
 果
 政
府
も
ま
た
、
宗
教
   



  る 一 氏宗教の創造とプロ テスタンティズ ム 

的
 象
徴
を
扱
う
よ
う
に
な
る
」
㏄
 竺
牛
 -
 エ
リ
ヨ
ョ
 

。
 已
お
 の
ア
 の
の
 
-
 
。
で
は
な
ぜ
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
、
教
会
も
国
 
家
も
共
有
し
う
る
宗
教
 

的
 象
徴
体
系
が
成
立
し
え
な
か
っ
た
の
か
。
ハ
モ
ン
ド
 
の
 答
え
は
明
快
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
で
は
教
会
と
国
 
家
の
対
立
が
あ
る
か
ら
 

だ
。
こ
の
対
立
が
「
教
会
か
ら
も
国
家
か
ら
も
独
立
し
 
た
 、
メ
キ
シ
コ
，
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
運
命
に
つ
い
て
の
 超
 自
然
的
な
理
解
を
妨
げ
 

み
ん
 
山
 
り
だ
」
 お
 ㏄
 
二
 ド
ゴ
 
-
 十
円
い
 

ョ
ョ
 c
 
コ
伍
 
）
の
の
 

デ
 0
%
 
一
 
。
 こ
山
 り
た
 休
リ
 ン
ェ
ラ
 、
バ
ス
コ
ン
セ
ー
ロ
ス
す
ら
「
分
け
ら
れ
 
た
 組
織
へ
の
忠
誠
に
揺
 

サ
几
 
」
⑪
の
 
二
リ
ア
 

・
 ミ
ヨ
ヨ
 c
 
コ
良
 
）
の
の
 

デ
 「
の
 
-
 
、
マ
ノ
ン
 
ビ
ゼ
 
ノ
 ア
レ
 シ
 ス
に
陥
る
の
だ
。
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
彼
ら
は
 
デ
ィ
ア
ス
政
権
で
下
野
し
て
後
、
急
速
に
ナ
シ
ョ
ナ
 
リ
 ズ
ム
 に
傾
倒
し
た
。
 

そ
の
様
子
は
、
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
 と
 デ
ボ
ラ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
 
し
て
上
梓
し
た
、
メ
キ
 

シ
コ
革
命
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
関
連
を
扱
っ
 た
 研
究
に
詳
し
い
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
ほ
 ほ
 同
じ
 視
 右
 が
貫
か
れ
て
い
る
。
 

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
 
ズ
ム
は
二
つ
の
異
な
る
起
源
か
ら
発
生
し
た
と
し
、
 
そ
 れ
は
「
一
九
世
紀
前
半
 

に
 メ
キ
シ
コ
に
広
ま
っ
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
根
を
持
つ
 現
地
の
運
動
」
と
「
第
二
次
大
覚
醒
に
起
因
す
る
国
際
 
的
な
改
宗
運
動
の
一
部
 

で
あ
る
米
国
の
宣
教
会
」
で
あ
り
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
 
教
 会
へ
の
敵
意
と
一
八
五
七
年
憲
法
へ
の
支
持
」
に
よ
 

り
 、
両
者
は
「
メ
キ
シ
 

コ
 ・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
の
成
立
基
盤
と
な
る
 関
係
を
結
ぶ
に
い
た
っ
た
と
し
て
い
る
市
日
色
目
 コ
 ）
の
の
 

ア
 ）
「
「
 

-
 
。
ま
た
バ
ス
テ
 

ィ
 ア
ン
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
集
団
の
拡
大
に
お
け
る
 農
村
的
、
内
因
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
同
時
 
に
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
 

ズ
ム
 は
外
国
起
源
の
「
近
代
的
」
宗
教
で
あ
り
、
 
一
 口
 個
人
の
自
由
と
民
主
主
義
的
実
践
を
正
当
化
す
る
 宗
 教
 で
あ
る
と
考
え
る
こ
 

と
は
、
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
一
 口
 し
か
し
 反
 カ
ト
リ
ッ
ク
正
義
の
態
度
を
募
ら
せ
、
 
急
進
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
 と
 

の
 関
係
を
強
め
、
宗
教
的
、
市
民
的
行
為
を
通
し
て
 
メ
 キ
シ
コ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
伝
統
を
絶
え
ず
 再
 解
釈
し
 、
さ
ら
に
好
ん
で
農
村
 

に
 定
着
し
た
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 集
団
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
 
ズ
ふ
 と
は
異
な
る
独
特
   

  



ラ
リ
ズ
ム
の
「
聖
人
」
を
称
賛
し
、
そ
の
誕
生
日
、
命
 日
の
他
、
独
立
記
念
日
や
対
 仏
 戦
勝
記
念
日
を
祝
い
、
 憲
法
を
聖
書
と
捉
え
、
 

自
ら
の
教
会
を
「
レ
フ
ォ
ル
 
マ
 の
聖
な
る
諸
法
が
実
行
 さ
れ
る
 場
 」
と
考
え
た
㊨
 り
の
 
（
 
@
p
 
コ
 ）
の
の
 

ギ
 が
）
 

m
o
.
N
o
o
.
 

い
つ
 
阜
 
。
 
ド
の
 
Ⅱ
 
-
0
 

自
立
運
動
へ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
側
か
ら
の
 
寄
 与
は
 、
公
教
育
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
に
次
ぐ
規
模
の
教
 育
 網
を
通
し
て
な
さ
 

れ
た
。
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
教
育
内
容
は
 、
家
族
、
階
級
を
基
盤
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
と
は
 対
照
的
に
、
社
会
的
行
 

為
 者
と
し
て
の
個
人
、
市
民
を
養
成
し
、
教
会
と
国
家
 
0
 分
離
、
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
平
等
、
民
主
主
義
 
の
 観
念
を
身
に
付
け
さ
 

せ
、
 自
ら
考
え
行
動
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
標
と
 し
た
。
ま
た
公
教
育
が
依
拠
す
る
実
証
主
義
が
 、
 全
て
 の
 宗
教
を
消
滅
す
べ
き
 

迷
信
、
経
験
に
基
づ
か
な
い
思
想
を
形
而
上
学
的
と
み
 な
し
て
蔑
み
、
経
験
と
理
性
的
検
証
に
没
頭
し
た
の
に
 対
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

ト
教
 舶
は
経
験
的
原
理
を
道
徳
の
領
域
に
ま
で
拡
大
 

す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
道
徳
を
社
会
秩
序
の
基
盤
と
 

位
置
づ
け
た
㊨
 い
 
の
（
 

@
a
 
コ
 

イ
ズ
ム
 と
 他
の
集
団
と
が
、
宗
教
的
象
徴
体
系
を
共
有
 す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
は
 反
体
制
リ
ベ
ラ
リ
 

-
6
h
u
-
 

ズ
ム
 と
の
接
近
か
ら
、
メ
キ
シ
コ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 の
べ
｜
 
か
る
か
ぶ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
イ
ダ
ル
 ゴ
 、
フ
 ア
レ
ス
 ら
、
 

 
 

の
 性
質
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
 
臼
り
 の
ま
い
 
コ
 Ⅰ
の
㏄
の
 

@
 ト
い
の
１
ト
㏄
Ⅱ
 

-
0
 

 
 

 
 

 
 
 
 

メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
独
特
な
も
の
 
と
し
て
メ
キ
シ
コ
に
定
着
し
た
契
機
は
プ
ロ
テ
ス
タ
 
ン
ト
 の
下
野
に
あ
っ
 

 
 

 
 

た
 。
彼
ら
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
 標
傍
 す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
 分
派
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
、
デ
ィ
ア
ス
の
和
解
政
策
を
 
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
 

る
 裏
切
り
と
見
な
し
て
離
反
し
た
反
体
制
急
進
リ
ベ
 
-
 
フ
ル
派
な
ど
と
行
動
を
と
も
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
 
こ
 れ
る
の
集
団
は
、
公
務
 

員
 、
教
師
、
職
人
、
小
土
地
農
民
、
鉱
夫
、
鉄
道
員
な
 
ど
 、
近
代
化
の
刺
激
を
受
け
て
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
 
中
間
層
か
ら
成
員
を
集
 

め
 、
地
域
的
に
は
米
国
と
境
を
接
し
、
メ
キ
シ
コ
 市
か
 ら
 隔
絶
し
た
北
部
に
多
く
出
現
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
ト
 会
衆
、
フ
リ
ー
メ
イ
 

ソ
ン
 の
ロ
ッ
ジ
、
政
治
ク
ラ
ブ
な
ど
が
活
動
 拠
苫
 と
な
 り
 、
宗
教
的
、
政
治
的
な
自
立
運
動
が
展
開
さ
れ
、
 
こ
 こ
で
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
 



メキシコにおける 市民示教の創造とプロテスタンティズム 

両
立
し
う
る
。
よ
っ
て
メ
キ
シ
コ
で
も
、
少
な
く
と
も
 
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
集
団
の
中
で
は
、
市
民
宗
教
は
成
立
 
し
た
と
舌
口
え
る
の
で
は
 

ク 教 
で 会 
あ へ 

る の 
こ 文才   
と 勢 
車 カ 

@ ム 寒 ロロ @  と し 

で て 

あ の 
る 潜 
こ 在 
と 能 
は カ 
ア は 
ン   

ビ 政 

ヴ 治 
ア 的 
レ 支 
、 ノ 配 

ス 者 
な に 

主 よ 

む っ 
が て 

  十 
プ 分 

ロ言， ア 一 @ D 知 万 、 
ス さ 

タ れ 
、 ノ て   
で た あ 
る ま 

， し 尤 @ Ⅰ と 
と メ 

車 キ 

命、 家コ ン 

で で 

あ は 
る カ 

;@ h     
  

ズ る と て が 値 
      

シ フ @ の そ の だ え ス フ 揚 変 の ） 

テ ル は 市 ン 象 が ら テ ロ し 車 ょ や 

Ⅰ
の
 
つ
一
 
。
 

う
な
営
み
を
、
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
は
「
市
民
宗
教
」
の
 
創
 造
と
 捉
え
て
い
る
。
「
急
進
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
民
衆
 の
 宗
教
的
価
 

に
よ
り
、
近
代
的
政
治
文
化
の
拡
大
を
期
待
し
た
。
 そ
 こ
か
ら
 反
 カ
ト
リ
ッ
ク
正
義
と
い
う
宗
教
的
行
動
主
主
我
 

、
市
民
精
神
 

、
そ
れ
ら
は
生
徒
を
民
主
主
義
化
の
推
進
者
と
す
る
 
教
 育
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
導
き
出
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
 
ク
ト
 に
沿
っ
 

テ
ス
タ
ン
ト
会
衆
は
真
の
市
民
宗
教
の
形
成
を
助
長
す
 る
 場
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
」
㊨
 ぉ
 （
 
@
a
 
コ
 ）
 
C
 
め
ギ
 ）
 
の
 
㌧
 -
 
。
 

ノ
 ア
ン
の
舌
口
 う
 
「
近
代
的
政
治
文
化
の
拡
大
」
は
 、
ハ
 モ
ン
ド
が
示
し
た
市
民
宗
教
の
た
め
の
「
制
度
化
」
の
 前
提
と
な
る
 

れ
る
。
こ
こ
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
市
民
宗
教
を
創
造
 
す
る
た
め
の
条
件
を
整
え
よ
う
と
す
る
努
力
を
見
出
す
 
こ
と
が
で
き
 

決
し
て
米
国
の
市
民
宗
教
を
直
輸
入
し
た
わ
け
で
は
な
 
い
 。
米
国
の
万
法
を
模
倣
し
な
が
ら
も
、
メ
キ
シ
コ
・
 
ナ
シ
ョ
ナ
 リ
 

徴
 と
結
合
さ
せ
、
メ
キ
シ
コ
の
状
況
に
合
わ
せ
た
市
民
 宗
教
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

ド
が
 メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
果
た
し
 た
 役
割
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
無
理
も
な
い
が
、
 
べ
 ラ
ー
や
ハ
モ
 

氏
宗
教
論
は
、
「
国
民
国
家
」
の
枠
内
で
支
配
的
と
目
 さ
れ
る
宗
教
に
の
み
注
視
し
す
ぎ
る
き
ら
れ
が
あ
る
と
 
舌
口
え
よ
う
。
 

「
メ
キ
シ
コ
に
は
教
会
も
国
家
も
ひ
と
つ
し
か
な
い
」
 -
 
の
 の
 コ
り
ゴ
 
・
 ヱ
 り
 3
 ヨ
 っ
 コ
ロ
）
の
の
ア
ポ
ぎ
と
述
べ
て
い
る
が
、
 ，
 」
 れ
は
カ
ナ
 

｜
 ラ
リ
テ
ィ
と
の
比
較
か
ら
誇
張
気
味
に
語
っ
た
こ
と
 だ
と
し
て
も
、
筆
者
の
耳
に
は
大
胆
す
ぎ
る
発
言
で
あ
 
る
 。
プ
ロ
テ
 

イ
ズ
ム
は
、
革
命
の
成
功
と
神
の
国
の
到
来
を
重
ね
 あ
 わ
せ
て
、
メ
キ
シ
コ
に
定
着
し
、
少
数
派
な
が
ら
も
、
  
 



一
八
八
八
年
、
モ
イ
セ
ス
・
サ
エ
ン
ス
は
、
メ
キ
シ
コ
 北
部
第
一
の
都
市
モ
ン
テ
レ
イ
市
の
近
郊
エ
ル
・
 
メ
 ス
キ
 タ
ル
 に
生
ま
れ
 

と
し
て
の
側
面
が
強
く
 、
 「
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
」
を
市
民
 宗
教
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
だ
が
 
メ
 キ
シ
コ
の
分
裂
の
原
因
 

が
 、
教
会
と
国
家
の
紛
争
以
上
に
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
 
よ
る
も
の
と
認
識
す
る
に
い
た
り
、
多
く
の
先
住
民
大
 
口
を
擁
す
る
周
辺
諸
国
 

の
 視
察
の
後
、
農
村
に
こ
も
り
、
先
住
民
を
い
か
に
「
 
メ
キ
シ
コ
 
人
 」
と
す
る
か
、
実
験
を
試
み
た
。
そ
こ
か
 ら
 得
ら
れ
た
結
論
の
 
一
 

つ
が
、
新
し
い
市
民
宗
教
の
創
造
に
よ
っ
て
先
住
民
を
 は
じ
め
と
す
る
諸
集
団
を
包
み
込
み
な
が
ら
、
ネ
イ
シ
 
コ
 ン
を
統
合
す
る
こ
と
 

で
あ
っ
た
。
サ
エ
ン
ス
に
限
ら
ず
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
 市
民
宗
教
の
試
み
は
、
教
会
と
国
家
の
調
停
だ
け
で
な
 
く
、
 ネ
イ
シ
ョ
ン
 と
エ
 

ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
調
停
も
目
指
し
て
い
 た
 。
米
国
の
市
民
宗
教
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
排
除
す
る
 
こ
と
で
成
り
立
っ
て
 い
 

-
@
-
 

た
の
に
対
し
、
メ
キ
シ
コ
の
市
民
宗
教
は
先
住
民
を
 
ネ
 イ
シ
ョ
ン
に
取
り
込
む
と
い
う
難
事
に
挑
ん
だ
す
え
の
 失
敗
で
あ
っ
た
。
こ
の
 

点
 な
 ハ
モ
ン
ド
も
 
べ
 ラ
ー
も
語
っ
て
い
な
い
。
 

バ
ス
テ
ィ
ア
ン
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
と
も
に
、
 

サ
エ
 シ
 ス
を
メ
キ
シ
コ
の
独
特
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
代
表
的
 人
物
の
一
人
と
し
た
 

が
臼
 p
s
 
（
 
田
コ
こ
き
 -
 の
 
泰
一
切
 ぃ
 日
田
 コ
こ
き
 :
1
7
0
.
 

ミ
 ）
 
-
 
、
そ
 れ
 以
上
の
考
察
を
展
開
し
て
い
な
い
。
 サ
ェ
シ
 
ス
は
 革
 ム
 
町
政
権
に
お
い
て
、
 
プ
 

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
念
願
で
あ
っ
た
市
民
宗
教
を
い
か
に
 実
現
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
点
を
次
 項
 以
降
で
検
討
し
た
 い
 。
 

二
サ
ェ
シ
 ス
の
教
育
改
革
と
市
民
宗
教
 

  な 
で が い 
は 、 か 

な サ 。 

<@ @ 
  ン 

不 ス   
、 ン 市 

ヨ 民 

軋玖 ンの め本 
創造 宗教 

と の 
な 試 
る み 
こ は 
と 失 
を 敗 
目 し 

指 し た 。 
て サ 
い エ 
た 、 ノ 

  ス 

当 の 

初 市 
o 氏 
サ 宗 
エ 教 
ン は 

ス   

の プ 
改 ロ 
革 テ 
は ス 

タ 

カ ン   
リ 集 
ッ 団   
教 内 
全 部 
へ に 

の 留 
対 ま 

抗 る 

策 も 

  



    氏宗教の創造 と プロテスタ     

 
 

時
に
、
地
元
の
反
体
制
派
政
治
ク
ラ
ブ
を
統
率
し
た
。
 

サ
ェ
シ
 ス
の
末
弟
 ア
｜
 

コ
 ン
の
伝
記
に
 ょ
 れ
ば
、
フ
ア
ン
は
家
族
が
厳
格
に
 
プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
に
従
う
よ
う
に
常
に
配
慮
し
て
い
 

た
 。
日
曜
学
校
、
朝
夕
 

の
 礼
拝
、
 祈
薦
会
 に
家
族
で
出
席
し
 
、
 フ
ア
ン
が
食
卓
 
で
 祈
る
と
き
に
は
子
供
た
ち
の
友
人
や
宣
教
師
が
同
席
 

し
た
。
フ
ア
ン
は
子
供
 

た
ち
に
聖
書
を
読
ん
で
聞
か
せ
、
精
神
的
に
渇
い
て
い
 

る
 者
、
虐
げ
ら
れ
た
者
の
た
め
に
祈
る
こ
と
を
勧
め
た
 

と
い
う
（
十
円
の
曲
の
せ
）
の
Ⅱ
。
 

お
 ・
 
4
 
）
 
一
 
。
こ
れ
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
囲
ま
れ
て
 
ぃ
 た
 」
 ま
の
コ
 
の
 
せ
 ）
の
 

7
0
 

幸
こ
点
を
除
け
ば
、
あ
た
か
も
米
国
 

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
プ
ロ
 

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 を
見
て
い
る
よ
う
だ
。
ア
ー
ロ
ン
 
は
、
 貧
し
い
者
へ
の
教
育
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
父
、
 

宣
教
師
、
兄
モ
 ノ
セ
ス
 

の
 影
響
で
あ
る
と
述
懐
し
て
い
る
が
ま
茎
葉
）
の
Ⅱ
 

ア
お
 ゴ
 ）
）
 

5
-
 
、
 サ
ェ
シ
 ス
に
よ
る
後
の
農
村
教
育
推
進
の
原
 
点
は
 、
幼
少
期
を
過
ご
 

し
た
農
村
で
の
信
仰
生
活
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
 

サ
ェ
シ
 ス
は
八
人
兄
弟
の
長
兄
で
あ
り
、
他
の
三
人
の
 

男
 兄
弟
も
全
員
、
革
命
政
権
で
職
を
得
る
こ
と
に
な
る
 

。
特
に
 ア
 ー
ロ
ン
は
 

オ
フ
レ
ゴ
ン
政
権
で
外
務
大
臣
に
な
っ
た
の
を
皮
切
り
 

に
 、
州
知
事
、
商
工
業
労
働
大
臣
、
公
教
育
大
臣
な
ど
 

を
 歴
任
し
た
。
北
部
農
 

民
の
子
が
中
央
政
府
の
閣
僚
、
次
官
ク
ラ
ス
に
ま
で
 

出
 世
 で
き
た
の
は
、
や
は
り
革
命
の
恩
恵
で
あ
る
と
と
も
 

に
 、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 

教
育
 網
 の
お
か
げ
で
あ
る
。
 
サ
ェ
シ
 ス
は
プ
レ
ス
ビ
 
テ
 リ
ア
ン
宣
教
師
の
家
に
二
年
間
住
み
込
ん
で
英
語
を
習
 

い
、
メ
キ
シ
コ
 
市
コ
ョ
 

 
 

ハ
 ラ
ー
パ
の
師
範
学
校
で
学
ん
だ
後
、
宣
教
会
の
援
助
 

で
 ワ
シ
ン
ト
ン
 大
 、
学
、
 

@
 
シ
ェ
フ
ア
ー
ソ
ン
大
学
に
留
学
し
、
化
学
、
自
然
科
学
 

を
 学
ぶ
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
コ
ロ
ン
ビ
ア
 

大
 学
 で
教
育
学
の
、
パ
リ
 

の
 ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
哲
学
の
博
士
号
を
修
得
し
て
い
る
。
 

こ
の
間
一
九
一
 
0
 年
に
革
命
が
勃
発
し
た
が
、
 
サ
ェ
ン
 ス
が
 学
業
を
終
え
た
と
 

き
に
は
、
革
命
は
戦
乱
期
を
抜
け
、
建
設
 
期
 に
向
か
お
 う
と
し
て
い
た
。
教
育
の
専
門
家
と
し
て
帰
国
し
た
 

サ
 エ
ン
ス
は
、
し
ば
ら
く
   

た
 。
 父
 フ
ア
ン
は
初
め
行
商
人
の
手
伝
い
、
後
に
土
地
 

を
 借
り
て
農
牧
業
を
営
ん
だ
。
妻
の
導
き
で
プ
レ
ス
 
ビ
 テ
リ
ア
ン
教
会
に
通
 



コ
コ
ア
カ
ン
の
母
校
で
教
鞭
を
取
り
、
グ
ア
ナ
 
フ
 ア
ト
 州
 教
育
局
長
を
経
て
、
一
九
一
 
セ
年
ベ
メ
 ス
テ
ィ
ア
 ｜
ノ
 ・
カ
ラ
ン
サ
政
権
 

一
一
九
一
七
 
｜
二
 0
-
 で
 国
立
予
科
高
等
学
校
の
校
長
に
任
 令
 さ
れ
た
。
こ
の
と
き
メ
キ
シ
コ
連
邦
国
公
教
育
局
 
長
は
、
 メ
ソ
ジ
ス
ト
 信
 

者
で
フ
リ
ー
メ
 イ
 ソ
 ン
 で
も
あ
っ
た
ア
ン
ド
レ
ス
・
 オ
 ス
ー
 ナ
 で
あ
っ
た
。
オ
ス
ー
 ナ
 は
、
州
知
事
当
時
の
 ヵ
 ラ
ン
サ
と
と
も
に
 革
 ム
卵
 

を
 戦
っ
た
北
部
コ
ア
 ウ
 イ
ラ
州
で
の
初
等
教
育
局
長
時
 代
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
盛
ん
に
登
用
し
て
お
り
 
、
ム
 「
回
の
人
事
も
オ
ス
 

１
々
 の
 肝
煎
り
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
既
に
 、
 革
命
政
権
の
教
育
行
政
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
網
が
影
響
 
を
行
使
し
始
め
て
い
る
 

こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
一
 セ
 年
は
革
命
憲
法
が
発
布
さ
 ね
 、
革
命
の
向
か
う
べ
き
方
向
性
が
示
さ
れ
た
年
で
あ
 
る
 。
同
じ
年
に
 サ
ェ
ン
 

ス
が
 任
命
を
受
け
た
こ
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
も
 革
命
遂
行
の
使
命
が
託
さ
れ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
 
て
い
る
。
オ
フ
レ
ゴ
ン
 

政
権
を
経
て
、
カ
イ
ェ
ス
政
権
発
足
の
年
二
九
二
四
年
 
-
 に
 公
教
育
省
事
務
局
長
、
翌
年
同
省
次
官
と
な
り
、
 
サ
エ
ン
ス
は
い
よ
い
よ
 

革
命
教
育
建
設
の
中
心
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
 

「
カ
ラ
ン
サ
は
憲
法
と
い
う
法
秩
序
の
基
盤
を
作
る
こ
 と
で
 メ
キ
シ
コ
の
政
治
的
環
境
を
整
え
、
オ
フ
レ
ゴ
ン
 
は
 農
地
改
革
、
民
衆
 

教
育
、
労
働
組
織
の
道
筋
を
示
す
こ
と
で
政
治
の
方
向
 
性
を
定
め
た
な
ら
、
歴
史
は
 カ
 イ
ェ
ス
に
新
し
い
ネ
イ
 シ
ョ
ン
の
構
造
を
確
固
 

と
し
て
築
く
作
業
を
託
し
た
」
 @
 描
 @
a
z
 
目
審
 -
 
の
 
Ⅱ
や
Ⅱ
 
じ
と
舌
口
わ
れ
る
。
カ
イ
ェ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
制
度
を
吸
 牧
 す
る
強
力
国
家
を
作
 

り
 だ
そ
う
と
し
、
反
発
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
執
 働
 に
 弾
圧
を
加
え
た
。
対
し
て
各
地
で
ク
リ
ス
テ
ー
ロ
ス
 
と
 呼
ば
れ
る
カ
ト
リ
ッ
 

ク
 信
者
が
蜂
起
し
、
三
年
間
に
及
ぶ
内
戦
が
続
い
た
。
 私
立
学
校
 
荏
 と
ん
ど
が
カ
ト
リ
ッ
ク
学
校
）
を
国
家
 
の
 統
制
下
に
置
こ
う
と
 

す
る
公
教
育
省
の
改
革
も
蜂
起
の
一
因
と
な
っ
て
お
り
 、
改
革
の
中
心
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
い
た
こ
と
も
、
 
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
神
経
 

を
 逆
な
で
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

サ
ェ
シ
 ス
は
こ
の
時
期
、
教
育
改
革
に
没
頭
し
た
た
め
 か
 、
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
残
し
て
い
な
い
。
「
 フ
 エ
 フ
 ラ
 山
脈
の
連
邦
主
震
   



メキシコにおける 市民宗教の創造とプロ テスタンティ   

一 - を 

農 一 政 
村 校 は 
学 が す 

校 農 た 
は 村 め   
シ で 邦 

コ あ 政 
の っ 府 
ネ た が   
シ い て 

ョ う た 
ン 0 字   
形 か が 

  
る 連 学 
使 部 校 
令 政 で   
担 の る 
っ カ   
て の 一   
たれ 。 ょ木 二 

）「メキシコ人ではあるがまだ z- @ 年の時点で連邦土学校姉一五うがわかるありの のの（ コ 口 「 @ 
メ 篤 三五 

キ 絆 校 
シ ③ の 

コ -" 0 " つ 

人 ち 

  
な 

    
  七 

  

村
 学
校
」
㊥
 洋
 n
N
 ）
 
罵
ご
 、
「
一
九
二
 セ
年
 メ
キ
シ
コ
に
 お
け
る
公
教
育
概
要
」
一
の
 
ゅ
 の
 コ
 N
 ）
 
9
2
 
の
 -
 が
比
較
的
長
い
 も
の
で
あ
る
が
、
描
写
 

に
 重
き
を
置
い
た
概
説
書
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
 彼
の
思
想
を
探
る
に
は
、
公
教
育
省
の
公
報
 宙
憲
 ～
 
ぎ
 ㌔
㏄
 き
 め
 い
 
い
お
 
き
由
ぬ
 ㌔
 夫
 

め
 ㌔
 ま
 c
a
c
i
o
n
 

鰍
驚
 （
・
 

Q
 一
の
他
、
米
国
や
メ
キ
シ
コ
で
行
な
 っ
た
 講
演
の
記
録
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
重
 
要
 な
も
の
と
し
て
、
 
バ
 

ス
コ
ン
セ
ー
ロ
ス
 ち
 と
シ
カ
ゴ
大
学
で
行
な
っ
た
一
九
 二
六
年
の
講
演
が
「
メ
キ
シ
コ
の
諸
問
題
」
㊥
 お
コ
 N
.
 
巾
 コ
 の
の
（
 

-
 
の
 Ⅱ
）
の
 

2
6
 

一
レ
し
 
L
 
し
テ
二
 

出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
二
五
年
の
テ
キ
サ
ス
州
 
教
育
者
会
議
で
の
講
演
の
抜
粋
は
「
メ
キ
シ
コ
に
お
 
け
る
教
育
の
者
側
面
」
 

⑦
 ざ
コ
ド
 
乙
の
田
一
と
題
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 
著
 作
 に
は
、
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
思
想
が
展
開
さ
れ
て
 
い
る
。
し
か
し
 サ
ェ
ン
 

ス
は
 、
洗
練
さ
れ
た
思
想
と
い
う
よ
り
、
具
体
的
な
改
 革
 に
よ
っ
て
メ
キ
シ
コ
史
に
足
跡
を
残
し
た
人
物
で
あ
 る
 。
特
に
こ
の
時
期
に
 

関
し
て
は
、
著
作
の
中
か
ら
思
想
の
み
を
抽
出
し
て
も
 、
 他
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
者
と
の
相
違
は
見
え
に
 
く
い
。
文
字
化
さ
れ
た
 

思
想
と
と
も
に
具
現
化
さ
れ
た
諸
改
革
を
読
み
取
っ
て
 
い
か
な
け
れ
ば
、
 
サ
ェ
シ
 
ス
と
い
う
人
物
は
理
解
す
る
 こ
と
が
で
き
な
い
。
 
-
 
旦
 

サ
ェ
シ
 
ス
の
教
育
改
革
は
、
初
等
、
中
等
、
大
学
、
師
 範
 、
職
業
、
夜
間
な
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
及
び
、
い
ず
 
れ
を
と
っ
て
も
 サ
ェ
 

シ
 ス
の
市
民
宗
教
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
っ
 た
が
、
こ
こ
で
は
農
村
教
育
の
み
を
取
り
上
げ
た
 

そ
の
理
由
は
 、
サ
ェ
ン
 

ス
が
 メ
キ
シ
コ
の
分
裂
の
最
大
の
理
由
と
捉
え
た
の
が
 農
村
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
後
に
 サ
ェ
シ
 
ス
の
挫
折
の
 原
因
と
も
な
る
か
ら
で
 

あ
る
。
 

サ
ェ
シ
 
ス
の
説
明
に
 ょ
 れ
ば
、
地
方
政
府
が
専
ら
都
市
 に
 学
校
を
建
て
た
の
に
対
し
、
「
困
難
で
見
捨
て
ら
れ
 
て
い
た
 地
 」
に
教
育
 



て
い
な
い
何
百
万
と
い
う
人
々
に
教
え
る
た
め
に
、
 彼
 ら
に
 メ
キ
シ
コ
の
 愛
と
 メ
キ
シ
コ
の
意
味
を
教
え
る
た
 め
に
」
こ
れ
ら
の
学
校
 

は
 作
ら
れ
、
具
体
的
に
は
た
と
え
ば
「
メ
キ
シ
コ
の
国
 
旗
を
見
た
こ
と
の
な
 
い
 数
多
の
人
々
に
国
旗
を
与
え
 
-
 

 
 

⑦
 お
コ
 
が
つ
「
 
@
 
の
の
（
 

-
 
の
 
モ
 ）
 
9
2
f
 
 

Ⅱ
 
ぎ
 。
さ
ら
に
農
村
学
校
は
従
 来
の
学
校
の
概
念
を
破
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
統
合
、
 
進
歩
の
拠
点
と
し
て
 

の
役
割
を
付
さ
れ
た
。
 

「
農
村
学
校
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
の
社
会
セ
ン
タ
 １
 で
あ
る
。
農
村
学
校
、
別
名
民
衆
の
家
は
、
住
民
が
 
集
う
場
で
あ
り
、
 

集
落
全
体
と
有
機
的
な
つ
な
が
り
、
関
係
を
持
っ
て
 
ぃ
 る
 。
子
供
だ
け
で
は
な
く
、
若
者
も
通
い
、
母
親
も
父
 
親
も
来
る
。
こ
れ
 

ら
の
学
校
は
た
い
て
い
小
さ
な
図
書
館
を
併
設
し
て
い
 
る
が
、
そ
れ
は
学
校
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
集
落
 
の
た
め
に
あ
る
」
 

（
 
ぴ
由
 
0
 
コ
ぃ
ト
 

の
㏄
㎝
 

@
 山
 
こ
 。
 

農
村
学
校
を
効
果
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
コ
ミ
ュ
 
ニ
テ
ィ
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
処
し
う
る
教
師
を
必
要
 と
し
た
。
こ
の
よ
う
 

な
 教
師
を
養
成
す
る
た
め
、
 ザ
ェ
シ
 ス
は
「
文
化
宣
教
 団
 」
を
強
力
に
推
し
進
め
た
。
こ
れ
は
も
と
も
と
前
政
 
権
で
 バ
ス
コ
ン
セ
ー
 ロ
 

ス
が
 、
植
民
地
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
会
を
模
し
て
 
始
め
た
巡
回
大
農
村
教
育
 団
 で
あ
る
が
、
公
教
育
省
内
 に
 文
化
宣
教
団
居
 る
設
 

け
て
こ
れ
を
制
度
的
に
整
え
、
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
た
 
の
は
ザ
ェ
シ
 ス
で
あ
っ
た
。
文
化
宣
教
団
の
目
的
と
組
 織
は
 つ
い
て
、
 サ
ェ
ン
 

ス
 自
身
の
説
明
を
引
用
し
よ
う
。
 

「
農
村
学
校
で
奉
職
し
て
い
る
教
師
の
多
く
が
充
分
な
 訓
練
を
受
け
て
い
な
い
。
だ
が
我
々
が
彼
ら
に
託
し
た
 
作
業
、
責
任
は
重
 

大
で
あ
る
。
職
に
あ
る
農
村
教
師
を
訓
練
す
る
プ
ロ
グ
 
ラ
ム
を
計
画
す
る
に
あ
た
り
、
我
々
は
次
の
原
則
に
留
 
煮
 し
て
き
た
。
 第
 

一
に
訓
練
は
専
門
的
で
高
密
度
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
 教
師
は
学
校
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
社
会
と
す
る
技
術
の
 

ィ
，
 

コ
１
 

訓
練
を
受
け
る
こ
 

と
で
あ
る
」
。
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て
お
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

「
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
、
我
々
は
専
門
家
集
団
を
組
 織
 し
た
。
彼
ら
は
現
地
に
赴
き
、
奉
職
中
の
教
師
を
 
コ
 ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
 

に
 据
え
付
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
集
団
は
農
村
教
 
育
の
専
門
家
で
あ
る
教
育
学
者
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
 
｜
一
 看
護
婦
が
望
 

ま
し
 い
 ）
、
農
業
専
門
家
、
家
内
事
業
専
門
家
、
体
育
 教
育
専
門
家
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
図
書
館
、
蓄
音
機
、
 
ラ
ジ
オ
な
ど
充
実
 

し
た
設
備
も
備
え
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
を
「
宣
教
団
 」
、
そ
の
成
員
を
「
宣
教
師
」
と
呼
ん
で
い
る
」
。
 

「
各
行
政
管
区
の
教
師
の
う
ち
約
五
 0
 人
が
集
ま
り
、
 農
 村
 で
の
作
業
に
お
け
る
様
々
な
次
元
で
の
専
門
的
、
 
実
践
的
訓
練
を
三
 

週
間
受
け
る
。
訓
練
が
終
わ
る
と
、
専
門
家
（
宣
教
師
 
）
は
次
の
管
区
へ
と
移
り
、
教
師
は
自
分
の
学
校
へ
 
と
 戻
っ
て
い
く
」
 

（
の
の
 

e
 
コ
が
 
㌧
 田
 。
の
（
 

-
 
伶
 
モ
ト
の
㏄
の
 

一
 ㏄
 
0
 
一
 
㏄
 
ト
 
-
 
。
 

農
村
学
校
、
文
化
宣
教
団
は
 、
 明
ら
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
 教
会
へ
の
対
抗
策
で
あ
っ
た
。
 

み
 書
き
算
術
を
教
え
 

る
だ
け
で
な
く
、
社
会
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
 

果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
「
全
住
民
の
生
活
に
関
与
し
 
て
い
た
唯
一
の
勢
力
」
 

㊥
 望
笘
 こ
ぎ
Ⅰ
こ
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
 
人
 々
を
奪
い
返
そ
う
と
し
た
。
ま
た
ラ
サ
リ
ン
・
ミ
ラ
ン
 ダ
の
 指
摘
の
と
お
り
、
 

文
化
宣
教
団
は
ク
リ
ス
テ
ー
ロ
ス
の
激
し
い
地
に
集
中
 
し
て
お
り
、
「
精
神
的
混
乱
を
鎮
め
、
国
が
経
験
し
て
 い
る
現
実
を
判
断
で
き
 

る
 市
民
的
意
識
を
生
み
出
す
」
 ビ
 a
z
a
r
@
,
 

軍
ぁ
，
汁
 ）
 
捲
 十
 ）
～
 
ぼ
 
-
 こ
と
を
目
的
と
し
た
。
 

農
村
学
校
も
文
化
宣
教
団
も
バ
ス
コ
ン
セ
ー
ロ
ス
が
 
始
 め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
サ
エ
ン
ス
は
バ
ス
コ
ン
セ
ー
 
ロ
ス
と
は
異
な
る
 モ
 

デ
ル
 に
依
拠
し
て
い
た
。
そ
れ
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
 師
事
し
た
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
学
と
プ
ロ
テ
ス
 
タ
ン
ト
宣
教
会
の
方
法
 

、
あ
っ
た
。
こ
こ
に
米
国
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
嫌
 う
バ
 ス
コ
ン
セ
ー
ロ
ス
と
対
照
的
な
 、
 サ
エ
ン
ス
の
特
異
性
 が
 浮
き
上
が
っ
て
く
 

w
 
。
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
育
ち
、
デ
ュ
ー
 イ
に
 親
し
く
学
ん
だ
 サ
ェ
シ
 ス
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
 っ
た
 。
 

「
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
が
メ
キ
シ
コ
に
着
い
た
ら
、
 彼
 の
 考
え
が
我
々
の
学
校
の
な
か
に
 烏
 づ
い
て
い
る
の
を
 見
る
だ
ろ
う
。
 動
   



サ た を 

ェ 。 力 キ上 丁 

、 ノ ま イ   
ス ず ェ た 
自 改 ス 三 メ 

鼻 革 が キ 
が が 任 

  
あ   
統 
ム 

ロ斗リ 

る 

    

れ 
    サ 
ニ二 

ン   ス 

  
  

ら さ カ 、 ー 
つ 

目 

ヒ日手下 

  
た     
と 

だ     
た 、 ょ ら 

。 何 う で 

も よ に あ 
う り な 
  

る 

も っ 

機
 づ
け
、
個
性
の
尊
重
、
自
己
表
現
、
学
校
に
お
け
る
 作
業
の
活
性
化
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
法
、
な
す
こ
と
 
に
よ
り
学
ぶ
 、
教
 

育
 に
お
け
る
民
主
主
義
な
ど
、
全
て
デ
ュ
ー
イ
の
も
の
 が
そ
こ
に
 か
り
る
」
あ
田
 

*
 

い
コ
 
Ⅱ
 
T
 巾
 「
一
の
の
 

ヱ
 の
 ピ
 ）
の
㏄
 

日
 
「
の
 
-
 
。
 

 
 

こ
の
よ
う
に
サ
エ
ン
ス
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
方
法
論
に
依
 存
し
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
特
に
 
「
な
す
こ
と
に
よ
り
 

学
ぶ
」
と
い
う
実
践
重
視
の
教
育
哲
学
を
 
、
 サ
エ
ン
ス
 は
 
「
な
す
こ
と
に
よ
り
教
え
る
」
 

宙
滞
患
 
）
の
の
 

汁
 ㏄
「
 
-
 へ
と
 応
 m
 し
 、
教
師
を
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
導
き
手
と
す
る
教
育
改
革
に
一
貫
し
 て
 流
れ
る
テ
ー
マ
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

対
照
的
に
 サ
ェ
シ
 
ス
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 か
 ら
の
影
響
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
現
地
指
導
者
の
養
 
成
 、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
 ィ
 

と
 個
人
の
自
立
の
促
進
、
精
神
的
、
物
質
的
水
準
の
向
 上
 、
巡
回
方
式
な
ど
「
文
化
宣
教
団
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
ト
の
 宣
教
会
か
ら
 得
ら
 

れ
た
形
態
、
表
現
を
持
つ
て
い
る
」
㊥
 p
-
 

口
曳
 

コ
 Ⅰ
の
の
 

0
 
Ⅰ
 
「
）
 
-
 に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
恐
ら
く
意
識
的
に
語
 ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
 

-
M
-
 

う
 。
公
教
育
省
を
追
わ
れ
た
バ
ス
コ
ン
セ
ー
ロ
ス
が
 
サ
 ェ
シ
 ス
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
方
法
」
を
許
諾
し
、
 
ま
た
ク
リ
ス
テ
ー
ロ
ス
 

戦
争
の
渦
中
で
も
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
自
称
す
 
る
の
は
い
た
ず
ら
に
こ
れ
ら
を
刺
激
す
る
だ
け
と
考
え
 た
の
で
は
な
い
か
。
 
加
 

-
 
Ⅱ
 一
 

え
て
 サ
ェ
シ
 
ス
は
、
教
育
の
市
民
性
に
こ
だ
わ
っ
た
 と
 考
え
ら
れ
る
。
特
定
の
教
派
と
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
 
、
共
通
の
思
想
と
感
情
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値
を
認
め
た
上
で
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
の
調
停
を
日
指
す
 
再
 解
釈
の
技
法
、
及
び
勢
力
を
増
し
つ
つ
あ
る
唯
物
論
へ
 
0
 対
抗
策
と
し
て
の
 宗
 

で コ 

あ 」 

る あ   
コド 
れ % 
㏄） ら 一 
@i" し 

は と 

  
  
一 サ   
つ エ   

  

  

    
そ 匹 
れ 二 
： @@ ヰ ひ / Ⅰ 

  
「 ひ 」 

民 ぺ   
  
な で 

る 出 
0 版   
  た 

  
  

つ
の
苦
悩
と
は
、
新
し
く
公
教
育
大
臣
と
な
っ
た
マ
ル
 ク
ス
主
義
者
ナ
ル
シ
 ソ
 ・
 バ
ソ
ル
ス
 と
の
対
立
で
あ
る
  
 

サ
エ
ン
ス
は
政
争
に
倦
ん
だ
た
め
か
、
次
第
に
メ
キ
シ
 
コ
 市
を
不
在
が
ち
に
な
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
、
 
ェ
 ク
ア
ド
 
 
 

ビ
ア
を
旅
行
し
て
先
住
民
問
題
を
調
査
し
、
メ
キ
シ
コ
 と
の
比
較
研
究
を
行
な
っ
た
。
帰
国
後
、
先
住
民
の
 
メ
 キ
シ
コ
 大
 化
の
過
程
を
 

「
内
側
か
ら
」
 あ
甫
罵
 ）
の
の
 

目
 ）
「
 
a
@
 
 

研
究
す
る
た
め
、
 ，
 
ト
チ
ョ
ア
カ
ン
 州
 カ
ニ
ャ
ー
 ダ
 の
一
一
の
村
を
選
び
出
 し
 、
う
ち
先
住
民
 村
カ
 

ラ
 パ
ン
に
実
験
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
た
。
こ
れ
は
一
定
 地
 に
定
着
し
た
文
化
宣
教
団
と
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
 
い
 ㊥
卸
の
 
コ
 z
 ）
の
の
の
 

@
 コ
。
 

以
後
半
年
間
、
サ
エ
ン
ス
は
ほ
と
ん
ど
メ
キ
シ
コ
市
に
 戻
る
こ
と
も
な
く
、
同
行
し
た
様
々
な
分
野
の
専
門
家
 
と
と
も
に
、
カ
ラ
パ
ン
 

で
の
実
験
に
執
中
し
た
。
こ
の
間
 バ
ソ
 ル
ス
や
州
知
事
 ラ
サ
ロ
，
力
 め
デ
 ナ
ス
 
-
 
役
大
統
領
、
任
一
九
三
四
１
匹
 

0
 -
 を
招
待
し
、
理
解
を
 

求
め
て
い
る
。
 

し
か
し
サ
エ
ン
ス
の
実
験
は
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
 

バ
ソ
 ル
ス
と
の
不
仲
が
 、
サ
ェ
シ
 ス
を
公
教
育
省
か
 ら
 去
ら
せ
る
こ
と
に
 

な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
後
サ
エ
ン
ス
は
自
ら
望
ん
で
 外
 交
へ
と
転
じ
、
ペ
ル
ー
に
大
使
と
し
て
赴
き
、
再
び
 
公
 教
育
省
に
職
を
得
る
 ，
 
」
 

と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

だ
が
 ぺ
 ル
 ー
に
 移
っ
て
後
も
、
先
住
民
教
育
へ
の
 サ
エ
 シ
 ス
の
信
教
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
各
国
の
先
 住
民
問
題
の
専
門
家
 

と
 交
わ
り
、
大
陸
規
模
で
の
会
議
を
主
催
し
た
。
さ
ら
 
に
 重
要
な
こ
と
は
、
ミ
チ
 コ
 ア
カ
ン
で
の
半
年
の
実
験
 の
 記
録
で
あ
る
「
カ
ラ
 

パ
ン
」
 -
 
の
ひ
の
 

コ
ド
 
）
の
の
の
 

-
 
、
公
教
育
省
次
官
と
し
て
の
晩
年
 
に
 メ
キ
シ
コ
で
つ
づ
づ
た
い
く
つ
か
の
文
章
を
収
め
 
た
 
「
統
合
す
る
メ
キ
シ
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ス
ト
敬
信
仰
の
感
化
の
も
と
に
異
教
徒
の
手
に
よ
り
 建
 て
ら
れ
、
イ
ン
デ
ィ
オ
と
ス
ペ
イ
ン
の
一
体
化
、
す
な
 
ね
 ち
メ
キ
シ
コ
な
 

 
 

上 「長 が実 い， 

  
夕 」 
を 一 
見 鰍 

）てき 0 ぃ コ 

- 十八 ㏄Ⅰ Ⅰ 0 の 

  
@@r Ⅰ N し 

の こ 。 
国 
で 

自席 麻 
も 

出 ホ 一 "" 

同 
な 
建 
工旦 

  
  
ひ 

と 

つ 
で 
あ 
る 

テ 
ポ 

  
  
ラ 
ン 

  
ィ彦 

通院 

1.@@ Ⅰ ら @ 

キ 

  

  

我
々
は
社
会
、
経
済
の
問
題
に
携
わ
る
者
で
あ
る
が
、
 
宣
教
師
が
植
民
地
時
代
に
な
し
た
こ
と
を
す
る
。
す
な
 
わ
ち
儀
礼
の
動
き
 

を
 維
持
し
な
が
ら
も
、
意
味
を
変
え
る
の
で
あ
る
」
㊤
 
い
 
の
 
@
 
リ
ベ
ト
の
 

0
 
ひ
 @
 ト
 
の
 
Ⅰ
 
｜
 
Ⅰ
の
ま
。
 

つ
ま
り
 サ
ェ
シ
 ス
は
「
民
俗
的
な
る
も
の
」
の
 再
 解
釈
 に
よ
り
新
し
い
宗
教
を
作
ろ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
 
さ
ら
に
他
の
箇
所
で
 

は
、
 新
し
い
宗
教
を
作
り
出
す
者
の
「
聖
職
」
を
説
 
い
 て
い
る
。
 

「
我
々
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
再
建
の
十
字
軍
に
身
を
投
じ
、
 真
 の
 熱
意
に
燃
え
て
い
る
。
「
・
・
・
」
教
師
、
技
術
者
、
医
 

者
、
経
済
の
専
門
 

家
 、
軍
人
が
、
民
衆
の
救
済
の
た
め
に
共
通
の
運
動
に
 
加
わ
る
姿
に
、
情
熱
あ
ふ
れ
る
使
徒
の
印
が
見
出
せ
る
 
。
普
通
こ
の
様
な
 

人
々
は
 、
 他
の
公
務
員
と
同
様
、
官
僚
体
制
の
中
で
 機
 械
の
部
品
の
如
く
、
専
門
的
で
非
人
格
的
な
機
能
を
果
 
た
す
の
で
あ
ろ
う
 

が
 、
こ
の
瞬
間
の
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
 
司
 祭
 で
あ
り
、
聖
職
者
で
あ
り
、
預
言
者
な
の
で
あ
る
。
 
大
統
領
以
下
我
々
 

は
 全
員
、
社
会
改
革
の
福
音
を
取
り
次
ぐ
伝
道
者
な
の
 
で
あ
る
」
㊤
 堅
呂
ぃ
 
）
の
の
Ⅰ
に
 

0
 
一
 
。
 

こ
の
新
し
い
宗
教
は
、
メ
キ
シ
コ
を
分
裂
に
陥
れ
て
 
ぃ
 た
 教
会
と
国
家
の
紛
争
、
階
級
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
 
、
宗
 数
 間
の
対
立
を
解
消
 

し
、
 新
た
な
分
裂
の
種
で
あ
る
社
会
主
義
を
も
内
包
 
し
 、
統
合
を
果
た
す
。
 

「
私
が
訪
問
し
た
学
校
が
小
会
堂
の
中
に
あ
っ
た
の
は
 偶
然
で
は
な
い
。
そ
の
瞬
間
、
精
神
の
内
奥
で
は
、
 
キ
 リ
ス
ト
教
の
十
字
 

架
 、
壁
に
か
け
ら
れ
た
聖
像
と
、
子
供
た
ち
の
歌
声
、
 
学
習
用
掲
示
 物
 と
の
間
に
違
和
感
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
 
に
は
一
体
感
が
あ
 

っ
た
 。
ま
さ
に
最
初
の
瞬
間
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
 
教
会
と
国
家
の
対
立
は
消
え
、
争
い
は
止
み
、
人
間
的
 
要
素
の
再
生
、
向
 



以
上
、
サ
エ
ン
ス
 

は
 、
米
国
帝
国
主
義
 に

よ
る
市
民
宗
教
創
造
の
試
み
を
瞥
見
し
て
き
た
。
 
世
 界
 史
的
に
見
れ
ば
、
一
九
世
紀
末
か
ら
 
二
 ①
世
紀
前
 半
 

の
 膨
張
、
対
す
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
特
に
隣
接
す
る
 
メ
キ
シ
コ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
た
時
代
で
あ
 
 
 

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
 テ
ポ
ソ
 ト
ラ
ン
に
隠
遁
 所
を
夢
想
し
た
。
そ
こ
に
は
今
の
世
代
の
指
導
者
た
ち
 
が
、
 光
と
息
吹
を
 

求
め
て
集
い
、
魂
を
浄
化
し
、
理
想
を
明
瞭
に
し
、
 
過
 夫
 の
メ
キ
シ
コ
の
視
線
を
甦
ら
せ
、
未
来
の
視
線
を
 
作
り
出
す
。
「
…
 口
 

こ
の
建
物
に
は
現
在
を
生
き
る
メ
キ
シ
コ
の
男
女
が
集
 ぅ
 。
同
質
化
し
た
集
団
が
確
証
を
求
め
て
、
象
徴
を
失
 
っ
た
 集
団
が
共
通
 

の
 信
仰
を
求
め
て
、
あ
い
争
う
集
団
が
調
和
を
求
め
て
 。
あ
ら
ゆ
る
信
条
、
階
級
、
職
業
を
も
っ
た
今
の
世
代
 
の
 指
導
者
た
ち
が
 

来
る
。
こ
こ
に
入
る
の
に
必
要
な
唯
一
の
条
件
は
 
、
メ
 キ
シ
コ
の
魂
を
求
め
、
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
心
か
ら
 
の
 欲
求
で
あ
る
。
 

ロ
 
：
Ⅰ
異
な
る
信
仰
の
人
々
も
や
っ
て
来
る
。
異
教
と
 
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
つ
い
て
の
 
様
々
な
解
釈
 と
社
 

会
主
義
の
神
秘
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
土
台
を
互
い
に
調
和
 
さ
せ
る
方
法
を
見
出
す
の
は
不
可
能
で
は
な
い
。
キ
リ
 
ス
ト
教
の
信
仰
 と
 

異
教
の
神
話
は
、
四
世
紀
聞
メ
キ
シ
コ
に
共
存
し
て
き
 
た
 。
今
で
も
人
々
は
宗
教
的
で
あ
り
続
け
、
愛
国
王
 
義
 を
 理
想
化
し
、
 弁
 

証
 法
的
唯
物
論
に
す
ら
 霊
 性
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
 。
こ
れ
ら
の
至
高
の
作
業
以
外
の
何
に
 、
 我
々
の
 ユ
｜
 ト
ピ
ア
の
目
的
が
 

あ
る
と
い
う
の
か
」
⑦
 甫
 惑
お
㌍
 
-
 
燵
 l
 ）
ミ
一
。
 

メ
キ
シ
コ
で
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
 
い
て
、
サ
エ
ン
ス
は
明
ら
か
に
宗
教
に
関
し
て
雄
弁
と
 な
っ
て
い
る
。
祖
国
 

で
は
カ
ル
デ
ナ
ス
政
権
下
で
憲
法
が
改
正
さ
れ
、
社
会
 主
義
教
育
が
確
立
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
憂
慮
、
批
判
 
を
 込
め
な
が
ら
、
 サ
ェ
 

シ
 ス
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
彼
の
市
民
宗
教
を
最
後
に
 披
歴
し
た
の
だ
。
 

  

る
も
の
へ
の
一
体
化
を
顕
示
し
て
い
る
。
し
か
し
今
で
 は
 、
か
っ
て
こ
の
建
物
を
満
た
し
て
い
た
神
秘
性
は
失
 
わ
れ
、
信
者
も
い
 

 
 

 
 

    



メキシコにおける 市民宗教の創造と プロ テスタンティズ ム 

;
 
王
 

@
-
 

国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
メ
キ
シ
コ
全
人
口
に
お
け
る
プ
ロ
 テス
タ
ン
ト
人
口
比
は
、
一
九
一
 

0
 年
に
 0
.
 四
五
パ
ー
セ
ン
ト
 

一
九
二
一
年
に
 0
.
 五
 

一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
北
部
諸
州
で
は
、
数
倍
の
値
に
 

増
加
す
る
自
名
 a 「
（
 
a
 ヨ
の
耳
 0
 守
田
内
 の （
の
 

d
-
 

の
（
 

@
C
a
N
 

如
上
 

0
 コ
注
 Ⅰ
 の
 り
㏄
 一
 り
つ
㏄
 
-
 。
 

-
2
 ）
 
サ
ェ
シ
 ス
が
牧
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
度
々
指
摘
さ
れ
る
が
 

一
切
り
 
-
 
仁
 ミ
 @
 
コ
 ）
 の
 0
 つ
一
円
 り
 一
切
り
の
 
ヱ
リ
コ
 ）
 り
 ㏄
 り
 @
 の
 下
 -
 一
力
 仁
 @
N
 ）
 O
 Ⅱ
Ⅱ
 串
研
 
-
 、
い
つ
い
Ⅰ
こ
ネ
 ヒ
ヱ
 Ⅰ 

の
 資
格
を
得
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
 

一
 3
 ）
本
稿
で
は
市
民
宗
教
を
「
国
民
国
家
」
建
設
に
伴
う
 ナ
シ
 ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
の
発
生
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
 

  

ン
ド
 は
こ
れ
を
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
歴
史
、
運
命
に
つ
い
て
の
宗
教
 
的
 政
治
的
信
条
」
と
し
、
さ
ら
に
ル
ソ
ー
の
市
民
宗
教
論
と
米
 
固
め
 モ
デ
ル
に
依
拠
 

し
な
が
ら
、
教
会
か
ら
も
国
家
か
ら
も
独
立
す
る
も
の
と
し
た
。
 

た
と
え
ば
「
人
の
権
利
は
法
か
ら
だ
け
で
な
く
檸
か
ら
も
来
る
」
 

、
「
米
国
国
旗
は
神
 

聖
 で
あ
る
 卜
 
「
米
国
は
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
で
あ
る
」
と
 

ぃ
 っ
た
 信
条
は
、
教
会
、
国
家
と
の
直
接
的
な
関
係
な
し
に
、
 

米
 国
民
に
広
く
共
有
さ
 

れ
て
い
る
と
い
う
 

-
 
切
の
 コ
ぃ
ア
 
-
 エ
の
ヨ
コ
こ
コ
ロ
 ）
の
め
 
0
 
凸
 ・
 4
 と
。
 
だ
が
メ
キ
シ
コ
の
よ
う
に
近
代
化
の
推
進
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 形
成
に
お
け
る
国
 

家
 、
公
教
育
の
 
力
 が
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
国
で
は
、
既
成
 
の
 宗
教
か
ら
の
独
立
は
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
も
の
の
、
国
家
 
か
ら
独
立
し
た
市
民
 

 
  
 

宗
教
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
場
合
、
官
製
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 一
 側
面
と
し
て
市
民
宗
教
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 
 

一
 4
 一
筆
者
が
目
を
通
し
た
限
り
で
は
、
 

サ
ェ
シ
 ス
は
市
民
宗
教
 
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
大
統
領
や
州
知
事
、
行
 
政
 管
区
の
首
長
の
名
を
 

 
 

 
 

 
 

覚
え
さ
せ
る
こ
と
を
「
革
命
的
市
民
力
テ
キ
ズ
ム
」
 

8
 
方
立
 の
ヨ
 。
 臼
丘
 n
o
R
 せ
 o
 三
上
。
 コ
ぃ
ユ
 
0
 と
呼
ん
で
い
る
箇
所
が
あ
る
㊤
曲
の
 
コ
 ド
ト
 0
 ひ
ひ
 @
 の
 研
 -
D
 

肢
を
探
っ
て
い
た
 0
 こ
の
よ
う
な
 プ
 

で
あ
り
な
が
ら
米
国
の
価
値
を
取
り
 

な
が
ら
宗
教
的
価
値
の
復
興
を
目
指
 

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 を
信
仰
し
、
そ
れ
 

時
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
の
 

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
一
人
と
し
て
サ
エ
ン
ス
は
、
メ
キ
シ
 
コ
の
 価
値
を
称
揚
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
 

入
れ
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 教
 会
の
攻
略
を
考
え
る
世
俗
主
義
者
で
あ
り
 

す
 文
世
俗
主
義
者
で
あ
り
、
こ
の
立
場
が
彼
の
独
白
の
 市
民
宗
教
を
生
み
出
し
た
。
自
ら
プ
ロ
テ
 

に
 依
拠
し
な
が
ら
市
民
宗
教
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
 
サ
 エ
ン
ス
は
、
「
国
民
統
合
」
を
求
め
る
 当
 

な
か
で
も
、
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
と
舌
口
え
よ
 う
 。
 

た
 。
そ
の
双
方
に
深
く
関
わ
る
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
 
タ
ン
ト
が
、
教
会
と
国
家
、
伝
統
と
近
代
が
衝
突
す
る
 
革
命
期
に
第
三
の
選
択
 



@
 
一
実
証
正
義
が
唱
え
る
「
進
歩
と
秩
序
」
の
た
め
に
、
メ
キ
 シ
コ
 の
あ
ら
ゆ
る
勢
力
を
結
集
す
る
 

-
 
」
と
が
肝
要
と
考
え
た
 
結
 果
 な
さ
れ
た
、
デ
ィ
ア
ス
 

 
 

 
  

 

政
権
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
宥
和
 策
 。
 

一
 
6
-
 
独
立
戦
争
の
指
導
者
イ
ダ
ル
 

ゴ
 は
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
で
あ
 
り
 、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
彼
を
称
賛
す
る
の
は
興
味
深
い
事
例
で
 
あ
る
。
こ
れ
は
リ
ベ
ラ
 

卸
 

 
 

リ
ズ
ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
象
徴
の
共
有
を
意
味
す
る
 
以
外
に
、
植
民
地
時
代
や
独
立
 期
 と
い
う
半
ば
神
話
化
し
た
 
過
 去
に
お
い
て
、
ハ
イ
 

ア
ラ
キ
ー
に
反
旗
を
翻
し
た
下
位
聖
職
者
や
ラ
ス
・
 

カ
サ
ス
 の
 よ
 う
な
「
慈
悲
深
い
」
神
父
を
称
え
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
制
 
皮
内
カ
ト
リ
ッ
ク
 
教
 

会
の
 
「
堕
落
」
を
断
罪
す
る
態
度
で
も
あ
る
。
 

-
7
 ）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
師
範
学
校
の
教
師
は
、
ボ
ス
ト
ン
 や
 エ
ー
ル
の
神
学
校
で
学
ん
だ
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
 

ン
に
よ
 れ
ば
、
一
九
 
0
 

0
 年
 ま
で
に
 禾
呵
 で
は
社
会
的
福
音
が
広
主
り
、
個
人
の
救
済
だ
 け
で
な
く
市
民
精
神
と
い
う
「
福
音
」
を
説
い
た
が
、
メ
キ
シ
 
コ
の
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

テ
ィ
ズ
 ム
 も
 字
 相
を
通
し
て
こ
の
影
響
を
受
け
た
㏄
 ぃ
 三
目
 コ
 -
 
き
ぅ
 
）
 
簿
 上
の
巳
。
こ
れ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
市
民
 
ゎ
 
示
教
形
成
に
拍
車
を
 

か
け
、
サ
エ
ン
ス
 
ら
 革
命
政
権
で
活
躍
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
 
指
針
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

-
8
 一
 
米
国
の
市
民
宗
教
が
持
つ
排
他
性
を
サ
エ
ン
ス
自
身
も
看
 
放
 し
て
い
た
。
「
軍
法
な
せ
い
か
、
あ
る
い
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
。
 

ス
 ム
 の
た
め
か
、
こ
れ
ら
 

の
 人
々
は
異
形
を
拒
み
、
 
よ
 り
確
実
で
安
易
な
策
で
統
治
し
ょ
う
 と
し
て
い
る
。
黒
人
と
イ
ン
デ
ィ
オ
は
最
も
面
倒
な
マ
イ
ノ
リ
 
-
 
ア
イ
 で
あ
る
が
、
 
た
 

と
え
彼
ら
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
の
次
元
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
も
、
 

支
配
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
に
お
い
て
は
問
題
と
さ
れ
 
て
い
な
い
。
と
い
う
 

の
は
、
一
方
を
「
保
護
区
」
に
押
し
込
め
、
他
方
を
無
視
し
な
が
 
ら
 、
米
国
人
は
彼
ら
を
精
神
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
排
除
し
て
 
い
る
か
ら
で
あ
る
」
 

-
 
の
い
 
0
 コ
ド
ト
 
の
㏄
ト
一
 
%
 
し
 。
 

-
9
 一
 
こ
の
時
期
の
サ
エ
ン
ス
が
思
索
に
没
頭
せ
ず
、
実
践
を
重
 
ん
じ
た
理
由
を
、
彼
自
身
が
語
っ
て
い
る
。
「
メ
キ
シ
コ
の
問
題
 
は
 、
結
局
の
と
こ
ろ
 哲
 

学
の
問
題
で
は
な
い
。
我
々
は
既
に
適
当
な
哲
学
を
持
っ
て
い
る
 
と
 思
わ
れ
る
。
 
ロ
 …
一
人
は
よ
く
、
本
当
に
重
要
な
こ
と
は
 思
相
 じ
を
持
つ
こ
と
、
 哲
 

学
を
持
つ
こ
と
だ
と
い
う
。
 

一
 …
一
理
屈
か
ら
舌
ロ
え
ば
こ
れ
は
 正
 し
い
が
、
実
際
的
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
余
り
気
味
な
の
は
 思
相
 し
で
あ
っ
て
 、
 足
り
 

な
い
の
は
そ
れ
を
実
行
に
移
す
手
段
で
あ
る
」
⑦
ざ
憲
 ト
ま
睡
 い
 き
。
こ
れ
は
 宙
 心
想
 家
 」
だ
っ
た
シ
エ
ラ
 や
 バ
ス
コ
ン
セ
ー
 
ロ
 ス
 ら
に
対
す
る
 
批
 

判
 と
し
て
も
読
み
取
れ
る
。
 

@
 
一
 
サ
エ
ン
ス
に
と
っ
て
国
旗
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。
「
 

学
校
の
一
番
の
高
所
に
国
旗
が
あ
る
。
そ
こ
に
全
て
の
視
線
が
集
 ま
る
。
国
旗
ば
あ
ら
ゆ
 

る
 行
為
の
統
合
で
あ
る
。
 

ロ
 …
 山
 子
供
た
ち
は
手
を
叩
き
、
ひ
と
 

つ
に
な
っ
て
祖
国
を
見
上
げ
る
。
 

ロ
 …
 山
 子
供
た
ち
と
同
様
人
々
 
も
 メ
キ
シ
コ
の
感
情
 

を
 知
る
だ
ろ
う
」
⑦
由
の
 コ
ド
お
 お
 @
 メ
 Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
別
の
箇
所
で
サ
エ
ン
 ス
は
 -
 」
れ
を
「
国
旗
の
宗
教
」
と
呼
ん
で
い
る
あ
 い
 の
 コ
ド
 ）
の
㏄
 

睡
 
い
 い
一
。
 

一
円
 -
 
「
社
会
化
す
る
」
と
は
、
サ
エ
ン
ス
の
メ
キ
シ
コ
統
合
論
 

の
鍵
 と
な
る
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
「
社
会
化
す
る
と
は
労
働
を
 
専
門
化
し
分
化
す
る
こ
 

と
 、
責
任
、
利
害
、
使
用
権
を
共
有
す
る
こ
と
、
集
団
的
共
感
、
 

共
通
の
理
想
で
覆
う
こ
と
で
あ
る
。
了
 -
 社
会
化
す
る
と
は
、
 

個
人
と
集
団
と
の
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技
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C
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ド
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q
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コ
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シ
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い
め
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0
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色
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之
ぃ
黛
ひ
コ
 

し
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毛
の
モ
 
，
 目
 
0
 ゴ
コ
 
・
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N
 
の
」
二
口
 

一
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コ
い
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Ⅰ
 
ョ
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㊦
 
コ
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0
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 亡
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い
 コ
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C
 色
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@
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コ
 一
馬
 
Q
 
～
 
ヘ
ヰ
由
ざ
 

q
Q
 
き
 め
ぬ
 
ハ
 
）
 
お
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ぬ
つ
み
び
へ
 

ぬ
由
も
目
 

い
る
ぃ
 

～
も
お
 
力
澁
 
申
 
～
 
-
n
 

め
 ・
 円
 C
 ヨ
 C
 づ
 。
三
 
%
 ヨ
 ・
Ⅳ
 

 
 

Ⅰ
 
こ
 。
口
口
・
 

り
 ・
Ⅰ
 
し
 

間
 、
互
い
に
孤
立
し
た
諸
集
団
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
そ
の
 
総
体
と
の
間
に
、
平
衡
を
築
く
こ
と
で
あ
る
」
あ
 い
 
0
 コ
 
N
 ト
 
の
の
）
 
り
の
 
-
 
。
 

う
 -
 サ
ェ
シ
 ス
は
 ヵ
 ト
リ
ッ
ク
乾
金
を
ネ
イ
シ
ョ
ン
 

抗
斤
め
妨
 ・
け
と
捉
え
て
い
る
。
 ニ
 ・
・
・
 

-
 メ
キ
シ
コ
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
 

 
 

五
 ①
 年
 以
降
政
府
と
リ
ベ
ラ
ル
派
の
反
感
を
月
っ
た
こ
と
に
よ
り
 
、
 私
の
国
で
は
宗
教
は
、
一
体
化
を
促
す
 カ 、
目
的
の
一
致
、
精
 神
約
親
族
関
係
を
 

も
た
ら
さ
な
い
。
メ
キ
シ
コ
の
宗
教
状
況
は
社
会
の
一
体
化
に
反
 
し
て
い
る
」
㊤
 お
コ
 が
下
手
の
（
 
-
 
ミ
 ）
 
C
N
 
ひ
探
 ㍉
 

総
 -
 デ
ュ
ー
イ
は
一
九
二
六
年
に
メ
キ
シ
コ
を
訪
問
し
、
 

サ
エ
 シ
 ス
ら
の
改
革
を
称
賛
す
る
記
事
を
ご
 罠
 三
 %
-
 下
も
㌣
 申
 
～
 
@
q
 
に
 発
 表
し
た
。
そ
の
 
ス
 ペ
 イ
 

ノ
 語
訳
は
公
教
育
省
公
報
に
掲
載
さ
れ
た
㊥
①
 毛
 ①
 
く
し
 N
 ③
。
 

釜
 @
 
 
「
メ
キ
シ
コ
の
学
校
は
外
国
の
学
校
の
方
法
を
卑
し
く
 

真
 似
る
こ
と
を
慎
む
べ
き
で
あ
る
。
先
住
民
教
育
に
関
し
て
、
我
々
 の
 公
教
育
省
に
プ
ロ
テ
 

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 が
介
入
し
た
た
め
、
い
が
み
合
い
が
生
じ
て
い
 

る
 。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
し
た
連
中
は
 、
 我
々
の
先
住
民
に
米
 国
 式
の
保
護
政
策
を
 

適
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
 

@
 ㏄
沼
ロ
 
コ
り
匹
 

0
 の
こ
詔
 
@
 ）
の
 
宝
 ㍉
 

元
 -
 後
に
サ
エ
ン
ス
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
夢
想
す
る
箇
所
で
 
そ
こ
に
「
教
派
に
偏
ら
な
い
図
書
館
が
あ
る
」
こ
と
を
望
ん
で
 
い
る
 
宙
曲
 0
 コ
 
N
 ）
の
の
）
 

Ⅰ
㏄
㏄
 

-
 
。
 



本
稿
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一
九
九
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
 -
 
特
別
研
究
 員
 奨
励
費
 一
 に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
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二九   
三九 
二 五 
頁 年 

五 
一月 
八 一 
五 O 
O 日 

月刊 

書
評
と
紹
介
 

れ
た
。
そ
こ
で
、
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
る
意
味
で
こ
れ
ま
で
の
 
 
 

ま
と
め
て
お
こ
う
と
思
っ
た
の
が
、
本
書
執
筆
の
直
接
的
な
動
 機
 で
あ
 

る
 」
三
一
九
頁
㍉
こ
の
よ
う
な
動
機
か
ら
も
岩
株
結
果
す
る
こ
 と
で
あ
 

る
が
、
本
書
は
、
宗
教
を
非
常
に
幅
広
い
 

額
 占
か
ら
問
題
に
し
て
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
副
題
に
あ
る
よ
う
に
「
宗
教
的
作
用
」
と
い
う
一
本
 
 
 

通
っ
て
い
る
が
、
文
学
を
も
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
が
、
そ
の
 
適
 所
 を
得
 

て
 、
宗
教
現
象
と
い
う
も
の
の
ふ
く
ら
み
を
読
者
に
実
感
さ
せ
  
 

る
 。
お
そ
ら
く
、
著
者
の
講
義
を
聞
い
た
学
生
も
、
宗
教
と
い
う
 
舌
口
 
葉
に
 

つ
き
ま
と
い
が
ち
な
偏
見
を
拭
い
去
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 そ
 の
音
 @
 味
 

で
、
本
書
は
一
般
の
人
々
に
も
推
薦
さ
れ
て
よ
 

ま
ず
最
初
に
本
書
の
構
成
を
見
て
お
こ
う
。
 

序
 

第
一
章
宗
教
性
 

第
二
章
宗
教
 作
 m
 の
諸
連
関
 

第
三
章
 
知
と
信
 

第
四
章
聖
な
る
も
の
の
現
象
 

第
五
章
文
化
と
自
 妖 あ
る
い
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
 

第
六
章
呪
術
的
思
考
と
日
常
性
 

概
略
、
第
三
章
ま
で
は
神
学
や
宗
教
哲
学
の
主
題
が
問
題
と
さ
れ
 
、
第
 

四
章
以
下
に
お
い
て
、
宗
教
社
会
学
、
宗
教
民
族
学
、
宗
教
現
象
 
学
 の
 王
 

題
 が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
若
干
の
 
コ
  
 

 
 

を
し
な
が
ら
、
全
体
の
内
容
を
主
要
な
点
に
絞
っ
て
見
て
い
き
た
 
 
 

 
 

 
 

 
 

「
 序
 」
に
お
い
て
著
者
は
、
広
く
宗
教
現
象
一
般
を
視
野
に
入
れ
 て
、
 

 
 

 
 

宗
教
を
「
宗
教
的
作
用
」
の
面
か
ら
考
察
し
た
い
と
述
べ
る
。
 

そ
 
 
 

 
 

特
定
の
ド
グ
マ
 
や
 実
定
的
宗
教
に
制
約
さ
れ
な
い
た
め
、
宗
教
 独 自
 の
 領
 



域
 と
作
用
を
明
ら
か
に
し
た
い
た
め
、
生
き
た
主
体
の
働
き
と
し
 
て
 捉
え
 

た
 い
 た
め
、
文
化
の
深
淵
と
し
て
の
宗
教
を
内
的
に
明
ら
か
に
し
 
@
@
@
@
@
 

十
八
 
し
 +
.
 

ハ
 

め
 、
と
い
う
四
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
的
作
 
m
 を
 宗
教
的
 

体
験
と
か
宗
教
的
意
識
と
か
い
っ
て
も
よ
い
が
、
一
面
的
な
主
観
 
性
 の
 領
 

域
 に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
宗
教
的
作
用
」
を
用
 
い
た
と
 

述
べ
て
い
る
。
 

第
一
章
で
著
者
は
、
「
宗
教
は
何
の
た
め
に
あ
る
か
」
と
い
う
 
問
  
 

立
ち
向
か
っ
て
い
る
。
日
常
性
に
お
い
て
は
「
わ
れ
わ
れ
の
自
己
 
」
は
 揺
 

る
ぎ
の
な
い
不
変
な
存
在
で
あ
り
、
自
己
中
心
的
に
他
の
全
て
を
 
効
用
性
 

の
 価
値
の
も
と
に
計
量
し
て
配
列
す
る
。
し
か
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
 
が
い
 う
 

よ
う
な
「
限
界
 
況
位
 」
に
遭
遇
す
る
と
、
こ
の
自
己
の
存
在
の
根
 
底
 に
深
 

淵
が
 開
け
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
我
々
の
上
が
一
体
何
の
 
 
 

あ
る
の
か
が
、
本
格
的
な
問
い
と
な
り
、
宗
教
も
ま
た
本
格
的
に
 
問
わ
れ
 

る
こ
と
に
な
る
。
 

宗
教
的
要
求
は
示
教
的
関
心
と
舌
ロ
 
い
 換
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
 

著
者
 

は
そ
れ
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
究
極
的
関
心
」
で
考
え
よ
う
と
す
る
 
 
 

リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
宗
教
と
は
究
極
的
で
あ
る
も
の
に
究
極
的
に
 
関
 わ
る
 

こ
と
で
あ
り
、
宗
教
的
関
心
に
は
、
「
具
体
性
」
と
「
究
極
性
」
 

 
 

二
つ
の
原
理
が
働
く
。
例
え
ば
、
今
・
こ
こ
で
生
き
て
い
る
私
に
 

と
つ
て
 

ど
う
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
な
 契冊
 で
あ
る
。
し
か
し
 
、
 @
-
 

具
体
性
は
時
空
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
 

偶
伎
 小
坪
の
危
険
性
 も
 同
時
 

に
字
 む
こ
と
に
な
る
。
本
来
究
極
的
で
な
 い
 も
の
を
究
極
的
と
す
 
る
 時
、
 

そ
れ
は
「
悪
霊
的
」
と
な
る
。
宗
教
的
制
度
や
儀
礼
、
組
織
も
そ
 
れ
 自
体
 

有
限
で
あ
る
の
に
、
究
極
的
と
さ
れ
る
な
ら
、
偶
像
崇
拝
と
な
る
 こ
う
 

し
た
悪
霊
的
在
り
方
、
偶
像
崇
拝
を
突
破
せ
し
め
る
の
が
、
「
 
究
 極
 W
 に
」
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
有
限
性
を
超
越
せ
し
め
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 そ
れ
を
 

 
 

 
 

 
 

「
深
み
の
次
元
」
と
し
て
い
る
。
 

著
者
は
次
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
を
取
り
上
げ
る
。
シ
ュ
ラ
 
イ
エ
 

 
 
 
 

ル
マ
ッ
ハ
ー
に
と
っ
て
、
宗
教
と
は
宇
宙
の
直
観
と
感
情
を
も
つ
 

こ
と
で
 

あ
る
。
宇
宙
を
直
観
す
る
と
は
、
無
限
な
る
も
の
の
感
情
を
も
つ
 
こ
と
、
 

自
分
が
無
限
な
る
も
の
と
関
わ
っ
て
生
き
て
い
る
と
実
感
す
る
 
@
 
」
と
で
あ
 

る
 。
こ
の
根
本
経
験
こ
そ
宗
教
を
儀
礼
か
ら
も
、
学
問
・
道
徳
か
 
ら
も
 区
 

刑
 す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
と
っ
て
 、
 直
観
 と
 

は
 、
思
惟
な
ど
の
反
省
 作
 m
 を
交
え
ず
、
直
接
対
象
の
及
ぼ
す
 影
 響
 に
よ
 

っ
て
生
じ
る
働
き
で
あ
り
、
感
 盾
 は
そ
の
際
の
王
体
の
反
応
 状
 態
で
あ
 

る
 。
思
惟
や
行
動
が
能
動
的
な
作
用
で
あ
る
こ
と
に
反
し
て
、
 

直
 観
と
感
 

情
は
受
容
的
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
の
前
提
に
は
、
直
観
さ
れ
る
 
対
象
 そ
 

の
も
の
の
根
源
的
で
独
立
し
た
働
き
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
か
く
 
し
て
め
 不
 

教
 的
実
在
は
単
な
る
認
識
の
対
象
で
は
な
く
、
体
験
さ
れ
る
生
き
 
た
 宝
主
 
位
 

な
の
で
あ
る
。
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
始
ま
る
一
九
世
紀
の
自
由
主
義
神
学
 
下
ホ
 

@
 
J
@
 
,
 

宗
教
と
文
化
、
啓
示
と
理
性
の
宥
和
を
は
か
る
文
化
主
義
の
立
場
 
を
 展
開
 

し
た
が
、
 

二
 0
 世
紀
に
入
り
、
バ
ル
ト
に
よ
る
弁
証
法
神
学
に
よ
 って
 厳
 

し
く
批
判
さ
れ
た
。
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
啓
示
と
は
神
が
人
問
と
 
な
っ
て
 

こ
の
地
上
に
現
れ
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
性
に
と
 
っ
て
 不
 

可
 解
で
あ
り
、
魂
を
危
機
に
さ
ら
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
 

キ
 エ
ル
 汗
ノ
 

コ
ー
ル
の
思
想
に
負
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
 

手
 宙
 の
 直
 

観
は
啓
示
な
し
に
魂
の
内
奥
で
感
じ
ら
れ
る
神
で
あ
る
か
ぎ
り
、
 

内
在
的
 

な
 神
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
の
思
想
の
限
界
が
あ
る
。
有
限
性
の
真
 っ
 只
中
 

で
、
無
限
な
る
も
の
と
一
体
と
な
り
、
瞬
間
の
中
で
永
遠
と
な
る
 
 
 



 
 

 
 評

 
-
 
"
 

 
 

有
限
性
の
自
覚
と
時
間
の
概
念
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。
 

こ
う
し
て
著
者
は
、
次
に
時
間
概
念
を
取
り
上
げ
る
。
時
間
的
 
生
 を
克
 

服
す
る
た
め
に
、
古
来
よ
り
水
連
 が
 求
め
ら
れ
た
。
 
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
  
 

こ
れ
を
「
瞬
間
」
の
概
念
で
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
「
永
遠
の
ア
ト
 
ム
 」
と
 

呼
ん
だ
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 
 
 

と
い
う
、
歴
史
の
一
回
 
起
 的
な
出
来
事
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
 

時
  
 

に
 現
れ
る
神
は
、
「
生
け
る
 
伸
 」
で
あ
る
。
神
は
生
け
る
存
在
と
 し
て
 垂
 

面
 的
に
時
間
と
関
わ
っ
て
く
る
。
永
遠
が
時
間
に
切
り
込
ん
で
く
 
る
 時
に
 

ま
た
、
男
と
い
う
人
間
の
有
限
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
罪
の
自
 
買
 は
 、
水
 

遠
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
 
又
 、
水
 せ
圧
 
が
 時
間
 

と
な
っ
た
の
は
、
罪
の
赦
し
の
為
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 
 
 

と
い
う
絶
対
的
逆
説
を
、
背
理
ゆ
え
に
信
じ
る
立
場
を
「
宗
教
性
 
B
 」
と
 

呼
ん
だ
。
瞬
間
は
こ
の
時
、
瞬
間
の
反
復
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
 
と
  
 

に
 生
き
る
こ
と
と
同
義
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
 
ヘ
  
 

い
 」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

以
上
が
第
一
章
の
大
体
の
内
容
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
日
常
性
 
か
 ら
出
 

発
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
い
う
よ
う
な
宗
教
的
立
件
が
成
立
 
す
る
ま
 

で
の
展
開
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。
 

第
二
章
で
は
ま
ず
「
生
命
と
は
何
か
」
を
問
題
と
す
る
。
テ
ィ
 
リ
  
 

に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
生
布
は
「
自
己
同
一
」
「
自
己
超
越
」
「
自
己
 

四
 
%
 仁
柿
 
」
 

の
 三
つ
の
過
程
を
含
む
。
著
者
は
、
こ
の
三
つ
の
過
程
を
「
自
己
 
同
一
」
 

に
 関
し
て
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
盲
目
的
 昔ギ
 b
 、
フ
ロ
イ
ト
 
 
 

ド
日
 
仏
教
で
言
う
煩
悩
な
ど
で
説
明
し
、
「
自
己
超
越
」
に
 

関
  
 

タ
ー
ウ
ィ
ン
の
適
者
生
存
、
ニ
ー
チ
ェ
の
 

力
 へ
の
音
ギ
 b
 、
和
辻
の
 風
土
論
 

な
ど
で
説
明
し
て
い
る
。
「
自
己
遣
帰
」
に
関
し
て
は
、
中
心
へ
 

 
 

衝
動
と
し
て
 
べ
｜
メ
を
 取
り
上
げ
、
ま
た
、
運
命
に
お
い
て
生
ム
 
 
 

よ
う
に
自
己
に
遣
帰
す
る
か
を
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
悲
劇
な
ど
で
 
考
え
よ
 

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
理
知
の
挫
折
」
 

や
へ
  
 

の
き
 G
 巨
 コ
 
%
 
ぬ
の
 
汀
コ
 に
も
同
様
の
構
造
が
見
ら
れ
る
と
し
て
 

 
 

次
に
「
宗
教
に
お
け
る
動
的
な
も
の
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
宗
教
は
 
醇
乎
 

た
る
生
命
の
発
露
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
「
生
ま
 れ
た
七
不
 

教
 」
の
根
底
に
あ
る
「
生
む
宗
教
」
が
問
題
と
さ
れ
る
。
ま
ず
 、
歴
史
 

・
 実
 定
的
な
「
生
ま
れ
た
宗
教
」
に
つ
い
て
概
括
的
に
論
じ
た
 

教
的
 生
の
作
用
連
関
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
、
 と
述
 

も
 的
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。
 

る
 静
的
宗
教
、
動
的
宗
教
、
あ
る
い
は
仮
構
機
能
な
ど
が
簡
明
に
 

が
 見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
比
較
的
自
由
に
、
日
常
的
生
の
構
造
 

ま
と
め
で
あ
り
、
禁
欲
的
な
ほ
ど
、
客
観
的
に
叙
述
し
よ
う
と
す
 

さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
教
育
の
 

ル
ク
ソ
ン
の
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
 

「
作
用
連
関
」
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
用
語
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の
考
え
 

さ
て
著
者
は
、
改
め
て
生
の
自
己
超
越
の
問
題
を
実
存
化
し
て
 

後
、
 べ
 

 
 

授
業
の
 

が
 要
約
 

 
 

べ
ろ
 。
 

る
 姿
勢
 

 
 、

「
十
本
 

ら
始
ま
っ
て
、
宗
教
的
 
生
 が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
叙
述
し
て
   

日
常
的
生
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
パ
ス
 
ヵ
 

 
 

等
 が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
退
屈
や
流
行
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
る
。
 

こ
の
日
 

常
住
に
非
日
常
的
出
来
事
が
襲
い
、
そ
れ
ま
で
信
じ
て
い
た
世
界
 
が
 動
揺
 

 
 

す
る
。
「
超
越
へ
の
場
」
と
し
て
は
「
不
安
」
「
回
心
」
が
玉
韻
 

と
 さ
れ
て
 

 
 

い
る
。
最
後
に
宗
教
的
世
界
が
象
徴
の
世
界
と
し
て
問
題
に
さ
 

 
 

る
 。
世
界
が
聖
な
る
も
の
に
充
た
さ
れ
る
時
、
宗
教
的
世
界
と
な
 
1
2
1
 

切
が
 聖
な
る
も
の
の
象
徴
と
な
る
の
で
あ
る
。
 



第
三
章
で
は
、
「
 知
と
信
 」
の
問
題
が
カ
ン
ト
、
デ
カ
ル
ト
、
 

パ
  
 

ニ
ー
チ
ェ
な
ど
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
カ
ン
ト
 

 
 

て
は
、
か
な
り
の
 
頁
 数
を
割
い
て
、
丁
寧
に
論
述
し
て
お
り
、
 

ま
 た
 教
科
 

書
 で
は
気
づ
か
な
い
よ
う
な
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
 

参
 者
 に
な
 

る
 。
例
え
ば
著
者
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
宗
教
は
道
徳
の
添
え
 
 
 

ぎ
 な
 い
 、
と
い
う
一
般
的
な
批
判
を
、
 

説
 神
力
あ
る
説
明
で
論
駁
  
 

る
 。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
悪
と
は
、
人
間
が
道
徳
法
則
を
自
ら
意
識
 
 
 

ら
 、
な
お
も
道
徳
法
則
か
ら
の
違
反
を
自
ら
の
格
率
の
内
に
採
用
 
す
る
 占
 

に
あ
り
、
そ
う
し
た
 
逆
 倒
す
る
意
志
の
行
為
は
一
切
の
経
験
に
先
 立っ
て
 

お
り
、
時
間
の
内
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
を
い
さ
さ
か
も
含
ま
な
い
 
叡
知
的
 

何
 で
あ
る
。
善
は
自
律
の
自
由
と
し
て
、
理
性
が
理
性
白
身
を
根
 
拙
作
 け
 

る
こ
と
の
出
来
る
自
己
完
結
的
世
界
で
あ
る
が
、
悪
は
そ
の
根
底
 へ
、
 つ
 

ま
り
根
源
 悪
に
 至
る
時
、
人
間
の
意
識
的
立
場
を
超
え
て
、
無
意
 
識
 と
い
 

う
 一
種
の
自
然
の
領
域
へ
踏
み
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
白
状
 

は
突
証
 

科
学
が
扱
う
自
然
の
よ
う
に
決
し
て
対
象
化
さ
れ
え
な
い
。
内
な
 
る
 内
曲
 

は
 、
欲
望
と
か
傾
向
性
と
か
自
愛
と
か
い
っ
た
、
人
間
の
実
存
に
 
と
つ
て
 

は
 
「
自
己
の
内
に
あ
っ
て
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
て
、
い
わ
 

ゆ
る
 自
 

妹
の
世
界
へ
繋
が
っ
て
い
る
。
 

自
殊
 は
こ
こ
で
は
滅
び
の
意
志
 
と
 し
て
 悪
 

を
 内
包
す
る
。
こ
の
自
炊
 
は
 
「
呪
わ
れ
た
も
の
」
と
し
て
究
極
的
 
に
 癒
さ
 

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
 
ケ
 
@
 
し
 
m
 
か
 
り
 
上
巳
 

味
 で
、
臼
伏
 の
 
「
根
底
」
は
、
科
学
で
は
な
く
宗
教
に
よ
っ
て
 

捉
 え
ら
れ
 

る
 。
逆
に
宗
教
は
、
自
然
の
問
題
 一
 
自
己
の
底
に
あ
る
主
体
的
に
 

捉
え
る
 

 
 

「
道
徳
 

は
 不
可
避
的
に
宗
教
に
至
る
」
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
前
述
  
 

に
 、
 日
聖
局
 
善
の
要
請
と
い
う
彼
の
道
徳
的
方
向
か
七
で
は
な
く
、
 

根
源
 悪
 

て る ヒ 萌 さ し 縫 い 題章   「にでに つ に   注 ぐ 神た ル庇     
あ   
者 は教 宗 は貌 いに ト造お l をらめ し ミ / れ て、 しこれ れわ 内神 店かてこ っ 誤 謬ト ル           は避 
こ は                               答 ら 、 れ々 を 著 ・ 佳 

  



書評と紹介 

0 前が奏 スた 佳 くす ア術                                     
妖
 な
る
も
の
を
統
御
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
 

呪
術
を
考
え
る
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
常
時
用
い
ら
れ
て
 
習
 慣
化
 

し
た
「
指
標
」
が
あ
た
か
も
「
信
号
（
自
動
的
な
反
応
の
メ
カ
ニ
 
ズ
ム
 こ
 

で
あ
る
か
の
よ
う
に
 
反
店
 す
る
場
合
で
あ
る
。
我
々
は
制
度
化
さ
 れた
 巨
口
 

葉
 を
一
つ
一
つ
覚
え
な
が
ら
、
そ
の
指
し
示
す
既
成
の
意
味
世
界
 
に
 機
械
 

的
 ・
自
動
的
に
反
応
す
る
。
こ
の
意
味
世
界
は
疑
似
自
然
・
第
一
 

一
の
臼
伏
 

の
 相
を
帯
び
て
く
る
。
言
語
は
本
来
「
標
号
」
 

?
 斤
目
ョ
 -
 で
あ
 っ
て
 、
 

自
然
的
指
標
で
は
な
い
が
、
日
常
的
言
語
は
単
な
る
「
自
然
的
 
指
 標
 」
と
 

化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
あ
た
か
も
信
号
で
あ
る
か
の
よ
う
な
反
応
 
を
す
る
 

な
ら
、
紛
れ
も
な
く
呪
文
の
世
界
が
現
出
し
て
い
る
。
未
開
 
人
が
 絶
え
ず
 

呪
術
を
施
す
よ
う
に
、
日
常
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
不
断
に
因
果
 
推
 論
 を
行
 

い
つ
つ
生
活
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
生
の
営
み
に
お
い
て
原
理
的
 
区
別
は
 

な
い
。
因
果
推
論
に
つ
い
て
、
著
者
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
連
合
 に
 触
れ
 

て
 、
観
念
連
合
が
最
終
的
に
因
果
連
結
に
ま
で
及
ぶ
な
ら
、
直
接
 
桂
一
般
 

と
い
う
生
の
現
実
に
取
っ
て
代
っ
て
、
「
習
慣
」
と
い
う
も
う
 一
 つ
の
 生
 

き
ら
れ
る
世
界
が
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
る
。
ヒ
ュ
 

｜
ム
の
 

い
う
習
慣
が
過
去
の
脈
絡
の
中
に
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
 
、
呪
術
 

的
 世
界
に
生
き
る
者
は
、
神
話
に
橋
渡
し
さ
れ
た
生
を
生
き
る
。
 

神
話
と
 

は
 、
こ
の
場
合
、
過
去
の
先
例
に
よ
っ
て
現
在
を
正
当
化
し
権
威
 
づ
け
、
 

こ
う
し
て
慣
習
を
強
化
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
生
活
の
憲
章
の
意
 味
 で
あ
 

る
 。
呪
術
は
超
日
常
的
な
神
話
の
世
界
と
、
あ
り
き
た
り
の
現
在
 
の
 出
来
 

事
と
の
間
の
裂
け
目
を
橋
渡
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
普
通
と
 
は
 違
っ
 

 
 
 
 

た
 種
類
の
現
実
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
生
き
ら
れ
る
世
界
を
 供
与
す
⑤
 

3
 

2
 

る
 。
 

 
 

以
上
、
本
書
の
内
容
を
見
て
き
た
が
、
著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
、
 

本
書
 



は
 大
字
の
一
般
教
養
「
宗
教
学
」
の
講
義
の
ま
と
め
で
あ
り
、
 

い
 

宗
教
学
全
般
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
宿
命
を
も
っ
て
い
 

 
 

者
の
見
る
と
こ
ろ
、
個
々
の
宗
教
 m 心
想
、
宗
教
理
論
が
、
簡
潔
に
  
 

ら
れ
、
ま
た
読
者
に
さ
ら
に
分
け
入
っ
て
 学 ぼ
う
と
す
る
刺
激
を
  
 

よ
う
に
巧
み
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
の
こ
 

個
々
の
テ
ー
マ
を
著
者
な
り
の
 視
 占
か
ら
深
め
き
れ
て
い
な
い
と
 
 
 

当
 殊
の
結
果
を
生
ん
で
い
る
。
著
者
は
む
し
ろ
そ
れ
を
意
識
し
て
 

 
 

の
か
も
知
れ
な
い
。
日
常
性
か
ら
、
勝
義
の
宗
教
的
実
存
の
成
立
 

行
き
な
ど
、
著
者
の
関
心
の
所
在
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
 

そ
  
 

た
な
著
書
を
期
待
し
て
、
結
び
と
し
た
い
。
 

き
お
い
 

る
。
 筆
 

ま
と
め
 

@
 
え
る
 

と
は
、
 

ム
つ
、
 

趣
け
た
 

一
 
へ
の
道
 

面
の
新
 

      



 
 

学
術
情
報
誌
 
卜
ぎ
姪
薫
 古
き
 ぉ
 Q
a
@
 
ぼ
 ㏄
 た
 e
v
 
む
を
，
 
自
も
ぎ
 き
ま
 ㌣
 卜
養
 

の
 最
新
号
が
、
興
味
深
い
特
集
記
事
を
掲
 而
 
し
て
い
る
 
一
 
Z
 。
 く
 

お
 き
 ㍉
「
聖
な
る
も
の
の
不
在
っ
 

放
逐
」
 

と
 題
す
る
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ア
レ
ン
に
よ
る
そ
の
報
告
は
、
「
 
聖
 」
の
 実
 

奥
山
 
倫
明
 

い
の
 

p
n
o
 

コ
で
 「
の
 

m
m
.
 

し
 o
m
 
（
 
o
 コ
 ・
）
の
の
 

0
.
 

）
Ⅱ
ひ
で
 

口
 ・
 C
 ぴ
 チ
目
 
ト
 

旧
 ま
田
 ヨ
田
 ㌧
下
し
Ⅱ
 

Z
.
 

ぎ
ぼ
賠
ぶ
 ～
～
 
ぉ
呵
 ～
か
め
 
め
額
 ぶ
も
、
 薫
鑓
め
 ミ
 
ズ
 ～
 
ヰ
 ～
 
-
-
 

ぎ
 ぬ
 

キ
隠
お
ぎ
ざ
 

在
を
想
定
す
る
エ
リ
ア
ー
デ
流
の
宗
教
研
究
に
批
判
的
な
北
米
み
 

不
 教
学
会
 

一
フ
 
4
0
 
目
日
 
す
土
 Ⅰ
 
ヨ
の
 「
亡
い
 

い
コ
 Ⅰ
占
の
の
 

o
c
i
a
 

口
 o
 コ
円
 0
 Ⅰ
 古
 
す
の
び
 日
 
ヒ
ロ
 
せ
 っ
円
目
 
刑
 
の
 由
 ㎎
 

 
 

系
の
研
究
者
に
よ
る
、
社
会
科
学
的
な
宗
教
研
究
の
現
状
を
踏
ま
 え
 て
 

執
卸
 

 
 
 
 

筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
ア
メ
リ
 
ヵ
 宗
教
学
会
 
う
ョ
 の
 Ⅰ
 -
 
い
い
 
コ
 

キ
ぃ
 ぃ
ロ
の
 

ヨ
 ギ
三
ヵ
匹
 元
ビ
 コ
 -
 と
 N
A
A
S
R
 

と
の
並
立
に
象
徴
さ
 
れ
る
よ
 

う
な
宗
教
研
究
そ
れ
自
体
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
不
在
を
指
 
摘
 し
つ
 

つ
 、
こ
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
に
は
、
社
会
科
学
と
人
文
学
の
 
狭
間
で
 

明
確
な
方
法
論
も
存
在
意
義
も
持
た
ず
に
ぎ
こ
ち
な
く
進
ん
で
 
ぃ
 く
こ
と
 

が
 、
宗
教
研
究
に
は
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
示
唆
し
て
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
彼
女
が
戯
画
的
に
描
く
よ
五
に
、
ユ
ダ
ヤ
神
秘
 
王
 義
 の
 専
 

門
 家
、
ム
ロ
湾
の
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
研
究
者
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 

神
 学
者
、
 

日
曜
日
の
教
会
出
席
者
数
を
図
表
化
す
る
統
計
学
者
が
シ
ェ
リ
 
｜
 酒
 を
傾
 

け
な
が
ら
談
笑
は
し
て
も
、
仕
事
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
共
有
す
る
 
 
 

な
い
と
い
う
状
況
が
い
か
に
も
あ
り
う
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
 

こ
 の
 記
事
 

で
 回
顧
さ
れ
て
い
る
、
一
九
七
九
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
 
サ
 
ン
タ
・
 

ク
ル
ー
ズ
校
に
お
け
る
宗
教
学
科
の
閉
鎖
が
、
あ
た
か
も
宗
教
学
 
 
 

を
 暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
。
 

も
っ
と
も
し
ば
し
ば
 椰
癒
 さ
れ
も
す
る
宗
教
学
の
方
法
論
的
な
 混
乱
 

は
 、
そ
れ
自
体
を
考
察
の
対
象
と
し
て
今
一
度
取
り
上
げ
て
み
る
 
と
、
む
 

し
ろ
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
も
秘
 
 
 

る
 。
紹
介
の
時
期
と
し
て
は
遅
き
に
失
し
た
感
も
あ
る
が
こ
こ
で
 
 
 

ア
ム
・
 

E
.
 

ペ
イ
ド
ン
の
一
九
九
二
年
の
著
書
を
取
り
上
げ
る
の
 

 
 

書
 を
そ
う
し
た
可
能
性
を
探
求
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
捉
え
 
る
こ
と
 

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ペ
イ
ド
ン
の
著
書
と
し
て
は
、
一
九
八
 
八
年
に
 

刊
行
さ
れ
た
元
巳
あ
ぎ
 ま
ヨ
ぅ
ミ
淀
 
@
H
 ぎ
 
の
 う
 
ま
ち
ぬ
 蕊
 ～
 
q
e
n
 
め
 ぎ
堅
呈
 



書評と紹介 

涛
ミ
憶
ぎ
ミ
 が
「
比
較
宗
教
学
」
の
標
題
で
翻
訳
刊
行
さ
れ
て
お
 り
 
-
 
東
 

尽
大
字
出
版
会
、
一
九
九
三
竿
 -
 、
著
者
と
長
 い
 親
交
を
育
ん
で
 き
た
 訳
 

者
の
阿
部
美
哉
氏
に
よ
る
同
書
の
解
説
に
は
、
そ
の
著
作
の
今
日
 
的
な
意
 

義
 と
と
も
に
 ぺ
 イ
ド
ン
の
学
問
的
経
歴
が
ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
か
 
ら
 描
か
 

れ
て
お
り
参
考
に
な
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
 吏
や
 も
さ
～
～
 

ぉ
吋
連
氏
 簗
 む
ら
 
@
.
Q
 

荘
 

も
前
著
 と
 同
じ
く
、
著
者
の
学
部
学
生
に
対
す
る
永
年
に
わ
た
る
 
教
育
 指
 

導
の
経
験
を
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
一
般
読
者
と
専
門
 
家
 と
の
 

間
の
広
が
り
つ
つ
あ
る
溝
を
埋
め
る
こ
と
を
日
指
し
た
と
い
う
 
簡
 潔
 明
瞭
 

な
 著
作
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
著
者
が
学
説
史
的
な
回
顧
を
 
踏
ま
え
 

つ
つ
試
み
て
い
る
の
は
、
前
著
の
三
題
、
比
較
宗
教
学
を
内
包
す
 
る
さ
ら
 

に
 大
き
な
展
望
の
な
か
に
、
宗
教
学
を
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
る
 
こ
と
で
 

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
方
法
論
上
の
積
極
的
な
意
義
を
宗
教
学
に
見
 
出
す
こ
 

と
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
意
味
で
前
著
に
も
劣
ら
ず
 
意
欲
的
 

な
 著
作
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 

な
か
で
も
こ
の
著
作
の
重
要
性
は
 、
 少
な
く
と
も
一
つ
ぼ
は
そ
の
 

標
題
 

が
 明
示
す
る
よ
う
に
宗
教
の
「
解
釈
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
対
し
 
て
、
と
 

り
わ
け
多
様
な
解
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
に
並
立
し
て
い
る
状
況
 
 
 

て
 、
一
定
の
見
通
し
を
与
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
垂
 

 
 

な
 内
容
を
忠
実
に
要
約
、
論
評
す
る
と
い
う
も
と
よ
り
評
者
の
手
 
に
 余
る
 

企
て
は
あ
き
ら
め
、
解
釈
の
多
様
性
と
い
う
事
態
に
対
す
る
著
者
 
の
 理
解
 

を
 以
下
で
た
ど
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
 

と
こ
ろ
で
ま
ず
そ
も
そ
も
解
釈
と
は
何
か
。
「
第
一
章
解
釈
の
 枠
組
 

み
 」
に
お
い
て
 
ぺ
 イ
ド
ン
が
記
し
て
い
る
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
 

お
お
よ
 

そ
 次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
解
釈
と
は
、
あ
る
観
点
か
ら
 
選
  
 

見
 さ
れ
、
主
に
舌
口
語
を
媒
介
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
環
境
世
界
を
 

意
味
 

の
 枠
組
み
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
翻
訳
、
読
解
  
 

は
 、
解
釈
者
の
依
拠
す
る
解
釈
の
共
同
体
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
 
 
 

そ
の
上
、
解
釈
の
方
法
は
、
厳
密
な
検
証
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
 
科
 学
的
な
 

も
の
か
ら
、
想
像
力
の
働
き
に
ま
か
せ
た
独
創
的
な
も
の
ま
で
 
多
 種
 多
様
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
解
釈
者
の
社
会
の
な
か
で
の
位
置
や
解
釈
の
目
 
酌
 も
考
 

肩
 し
て
み
れ
ば
、
解
釈
そ
れ
自
体
が
社
会
的
行
為
と
し
て
あ
る
 
文
  
 

か
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
に
お
け
 
る
 解
釈
 

者
の
観
点
の
多
様
性
と
対
応
し
て
、
対
象
世
界
が
呈
す
る
様
相
も
 
ま
た
 多
 

様
で
あ
る
。
ペ
 
イ
 ド
ン
に
よ
れ
ば
「
宗
教
 目
 と
い
う
術
語
自
体
が
 
 
 

レ
ン
ズ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
さ
れ
、
解
釈
の
文
脈
、
観
 点
 に
よ
 

り
 、
宗
教
は
定
義
不
能
な
ま
で
の
多
面
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
 

な
お
こ
こ
で
特
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
著
者
に
よ
る
次
の
よ
 
う
 な
 

考
察
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

ぺ
イ
 ド
ン
は
自
己
の
観
点
、
視
座
を
複
 数 の
 観
 

点
 、
視
座
の
な
か
の
一
つ
と
見
な
す
認
識
を
、
今
日
の
同
時
代
的
 
な
 思
考
 

の
 一
つ
の
特
徴
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
思
考
の
含
意
は
そ
れ
に
 

と
ど
ま
 

 
 

た
 認
識
 

は
そ
れ
と
連
動
し
て
、
 
一
 
少
な
く
と
も
理
念
上
は
と
舌
口
う
べ
き
だ
 
ろ
 う
 が
 -
 

自
己
回
帰
的
な
内
省
か
ら
自
己
の
限
定
性
へ
の
自
覚
を
促
し
、
 

多
 元
主
義
 

的
な
思
考
へ
と
解
釈
者
を
誘
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
 
。
著
者
 

は
 自
己
の
限
定
性
へ
の
内
省
と
多
元
主
義
的
な
思
考
と
を
、
お
そ
 
ら
く
 相
 

互
 媒
介
的
、
共
 
起
 的
に
生
成
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
 る 。
中
入
 
ギ
 

 
 

書
 が
試
み
て
い
る
の
も
事
実
、
宗
教
に
対
す
る
多
元
三
表
的
な
考
 
察
 で
あ
 

 
 

り
 、
そ
れ
は
以
下
で
確
認
す
る
 

よ
う
 に
読
者
、
す
な
わ
ち
新
た
な
 

 
 

 
 

 
 

三
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
け
る
内
省
へ
と
導
い
て
い
る
。
 

 
 



一
 一
 

 
 

ペ
イ
ド
ン
の
多
元
主
義
的
な
考
察
は
、
実
質
的
に
は
「
第
二
章
 疑
問
 

 
 の

提
丁
 
@
 
上
木
教
へ
の
批
判
的
な
解
釈
」
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
で
 

取
り
上
 

げ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
お
お
よ
そ
一
八
世
紀
以
降
の
宗
教
批
判
 
論
 と
し
 

て
の
合
理
正
義
の
立
場
か
ら
の
宗
教
批
判
で
あ
る
。
そ
う
し
た
 
立
 場
か
ら
 

は
 啓
示
や
奇
跡
と
い
っ
た
も
の
へ
の
建
白
 殊
 的
な
信
仰
が
、
理
性
   

し
た
「
原
始
Ⅰ
未
開
の
思
考
」
の
産
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
 

ム
 口
理
 、
王
 
@
 

0
 枠
組
み
の
な
か
で
理
神
論
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
、
草
創
 
斯
 の
 人
 類
 学
に
 

お
け
る
進
化
論
的
な
宗
教
起
源
論
、
実
証
主
義
哲
学
が
簡
単
に
振
 
り
 返
ら
 

れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
続
い
て
宗
教
を
人
間
の
本
性
に
由
来
す
 
る
 欲
求
 

に
 基
づ
い
た
社
会
的
な
、
あ
る
い
は
心
理
的
な
投
射
に
よ
る
構
成
 
物
と
捉
 

え
る
、
神
的
な
起
源
論
に
代
わ
る
い
わ
ば
「
宗
教
の
人
間
的
起
源
 
論
 」
 が
 

回
顧
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
疎
外
の
状
況
下
で
支
配
階
級
が
 
権
 力
 を
偽
 

装
 、
温
存
す
る
た
め
の
幻
想
の
幸
福
と
し
て
宗
教
を
捉
え
る
マ
ル
 
ク
ス
、
 
王
 

義
の
宗
教
論
に
加
え
て
、
自
我
の
発
達
時
に
抑
圧
さ
れ
た
無
意
識
 
の
 内
容
 

が
 昇
華
し
た
集
団
的
な
神
経
症
、
夢
想
と
し
て
宗
教
を
捉
え
る
 
フ
 

ス
 主
義
に
加
え
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
さ
ら
に
そ
の
他
の
立
場
か
ら
 
 
 

 
 

の
 宗
教
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ペ
イ
ド
ン
に
よ
る
と
、
 

こ
  
 

「
宗
教
の
人
間
的
起
源
論
」
は
社
会
、
あ
る
い
は
個
人
の
心
を
宗
 

教
 に
よ
 

る
 
「
非
人
間
的
な
抑
圧
」
か
ら
解
放
す
る
実
践
的
な
効
用
を
持
っ
 

 
 

あ
る
。
 

さ
ら
に
こ
の
章
で
は
、
新
約
聖
書
に
対
す
る
一
九
世
紀
以
降
の
批
 
 
 

な
 分
析
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
歴
史
的
な
産
物
と
し
て
 
聖
 典
 、
伝
 

統
 、
価
値
観
を
捉
え
よ
う
と
す
る
あ
る
意
味
で
の
歴
史
主
義
と
、
 

 
 

れ
て
き
た
、
宗
我
が
社
会
に
及
ぼ
す
悪
影
響
へ
の
批
判
、
ま
た
々
 

不
 教
 そ
の
 

も
の
へ
の
批
判
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
章
で
取
り
上
げ
 
ら
れ
る
 

 
 

こ
う
し
た
宗
教
批
判
論
に
対
す
る
著
者
の
見
解
の
な
か
で
、
と
り
 
わ
け
重
は
 

要
 だ
と
思
わ
れ
る
の
は
次
の
占
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 ぺ
 イ
ド
ン
 
に
よ
る
 

 
 
 
 

と
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
批
判
論
は
各
々
に
と
っ
て
の
抑
圧
へ
の
 
朝
 復
 と
も
 

言
う
べ
き
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
 
&
 小
数
 の
 

各
特
徴
は
必
ず
し
も
宗
教
の
全
体
と
し
て
の
特
徴
と
い
う
わ
け
 で
は
な
 

ぃ
 。
各
宗
教
批
判
論
は
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
西
洋
の
宗
教
、
特
 
に
空
室
田
 

に
 基
づ
く
唯
一
神
信
仰
に
対
す
る
、
同
じ
く
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
 
た
 額
白
 

か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
宗
教
に
関
す
る
一
般
 
埋
 論
 を
引
 

き
 出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
著
者
は
捉
え
て
い
る
。
 

次
に
 ぺ
 イ
ド
ン
が
取
り
上
げ
る
の
は
社
会
学
的
、
人
類
学
的
な
 
宗
 教
理
 

論
 で
あ
る
。
「
第
三
章
社
会
と
宗
教
と
の
対
応
」
に
お
け
る
 著
 者
の
議
 

論
の
基
調
は
、
社
会
的
な
構
成
切
と
し
て
の
宗
教
理
解
に
あ
る
。
 

こ
こ
で
 

ま
ず
回
顧
さ
れ
る
の
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 
原
住
 民
の
ト
 

｜
テ
 ミ
ズ
ム
か
ら
構
想
を
得
た
宗
教
の
社
会
起
源
論
で
あ
る
。
 

す
 な
わ
ち
 

そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
が
捧
持
す
る
聖
な
る
動
植
物
、
ト
ー
テ
ム
が
 
社
 会
の
ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
 デュ
ル
ケ
  
 

聖
な
る
象
徴
を
中
心
と
す
る
信
念
と
儀
礼
の
体
系
と
し
て
の
宗
教
 
を
、
社
 

会
 、
す
な
わ
ち
精
神
の
共
同
体
の
理
念
的
表
象
と
 
，
兄
 
な
し
た
こ
と
 
が
ま
ず
 

は
 確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
ぺ
イ
ド
ン
は
、
社
会
集
団
の
価
 
値
 観
の
 

表
現
と
し
て
の
宗
教
の
具
体
的
な
様
態
を
、
信
念
と
儀
礼
の
そ
れ
 
 
 

面
か
ら
次
の
よ
う
に
列
挙
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
前
者
と
の
関
連
 
で
は
、
 

社
会
の
起
源
を
物
語
る
創
世
神
話
、
社
会
と
文
化
を
反
映
し
た
 神
約
 表
 

象
 、
そ
れ
ら
超
人
間
的
存
在
と
人
間
と
の
関
係
に
反
映
さ
れ
た
 
社
 全
的
、
 

文
化
的
な
価
値
観
に
つ
い
て
舌
口
 反
 し
、
ま
た
後
者
と
の
関
連
で
は
 

年
中
行
 



書評と紹介 

事
 、
通
過
儀
礼
な
ど
の
社
会
的
行
為
と
し
て
の
儀
礼
や
祭
り
が
、
 

集
団
の
 

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ー
の
 
再
 創
造
、
集
団
の
紐
帯
の
強
化
、
社
会
 の
成
 @
 
貝
 

と
し
て
の
参
加
者
の
立
場
の
再
確
認
と
い
っ
た
役
割
の
ほ
か
、
 

巡
 礼
 に
お
 

い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
既
成
の
社
会
的
役
割
や
位
階
制
を
超
越
し
 
た
 新
た
 

な
 共
同
性
の
実
現
の
役
割
を
も
果
た
す
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
デ
ュ
ル
ケ
ム
的
な
宗
教
論
に
加
え
て
、
こ
の
章
で
 
は
さ
 

ら
に
 ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
を
踏
ま
え
た
、
社
会
的
・
文
化
 
的
な
価
 

値
 観
の
諸
類
型
と
宗
教
的
世
界
観
と
の
対
応
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
 
が
 回
顧
 

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
社
会
の
規
模
と
社
会
の
諸
 
機
  
 

化
の
度
合
い
か
ら
見
た
社
会
組
織
の
歴
史
的
諸
類
型
と
、
そ
れ
に
 
対
応
す
 

る
 宗
教
の
特
徴
、
社
会
秩
序
と
の
関
連
に
お
け
る
対
極
的
な
二
種
 
類
 の
山
下
 

教
の
機
能
（
社
会
制
度
の
維
持
と
強
化
、
ま
た
逆
に
既
成
の
社
 
ム
 
&
 制
度
に
 

対
す
る
革
新
と
新
た
な
共
同
体
の
提
示
）
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
 
い
る
。
 

そ
の
上
で
特
に
既
成
宗
教
、
世
俗
社
会
、
社
会
的
抑
圧
に
抗
す
る
 
宗
教
 運
 

動
の
諸
事
例
を
著
者
は
列
挙
し
、
さ
ら
に
 妓
 霊
祭
儀
や
隠
者
生
活
 、
ま
た
 

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
新
宗
教
運
動
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
の
「
 
メ
 ガ
 
・
 チ
 

サ
ー
チ
」
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て
も
社
会
学
的
な
解
釈
が
加
え
 
ら
れ
て
 

い
る
。
 

宗
教
の
多
様
性
の
解
釈
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
社
会
的
、
文
化
 
的
な
 

枠
組
み
か
ら
の
宗
教
解
釈
で
は
あ
る
が
、
ペ
 

イ
 ド
ン
は
こ
う
し
た
 
解
釈
の
 

視
座
に
も
そ
れ
自
体
の
限
界
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
 
社
ム
 ム
 
な
り
、
 

文
化
な
り
と
い
う
概
念
は
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
 
解
釈
の
 

対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
枠
組
み
は
選
択
さ
れ
た
も
の
で
も
 
あ
り
、
 

歴
史
の
な
か
の
あ
る
文
脈
に
依
存
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
上
 
、
社
会
 

的
 、
文
化
的
な
枠
組
み
が
唯
一
の
視
座
と
い
う
わ
け
で
も
が
れ
。
 

ま
た
 文
 

化
 、
歴
史
、
経
験
の
一
回
 起
性
は
 、
一
般
化
を
目
指
す
社
会
科
学
 の
 原
理
 

か
ら
は
捉
え
切
れ
な
い
独
特
で
自
律
的
な
創
造
的
側
面
を
持
っ
て
 
い
る
と
 

著
者
は
指
摘
し
て
も
い
る
。
さ
ら
に
社
会
が
宗
教
を
創
る
と
し
て
 
も
、
ま
 

た
 逆
に
宗
教
が
社
会
を
創
る
面
も
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
 

宗
 教
が
社
 

会
を
解
釈
す
る
視
座
に
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
 
い
 。
 

つ
と
も
宗
教
そ
れ
自
体
を
視
座
と
す
る
解
釈
に
先
立
つ
て
、
こ
れ
 

に
 続
く
 

い
 く
 っ
 か
の
章
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
さ
ら
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
 
ば
な
ら
 

 
 

ペ
イ
ド
ン
が
「
第
四
章
心
と
神
々
と
の
対
応
」
に
お
い
て
主
に
 取
り
 

上
げ
る
の
は
、
解
釈
枠
組
み
と
し
て
の
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
で
 
あ
る
。
 

こ
こ
で
著
者
は
ユ
ン
グ
に
お
け
る
心
の
多
層
的
な
構
造
の
理
論
を
 
振
り
返
 

り
 、
そ
の
上
で
宗
教
的
象
徴
に
対
す
る
ユ
ン
グ
派
の
解
釈
を
い
く
 つか
の
 

占
か
ら
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
意
識
と
無
意
識
か
 
ら
な
る
 

「
 心
 」
は
 、
 単
な
る
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
集
合
的
な
構
造
と
 
し
て
 継
 

承
 き
れ
た
も
の
で
あ
る
。
意
識
的
人
格
の
中
心
で
あ
る
自
我
は
 
、
 無
意
識
 

を
 媒
介
に
「
自
己
」
の
元
型
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
意
 
識
 と
毎
 

意
識
を
統
合
し
た
「
全
体
性
」
へ
と
発
達
し
て
ゆ
く
。
な
お
神
の
 イ
メ
ー
 

ジ
は
 自
己
の
元
型
と
対
応
し
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
神
は
 心
 が
生
 

み
 出
す
も
の
と
言
え
る
。
こ
う
し
て
ユ
ン
グ
派
で
は
、
人
問
と
神
 
と
の
 関
 

係
 、
宗
教
体
験
、
救
済
等
は
自
我
と
自
己
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
 
ら
れ
る
 

こ
と
に
な
る
。
 

実
際
ペ
イ
ド
ン
は
、
自
我
の
発
達
と
神
話
の
諸
段
階
、
宗
教
経
験
 の
さ
 

 
 

ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
と
の
対
応
関
係
に
注
目
し
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
 
る
と
 自
 

㈱
 

我
が
環
境
、
あ
る
い
は
母
親
に
依
存
し
て
い
る
段
階
は
、
苦
悩
を
 知
ら
な
Ⅲ
 

い
 神
話
的
な
至
福
の
楽
園
状
況
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
 
て
、
や
 



が
て
自
我
の
意
識
と
と
も
に
生
ま
れ
る
信
頼
の
み
な
ら
ず
恐
怖
も
 
感
じ
る
 

よ
う
な
相
反
感
情
は
、
馬
籠
の
み
な
ら
ず
恐
怖
も
も
た
ら
す
神
々
 
 
 

し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
自
我
が
自
立
に
向
か
う
青
年
期
に
 
つ
い
て
 

は
 、
成
年
式
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
修
道
生
活
や
秘
密
結
社
へ
 
の
 参
加
 

と
の
対
応
、
楽
園
か
ら
の
追
放
と
い
っ
た
玉
韻
、
ま
た
神
話
上
の
 
英
雄
が
 

象
徴
的
な
死
と
再
生
の
な
か
で
恐
怖
を
克
服
す
る
過
程
な
ど
が
 
関
 連
 づ
け
 

ら
れ
る
。
さ
ら
に
自
立
し
た
自
我
が
自
ら
の
 

弱
 占
や
未
熟
さ
と
 
直
 面
し
、
 

そ
の
葛
藤
か
ら
や
が
て
自
我
の
統
合
に
至
る
過
程
は
、
神
秘
的
 
結
 婚
 や
村
 

立
物
の
調
和
と
い
っ
た
象
徴
と
対
応
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
 
る
 。
 

ペ
イ
ド
ン
は
ま
た
、
 
ュ
 ン
ク
派
に
よ
る
自
我
の
発
達
と
い
う
額
白
 

に
 -
 
Ⅴ
 

っ
た
 宗
教
史
の
再
解
釈
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
西
洋
の
宗
教
 
立
 と
の
 

関
連
に
限
っ
て
議
論
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
そ
こ
で
ま
 
す
 
。
 指
摘
 

さ
れ
る
の
は
自
我
の
発
達
に
先
立
つ
段
階
の
「
太
母
」
の
象
徴
と
 
女
神
の
 

時
代
と
の
対
応
、
ま
た
明
確
な
自
我
意
識
の
自
律
的
な
固
定
化
と
 
男
性
交
 

配
 に
よ
る
強
大
な
政
治
的
王
権
の
時
代
と
の
対
応
で
あ
る
。
さ
ら
 
に
 自
我
 

が
禾
 形
成
の
「
 田
紬
 以
前
」
の
段
階
と
尊
大
で
感
情
的
な
旧
約
聖
 
書
の
ヤ
 

ハ
ウ
ェ
と
が
 問
辿
 づ
け
ら
れ
る
。
一
方
、
意
識
が
発
達
し
人
問
 ら
 し
さ
が
 

獲
得
さ
れ
る
段
階
に
は
人
間
的
な
苦
し
み
を
味
わ
う
受
肉
し
た
 
神
 イ
エ
ス
 

が
 対
応
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
ま
た
自
己
の
内
に
あ
る
キ
リ
ス
 
ト
 教
徒
 

と
 反
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
倫
理
的
な
葛
藤
は
、
ヨ
ハ
ネ
 
獣
 赤
緑
 の
 
 
 

子
 」
と
「
闇
の
子
」
の
戦
い
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
 ュ
  
 

と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
と
悪
魔
の
対
立
を
含
む
す
べ
て
の
 
一
一
一
万
 

払
珊
 

的
 神
話
は
、
自
我
の
影
の
投
影
と
い
う
占
か
ら
も
、
ま
た
分
裂
し
 
た
 自
己
 

の
 全
体
性
の
回
復
と
い
う
点
か
ら
も
在
日
に
値
す
る
。
た
と
え
ば
 
 
 

間
へ
の
受
肉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、
神
的
部
分
と
人
間
的
部
分
 
が
 一
体
 

化
し
、
自
己
と
自
我
と
の
統
一
を
表
す
元
型
と
見
な
さ
れ
る
が
、
 

 
 

 
 

ト
の
 イ
メ
ー
ジ
に
は
罪
の
余
地
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
人
間
的
な
 全
体
性
は
 

は
 欠
如
し
て
い
る
。
こ
こ
に
神
と
二
元
論
的
に
対
 侍 す
る
悪
魔
が
 出
現
す
 

 
 
 
 

る
 可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
 

心
 、
曲
 釜
 思
議
、
自
己
と
い
っ
た
概
念
が
宗
教
現
象
を
説
明
す
る
 

上
 で
一
 

定
の
有
効
性
を
持
つ
こ
と
を
認
め
、
ペ
イ
ド
ン
は
ユ
ン
グ
心
理
学
 によ
る
 

宗
教
解
釈
を
あ
る
程
度
評
価
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
，
」
 

れ
 も
ま
た
 

あ
り
う
る
解
釈
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
認
識
で
あ
 
る
 。
 こ
 

ぅ
 
し
て
次
に
こ
の
著
者
が
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
 社
 会
 、
文
 

化
 、
あ
る
い
は
心
理
と
い
っ
た
解
釈
枠
組
み
を
離
れ
た
、
宗
教
 
そ
 れ
 自
体
 

の
観
 占
か
ら
の
宗
教
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
先
に
記
し
 たよ
う
 

に
 前
著
「
比
較
宗
教
学
」
が
邦
訳
さ
れ
て
い
る
点
も
考
慮
し
、
 

内
 容
 的
に
 

重
な
る
「
第
五
章
宗
教
研
究
に
お
け
る
比
較
の
視
座
」
に
つ
い
 て
は
 重
 

要
 だ
と
思
わ
れ
る
論
白
 
は
 つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
だ
け
に
す
る
。
 

比
較
の
視
座
は
 
ぺ
 イ
ド
ン
に
よ
る
と
、
三
題
と
し
て
の
宗
教
を
類
 
 
 

と
 相
違
点
、
部
分
と
全
体
、
連
続
と
差
異
、
様
式
と
革
新
と
い
っ
 
た
 相
互
 

関
係
の
な
か
で
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
 
現
 象
の
独
 

持
な
 革
新
性
は
、
共
通
性
の
あ
る
他
の
現
象
と
の
差
異
と
し
て
 
初
 め
て
 認
 

誠
 で
き
、
ま
た
あ
る
主
題
の
な
か
の
変
異
体
を
把
握
す
る
こ
と
で
 
三
題
 目
 

体
の
特
性
も
さ
ら
に
深
く
理
解
で
き
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
 
重
要
な
 

の
は
、
比
較
宗
教
が
宗
教
の
類
似
占
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
も
の
で
 
 
 

と
い
う
点
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
多
様
性
こ
そ
が
比
較
に
よ
る
 
理
解
の
 

中
心
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
世
界
の
創
造
と
い
う
共
通
の
活
 
動
 に
参
 

与
し
続
け
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
世
界
を
創
造
し
て
 
 
 

で
あ
り
、
共
通
の
宗
教
構
造
に
新
た
な
意
味
と
価
値
を
付
け
加
え
 
て
い
る
 



書評と 

際そ 

紹介 

で 」 の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
の
分
類
、
類
型
化
の
試
み
に
お
い
 

て
も
、
 

差
異
の
対
照
 
性
 の
な
か
で
各
類
型
の
特
性
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
 

が
 目
指
 

さ
れ
る
。
も
っ
と
も
類
型
論
は
固
守
す
べ
き
断
言
と
い
う
よ
り
は
 
、
む
し
 

ろ
 検
討
す
べ
き
仮
説
で
あ
る
こ
と
も
著
者
は
明
記
し
て
い
る
。
 

比
較
宗
教
は
宗
教
そ
れ
自
体
の
解
釈
枠
組
み
を
一
部
と
し
て
含
む
 一
円
 
疋
 

の
 視
座
を
提
供
す
る
が
、
こ
の
視
座
に
対
す
る
批
判
的
な
考
察
か
 
 
 

ド
ン
が
確
認
し
て
い
る
の
は
以
下
の
占
で
あ
る
。
ま
ず
比
較
が
 
完
 全
 に
価
 

値
 自
由
に
客
観
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
こ
の
 
件
 組
み
は
 

宗
教
に
関
す
る
狭
量
な
考
え
に
対
し
て
も
、
社
会
的
、
心
理
的
な
 
鶴
吉
 か
 

ら
の
み
宗
教
を
捉
え
る
立
場
に
対
し
て
も
矯
正
的
な
役
割
を
果
た
 
 
 

で
あ
る
。
ま
た
様
式
論
、
類
型
論
は
歴
史
的
独
自
性
や
文
脈
ご
と
 
の
 意
味
 

を
 切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
る
と
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
が
、
著
者
 
の
 立
場
 

は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
む
し
ろ
差
異
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
り
 
、
多
様
 

な
 事
例
は
そ
れ
ぞ
れ
共
通
す
る
様
式
の
一
表
現
型
と
捉
え
ら
れ
て
 
 
 

も
っ
と
も
す
べ
て
の
様
式
が
普
遍
的
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
地
域
 
的
な
 様
 

式
を
考
慮
す
る
必
要
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
比
較
論
 
と
 民
族
 

誌
的
 、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
調
査
と
の
結
合
と
い
っ
た
方
向
が
示
 され
て
 

 
 こ

こ
で
は
さ
ら
に
比
較
の
視
座
が
、
宗
教
な
り
、
重
な
り
と
い
っ
 

た
概
 

念
の
実
在
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
は
独
立
に
、
行
為
と
象
徴
の
体
系
 と
し
て
 

の
 宗
教
を
対
象
に
設
定
で
き
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
視
座
は
宗
教
の
 
真
偽
 や
 

正
邪
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
も
の
で
は
な
く
宗
教
の
理
解
を
目
指
 
 
 

め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
判
断
や
評
価
の
試
み
 

 
 

れ
 自
体
を
ま
た
別
の
視
座
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
 。
 実
 

重
要
な
一
つ
の
解
釈
の
枠
組
み
と
し
て
、
ペ
イ
ド
ン
は
判
断
や
評
 
 
 

を
 含
み
う
る
宗
教
内
部
か
ら
の
視
座
を
次
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
 

一
 第
六
章
宗
教
の
宗
教
的
解
釈
１
１
内
側
か
ら
の
見
方
」
は
 

宗
教
 

的
 舌
口
語
そ
れ
自
体
も
ま
た
解
釈
の
枠
組
み
で
あ
る
と
い
う
鋭
吉
 

に
 立
ち
、
 

解
釈
と
い
う
行
為
を
通
じ
た
宗
教
の
形
成
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
 
 
 

に
 対
応
し
最
終
的
に
 
@
 語
を
超
越
す
る
に
至
る
宗
教
に
お
け
る
 埋 解
 の
 深
 

化
 、
ま
た
理
解
と
宗
教
的
能
力
、
宗
教
意
識
の
変
容
と
の
関
係
等
 
 
 

て
 論
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
解
釈
の
一
つ
の
視
座
と
し
て
興
味
  
 

は
 、
宗
教
の
多
様
性
に
関
す
る
宗
教
的
解
釈
が
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
 て
い
る
 

白
 
で
あ
る
。
ペ
イ
ド
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
例
に
、
他
宗
教
 
の
 存
在
 

が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
を
振
り
返
り
、
近
年
の
試
み
 とし
て
 

多
元
主
義
、
宗
教
間
対
話
、
ま
た
教
義
な
ど
の
歴
史
的
相
違
を
超
 
越
し
た
 

宗
教
性
の
霊
的
な
、
ま
た
体
験
的
な
解
釈
と
い
っ
た
議
論
に
ま
で
 
説
き
及
 

 
 

著
者
に
よ
る
と
今
日
で
は
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
自
体
が
他
の
宗
教
 か
ら
 

の
 批
判
的
な
解
釈
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
解
釈
 
は
、
す
 

べ
て
の
宗
教
が
同
一
の
至
高
の
実
在
を
目
指
し
て
い
る
と
す
る
 

普
 遍
 主
義
 

の
 立
場
か
ら
の
他
年
壮
解
釈
と
と
も
に
、
す
で
に
触
れ
た
比
較
 
宗
 教
 の
 視
 

座
と
 密
接
な
関
仔
を
持
ち
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
教
的
弓
 

一
 
口
語
が
批
 

判
 的
に
検
討
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
客
観
性
や
中
立
性
を
標
 
傍
す
 る
 科
学
 

約
言
語
も
ま
た
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
今
日
で
あ
れ
ば
、
 

宗
教
的
 

解
釈
に
一
章
を
割
く
こ
と
は
確
か
に
心
殊
的
な
構
成
の
あ
り
方
と
 
思
わ
れ
 

る
 。
実
際
、
著
者
が
記
す
 よ う
に
、
宗
教
を
心
理
学
的
に
解
釈
で
 き
る
の
 

 
 
 
 

と
 同
様
に
心
理
学
的
欲
求
を
偽
装
さ
れ
た
宗
教
的
欲
求
と
解
釈
す
 
る
こ
と
 

儀
 

も
 可
能
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
正
当
な
解
釈
の
枠
組
み
に
ほ
か
な
ら
 
 
 

 
 

で
あ
る
。
 



で
さ
ら
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
に
違
い
な
 

で
 提
示
 

一
 

 
 

以
上
振
り
返
っ
て
き
た
本
論
に
当
た
る
部
分
に
加
え
て
、
本
書
に
 

 
 

自
体
、
私
た
ち
が
歩
ん
 

 
 
 
  
 

で
い
く
際
の
実
践
項
目
と
な
り
つ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

論
 部
と
も
舌
ロ
う
べ
き
二
つ
の
章
が
続
い
て
い
る
。
「
第
七
章
 

解
  
 

 
 

脈
 依
存
性
」
は
、
そ
の
草
頭
自
体
が
多
元
主
義
的
視
座
の
基
盤
を
 
示
し
て
 

い
る
。
ペ
イ
ド
ン
は
、
さ
ま
 
ぎ
 ま
な
状
況
 卜
で
 多
様
な
目
的
を
抱
 い
た
 解
 

訳
者
、
解
釈
学
的
に
舌
口
っ
て
解
釈
の
過
相
ヰ
 
-
 
の
も
の
に
循
環
的
に
 
影
響
を
 

及
ぼ
す
解
釈
の
対
象
、
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
受
け
手
 
と
し
て
 

の
 聴
衆
・
読
者
を
も
想
定
し
て
、
解
釈
が
そ
れ
ら
を
要
素
と
す
る
 
 
 

な
か
で
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
多
様
な
解
釈
者
、
多
 様
な
 聴
 

衆
 
・
読
者
、
そ
し
て
多
様
な
解
釈
対
象
が
複
ム
ロ
的
に
形
成
す
る
 

解
  
 

脈
の
多
様
性
こ
そ
、
ペ
イ
ド
ン
が
本
書
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
き
 

-
 
た
 主
題
 

解
釈
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義
は
 、 著
者
の
 

見
る
と
こ
ろ
開
か
れ
た
終
わ
り
な
き
内
省
性
と
意
味
の
共
存
を
招
 
来
す
る
 

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
で
は
そ
れ
は
、
い
か
な
る
意
義
を
 
 
 

 
 

ペ
イ
ド
ン
は
最
終
章
で
あ
る
「
第
八
章
多
元
性
 

｜
 問題
と
含
 土
忌
」
 

に
お
い
て
、
多
元
主
義
的
解
釈
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
検
討
  
 

る
 。
解
釈
枠
組
み
の
多
元
主
義
が
帰
結
す
る
「
新
た
な
相
対
性
」
 

に
 関
し
 

て
、
 彼
は
こ
こ
で
舌
口
 う
 相
対
性
が
、
差
異
を
認
め
明
ら
か
に
し
、
 

自
己
 
へ
 

の
 反
古
を
促
ず
も
の
だ
と
記
し
て
い
る
。
ペ
イ
ド
ン
は
ま
た
本
書
 
の
 末
尾
 

に
お
い
て
、
宗
教
の
問
題
は
私
た
ち
の
実
存
的
な
生
の
間
短
と
連
 
結
し
て
 

い
る
と
指
摘
し
て
も
い
る
。
人
間
の
想
像
力
が
、
著
者
の
舌
口
う
と
 

お
り
ま
 

だ
 枯
渇
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
世
界
と
生
の
意
味
は
い
ま
だ
 
汲
  
 

さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
後
、
私
た
ち
が
 
肥
 遇
す
る
 新
 た
な
 世
 

界
 に
お
い
て
、
相
対
性
が
促
す
「
謙
虚
さ
の
レ
ッ
ス
ン
」
は
 

、
そ
 の
 意
味
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一
 一
 

水
は
生
命
の
根
源
で
あ
る
。
生
命
は
海
で
誕
生
し
、
人
間
は
陸
上
 世
界
 

の
 覇
者
と
な
っ
た
が
そ
の
身
体
の
三
分
の
二
は
水
だ
。
宇
宙
か
ら
 地
球
を
 

眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
宇
宙
飛
行
土
の
多
く
は
青
く
輝
く
地
球
の
 美
し
さ
 

に
神
々
し
さ
さ
え
感
ず
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
  
 

卍
が
 、生
命
を
育
む
水
に
恵
ま
れ
た
宇
宙
の
中
で
特
権
的
な
 「
 
水
 惑
星
」
で
 

書
 

あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
科
学
者
た
ち
は
、
水
の
存
 
在
 と
生
命
の
存
 

の
 記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 

一
 
・
水
の
原
風
景
１
目
 殊
と
 心
を
 っ
な
ぐ
 も
 の
 」
で
 

発
表
し
た
も
の
を
各
執
筆
者
が
後
に
書
き
あ
ら
た
め
、
当
時
の
質
 
疑
 
・
 討
 

論
 内
容
を
あ
わ
せ
て
編
集
し
た
も
の
で
す
。
」
と
、
あ
っ
た
。
 

福
 井
 氏
の
 

出
身
地
は
安
来
市
。
こ
の
シ
ン
ポ
ン
 ウ
ム
 の
仕
掛
け
人
は
、
付
記
 
か
ら
 推
 

測
 す
る
と
、
安
来
清
水
寺
貫
主
清
水
谷
 善圭
氏
 の
よ
 う
 で
あ
る
。
 

地
方
の
時
代
と
い
わ
れ
て
久
し
く
、
経
済
や
政
治
の
分
野
で
は
、
 

か
な
 

り
 地
方
の
時
代
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
文
化
と
学
問
 
の
 分
野
 

 
 

本
書
の
 

成
立
過
程
を
み
る
と
、
ウ
ム
 

｜
 と
う
な
っ
て
し
ま
う
。
文
化
や
学
 
 
 

野
 に
ち
、
地
方
の
時
代
が
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
 
せ
る
か
 

ら
で
あ
る
。
し
か
し
地
方
の
時
代
と
は
、
単
に
地
方
で
何
か
を
や
 
る
、
開
 

催
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
の
独
創
 
 
 

け
れ
ば
駄
目
で
あ
る
。
本
書
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
 
シ
ン
  
 

ム
 
・
メ
ン
バ
ー
も
か
な
り
地
元
の
選
択
基
準
で
え
ら
ば
れ
た
の
 で
あ
ろ
 

う
 。
通
常
の
学
問
ル
ー
ト
で
は
め
っ
た
に
出
会
わ
な
い
よ
う
な
論
 
客
 が
一
 

同
に
会
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
安
来
市
で
、
こ
う
し
た
シ
ン
ポ
ジ
 
ウ
ム
 開
 

催
 に
努
力
し
た
裏
方
の
面
々
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
。
 

在
 を
ほ
と
ん
ど
イ
コ
ー
ル
で
か
ん
が
え
て
い
る
よ
う
だ
。
 

し
か
し
そ
の
水
の
地
球
上
に
お
け
る
分
布
は
き
わ
め
て
不
均
等
で
 
そ
の
 

あ
ら
わ
れ
も
多
様
性
に
富
み
、
水
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
万
も
き
 
ね
 め
て
 

多
様
だ
。
砂
漠
の
よ
う
に
、
雨
の
ほ
と
ん
ど
降
ら
な
い
地
域
も
あ
 
 
 

赤
道
直
下
の
熱
帯
雨
林
地
域
の
よ
う
に
、
一
年
中
多
雨
の
地
域
も
 
あ
る
。
 

地
中
海
性
気
候
地
帯
の
よ
う
に
、
冬
に
雨
が
降
り
、
夏
に
は
 
カ
ラ
 カ
ラ
 に
 

乾
く
地
域
も
あ
れ
ば
、
日
本
の
太
平
側
の
よ
う
に
夏
に
雨
が
降
り
 
冬
は
比
 

較
的
 乾
く
地
域
も
あ
る
。
ま
た
、
日
本
も
位
置
す
る
ア
ル
プ
ス
・
 

ヒ
マ
ラ
 

ヤ
 造
山
帯
や
環
太
平
洋
造
山
帯
の
よ
う
な
山
岳
地
に
は
大
小
様
々
 た
く
さ
 

ん
の
河
川
が
あ
り
、
そ
の
利
用
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
 

大
 平
 
・
 京
地
帯
 

の
 Ⅲ
に
は
水
量
 
8
%
 邑
で
 河
川
交
通
の
や
く
に
は
た
り
が
、
 

濯
概
利
 
用
に
は
 

不
向
き
な
河
川
が
お
お
 

っ
て
 地
 

域
 に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
砂
漠
の
オ
ア
シ
ス
に
わ
き
で
る
 
水
 は
 宝
石
 

の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
が
、
ア
フ
リ
カ
の
 

執
帯
 湿
潤
地
帯
の
川
辺
 
は
 て
ラ
 

リ
ア
 蚊
や
 オ
ン
 コ
 セ
ル
 
力
 、
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ラ
リ
ア
類
な
ど
の
 
 
 

健
康
に
と
っ
て
大
敵
の
病
原
虫
が
う
よ
う
よ
し
て
い
る
悪
魔
の
巣
 
窟
 で
あ
 

る
 。
し
か
し
砂
漠
の
水
も
ひ
と
つ
間
違
う
と
と
ん
で
も
な
い
 塩
 水
 と
な
 

 
 

分
 が
と
 

け
た
 ア
ル
カ
リ
度
の
強
い
水
で
、
ぶ
ど
う
と
 

ブ
 イ
ン
づ
く
り
に
は
 
適
し
て
 

い
る
が
、
飲
料
に
は
適
さ
な
い
。
そ
こ
で
ミ
ネ
ラ
ル
・
ウ
オ
ー
タ
 
１
が
 発
 

達
し
て
い
る
が
、
そ
の
値
段
は
 ブ イ
ン
や
ビ
ー
ル
よ
り
た
か
い
。
 

日
本
の
 

茶
道
の
発
達
は
、
日
本
の
山
々
か
ら
染
み
出
る
名
水
の
存
在
な
し
 に
は
あ
 

 
 
 
 

リ
ス
 な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
玉
露
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
石
灰
水
で
入
 
 
 

 
  

 

悲
惨
な
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

人
間
と
水
と
の
こ
の
 
ょ
う
 に
必
然
的
に
し
て
多
様
な
か
か
わ
り
か
 

 
 



お
 う
 じ
て
、
人
間
は
自
ら
の
人
生
を
 

、
 越
し
万
行
く
末
を
、
み
ず
   

位
置
す
る
宇
宙
の
構
造
や
そ
の
な
か
に
お
け
る
白
ら
の
存
在
の
意
 
義
を
、
 

「
万
丈
 記
 」
の
一
節
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
銀
河
を
「
天
の
Ⅲ
 」
と
 呼
 

ん
だ
り
、
大
洪
水
に
よ
る
人
類
の
罪
の
懲
罰
を
詰
っ
た
ノ
ア
の
 
箱
 船
 神
話
 

の
よ
う
に
、
各
々
の
水
に
即
し
て
考
え
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
 の
で
あ
 

る
 。
人
間
の
思
想
と
い
う
も
の
は
ど
う
や
ら
、
抽
象
的
に
自
己
 
完
  
 

 
 

語
ら
れ
 

る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
 
思
 う
。
と
く
に
、
宗
教
的
な
、
人
間
存
在
 に 直
接
 

働
き
か
け
る
よ
う
な
思
想
は
比
 楡
 的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
 ・
だ
。
 
な
 

か
で
も
水
は
、
人
間
生
命
と
の
も
っ
と
も
深
い
関
わ
り
の
ゆ
え
に
 そ
う
 

し
た
「
 即
物
 」
的
な
対
象
と
し
て
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
懐
か
 
し
い
 存
 

花
 で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
う
。
も
っ
と
簡
単
に
い
え
ば
、
水
は
人
 
 
 

ん
 な
る
日
常
的
な
想
像
力
を
こ
え
た
、
宇
宙
論
的
と
で
も
い
う
べ
 
き
 想
像
 

力
 を
か
き
た
て
て
や
ま
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
い
ま
そ
の
水
が
至
る
所
で
汚
染
に
ま
み
れ
て
い
る
。
そ
れ
 
は
 た
 

ん
 な
る
化
学
的
な
汚
染
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
宇
宙
論
的
な
 
汚
染
な
 

の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
汚
染
さ
れ
た
水
は
す
で
に
人
間
に
と
っ
て
 
そ
 の
 存
在
 

意
義
を
問
い
、
人
生
の
意
味
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
宇
宙
 
論
的
想
 

儀
力
を
か
き
か
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 
 
 

や
 、
北
上
川
は
石
川
啄
木
を
、
犀
川
は
室
生
産
生
を
う
ま
ず
、
 

セ
  
 

は
 イ
ヴ
・
モ
ン
タ
ン
に
歌
わ
せ
な
い
。
ど
ぶ
川
の
「
神
田
川
」
を
 
 
 

姫
 は
よ
く
も
曲
っ
た
も
の
で
あ
る
。
琵
琶
湖
も
若
き
学
徒
が
琵
琶
 
 
 

の
歌
を
う
た
っ
て
酔
い
知
れ
る
よ
う
な
湖
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
 
る
 。
 そ
 

う
 い
 う
 有
名
な
 川
 だ
け
で
は
な
い
。
小
中
学
校
の
校
歌
の
大
半
は
 近く
を
 

な
が
れ
る
清
き
川
の
流
れ
を
歌
い
、
そ
の
流
れ
の
清
ら
か
さ
に
た
 
と
え
て
 

・
子
供
た
ち
の
情
操
教
育
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
Ⅲ
が
 

今
 汚
染
 

 
 

に
ま
み
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
な
に
を
例
え
に
、
子
供
た
ち
の
 
心
 を
 

育
ん
は
 

う
し
た
時
期
に
、
「
本
書
は
 
、
 水
を
め
ぐ
る
「
こ
こ
ろ
の
環
境
」
 

だ
ら
 よ
い
 の
か
。
人
生
を
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
 

楡
 え
で
語
れ
な
く
な
 

を
 対
象
 

っ
た
と
 

 
 
 
 

き
、
人
々
の
生
活
を
律
す
る
の
は
 煩
生
 
で
無
機
的
な
規
則
や
法
 律
 で
あ
 

る
 。
水
環
境
の
荒
廃
は
す
な
わ
ち
こ
こ
ろ
の
環
境
の
荒
廃
で
も
あ
 
る
 。
 こ
 

に
 、
宗
教
学
や
文
化
人
類
学
な
ど
い
く
つ
か
の
 視
 占
か
ら
、
「
 水
 の
 涼
風
 

景
 」
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
こ
う
と
企
画
さ
れ
た
も
の
で
す
。
 

そ
  
 

本
 と
い
う
も
の
が
人
類
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
の
母
体
で
あ
る
 
と
 同
時
 

に
 、
わ
た
し
た
ち
の
心
を
癒
す
も
の
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
て
き
 
 
 

で
す
。
水
は
こ
う
し
た
属
性
の
ゆ
え
に
、
地
球
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
 
社
会
に
 

お
い
て
、
き
わ
め
て
古
い
時
代
か
ら
人
々
の
宗
教
的
世
界
と
む
 
す
   

て
き
ま
し
た
ご
、
と
編
者
の
福
井
氏
が
語
る
よ
う
な
本
書
が
出
版
 
さ
れ
た
 

こ
と
は
き
わ
め
て
時
宜
に
か
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
 
テ
｜
 て
 は
木
 

書
 の
も
と
と
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
 

王
 催
し
た
「
全
国
清
水
寺
 
 
 

フ
 ー
ク
会
議
」
の
イ
ベ
ン
ト
・
テ
ー
マ
と
し
て
も
相
応
し
い
も
の
 
で
あ
っ
 

た
と
言
え
よ
う
。
評
者
は
清
水
寺
に
は
縁
も
の
か
り
も
な
い
が
、
 

京
都
の
 

清
水
寺
は
名
水
を
産
す
る
観
光
地
と
し
て
は
有
名
で
あ
り
な
が
ら
 
、
日
本
 

の
 仏
教
 史
 の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
か
が
よ
く
わ
か
っ
 

て
お
ら
 

ず
 、
日
本
仏
教
史
の
概
説
書
も
清
水
寺
に
言
及
す
る
こ
と
は
ほ
と
 
 
 

か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
主
催
に
よ
っ
て
 
「
清
水
 

寺
 」
は
日
本
人
の
こ
こ
ろ
の
ひ
だ
に
隠
さ
れ
て
い
た
存
在
意
義
を
 
白
日
の
 

も
と
に
さ
ら
し
た
よ
う
に
さ
え
 
m
 じ
う
 。
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紹 Ⅰ   

  

一
 

本
書
の
内
容
を
ま
ず
目
次
で
紹
介
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

原
テ
 

キ
ス
ト
に
 章
 番
号
は
つ
い
て
い
な
い
が
、
紹
介
の
便
宜
の
た
め
  
 

る
 。
論
文
名
と
著
者
名
も
順
序
を
艇
に
し
て
紹
介
す
る
。
 

①
小
林
達
雄
「
 人
 と
水
の
か
か
わ
り
の
原
点
考
古
学
の
視
 
占
 か
ら
」
 

②
吉
田
敦
彦
「
神
話
に
お
け
る
 
水
 」
 

③
 
堀
 
信
行
「
 白
 殊
の
水
か
ら
、
ひ
と
の
水
へ
「
モ
 
々
 ・
 リ
 ザ
 」
と
 

「
八
供
の
遠
 目
智
 」
 考
 」
 

④
山
折
哲
雄
「
イ
ン
ド
の
聖
水
信
仰
」
 

⑤
田
中
雅
一
「
女
神
の
水
 

 
 

聖
河
 信
仰
」
 

⑥
 
松
 長
石
 慶
 
「
密
教
に
お
け
る
水
の
儀
礼
」
 

⑦
福
井
勝
義
「
神
の
雨
・
精
霊
の
水
ア
フ
リ
カ
の
事
例
か
ら
 

 
 

⑧
山
形
孝
夫
「
水
の
「
癒
し
」
イ
ェ
ス
の
奇
跡
物
語
を
中
、
心
 @
 
こ
 」
 

⑨
井
桁
 
君
 
「
「
聖
な
る
 
水
 」
の
誕
生
癒
す
も
の
Ⅰ
癒
さ
れ
 
る
も
の
」
 

⑩
鈴
木
正
実
「
祭
り
と
 
水
 」
 

考
古
学
者
の
小
林
達
雄
氏
に
よ
る
「
 人
 と
水
の
か
か
わ
り
の
原
由
 

考
 

古
学
の
視
点
か
ら
」
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
、
縄
文
、
弥
生
、
古
 
墳
 時
代
 

を
へ
て
古
代
ま
で
の
、
日
本
列
島
に
お
け
る
、
水
と
人
間
と
の
か
 
 
 

を
 、
「
 白
 殊
の
水
」
か
ら
「
人
工
の
水
」
へ
の
変
化
と
い
う
額
白
 か
ら
 概
 

親
 し
た
も
の
で
あ
る
。
小
林
氏
に
よ
る
と
、
旧
石
器
時
代
に
お
け
 
6
 人
と
 

水
 と
の
関
係
は
一
回
 
性
 で
あ
っ
た
が
、
縄
文
時
代
に
な
る
と
永
続
 的 関
係
 

」
な
り
、
自
然
の
湧
水
地
点
を
中
心
に
集
落
が
発
達
し
た
。
弥
生
 

時
代
に
 

し
る
と
、
井
戸
と
い
う
人
工
の
水
場
や
や
は
り
人
工
の
水
田
適
地
 

を
 中
心
 

ト
 ひ
と
が
住
む
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
祭
祀
の
中
心
は
自
然
の
湧
 
 
 

ど
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
水
利
が
さ
ら
に
発
達
す
る
古
代
に
な
 
6
 レ
 ス
 

人
工
の
水
利
施
設
内
で
も
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
 
 
 

神
話
学
者
の
吉
田
敦
彦
氏
に
よ
る
「
神
話
に
お
け
る
 
水
 」
は
 、
日
 本
陣
 

話
を
中
心
に
様
々
な
神
話
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
水
 
 
 

格
や
 、
王
権
の
背
後
に
水
の
呪
力
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
 

地
理
学
者
の
堀
信
行
 氏
 に
よ
る
「
 白
 殊
の
水
か
ら
、
ひ
と
の
 
水
へ
 

 
 

 
 

で
 意
欲
的
な
論
考
で
あ
る
。
 
ダ
 
・
ヴ
ィ
ン
 チ
 の
有
名
な
「
モ
 
々
 
・
  
 

の
背
景
と
な
っ
て
い
る
風
景
に
表
現
さ
れ
て
い
る
当
時
の
地
中
海
 
世
界
の
 

水
 を
め
ぐ
る
宇
宙
論
と
、
わ
が
く
に
の
 

ヤ
マ
タ
ノ
プ
 
ロ
チ
神
話
が
 表
現
し
 

て
い
る
宇
宙
論
的
な
自
然
 
観
 と
を
比
較
論
じ
た
も
の
で
、
モ
ナ
・
 

リ
ザ
 の
 

背
景
の
風
景
が
そ
ん
な
 
忙
 重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
は
考
え
 た
こ
と
 

も
な
か
つ
た
の
で
、
た
だ
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
 
う
え
、
 

水
 を
め
ぐ
る
地
中
海
的
な
世
界
観
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
 

 
 

れ
て
い
る
。
さ
す
が
 
地
川
 半
井
の
美
術
理
解
で
、
た
だ
惜
し
む
ら
 
 
 

こ
れ
だ
け
の
壮
大
な
テ
ー
マ
は
、
こ
う
し
た
論
文
集
で
論
ず
る
に
 
は
 寸
法
 

が
た
ら
な
い
。
 

宗
教
学
者
山
折
哲
雄
氏
の
 

一
 イ
ン
ド
の
聖
水
信
仰
」
は
 
、
 氏
の
 イ
 
 
 

聖
地
巡
礼
の
体
験
を
も
と
に
、
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
共
通
の
 
母
体
と
 

し
て
の
ガ
ン
ジ
ス
川
を
中
心
に
、
イ
ン
ド
的
世
界
の
構
図
ま
で
論
 
 
 

た
 論
文
で
あ
る
。
 
瓢
 々

と
し
た
逸
話
を
ま
ぜ
な
が
ら
、
凡
愚
に
も
 
悟
ら
せ
 

6
 名
僧
知
識
の
説
教
の
ご
と
き
論
文
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

文
化
人
類
学
者
田
中
雅
一
氏
の
「
女
神
の
水
 

 
 

ヵ
と
南
 イ
ン
ド
の
 聖
河
 信
仰
」
は
、
論
題
の
ご
と
く
、
お
な
じ
 イ 3
3
 

 
 

も
、
南
 イ
ン
ド
か
ら
ス
リ
ラ
ン
 
ヵ
 に
見
ら
れ
る
、
河
の
女
神
ガ
ン
 
 
 



の
 信
仰
と
こ
れ
を
巡
る
儀
礼
を
論
じ
た
も
の
で
、
イ
ン
ド
の
あ
る
 
 
 

り
 土
着
的
な
信
仰
の
発
掘
か
も
し
れ
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
 

田
 植
え
 期
 

に
 濁
流
に
な
っ
て
増
水
す
る
河
の
水
を
ガ
ン
ガ
ー
神
の
経
水
と
み
 
て
、
こ
 

れ
に
水
浴
す
る
と
多
産
に
め
ぐ
ま
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
 

新
 婦
 が
多
 

産
を
祈
っ
て
と
く
に
水
浴
す
る
儀
礼
が
、
お
そ
ら
く
農
耕
儀
礼
と
 
の
 相
関
 

関
係
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
女
性
の
経
水
 
が
 妊
娠
 

能
力
を
も
つ
の
だ
と
い
う
思
想
は
ア
フ
リ
カ
に
も
ひ
ろ
く
あ
り
（
 
河
合
香
 

吏
 
「
チ
ャ
ム
 ス
 の
民
俗
生
殖
理
論
と
 
性
 」
高
畑
山
起
夫
「
性
の
人
 類
字
」
 

世
界
思
想
 社
 、
一
九
九
 型
 、
日
本
で
も
安
藤
昌
益
が
「
 統
 迫
真
 伝
 」
 の
 

な
か
で
論
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
 

仏
教
学
者
 松
 具
有
慶
民
 の
 
「
密
教
に
お
け
る
水
の
儀
礼
」
は
 
、
密
 教
の
 

教
え
と
水
と
の
か
か
わ
り
を
、
イ
ン
ド
の
初
期
密
教
経
典
か
ら
 
説
 き
起
，
 」
 

し
な
が
ら
詳
し
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
菩
提
樹
の
下
 
で
悟
り
 

を
ひ
ら
い
た
ブ
ッ
ダ
の
ほ
か
に
、
ガ
ン
ジ
ス
で
水
浴
し
た
フ
ッ
ク
 
@
@
@
 

カ
 し
六
 

は
ず
で
、
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
 
る
 山
折
 

論
文
と
呼
応
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
密
教
に
お
い
て
は
水
を
 
 
 

地
楡
や
呪
法
が
数
多
く
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
と
と
も
に
、
「
 
水
 」
 と
「
 虚
 

空
 」
概
念
の
入
れ
替
え
可
能
性
を
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
虚
空
 
」
あ
る
 

い
は
「
 皿
 」
と
い
う
概
念
は
仏
教
思
想
の
基
本
を
な
す
の
で
あ
る
 
が
、
評
 

者
な
ど
、
「
虚
空
」
と
は
な
に
か
「
 

無
 」
と
は
な
に
か
、
も
う
 少
 し
 実
感
 

を
も
っ
て
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
ひ
そ
か
に
恥
じ
て
い
た
。
 し
  
 

「
虚
空
」
や
「
 皿
 」
が
「
 水
 」
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
も
う
す
こ
  
 

｜
ジ
 的
に
理
解
し
や
す
い
。
ち
な
み
に
、
道
教
思
想
で
も
虹
が
 
水
 に
た
と
 

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
 

密
 教
 に
お
 

い
て
水
を
め
ぐ
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
や
呪
法
が
居
間
的
に
重
要
な
位
 
置
 を
占
 

め
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
弘
法
大
師
空
海
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
 
濯
概
の
 

池
を
築
造
し
た
り
 独
 っ
こ
の
杖
で
温
泉
や
泉
を
掘
り
当
て
た
と
 い
う
 伝
 

説
 、
あ
る
い
は
、
ま
さ
に
清
水
寺
が
「
清
水
」
寺
で
あ
る
こ
と
 な
ど
と
 

 
 
 
 

も
、
 
深
く
か
ら
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
稲
作
に
密
 
着
し
て
 

形
成
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
わ
が
国
の
固
有
信
仰
は
水
へ
の
信
仰
 
 
 

離
せ
な
い
。
と
す
る
と
、
密
教
に
水
を
め
ぐ
る
思
想
が
深
く
根
差
 
 
 

る
と
し
た
な
ら
、
日
本
人
が
仏
教
将
来
の
初
期
に
、
な
に
ゆ
え
に
 
密
教
を
 

受
け
入
れ
た
の
か
、
ま
た
、
な
に
ゆ
え
密
教
寺
院
が
山
岳
地
帯
に
 
位
置
し
 

て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
な
ん
ら
か
の
示
唆
を
あ
た
え
る
 
こ
と
に
 

な
る
よ
う
に
思
う
。
 

文
化
人
類
学
者
福
井
勝
義
氏
に
よ
る
「
神
の
雨
・
精
霊
の
水
 ア
  
 

力
 の
事
例
か
ら
」
は
、
ア
フ
リ
カ
の
 

農
 牧
民
ボ
デ
ィ
族
の
雨
や
天
 を
め
ぐ
 

る
 信
仰
と
儀
礼
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
福
井
氏
に
よ
る
と
、
「
 
ボ
デ
ィ
 

社
会
で
は
、
 

神
 、
 空
 、
雨
は
い
ず
れ
も
ト
ゥ
モ
 
、
 水
は
 て
と
 呼
ば
 ね
 、
 大
 

地
は
バ
 
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ゥ
モ
は
男
性
で
、
大
地
は
女
性
と
み
 
な
さ
れ
 

て
い
る
。
」
そ
し
て
、
車
や
木
、
ウ
シ
、
作
物
の
み
な
ら
ず
、
 

人
 間
も
、
 

雨
 で
あ
る
ト
ゥ
モ
が
、
大
地
と
性
交
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
と
 
考
え
 も
 

れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
天
空
と
大
地
の
結
婚
と
い
う
 
テ
｜
 て
 よ
 
@
  
 

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
ゼ
ウ
ス
 
と
デ
ノ
 ー
テ
ル
神
と
の
関
係
の
よ
う
に
 

、
天
水
 

に
よ
る
農
耕
を
お
こ
な
う
畑
作
世
界
に
ひ
ろ
く
広
が
っ
て
い
る
が
 
、
 @
 
Ⅰ
 

信
仰
と
儀
礼
を
直
接
観
察
さ
れ
た
記
録
は
す
く
な
く
、
貴
重
で
あ
 
る
 。
 な
 

お
掘
 信
行
 氏
 も
か
な
り
類
似
し
た
 ヌ
バ
 
族
の
事
例
を
報
告
さ
れ
 て
い
る
 

（
 
堀
 信
行
「
 ヌ
バ
 
山
地
の
交
流
す
る
 カ
こ
 と
人
と
の
交
流
」
「
 季
 刊
 民
族
 

学
 」
 六
 0
 、
一
九
九
一
 

こ
 。
 

原
始
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
第
一
人
者
山
形
孝
夫
氏
の
「
水
の
「
 癒
し
」
 



 
 

主
日
 

-
 

 
 

 
 紬

 

 
 

イ
ェ
ス
の
奇
跡
物
語
を
中
心
に
」
も
、
イ
ェ
ス
に
よ
る
「
癒
し
 
一
  
 

キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
根
底
に
は
、
「
 

水
 」
に
よ
る
癒
し
と
い
う
 思
 想
 が
あ
 

っ
 た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
最
大
の
寄
与
は
 
、
一
般
 

に
は
「
 風
 」
あ
る
い
は
「
 
霊
 」
と
訳
さ
れ
 
田
 ギ
リ
シ
ャ
語
の
 
プ
ネ
 ウ
マ
 に
 

は
 、
「
 水
 」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
 ろ
う
。
 

た
し
か
に
、
福
井
氏
の
論
文
も
示
唆
す
る
 よ
う
 に
、
 空
 、
雨
は
 
一
 体
 と
し
 

て
 水
を
含
む
世
界
と
考
え
ら
れ
や
す
い
。
私
の
経
験
で
も
乾
燥
地
 
に
 市
が
 

降
る
と
き
は
実
際
気
圧
の
㌍
化
の
た
め
に
も
の
す
ご
い
風
が
吹
く
 
。
凧
が
 

ま
ず
吹
い
て
次
に
雨
が
や
っ
て
く
る
。
ア
フ
リ
カ
の
 
サ
 ヴ
ァ
ン
 ナ
 地
 捕
で
 

は
空
気
が
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
い
た
乾
季
が
お
わ
っ
て
雨
季
が
く
る
と
 空
気
 

 
 

宗
教
学
者
の
井
桁
君
民
 が
 
「
「
聖
な
る
 水
 」
の
誕
生
癒
す
も
の
 / 癒
 

さ
れ
る
も
の
」
で
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
新
興
宗
教
に
お
け
る
水
の
 ノ
 ン
 ボ
 

リ
ズ
ム
 と
 呪
力
 0
 間
 題
 で
あ
る
。
神
霊
 
教
 、
伸
 滋
 秀
明
会
、
本
 
佛
 -
 
目
上
士
 

丁
 、
 

赤
倉
 山
神
社
な
ど
の
例
を
も
と
に
、
教
祖
の
治
癒
力
が
教
祖
に
か
 
 
 

た
 
「
 
水
 」
の
治
癒
力
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
事
例
を
数
多
く
報
 
生
口
 
L
 
し
 わ
し
 

が
ら
、
そ
れ
に
は
教
壇
側
の
意
図
的
操
作
も
あ
ろ
が
、
同
時
に
 、
「
 水
 -
 
」
 

の
 治
癒
 力
 を
み
と
め
る
民
族
信
仰
が
あ
り
そ
の
信
仰
を
無
意
識
の
 
九
月
旦
 

示
と
 

し
て
信
者
側
が
教
祖
に
か
か
わ
っ
た
水
に
治
癒
 
力
 を
認
め
よ
う
と
 
 
 

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
興
宗
故
に
お
け
る
 
水
  
 

ボ
リ
ズ
ム
は
 
、
 水
が
本
来
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
力
を
 ぅ
 し
な
っ
た
  
 

悪
 あ
が
き
の
よ
う
な
印
象
を
づ
け
る
。
 

文
化
人
類
学
者
の
鈴
木
正
宗
 氏
の
 
「
祭
り
と
 水
 」
は
、
日
本
に
お
 
 
 

小
の
宗
教
的
意
味
を
か
な
り
整
理
し
た
研
究
で
あ
る
。
小
見
出
し
 

 
 

整
理
が
み
ご
と
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
列
挙
す
る
と
、
「
 

カ
 ミ
ま
 

四
 

以
上
列
挙
し
た
よ
う
に
、
水
を
め
ぐ
る
「
心
の
環
境
」
と
し
て
の
 「
 
水
 

の
 原
風
景
」
が
本
書
で
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
 
。
各
論
 

文
の
末
に
は
各
論
文
を
め
ぐ
っ
て
の
 小
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
掲
載
さ
 
ね
 、
 巻
 

末
 に
は
、
「
水
の
原
風
景
」
を
め
ぐ
る
参
考
文
献
一
覧
が
あ
る
。
 

本
書
は
 

そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
論
旨
を
批
判
し
た
り
あ
げ
つ
ら
れ
な
く
て
は
 
 
 

い
と
い
う
著
作
集
で
は
な
い
。
本
書
の
発
表
者
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
 
 
 

う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
素
直
な
本
音
で
か
た
り
 
あ
 っ
て
 お
 

り
、
 正
し
い
か
ま
ち
が
い
か
と
い
う
以
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
 
提
起
と
 

し
て
、
各
論
を
す
な
お
に
う
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
学
 
 
 

と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
ま
ち
が
う
と
、
と
ん
で
も
な
い
細
部
に
議
 
 
 

し
っ
て
し
ま
い
、
宗
教
と
は
な
に
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
 
、
  
 

め
て
と
り
あ
げ
る
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
本
書
 小
り
主
我
 

論
 

は
 、
宗
教
研
究
の
原
 由
 に
も
う
い
ち
ど
わ
れ
わ
れ
を
導
く
よ
う
 な
 
「
 
癒
 

 
 

し
 」
の
効
果
さ
え
か
ん
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
論
者
の
 
 
 

 
 

ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
概
念
と
し
て
の
水
を
か
ん
が
え
て
 
ぃ
 る
の
で
 

な
く
、
現
実
の
水
、
あ
る
い
は
荒
廃
し
た
み
ず
か
ら
の
「
水
の
原
 

 
 

に
 心
を
馳
せ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
が
も
っ
た
 0
 な
お
 、
最
後
 

た
は
そ
の
現
れ
と
し
て
の
水
」
「
清
め
の
水
」
「
変
身
の
水
」
一
再
 

生
の
水
」
 

「
供
養
の
水
」
「
媒
介
の
水
」
「
祝
 い
 の
水
」
「
農
耕
の
水
」
「
宇
宙
  
 

の
水
」
、
と
な
る
。
こ
こ
で
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
「
媒
介
の
水
」
 

で
あ
ろ
 

う
 。
こ
の
こ
と
で
、
鈴
木
氏
の
い
わ
ん
と
さ
れ
る
の
は
、
水
を
介
 
 
 

死
者
や
神
霊
と
人
間
と
の
交
流
、
お
茶
席
で
の
ひ
と
と
ひ
と
と
の
 
交
流
な
 

ど
を
い
う
。
 



に
 、
「
水
環
境
」
そ
の
も
の
の
荒
廃
と
し
て
の
「
砂
漠
化
」
が
 

地
 球
 環
境
 

の
 大
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
貴
重
な
研
究
も
本
 
書
 と
お
 

な
じ
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
ど
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
 一
門
村
 

浩
 ・
勝
俣
 誠
編
 
「
サ
ハ
ラ
の
ほ
と
り
サ
ヘ
ル
の
白
状
 と
 人
び
と
 」
 T
O
 

T
O
 

出
版
、
一
九
九
二
㍉
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本
書
は
宗
教
史
学
研
究
所
が
一
九
八
九
年
か
ら
九
一
年
に
か
け
て
 
開
催
 

し
た
研
究
会
の
成
果
を
中
心
に
、
十
二
編
の
論
文
か
ら
構
成
さ
  
 

る
 。
表
題
の
「
創
成
神
話
」
は
、
世
界
の
起
源
神
話
に
は
大
別
し
 
て
 
「
 
創
 

吐
出
型
と
「
生
成
」
型
と
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
 

採
 円
 さ
れ
 

た
も
の
で
あ
る
が
、
各
論
考
に
お
い
て
必
ず
し
も
「
創
成
神
話
」
 

の
 五
山
 
ハ
汁
 

統
一
的
に
 m
 い
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
編
者
が
は
し
が
き
で
 

断
っ
て
 

い
 る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
世
界
起
源
神
話
解
釈
の
総
括
 的
な
研
 

究
 、
あ
る
い
は
新
し
い
神
話
解
釈
の
視
座
や
方
法
の
確
立
を
目
指
 
 
 

の
で
は
な
く
、
各
執
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
に
お
い
て
そ
 
れ
ぞ
れ
 

木
村
勝
彦
 

リ
ト
ン
一
九
九
六
年
五
月
二
 
0
 日
刊
 

A
5
 判
 

四
 ①
四
頁
五
八
①
 0
 円
 

月
末
昭
男
 編
 

「
創
成
神
話
の
研
究
」
 

の
 立
場
か
ら
自
由
に
論
じ
た
成
果
の
集
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
、
評
者
 

 
 

は
こ
の
論
文
集
全
体
の
統
一
的
な
視
座
や
問
題
意
識
に
つ
い
て
 
批
 評
す
る
 

立
場
に
は
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
地
域
の
創
成
神
話
を
め
 
ぐ
っ
て
 

 
 
 
 

展
開
さ
れ
る
各
論
考
に
つ
い
て
、
個
別
に
批
評
す
る
こ
と
を
迫
ら
 
れ
る
こ
 

と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
作
業
は
も
と
よ
り
評
者
の
能
 
力
 を
超
 

え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
評
者
は
ま
ず
、
各
論
考
の
内
容
を
自
ら
が
 
読
解
し
 

得
た
範
囲
で
紹
介
す
る
こ
と
を
も
っ
て
書
評
の
責
に
代
え
る
こ
と
 
に
、
執
 

筆
者
お
よ
び
読
者
各
位
の
寛
恕
を
請
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

円
本
昭
男
氏
に
よ
る
巻
頭
論
文
「
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
創
成
 
伸
 @
 」
 

で
は
、
 
喫
 彩
文
書
で
伝
承
さ
れ
た
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
さ
ま
ざ
 
ま
な
 創
 

放
神
話
が
、
シ
ュ
メ
ル
詩
文
献
、
ア
ッ
カ
ド
請
文
献
、
シ
ュ
メ
 
ル
 
 
 

カ
ド
面
語
に
よ
る
文
献
の
三
つ
に
区
分
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

用
木
瓜
 

ば
こ
こ
で
、
 

誼
歌
 、
 呪
禧
 、
三
名
表
、
対
論
文
学
の
序
な
ど
多
様
 な 文
学
 

類
型
に
ま
た
が
る
創
成
神
話
資
料
を
、
文
献
学
的
あ
る
い
は
考
古
 
学
的
な
 

検
証
に
基
づ
い
て
解
明
し
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
神
話
の
論
理
を
 
照
射
し
 

て
み
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
ま
ず
、
宗
教
 
や
 神
話
 

観
念
に
関
し
て
シ
ュ
メ
ル
 
人
と
 セ
ム
譜
系
諸
民
族
と
の
間
に
は
 

明
 確
な
区
 

別
 が
な
く
、
む
し
ろ
紀
元
前
三
千
年
紀
に
は
両
者
が
共
生
し
て
い
 
 
 

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
て
は
 
、
宇
宙
 

の
 秩
序
基
本
が
天
 
と
 地
で
あ
り
、
そ
う
し
た
宇
宙
の
起
源
を
め
ぐ
 
る
 神
話
 

に
は
天
地
分
離
型
、
天
地
交
合
型
、
天
地
創
造
型
の
三
 

つ
 が
あ
る
 こ
と
な
 

ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
 て
は
、
 

神
々
と
人
間
と
の
間
は
隔
絶
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
に
も
 
 
 

ら
ず
、
人
間
の
生
を
維
持
・
拡
充
す
る
基
本
的
営
為
す
な
わ
ち
  
 

神
々
の
行
為
の
「
ま
ね
び
」
で
あ
り
、
そ
の
業
に
よ
っ
て
人
問
 
は
 
永
遠
な
 



書評と紹介 

た 自の 命にてるがに ょ " 創 " ょ 幕約 星にのおが もな ル 捕がのでる 囚展で " 。 て ぃ約 旧 そな かなを 具 " 奉 氏神 る   
    

る
に
、
こ
の
よ
う
な
創
造
物
語
を
通
し
て
祭
司
文
書
は
 
、
 新
し
い
 イ
ス
ラ
 

エ
ル
の
 範
型
的
 モ
デ
ル
を
描
い
て
い
る
と
い
う
の
が
、
吉
田
氏
の
 

見
解
で
 

あ
る
。
 

西
村
賀
子
氏
の
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
創
成
神
話
」
で
は
、
始
原
の
 
探
究
 

に
関
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
最
も
初
期
の
思
惟
で
あ
る
創
成
神
話
に
 
つ
い
て
 

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
創
成
神
話
と
し
て
は
ま
ず
 へシ
 
オ
 ド
ス
 

の
 
「
神
統
記
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
西
村
氏
に
 

ょ
 れ
ば
、
「
神
統
  
 
Ⅰ
 
@
-
 

し
二
こ
 

ロ
 
@
 

お
い
て
あ
の
よ
う
な
神
々
の
系
譜
の
体
系
化
が
可
能
と
な
っ
た
の
 
は
、
 （
 
干
 

自
生
成
論
や
神
謡
論
の
長
い
伝
統
が
既
に
成
熟
し
て
い
た
た
め
で
 
 
 

こ
う
し
た
 観
 占
か
ら
、
神
話
に
よ
る
始
原
の
探
究
の
歴
史
が
概
観
 され
て
 

い
ろ
。
ま
ず
ホ
メ
ロ
ス
の
英
雄
叙
事
詩
に
も
、
非
体
系
的
な
が
ら
 
テ
オ
ゴ
 

ニ
ア
や
 コ
ス
モ
 ゴ
ニ
ア
 は
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
正
妻
 
な
 特
徴
 

は
 オ
ケ
ア
ノ
ス
 
と
ニ
ュ
ク
ス
 
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
さ
れ
 
る
 。
 ま
 

た
 人
間
誕
生
に
関
す
る
ホ
メ
ロ
ス
の
説
明
は
明
快
で
は
な
い
が
、
 

そ
こ
に
 

は
 民
間
伝
承
的
な
要
素
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
。
次
に
 
、
 神
々
 の
 誕
生
 

を
体
系
的
で
、
変
化
と
生
彩
に
富
ん
だ
叙
述
に
も
た
ら
し
た
 へシ
  
 

が
 取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
非
凡
な
特
徴
は
ウ
ラ
ノ
ス
か
ら
 
ゼ
  
 

至
る
「
継
承
神
話
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
 

と
 西
村
氏
 

は
 述
べ
る
。
ま
た
、
宇
宙
生
成
の
第
一
段
階
に
カ
オ
ス
を
置
く
こ
 
と
も
 へ
 

シ
オ
 
ド
ス
に
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
り
、
ガ
イ
ア
を
重
視
す
る
点
に
 
 
 

農
民
詩
人
と
し
て
の
立
場
が
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
 
他
 -
@
 

@
@
@
@
 

よ
 ,
 

 
 

卵
を
登
場
さ
せ
る
特
異
な
宇
宙
生
成
論
を
描
い
た
オ
ル
フ
ィ
ク
 
詩
 
ポ
ロ
 

ス
と
 
テ
ク
モ
ル
と
い
う
限
定
原
理
を
示
し
た
ス
パ
ル
タ
の
野
情
詩
 

 
 

ク
マ
ン
、
さ
ら
に
は
ギ
リ
シ
ア
最
古
の
散
文
に
よ
っ
て
神
話
を
描
 

 
 

 
 

ユ
 ノ
 ス
 の
 ぺ
レ
キ
ュ
 
テ
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
独
自
な
神
話
が
紹
介
 
さ
れ
て
 



 
 続

い
て
、
塩
尻
和
子
氏
の
論
文
「
コ
ー
ラ
ン
に
み
る
「
世
界
の
創
 
吐
 
追
口
」
 

で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
典
コ
ー
ラ
ン
の
創
造
論
が
取
り
 
ヒ
 げ
ら
  
 

る
 。
コ
ー
ラ
ン
に
は
物
語
性
が
欠
如
し
て
お
り
、
世
界
や
人
問
に
 
関
す
る
 

記
述
も
全
体
に
散
乱
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
章
句
を
永
 
遠
 な
る
 

神
の
舌
口
 
葉
 で
あ
る
と
す
る
コ
ー
ラ
ン
の
性
格
に
よ
る
。
そ
し
て
 

塩
 尻
氏
に
 

よ
れ
ば
、
ま
さ
に
神
の
舌
口
業
と
し
て
朗
唱
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
 

う
あ
り
 

方
 そ
れ
自
体
の
内
に
、
コ
ー
ラ
ン
の
創
造
論
の
独
自
性
が
看
取
さ
 
 
 

で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
コ
ー
ラ
ン
の
神
は
絶
対
的
な
超
越
 神 で
あ
  
 

地
白
 殊
 や
そ
の
秩
序
の
創
造
は
す
べ
て
神
の
徴
で
あ
り
恩
寵
で
あ
 
る
が
、
 

そ
う
し
た
神
の
創
造
は
単
な
る
過
去
の
出
来
事
で
は
な
く
、
今
こ
 
の
 瞬
間
 

に
も
不
断
に
続
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
創
造
不
断
 
0
 日
じ
 
相
芯
 

の
ゆ
え
に
、
コ
ー
ラ
ン
全
体
に
散
見
さ
れ
る
天
地
創
造
に
関
す
 る
 章
句
 

は
 、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
賛
美
さ
れ
る
の
だ
、
 

と
 塩
尻
 

氏
は
述
べ
る
。
そ
し
て
塩
尻
 氏
 に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
コ
ー
ラ
ン
 

 
 

神
話
に
一
貫
し
て
い
る
主
張
と
は
、
創
造
が
神
に
よ
る
「
 亜
か
  
 

造
 」
で
あ
り
、
恩
寵
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
神
に
よ
っ
 
て
 最
も
 

美
し
い
姿
に
削
ら
れ
、
存
在
物
の
名
を
誰
よ
り
も
先
に
教
え
ら
れ
 る
こ
と
 

に
よ
り
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
者
と
さ
れ
て
い
る
。
  
 

え
 、
世
界
の
創
造
は
人
間
に
対
す
る
利
益
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
 

そ
の
 恩
 

寵
を
神
に
感
謝
し
、
神
を
恐
れ
る
こ
と
が
、
人
間
に
は
求
め
ら
れ
 
る
の
で
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
 
個
セ
 0
 人
間
の
存
在
と
生
き
方
と
が
そ
 

の
ま
ま
 

神
に
よ
る
不
断
の
創
造
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
と
塩
尻
 
氏
は
主
 

張
 す
る
。
 

深
澤
 英
隆
 氏
の
論
文
「
近
世
キ
リ
ス
ト
教
自
然
哲
学
の
創
世
親
」
 

 
 

科
学
革
命
期
で
あ
る
一
六
・
七
世
紀
に
か
け
て
、
西
欧
の
プ
ロ
テ
 ス
タ
ン
 

ト
 圏
で
成
立
発
展
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
哲
学
の
創
世
論
を
主
 

 
 

て
い
る
。
 

採
澤
 氏
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
哲
学
と
は
、
 

自
然
 智
 

 
 
 
 

学
と
 キ
リ
ス
ト
教
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
 
的
 宇
宙
 

論
 を
最
構
想
し
 
、
 神
と
救
済
と
に
関
す
る
近
世
固
有
の
像
を
新
た
 に 獲
得
 

し
よ
う
と
す
る
思
想
潮
流
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
代
表
す
る
思
想
家
 
 
 

に
 パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
が
い
る
が
、
深
澤
氏
が
こ
こ
で
取
り
 
ヒ
 げ
る
の
  
 

ケ
 
ル
ス
ス
そ
の
人
で
は
な
く
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
的
な
自
 
伏
 哲
学
の
 鶴
吉
 
か
 

ら
 、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
釈
義
を
行
っ
た
 偽 パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
文
室
 日
 「
創
世
 

の
秘
 蓑
口
で
あ
る
。
深
澤
 氏
 は
こ
の
書
物
を
、
外
的
自
然
お
よ
び
 

感
性
的
 

経
験
の
「
前
景
化
」
と
い
う
状
況
の
中
で
、
単
な
る
感
覚
的
自
 
億
 
の
 学
を
 

超
え
た
創
造
論
や
実
体
的
救
済
論
を
模
索
し
た
も
の
と
捉
え
る
。
 

す
な
わ
 

ち
 、
哲
学
的
な
概
念
装
置
を
援
用
し
て
聖
書
を
「
正
し
く
求
め
る
 
」
こ
と
 

に
よ
り
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
認
識
を
神
の
恩
寵
な
る
啓
示
的
 
知
と
 し
て
 理
 

解
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 
、
申
、
 

宇
 

自
 然
、
救
済
に
関
す
る
叙
述
の
具
体
的
な
検
討
を
通
し
て
、
こ
の
 
十
王
白
物
の
 

中
心
的
 ダ
 
イ
ジ
ョ
ン
と
最
大
の
関
心
と
が
、
神
的
自
然
に
お
け
る
 
生
 の
 探
 

先
 に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
深
澤
 
氏
は
 
「
創
世
 

の
秘
義
 」
の
内
に
、
神
的
次
元
の
実
体
性
を
ま
す
ま
す
捨
象
し
て
 ゆ
く
 自
 

殊
 学
や
自
然
科
学
に
対
抗
す
る
知
を
確
立
し
、
外
的
自
然
の
リ
ア
 
 
 

｜
に
 匹
敵
す
る
実
体
的
な
救
済
論
的
自
然
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
 
近
世
 独
 

白
の
要
求
を
看
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

「
 
"
 意
に
よ
る
創
成
 "
 神
話
」
 

-
 目
次
で
は
創
世
と
な
っ
て
い
る
 一
 と
題
 

さ
れ
た
久
保
田
力
氏
の
論
文
で
は
、
マ
ノ
ー
マ
ヤ
 -
 
意
 圭
 -
 観
念
 0
 発
生
 

を
文
献
学
的
に
辿
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
し
て
、
イ
ン
ド
の
創
成
 
神
話
が
 



書評と 

がの 

紹介 

  扱
わ
れ
て
い
る
。
久
保
田
氏
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
に
は
強
固
な
統
 一
酌
 創
 

惟
神
話
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
輪
廻
の
信
 
仰
が
 定
 

着
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
創
造
 
説
 と
同
 じ
よ
う
 

に
 輪
廻
転
生
訣
も
一
つ
の
神
話
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
意
識
に
お
 い
て
 再
 

生
さ
れ
体
験
維
持
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
生
き
ら
れ
た
神
話
 
」
で
あ
 

る
 。
し
か
も
そ
う
し
た
「
生
き
ら
れ
た
神
話
」
と
し
て
の
輪
廻
 転
生
 説
 

は
 、
世
界
や
生
命
や
意
識
の
創
成
神
話
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
 
可
 能
 な
の
 

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
マ
ノ
ー
マ
 

ヤ
 す
な
わ
ち
マ
ナ
ス
Ⅱ
こ
こ
ろ
 

二
星
 に
 

よ
っ
て
川
成
さ
れ
た
も
の
」
 

-
 
意
生
 
・
 意
 成
 -
 と
い
う
観
念
が
貫
 か
れ
て
 

い
る
。
久
保
田
氏
は
「
 
り
グ
 
・
ヴ
ェ
ー
ダ
」
を
は
じ
め
と
す
る
 
初
 期
 ヴ
ェ
 

｜
ダ
 文
献
に
お
け
る
マ
ナ
ス
と
い
う
語
の
用
法
を
詳
細
に
検
討
 し
な
が
 

ら
 、
「
創
成
す
る
も
の
」
と
い
う
そ
の
基
本
的
意
味
を
明
ら
か
に
 
し
、
さ
 

ら
に
「
こ
こ
ろ
に
よ
っ
て
創
成
さ
れ
た
 車
 」
 -
 マ
ノ
ー
マ
 ヤ
 ）
 と
  
 

語
 が
発
生
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
し
て
み
せ
る
。
ま
た
 
久
 保
田
氏
 

は
 、
マ
ナ
ス
と
い
う
観
念
の
内
に
一
種
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
性
を
 
読
み
取
 

り
 、
世
界
創
造
神
話
の
内
に
そ
う
し
た
マ
ナ
ス
観
念
の
特
質
が
発
 
揮
 さ
れ
 

て
い
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
見
相
容
れ
な
い
 
か
に
み
 

え
る
世
界
創
造
 
説
と
 輪
廻
転
生
 説
 と
が
深
層
に
お
い
て
通
じ
る
 

回
 路
 を
見
 

い
だ
し
、
そ
こ
に
マ
ナ
ス
Ⅱ
こ
こ
ろ
の
文
化
史
が
成
立
し
得
る
 
、
 と
 久
保
 

田
 氏
は
述
べ
て
い
る
。
 

続
い
て
は
池
澤
復
氏
 が
 
「
中
国
思
想
に
お
け
る
「
始
原
 
レ
 0
 間
 題
 」
と
 

い
う
論
文
に
お
い
て
、
中
国
に
お
け
る
創
世
神
話
と
始
原
を
 
テ
｜
 マ
と
す
 

思
想
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
池
澤
氏
に
よ
れ
ば
、
 

中
国
 

神
話
は
散
供
し
断
片
的
で
あ
る
が
，
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
中
国
 
文
化
 

創
造
や
始
原
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
 

む
し
 

ろ
そ
れ
ら
に
つ
い
て
雄
弁
に
語
り
続
け
な
が
ら
も
、
神
話
と
い
う
 
か
た
り
 

の
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 
、
中
国
 

で
は
始
原
の
問
題
は
 、
 古
い
さ
ま
ざ
ま
な
 色
世
沖
 Ⅱ
を
取
り
込
 み
な
が
 

ら
 、
思
想
と
し
て
の
天
地
生
成
論
す
な
わ
ち
行
学
的
生
成
論
へ
と
 
結
実
し
 

て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
池
澤
 
氏
 は
そ
の
過
程
を
「
 准
 南
子
Ⅰ
を
は
じ
 め
、
両
 

漢
 六
朝
期
か
ら
 
惰
 唐
朝
に
か
け
て
の
儒
教
や
道
教
の
諸
文
献
に
 
昭
 ら
し
て
 

丹
念
に
 跡
 づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
哲
学
的
生
成
論
に
 お
い
て
 

は
 、
創
造
に
主
体
的
に
参
加
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
 
0
 人
間
 

が
 、
ユ
ニ
ー
ク
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
 
。
す
な
 

ね
 ち
、
中
国
思
想
に
お
け
る
始
原
や
創
世
は
文
化
の
問
題
で
あ
り
 神
よ
 

り
も
む
し
ろ
人
間
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ゆ
え
に
、
中
国
 
 
 

て
は
神
話
が
歴
史
化
さ
れ
、
空
間
と
時
間
の
創
造
が
人
間
た
る
 
帝
 王
 の
 @
 

為
 と
し
て
、
し
か
も
ま
た
常
に
再
現
保
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
 
て
 語
ら
 

れ
る
の
だ
、
と
池
澤
氏
は
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
創
造
が
人
聞
の
 
正
体
内
 

な
 参
加
に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
と
さ
れ
、
天
地
開
聞
以
来
の
す
 べて
が
 

創
造
の
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
、
至
上
神
に
よ
る
 
創
 主
神
話
 

よ
り
も
哲
学
的
生
成
論
の
方
が
中
国
で
流
行
し
た
理
由
を
、
池
澤
 
氏
は
見
 

い
だ
し
て
い
る
。
 

磯
前
 順
一
氏
の
論
文
「
記
紀
神
話
に
お
け
る
理
解
の
位
相
」
で
は
 
、
氏
 

か
 今
日
の
神
話
理
解
の
一
つ
の
祖
型
と
考
え
る
本
居
宣
長
の
記
紀
 
神
話
 解
 

釈
を
手
が
か
り
と
し
て
、
神
話
解
釈
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
 
苧
 む
 問
題
 

性
 が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
 磯
 前
 氏
は
 、
官
長
が
長
ら
く
国
史
 の
 正
典
 

 
 
 
 

と
さ
れ
て
き
た
日
本
書
紀
で
は
な
く
古
事
記
を
解
釈
テ
ク
ス
ト
 
と
 
し
て
遠
田
 

択
 し
た
こ
と
に
、
古
代
的
な
神
話
像
か
ら
近
代
的
な
そ
れ
へ
の
 
転
 国
を
 看
 

㏄
 

 
 

て
 取
り
、
 
宣
 長
の
古
道
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
 
近
代
的
 



な
 神
話
理
解
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
 

個
  
 

性
を
基
底
と
し
た
秩
序
あ
る
世
界
を
神
話
テ
ク
ス
ト
の
内
に
荒
 
A
 込
み
、
 

も
の
の
あ
は
れ
的
感
性
を
神
代
全
体
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 登
場
 

人
物
の
内
面
的
理
解
を
記
紀
神
話
に
も
た
ら
し
た
点
に
、
 

磯
 前
 氏
 は
宜
 一
具
 

が
 近
代
的
解
釈
の
起
 
占
 
と
さ
れ
る
べ
き
ゆ
え
ん
を
認
め
る
の
で
あ
 
る
 。
 さ
 

ら
に
、
官
長
の
世
界
観
は
非
支
配
 層 の
も
の
を
土
台
と
し
て
お
り
 
 
 

神
話
の
主
体
も
支
配
居
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
日
本
に
住
む
 
す
べ
て
 

0
 人
々
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
儒
学
に
 
代
表
さ
 

れ
る
武
士
社
会
の
倫
理
に
対
す
る
貫
長
の
言
挙
げ
に
ほ
か
な
ら
な
 いと
さ
 

れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
 

磯
 前
 氏
は
、
 
自
ら
の
 世
界
観
 

の
 正
当
化
を
図
る
た
め
に
始
原
的
過
去
と
の
関
係
性
を
無
自
覚
に
 
志
向
 す
 

る
と
い
う
 陥
非
と
 、
対
象
を
自
ら
の
眼
差
し
で
覆
っ
て
し
ま
う
 
ド
 
グ
マ
 性
 

と
を
看
取
す
る
。
そ
し
て
、
 

磯
 前
氏
は
創
成
神
話
論
そ
の
も
の
  
 

て
 、
自
分
と
親
和
的
な
も
の
と
し
て
対
象
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
 
認
識
者
 

自
身
の
眼
差
し
に
対
し
て
、
さ
ら
に
メ
タ
思
想
史
が
必
要
だ
と
 
玉
帳
 す
 

 
 崔

 古
城
氏
の
「
韓
国
に
お
け
る
終
末
論
一
天
地
開
聞
説
話
の
意
味
 
」
と
 

い
う
論
文
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
開
聞
神
話
が
民
衆
の
宗
教
思
想
 
と
し
て
 

信
仰
の
問
題
と
な
り
、
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
現
象
が
考
察
さ
  
 

る
 。
 崔
氏
 は
こ
こ
で
、
 
巫
歌
 と
し
て
伝
承
さ
れ
た
創
世
神
話
を
 取
り
上
 

げ
 、
そ
れ
が
弥
勒
の
支
配
時
代
に
関
す
る
創
世
神
話
と
、
釈
迦
の
 
支
配
 時
 

代
 で
あ
る
末
世
に
関
す
る
終
末
論
的
な
神
話
と
に
二
分
さ
れ
る
と
 
し
、
創
 

世
 神
話
の
そ
う
し
た
二
重
構
造
は
、
世
直
し
を
欲
す
る
民
衆
意
識
 
の
 現
れ
 

で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
現
世
が
滅
び
て
新
し
く
世
界
が
再
 
生
 
・
 再
 

編
成
さ
れ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
の
占
で
韓
国
 
の
 開
聞
 

神
話
は
広
く
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
の
だ
、
 

と
 里
民
 は
 
玉
帳
す
る
 。
そ
し
 

て
 、
こ
の
よ
う
な
開
聞
神
話
が
風
水
信
仰
と
結
合
し
て
、
指
導
者
 
や
 支
配
 

者
は
天
地
の
運
命
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
あ
る
種
の
革
新
性
を
獲
 
得
し
、
 

 
 
 
 

社
会
混
乱
期
に
改
革
思
想
と
し
て
盛
行
し
た
 -
 
」
と
が
指
摘
さ
れ
る
 ，
そ
の
 

ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
 
問
 旧
思
想
が
李
朝
末
や
日
本
植
民
地
時
代
に
 は
、
後
 

天
聞
閾
の
到
来
と
地
上
天
国
建
設
を
共
通
の
教
義
的
特
徴
と
す
る
 
さ
ま
ざ
 

ま
な
新
宗
教
運
動
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
だ
、
 

と
崔
 氏
は
述
べ
 
る
の
で
 

あ
る
。
そ
し
て
、
終
末
論
的
な
開
聞
思
想
は
歴
史
的
に
一
貫
し
 
ァ
 ：
韓
国
 

民
衆
宗
教
の
最
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
 ，
 
」
と
が
結
論
づ
け
 ら
れ
て
 

 
 次

の
松
村
一
男
氏
の
論
文
「
部
族
社
会
の
諸
神
話
」
は
、
い
わ
ば
 
本
書
 

全
体
に
対
し
て
、
神
話
理
解
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題
提
起
を
な
 
 
 

で
あ
る
。
松
村
氏
は
ま
ず
、
自
ら
が
与
え
ら
れ
た
「
部
族
社
会
 の
 諸
神
 

話
 」
と
い
う
論
題
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
 姐 上
に
載
せ
る
。
 
松
 村
 氏
に
 

よ
れ
ば
、
部
族
社
会
と
い
う
語
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
 
に
 
「
 
末
 

開
 社
会
」
の
こ
と
で
あ
り
、
価
値
判
断
を
含
ん
だ
表
現
を
避
け
て
 
体
裁
を
 

整
え
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
未
開
と
い
う
 
範
晴
 を
 立
て
 

る
こ
と
自
体
は
、
宗
教
字
や
人
類
字
に
お
い
て
何
ら
疑
問
 
祝
 さ
れ
 て
こ
な
 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
氏
は
諸
神
話
と
い
う
表
現
に
も
問
題
性
 
を
 看
取
 

し
て
お
り
、
そ
の
典
型
的
な
現
れ
を
エ
リ
ア
ー
デ
の
神
話
論
の
内
 
に
 求
め
 

て
い
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
宗
教
史
学
者
と
し
て
、
文
化
的
、
歴
史
 
的
 特
性
 

や
 差
異
を
理
論
的
前
提
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
神
話
の
役
割
の
 
普
遍
性
 

を
 強
調
す
る
あ
ま
り
、
結
局
す
べ
て
の
神
話
は
唯
一
の
神
話
の
歴
 
史
的
展
 

開
 に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
込
み
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
し
て
 
、
真
正
 

の
神
話
を
知
る
た
め
に
は
無
文
字
社
会
の
神
話
を
研
究
す
べ
き
だ
 
と
 述
べ
 



る
と
き
、
エ
リ
ア
ー
デ
も
未
開
社
会
の
神
話
と
い
う
概
念
を
前
提
 
 
 

た
と
指
摘
し
、
松
村
氏
は
そ
う
し
た
歪
ん
だ
神
話
観
を
宗
教
学
 
白
  
 

題
 と
し
て
告
発
す
る
。
そ
の
上
で
松
村
氏
は
、
集
団
と
し
て
仕
入
 

ム
生
活
を
 

営
 む
と
い
う
人
間
の
存
在
自
体
の
共
通
性
、
普
遍
性
か
ら
出
発
す
 
る
 創
世
 

神
話
論
と
し
て
改
め
て
「
部
族
社
会
の
諸
神
話
」
と
い
う
論
題
を
 
探
究
す
 

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
 

一
 試
論
と
し
て
 
P
.
R
.
 

サ
ン
デ
 

 
 

る
 神
話
論
「
女
性
の
 
カ
と
 男
性
の
優
越
」
を
紹
介
す
る
の
で
あ
る
   

河
東
 仁
 氏
の
論
文
「
創
成
神
話
と
ユ
ン
グ
の
元
型
論
」
で
は
、
 

ム
 「
世
紀
 

の
神
話
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
ユ
ン
グ
の
元
型
論
と
、
 

ユ
ノ
ク
 

旅
 心
理
学
に
よ
る
そ
の
継
承
展
開
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

人
  
 

的
 危
機
に
現
れ
る
元
型
的
表
象
と
そ
の
発
生
源
で
あ
る
集
合
 
的
軸
 意
識
と
 

に
関
す
る
ユ
ン
グ
の
理
論
は
、
神
話
研
究
に
応
用
さ
れ
、
個
々
人
 
の
 意
識
 

が
 無
意
識
か
ら
発
生
分
化
す
る
 過
 柑
を
神
話
だ
と
し
た
り
一
フ
 

オ
  
 

ラ
ン
 ッ
一
 、
自
我
確
立
及
び
自
己
実
現
の
過
程
を
諸
神
話
の
内
に
 旺
腕
 
ム
 
@
 
リ
敗
 

ろ
う
と
す
る
 
-
 ノ
イ
マ
ン
 -
 よ
う
な
ユ
ン
グ
派
の
さ
ま
ざ
ま
な
 

神
 話
 研
究
 

を
 生
み
出
し
た
。
河
東
 氏
 は
そ
う
し
た
ユ
ン
グ
派
の
神
話
研
究
と
 

、
そ
れ
 

に
 対
す
る
 レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
の
批
判
な
ど
を
解
説
し
な
が
ら
 

、
神
話
 

研
究
に
お
け
る
ユ
ン
グ
元
型
論
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
 
る
 。
 す
 

な
ね
 ち
、
河
東
 氏
は
 、
集
合
的
鯛
生
爪
識
や
元
型
と
い
う
よ
う
な
 
概
 念
は
実
 

体
 概
念
で
は
な
く
、
人
間
の
行
動
を
説
明
す
る
た
め
に
仮
設
さ
れ
 
た
 説
明
 

概
念
で
あ
る
 
-
 
」
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
ユ
ン
グ
派
の
神
話
解
釈
に
 

対
す
る
 

批
判
の
ほ
と
ん
ど
を
誤
解
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
 河
東
 氏
 

は
 、
解
釈
者
個
人
の
鮭
生
息
 識
 的
な
表
象
が
神
話
解
釈
に
投
 影
 さ
れ
、
そ
の
 

 
 

 
 

レ
ッ
ク
ス
 
-
 
か
ら
の
 -
 自
由
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
神
話
の
清
動
的
要
 素
 を
問
 

う
 上
で
も
、
ユ
ン
グ
の
元
型
的
表
象
の
も
つ
情
動
的
側
面
が
有
効
 
で
あ
る
 

と
 述
べ
、
神
話
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
生
き
 
た
 形
で
 

語
り
・
詰
ら
れ
る
場
を
共
感
的
に
追
体
験
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
 
指
摘
す
 

る
の
で
あ
る
。
 

最
後
は
安
田
治
夫
氏
の
「
限
界
と
創
造
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
 

安
田
 

氏
 は
こ
こ
で
、
人
類
が
生
態
学
的
破
局
の
崖
 
淵
に
 面
し
て
い
る
と
 
 
 

況
 を
ふ
ま
え
、
何
が
そ
う
し
た
危
機
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
 
て
 思
想
 

内
神
学
的
対
話
と
応
答
を
提
示
し
て
い
る
。
安
田
氏
に
よ
れ
ば
、
 

こ
う
し
 

た
 生
態
学
的
危
機
の
要
因
と
し
て
は
科
学
技
術
と
そ
の
精
神
的
背
 
景
 と
な
 

っ
た
 
近
代
哲
学
の
み
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
問
題
は
よ
り
根
源
的
 で
あ
っ
 

て
、
 神
と
人
間
と
の
間
の
緊
張
関
係
と
し
て
の
限
界
が
人
間
に
よ
 
っ
て
 踏
 

み
越
え
ら
れ
、
人
間
が
神
と
自
ら
を
同
一
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
 
 
 

事
態
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
 
ば
 な
ら
な
い
。
人
間
の
そ
う
し
た
限
界
 喪失
は
 

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
現
れ
、
そ
れ
が
今
日
の
危
機
を
招
来
し
て
い
 
る
の
で
 

あ
る
。
安
田
氏
は
こ
の
限
界
喪
失
こ
そ
を
近
代
化
の
問
題
と
し
て
 
捉
え
、
 

そ
れ
が
義
や
創
造
の
問
題
と
結
び
つ
い
た
出
来
事
と
し
て
ル
タ
ー
 
の
力
木
 
教
 

改
革
を
挙
げ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
土
地
を
媒
介
と
す
る
旧
約
の
義
 と
 祝
福
 

が
 、
貨
幣
 
一
 
金
銭
）
を
媒
介
と
す
る
も
の
に
変
化
し
た
と
き
、
 

支
 配
と
被
 

支
配
の
関
係
は
佃
制
限
に
暴
虐
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
 
が
、
そ
 

う
し
た
貨
幣
支
配
の
佃
 
限
 膨
張
と
い
う
事
態
に
直
面
し
な
が
ら
も
 
 
 

義
 ほ
う
と
か
っ
た
ル
タ
ー
の
行
動
を
、
足
尾
鉱
毒
事
件
の
田
中
正
 
吐
坦
 
の
 行
 

 
 
 
 

動
 と
対
比
さ
せ
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
安
田
氏
は
、
創
造
 
を
 単
に
 

過
去
の
始
原
的
出
発
点
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
現
実
に
直
接
関
 
 
 

暖
竹
出
来
事
と
し
て
捉
え
、
創
世
記
の
「
地
を
従
わ
せ
よ
」
と
い
 
う
 舌
口
 
@
 
甘
 木
 



の
 意
味
を
問
い
直
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
ど
こ
に
立
っ
 

み
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
 

以
上
、
十
二
人
の
論
考
を
評
者
が
読
解
し
得
た
限
り
 

が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多
様
な
研
究
領
域
で
強
靭
な
議
論
を
 

知
的
冒
険
を
試
み
て
い
る
の
で
、
各
々
の
論
者
の
思
者
 

と
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
欲
を
言
え
ば
、
論
者
間
に
伺
 

酬
 が
あ
れ
ば
と
い
う
思
い
も
し
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
挿
 

に
対
す
る
要
求
と
し
て
ば
過
重
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
 

刺
激
的
か
つ
有
益
な
示
唆
に
満
ち
て
お
り
、
学
界
に
寄
 

大
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
神
話
を
喪
失
し
た
か
に
み
 芽 

た
に
神
話
が
求
め
続
け
ら
れ
て
い
る
現
代
社
会
の
現
状
 

て
 根
本
的
な
反
省
が
迫
ら
れ
て
い
る
今
日
、
ま
こ
と
に
 

成
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

て
い
る
の
か
を
 
省
 

そ
 紹
介
し
て
き
た
 

@
 
閑
し
、
大
胆
に
 

-
 
の
 軌
跡
を
辿
る
こ
 

一
 
ら
か
の
対
話
や
応
 

一
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
 

し
て
も
、
本
書
は
 

・
与
す
る
と
こ
ろ
多
 

一
な
が
ら
、
常
に
新
 

と
 展
望
と
に
つ
い
 

時
宜
を
得
た
研
究
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書評と紹介 

き
さ
と
深
さ
を
改
め
て
本
書
は
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
 
書
は
西
 

田
 哲
学
の
格
好
の
刺
激
的
な
「
案
内
書
」
と
な
っ
て
い
る
。
 

た
と
え
ば
西
田
哲
学
が
投
げ
か
け
て
い
る
今
日
的
課
題
の
一
つ
ぼ
 「
白
下
 

教
と
 科
学
」
の
問
題
が
あ
る
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
宗
教
が
占
め
 
る
 位
置
 

と
 意
味
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
本
書
で
も
第
三
部
 
0
 
 目
下
 

教
 と
芸
術
」
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
 
-
 こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
 す
る
 一
 

が
 、
ま
た
西
田
は
近
代
料
宇
や
技
術
 知
 と
い
う
も
の
に
対
し
て
も
 
並
々
 な
 

ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
た
。
純
粋
経
験
と
か
絶
対
矛
盾
的
自
己
 
同
 
一
 と
い
 

っ
た
 西
田
独
特
の
い
わ
ば
呪
縛
 力
 を
も
っ
た
用
語
に
幻
惑
さ
れ
て
 

、
西
田
 

哲
学
が
何
か
非
ム
ロ
 理
的
 体
験
と
か
神
秘
主
義
の
教
説
を
説
く
も
の
 と
 
一
般
 

に
 誤
解
さ
れ
る
向
き
が
あ
る
が
、
西
田
自
身
が
強
調
し
て
い
る
よ
 
 
 

彼
が
求
め
た
も
の
は
「
極
め
て
現
実
的
な
知
識
の
立
場
」
、
「
す
べ
 

 
 

験
 的
知
識
の
基
と
な
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
 
は
、
 @
 

田
 義
弘
「
西
田
哲
学
の
字
間
性
」
に
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
説
明
 
が
 見
ら
 

れ
る
。
そ
れ
に
 
ょ
 れ
ば
、
前
期
の
西
田
の
問
題
意
識
は
「
経
験
に
 
還
っ
て
 

知
識
の
発
生
を
辿
り
な
お
す
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
西
田
は
「
 
自
己
の
 

な
か
に
自
己
を
映
す
」
と
い
う
形
態
で
考
え
よ
う
と
し
た
。
「
後
 
朝
山
り
日
 
心
 

准
は
 、
 （
映
す
）
と
い
う
行
為
を
（
作
る
）
と
い
う
行
為
の
な
か
 

 
 

込
み
、
（
映
す
 ノ
 と
い
う
働
き
に
基
づ
い
て
行
為
と
い
う
こ
と
の
 知
識
論
 

的
 基
盤
性
格
を
論
じ
」
 
た
 。
そ
こ
か
ら
「
行
為
的
直
観
」
と
か
「
 表
現
的
 

自
己
限
定
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
析
出
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
位
相
 
で
 科
学
 

も
 宗
教
も
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
は
「
さ
ま
ざ
ま
 
な
 知
識
の
場
面
 

を
 思
惟
の
遂
行
次
元
か
ら
層
位
化
し
構
造
化
し
よ
 う
 」
と
試
み
 
た
 。
「
 西
 

田
の
思
惟
は
、
一
方
で
は
、
場
所
的
有
の
極
限
に
成
立
し
て
く
る
 
科
学
的
 

思
惟
の
立
場
と
、
他
方
で
は
、
も
は
や
い
か
な
る
意
味
で
も
限
定
 
さ
れ
 え
 

な
い
無
の
自
覚
的
方
向
に
体
験
的
に
沈
潜
し
て
い
く
宗
教
の
立
 場
 と
い
 

ぅ
 、
ふ
た
 
っ
 の
極
の
あ
 
い
 だ
の
全
体
の
構
造
を
、
あ
く
ま
で
も
 自
 覚
 的
行
 

為
の
立
場
に
立
っ
て
、
思
惟
の
事
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
 
試
み
」
 

で
あ
っ
た
、
と
新
田
氏
は
言
う
。
 

大
室
 題
 
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋
」
で
は
、
こ
の
問
題
 

が
 @
 
婬
 

っ
た
 角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
西
田
哲
学
を
「
東
西
 
 
 

対
決
と
融
合
の
実
験
」
で
あ
る
と
し
、
「
西
田
が
対
決
し
た
西
洋
 
文
化
と
 

は
 、
つ
ま
り
は
近
代
の
自
然
科
学
的
世
界
観
」
で
あ
り
、
「
西
田
 
が
 東
洋
 

的
皿
 と
い
う
も
の
を
論
理
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
舌
口
っ
た
の
 

は
、
根
 

本
 で
は
こ
の
 日
殊
 科
学
と
の
対
決
の
こ
と
を
意
味
」
し
て
い
た
 。
「
自
然
 

科
学
と
は
単
に
人
間
の
非
人
間
化
と
か
自
己
喪
失
と
か
で
は
な
く
 
て
、
自
 

己
 否
定
と
い
う
仕
方
で
の
人
間
の
自
覚
」
で
あ
り
、
 

科
 字
の
立
場
 も
 
「
 
血
 

の
 原
理
」
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
有
の
文
化
」
で
あ
る
 「
西
洋
 

の
形
而
上
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
は
、
西
洋
自
身
が
生
ん
だ
 
自
 然
 科
学
 

 
 

ム
ロ
 
L
 し
う
 

る
 原
理
は
 、
 有
で
は
な
く
て
そ
れ
白
髭
で
な
く
て
は
な
ら
な
 
い
 」
。
 西
 

田
 哲
学
は
そ
の
実
験
的
試
み
で
あ
っ
た
。
「
西
田
哲
学
の
根
本
は
 
、
科
学
 

と
い
う
否
定
を
く
ぐ
っ
て
自
己
を
回
復
す
る
歴
史
的
世
界
の
創
造
 
 
 

へ
の
 血
 限
の
信
頼
」
で
あ
っ
た
 
、
と
 舌
ロ
 
う
 。
こ
こ
に
は
従
来
の
西
 田
 哲
学
 

研
究
に
は
無
か
っ
た
新
鮮
な
解
釈
 が
 見
ら
れ
る
。
確
か
に
わ
れ
わ
 れ
は
山
ホ
 

教
と
 科
学
を
い
た
ず
ら
に
対
立
、
矛
盾
す
る
も
の
と
考
え
る
の
 で
は
な
 

く
 、
宗
教
も
科
学
も
一
つ
の
「
事
実
」
と
し
て
承
認
す
る
所
か
ら
 
出
発
す
 

 
  
 

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
大
宰
 氏
 が
指
摘
し
て
い
 る
よ
う
 

に
、
ヨ
 示
教
も
科
学
も
、
わ
れ
わ
れ
が
三
観
的
意
識
の
圏
を
破
っ
 
て
 世
界
 

4
3
l
 

そ
の
も
の
の
客
観
的
な
姿
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
お
い
 
て
 軌
を
 



一
に
し
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
「
技
術
を
生
ま
な
 

か
っ
た
 

東
洋
の
思
想
の
中
に
、
か
え
っ
て
技
術
世
界
の
将
来
の
方
向
を
昭
 
 
 

す
 新
し
い
光
線
が
 
m
 意
 さ
れ
て
い
る
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
 

本
論
か
 

ら
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
点
、
「
西
田
の
立
つ
東
洋
的
 皿
 」
 を
 

「
は
じ
め
か
ら
有
を
破
っ
た
世
界
」
と
捉
え
る
大
幸
氏
の
形
而
上
 

学
的
 設
 

定
 よ
り
も
、
西
田
の
思
惟
を
「
対
象
的
な
圏
域
と
そ
の
陰
に
隠
れ
 
る
 非
対
 

象
 性
の
次
元
と
の
あ
い
だ
の
通
路
を
開
こ
 う
 と
す
る
現
代
の
学
問
 
論
 的
課
 

題
 」
に
対
応
す
る
も
の
と
捉
え
、
そ
こ
に
西
田
の
「
独
自
の
先
駆
 
的
な
思
 

惟
 の
す
が
た
を
見
い
だ
」
そ
う
と
す
る
前
述
の
新
田
氏
の
見
解
に
 
 
 

0
 具
体
性
が
 よ
 り
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
評
者
は
考
え
る
。
 

そ
れ
は
と
も
あ
れ
西
田
哲
学
が
、
東
洋
の
伝
統
思
想
と
西
洋
の
近
 
休
息
 

想
 と
の
総
合
の
企
て
と
し
て
、
あ
る
い
は
東
洋
の
大
乗
仏
教
的
 
田
 心
想
の
論
 

理
化
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
独
創
的
な
哲
学
体
系
で
あ
 る
こ
と
 

は
 一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
と
り
わ
け
現
代
が
世
 

界
の
ボ
 

・
価
値
多
元
化
を
特
徴
と
し
、
（
共
生
）
を
模
索
し
 

て
い
る
 

時
代
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
時
、
東
西
の
思
想
の
論
理
的
連
関
を
 図っ
た
 

西
田
の
思
索
は
、
現
代
と
い
う
時
代
を
先
取
り
し
て
い
る
と
言
っ
 てよ
い
 

し
、
 逆
に
舌
口
え
ば
、
現
代
ほ
ど
西
田
哲
学
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
 

る
 時
代
 

は
な
い
と
も
舌
口
え
る
。
そ
の
点
、
芸
術
と
い
う
領
域
に
限
っ
て
で
 

は
あ
る
 

が
 、
大
橋
良
介
「
西
田
哲
学
の
芸
術
論
」
が
示
唆
的
で
あ
る
。
 

本
 立
円
 

-
 
ラ
 ま
 
@
@
 
 
 
一
一
 

十
世
紀
の
西
洋
の
芸
術
の
歩
み
を
概
観
し
た
上
で
、
「
西
田
の
 

-
 
一
ム
 
術
論
は
、
 

五
 0
 １
人
 0
 年
代
に
出
そ
ろ
う
現
代
芸
術
の
諸
潮
流
を
先
取
り
す
 る
よ
う
 

な
 洞
察
を
ふ
く
ん
で
い
た
」
と
 

見
倣
す
 。
す
な
 ね
 ち
、
い
わ
ぬ
 
る
 純
粋
 芸
 

術
や
抽
象
芸
術
は
「
純
粋
に
自
己
自
身
の
内
面
の
み
を
表
現
せ
ん
 とす
る
 

表
現
主
義
」
と
か
、
「
一
切
の
外
的
対
象
な
い
し
超
越
的
な
も
の
 
を
 拒
絶
 

し
て
、
純
粋
に
自
己
自
身
た
ら
ん
と
す
る
絶
対
正
義
」
と
か
、
「
 
現
実
性
 

界
に
 拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
ず
作
品
の
中
に
現
実
を
創
造
せ
ん
と
す
 

 
 

｜
 ル
レ
ア
リ
ズ
ム
」
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
こ
の
「
自
 
問
に
 陥
り
 は
じ
め
 

 
 
 
 

た
 純
粋
芸
術
な
い
し
抽
象
芸
術
が
、
ふ
た
た
び
（
世
界
）
へ
の
 
開
 け
を
 回
 

復
 」
せ
し
め
た
の
が
、
「
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
 
五
  
 

0
 年
代
の
現
代
芸
術
の
動
向
で
あ
る
。
純
粋
芸
術
の
対
極
に
あ
る
 「
 ，
 
」
 れ
 

ら
の
潮
流
は
、
作
品
に
と
っ
て
超
越
的
な
い
し
外
在
的
な
も
の
を
 
佐
吉
凹
 
め
 

内
に
映
す
と
い
う
意
味
で
、
（
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
も
の
を
 
 
 

ま
で
も
内
在
的
に
見
る
）
と
い
う
西
田
の
芸
術
規
定
と
、
意
外
な
 
近
さ
の
 

う
 ち
に
あ
る
」
と
言
 う
 。
「
西
田
の
芸
術
論
は
、
そ
の
基
盤
を
な
 

す
 場
所
 

約
論
理
と
そ
の
宗
教
性
の
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
現
代
の
多
元
化
し
 
た
 芸
術
 

世
界
を
捉
え
る
射
程
を
持
っ
て
い
た
」
と
い
う
大
橋
氏
の
見
解
に
 は、
大
 

峯
 論
文
と
同
様
、
西
田
哲
学
研
究
に
新
し
い
解
釈
の
方
向
を
示
す
 
 
 

見
て
取
れ
る
。
 

西
田
哲
学
が
現
代
文
化
と
の
関
係
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
 
視
占
と
 お
し
 

い
 解
釈
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ら
を
突
破
す
る
可
能
性
を
含
む
 
豊
穣
な
 

地
平
を
形
成
し
て
い
る
の
は
、
と
り
わ
け
後
期
の
西
田
の
思
惟
 で
あ
ろ
 

ぅ
 。
西
田
の
舌
口
 ぅ
 
「
表
現
的
世
界
」
の
位
相
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

西
田
が
 

「
表
現
」
と
い
う
こ
と
で
何
を
考
え
て
い
た
か
。
わ
れ
わ
れ
は
 

本
 垂
口
に
お
 

い
 て
一
半
数
以
上
の
論
文
が
直
接
、
間
接
に
「
表
現
」
の
問
題
に
 
触
れ
て
 

い
る
か
、
あ
る
い
は
関
わ
っ
て
い
る
 

-
 そ
れ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
 

な
、
時
 

に
は
相
反
す
る
解
釈
に
遭
遇
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
 
力
 動
的
 で
 刺
激
 

的
な
西
田
 像
が
 刻
ま
れ
て
い
て
、
本
書
の
魅
力
も
ま
た
そ
こ
に
あ
 る
と
 評
 

者
に
は
思
わ
れ
る
。
 

表
現
的
世
界
の
自
己
限
定
と
い
う
西
田
の
論
理
を
理
解
す
る
た
 
 
 



評
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
ま
ず
、
「
自
覚
」
の
構
造
や
「
場
所
の
論
理
」
、
「
弁
証
法
的
 

一
般
 者
 」
 

や
 
「
行
為
的
直
観
」
な
ど
に
つ
い
て
の
西
田
独
特
の
用
語
が
理
解
 

さ
れ
て
 

い
 る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
 

森
 哲
郎
「
西
田
哲
学
と
 禅
 仏
 教
 
@
 」
、
 

リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
「
前
期
西
田
に
お
け
る
自
己
意
識
と
自
由
比
 
日
 
心
土
 
心
 」
、
 

藤
田
正
勝
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
と
歴
史
の
問
題
」
、
 

常
俊
 宗
 三
郎
 

「
西
田
哲
学
に
お
け
る
歴
史
・
政
治
論
」
、
有
福
手
占
「
西
田
に
 

お
け
る
 

行
為
的
直
観
」
の
諸
論
文
が
参
考
に
な
る
。
い
ず
れ
も
西
田
哲
学
 
の
 難
解
 

と
 舌
口
わ
れ
る
概
念
が
解
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
て
有
益
で
あ
 
る
 。
 特
 

に
 、
西
川
富
雄
「
西
田
哲
学
と
存
在
論
の
伝
統
」
は
「
実
在
の
論
 
理
 」
と
 

し
て
の
西
田
哲
学
の
骨
格
を
骨
太
に
捉
え
き
っ
て
い
て
明
解
で
あ
 
る
 。
 

さ
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
「
表
現
」
と
は
何
か
。
「
表
現
と
い
 

ぇ
ば
 

解
釈
学
の
基
本
的
概
念
の
一
つ
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
そ
 
れ
は
 主
 

観
的
 体
験
も
し
く
は
生
の
表
現
と
さ
れ
、
し
か
も
も
っ
ぱ
ら
理
解
 
 
 

は
 解
釈
の
対
象
と
し
て
意
味
の
連
関
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
 
。
こ
れ
 

に
 対
し
て
西
田
で
は
、
表
現
と
は
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
表
 
現
 で
あ
 

る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
自
己
表
現
で
あ
り
、
個
物
の
自
己
表
現
 
は
 世
界
 

の
 自
己
表
現
の
一
角
で
あ
る
」
（
 

常
俊
 論
文
一
と
い
う
捉
え
方
が
 口
 
取
 む
 u
 
オ
 

｜
 ソ
ド
ッ
ク
 
ス
 で
あ
る
。
世
界
と
い
う
「
実
在
の
自
己
表
現
の
形
 
式
 」
 を
 

西
田
は
ま
た
端
的
に
「
論
理
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
 「
西
田
 

は
へ
 実
在
の
自
己
表
現
の
か
た
ち
）
と
し
て
の
論
理
を
求
め
続
 
け
た
」
 

-
 
西
川
論
文
 -
 と
い
う
方
向
で
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
 

そ
 の
時
 、
 

「
弁
証
法
的
一
般
者
の
限
定
」
と
し
て
世
界
は
「
即
世
界
の
自
己
 

写
像
的
 

ノ
 ステ
ム
」
一
同
論
文
 -
 と
な
る
。
 

他
方
、
人
世
界
が
表
現
的
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
 へ
 
単
な
 

ヱ
思
 味
の
世
界
）
で
あ
る
と
か
、
土
居
識
の
世
界
）
で
あ
る
と
か
 
を
 意
味
 

す
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
一
面
に
（
個
物
を
否
定
す
 
る
 Ⅴ
 と
 

い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
、
と
こ
ま
で
も
（
我
々
の
内
的
統
一
を
破
 
る
ノ
と
 

い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
八
世
界
の
底
に
血
 

眼
に
 暗
い
  
 

非
合
理
的
な
も
の
を
見
る
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
 

-
 有
福
 論
文
 -
 。
 

表
現
的
世
界
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
、
西
田
が
「
表
現
」
と
 い
う
こ
 

と
を
「
行
為
的
自
己
」
や
「
歴
史
的
身
体
」
の
問
題
と
の
連
関
で
 
思
惟
 し
 

て
い
る
こ
と
に
由
っ
て
い
る
。
「
行
為
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
 
意
識
を
 

越
え
て
自
己
の
内
容
を
外
界
に
表
現
し
、
外
を
内
と
な
す
。
 

歴
史
的
 

世
界
は
、
イ
デ
ア
を
見
る
叡
知
的
な
自
己
で
は
な
く
、
行
為
を
通
 
 
 

を
 内
と
な
す
と
と
も
に
、
そ
こ
に
自
己
自
身
を
直
観
す
る
行
為
的
 
な
 自
己
 

の
 自
己
限
定
を
通
し
て
成
立
す
る
。
 

一
 歴
史
の
）
非
合
理
  
 

自
己
の
蛆
を
見
る
自
己
限
定
か
ら
生
れ
る
。
も
は
や
ノ
エ
マ
 とし
て
 

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
限
定
、
表
現
か
ら
生
れ
る
」
 
-
 藤
田
論
 

文
一
。
 

長
谷
正
宮
「
西
田
哲
学
と
浄
土
教
」
は
、
西
田
晩
年
の
「
 
逆
 対
応
 」
 の
 

論
理
を
親
鸞
の
宗
教
的
自
覚
の
構
造
に
突
き
合
わ
せ
て
論
じ
た
も
 
 
 

る
が
、
そ
こ
で
西
田
の
「
表
現
」
の
問
題
を
 、
 神
と
人
間
と
の
 
「
 逆
 u
W
 

応
 」
と
い
う
の
 
っ
び
 き
な
ら
な
い
宗
教
的
関
係
に
相
即
さ
せ
て
 
捉
 え
て
い
 

る
 占
で
興
味
深
い
。
神
に
最
も
近
い
と
自
負
す
る
人
間
が
実
は
神
 
か
，
り
 
@
 
遅
 

く
、
 
逆
に
 、
 神
か
ら
最
も
速
く
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
罪
人
の
 
自
覚
は
 

最
も
神
に
近
い
と
い
う
逆
説
的
な
関
係
を
 
、
 神
と
人
間
と
の
関
係
 に
 固
有
 

な
あ
り
よ
う
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
西
田
は
「
 
逆
 対
応
」
と
 術
五
  
 

 
 
 
 

ヵ
 

そ
こ
に
は
根
底
に
お
い
て
親
鸞
と
通
底
す
る
「
凡
愚
の
自
覚
 
」
が
あ
 

 
 

る
 。
自
己
を
凡
愚
と
し
て
知
る
こ
と
は
「
自
己
の
底
に
透
視
し
え
 

 
 

を
 見
る
こ
と
、
透
視
し
え
な
い
 

闇
 と
し
て
自
己
を
知
る
こ
と
」
を
 意
味
す
 



る
 。
「
 白
 己
の
底
に
闇
を
抱
え
た
わ
れ
わ
れ
は
、
観
想
に
お
い
て
   

出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
現
実
の
底
に
弥
陀
の
呼
び
声
を
聞
く
 こと
に
 

お
い
て
の
み
出
会
い
う
る
、
と
西
田
は
舌
口
 
う
 。
そ
こ
に
断
絶
と
断
 絶
を
繋
 

ぐ
も
の
が
あ
る
」
。
 逆
 対
応
の
か
か
る
断
絶
と
連
続
に
お
い
て
「
 表
現
」
 

の
 問
題
が
浮
か
び
 
ヒ
 が
っ
て
く
る
と
長
谷
氏
は
舌
口
 ぅ
 。
表
現
と
は
 
「
自
ら
 

に
 体
な
る
も
の
の
う
ち
に
自
ら
を
映
す
こ
と
」
で
あ
る
が
、
具
体
 
的
に
言
 

え
ば
、
「
絶
対
者
が
自
ら
を
空
し
く
し
て
他
に
お
い
て
自
ら
を
 
見
 ぃ
だ
す
 

こ
と
、
他
に
自
ら
を
映
す
こ
と
、
あ
る
い
は
移
す
こ
と
」
で
あ
る
 
。
そ
れ
 

は
 絶
対
者
の
「
創
造
」
と
い
う
働
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
名
号
」
 

と
し
て
 

の
 
「
舌
口
 

業
 」
も
見
出
だ
さ
れ
る
。
「
西
田
は
 
、
 （
神
の
舌
口
業
）
な
い
 
 
 

号
 ）
を
絶
対
者
の
（
表
現
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
」
、
と
。
こ
う
 
し
て
 親
 

鸞
の
「
 行
 ・
 信
 」
の
構
造
に
比
し
て
、
「
 
逆
 対
応
」
に
お
い
て
「
 信
 」
 の
 

構
造
が
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
共
に
、
「
表
現
」
に
お
い
て
 「
 @
 
Ⅰ
Ⅱ
」
 

の
 構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
表
現
の
 
も
つ
 創
 

造
 性
の
側
面
は
も
っ
ぱ
ら
絶
対
者
の
側
に
帰
せ
ら
れ
、
絶
対
者
の
 
表
現
 た
 

る
 
「
舌
口
 

業
 」
の
内
に
「
絶
対
者
の
悲
願
」
の
意
味
が
付
与
さ
れ
、
 

 
 

れ
人
間
は
「
弥
陀
の
呼
び
声
」
と
い
う
絶
対
者
の
働
き
に
「
 
行
 」
  
 

・
出
会
わ
れ
る
も
の
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
長
谷
 

立
師
友
Ⅰ
 

い
 

は
 、
晩
年
の
西
田
が
至
り
つ
い
た
深
い
宗
教
性
が
浄
土
教
の
立
場
 
 
 

 
 

特
に
 、
 

「
西
田
が
、
そ
の
思
想
形
成
の
中
期
に
お
い
て
悪
戦
苦
闘
の
末
に
 

到
達
し
 

た
 
（
絶
対
無
の
場
所
）
の
論
理
が
、
な
お
親
鸞
の
立
場
を
十
分
に
 

包
み
う
 

る
よ
う
な
広
が
り
と
確
か
さ
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
 
-
 
」
と
を
 、
誰
よ
 

り
も
西
田
自
身
が
意
識
し
て
い
た
…
・
・
・
。
親
鸞
の
思
想
に
は
 

対
皿
の
 

場
所
）
を
は
み
出
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
西
田
は
親
鸞
に
た
 
い
 す
る
 深
 

い
 共
感
の
ゆ
え
に
感
じ
と
っ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
や
や
も
 
す
れ
ば
 

禅
に
 偏
り
が
ち
な
従
来
の
西
田
解
釈
に
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
ろ
 

 
 

ン
 ・
フ
ラ
フ
ト
「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
も
 
参
 者
 に
な
 

 
 

る
 。
 

一
方
、
森
哲
郎
「
西
田
哲
学
と
神
仏
教
」
は
、
西
田
哲
学
の
根
本
 
動
向
 

 
 

淵
 @
 巴
 を
く
ぐ
っ
て
、
た
だ
（
表
現
 ン
 と
な
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
 

を
 「
税
目
 
と
 表
現
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
長
谷
論
文
と
は
異
な
 

そ
し
て
自
己
の
へ
 於
 い
て
あ
る
）
世
界
 -
 
場
所
 -
 の
事
実
」
の
こ
 

源
 が
あ
る
」
。
宗
教
心
は
「
大
な
る
生
命
」
の
表
現
で
な
け
れ
ば
 

も
 、
天
地
一
杯
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
最
も
用
心
 

る
 。
こ
の
表
現
は
舌
口
業
三
口
語
表
現
一
と
は
限
ら
な
い
。
 

指
 一
本
 

る
が
、
こ
の
「
自
己
一
事
実
）
は
、
正
親
で
も
な
く
客
観
で
も
な
 

 
 

な
ら
 @
 。
 

す
べ
き
 

ば
 
事
実
、
 

、
芸
 

挙
げ
て
 

と
で
あ
 

く
、
深
 

フ
 
は
 の
 
断
じ
 
根
 

 
 

っ
た
角
 

 
 

「
日
常
工
夫
 2
 行
為
の
世
界
一
を
通
し
て
、
毎
日
の
生
活
が
自
己
 
の
 生
ム
 
叩
 

の
 建
立
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
、
「
深
淵
 一
 
沈
黙
 じ
 を
 経
た
 

 
 

 
 

身
体
の
表
現
は
世
界
 @
 
地
一
の
表
現
と
な
る
。
こ
こ
に
哲
学
と
 宗
教
は
 

表
裏
一
体
を
な
す
」
と
言
う
。
 森
 論
文
は
従
来
の
西
田
哲
学
解
釈
 の
 延
長
 

上
に
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
文
体
と
共
に
、
西
田
の
思
惟
の
精
髄
 を
よ
く
 

捉
え
て
い
る
力
作
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
 

以
上
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
表
現
」
の
問
題
に
的
を
絞
っ
て
 
さ
 ま
ざ
 

ま
な
解
釈
を
紹
介
し
な
が
ら
概
観
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
 
そ
  
 

本
書
の
前
半
を
占
め
る
い
く
 っ
 か
の
論
文
が
存
在
す
る
。
あ
と
が
 き
に
よ
 



 
 

評
 

@
 三
日
田
 

  

  れ
ば
、
「
本
書
で
は
、
西
田
の
思
想
形
成
に
お
い
て
有
力
な
刺
激
 
と
な
っ
 

た
こ
れ
ら
の
西
洋
哲
学
の
思
想
と
西
田
哲
学
と
の
連
関
を
明
ら
 か
に
す
 

る
 、
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ウ
イ
リ
ア
ム
 
ジ
ェ
 

｜
 ム
ズ
、
ハ
イ
デ
 
ガ
ニ
 
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
等
と
の
関
係
 
か
ら
 西
 

田
の
思
想
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
「
 
西
田
と
 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
純
粋
経
験
論
」
、
溝
口
宏
 

平
 
「
西
田
哲
学
と
ハ
イ
  
 

哲
学
」
、
山
形
 頼
洋
 
「
西
田
哲
学
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
」
、
中
岡
成
文
 

「
西
田
 

哲
学
と
弁
証
法
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
文
も
一
定
の
距
離
を
と
 っ
た
 

い
わ
ば
節
度
を
も
っ
た
論
の
進
め
方
が
な
さ
れ
て
い
る
所
に
特
 徴
 が
あ
 

る
 。
前
述
し
た
よ
う
に
、
西
田
哲
学
が
公
正
に
検
討
さ
れ
る
た
め
 
 
 

こ
う
し
た
論
文
の
ス
タ
イ
ル
は
 

是
 と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

し
 か
し
な
 

が
ら
 両
 思
想
を
比
較
し
そ
こ
に
異
同
を
指
摘
す
る
と
い
う
客
観
的
 
な
 作
業
 

は
 一
面
で
は
何
か
物
足
り
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
 

偽
 ら
ざ
る
 

評
者
の
感
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
 賛
沢
 と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

か
つ
て
林
達
夫
が
西
田
哲
学
の
「
エ
ッ
セ
イ
」
性
と
い
う
こ
と
を
 
指
摘
 

し
 、
あ
わ
せ
て
「
思
想
の
肉
体
性
の
感
得
」
と
い
う
，
」
と
に
言
及
 

 
 

こ
の
 林
評
 は
つ
と
に
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
評
者
の
意
図
す
る
 と
こ
ろ
 

を
 汲
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
少
し
長
く
な
る
が
是
非
と
も
引
用
し
 てお
き
 

た
い
。
「
西
田
哲
学
は
そ
の
発
想
形
態
に
お
い
て
決
し
て
完
結
し
 
た
 思
想
 

体
系
を
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
 
O
 エ
 

セ
イ
 で
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
に
は
地
楡
的
に
言
っ
て
よ
い
な
 

 
 

仕
事
場
の
雰
囲
気
が
常
に
漂
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
 
る
 思
想
 

@
 
出
の
材
料
や
道
具
や
工
程
的
努
力
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
は
む
 
き
 出
し
 

一
 さ
ら
け
出
さ
れ
て
お
り
、
整
理
さ
れ
終
わ
っ
た
も
の
で
は
な
く
 
て
、
整
 

一
 さ
れ
て
ゆ
く
過
程
そ
の
も
の
が
如
実
に
い
わ
ば
へ
即
物
的
）
に
 さら
さ
 

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
生
の
哲
学
で
は
な
い
の
に
、
 

 
 

面
上
手
が
生
の
匂
い
を
濃
厚
に
発
散
し
て
い
る
の
 
ほ
 、
こ
の
よ
う
 
な
 
（
 手
 

仕
事
）
の
あ
と
が
生
の
波
状
線
を
そ
の
ま
ま
に
生
々
し
く
伝
え
て
 いる
か
 

ら
で
あ
ろ
う
。
 
:
.
.
.
.
 

思
想
の
肉
体
性
の
感
得
は
 

あ
る
種
 

の
 思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
理
解
や
批
評
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
 

ど
 些
細
 

な
 枝
葉
的
事
柄
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
。
 

西
田
が
自
ら
の
思
想
形
成
の
過
程
で
批
判
的
に
対
決
・
受
容
し
た
 
前
述
 

の
 諸
哲
学
者
と
の
思
想
的
連
関
は
、
前
期
の
西
田
の
思
惟
の
事
柄
 
と
し
て
 

と
り
わ
け
「
仕
事
場
」
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
 
。
と
す
 

れ
ば
、
そ
れ
を
論
ず
る
場
合
わ
れ
わ
れ
は
「
整
理
さ
れ
終
わ
っ
た
 
 
 

は
な
く
し
て
、
整
理
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
そ
の
も
の
」
を
取
り
出
す
 
の
で
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
場
ム
ロ
出
来
れ
ば
、
「
手
仕
事
」
 

に
 伴
う
 

「
仕
事
場
」
の
汗
の
匂
い
が
伝
わ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
西
田
哲
 

学
 の
 魅
 

力
 は
ひ
と
え
に
「
思
想
の
肉
体
性
」
、
換
言
す
れ
ば
、
肉
体
を
く
 
 
 

け
て
き
た
思
想
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
評
者
の
長
 
午
 の
 貝
 

解
 で
あ
る
。
実
際
、
「
純
粋
経
験
」
・
「
無
の
場
所
」
・
「
弁
証
法
 

約
一
般
 

者
 」
・
「
行
為
的
直
観
」
・
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
・
「
非
違
 

続
 の
 連
 

続
 」
・
「
 逆
 対
応
」
な
ど
の
抽
象
的
概
念
は
 い
 ず
れ
も
、
西
田
に
お
 
い
て
は
 

常
に
具
体
的
な
生
き
た
経
験
に
根
差
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
生
の
 
深
み
か
 

ら
 汲
み
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
看
過
し
て
単
に
 
哲
学
史
 

的
な
概
念
の
事
柄
と
し
て
取
り
扱
う
な
ら
ば
、
い
か
に
精
微
な
 
分
 析
 で
あ
 

っ
て
も
何
処
か
届
か
な
い
所
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
 

占
 

同
じ
よ
 

 
 
 
 

う
に
前
期
の
西
田
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
「
 
前
期
 西
 

田
 
に
お
け
る
自
己
意
識
と
自
由
意
志
」
は
向
自
覚
に
於
け
る
 直
 観
と
 

反
町
 

 
 

省
 」
に
関
す
る
解
説
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
西
田
の
思
惟
の
歩
み
 
が
力
動
 



的
に
捉
え
ら
れ
て
 
い
 て
秀
逸
で
あ
る
。
訳
文
一
村
井
則
夫
 訳 ）
 も
 よ
く
そ
 

れ
を
伝
え
て
い
る
。
 

最
後
に
、
井
上
克
人
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
宗
教
的
な
も
の
」
に
 つ
 

て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
論
文
は
 

一
 
絶
え
ず
矛
盾
す
る
も
の
 
を
 生
み
 

出
し
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
内
に
包
む
も
の
が
あ
る
の
で
 
あ
る
。
 

西
田
哲
学
に
は
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
へ
母
性
的
な
る
も
の
）
 舌
ロ
 
い
賄
俣
 

え
れ
ば
（
大
乗
仏
教
的
な
も
の
）
が
そ
の
根
幹
に
あ
る
」
こ
と
を
 
説
い
て
 

い
 る
が
、
問
題
は
そ
の
論
述
の
仕
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
自
ら
 
照
ら
す
 

鏡
 、
あ
る
い
は
 
闇
 」
と
題
さ
れ
た
節
に
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
  
 

を
 映
す
映
さ
ぬ
に
か
か
わ
り
な
く
、
つ
ね
に
そ
れ
自
ら
で
 
昭
り
輝
  
 

る
 働
き
 
-
 
宮
 昭
じ
 、
何
物
も
映
さ
ぬ
先
の
 、
鏡
 そ
の
も
の
が
も
つ
 ハ
 自
性
 

の
照
 ）
、
こ
れ
こ
そ
西
田
の
強
靭
な
思
索
を
絶
え
ず
駆
り
立
て
、
 

 
 

頭
か
ら
つ
ね
に
離
れ
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
。
西
田
 
哲
学
が
 

一
個
の
形
而
上
 学
 で
あ
る
こ
と
は
評
者
も
認
め
る
に
吝
か
で
は
な
 
 
 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
 
超
 」
形
而
上
学
的
表
現
に
出
 あ
 う
と
、
 論
 斗
辿
 
の
田
し
 

弁
性
 に
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
う
の
は
評
者
の
狭
量
の
せ
い
で
 あ
ろ
う
 

か
 。
純
粋
経
験
や
行
為
的
直
観
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学
 
 
 

工
学
そ
の
も
の
を
突
き
崩
す
こ
と
を
介
し
て
い
た
 -
 
そ
の
成
否
は
  
 

く
も
 -
 の
で
あ
り
、
西
田
の
努
力
は
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
 
評
者
の
 

見
解
で
あ
る
。
西
田
の
思
惟
の
形
而
上
学
的
 
残
 津
を
批
判
す
る
な
 
ち
と
も
 

か
く
も
、
よ
り
に
よ
っ
て
そ
れ
を
最
大
限
に
形
而
上
学
の
方
向
に
 
解
釈
し
 

よ
う
と
す
る
あ
り
方
は
西
田
の
思
 惟 に
逆
行
す
る
よ
う
に
 
用
 わ
れ
 て
な
ら
 

 
 

こ
の
問
題
は
西
田
に
お
け
る
 禅
と
 哲
学
の
関
係
二
股
的
に
 -
=
 

ロ
 え
ま
 
@
 

「
体
験
」
と
「
学
問
」
の
関
係
 
-
 に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
 

「
西
田
 

哲
学
の
背
後
に
は
、
や
は
り
何
か
 禅
 的
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
   

8
 

と
い
う
誘
惑
に
か
ら
れ
る
問
い
に
対
し
て
、
西
田
自
身
厳
し
く
そ
 
れ
を
 否
 

Ⅱ
 

足
 し
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

禅
 体
験
な
し
に
西
田
の
思
惟
が
 
 
 

 
 
 
 

な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
 森 論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
 い
る
よ
 

う
に
、
「
 
禅
 仏
教
を
対
象
に
し
た
ひ
わ
 り
る
 
（
禅
の
哲
学
）
の
 類
 」
を
 西
 

 
 

田
が
 
「
自
覚
的
に
拒
否
し
た
」
と
こ
ろ
に
そ
も
そ
も
西
田
哲
学
と
 

 
 

の
が
成
立
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
従
来
の
西
田
論
 
は
、
体
 

験
 そ
の
も
の
と
体
験
の
成
立
の
基
本
構
造
を
説
く
論
理
と
の
決
定
 
 
 

に
 関
し
て
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
」
 

-
 新
田
論
文
 -
 と
い
う
事
態
と
 、
 @
-
 

こ
と
は
重
な
り
 
毛
与
 。
し
た
が
つ
て
「
体
験
的
 =
=
 

ロ
ま
叩
に
よ
る
思
想
 
を
 展
開
 

せ
ざ
る
を
え
」
な
か
っ
た
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
「
宗
教
の
立
場
 
で
は
な
 

く
 、
哲
学
の
立
場
を
確
立
し
堅
持
し
よ
う
と
思
え
ば
、
学
問
的
 
客
 観
性
 
・
 

 
 

る
 」
二
月
 

福
 論
文
 -
 が
、
し
か
し
宗
教
と
学
問
を
単
純
に
姉
分
け
で
き
な
い
 

と
こ
ろ
 

 
 

に
 、
問
題
の
根
源
 
珪
と
 現
代
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
そ
も
そ
も
西
田
 
哲
学
の
 

魅
力
が
存
す
る
。
実
際
、
西
田
は
誰
よ
り
も
こ
の
事
態
一
体
験
と
 
論
理
と
 

の
い
わ
ば
「
非
連
続
の
連
続
」
性
）
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
積
極
的
 
に
 自
ら
 

の
 哲
学
的
課
題
と
し
て
身
に
引
き
受
け
て
思
惟
し
た
、
と
考
え
 
も
 れ
る
。
 

「
き
わ
め
て
明
瞭
な
こ
と
は
、
（
事
実
）
 
-
 宗
教
 -
 と
 
（
説
明
）
 
一
 哲
学
 -
 

と
の
間
に
鋭
い
緊
張
乖
離
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
断
絶
 
な
 か
ろ
 

 
 

う
じ
て
埋
め
う
る
方
向
と
し
て
（
宗
教
心
）
が
示
唆
さ
れ
て
い
 る
 」
栗
林
 

論
文
 -
 
一
そ
れ
が
上
述
し
た
西
田
に
お
け
る
「
表
現
」
の
問
題
に
 

 
 

な
い
）
の
が
西
田
哲
学
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
西
田
哲
学
は
本
質
 
的
に
 宗
 

教
 哲
学
な
の
で
あ
る
。
 

本
書
は
全
体
的
に
は
か
か
る
宗
教
哲
学
と
い
う
本
質
を
見
失
う
こ
 
と
な
 



く
 、
し
か
も
西
田
哲
学
の
全
貌
を
多
角
的
に
捉
え
新
し
い
解
釈
の
 
可
能
性
 

を
 随
所
に
示
唆
し
て
い
る
問
題
提
起
の
書
で
あ
る
。
入
門
書
の
体
 
裁
 を
と
 

っ
て
い
る
が
単
な
る
西
田
哲
学
の
紹
介
 

青
 で
は
な
い
ぼ
え
ん
で
あ
 
る
 。
 

  



と
牛
 

 
 書

ス
 日

本
人
に
よ
る
ス
リ
ラ
ン
カ
社
会
で
の
文
化
人
類
学
的
な
調
査
は
 一
九
 

七
 0
 年
代
末
か
ら
一
九
八
 
0
 年
代
前
半
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
 時
期
に
 

す
く
な
く
と
も
四
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
宗
教
や
民
俗
社
会
を
 
テ
  
 

実
施
さ
れ
、
多
大
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
だ
が
、
日
本
人
の
調
 
査
 研
究
 

は
 、
共
同
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
れ
、
個
人
の
調
査
で
あ
れ
一
九
 
八
五
年
 

頃
を
境
に
急
減
す
る
。
そ
の
理
由
は
民
族
紛
争
の
悪
化
に
よ
る
 
政
 情
 不
安
 

で
あ
る
。
一
九
八
一
一
三
の
直
に
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
人
口
の
七
割
を
 

占
め
る
 

仏
教
徒
シ
ン
ハ
ラ
人
が
少
数
民
族
の
 ク
 ミ
ル
八
 
-
 
そ
の
多
く
が
 
ヒ
  
 

｜
 教
徒
一
を
虐
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
コ
ロ
ン
ボ
を
中
心
 と
す
る
各
地
で
 

し
た
。
一
九
八
四
年
に
な
る
と
、
タ
ミ
ル
人
が
集
中
し
て
住
ん
で
 

 
 

リ
ラ
ン
カ
北
部
や
東
部
で
、
分
離
独
立
を
王
 

損
 す
る
タ
ミ
ル
人
の
 
若
者
 

田
中
雅
一
 

鈴
木
正
実
者
 

「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
宗
教
と
社
会
 

文
化
人
類
学
的
考
察
 

春
秋
社
一
九
九
六
年
一
 

菊
判
 

一
 0
 
 
一
六
頁
 
三
 一

口
 

月
 二
八
日
刊
 

 
 

た
ち
と
政
府
軍
に
よ
る
は
 
げ
 し
い
戦
闘
が
は
じ
ま
っ
た
。
さ
ら
に
   

八
年
に
は
イ
ン
ド
軍
の
珪
 
留
に
 反
発
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
南
部
で
も
 
 
 

ラ
 人
の
若
者
た
ち
に
よ
る
テ
ロ
活
動
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
常
夏
の
 
仏
教
 国
 

と
い
う
平
穏
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
暴
力
国
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
 
変
  
 

に
そ
れ
ほ
ど
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
 

ス
  
 

力
 で
の
長
期
滞
在
調
査
が
困
難
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
政
治
状
況
は
一
方
で
肯
定
的
な
変
化
も
 
 
 

ら
し
た
。
民
俗
社
会
の
宗
教
や
慣
習
、
社
会
関
係
な
ど
の
オ
ー
ソ
 
 
 

ス
な
 文
化
人
類
字
的
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
は
み
で
る
民
族
問
題
、
暴
 力
 、
国
 

家
 、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
新
し
 
 
 

て
に
 
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
状
況
が
生
じ
た
の
で
 

あ
る
。
 

仏
教
や
民
俗
宗
教
を
今
ま
で
と
は
異
な
る
 視 占
か
ら
考
察
し
、
 
さ
 
ら
に
そ
 

れ
ら
の
歴
史
的
変
化
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
 
 
 

「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
宗
教
と
社
会
文
化
人
類
学
的
考
察
 

の
著
 

者
で
あ
る
鈴
木
正
 
宗
は
 
一
九
八
 0
 年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
あ
る
 プ
ロ
ジ
 

ェ
ク
ト
 の
一
員
と
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
で
調
査
を
行
い
、
ス
リ
ラ
ン
 

力
 め
儀
 

礼
や
世
界
観
に
つ
い
て
、
ま
た
最
近
で
は
民
族
問
題
に
関
係
す
る
 
論
欣
を
 

精
力
的
に
発
表
し
て
き
た
。
本
書
は
 
、
 核
と
な
っ
た
資
料
は
新
し
 
 
 

で
は
な
い
と
し
て
も
、
ス
リ
ラ
ン
カ
社
会
の
宗
教
に
つ
い
て
書
か
 
れ
た
 最
 

新
の
成
果
で
あ
り
一
一
九
九
五
年
に
 慶
薦
 大
字
に
提
出
さ
れ
た
 
博
 士
 論
文
 

に
 基
づ
い
て
い
る
 -
 、
 千
 頁
を
越
す
大
著
で
あ
る
。
日
本
人
に
よ
   

ラ
ン
 
ヵ
 の
人
類
学
研
究
は
本
書
が
初
め
て
で
は
な
い
が
、
仏
教
を
 
三
題
 と
 

 
 
 
 

す
る
人
類
学
的
研
究
は
数
が
少
な
い
。
そ
の
意
味
で
人
類
学
的
 
調
 査
 に
基
 

 
  

 

つ
く
民
衆
仏
教
の
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
。
 

 
 

本
書
は
全
部
で
一
五
章
か
ら
な
り
、
序
章
、
第
一
部
二
章
、
第
二
 
土
日
 

巨
し
 
二
二
 



章
 、
第
三
部
四
章
、
第
四
部
四
章
、
終
章
と
い
う
構
成
を
と
る
。
 

第
一
部
 

は
 
「
村
落
の
儀
礼
」
と
題
さ
れ
著
者
の
村
落
で
の
見
聞
に
基
づ
い
 

て
 仏
教
 

儀
礼
や
村
祭
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
「
人
生
儀
礼
」
で
は
 
 
 

通
過
儀
礼
が
記
述
・
分
析
さ
れ
て
い
る
。
第
三
部
「
神
々
 
と
 悪
事
 巴
 
お
よ
 

び
 第
四
部
「
聖
地
と
巡
礼
」
で
は
調
査
村
落
を
離
れ
、
よ
り
広
い
 
地
域
を
 

対
象
と
す
る
。
そ
こ
で
は
著
名
な
聖
地
と
超
自
 殊的
 存
在
が
考
察
 
さ
れ
て
 

い
る
。
第
三
部
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
類
 
 
 

ど
 文
化
的
な
交
渉
が
主
要
な
関
心
と
 い
 え
る
が
、
第
四
部
で
は
 
ナ
 シ
ョ
ナ
 

リ
ズ
ム
、
王
権
の
変
貌
な
ど
、
よ
り
政
治
的
な
問
題
と
の
関
係
が
 
払
踊
 
じ
ら
 

れ
て
い
る
。
以
下
簡
単
に
内
容
を
紹
介
し
た
 

序
章
「
課
題
と
方
法
」
で
は
本
書
の
視
点
が
学
説
史
の
検
討
と
い
 
う
形
 

を
 取
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
 
は
 宗
教
 

儀
礼
や
世
界
 
舌
れ
 動
態
的
か
つ
多
元
的
な
様
相
を
考
慮
し
た
研
究
 の
 重
要
 

性
で
あ
る
。
ま
ず
い
わ
ゆ
る
未
聞
社
会
で
は
な
く
複
合
社
会
を
対
 
象
 と
す
 

る
 際
の
文
化
人
知
学
的
枠
組
み
と
し
て
、
大
伝
統
と
小
伝
統
の
概
 
念
が
吟
 

抹
 さ
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
理
論
的
展
開
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
 
。
そ
し
 

て
 
「
今
日
の
ス
リ
ラ
ン
カ
研
究
は
、
歴
史
の
研
究
成
果
を
取
り
入
 

れ
て
、
 

研
究
の
場
を
従
来
の
村
落
か
ら
都
市
へ
と
拡
大
し
、
国
家
と
の
 
関
  
 

世
界
全
体
の
政
治
や
経
済
の
動
き
と
の
連
動
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
 
あ
る
と
 

い
え
る
」
と
述
べ
て
、
本
書
を
「
村
落
研
究
に
止
ま
ら
ず
、
民
族
 
や
 国
家
 

の
 動
態
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
シ
ン
ハ
ラ
人
 
社
会
を
 

総
合
的
に
把
握
す
る
」
 

二
セ
貞
 一
書
物
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
 

第
一
部
第
一
章
「
調
査
地
の
概
要
」
で
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
つ
い
 
 
 

概
要
の
あ
と
に
、
鈴
木
が
集
約
的
な
調
査
を
行
っ
た
サ
バ
 ラ
 ガ
ム
  
 

村
ウ
ド
ゥ
ム
ッ
ラ
協
 要
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
ウ
ド
ゥ
ム
ツ
ラ
 
は
 鈴
木
が
 

調
査
を
始
め
た
一
九
八
 
0
 午
 当
時
、
人
ロ
二
三
 
0
 人
 、
戸
数
八
 
セ
  
 

 
  

 

 
 

模
な
 稲
作
農
業
を
基
盤
と
す
る
農
村
で
あ
っ
た
。
 

第
二
章
「
仏
陀
と
神
々
」
で
は
、
「
教
義
仏
教
」
と
動
態
的
な
関
 
係
を
 

㈲
 

 
 
 
 

も
つ
「
民
衆
仏
教
」
に
焦
点
を
当
て
て
仏
陀
と
神
々
の
関
係
、
民
 
末
 の
世
 

界
観
 
-
 
と
く
に
仏
陀
を
頂
点
と
す
る
神
々
の
パ
ン
テ
オ
ン
 

-
 と
そ
  
 

が
 考
察
さ
れ
て
い
る
。
村
の
仏
教
寺
院
の
住
職
の
生
活
や
村
人
と
 
の
問
 わ
 

り
 、
寺
院
の
一
日
 
や
 一
年
の
行
事
、
主
要
な
儀
礼
で
あ
る
ピ
リ
ッ
 

ト
 1
 
、
山
下
 

派
の
歴
史
、
村
 住
と
林
 住
の
区
別
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
 述
 が
続
 

く
 。
ま
た
後
半
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
起
源
の
神
々
と
主
要
な
神
殿
 
、
そ
の
 

行
事
、
カ
プ
ラ
ー
う
と
い
う
在
家
の
職
能
者
、
か
れ
が
神
殿
で
 行
う
 儀
 

礼
 ・
村
落
祭
祀
な
ど
が
記
述
・
分
析
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
 

、
仏
  
 

信
仰
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
起
源
の
神
々
へ
の
信
仰
、
悪
霊
や
死
霊
、
 

皇
神
な
 

ど
を
総
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
見
取
り
図
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
 
。
 そ
 @
 

で
 鈴
木
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
宗
教
を
普
遍
宗
教
、
民
族
宗
教
、
民
衆
 
宗
教
の
 

三
つ
の
次
元
に
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
者
が
さ
ま
ざ
 
ま
な
 外
 

的
 要
因
と
の
関
係
か
ら
い
か
な
る
変
化
を
被
り
、
ま
た
相
互
に
 い か
な
る
 

変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
今
日
わ
れ
 
 
 

ス
リ
ラ
ン
カ
で
出
会
う
仏
教
の
動
態
的
把
握
に
つ
と
め
て
い
る
。
 

第
二
部
で
は
成
文
武
（
初
潮
儀
礼
）
、
結
婚
式
、
葬
式
が
考
察
の
 
対
象
 

と
な
つ
て
い
る
。
 

第
三
章
「
成
文
武
」
で
は
シ
ン
ハ
ラ
人
の
女
性
観
、
子
供
観
が
 
儀
  
 

詳
細
な
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
成
文
 
式
は
初
 

潮
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
る
儀
礼
で
、
こ
れ
を
契
機
に
少
女
は
子
 
ど
も
か
 

ら
女
性
へ
と
変
容
を
と
げ
る
。
儀
礼
を
取
り
仕
切
る
の
は
洗
濯
 
屋
  
 

ト
 の
女
性
で
あ
る
。
儀
礼
は
最
低
三
日
間
の
隔
離
の
あ
と
に
始
ま
 
る
 。
 早
 



 
 
 
 

評
 
-
 
@
l
 

主
日
 朝

 少
女
は
水
浴
の
浄
化
儀
叱
を
受
け
た
後
、
家
の
裏
に
あ
る
台
所
 
 
 

か
ら
屋
内
に
招
か
れ
る
。
そ
こ
で
輿
に
張
っ
て
あ
る
水
を
の
ぞ
き
 
込
み
 

さ
ら
に
鏡
に
自
身
を
映
す
。
こ
れ
ら
は
 

彼
 な
の
身
に
生
じ
た
け
が
 
 
 

り
 除
く
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
つ
ぎ
の
部
屋
で
近
親
の
も
の
か
 
 
 

物
 を
も
ら
い
、
結
婚
式
用
の
サ
リ
ー
を
ま
と
っ
て
挨
拶
を
し
、
 

祝
 福
 を
受
 

け
る
。
そ
の
後
父
方
の
 
オ
ジ
 か
ら
祝
辞
を
受
け
、
歓
談
が
続
く
。
 

歓
談
は
 

宴
会
へ
と
変
化
し
、
夜
中
近
く
ま
で
客
が
祝
福
に
訪
れ
る
。
 

第
四
章
「
婚
姻
儀
礼
」
で
は
儀
礼
の
過
程
が
詳
述
さ
れ
、
歴
史
的
 
変
化
 

や
 地
域
的
な
相
違
が
 
廿
柑
 さ
れ
な
が
ら
 
託
詰
が
 進
む
。
と
く
に
 
頁
  
 

れ
て
い
る
の
は
、
婚
姻
を
め
ぐ
る
親
族
関
係
（
母
方
の
兄
弟
 
と
姉
 妹
 の
 息
 

子
 と
の
関
係
、
姻
戚
な
ど
 
-
 で
あ
る
。
宗
教
的
側
面
に
つ
い
て
は
 

、
花
婿
 

花
嫁
が
神
々
に
擬
せ
ら
れ
、
式
場
が
祭
壇
と
な
る
こ
と
、
農
耕
 
儀
  
 

関
係
、
通
過
儀
礼
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
な
ど
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
 

第
五
章
「
葬
式
」
で
は
村
人
の
死
生
観
、
ま
た
僧
侶
と
葬
式
と
の
 
関
わ
 

り
が
語
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
死
生
観
に
つ
い
て
は
追
善
供
養
 
 
 

紹
介
さ
れ
、
上
座
部
の
教
義
に
お
け
る
霊
魂
の
存
在
の
下
口
 

定
 と
矛
 肩
 す
る
 

七
が
指
摘
さ
れ
る
。
儀
礼
の
前
半
で
は
僧
侶
を
頂
 
占
 と
す
る
宗
教
 世
界
の
 

秩
序
が
確
認
さ
れ
、
後
半
で
は
近
親
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
 

鈴
木
は
 

「
明
確
な
社
会
組
織
や
出
自
集
団
を
も
た
な
い
シ
ン
ハ
ラ
人
社
会
 

で
は
、
 

そ
の
脆
弱
性
を
補
う
た
め
に
、
機
会
ご
と
で
の
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 
｜
ン
ョ
 

ン
 に
よ
っ
て
相
互
の
関
係
を
確
認
し
あ
う
と
い
う
関
係
が
重
要
で
 
 
 

ホ
散
行
為
で
あ
っ
て
も
結
果
的
に
は
社
会
関
係
の
方
に
強
調
点
が
 

移
行
す
 

る
 」
 @
 
四
五
頁
）
 
と
述
ぺ
 
て
い
る
が
、
こ
れ
が
第
二
部
全
体
の
 儀
礼
と
 

仕
合
 は
 つ
い
て
の
結
論
と
位
置
づ
け
て
よ
か
ろ
う
。
 

第
三
部
に
は
第
六
章
「
都
市
の
祭
礼
キ
ャ
ン
デ
ィ
・
エ
サ
 

ラ
 ・
 ぺ
 

ラ
へ
 
ラ
察
」
、
第
七
章
「
 伸
 観
念
の
諸
相
 

デ
 
ウ
ォ
ル
を
 中
  
 

て
 」
、
第
八
章
「
神
々
と
悪
玉
一
正
の
間
ガ
ラ
ー
・
 

口
 」
、
 竹
宋
 

九
章
「
神
話
・
芸
能
・
儀
礼
に
見
る
 
ナ
 ー
ガ
」
 

 
 

歯
 
（
仏
陀
）
か
ら
神
々
、
さ
ら
に
地
位
が
低
い
 
デ
 ウ
ォ
ル
、
ガ
ラ
 
 
 

｜
ガ
を
 考
察
す
る
こ
と
で
読
者
は
、
シ
ン
ハ
ラ
人
の
動
態
的
な
 
超
 自
然
 観
 

へ
と
導
か
れ
る
。
 

キ
ャ
ン
デ
イ
は
長
く
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
都
だ
っ
た
が
、
第
六
章
で
 
 
 

歯
を
保
管
す
る
 
仏
歯
寺
 、
四
柱
の
守
護
神
、
そ
こ
で
夏
に
行
わ
れ
 
る
エ
 
サ
 

 
 

オ
ン
で
 

の
神
々
の
位
置
の
変
化
、
王
権
と
仏
歯
の
関
係
や
意
味
付
け
の
 
歴
 史
が
払
珊
 

じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
 
ぺ
ラ
 
へ
う
の
分
析
か
ら
、
そ
こ
に
王
権
の
 

秩
序
を
 

構
成
す
る
要
素
が
認
め
ら
れ
、
儀
礼
が
王
権
と
密
接
に
関
係
し
て
 
 
 

い
う
事
実
だ
け
で
な
く
、
今
日
の
政
治
権
力
も
こ
の
祭
り
に
積
極
 
 
 

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
動
向
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
六
章
は
 
テ
  
 

上
 
で
重
な
る
第
四
部
第
一
三
章
「
王
権
神
話
と
現
代
」
と
結
び
つ
 
け
て
ミ
訊
 

む
と
、
そ
の
背
景
が
よ
く
分
か
っ
て
理
解
し
や
す
い
。
 

第
七
章
の
 
デ
 ウ
ォ
ル
の
聖
地
は
、
海
岸
部
の
観
光
地
の
近
く
に
あ
 
 
 

が
ら
従
来
研
究
が
あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
 

鈴
木
の
 

詳
細
な
記
述
と
分
析
を
高
く
評
価
し
た
い
。
第
八
章
の
主
題
で
あ
 
る
ガ
ラ
 

｜
は
 つ
い
て
も
断
片
的
な
記
述
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
 

矛
盾
に
 

み
 ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
鈴
木
の
動
態
件
を
重
視
し
た
包
括
的
な
 
 
 

 
 

こ
う
し
た
矛
盾
を
よ
り
説
得
力
の
あ
る
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
 
 
 

 
 

し
て
い
る
。
類
似
の
包
括
的
視
点
は
第
九
章
の
王
 
題
 と
な
る
 々

｜
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

第
四
部
は
第
一
 
0
 章
 
「
聖
地
に
お
け
る
宗
教
の
融
合
と
対
立
」
、
 
第
一
 



全
体
の
コ
メ
ン
ト
に
移
ろ
う
。
 

二
字
「
民
衆
文
化
と
エ
リ
ー
ト
文
化
」
、
第
一
二
章
「
聖
地
と
巡
礼
 

」
 、
そ
 

し
て
第
一
三
章
「
王
権
神
話
と
現
代
」
か
ら
な
る
。
最
初
の
二
つ
 
 
 

ラ
ン
カ
最
大
の
巡
礼
地
力
タ
ラ
ガ
マ
を
中
心
に
論
じ
、
つ
ぎ
に
 
ス
  
 

ハ
 ー
 ダ
 が
分
析
の
対
象
と
な
る
。
最
後
に
、
シ
ン
ハ
ラ
・
ナ
シ
ョ
 

 
 

ふ
め
 系
譜
が
・
詳
述
さ
れ
る
。
 

カ
タ
ラ
 ガ
マ
は
イ
ン
ド
起
源
の
神
ム
ル
ガ
ン
の
聖
地
で
あ
り
、
 

ヒ
  
 

ゥ
｜
 教
徒
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
 ム ル
ガ
ン
は
地
名
 
 
 

タ
ラ
 ガ
マ
神
と
い
う
名
で
人
々
の
信
仰
を
集
め
る
。
カ
タ
 
ラ
 ガ
マ
 
神
は
強
 

力
 な
神
で
、
ど
ん
な
願
い
で
も
か
な
え
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
 
い
る
。
 

急
激
な
近
代
化
、
都
市
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
や
 
軋
礫
の
 

解
決
を
願
っ
て
こ
こ
に
は
多
く
の
シ
ン
ハ
ラ
人
が
巡
礼
に
く
る
 。
鈴
木
 

は
 、
神
話
や
儀
礼
、
な
ら
び
に
タ
ミ
ル
 

人
や
 シ
ン
ハ
ラ
人
の
お
か
 
れ
て
ぃ
 

る
 社
会
状
況
の
分
析
 
一
 
第
一
 
0
 上
呈
、
あ
る
い
は
少
し
視
点
を
変
 

え
て
 
エ
 

リ
ー
ト
と
民
衆
が
直
面
し
て
い
る
変
化
の
比
較
分
析
（
第
一
一
章
 
一
 を
通
 

じ
て
、
カ
タ
 
ラ
 ガ
マ
神
の
興
隆
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
 
る
 O
 第
 

一
二
章
で
は
ス
リ
ー
・
 
パ
ダ
 ー
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
地
 

は
 同
名
 

の
 小
一
項
 上
 -
 を
 指
し
、
場
所
的
に
は
第
一
部
や
第
二
部
で
考
察
 し
た
 村
 

落
 と
同
じ
地
域
に
位
置
す
る
。
第
一
三
章
は
編
年
王
統
語
 -
 
建
国
 神
話
 -
 

や
 王
権
の
歴
史
の
分
析
を
基
に
、
伝
統
的
権
力
と
し
て
の
王
権
の
 
正
当
性
 

や
 
シ
ン
ハ
ラ
，
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
と
論
理
を
明
ら
か
に
す
 
る
 。
 こ
 

こ
で
鈴
木
は
「
外
部
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
 
 
 

終
章
「
今
後
の
研
究
の
た
め
の
試
論
」
で
は
仏
教
人
類
字
の
可
能
 
性
が
 

よ
り
広
い
理
論
的
文
脈
の
中
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
 

内
容
の
要
約
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
本
書
が
取
り
扱
う
ト
ピ
ッ
ク
 は多
 

 
 

岐
 に
わ
た
つ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
評
者
が
も
っ
と
も
印
象
に
残
 
っ
て
い
 

巧
 

て
 、
ま
た
人
類
学
的
 視
 占
や
手
法
が
う
ま
く
表
わ
れ
て
い
る
と
 感
 5
8
8
 

ノ
 

 
 

は
 、
出
家
し
た
老
人
へ
の
聞
き
取
り
の
分
析
で
あ
る
 
-
 
第
二
土
星
 
。
あ
る
 

い
は
、
村
の
住
職
が
低
カ
ー
ス
ト
出
身
の
た
め
、
出
家
者
に
 
カ
｜
 ス
ト
 身
 

分
は
関
係
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
村
人
に
疎
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
 
 
 

エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
の
実
態
を
考
え
る
 

上
 で
 見
逃
 

す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
。
 

ト
ピ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
鈴
木
が
本
重
日
で
取
り
扱
う
資
料
の
性
格
 

や
ア
 

プ
ロ
ー
チ
も
多
様
だ
。
歴
史
資
料
、
イ
ン
ド
の
宗
教
文
化
に
つ
い
 
 
 

い
 造
詣
に
支
え
ら
れ
た
文
化
交
渉
を
め
ぐ
る
議
論
、
仏
教
の
教
義
 
、
そ
し
 

て
 神
話
な
ど
。
し
か
し
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
最
大
 
の
 特
徴
 

は
、
 白
い
樹
液
を
出
す
木
、
水
切
り
、
火
渡
り
な
ど
の
分
析
な
ど
 にお
け
 

る
自
 殊
に
つ
い
て
の
語
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
自
然
は
か
な
ら
ず
 
 
 

的
な
環
境
（
生
態
 一
 を
意
味
し
な
い
し
、
ま
た
構
造
主
義
 流
 の
 文
   

冒
 さ
れ
る
記
号
と
し
て
の
 
自
殊
 で
も
な
い
。
鈴
木
の
自
殊
へ
の
 

関
 七
を
 支
 

え
る
の
は
基
層
文
化
あ
る
い
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
へ
の
あ
た
た
か
い
ま
 
な
ざ
し
 

で
あ
る
。
そ
こ
に
、
か
れ
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代
表
で
あ
っ
 
た
 岩
田
 

慶
治
の
仕
事
の
影
響
 -
 神
に
対
置
さ
れ
る
カ
ミ
概
念
な
ど
一
を
認
 め
る
こ
 

 
 

 
 

調
査
以
前
に
行
っ
て
い
た
日
本
各
地
で
の
民
俗
宗
教
調
査
に
お
け
 
る
 貴
重
 

な
 経
験
が
い
い
意
味
で
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
 

と
 推
測
さ
 

れ
る
。
 

最
後
に
不
満
な
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
書
は
、
人
類
学
的
な
 
鶴
吉
 

か
ら
シ
ン
ハ
ラ
人
の
宗
教
と
社
会
に
つ
い
て
の
 
総
 ム
ロ
 
的
 理
解
を
目
 指
し
た
 



評
と
 

 
 

 
 

と
い
う
占
で
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
先
行
研
究
に
 
対
し
て
 

択
 U
,
 従
来
の
解
釈
や
視
点
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
今
後
の
方
向
を
明
ら
 
 
 

に
す
る
問
題
設
定
解
決
型
 

一
 
t
a
 
葵
 （
 
0
 お
の
三
つ
の
 
-
 と
い
う
形
を
と
 
っ
て
 い
 

な
い
。
た
と
え
 
ぼ
 、
初
潮
儀
礼
の
解
 冊
 を
め
ぐ
っ
て
は
、
ヤ
ー
ル
 

マ
ン
、
 

リ
ー
チ
、
グ
ッ
ド
な
ど
の
論
争
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
鈴
木
も
参
 
孝
 文
献
 

に
あ
げ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
の
議
論
に
真
っ
向
か
ら
向
か
っ
て
 
い
 こ
う
と
 

い
う
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。
カ
タ
 

ラ
 ガ
マ
巡
礼
に
つ
い
て
は
フ
ァ
 

ツ
 フ
エ
 

ン
バ
ー
ガ
ー
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
タ
ー
ナ
ー
批
判
を
 
 
 

っ
て
本
書
で
議
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
は
あ
ま
 

 
 

よ
う
だ
。
カ
ツ
フ
ェ
ラ
ー
に
よ
る
シ
ン
ハ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
の
 性
格
 

ほ
 つ
い
て
の
議
論
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
も
、
本
書
は
十
分
な
 

貢
献
が
 

で
き
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
沈
黙
し
て
い
る
 
。
け
が
 

れ
 概
念
の
吟
味
や
家
族
・
親
族
集
団
の
性
格
に
 

考
察
な
 

ど
 、
例
外
も
あ
る
が
、
一
般
に
受
け
る
印
象
は
、
鈴
木
は
先
行
 
研
 究
 を
資
 

料
の
蓄
積
と
し
て
読
み
と
る
に
と
ど
ま
り
、
論
争
 
史
 と
み
な
し
て
 
そ
こ
に
 

果
敢
に
戦
い
を
挑
も
う
と
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

ま
た
、
こ
れ
は
本
書
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
村
の
民
族
誌
 -
 
第
一
 

部
 と
第
二
部
 -
 と
国
家
次
元
で
の
宗
教
を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
 
 
 

難
さ
は
な
お
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
巡
礼
 地 に
着
目
す
る
こ
と
で
 
二
つ
の
 

次
元
を
 ニ
ノ
 
ま
く
む
す
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
 
 
 

た
め
に
は
も
う
少
し
自
党
的
な
方
法
論
的
考
察
を
行
 
う
 必
要
が
あ
 る
 。
 第
 

三
部
と
第
四
部
を
読
み
進
ん
で
い
く
と
急
速
に
人
々
の
顔
は
見
え
 
な
く
な
 

 
 

，
 て
し
ま
う
。
人
類
学
的
 
視
 占
を
保
持
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
こ
の
 
次
元
で
 

a
 匿
名
性
を
克
服
す
る
な
ん
ら
か
の
工
夫
が
必
要
な
の
で
は
な
い
 
 
 

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
歴
史
的
変
化
 
を
考
 

慮
 し
た
シ
ン
ハ
ラ
社
会
と
宗
教
の
動
態
的
記
述
を
目
指
し
て
い
た
 
。
 令
室
田
 

+
 

を
読
み
終
え
て
、
政
治
経
済
的
変
化
と
そ
れ
に
密
接
に
関
係
し
た
 
宗
教
 世
 

界
の
変
容
な
ど
は
十
分
理
解
で
き
た
っ
も
り
だ
が
、
こ
う
し
た
 
議
 払
珊
禾
 

Ⅰ
 む
 

し
ろ
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
は
、
下
層
民
や
周
辺
部
に
位
置
づ
け
 
ら
れ
て
 

い
る
人
々
が
、
市
場
経
済
の
浸
透
、
都
市
化
や
消
費
社
会
の
出
現
 民
主
 

正
義
を
標
 梼
 す
る
近
代
国
家
の
論
理
一
政
党
政
治
、
総
選
挙
の
実
 
施
 、
多
 

教
派
工
作
 -
 な
ど
の
外
的
な
力
に
対
し
て
い
か
な
る
抵
抗
を
し
て
 きた
の
 

か
、
い
 か
な
る
対
立
の
図
式
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
こ
で
宗
教
が
 い か
な
 

る
 役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
だ
。
カ
タ
 ラ
 ガ
マ
 ヘ
  
 

や
 ピ
リ
ッ
ト
儀
礼
の
記
述
か
ら
外
的
な
力
が
い
か
な
る
問
題
を
引
 
き
 起
こ
 

し
て
い
る
の
か
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
描
か
れ
 
て
い
る
 

民
衆
は
、
こ
う
し
た
外
的
な
力
を
利
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
真
っ
 
 
 

対
立
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
神
や
仏
陀
の
 力
 に
頼
ら
ざ
る
 を
 得
な
 

い
、
時
代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 

こ
  
 

民
衆
 像
 こ
そ
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
問
題
占
を
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
室
 

口
は
 ム
コ
 

後
の
ス
リ
ラ
ン
カ
研
究
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
南
ア
ジ
ア
研
究
 
o
 分
野
 

に
お
い
て
必
須
の
書
物
で
あ
る
。
と
く
に
文
化
人
類
学
以
外
を
専
 
門
 と
す
 

る
 仏
教
学
者
や
日
本
を
対
象
と
す
る
宗
教
民
俗
学
者
に
本
書
を
 薦
め
た
 

 
  

 

  



川
島
堅
二
 

東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
に
一
神
教
と
多
神
教
と
い
つ
た
対
立
を
 
越
え
 

た
 深
い
地
平
を
見
出
し
、
そ
れ
に
深
く
魅
せ
ら
れ
た
著
者
は
、
 

こ
 れ
を
 西
 

万
の
 キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
つ
つ
、
し
か
も
、
そ
の
比
較
の
地
平
 と
し
て
 

カ
ン
ト
ル
の
無
限
集
合
論
を
援
用
 十
 6
%
 
理
 神
学
と
い
う
野
心
的
 な
 試
み
 

が
 本
書
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
 消
 自
を
著
者
は
、
序
に
お
い
て
 次
の
よ
 

う
に
語
る
。
東
方
キ
リ
ス
ト
教
神
字
の
「
核
心
的
な
構
造
が
 
カ
ン
  
 

無
限
集
合
論
の
構
造
と
著
し
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
 た 。
 キ
 

リ
ス
ト
教
に
お
い
て
神
が
血
眼
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
 
 
 

よ
う
が
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
神
字
と
無
限
佳
木
 
合
 論
の
関
係
は
そ
れ
 
 
 

あ
る
。
神
学
の
基
本
構
造
が
集
合
論
の
構
造
と
同
型
対
応
し
て
い
 
 
 

Ⅰ
て
も
よ
い
。
な
ら
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
数
学
的
に
表
 

現
す
る
 

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
…
本
書
に
何
ら
か
の
学
問
的
な
 
貢
献
が
 

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
方
法
を
措
い
て
他
に
は
な
 い
 」
（
 こ
 。
 

以
下
本
書
に
つ
い
て
論
評
す
る
わ
け
だ
が
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
 
 
 

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
評
者
が
数
学
の
 
佳
木
 
ム
ロ
 
ぬ
 
%
 

ほ
 つ
い
て
は
、
全
く
知
見
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
 

 
 

落
合
仁
司
 著
 

「
地
中
海
の
無
限
者
 

｜
 東西
キ
リ
ス
   到

 草
書
房
一
九
九
五
年
六
月
三
 
0
 日
刊
 

四
六
判
 
二
 0
 八
頁
 
二
 0
 六
 0
 円
 

第
一
章
地
中
海
の
キ
リ
ス
ト
教
 

第
二
章
以
下
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
議
論
全
体
を
鳥
 
仮
 す
る
の
が
 
本
章
 

の
 目
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
地
中
海
の
風
上
に
つ
い
て
の
素
描
か
 
ら
始
ま
 

る
 。
地
中
海
は
、
そ
の
気
候
と
農
業
に
よ
り
同
一
性
を
持
つ
が
、
 

 
 

地
中
海
を
構
成
す
る
海
の
性
質
、
と
り
わ
け
海
上
交
通
の
難
易
に
 よ り
 て
 

東
経
一
九
度
を
境
に
海
は
東
西
に
分
割
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
 西暦
二
 

九
三
年
に
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
が
引
い
た
東
西
ロ
ー
マ
 
帝
 国
 の
 分
 

割
線
で
あ
り
、
さ
ら
に
ラ
テ
ン
西
方
と
ギ
リ
シ
ャ
東
方
と
を
分
け
 る
 線
で
 

あ
る
と
い
う
二
二
 ｜
一
 三
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
地
中
海
 

 
 

と
 地
理
に
東
西
キ
リ
ス
ト
教
の
形
成
を
関
連
さ
せ
る
が
、
こ
の
 
回
 
 
 

中
海
内
に
お
け
る
差
異
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
二
章
以
下
で
論
じ
 られ
る
 

亜
限
論
 と
い
う
同
一
地
平
に
お
け
る
東
西
キ
リ
ス
ト
教
の
差
異
に
 っ
 
て
 

の
議
 %
 
珊
へ
の
巧
み
な
導
入
と
な
っ
て
い
る
。
 

著
者
に
よ
れ
ば
「
ラ
テ
ン
西
方
に
お
い
て
は
、
神
と
は
人
間
を
人
 間た
 

ら
し
め
る
原
因
あ
る
い
は
根
拠
で
あ
り
、
し
か
し
人
間
に
よ
っ
て
 
は
 把
握
 

ト
教
 思
想
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
と
し
て
、
近
代
を
「
政
治
を
頂
 占 と
す
 

 
 

1
5
4
 

し
た
時
代
」
 
ま
 一
と
捉
え
、
そ
の
超
克
を
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
 空
性
 の
 

 
 
 
 

復
権
に
見
よ
う
と
す
る
著
者
の
基
本
的
問
題
意
識
は
共
有
で
き
る
 
 
 

し
 、
著
者
が
言
う
本
書
の
「
学
問
的
貢
献
」
の
 要 、
数
理
神
学
に
 
つ
い
て
 

は
 、
評
者
が
理
解
し
得
た
一
部
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
、
論
評
 
 
 

は
 、
佳
木
ム
 
呈
珊
的
 解
釈
を
さ
れ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
 思 想
 の
 妥
 

目
性
の
方
に
置
き
た
い
と
思
う
。
以
下
、
ま
ず
章
を
追
つ
て
内
容
 を 概
観
 

し
 、
最
後
に
評
者
の
意
見
を
述
べ
る
。
 



書評と紹介 

ず解以こはる すの 入 ら て             

て る   マス 小 の中 

  
              概の て論 諭的、 て - 。 念で視可しかよ 」 あ 仇視てわっ 所は間た を不にら 

三
 つ
 で
あ
る
 
-
 四
二
 ｜
 四
六
頁
Ⅰ
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
 原
因
 す
 

る
 存
在
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
存
在
者
が
存
在
す
る
と
は
、
 

そ
れ
が
 

「
…
と
し
て
」
限
定
さ
れ
た
存
在
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
 

が
っ
て
 

存
在
者
を
存
在
さ
せ
る
原
因
と
は
、
存
在
を
「
：
と
し
て
」
限
定
 
し
、
存
 

往
者
に
そ
の
限
定
さ
れ
た
存
在
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
  
 

ら
 、
ト
マ
ス
は
こ
の
存
在
を
限
定
し
存
在
者
を
存
在
さ
せ
る
原
因
 
を
、
再
 

び
 存
在
と
呼
ぶ
 

-
 四
五
頁
Ⅰ
「
ト
マ
ス
に
と
っ
て
存
在
そ
れ
自
体
 
と
 原
因
 

す
る
存
在
と
は
実
は
同
一
の
こ
と
」
一
四
六
頁
 

-
 な
の
で
あ
り
、
 
さ
ら
に
 

神
の
本
質
は
、
存
在
を
原
因
す
る
存
在
と
し
て
の
 
毎
 限
で
あ
る
。
 
 
 

0
 本
質
と
存
在
の
一
致
は
、
従
来
ト
マ
ス
の
最
も
中
心
的
な
思
 
相
 め
で
あ
る
 

と
 考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
原
因
す
る
存
在
 と
し
て
 

の
神
の
本
質
と
存
在
そ
れ
自
体
が
一
致
す
る
と
い
う
命
題
の
証
明
 
 
 

マ
ス
が
考
え
て
い
た
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
著
者
に
 

ょ
 れ
ば
「
 な
 る
ほ
ど
 

原
因
す
る
存
在
も
存
在
そ
れ
自
体
も
無
限
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
無
限
な
 

る
も
の
は
唯
一
で
あ
る
こ
と
が
論
証
で
き
れ
ば
、
こ
の
命
題
は
成
 
立
 す
る
 

で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
は
そ
う
考
え
て
無
限
な
る
も
の
は
唯
一
で
あ
 
る
こ
と
 

を
 論
証
し
よ
う
と
し
た
。
も
し
無
限
が
二
つ
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
 
二
つ
は
 

区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
 区
別
さ
れ
る
こ
と
は
限
定
さ
 

-
 

れ
る
こ
 

と
で
あ
る
か
ら
無
限
の
性
質
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
 
毎
限
は
唯
 
一
で
あ
 

る
 、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
（
五
一
 
｜
 五
二
頁
㍉
し
か
し
、
著
者
 に
よ
れ
 

ぼ
こ
の
論
証
は
、
無
限
の
唯
一
性
を
否
定
す
る
現
代
の
無
限
集
 
ム
 口
論
人
Ⅰ
 
ら
 

 
 

見
て
誤
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
神
の
本
質
と
存
在
が
一
致
す
る
 
と
い
う
 

 
 

命
題
も
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
命
題
を
ト
マ
ス
の
中
心
 
円
心
 
相
 心
と
 

見
る
べ
き
で
は
な
い
と
舌
口
 う
 立
場
も
生
じ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
 
 
 

的
な
無
限
集
合
論
を
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
は
唯
一
で
 
な
い
に
 

  



も
 関
わ
ら
ず
、
こ
の
命
題
を
十
分
論
証
で
き
る
と
著
者
は
言
い
、
 

次
 章
で
 

そ
れ
を
試
み
る
。
 

第
三
章
存
在
と
し
て
の
血
 
眼
 

著
者
に
よ
れ
ば
「
 集
 ム
ロ
論
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
カ
ン
ト
ル
に
よ
っ
て
 

一
九
 

世
紀
に
創
始
さ
れ
た
数
学
の
前
分
野
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
カ
ン
 
 
 

集
合
論
を
創
始
し
た
の
は
、
無
限
と
い
う
対
象
を
取
り
扱
う
方
法
 
と
し
て
 

で
も
り
っ
 ト
 に
」
二
八
 L
 Ⅰ
 頁
 -
 。
 

こ
こ
で
著
者
は
、
存
在
そ
の
も
の
と
伸
の
本
質
の
一
致
を
、
 

虹
限
 什
串
 
@
 
ム
口
 

に
お
け
る
全
体
と
部
分
の
一
致
と
し
て
証
明
す
る
。
先
ず
偶
数
 
全
 体
 の
 集
 

ム
ロ
 

蕊
 。
 &
 。
の
。
：
：
：
。
 

ド
コ
 
。
二
コ
十
ト
 デ
 二
コ
 十
ド
デ
 

を
 考
え
る
。
こ
の
集
合
は
明
ら
か
に
白
状
 

数
 全
体
の
集
合
の
血
 
眼
 部
分
光
 

合
 で
あ
る
。
ま
た
自
然
数
全
体
の
集
合
は
こ
の
偶
数
全
体
の
集
 
ム
 
ロ
と
 苛
敢
 

@
 

全
体
の
集
合
と
の
和
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
と
き
 
自
然
数
 

全
体
の
集
合
か
ら
偶
数
全
体
の
集
合
へ
の
写
像
、
 

ニ
 。
 N
 。
 u
 。
 :
:
 ：
。
 ロ
 。
 
コ
 十
二
コ
十
が
 

 
 

 
 

 
 

蕊
 。
 膵
 -
 ひ
 

ド
ロ
。
 
ド
 （
口
上
 

+
 
ト
 @
 
 
ド
（
口
上
 

+
 
ド
ン
 

を
 考
え
れ
ば
、
こ
の
写
像
は
自
然
数
全
体
の
集
合
か
ら
偶
数
全
体
 
か
 り
柴
ム
 口
 

へ
の
一
対
一
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
自
体
 

数
 全
体
の
 佳
木
ム
 

ロ
 こ 
L
 

偶
数
全
体
の
集
合
と
は
同
値
で
あ
り
、
そ
の
基
数
は
等
し
い
。
 

す
 な
わ
ち
 

自
然
数
全
体
の
集
合
が
含
む
元
の
数
と
偶
数
全
体
の
集
合
が
含
む
 
九
 の
 数
 

と
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
炊
 

数
 全
体
の
佳
木
合
は
、
偶
数
 全
体
の
 

集
合
と
奇
数
全
体
の
佳
木
倉
の
 和
 な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
撰
曲
全
体
 爪
り
 
業
ム
 口
 

0
 基
数
は
、
偶
数
全
体
の
集
合
の
基
数
の
二
倍
は
あ
っ
て
も
よ
さ
 
そ
う
で
 

は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
血
 眼
 集
合
に
お
い
て
は
、
同
値
な
集
合
 0
 基
数
 

 
 

は
 、
た
と
え
そ
れ
が
全
体
集
合
と
そ
の
半
分
の
部
分
集
合
で
あ
 ろ
 う
と
 

は
 

も
、
 
等
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
 

抽
限
 に
お
け
る
全
体
と
部
分
の
 

一
致
と
 

%
 

 
 
 
 

言
う
こ
と
で
あ
る
 

一
セ
ニ
 ー
 セ
 四
頁
㍉
 

以
上
の
よ
う
に
し
て
ト
マ
ス
の
命
題
は
証
明
さ
れ
た
が
、
し
か
し
 
、
著
 

者
は
神
を
不
可
視
と
す
る
ト
マ
ス
の
思
想
が
 
、
 神
へ
の
 皿
 関
心
と
 世
俗
化
 

を
 帰
結
し
た
と
し
、
ト
マ
ス
の
晩
年
の
謎
に
満
ち
た
見
神
体
験
と
 
 
 

ト
マ
ス
が
一
切
の
著
述
か
ら
身
を
引
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
最
後
に
 
 
 

る
こ
と
に
よ
り
ト
マ
ス
の
限
界
を
示
唆
し
、
そ
れ
を
超
克
す
る
 
可
 能
 性
を
 

秘
め
た
ギ
リ
シ
ャ
東
方
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
議
論
を
移
し
て
い
く
 一
八
五
 

 
 八
セ
頁
 ）
。
 

第
四
章
東
方
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
 

著
者
は
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
教
父
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
「
神
が
人
間
 にな
 

っ
 た
の
は
、
人
間
が
神
に
な
る
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
ミ
ロ
葉
を
東
 

 
 

ス
ト
教
の
精
髄
で
あ
る
と
し
、
人
間
の
神
化
こ
そ
東
方
キ
リ
ス
ト
 
教
 の
 目
 

的
で
あ
る
と
い
う
一
九
三
頁
Ⅰ
こ
の
 親
 占
か
ら
、
東
方
の
キ
リ
 ス
ト
 教
 

史
 に
お
い
て
、
こ
の
神
化
、
神
と
の
ム
コ
 
一
 を
身
を
持
っ
て
追
求
し
 
た
へ
シ
 

ユ
 カ
ス
ト
を
め
ぐ
る
論
争
が
紹
介
さ
れ
る
。
 

ヘ
 シ
ュ
カ
ス
ト
は
 
、
 神
の
超
 

越
の
側
面
か
ら
こ
れ
を
批
判
す
る
バ
ル
ラ
ー
ム
に
よ
っ
て
迷
信
 
や
  
 

た
ぐ
い
と
決
め
つ
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
神
と
の
ム
コ
 

一
、
  
 

化
の
可
能
性
と
い
う
東
方
教
会
の
精
髄
を
守
る
立
場
か
ら
 へシ
ュ
 
 
 

を
 弁
護
し
た
の
が
パ
ラ
マ
ス
で
あ
る
。
パ
ラ
マ
ス
の
三
振
 は、
著
 者
に
よ
 

っ
て
択
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
「
神
は
、
そ
の
本
質
で
は
な
く
 

活
動
に
 

お
い
て
、
人
問
と
合
一
し
人
間
を
神
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。
 

神
 o
 本
質
 

と
 活
動
の
区
別
、
こ
れ
が
パ
ラ
マ
ス
の
辿
り
着
い
た
神
の
超
越
 
と
 内
在
と
 



 
 

 
 

 
 

@
 
キ
口
 

の
 矛
盾
へ
の
応
答
で
あ
る
」
 

三
 
一
二
頁
 -
 。
「
神
の
活
動
一
に
お
 
 
 

佳
 -
 は
神
の
本
質
と
区
別
さ
れ
る
が
し
か
し
何
ら
か
の
属
性
を
止
 

ハ
 
有
し
て
 

い
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
そ
れ
が
無
限
で
あ
る
」
三
一
三
頁
 
-
0
 
 

「
 へ
 

シ
ュ
カ
ス
ト
の
見
る
光
こ
そ
神
の
活
動
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
す
な
 
わ
ち
 神
 

 
 

 
 

本
質
は
闇
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
神
の
活
動
は
光
で
あ
る
。
 

ま
  
 

神
は
光
る
 
闇
 、
輝
け
る
 
闇
 な
の
で
あ
る
」
一
一
一
四
頁
 
一
 。
「
神
性
  
 

を
神
の
本
質
と
し
て
の
 
曲
限
 と
神
の
活
動
と
し
て
の
無
限
に
区
別
 す
る
こ
 

と
 、
こ
の
こ
と
の
成
否
に
パ
ラ
マ
ス
の
神
学
の
し
た
が
っ
て
東
方
 
 
 

ト
 教
の
一
切
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
」
三
一
五
頁
 一
 。
こ
の
区
別
さ
 
れ
た
 虹
 

限
の
正
当
性
を
、
次
章
に
お
い
て
著
者
は
無
限
集
合
論
に
よ
り
 
証
 明
 す
る
 

の
で
あ
る
。
 

第
五
章
活
動
と
し
て
の
無
限
 

本
章
は
、
本
書
の
中
心
的
部
分
で
あ
る
が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
 
 
 

集
 ム
ロ
論
の
論
評
は
評
者
の
能
力
を
越
え
る
七
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
 

基
本
的
 

な
 考
え
 ガ
と
 、
結
論
を
要
約
す
る
に
と
ど
め
る
。
 

先
ず
、
パ
ラ
マ
ス
の
神
学
の
要
点
は
「
神
の
本
質
と
活
動
を
無
限
 
 
 

う
 同
一
神
性
を
共
有
す
る
差
異
で
あ
る
と
考
え
る
」
点
に
あ
る
。
 

そ
し
て
 

こ
の
「
同
一
の
神
に
お
け
る
本
質
と
活
動
の
差
異
と
い
う
問
題
は
 
、
無
限
 

に
お
け
る
区
別
と
い
う
問
題
と
過
不
足
な
く
置
き
換
え
ら
れ
る
」
 

 
 

の
が
著
者
の
基
本
姿
勢
で
あ
り
一
一
二
九
頁
 一
 、
そ
こ
か
ら
無
限
 佳
木
ム
ロ
 

払
珊
 

の
 適
用
の
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
 

故
式
に
よ
 
る
 丁
寧
な
 

 
 

議
論
を
展
開
し
た
後
に
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
こ
の
神
の
活
 
動
 の
 総
 

伜
を
神
の
本
質
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
 
ち
 そ
れ
 

ぞ
れ
の
存
在
者
に
固
有
な
仕
方
で
内
在
す
る
神
の
個
々
の
活
動
で
 
 
 

そ
の
総
体
を
 
、
 神
の
本
質
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
 
虹
 限
 佳
木
 
ム
ロ
 

を
神
の
活
動
と
考
え
た
と
き
、
そ
の
 

べ
キ
 集
合
を
神
の
本
質
と
見
 な
す
こ
 

と
に
他
な
ら
な
い
」
二
三
六
頁
 @
 

こ
こ
で
舌
口
わ
れ
て
い
る
「
 
ベ
キ
集
 

ム
ロ
」
と
は
あ
る
集
合
の
す
べ
て
の
部
分
集
合
の
集
合
の
こ
と
で
あ
 

る
 
-
 一
 

三
一
頁
㍉
「
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
無
限
と
 
 
 

性
を
共
有
す
る
神
の
活
動
と
本
質
が
、
一
方
で
人
間
に
内
在
す
る
 
 
 

動
 と
他
方
で
そ
れ
を
超
越
す
る
神
の
本
質
に
区
別
さ
れ
る
の
で
 あ
る
」
。
 

「
神
の
活
動
と
本
質
の
区
別
は
、
も
し
神
が
無
限
で
あ
る
と
す
る
 

な
ら
ば
 

蛆
限
 集
合
と
そ
の
 
べ
キ
 集
合
の
差
異
と
い
う
現
代
集
ム
コ
論
の
不
可
 
避
 的
な
 

帰
結
と
し
て
了
解
さ
れ
る
」
二
三
六
頁
）
。
 

本
章
の
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
東
方
の
霊
性
が
持
つ
世
界
史
的
な
 
意
義
 

が
 、
か
つ
て
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
現
在
の
ロ
シ
ア
の
存
在
意
義
に
ま
 
で
 渡
っ
 

て
 歴
史
的
に
展
望
さ
れ
る
。
 

第
六
章
無
限
者
の
神
学
 

本
章
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
宗
教
の
固
 
有
な
 

存
在
意
義
が
追
求
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
「
神
は
人
間
を
絶
対
 
的
に
超
 

越
し
、
か
つ
人
間
に
直
接
的
に
内
在
す
る
。
人
間
に
と
っ
て
神
の
 
本
質
は
 

分
有
不
能
で
あ
る
が
、
神
の
活
動
は
分
有
可
能
で
あ
る
。
こ
の
 
矛
 盾
 を
引
 

き
 受
け
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
と
っ
て
最
も
根
本
 
的
な
要
 

請
 」
で
あ
る
二
五
九
 ｜
 
一
六
 0
-
 貞
一
。
神
の
超
越
と
内
在
は
 
、
  
 

が
 強
調
さ
れ
て
も
世
俗
主
義
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
緊
張
 
に
 辛
く
 

 
 

も
 耐
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
反
世
俗
的
あ
る
い
は
霊
的
な
 
次
元
を
 

 
 

確
保
し
よ
う
と
す
る
努
力
」
が
宗
教
で
あ
る
と
著
者
は
主
張
す
る
 一
一
 -
 
/
 
、
 

 
  

 

0
 真
 -
 。
 

 
 

著
者
は
、
本
書
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
数
理
神
学
が
信
仰
に
 
対
  
 



最
後
に
評
者
の
意
見
を
述
べ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
数
理
神
学
を
 
試
み
 

た
頗
薯
 が
な
い
と
い
う
一
事
だ
け
で
も
本
書
の
持
っ
価
値
は
 
、
計
  
 

な
い
廿
の
が
あ
る
と
思
う
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
評
者
 
 
 

こ
の
占
に
関
し
十
分
に
対
象
化
し
て
論
じ
る
能
力
が
な
い
の
で
あ
 
る
が
、
 

本
書
を
契
機
と
し
て
、
我
が
国
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
学
際
的
 
な
 神
学
 

研
究
が
 ム
 「
後
進
展
す
る
こ
と
を
念
願
す
る
。
た
だ
一
つ
気
に
な
 っ
た
占
 

は
、
 神
の
超
越
と
内
在
が
 苧
む
 矛
盾
を
い
か
に
論
理
的
に
克
服
 す
る
か
 

に
 、
数
理
神
字
の
適
用
が
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
占
で
 
あ
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
で
あ
る
「
受
肉
」
は
 

、
 確
か
に
神
の
超
越
 と
 内
在
の
 

緊
張
の
上
に
な
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
 て 占
の
 

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
地
上
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 
具
体
的
 

な
 生
涯
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
 
倣
う
と
 

い
う
契
機
が
、
ト
マ
ス
の
死
後
お
よ
そ
百
年
後
に
現
れ
た
ト
マ
ス
 

 
 

ケ
ン
ピ
 ス
 の
著
書
と
さ
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
」
に
象
徴
さ
 
れ
る
 ょ
 

う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
 
更
 に
お
い
て
は
世
俗
化
に
抗
す
る
重
要
な
神
 学的
 根
 

持
つ
意
味
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
神
学
は
合
理
的
な
推
論
に
 
基
づ
く
 

普
遍
的
な
妥
当
性
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
合
理
的
な
 
は
肚
肛
払
珊
に
 

基
づ
い
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
こ
と
な
ど
、
あ
え
て
信
仰
す
る
に
 は値
し
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
神
学
は
信
仰
に
値
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
 
 
 

を
 峻
別
す
る
基
準
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
も
有
力
な
方
 
法
 が
数
 

学
 な
の
で
あ
る
。
数
学
的
な
論
理
を
徹
底
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
 
 
 

に
そ
の
妥
当
す
る
か
否
か
を
決
定
し
得
な
い
命
題
だ
け
が
残
る
に
 
違
 い
な
 

ぃ
 。
普
遍
の
論
理
の
終
着
駅
、
固
有
の
信
仰
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
 ので
あ
 

る
 」
二
七
八
百
ご
。
 

拠
 で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
数
理
神
学
の
目
的
が
、
著
者
 
が
 序
で
 

記
し
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
数
学
的
に
表
現
す
る
 

 
 

う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
受
肉
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
イ
エ
ス
の
 
生
涯
を
 

 
 
 
 

何
ら
か
の
形
で
位
置
付
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
十
分
に
果
た
 
し
 得
な
 

い
と
思
う
の
だ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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に
 、
序
論
と
そ
れ
に
続
く
四
つ
の
章
か
ら
な
っ
て
お
り
、
最
後
 に
 短
い
 

「
結
び
」
を
も
っ
て
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
 

序
論
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
の
課
題
 

第
一
章
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
発
展
と
弁
証
神
字
 

第
二
章
体
系
構
想
と
そ
の
根
拠
 

第
三
章
弁
証
神
学
と
相
関
モ
デ
ル
 

第
四
章
相
関
の
方
法
と
神
の
問
題
 

結
び
「
相
関
の
方
法
」
と
宗
教
研
究
の
可
能
性
 

そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
い
く
つ
も
の
細
か
い
節
に
分
節
化
さ
れ
 -
 
と
き
  
 

節
 が
さ
ら
に
細
か
い
部
分
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
場
合
も
一
再
 
な
 ら
ず
あ
 

8
!
 
Ⅰ
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
亜
の
末
尾
に
は
、
そ
れ
自
体
で
一
つ
 の
 章
に
 

な
る
ほ
ど
の
重
厚
長
大
な
注
が
付
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
 
構
成
の
 

本
書
は
、
そ
の
精
微
を
極
め
る
議
論
運
び
と
、
著
者
が
変
幻
自
在
 
に
 ゆ
き
 

か
い
す
る
学
問
領
域
の
裾
野
の
広
さ
と
、
行
間
か
ら
惨
 め
 出
る
 著
者
の
 

並
々
な
ら
ぬ
研
究
意
欲
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
圧
倒
せ
ず
に
は
 お
か
な
 

い
 。
生
半
可
な
読
者
は
舌
口
う
に
及
ば
ず
、
通
常
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

愛
 好
 家
で
 

も
 、
読
破
の
意
欲
が
萎
え
て
し
ま
う
ほ
ど
の
濃
密
な
哲
学
的
議
論
 に 満
ち
 

た
 本
書
は
、
世
界
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
の
現
状
に
照
ら
し
て
も
、
 

間
 @
 
届
 い
 

な
く
第
一
級
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
書
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
も
 の
で
あ
 

る
 。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
作
並
び
に
研
究
文
献
に
対
す
る
著
者
の
精
 
通
ぶ
り
 

に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
神
学
、
哲
学
、
キ
リ
ス
ト
 
教
 思
想
 

史
 、
哲
学
史
等
に
つ
い
て
の
該
博
か
っ
正
確
な
知
識
に
は
、
著
者
 
の
 若
年
 

 
 

さ
を
考
え
る
と
、
ま
こ
と
に
驚
嘆
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
実
に
決
 
挙
 と
い
 

ヒ
 研
究
書
の
誕
生
に
、
評
者
 と
し
て
 

満
腔
の
敬
意
を
表
し
た
い
。
 

本
書
に
お
い
て
著
者
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
 

テ
ィ
 

リ
ッ
ヒ
の
宗
教
思
想
に
つ
い
て
の
「
ト
ー
タ
ル
 な
 理
解
」
で
あ
 る
 。
「
 テ
 

ィ
 リ
ッ
ヒ
研
究
の
課
題
」
と
題
さ
れ
た
序
論
に
お
い
て
、
著
者
は
 
 
 

ッ
ヒ
 の
宗
教
思
想
を
「
そ
の
基
本
的
性
格
に
即
し
て
ト
ー
タ
ル
に
 
解
明
す
 

る
こ
と
」
三
頁
 -
 を
も
っ
て
、
本
書
の
中
心
的
課
題
と
す
る
こ
 と
を
は
 

っ
 き
り
と
宣
言
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
ト
ー
タ
ル
 な
理
 解
 」
と
 

は
 、
著
者
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
 

目
 広
さ
・
長
さ
・
深
さ
・
高
さ
 
 
 

つ
の
次
元
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

へ
と
 ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
」
 

二
 
二
百
 @ 

で
あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
 

一
 
l
-
 「
境
界
に
立
つ
」
神
学
者
 
と
し
て
 

の
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
思
想
を
、
「
彼
の
実
存
的
経
験
と
の
関
係
 
で
 捉
え
 

る
こ
と
」
 
@
 
深
さ
の
次
元
 
-
 、
 一
 
2
-
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
取
り
組
ん
だ
 

「
基
本
 

的
な
思
想
的
課
題
と
個
々
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
、
そ
し
て
個
々
の
 
テ
ー
マ
 

間
 の
諸
関
係
一
統
一
性
、
体
系
性
）
を
明
確
化
す
る
こ
と
」
 

、
つ
 ま
り
そ
 

の
 
「
思
想
の
構
造
あ
る
い
は
体
系
性
を
分
析
す
る
こ
と
」
 

@
 
広
 さ
の
 次
 

元
 -
 、
 一
 
3
 ）
時
代
史
や
思
想
史
一
概
念
史
や
問
題
史
を
含
 

芭
と
 の
 密
接
 

な
 関
係
に
お
い
て
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
 
と
 発
展
 プ
 

ロ
セ
ス
」
を
研
究
す
る
こ
と
冗
長
さ
の
次
元
Ⅰ
 
-
4
-
 「
テ
ィ
  
 

の
 思
想
の
最
終
的
根
拠
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
 
-
 
別
 提
に
 

し
て
い
る
も
の
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
不
安
を
克
服
す
る
勇
気
の
 
源
泉
、
 

そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
 
曲
 制
約
的
な
要
請
と
し
て
理
解
し
て
い
た
 
 
 

を
刷
 抹
 す
る
こ
と
 

丁
 高
さ
の
次
元
Ⅰ
で
あ
る
と
い
う
二
三
 
 
 

 
 

頁
 -
 。
 

 
 

著
者
が
研
究
仮
説
と
し
て
冒
頭
に
掲
げ
る
基
本
的
テ
ー
ゼ
は
 、
 「
 テ
ィ
 

リ
ッ
ヒ
の
宗
教
思
想
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
テ
ィ
 
1
5
9
 

を
 弁
証
神
字
者
と
し
て
捉
え
る
の
が
最
も
適
切
で
あ
る
」
、
つ
ま
 

り
、
 「
 テ
 



ィ
 リ
ッ
ヒ
の
宗
教
思
想
は
基
本
的
に
弁
証
神
学
で
あ
る
」
一
四
頁
 

一
 、
と
 

う
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
テ
ー
ゼ
に
含
蓄
さ
れ
る
意
味
内
容
を
説
 
 
 

そ
の
妥
当
性
を
論
証
す
る
た
め
に
、
著
者
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 
思
相
 じ
 を
そ
の
 

変
遷
の
全
過
程
と
そ
の
関
連
領
域
の
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
分
析
し
 
、
統
一
 

的
な
視
占
か
ら
全
体
的
・
体
系
的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
。
 

第
一
章
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
弁
証
 学 の
一
般
的
な
 位
置
 

つ
け
と
そ
の
歴
史
、
近
代
ド
イ
ツ
神
学
に
お
け
る
弁
証
神
学
的
課
 
題
 の
 展
 

開
 、
一
九
世
紀
以
降
の
ド
イ
ツ
の
宗
教
社
会
史
的
状
況
、
な
ど
が
 
手
際
 よ
 

く
 概
観
さ
れ
、
し
か
る
後
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
弁
証
神
学
プ
ロ
グ
 ラ
ム
」
 

ほ
 つ
い
て
論
及
さ
れ
る
。
著
者
に
Ⅰ
 
ナ
 れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
弁
証
 神
学
 プ
 

ロ
グ
ラ
ム
の
原
型
は
、
一
九
一
二
 
/
 
一
 三
年
の
「
教
会
弁
証
 学
 」
 木
 Ⅱ
 
ミ
寸
 
@
 

～
Ⅰ
（
か
め
 

ム
ち
驚
碇
 ㌻
ぎ
と
い
う
覚
書
き
の
な
か
に
早
く
も
看
取
さ
れ
 る
の
で
 

あ
り
、
そ
し
て
弁
証
神
学
者
と
し
て
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
そ
の
後
の
 
思
想
 発
 

展
は
 、
こ
の
覚
書
き
に
提
示
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
具
体
的
で
一
 

賞
 し
た
 

遂
行
と
し
て
解
釈
で
き
る
と
い
う
。
 

第
二
章
で
は
、
一
九
二
三
年
の
「
語
学
の
体
系
」
も
 
桶
 
s
y
 
め
 
～
 
の
 
ま
 
荘
寅
 
Ⅰ
 

薫
 ～
力
め
ぬ
 

ぉ
ぁ
 
3
%
 守
お
な
 中
心
資
料
と
し
て
、
テ
イ
リ
 ツ
ヒ
 の
体
系
 論
 の
 目
 

的
と
根
拠
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ト
レ
 
 
 

献
呈
さ
れ
た
初
期
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
著
作
に
圧
目
し
、
そ
こ
に
 
 
 

思
想
家
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
原
由
 

を
 見
い
だ
し
た
こ
と
は
、
著
者
の
畑
 眠
 さ
な
 

よ
く
示
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
構
想
に
は
一
貫
性
と
変
 
遷
 と
い
 

う
 二
面
性
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
 
に
な
さ
 

れ
て
き
た
よ
う
に
「
組
織
神
学
 L
-
 第
一
巻
、
一
九
五
一
年
。
 

第
 二
巻
、
 

一
九
五
 セ
年
 。
第
三
巻
、
一
九
六
三
年
 -
 か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 
思
 想
 体
系
 

を
い
き
な
り
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
つ
こ
と
約
三
 十
年
、
 

一
 若
き
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
」
が
 
折
 カ
ン
ト
学
派
や
現
象
学
に
依
拠
し
な
 が
ら
 展
 

 
 

聞
 し
た
彼
の
学
間
論
に
着
目
し
、
そ
こ
に
概
略
的
に
描
か
れ
た
 
テ
   

ヒ
 独
自
の
体
系
構
想
を
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
古
曲
 

一
 哲
学
 以
 

 
 
 
 

来
の
伝
統
的
学
問
 論
 と
比
較
し
な
が
ら
徹
底
的
に
検
証
し
、
 そ
 
こ
か
ら
 

「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
論
の
独
自
性
と
意
義
」
を
解
明
し
て
み
せ
 

る
 。
 著
 

者
の
こ
の
 視
右
 
が
い
か
に
斬
新
で
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
 -
 
 
 

と
も
我
が
国
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
に
関
す
る
限
り
 @
 
、
著
者
に
 
よ
っ
て
 

こ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
賦
与
さ
れ
た
「
 
諸
 学
の
体
系
」
が
、
邦
訳
 「
テ
ィ
 

リ
ッ
ヒ
著
作
集
」
 
-
 白
水
仕
 -
 全
十
三
巻
の
中
に
含
ま
れ
て
お
ら
 ず
、
ま
 

た
こ
の
著
作
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
た
邦
語
文
献
が
従
来
存
在
し
な
 
か
っ
た
 

こ
と
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
一
な
お
最
近
で
は
、
著
者
の
こ
の
仕
事
 
に
 刺
激
 

を
 受
け
た
若
手
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
こ
の
著
作
を
含
む
「
若
き
 
 
 

ッ
ヒ
 
」
の
著
作
に
つ
い
て
も
掘
り
下
げ
た
研
究
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
 
る
 -
o
 

第
二
章
に
関
し
て
特
記
さ
れ
る
べ
き
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
著
者
 
が
テ
 

ィ
 リ
ッ
ヒ
の
弁
証
神
学
プ
ロ
ダ
ラ
ム
を
、
「
 

新
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
 
イ
ズ
ム
」
 

-
N
 の
 仁
て
 「
 0
 （
の
の
（
の
 

コ
 （
 乙
ヨ
仁
 し
の
 始
占
と
 終
日
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
 す
る
、
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
ト
レ
ル
チ
と
い
う
二
人
の
神
学
者
の
 
神
学
 プ
 

ロ
ク
ラ
ム
を
批
判
的
に
継
承
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
 

一
 弁
証
 神
 学
 と
い
 

う
 限
定
さ
れ
た
 
視
 占
か
ら
で
は
あ
る
が
 
-
 
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 
 
 

レ
ル
チ
Ⅰ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
い
う
興
味
津
々
た
る
神
学
発
展
の
思
想
 
的
 系
譜
 

を
 、
強
力
に
打
ち
だ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
 
ブ
 イ
マ
ン
 や
 評
者
 

の
 ト
レ
ル
チ
研
究
が
指
摘
し
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
か
ら
 
ト
  
 

へ
と
至
る
神
学
的
発
展
の
方
向
練
を
、
さ
ら
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
 

き
 で
 延
長
 

す
る
も
の
で
、
単
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
 シ
ュ
 
ユ
 
ノ
 

イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
や
ト
レ
ル
チ
の
現
代
的
意
義
を
考
え
る
上
で
も
 
、
き
わ
 



 
 と

 

一
一
 

評
 

主
日
 

め
て
有
意
義
な
テ
ー
ゼ
が
示
さ
れ
た
と
 

=
@
 

ロ
 え
る
で
あ
ろ
う
。
 

実
際
、
生
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
 -
 
キ
リ
ス
ト
教
 
-
 と
自
由
な
学
 問
的
 

研
究
（
近
代
文
化
）
と
の
間
に
「
永
遠
の
契
約
」
 

ま
 宙
の
ま
ぬ
 の
く
 目
 

（
「
の
⑧
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
神
 

学
は
、
 

「
宗
教
 ぬ
 凸
の
副
題
「
宗
教
を
軽
蔑
す
る
教
養
人
へ
の
講
話
」
に
 よ
く
 表
 

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
出
発
占
か
ら
し
て
調
停
的
・
弁
証
的
 
性
格
が
 

き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
る
。
彼
の
成
執
し
た
神
学
体
系
で
あ
る
「
 
信
 畑
山
 
ぬ
珊
 
」
 

 
 

で
も
、
著
者
が
青
紫
 
に
 中
っ
た
分
析
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
教
義
 
学
は
哲
 

学
的
倫
理
学
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
 

キ
  
 

教
 と
教
養
世
界
と
の
 
大
 掛
か
り
な
一
つ
ま
り
は
体
系
的
な
 -
 網
ム
 ロ
が
 目
論
 

ま
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
神
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
 
よ
り
 徹
 

底
 的
な
仕
方
で
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
は
、
 

キ
  
 

教
 信
仰
と
近
代
精
神
と
の
間
の
対
決
・
調
停
・
総
合
と
い
う
課
題
 
は
は
る
 

か
に
緊
急
性
を
増
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
か
か
る
弁
証
神
学
的
課
 
題
は
彼
 

の
神
学
構
想
そ
の
も
の
を
根
本
的
に
規
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
 
い
 る
 。
 本
 

青
 で
著
者
は
そ
れ
に
は
舌
口
 反
 し
て
い
な
い
が
、
ト
レ
ル
チ
は
す
で
 

に
 処
女
 

作
 
「
ヨ
ー
ハ
ン
・
ゲ
ー
ル
ハ
ル
ト
 
と
 メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
お
け
る
 
理
 性
と
啓
 

示
 」
（
奏
の
ご
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
義
学
と
教
義
自
体
は
「
 
実
 定
的
 

な
 宗
教
的
表
象
と
文
化
民
族
の
爾
余
の
知
識
と
の
対
決
折
衝
と
い
 
う
 弁
証
 

的
 要
求
支
お
 ド
 で
 0-
0
 
潟
 （
 
@
 
の
り
 
プ
 のし
生
む
「
ヰ
田
③
」
に
淵
源
す
る
も
 

の
で
あ
 

る
 、
と
明
言
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
か
ら
ト
レ
ル
チ
と
い
う
 
神
学
 

@
 展
の
線
上
に
位
置
づ
け
て
捉
え
る
著
者
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
解
釈
は
 
、
 従
来
 

一
者
の
関
係
を
こ
こ
ま
で
明
確
に
指
摘
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
が
 

な
か
っ
 

@
 だ
け
に
、
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
思
想
完
全
般
に
関
わ
る
 
重
要
な
   

    
  

  



る
 体
系
構
想
」
で
、
こ
れ
は
「
宗
教
と
文
化
の
対
立
を
宗
教
的
立
 
 
 

-
 
神
庫
 約
 文
化
 -
 の
構
築
に
よ
っ
て
克
服
し
、
逆
説
的
宗
教
を
根
 
水
経
験
 

と
す
る
神
津
約
文
化
を
通
し
て
両
者
を
総
合
す
る
試
み
」
と
言
え
 
る
と
い
 

ぅ
 
二
七
二
頁
㍉
著
者
は
こ
れ
を
「
モ
デ
ル
Ⅰ
」
な
い
し
「
 
形
 式
 
，
 内
 

実
 モ
デ
ル
」
と
呼
び
、
こ
の
モ
デ
ル
の
背
後
に
あ
る
 

壱
 惟
の
基
本
   

み
と
し
て
、
「
意
味
の
形
而
上
学
」
⑦
 

ぎ
コ
 
3
%
 ど
邑
せ
り
ヨ
 
）
の
 重
 要
 性
を
 

指
摘
し
て
い
る
。
 

こ
れ
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
体
系
構
想
は
、
「
宗
教
と
文
化
を
問
い
 

と
佑
 
@
 
口
 

え
と
い
う
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
」
二
八
三
 頁
 ）
 も
 

の
で
、
著
者
は
こ
れ
を
「
モ
デ
ル
Ⅱ
」
な
い
し
「
問
い
・
答
え
 
モ
 デ
ル
」
 

と
 名
づ
け
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
ち
ら
も
す
で
に
一
二
年
 
の
 弁
証
 

神
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
 

こ
 れ
が
 
一
 

つ
 め
 モ
デ
ル
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
の
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
 
発
 展
の
後
 

期
 に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
 

ね
 ち
、
先
ず
一
九
四
七
年
の
 

「
神
学
 

方
法
の
問
題
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
神
字
体
系
化
の
方
法
 と
し
て
 

「
相
関
の
方
法
」
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
 

五
 0
 年
代
 に
 具
体
 

的
に
「
組
織
神
学
」
が
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
 
。
著
者
 

の
 見
解
に
従
え
ば
、
「
モ
デ
ル
 
I
 が
完
全
に
捨
て
去
ら
れ
た
後
に
 新
た
に
 

モ
デ
ル
Ⅱ
が
成
立
し
た
と
い
う
見
方
は
正
確
で
は
な
く
」
、
モ
デ
 

 
 

ら
 モ
デ
ル
Ⅱ
へ
の
移
行
は
、
そ
れ
を
支
え
る
「
思
惟
の
基
本
的
 
枠
 組
み
が
 

意
味
の
形
而
上
学
か
ら
存
在
論
的
人
間
学
へ
移
行
し
た
こ
と
に
 対
応
す
 

る
 」
と
い
う
二
八
四
頁
㍉
 

そ
れ
ゆ
え
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、
弁
証
 
神
 学
の
 

二
つ
の
モ
デ
ル
は
あ
れ
か
こ
れ
か
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
 

 
 

ッ
ヒ
 の
思
想
の
発
展
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
全
面
に
現
れ
て
い
る
か
 
の
差
は
 

のべ 聞か の 思量。 る 的 に シルてるれ ョ 」 著 」たな す奔 展ッ りそ れ想 居 、 著 るィ 。 り 著 者なにで ろ的きテあ ィっ 
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評
と
 

・
 

主
日
 
-
 

 
 

 
 

 
  

 

議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
と
ハ
イ
デ
ッ
 
 
 

ハ
 ー
ツ
ホ
ー
ン
の
存
在
論
と
の
類
似
性
と
差
異
性
の
指
摘
は
示
唆
 
卜
仁
ぬ
 

@
 
田
ん
 

て
い
る
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
三
一
神
論
の
解
釈
に
つ
い
て
の
洞
察
 
も
 
一
考
 

の
 価
値
が
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
基
礎
と
な
っ
た
も
と
も
と
の
 
博
 士
 論
文
 

で
も
、
こ
の
部
分
だ
け
は
前
三
章
と
は
別
の
第
二
部
に
位
置
し
て
 
 
 

う
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
は
若
干
の
落
差
な
い
し
位
相
の
 
ズ
レ
 が
あ
る
 

よ
 う
 に
感
じ
ら
れ
、
多
少
の
蛆
 
舶
 感
を
覚
え
る
の
は
評
者
だ
け
で
 

あ
ろ
う
 

か
 。
但
し
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
こ
の
章
の
議
論
が
そ
れ
ま
で
の
 
義
弘
 柵
卜
に
 

比
べ
て
質
的
に
劣
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
 あ
く
ま
 

で
も
一
冊
の
書
物
と
し
て
読
ん
だ
場
合
に
読
者
が
覚
え
る
で
あ
ろ
 
回
心
 

想
の
展
開
に
関
す
る
あ
る
種
の
ぎ
こ
ち
な
さ
を
述
べ
て
い
る
に
 す
ぎ
 せ
 

 
  

 最
後
に
、
評
者
な
り
の
論
評
を
 ニ
 、
 三
 加
え
て
む
す
び
と
し
た
 
い
 O
 
 
自
晦
 

初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
本
書
は
 、 我
が
国
に
お
い
 
て
は
 @
 
言
 

う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
の
水
準
 
に
 照
ら
 

し
て
も
、
日
空
局
水
準
の
研
究
で
あ
る
と
言
っ
て
も
 
過
 舌
口
で
は
な
い
 
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
少
な
く
と
も
我
が
国
で
は
、
今
後
当
分
こ
れ
を
凌
駕
す
る
よ
 
う
な
 テ
 

ィ
 リ
ッ
ヒ
研
究
は
現
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
 
完
成
度
 

の
 高
い
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
非
の
打
ち
所
 が
な
い
 

が
、
 敢
え
て
 皿
い
物
 ね
だ
り
を
す
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
彼
の
神
 
宇
土
 の
 

直
接
の
師
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
と
の
思
想
的
連
関
  
 

、
 、
そ
の
重
要
性
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
 
 
 

ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
相
関
の
方
法
」
に
関
し
て
も
  
 

U
 早
く
、
し
か
も
全
く
異
な
る
仕
方
で
、
そ
の
方
法
を
用
い
て
い
 
 
 

 
 

の
 
「
 
相
 

関
の
 @
 法
」
の
独
自
性
と
意
義
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
 
ろ
う
。
 

と
も
あ
れ
、
内
容
的
に
は
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
本
書
で
は
 あ
る
 

が
 、
詰
物
と
し
て
見
た
場
合
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 

ま
 ず
 第
一
 

に
 、
異
常
に
長
く
か
つ
重
厚
な
注
が
読
者
の
読
書
意
欲
を
半
減
さ
 
せ
る
 結
 

果
 に
な
り
は
し
ま
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
。
著
者
自
身
こ
の
点
を
危
 
惧
し
、
 

「
あ
と
が
き
」
で
読
者
の
寛
恕
を
乞
 
う
 て
お
ら
れ
る
が
、
一
読
者
 
と
し
て
 

の
 評
者
も
や
は
り
読
み
難
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
著
者
 
 
 

リ
ッ
ヒ
研
究
が
い
か
に
広
範
な
文
献
資
料
を
渉
猟
 
し
 、
ど
れ
く
ら
 
 
 

他
の
思
想
家
や
研
究
者
と
の
批
判
的
対
決
を
通
し
て
成
立
し
た
も
 
 
 

る
か
を
垣
間
見
る
上
で
は
役
に
立
つ
が
、
本
文
に
対
し
て
任
が
あ
 
ま
り
に
 

も
 大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
は
、
任
が
担
っ
て
い
る
本
来
の
役
 
目
か
ら
 

考
え
て
も
あ
ま
り
感
心
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
 
が
 
「
 
組
 

職
神
字
口
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
 
全
 頁
の
背
後
に
 潜
ん
で
 

い
る
「
（
隠
れ
た
）
討
論
」
 
-
 
，
 
E
 コ
 年
の
お
「
 

o
E
 

コ
年
 
，
 圧
ぉ
 仁
の
の
 

@
0
 
コ
 @
 
 
な
 敢
え
て
 

任
 記
し
な
か
っ
た
よ
う
な
あ
る
種
の
禁
欲
的
態
度
も
、
と
き
に
は
 
必
要
で
 

は
な
か
ろ
う
か
。
 

第
二
に
、
こ
れ
は
著
者
の
他
の
著
作
に
も
共
通
し
て
い
る
特
徴
で
 
あ
る
 

が
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
節
が
、
さ
ら
に
 
 
 

か
 め
 サ
ブ
・
テ
ー
マ
に
細
分
化
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
各
種
の
番
号
 
の
 振
ら
 

れ
た
短
い
見
出
し
の
も
と
に
分
節
化
さ
れ
る
と
い
う
、
著
者
独
特
 
の
 執
筆
 

ス
タ
イ
ル
 や
 、
矢
印
や
記
号
の
多
用
は
本
書
を
読
み
づ
ら
い
も
の
 に
し
て
 

 
 

い
る
。
ま
た
著
者
が
採
用
し
て
い
る
引
証
形
式
一
目
抜
科
学
や
社
 
全
科
学
 

 
 

の
 分
野
で
一
般
的
な
 

，
 
（
 
オ
の
 つ
 い
 「
の
 
コ
 （
 
オ
の
 
（
 
@
n
 
巴
 。
 o
 「
 p
c
 
臼
 o
 「
・
隼
ぃ
（
 

の
 
。
Ⅱ
。
 
ヰ
 
。
Ⅱ
 

の
コ
 
n
e
 の
 
せ
 の
（
の
 

ヨ
よ
 
は
、
人
文
学
的
領
域
で
仕
事
を
し
て
い
る
者
 
 
 

て
は
、
多
少
の
違
和
感
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
趣
味
の
問
題
と
 
 
 



そ
う
で
あ
っ
て
 
、
 映
し
て
本
質
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
 

第
三
に
、
誤
字
脱
字
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
さ
れ
な
か
 
っ
た
 

が
、
 気
が
っ
 
い
 た
範
囲
で
指
摘
し
て
お
く
と
、
二
三
七
頁
の
「
 
適
 格
 」
は
 

「
的
確
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
文
献
泰
一
七
頁
上
か
ら
一
八
 
 
 

Ⅱ
「
 
如
コ
 
オ
目
方
 P
 ミ
 ・
円
は
舌
ロ
ス
 

フ
才
ふ
で
よ
 

り
と
は
 

Ⅱ
Ⅰ
「
 

ノ
 

如
コ
オ
ぎ
ユ
 
p
.
 
ミ
 ・
。
 
同
 三
七
頁
 

下
か
ら
一
元
町
田
 の
キ
 ぬ
田
 
き
ミ
 て
井
 ぎ
 鑓
は
 キ
注
 ぎ
ミ
ミ
 汁
ぎ
ふ
 q
b
-
 

～
 
せ
の
 間
 

違
い
で
あ
る
。
ま
た
人
名
の
表
記
に
関
し
て
は
、
若
干
の
問
題
が
 
見
ぃ
だ
 

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
 
ぎ
ヨ
 e
 目
ぃ
 Ⅱ
 ぃ
 運
の
は
評
者
が
学
ん
だ
 ヴ
ァ
  
 

ビ
ル
ト
大
学
神
学
部
の
先
生
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
マ
ク
ノ
ア
 
ギ
 ユ
ー
」
 

で
は
な
く
「
マ
ク
フ
ェ
イ
グ
」
が
正
し
 

チ
 研
究
 

者
の
ま
 巴
窩
 「
円
目
 マ
ヨ
ぃ
コ
 
・
 オ
 ・
は
「
ヴ
ァ
イ
マ
ン
」
で
は
な
く
 

「
ワ
イ
 

マ
ン
」
。
 目
汗
 プ
 リ
臼
 Ⅱ
㌧
 日
 5
 目
は
「
パ
ル
マ
ー
」
で
は
な
く
「
  
 

｜
 」
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
若
干
の
難
点
が
あ
る
も
の
の
、
本
書
は
間
違
い
な
く
 
近
年
 

稀
 に
み
る
労
作
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
格
的
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

研
究
に
 

道
 が
開
か
れ
た
こ
と
を
、
著
者
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
と
思
う
。
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一九 五六 
七年 
貞一     
一一 九 O 
一 日 

四発   
者 れ に 驚 分霊を く 仏 えのたい白 2 

村
山
修
一
 著
 

「
天
神
御
霊
信
仰
」
 

  



 
 池

本
主
 

害
 

う
 巾
 

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
 
軸
が
 設
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
ほ
ん
   

を
 挙
げ
る
な
ら
ば
、
竹
内
秀
雄
「
天
満
宮
」
釜
日
 

川
 弘
文
館
、
一
 
 
 

年
 -
 は
 、
北
野
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
の
天
神
社
の
歴
史
を
通
じ
 て 天
神
 

・
信
仰
を
描
く
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
し
、
笠
井
昌
昭
「
天
神
 

縁
 起
 の
 歴
 

史
 」
一
雄
山
間
出
版
、
一
九
七
二
年
一
 
や
 真
保
 亨
 
「
北
野
聖
廟
 絵
 の
 研
究
」
 

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
四
年
一
は
、
絵
画
史
料
の
検
討
 

を
 通
し
 

て
 天
神
信
仰
の
考
察
に
及
ん
で
い
ろ
。
山
中
耕
作
 
編
 
「
天
神
伝
説
  
 

て
 と
そ
の
信
仰
」
 
-
 太
宰
府
顕
彰
 会
 、
一
九
九
二
年
）
は
、
各
地
 に
 残
る
 

伝
承
を
集
め
た
も
の
。
ま
た
、
近
年
の
も
っ
と
も
重
要
な
 
仇
 甲
申
 

、
あ
る
 

真
 

壁
俊
信
 
「
天
神
信
仰
史
の
研
究
」
一
統
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
 

九
四
年
一
 

は
 、
基
本
的
な
史
料
の
吟
味
検
討
に
も
と
つ
い
て
天
神
信
仰
の
諸
 
局
面
を
 

掘
り
下
げ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
太
宰
府
天
満
宮
文
化
研
 空
所
編
 

「
菅
原
道
真
と
太
宰
府
天
満
宮
」
上
下
釜
ロ
Ⅲ
弘
文
館
、
一
九
七
 

Ⅰ
・
 

@
 

 
 
一
 

九
七
五
年
）
 
ゃ
 、
村
山
修
一
編
「
天
神
信
仰
」
一
雄
山
間
出
版
 
 
 

三
年
一
、
そ
し
て
上
田
正
昭
 
編
 
「
 
天
 満
天
神
 ｜
 御
霊
か
ら
学
問
 神
 へ
 １
口
 

一
 筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
は
、
天
神
信
仰
の
諸
相
を
幅
 
広
く
取
 

り
 扱
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
諸
氏
に
よ
る
研
究
論
文
 
を
 集
め
 

た
 編
集
 物
 と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
一
連
の
研
究
史
の
中
で
見
え
て
く
る
本
書
の
外
面
的
 特
徴
 

は
 、
御
霊
信
仰
か
ら
の
連
続
面
で
天
満
天
神
の
信
仰
を
考
え
て
い
 く @
 
」
と
 

に
 玉
眼
を
置
き
、
な
お
か
つ
そ
の
立
場
を
本
の
表
題
と
し
て
も
 

掲
  
 

こ
ろ
の
、
一
人
の
著
者
に
よ
る
書
下
ろ
し
の
書
物
、
と
い
う
こ
と
 
に
な
ろ
 

「
天
神
御
霊
信
仰
」
な
る
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
を
も
っ
て
、
著
者
 
 
 

ロ
の
 表
題
と
し
た
の
は
、
本
書
の
巻
頭
言
に
よ
れ
ば
、
天
神
信
仰
 
 
 

別
家
に
お
い
て
、
神
仏
習
合
思
想
や
御
霊
思
想
の
介
在
を
考
え
る
 

こ
と
 

が
 歴
史
的
現
実
に
即
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
菅
原
道
真
以
前
の
御
 
霊
 に
つ
 

い
て
も
 棺
 当
の
ぺ
 ー
 ジ
 な
 割
い
た
か
ら
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 著
 者
の
視
 

点
は
 、
先
行
書
で
類
例
を
さ
が
す
な
ら
ば
、
高
取
正
男
「
菅
原
道
 
真
｜
怨
 

霊
の
神
か
ら
学
問
・
芸
能
の
神
 へ
｜
 」
一
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
 
一
 が
も
 

っ
 と
も
近
い
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
高
取
回
書
は
一
般
向
け
で
あ
 
り
、
ま
 

た
 道
真
の
伝
記
を
王
 体
 と
し
、
近
世
の
天
神
信
仰
に
も
言
及
し
て
 
 
 

ど
の
占
で
、
村
山
氏
と
力
占
の
相
違
が
見
ら
れ
る
 

次
に
、
本
書
の
内
容
を
考
え
て
み
よ
う
。
本
書
の
目
次
は
 
、
 

天
神
御
霊
信
仰
の
視
 占 

1
 
 
御
霊
頻
発
の
経
緯
と
政
治
的
背
景
 

Ⅱ
御
霊
の
ル
ー
ツ
と
官
祭
御
霊
会
前
後
の
風
潮
 

Ⅲ
天
神
御
霊
の
発
生
と
天
神
社
の
成
立
 

Ⅳ
北
野
社
の
発
展
と
平
安
後
期
の
信
仰
潮
流
 

V
 
 
絵
巻
物
を
通
じ
て
み
た
天
神
信
仰
の
中
世
的
展
開
 

Ⅵ
室
町
時
代
天
神
信
仰
の
多
様
化
と
庶
民
的
展
開
 

と
い
う
、
六
章
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
 

章
 ご
と
に
そ
の
テ
ー
マ
に
 
 
 

記
述
が
展
開
さ
れ
る
が
、
同
時
に
各
章
が
お
お
む
ね
時
代
順
に
並
 
ぶ
よ
う
 

に
も
配
慮
さ
れ
て
い
て
、
御
霊
信
仰
・
天
神
信
仰
の
通
史
と
し
て
 
の
形
態
 

を
と
る
。
全
編
を
通
し
て
記
述
さ
れ
る
内
容
を
一
言
で
い
う
な
ら
 
ま
、
そ
 

@
 

れ
は
巻
頭
の
「
天
神
、
即
ち
菅
原
道
真
の
御
霊
で
あ
る
天
満
天
 
目
 在
天
神
 

ほ
 
つ
い
て
、
そ
の
信
仰
の
発
端
な
ら
び
に
歴
史
的
背
景
、
近
世
 
以
 前
 の
 信
 

仰
 流
布
の
様
相
、
信
仰
の
変
貌
を
新
し
く
書
下
ろ
し
た
も
の
」
と
 
い
，
つ
、
 

 
 
 
 

筆
者
自
身
の
紹
介
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
書
の
最
後
 
 
 

で
も
明
記
し
て
あ
る
よ
う
に
、
近
世
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
は
 
記
 65
 

 
 

象
 と
は
な
っ
て
い
な
い
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
御
霊
信
仰
を
も
  
 



立
 
・
発
展
し
た
天
神
信
仰
の
歴
史
的
展
開
の
諸
局
面
を
叙
述
す
 る
こ
と
 

が
 、
本
書
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
本
書
を
 
読
ん
で
 

い
た
だ
く
方
が
む
し
ろ
好
適
か
と
思
う
一
面
も
あ
る
が
、
し
か
し
 
今
、
各
 

草
 の
王
 題
 と
記
述
に
つ
い
て
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
 

ま
ず
ー
は
、
 章
 題
に
示
さ
れ
た
と
お
り
、
御
霊
の
存
在
が
頻
繁
に
 
五
明
 
る
 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
と
、
そ
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
、
 

そ
 の
 概
略
 

を
 示
し
た
も
の
で
あ
る
。
律
令
国
家
の
誕
生
に
よ
っ
て
神
祇
観
念
 
に
 変
化
 

室
 宮
田
麻
呂
ら
の
事
件
に
つ
い
て
、
あ
ら
ま
し
が
紹
介
さ
れ
て
い
 

が
 起
こ
り
、
人
格
的
な
も
の
に
高
度
の
神
格
が
認
め
ら
れ
る
に
と
 
も
な
っ
 

る
 。
 次
 

て
 、
御
霊
信
仰
へ
と
発
展
し
た
。
そ
の
素
因
は
原
始
信
仰
に
由
来
 
し
、
大
 

陸
か
ら
の
高
度
な
思
想
・
宗
教
の
伝
播
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
し
 
て
、
著
 

者
は
ま
ず
御
霊
信
仰
の
成
立
を
説
明
す
る
と
，
」
ろ
か
ら
始
め
て
い
 

 
 

霊
 信
仰
は
朝
廷
に
対
す
る
批
判
や
抵
抗
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
 
う
な
 事
 

態
の
最
初
の
出
現
を
著
者
は
八
世
紀
前
半
の
長
屋
王
だ
と
し
、
 

っ
 い
 で
 藤
 

原
広
嗣
 、
井
上
内
親
王
と
他
片
親
王
母
子
、
早
貝
親
王
、
伊
予
 
規
 王
 、
文
 

の
 Ⅱ
で
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
い
つ
し
か
民
間
で
祭
祀
さ
れ
る
よ
 
う
に
な
 

っ
 た
い
き
さ
つ
を
、
 
肇
 正
安
侍
御
霊
大
明
神
縁
起
」
な
ど
の
史
料
 

か
ら
 考
 

察
し
て
、
民
間
で
の
動
き
と
朝
廷
に
よ
る
疫
病
対
策
と
が
あ
い
ま
 って
 、
 

貞
観
五
年
一
八
 
右
 三
の
神
泉
苑
御
霊
会
開
催
の
意
義
と
そ
の
 前
  
 

況
 が
描
か
れ
る
。
 

Ⅲ
で
は
、
話
題
を
菅
原
道
真
に
転
じ
て
、
そ
の
昌
泰
四
年
一
九
 
C
 
一
 -
 

の
 左
遷
か
ら
死
去
、
そ
し
て
大
雪
天
神
、
天
満
天
神
と
し
て
の
 
発
 現
 ま
で
 

の
 過
程
が
扱
わ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
北
野
天
神
社
や
安
楽
寺
の
創
 
建
 に
か
 

か
わ
る
事
実
関
係
や
託
宣
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
Ⅳ
は
 
、
 Ⅲ
 を
 承
け
て
 

北
野
性
と
朝
廷
に
お
け
る
天
神
の
信
仰
の
展
開
と
受
容
に
つ
い
て
 
触
れ
て
 

い
る
。
こ
こ
で
は
、
菅
原
氏
が
北
野
性
に
関
与
し
て
ゆ
く
事
実
や
 
、
中
世
 

成
立
の
「
北
野
宮
寺
諸
神
御
本
地
次
第
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
祭
神
 

 
 

し
て
、
道
真
す
な
わ
ち
天
神
の
信
仰
が
少
し
づ
 つ
 整
え
ら
れ
て
 
ぃ
 く
 過
程
 

 
 
 
 

が
 示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 
志
 多
羅
袖
運
動
や
内
裏
焼
亡
、
文
人
 9 目
 族
の
 

動
向
な
ど
の
世
相
と
の
関
連
も
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
 

V
 は
鎌
倉
時
代
に
制
作
さ
れ
た
「
北
野
天
神
縁
起
」
の
内
容
と
成
 
上
通
 

程
 と
に
関
す
る
章
で
、
王
に
美
術
史
家
ら
に
よ
る
従
来
の
成
果
と
 
学
説
と
 

を
 整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
六
道
絵
や
仏
名
会
に
関
す
 
る
 著
者
 

の
 見
解
も
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
六
道
絵
は
将
軍
 頼
経
 の
 軸
 病
 息
災
 

を
 
願
う
九
条
道
家
が
、
慢
侮
 と
 誠
意
と
を
示
す
た
め
に
「
北
野
 天
神
 縁
 

起
 」
に
載
せ
ら
れ
、
ま
た
仏
名
会
は
悔
過
行
事
を
素
地
と
す
る
も
 
 
 

御
霊
の
慰
 和
 鎮
魂
の
法
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
の
指
摘
が
 
、
，
 」
 こ
で
な
 

さ
れ
て
い
る
。
Ⅵ
で
は
、
 

章
 題
の
ご
と
く
室
町
時
代
を
扱
い
、
 お
伽
草
 

子
 
・
連
歌
・
謡
曲
な
ど
の
文
学
や
芸
能
と
、
天
神
信
仰
と
の
結
び
 

つ
き
の
 

面
 に
重
占
を
置
い
て
こ
の
時
代
の
様
相
が
語
ら
れ
る
。
と
く
に
 
北
 野
性
 が
 

芸
能
の
 
一
 拠
点
と
し
て
重
き
を
な
し
、
こ
こ
か
ら
お
国
歌
幸
枝
 
も
 胚
胎
 す
 

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
あ
と
、
章
末
に
あ
る
短
い
結
語
的
な
部
分
で
 
本
書
は
 

締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
多
彩
に
し
て
徹
底
し
た
民
衆
的
 
天
神
信
 

仰
が
、
当
初
の
御
霊
信
仰
の
面
影
を
留
め
な
い
ま
で
に
一
変
し
た
 
こ
と
が
 

指
摘
き
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
神
信
仰
が
中
世
前
期
に
は
伝
本
 
神
  
 

益
信
仰
の
ゆ
え
に
信
仰
さ
れ
、
室
町
戦
国
に
は
、
個
人
の
実
力
 
礼
 賛
の
時
 

代
 ゆ
え
に
菅
公
へ
の
た
の
も
し
さ
と
親
近
感
と
が
、
宗
教
界
最
大
 
の
 魅
力
 

と
な
っ
た
と
し
て
、
こ
こ
に
本
書
の
立
場
を
総
括
す
る
よ
う
な
 
甘
 ロ
 
葉
を
見
 

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
的
な
時
代
区
分
で
い
え
ば
、
お
お
 
む
ね
 l
 

と
 Ⅱ
が
迫
真
以
前
の
御
霊
信
仰
 妄
 不
良
・
平
安
 -
 を
 、
 Ⅲ
と
Ⅳ
が
 平
安
時
 



 
 

 
 

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
ぜ
ひ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
 
ポ
  
 

ト
は
 、
か
つ
て
村
山
氏
白
身
が
編
者
の
労
を
と
っ
た
「
天
神
信
   

掲
 -
 と
本
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 

同
苦
 モ
ジ
リ
ー
ズ
の
 
一
片
 に
 

数
え
る
民
衆
宗
教
史
叢
書
は
、
関
係
研
究
者
に
は
知
ら
れ
て
い
 る
 ・
こ
と
 

く
 、
そ
の
時
 占
 ま
で
に
お
け
る
代
表
的
な
諸
氏
の
研
究
論
文
を
集
 
 
 

編
者
の
手
で
配
列
し
て
収
録
し
た
も
の
で
、
「
天
神
信
仰
し
に
は
 
十
二
編
 

の
 諸
論
文
と
、
編
者
で
あ
る
村
山
氏
白
身
の
手
に
な
る
一
天
神
信
 
 
 

尭
成
果
と
課
題
」
 
-
 
以
下
、
「
成
果
と
課
題
」
と
略
称
 
-
 と
が
収
め
  
 

い
る
。
村
山
氏
に
と
っ
て
こ
の
本
を
世
に
出
し
た
こ
と
が
、
本
室
 

目
 「
天
神
 

御
霊
信
仰
」
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
本
書
の
巻
頭
言
に
 
 
 

緯
 が
記
さ
れ
て
い
る
 

宇
 こ
の
書
は
、
天
神
信
仰
に
つ
い
て
の
 先
  
 

な
業
績
を
収
録
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
、
自
説
を
展
開
す
 
 
 

｜
ス
は
 充
分
で
な
か
っ
た
」
こ
と
が
、
著
者
を
強
く
動
か
し
た
 
動
 機
 で
あ
 

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
 
-
 。
し
た
が
っ
て
、
「
成
果
と
課
題
」
を
手
掛
 

か
り
と
 

し
て
、
本
書
の
方
法
や
構
成
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
 
見
え
て
 

 
 

「
成
果
と
課
題
」
の
冒
頭
で
、
著
者
は
従
来
の
天
神
信
仰
研
究
が
 
、
分
 

類
す
る
と
五
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
包
摂
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
 
る
 o
 よ
 

く
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
本
書
「
天
神
御
霊
信
仰
」
の
章
の
屯
 
て
方
 と
 順
番
 

を
 同
じ
く
し
て
密
接
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
 わ
ち
 

「
 天
 満
天
神
信
仰
の
出
現
の
歴
史
的
基
盤
と
し
て
の
御
宇
 

正
信
仰
」
は
本
書
 

と
の
 I と
 Ⅱ
に
、
「
 天
 満
天
神
信
仰
そ
の
も
の
の
発
現
、
北
 野
天
神
社
の
成
 

詩
 に
、
「
絵
巻
物
を
通
し
て
み
ら
れ
る
天
神
譚
 

立
 」
は
Ⅲ
・
 >
 

信
仰
」
は
 V
 に
 、
 

そ
し
て
「
渡
唐
天
神
の
信
仰
」
お
よ
び
最
後
の
「
天
神
信
仰
の
並
 

目
 友
 
-
 
文
 

去
 な
ら
び
に
寺
子
屋
 教
 ま
旦
」
と
が
、
あ
わ
せ
て
Ⅵ
に
あ
た
っ
て
 

い
る
と
 

み
な
し
 ぅ
る
 。
こ
こ
に
お
い
て
、
本
書
「
天
神
御
霊
信
仰
」
の
 記 述
 対
象
 

と
そ
の
順
序
が
、
「
天
神
信
仰
」
の
諸
論
文
の
配
列
と
比
較
し
て
 
 
 

り
の
 在
 庄
相
同
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
「
天
神
信
仰
」
に
実
大
成
さ
れ
た
 

研
  
 

水
準
と
大
枠
と
を
受
け
つ
い
だ
う
え
で
、
新
規
に
村
山
氏
白
身
の
 
筆
 に
よ
 

っ
て
 、
 氏
の
見
解
や
独
白
の
視
点
を
交
え
た
一
貫
し
た
記
述
を
目
 
 
 

も
の
が
、
本
書
「
天
神
御
霊
信
仰
」
だ
と
い
う
見
方
も
 
、
 確
か
に
 可
能
と
 

な
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
れ
に
よ
っ
て
「
天
神
信
仰
」
の
存
在
価
値
 
 
 

す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
結
果
、
本
書
に
は
「
 天
神
信
 

仰
 」
と
比
較
し
て
以
下
の
三
つ
の
特
徴
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
 
@
@
 

十
八
 
。
 

ま
ず
第
一
に
、
一
人
の
著
者
に
よ
る
、
相
対
的
に
平
易
で
歴
史
的
 
事
実
 

の
 紹
介
に
 重
 古
を
置
い
た
叙
述
の
お
か
げ
で
、
一
般
読
者
を
含
め
 た 初
学
 

者
に
も
取
り
つ
き
や
す
い
一
冊
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
に
 
は
、
本
 

文
 の
ほ
か
に
多
数
の
図
版
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
 
持
 軍
 す
べ
 

き
 点
で
あ
る
。
次
に
、
「
天
神
信
仰
」
刊
行
以
後
に
発
表
さ
れ
た
 
成
果
 や
 

新
発
見
も
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
。
真
壁
氏
の
前
掲
 
書
 に
関
す
る
三
一
 
口
 及
な
ど
 

に
そ
れ
ら
が
現
れ
て
い
る
。
第
三
吉
と
し
て
は
、
随
所
に
著
者
 
自
 身
の
オ
 

リ
ジ
ナ
ル
な
 乱
解
が
臣
 亜
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
成
果
と
課
 

題
 」
 の
 

末
尾
に
あ
た
っ
て
、
著
者
は
「
天
神
信
仰
を
ピ
ー
ク
と
す
る
御
手
 

正
信
仰
の
 

 
 

歴
史
的
解
明
は
、
民
間
仏
教
の
徹
底
し
た
分
析
研
究
に
鍵
が
あ
る
 
 
 

 
 

@
%
 
し
て
し
る
の
 
て
 
今
後
 -
 
」
の
方
面
の
学
問
的
努
力
が
切
に
期
 
 
 

{
{
 

Ⅰ
 し
土
 -
-
 

一
口
 

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
民
間
仏
教
の
 
1
6
7
 

導
入
と
い
う
占
で
は
、
た
と
え
ば
天
神
と
観
音
信
仰
の
関
係
な
ど
 
 
 



に
お
い
て
、
神
仏
習
合
に
関
す
る
著
者
の
長
年
の
知
識
や
見
解
の
 
 
 

随
所
に
披
露
さ
れ
、
み
ず
か
ら
課
題
を
果
た
そ
う
と
す
る
態
度
が
 
感
じ
 ろ
 

れ
る
。
ま
た
著
者
が
造
詣
の
深
い
山
岳
仏
教
や
陰
陽
道
の
分
野
に
 
も
 筆
が
 

及
ん
で
い
る
な
ど
、
本
書
の
最
大
の
独
自
性
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
 
 
 

存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

し
か
し
、
以
上
の
こ
と
と
は
裏
腹
の
よ
う
な
関
係
で
、
残
念
に
思
 
う
占
 

も
あ
っ
た
。
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
本
文
で
利
用
さ
れ
て
い
る
 
史
 料
や
論
 

著
に
関
し
て
、
典
拠
が
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
存
在
 
す
る
こ
 

と
で
あ
る
 0
 史
料
と
い
う
占
で
い
え
ば
、
 

I
.
 

Ⅱ
章
の
場
 

ム
ロ
、
 
「
 
日
本
 霊
 

異
記
 」
や
「
水
鏡
 
目
 
、
「
扶
桑
略
記
目
な
ど
に
拠
っ
た
箇
所
は
そ
の
 

言
明
記
 

さ
れ
る
が
、
六
国
史
に
載
る
記
事
は
原
則
と
し
て
出
典
を
示
し
 て
い
な
 

ぃ
 。
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
あ
り
方
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
「
 三
代
実
 

銀
目
貞
観
五
年
五
月
二
十
目
条
の
神
泉
苑
御
霊
会
に
つ
い
て
 説
 萌
 す
る
 

際
 、
経
典
を
講
説
し
た
律
師
 慧
 達
の
経
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
 

 
 

に
こ
の
部
分
は
鎌
倉
時
代
成
立
の
「
元
亨
 
釈
圭
 こ
に
拠
っ
て
い
る
  
 

そ
の
旨
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
 
-
 
七
三
ぺ
 ー
 ジ
）
。
こ
う
し
た
こ
 
ア
 
@
 
@
 
り
は
吐
訳
 

者
の
混
乱
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
本
書
を
手
に
す
る
で
あ
ろ
う
 
切
字
 者
 

に
と
っ
て
も
、
当
惑
の
原
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
先
行
 
の
 論
文
 

や
 書
物
が
利
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
も
と
の
出
典
に
 
当
た
り
 

文
 の
ほ
か
、
巻
末
に
主
要
参
考
文
献
一
覧
も
つ
い
て
い
る
 
-
 や
 真
 

づ
ら
い
と
感
じ
る
人
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
本
文
の
注
記
 

壁
氏
の
 

 
 

る
い
は
参
考
文
献
一
覧
を
載
せ
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
 
o
,
@
 

十
八
十
八
 

@
@
 

。
 

し
 本
書
に
は
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
他
の
著
作
と
同
様
に
、
固
有
 
名
詞
に
 

つ
い
て
は
索
引
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
え
る
 
と
、
本
 

書
を
読
む
際
に
は
「
天
神
信
仰
」
 

一
 
-
 
」
れ
に
は
本
書
で
利
用
さ
れ
 
た
 各
論
 

著
書
な
ど
を
か
た
わ
ら
に
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
 
い
え
よ
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  
 

以
上
、
本
書
に
つ
い
て
私
な
り
に
感
じ
と
っ
た
点
を
述
べ
て
き
た
 
 
 

 
 

 
 

最
後
に
、
本
書
に
関
す
る
全
体
的
な
批
判
点
 
な
 、
あ
と
二
点
ほ
ど
 
指
摘
し
 

て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
著
者
が
独
自
に
打
ち
出
し
、
か
つ
 
表
題
と
 

も
な
っ
て
い
る
「
天
神
御
霊
信
仰
」
な
る
新
し
い
用
語
が
、
い
っ
 
た
い
ど
 

こ
ま
で
積
極
的
な
意
図
を
も
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
か
、
い
ま
 
ひ
と
つ
 

分
り
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
に
本
書
の
巻
頭
舌
口
で
は
、
 

表
 題
 命
名
 

の
 理
由
を
掲
げ
て
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
本
書
の
記
述
に
こ
の
 
話
 が
 登
場
 

す
る
回
数
は
 
、
 実
は
非
常
に
少
な
い
。
 
今
 こ
う
し
た
使
用
例
の
 
一
 部
 を
引
 

円
 し
て
み
る
と
、
「
 殺
牛
 信
仰
Ⅱ
 生
賢
 信
仰
は
天
神
御
霊
信
仰
に
 毎
縁
の
 

も
の
で
あ
る
」
一
一
 0
 
四
頁
Ⅰ
「
そ
れ
に
し
て
も
、
大
規
模
な
神
 朗
読
経
 

が
 北
野
社
の
場
合
、
怨
霊
 慰
 和
の
意
味
に
歴
史
的
必
然
性
を
も
 っ
て
 
お
 

り
 、
南
北
朝
以
来
幾
多
の
兵
乱
に
動
揺
し
て
き
た
室
町
幕
府
が
一
 

万
部
経
 

会
を
始
め
た
こ
と
は
、
明
徳
の
乱
に
契
機
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
 

天
 押
脚
幸
一
皿
 

信
仰
の
根
強
い
潮
流
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
」
 

二
一
 0
 七
頁
 -
 と
 
い
っ
た
 

箇
所
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
 

天
 神
 Ⅱ
 道
 

真
に
ま
つ
わ
る
信
仰
の
う
ち
、
御
霊
信
仰
を
基
軸
と
し
て
い
る
部
 
分
 を
指
 

し
て
、
著
者
が
「
天
神
御
霊
信
仰
」
と
呼
ん
で
い
る
ら
し
い
こ
と
 
 
 

う
や
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
は
本
 
 
 

こ
に
も
見
ら
れ
な
い
。
用
語
を
よ
り
オ
ー
ア
ン
な
も
の
と
す
る
 
作
 業
 が
も
 

っ
と
あ
 つ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

い
ま
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
は
本
書
の
み
に
特
有
の
問
題
 
占
 と
い
う
わ
 け
で
 

は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
ひ
と
つ
の
信
仰
史
を
網
羅
的
に
紹
介
し
よ
 
う
と
す
 

る
 人
は
誰
で
も
直
面
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
 
と
を
 指
 



書評と紹介 

宿
し
て
お
き
た
い
。
す
な
 
ね
 ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
特
徴
的
に
 

現
れ
た
 

諸
事
実
の
経
緯
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
記
述
す
る
万
法
に
よ
れ
 
ば
、
 そ
の
 信
 

仲
 の
す
べ
て
を
説
明
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
、
一
種
の
素
 
朴
 な
疑
 

間
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
の
執
筆
態
度
が
天
神
信
仰
の
展
開
 
史
 の
 概
 

要
説
明
に
あ
り
、
そ
こ
に
最
大
の
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
と
い
う
 
こ
と
は
 

充
分
に
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
本
書
を
読
ん
で
こ
 
 
 

居
 い
 が
あ
ら
た
め
て
湧
く
の
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
 

 
 

え
 、
天
神
信
仰
の
よ
う
に
、
戦
前
は
と
も
す
れ
ば
宗
教
と
し
て
 
非
 常
に
 雑
 

殊
 と
し
た
存
在
と
み
ら
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
戦
後
の
研
究
 
が
こ
 

ま
で
成
果
を
あ
げ
て
き
た
の
だ
な
と
い
う
実
感
も
、
本
書
を
読
ん
 
で
 得
た
 

素
直
な
感
想
で
あ
り
、
「
信
仰
 
史
 研
究
の
新
た
な
視
点
作
り
」
は
 、
 多
く
 

の
 研
究
者
に
と
っ
て
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
で
 
指
 摘
 す
る
 

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
、
評
者
の
視
点
や
関
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
論
評
し
た
部
分
 
 
 

っ
 た
こ
と
と
思
う
が
、
本
書
は
な
ん
と
い
っ
て
も
多
岐
に
わ
た
る
 
天
神
信
 

仰
の
諸
相
を
、
研
究
史
を
集
大
成
す
る
形
で
ま
と
め
た
労
作
で
あ
 
り
、
歴
 

史
的
な
概
要
を
ま
ず
知
り
た
い
人
に
と
っ
て
も
、
ま
た
こ
れ
ま
で
 
 
 

の
水
準
と
問
題
 
占
 と
を
考
え
る
場
合
に
も
、
便
利
に
参
照
で
き
る
 一
冊
 と
 

な
っ
て
い
る
。
本
書
に
よ
っ
て
天
神
信
仰
研
究
が
ま
す
ま
す
活
発
 
に
な
る
 

こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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「勧進松尾 剛 

  
戒 

の中 
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  目 木 

一日刊 二八円   



進
の
意
味
と
そ
の
性
格
の
変
遷
を
問
い
直
す
。
律
僧
 
達
が
 勧
進
に
 任
命
さ
 

れ
た
理
由
と
し
て
、
勝
れ
た
勧
進
能
力
 -
 資
金
調
達
能
力
 一
と
、
 戒
律
に
 

基
づ
く
そ
の
造
営
資
金
の
分
配
の
公
平
さ
に
あ
っ
た
と
認
識
し
 ま
た
 鎌
 

倉
 幕
府
と
の
密
接
な
結
び
っ
き
を
指
摘
す
る
。
特
に
西
大
寺
・
 

極
 楽
手
の
 

律
僧
 達
が
 諸
国
国
分
寺
の
復
興
を
幕
府
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
 
 
 

を
 勧
進
 職
 と
す
る
基
礎
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
 

ま
た
 律
 

僧
 た
ち
が
権
門
勢
力
の
公
家
、
武
家
、
寺
家
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
 
し
、
ま
 

た
 勧
進
活
動
は
、
全
国
の
百
姓
に
と
っ
て
は
税
と
し
て
課
せ
ら
れ
 
 
 

は
な
い
か
と
主
張
す
る
。
 

第
二
章
は
、
「
説
経
節
「
さ
ん
せ
 
う
 太
夫
」
と
勧
進
興
行
」
で
あ
 る
 。
 

木
通
 は
 、
説
経
節
「
さ
ん
せ
 
う
 太
夫
」
の
原
型
の
成
立
時
期
と
そ
 

 
 

を
 考
察
す
る
。
「
さ
ん
せ
 
う
 太
夫
」
の
重
要
な
構
成
要
素
は
 、
丹
 後
の
国
 

分
 寺
と
大
阪
四
天
王
寺
で
あ
る
。
こ
の
両
手
と
も
西
大
寺
 
流
 の
 律
 僧
と
関
 

保
 す
る
寺
院
で
あ
り
、
こ
の
説
教
節
の
成
立
の
事
情
と
年
代
の
上
 
限
 な
 

律
僧
の
勧
進
活
動
と
い
う
場
か
ら
推
測
す
る
。
四
天
王
寺
の
鳥
居
 
が
 石
製
 

に
な
る
の
は
、
忍
性
が
別
当
に
な
っ
た
永
仁
二
年
 -
 一
二
九
四
一
 以
降
で
 

あ
る
。
ま
た
極
楽
寺
門
 源
房
宣
 基
を
中
心
と
す
る
七
人
の
律
僧
が
 

丹
後
園
 

分
 寺
の
復
興
を
始
め
、
そ
の
復
興
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
国
分
寺
が
 
説
教
師
 

「
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
」
の
舞
台
で
は
な
い
か
と
い
い
、
そ
の
際
の
典
 
 
 

て
 
「
さ
ん
せ
 う
 太
夫
」
が
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
 
 
 

第
三
章
は
、
「
室
町
幕
府
の
禅
・
 
律
 対
策
」
で
あ
る
。
室
町
時
 病
  
 

に
 置
か
れ
た
禅
律
方
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
 そ
  
 

を
 、
禅
律
二
教
の
寺
院
が
一
方
当
事
者
で
あ
る
訴
訟
を
扱
 
う
 も
の
 で
あ
っ
 

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
禅
律
僧
を
 
、
禅
と
 律
の
兼
修
の
 
僧
 で
は
 

な
く
、
 禅
と
 律
の
二
宗
の
僧
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
禅
律
 
万
 は
 寺
院
 

規
式
の
作
成
や
、
禅
律
僧
の
個
人
的
な
訴
訟
ま
で
扱
っ
た
と
い
う
 
。
ま
た
 

 
 

僧
録
の
機
能
に
関
し
て
も
、
先
行
研
究
の
今
 枝誰
 が
幕
府
の
直
接
 

統
治
を
Ⅳ
 

離
れ
た
五
山
の
独
立
と
位
置
づ
け
る
の
に
対
し
、
五
山
派
禅
林
 に
 関
す
 

 
 

る
 、
将
軍
の
相
談
役
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と
新
た
な
位
置
づ
 
け
を
 提
 

示
す
る
。
僧
録
は
、
幕
命
を
禅
林
に
伝
え
る
僧
伽
 
と
 幕
府
と
の
 
パ
  
 

で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
実
質
的
に
幕
府
の
統
制
を
強
め
た
こ
と
を
 
意
味
す
 

る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
禅
律
万
の
持
っ
て
い
た
機
能
は
管
領
 
職
 に
 継
承
 

さ
れ
た
、
と
主
張
す
る
。
 

第
四
章
は
「
常
陸
三
村
寺
結
界
面
と
称
名
寺
結
界
絵
図
１
結
界
の
 
 
 

｜
 」
で
あ
る
。
常
陸
三
村
寺
は
西
大
寺
流
の
律
宗
の
関
東
に
 
於
け
 る
拠
占
 

と
し
て
重
要
な
寺
院
で
あ
り
、
十
四
世
紀
初
頭
に
其
の
地
位
を
鎌
 
倉
 の
 極
 

楽
寺
 に
譲
る
ま
で
、
相
当
数
の
僧
を
擁
す
る
大
寺
で
あ
っ
た
こ
と
 
を
 明
ら
 

か
ぼ
す
る
。
そ
の
地
位
は
 
、
 恐
ら
く
三
村
寺
に
戒
壇
が
設
け
ら
れ
 た
こ
と
 

に
よ
 る
。
三
村
寺
に
存
在
す
る
結
界
面
 

は
 、
不
殺
生
界
を
規
定
す
   

の
も
の
で
あ
り
、
一
方
近
隣
の
東
 

城
 寺
と
土
浦
田
般
若
寺
の
結
界
 石
は
、
 

僧
侶
の
布
薩
を
規
定
す
る
人
界
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

ま
 た
 称
名
 

手
 に
伝
わ
る
「
称
名
寺
大
赤
結
界
絵
図
」
を
も
と
に
布
薩
人
界
 
が
 結
ば
れ
 

て
ゆ
く
手
順
を
も
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
此
処
で
は
石
造
 
遺
 物
 が
資
 

料
 と
し
て
 m
 
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
 

第
五
章
は
、
「
西
大
寺
末
寺
 
帳
考
｜
 中
世
の
末
寺
帳
を
中
心
に
 ｜
 」
で
 

あ
る
。
木
通
 
は
 、
西
大
寺
に
伝
わ
る
明
徳
二
年
二
三
九
一
一
の
 
末
寺
 帳
 

を
 始
め
と
し
て
、
中
世
の
末
寺
帳
を
整
理
し
か
つ
資
料
批
判
し
、
 

一
部
を
 

翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
徳
二
年
の
末
寺
 
帳
は
 、
西
大
寺
の
直
 末
 の
み
 

を
 記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
管
見
で
き
る
「
西
大
寺
関
係
資
料
」
 

 
 

を
 訂
正
す
べ
く
全
文
の
翻
刻
紹
介
が
な
さ
れ
る
。
次
い
で
 
-
 
生
芋
 八
 年
 
-
 一
 



書評 と紹 { ゲ   

四
三
六
 -
 の
「
西
大
寺
 坊
 々
寄
宿
末
寺
 帳
 」
も
復
刻
さ
れ
て
い
る
 
。
両
者
 

に
は
共
通
し
な
い
寺
院
名
が
数
多
く
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
 
両
書
 の
 性
格
 

の
 相
違
に
起
因
す
る
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
今
ま
で
 
の
 活
字
 

資
料
の
誤
り
を
訂
正
し
て
く
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
 

第
六
章
は
「
 
恵
鎮
円
 観
を
中
心
と
し
た
戒
律
の
「
復
興
」
 

｜
 北
嶺
 系
新
 

主
我
 
律
 借
の
成
立
 ｜
 」
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
 

叡
 m
 天
台
の
中
に
 生
じ
た
 

恵
執
 Ⅲ
改
革
運
動
を
、
遁
世
 僧
 に
よ
る
鎌
倉
新
仏
教
と
し
て
 位
  
 

る
 。
彼
ら
は
遁
世
を
し
、
戒
律
復
興
運
動
を
行
っ
た
。
松
尾
氏
 の
視
占
 

は
、
 彼
ら
が
独
自
の
入
門
儀
礼
シ
ス
テ
ム
を
樹
立
し
て
い
た
こ
と
 
、
勧
進
 

活
動
を
積
極
的
に
行
っ
た
こ
と
、
官
寺
の
修
造
、
癩
者
の
救
済
、
 

女
性
の
 

救
済
を
行
っ
た
こ
と
、
な
ど
に
焦
点
を
当
て
、
 

旧
 仏
教
側
の
改
革
 運
動
で
 

は
な
く
、
正
し
く
鎌
倉
新
仏
教
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま
た
北
宗
 
は
恵
鎮
 

と
 同
門
で
あ
り
、
「
淫
風
拾
集
 
佳
 杢
も
天
台
官
僧
の
資
料
と
し
て
 で
は
な
 

く
 、
遁
世
 僧
恵
鎮
 教
団
の
資
料
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
 

第
二
部
は
、
「
日
本
古
代
・
中
世
受
戒
制
度
史
」
と
い
う
大
き
な
 
テ
｜
 

マ
 の
も
と
に
五
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
同
じ
く
全
体
を
鳥
 撤
 し
 て
お
こ
 

 
 第

一
章
は
「
官
僧
と
遁
世
 僧
 」
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
松
尾
氏
の
 鎌
倉
 

仏
教
理
解
の
た
め
の
新
た
な
理
念
型
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
説
は
 
、
前
著
 

で
あ
る
「
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
 

ヒ
 で
も
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
 

そ
 れ
を
 再
 

税
 す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
、
松
尾
氏
は
戒
牒
に
着
目
し
、
 

受
戒
 制
 

0
 流
れ
を
考
察
す
る
と
い
う
手
法
を
取
る
。
東
大
寺
戒
壇
で
受
戒
 
す
る
者
 

の
 戒
牒
に
は
、
三
師
七
証
が
東
大
寺
、
興
福
寺
を
始
め
と
す
る
 
南
 都
詰
 大
 

寺
の
古
義
律
僧
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
 

寛
盛
や
叡
 尊
 の
 教
 

回
 に
お
け
る
受
戒
で
は
、
唐
招
提
寺
、
西
大
寺
及
び
そ
の
末
寺
の
 
者
達
が
 

選
ば
れ
、
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
 
に
唐
招
 

提
 寺
と
西
大
寺
と
が
流
派
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
叡
尊
没
後
 
暫
く
し
 

て
、
 少
な
く
と
も
建
武
元
年
 -
 一
 三
三
型
の
頃
以
降
と
い
う
。
 
寛
盛
 、
 

ま
文
、
 円
照
 、
叡
尊
等
に
焦
点
を
あ
て
て
、
新
義
律
宗
の
通
 
受
 
（
 
三
聚
浄
 

戒
 に
よ
る
 通
受
 ）
 と
別
受
 
-
 
目
凹
 掲
磨
 等
に
よ
る
受
戒
一
の
受
戒
 の
 実
際
 

を
 明
ら
か
に
し
、
制
度
的
に
も
新
し
い
受
戒
制
度
が
 
、
 彼
ら
新
義
 律
宗
の
 

中
に
成
立
し
た
と
論
ず
る
。
な
お
、
文
末
に
、
里
田
氏
の
述
べ
る
 
ぬ
宮
 体
 

判
読
が
持
っ
矛
盾
点
を
掲
げ
う
っ
自
説
を
展
開
す
る
箇
所
が
あ
る
 
。
大
き
 

な
 問
題
目
 は
 、
制
度
と
思
想
と
い
う
次
元
の
異
な
る
要
素
を
含
む
 
点
 に
あ
 

る
と
い
う
。
ま
た
自
説
と
し
て
、
既
成
勢
力
の
改
革
派
と
位
置
づ
 
け
ら
れ
 

て
い
た
 禅
 ・
律
宗
は
遁
世
 僧
 で
あ
り
、
女
性
救
済
、
非
人
救
済
な
 

ど
 多
く
 

の
点
で
全
く
新
し
い
新
興
の
鎌
倉
新
仏
教
教
団
で
あ
る
と
位
置
づ
 
 
 

た
な
概
念
と
し
て
「
官
僧
体
制
」
と
い
う
名
称
を
既
成
勢
力
側
に
 
用
い
、
 

「
中
世
は
官
僧
と
遁
世
 僧
 と
が
、
一
方
で
は
せ
め
ぎ
合
 い
 つ
っ
も
  
 

で
は
共
生
し
合
っ
て
い
た
時
代
」
と
み
る
点
は
、
注
目
に
値
す
る
 
 
 

第
二
章
は
、
「
延
暦
寺
戒
壇
と
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
」
で
あ
る
。
 

古
代
、
 

中
世
の
天
台
 僧
 が
官
僧
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
 

北
嶺
 戒
 

壇
の
授
戒
制
を
論
ず
る
。
本
編
も
戒
牒
を
資
料
と
し
、
 

仏
 戒
師
は
 天
 ム
コ
 
座
 

主
が
肋
 め
た
こ
と
が
多
い
こ
と
を
挙
げ
、
ま
た
延
暦
寺
に
官
人
 
俗
 別
当
が
 

置
か
れ
た
こ
と
は
、
律
令
国
家
の
新
た
な
対
応
で
あ
っ
た
と
 位
 置
 づ
け
 

る
 。
や
が
て
俗
別
当
の
連
署
が
戒
牒
か
ら
姿
を
消
す
が
、
十
三
世
 
紀
 の
 戒
 

 
 

牒
か
ら
、
代
わ
り
に
綱
所
、
治
部
省
、
玄
蕃
寮
の
三
司
の
使
い
が
 
延
暦
寺
 

 
 

戒
壇
で
の
授
戒
に
立
ち
会
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
戒
牒
 
の
形
式
 

の
 相
違
か
ら
、
十
世
紀
の
後
半
に
は
、
既
に
三
司
が
延
暦
寺
戒
壇
 
 
 

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
。
次
い
で
い
か
な
る
受
戒
者
が
 
有
っ
た
 



か
と
い
う
 視
 占
か
ら
論
じ
、
特
に
五
山
の
禅
僧
 達
が
 叡
山
で
の
 授
 成
る
基
 

本
 と
し
、
か
つ
そ
の
際
に
写
し
を
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
 
明
  
 

す
る
。
ま
た
十
三
世
紀
後
半
か
ら
叡
山
で
の
授
戒
が
大
幅
に
減
 少
 す
る
 

が
 、
そ
れ
は
浄
土
宗
西
山
派
や
鎮
西
派
の
独
立
や
、
寺
門
派
が
授
 成 し
な
 

く
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
、
 

松
尾
氏
 

は
 、
西
山
義
や
鎮
西
義
を
評
価
し
、
そ
れ
ら
が
個
人
個
人
を
救
済
 する
こ
 

と
を
目
的
と
す
る
新
宗
教
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
 

第
三
章
は
「
筑
前
観
世
音
寺
・
下
野
薬
師
寺
岡
戒
壇
の
受
戒
 
制
｜
 官
僧
 

と
 新
義
律
僧
 ｜
 」
で
あ
り
、
古
代
、
中
世
の
両
手
の
受
戒
 制 の
 溝
 造
 、
機
 

能
 と
そ
の
変
遷
を
論
ず
る
。
観
世
音
寺
で
は
毎
年
春
、
冬
二
回
、
 

授
戒
 式
 

が
 開
催
さ
れ
、
薬
師
寺
は
三
年
ご
と
に
一
回
、
七
月
に
恒
例
の
授
 
 
 

あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
ま
た
両
手
と
も
中
世
に
新
義
律
僧
た
ち
に
 
よ
っ
て
 

復
興
こ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
岡
寺
と
も
東
国
と
九
州
と
い
 
ラ
フ
 ロ
 

ヅ
ク
 の
概
念
を
作
り
出
す
の
に
役
立
っ
た
と
見
て
い
る
。
な
お
 
薬
  
 

戒
坤
は
 、
中
世
に
 拾
 い
て
新
義
律
僧
の
戒
壇
と
し
て
再
生
し
た
と
 

い
，
っ
 

第
四
章
は
「
中
世
延
暦
寺
戒
牒
の
古
文
書
学
的
研
究
」
で
あ
る
。
 

こ
れ
 

は
 第
二
部
の
一
章
 
@
 
三
章
と
も
関
連
す
る
。
戒
牒
は
鳥
の
子
紙
 三 紙
 を
継
 

い
で
使
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
形
態
、
紙
質
等
 
 
 

て
 詳
細
な
検
討
を
加
え
る
。
ま
た
中
世
の
戒
牒
の
実
際
の
記
述
 
か
 ら
、
三
 

司
の
監
督
の
も
と
に
叡
山
の
授
 哺
が
 行
わ
れ
て
い
た
点
を
再
説
す
 る
 。
 

第
五
章
は
「
尼
へ
の
授
戒
１
法
華
寺
尾
戒
壇
の
成
立
 
｜
 」
で
あ
り
 
、
建
 

長
元
年
一
一
二
四
九
一
に
奈
良
の
法
華
寺
に
 尼 戒
壇
が
設
け
ら
れ
 
た
こ
と
 

を
 明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
僧
の
戒
壇
で
授
戒
す
る
こ
と
で
、
 

始
 め
て
 正
 

式
の
比
丘
尼
に
な
れ
た
と
い
う
。
女
性
に
授
戒
を
認
め
尼
寺
を
各
 
地
 に
創
 

殆
 し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
叡
尊
教
団
の
個
人
救
済
の
思
想
を
見
 て 取
れ
 

る
と
位
置
づ
け
る
。
 

以
上
、
第
二
部
は
 
、
 主
に
人
門
儀
礼
で
あ
る
授
戒
 制
 に
焦
点
を
当
   

い
る
。
今
ま
で
余
り
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
 
戒
 牒
 
と
い
㈹
 

 
 

う
 資
料
を
駆
使
す
る
こ
と
か
ら
、
古
代
か
ら
中
世
に
わ
た
る
授
戒
 
制
 の
 槻
 

能
 と
変
遷
を
検
討
し
た
点
は
、
あ
ら
た
な
資
料
の
発
掘
と
い
う
 
占
  
 

大
い
に
 
圧
 目
さ
れ
る
。
ま
た
広
範
囲
に
及
ぶ
資
料
か
ら
の
引
用
が
 目
 を
引
 

き
、
し
か
も
実
際
に
自
ら
の
足
で
集
め
た
も
の
が
多
い
占
に
感
心
 させ
ら
 

れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
個
別
の
議
論
の
中
で
は
、
幾
つ
か
柴
門
占
や
解
明
し
 て欲
 

し
か
っ
た
点
な
ど
も
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
、
そ
の
よ
う
な
 
点
 な
揚
 

げ
て
お
き
た
い
。
 

ま
ず
、
第
一
部
第
一
章
で
、
斎
戒
衆
を
取
り
上
げ
る
箇
所
が
あ
る
 が
 

そ
の
斎
戒
 衆
 な
る
も
の
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
八
斎
戒
が
特
徴
と
 
壬
一
 

ロ
 わ
れ
る
 

が
、
 月
の
六
斎
日
に
八
斎
戒
を
守
る
だ
け
で
、
特
別
に
斎
戒
 
衆
と
 =
@
 

ロ
 わ
れ
 

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
朴
な
疑
問
が
起
こ
る
。
ま
た
第
六
章
で
、
 

中
世
人
 

台
の
新
仏
教
運
動
と
し
て
 
恵
 鎮
の
運
動
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
 

こ
の
 運
 

動
の
起
こ
り
を
叡
山
天
台
の
中
世
の
活
動
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
 
 
 

意
義
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
欲
し
か
っ
た
と
思
わ
 れる
。
 

特
に
教
理
的
側
面
に
も
焦
点
を
あ
て
、
菩
薩
戒
と
具
足
戒
の
関
係
 を 明
ら
 

か
に
し
て
欲
し
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
窪
田
哲
王
氏
が
明
ら
か
 にす
る
 

よ
う
に
与
同
 戒
 に
お
け
る
七
通
受
戒
の
問
題
 ｜
証
真
 ・
 円
琳
 

栄
西
を
 

め
ぐ
っ
て
ー
」
 
宅
 印
仏
所
」
三
三
ー
ニ
、
一
九
八
四
年
こ
、
 

俊
佛
 の
 帰
朝
 

後
、
叡
山
の
円
戒
の
理
解
に
も
新
た
な
思
想
が
流
れ
込
ん
だ
と
い
 
 
 

れ
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
 
恵
鎮
 や
そ
の
教
団
が
消
化
し
た
の
か
 、
解
明
 

し
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
三
世
紀
初
頭
、
見
惑
 
は
 
「
 菩
薩
戒
 



 
 

遷
は
 つ
い
て
 
触
 

評
 

最
初
に
 、
 大
き
な
枠
組
み
を
作
っ
た
の
は
 
家
 永
三
郎
氏
で
あ
る
 
 
 

重
日
 通

 
里
道
 
疑
抄
し
 

に
お
い
て
、
叡
山
の
遁
世
 

僧
 に
も
二
百
五
十
戒
を
 

守
る
べ
 

き
だ
と
考
え
る
も
の
が
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
 

恵
鎮
 
に
つ
な
 

が
る
、
叡
山
の
遁
世
の
人
々
の
戒
律
理
解
の
具
体
的
姿
は
も
う
 

少
 し
 
多
様
 

だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
 

 
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
 

ま
た
第
二
部
に
お
い
て
、
「
 

通
受
 
」
「
 

別
受
 
」
と
い
う
用
語
が
出
て
 

く
る
 

 
 

で
は
な
 
官
僧
 

と
 

い
 
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
 

通
受
 
、
 
別
 
受
の
言
葉
自
体
は
、
三
楽
 

浄
 
 
 

の
 
律
儀
戒
の
授
戒
刀
 

軸
 と
し
て
舌
口
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
 

、
具
足
 

戒
を
 
「
 
通
愛
 
す
る
」
「
 

別
愛
 
す
る
」
と
い
う
言
い
方
が
可
能
に
な
 

っ
て
く
 

る
と
こ
ろ
に
、
中
世
律
宗
の
新
た
な
教
理
的
な
展
開
が
存
在
す
る
 

と
 
考
え
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
 

視
 
占
か
ら
の
三
一
 

ロ
 
及
は
述
 

べ
ら
れ
て
い
な
い
 

-
 
拙
論
「
 

通
 
愛
者
」
「
南
都
仏
教
」
六
八
）
。
 

特
 に
覚
盛
 

か
ら
 
良
通
 
へ
、
 
度
 遍
か
ら
叡
尊
へ
と
い
う
思
想
的
展
開
を
押
さ
え
 

る
 
必
要
 

か
 
あ
ろ
う
。
ま
た
、
 

覚
盛
と
 

叡
尊
は
同
じ
遁
世
 

僧
 で
あ
り
、
律
宗
 

の
 
復
興
 

に
 
協
力
し
合
っ
た
人
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
犯
罪
の
理
解
に
 

お
い
て
 

も
 
相
違
が
あ
っ
た
と
い
う
。
新
義
律
宗
の
内
部
に
お
け
る
教
理
的
 

な
 
理
解
 

の
 
相
違
は
 

、
 
目
を
配
っ
て
欲
し
か
っ
た
点
で
あ
る
。
ま
た
 

別
受
の
 

意
義
な
 

ど
 
、
解
明
し
て
欲
し
い
点
は
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
 

遁
世
 
僧
 
」
と
い
う
理
念
型
に
在
る
 

ト
 
ヨ
ロ
つ
て
良
い
。
そ
こ
で
、
 

，
 
@
 
こ
に
 
佳
 

占
 を
あ
て
て
、
私
見
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
位
置
を
明
ら
か
 

に
す
る
 

は
 、
鎌
倉
新
仏
教
と
鎌
倉
 旧
 仏
教
の
対
立
と
い
う
視
点
を
提
示
し
 @
@
 

十
八
 
。
 -
@
 

の
 視
点
は
、
新
仏
教
側
に
重
点
を
置
き
過
ぎ
る
傾
向
を
生
み
だ
 し
、
特
 

に
 、
仏
教
学
の
分
野
で
固
定
的
に
使
わ
れ
る
風
潮
を
生
み
し
か
  
 

教
は
保
守
的
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
込
ん
だ
。
し
か
し
、
何
を
 
基
準
に
 

新
 ・
旧
を
区
分
け
す
る
の
か
、
著
者
に
「
超
越
者
的
 

視
占
 」
が
 存
 在
す
る
 

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
 
視
 占
か
ら
、
昨
今
で
ほ
厳
し
く
批
判
さ
 
 
 

る
 。
 

つ
い
で
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
超
え
る
 

視
占
 、
新
た
な
理
念
型
が
 
研
究
 

界
 に
投
げ
込
ま
れ
た
。
こ
れ
が
、
黒
田
氏
の
「
顕
密
仏
教
」
「
 

顕
 密
 体
制
」
 

論
 で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
社
会
経
済
史
的
観
点
か
ら
、
古
代
か
 
ら
 中
世
 

へ
の
寺
社
勢
力
を
捉
え
る
と
こ
ろ
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
理
念
型
は
 、「
 如
 
@
 川
 

仏
教
」
の
呪
縛
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
研
究
者
た
ち
を
、
実
際
の
寺
 
社
 勢
力
 

の
上
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
と
同
時
に
、
親
鸞
、
 

日
蓮
な
 

ど
の
鎌
倉
新
仏
教
教
団
は
当
時
は
マ
イ
ナ
ー
な
教
団
で
し
か
な
か
 っ た
こ
 

と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
は
、
教
理
を
中
心
と
す
る
仏
教
学
 分
野
の
 

人
々
に
、
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
た
。
「
顕
密
体
制
」
と
い
う
理
念
 
型
の
登
 

場
は
、
 多
く
の
研
究
者
の
目
を
新
仏
教
側
か
ら
に
仏
教
 
側
 へ
と
 展
 閲
 さ
せ
 

る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
方
向
性
を
築
い
た
。
こ
の
主
張
の
後
 
継
 者
と
 

し
て
平
雅
行
氏
を
初
め
と
し
て
多
く
の
研
究
者
を
挙
げ
る
こ
と
が
 
で
き
る
 

宅
 日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
 
目
塙
 書
店
一
九
九
二
年
 -
 。
 

顕
密
体
制
論
は
、
新
仏
教
の
呪
縛
か
ら
研
究
者
を
解
放
す
る
と
い
 
う
大
 

 
 

き
な
役
割
を
担
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
 
理
 念
型
も
 

 
 

問
題
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ
は
、
「
顕
密
仏
教
」
側
に
共
通
す
る
 
教
理
的
 

要
素
や
そ
の
交
流
の
場
が
明
確
に
は
見
え
て
こ
な
い
、
及
び
「
 顕
密
 仏
 

教
 」
の
内
部
に
改
革
派
を
置
き
、
顕
密
に
対
 侍 す
る
も
の
と
し
て
 
異
端
派
 



を
 置
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
両
者
の
区
分
け
の
基
準
が
は
っ
き
  
 

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
な
る
段
階
と
し
て
、
こ
の
 
疑
問
 に
 

対
す
る
回
答
を
用
意
し
よ
う
と
の
試
み
も
見
い
だ
せ
る
。
 

末
木
立
 美
 士
民
 は
 、
俗
悪
 仏
 氏
、
田
村
芳
朗
氏
の
研
究
に
重
要
な
 価
値
 

を
見
い
だ
し
、
本
覚
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
興
味
深
い
見
解
 

を
よ
せ
 

宅
 古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
仏
教
の
総
合
的
研
究
」
 平
成
 

セ
 年
度
科
学
研
究
費
（
総
合
研
究
 A
-
 研
究
成
果
報
告
、
所
収
 -
 、
 追
塩
 

千
尋
 氏
は
 、
密
教
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
共
通
の
基
盤
に
対
す
 る
 疑
問
 

を
 解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
畠
中
世
の
南
都
仏
教
」
吉
川
弘
文
 
館
一
 

九
九
五
年
）
。
 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
定
説
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
 

 
 

は
 黒
田
氏
の
「
顕
密
仏
教
」
「
顕
密
体
制
」
論
で
あ
る
が
、
や
は
 
り
 
「
 顕
 

密
 体
制
」
論
は
、
寺
社
勢
力
と
い
う
社
会
経
済
史
的
な
観
点
か
ら
 の
 研
究
 

成
果
を
、
教
理
と
い
う
次
元
の
違
う
分
野
に
ま
で
適
用
し
、
強
引
 に
 当
て
 

は
 め
よ
う
と
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
の
「
顕
密
体
制
」
論
に
反
駁
し
、
新
た
な
理
念
型
の
構
 
築
を
 

玉
帳
し
た
の
が
、
松
尾
 
剛
次
氏
 で
あ
る
。
松
尾
氏
は
、
戒
牒
や
入
 

門
 儀
礼
 

の
 研
究
か
ら
「
星
夜
 
と
 白
衣
」
の
僧
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
 ら
 
「
 
官
 

僧
と
 遁
世
 僧
 」
と
い
う
新
た
な
鎌
倉
仏
教
理
解
の
た
め
の
理
念
型
 を
 提
示
 

し
た
。
「
官
僧
」
と
い
う
国
家
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
 

る
僧
と
、
 

そ
う
で
は
な
い
「
遁
世
 僧
 」
の
存
在
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
 の
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
授
戒
制
度
を
論
じ
て
二
種
の
体
制
を
想
定
し
た
の
 で
あ
る
 

が
 、
遁
世
の
中
に
も
幾
つ
か
の
類
型
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
り
、
 

入
門
 儀
 

礼
 シ
ス
テ
ム
を
判
断
の
典
型
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、
護
国
の
 
国
家
法
 

要
 に
出
席
し
な
い
、
個
を
意
識
し
個
人
救
済
、
女
人
救
済
な
ど
を
 
す
る
、
 

と
い
う
方
が
遁
世
判
断
の
本
質
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 。
な
お
 

「
顕
密
体
制
」
で
は
、
改
革
派
と
異
端
派
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
 

、
松
尾
Ⅲ
 

 
  
 

氏
の
説
で
は
同
一
の
 
範
晴
 に
人
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 

よ
っ
て
、
松
尾
氏
の
述
べ
る
理
念
型
は
、
「
顕
密
体
制
」
論
に
お
 

け
る
 

改
革
派
と
異
端
派
の
判
断
基
準
の
暖
 昧
性
 と
い
う
不
具
合
を
乗
り
 
越
え
て
 

お
り
、
中
世
仏
教
理
解
の
た
め
の
新
た
な
理
念
型
と
思
わ
れ
る
 の
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
其
は
上
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
る
べ
き
占
も
多
い
。
 

ま
ず
、
彼
が
述
べ
る
よ
う
な
官
僧
の
側
の
教
理
的
な
問
題
で
あ
る
 
。
 官
 

僧
も
遁
世
 憎
 も
、
中
世
と
い
う
大
き
な
時
代
の
変
革
の
中
に
等
し
 く 投
げ
 

出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
よ
う
に
変
化
を
被
っ
て
い
る
。
官
僧
 
と
 
 
 

も
 教
理
的
に
は
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
 
ょ
う
 な
 
展
開
を
 

可
能
に
す
る
場
が
存
在
し
た
。
筆
者
は
、
今
、
中
世
の
論
義
資
料
 
を
 研
究
 

す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
、
実
は
、
こ
の
論
義
と
い
う
も
の
が
、
 

中
世
に
 

於
け
る
官
僧
た
ち
の
教
学
研
鐙
の
場
で
、
ま
た
彼
ら
の
共
通
意
識
 
や
 新
た
 

な
 教
理
展
開
を
生
み
出
す
場
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
 

と
 推
測
す
 

る
に
至
っ
て
い
る
。
 

次
に
、
官
僧
と
遁
世
僧
の
関
係
で
あ
る
。
松
尾
氏
の
見
解
で
は
、
 

勧
進
 

を
 通
じ
て
両
者
の
共
存
の
場
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
 
対
時
 す
る
面
 

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
義
律
宗
の
内
部
に
限
っ
て
も
 
、
 覚
盛
 

や
艮
 遍
な
ど
、
官
僧
と
の
良
好
な
関
係
を
指
摘
で
き
る
者
た
ち
が
 
 
 

師
弟
関
係
や
修
学
面
で
の
交
流
な
ど
、
両
者
の
関
係
は
今
後
明
ら
 かに
さ
 

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

な
お
、
松
尾
氏
の
見
解
も
、
基
本
的
に
は
遁
世
の
教
団
を
新
仏
教
 とす
 

る
 、
 新
 ・
旧
の
二
元
論
的
理
解
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
 

 
 

救
済
、
女
人
救
済
を
し
、
祖
師
神
話
を
持
っ
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
 既成
の
 



仏
教
と
は
質
的
に
異
な
る
、
新
た
な
勢
力
と
し
て
登
場
す
る
の
で
 
あ
る
か
 

ら
 、
新
仏
教
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
 っ
て
 一
 

方
の
官
僧
側
が
旧
の
ま
ま
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
 

教
理
的
 

に
は
「
官
僧
」
も
「
遁
世
 
僧
 」
も
新
し
い
展
開
を
生
み
出
し
た
こ
 

と
を
 再
 

確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
質
的
な
差
違
を
考
 
慮
 に
人
 

ぬ
 た
場
合
、
や
は
り
新
仏
教
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
の
主
張
す
る
「
官
僧
と
遁
世
 
僧
 」
モ
デ
ル
 が
 

そ
の
両
者
を
同
等
に
位
置
づ
け
、
研
究
者
の
目
を
双
方
に
向
か
わ
 
せ
る
の
 

で
あ
れ
ば
、
現
時
点
に
於
け
る
中
世
仏
教
理
解
の
た
め
の
、
有
効
 
な
 理
念
 

型
で
あ
る
こ
と
に
は
、
恐
ら
く
間
違
い
は
あ
る
ま
 

  



 
 

 
 

評
 -
 
ョ
 

 
 

 
 

渡
辺
雅
子
 

近
年
、
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
」
、
「
癒
し
」
と
い
，
三
日
 葉
は
 、
現
代
社
会
  
 

ト
レ
ス
フ
ル
 な
 状
況
の
中
で
、
一
種
ブ
ー
ム
化
し
て
い
る
様
相
 も
あ
る
 

本
書
は
こ
の
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
た
先
駆
的
な
 
試
み
で
 

め
る
。
本
書
は
、
「
新
宗
教
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
機
能
」
に
関
す
る
 

成
 蹊
 大
学
 

新
屋
重
彦
・
 

島
薗
進
 

 
 

・
 田
逼
 信
太
郎
・
目
凹
達
也
編
著
 

け
る
 C
A
R
E
 
の
諸
相
 

｜
 ベ
ス
ト
桂
一
九
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二
月
一
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刊
 

A
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三
一
四
頁
 
三
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ハ
 
0
 五
円
 

ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
で
 
 
 

序
 、
 I
 

は
ん
ぶ
 し
ん
の
癒
し
、
Ⅱ
新
宗
教
の
癒
し
、
Ⅲ
 

キ
  
 

教
の
癒
し
、
 

W
 
 
民
間
 知
 と
し
て
の
 
"
 気
 "
 と
癒
し
、
 
V
 
 
現
代
  
 

と
 癒
し
、
の
 
V
 部
一
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
 

序
は
本
書
の
題
で
あ
る
「
癒
し
と
和
解
」
と
題
さ
れ
、
本
書
全
体
 
を
貫
 

く
 問
い
と
し
て
「
わ
が
国
で
は
、
近
年
、
多
く
の
若
者
が
近
代
化
 
、
 ム
ロ
 
理
 

化
の
果
て
に
排
除
し
た
は
ず
の
呪
術
や
霊
的
癒
し
を
求
め
て
、
 

壬
 ぬ
 術
を
強
 

詣
 す
る
新
新
宗
教
の
門
を
叩
い
て
い
る
。
な
ぜ
求
め
る
の
か
、
 

こ
 れ
に
 教
 

団
や
治
療
者
は
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
 
軌
堅
疋
 ピ
 
4
 

れ
て
い
る
。
本
書
で
新
宗
教
を
て
が
か
り
に
癒
し
を
と
り
あ
げ
る
 
理
由
の
 

ひ
と
つ
と
し
て
、
「
癒
し
を
与
え
、
家
族
を
癒
し
の
場
へ
と
再
編
 
す
る
 カ
 

を
 与
え
て
き
た
新
宗
教
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
現
代
を
生
 
き
る
わ
 

れ
わ
れ
が
何
を
失
い
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
回
復
す
る
か
を
 検
 討
 で
き
 

る
 」
と
し
て
い
る
。
 

こ
こ
で
は
、
「
癒
し
」
を
「
治
し
」
「
救
い
」
を
包
括
す
る
も
の
と
 

し
て
 

と
ら
え
、
さ
ら
に
、
「
癒
し
」
を
「
和
解
」
と
結
び
つ
け
て
検
討
 
 
 

と
す
る
。
宗
教
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
機
能
の
一
つ
と
し
て
「
治
し
」
 

「
癒
し
」
 

を
と
ら
え
る
と
き
、
癒
し
が
果
た
す
機
能
に
は
、
何
程
 
か
 和
解
と
  
 

容
 を
も
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
共
有
す
る
。
「
和
解
」
と
い
う
 
五
目
 

@
-
 

口
 ヰ
よ
、
 

J
@
 

こ
こ
で
は
、
他
者
と
の
関
係
性
の
再
確
認
と
い
う
意
味
ば
か
り
で
 
/
{
 
了
、
 

人
間
の
苦
難
か
ら
の
解
放
、
意
味
の
欠
如
へ
の
回
答
を
も
含
む
 
概
 念
 と
し
 

て
 用
い
て
い
る
。
 

 
 
 
 

I
 部
は
、
天
理
教
か
ら
分
派
し
た
ほ
ん
み
ち
の
分
派
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
 
 
 

 
  

 

九
六
六
年
宗
教
法
人
 
-
 を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
た
論
文
か
ら
 成 る
 。
 

 
 

一
章
天
理
教
か
ら
ほ
 ん
ぶ
 し
ん
へ
 
-
 再
出
達
也
）
で
は
、
修
養
 道
徳
 



に
よ
る
救
済
、
聖
地
建
設
に
よ
る
救
済
、
儀
礼
に
よ
る
救
済
と
い
 

ぅ
 救
済
 

の
 三
つ
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
つ
っ
、
天
理
教
、
ほ
ん
み
ち
 
、
ほ
  
 

ん
の
影
響
関
係
、
お
よ
び
 
ほ
ん
ぶ
 し
ん
独
自
の
動
き
に
つ
い
て
論
   

は
ん
ぶ
し
ん
は
ほ
ん
み
ち
に
比
べ
、
民
族
的
、
国
家
的
な
救
済
の
 
志
向
性
 

が
 希
薄
化
し
、
終
末
論
的
性
格
が
後
退
す
る
な
か
で
、
 

心
 直
し
と
 儀
礼
、
 

と
く
に
「
 さ
 づ
け
」
に
よ
る
個
人
的
救
済
が
浮
上
し
た
。
ま
た
、
 

m
b
 
ム
己
や
 

言
動
を
改
善
す
る
手
段
に
は
、
「
間
行
 -
 内
観
的
反
省
浩
二
や
 
「
主
日
豊
 

-
 リ
ラ
ッ
ク
ス
法
を
も
っ
て
悩
み
を
融
解
さ
せ
る
Ⅰ
「
 
勇
魂
 の
 =
@
 

Ⅱ
 幸
 一
 
巴
を
 

念
じ
て
日
常
生
活
の
中
に
積
極
的
精
神
を
う
え
っ
け
る
な
ど
の
 
活
 勅
 が
あ
 

る
 。
一
九
 セ
 0
 年
代
後
半
か
ら
の
内
観
な
ど
の
心
理
療
法
や
東
洋
 医学
や
 

小
身
医
学
の
考
え
万
に
よ
り
、
心
が
体
や
人
間
全
体
そ
の
も
の
に
 

及
ぼ
す
 

影
響
が
理
論
的
に
も
整
備
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
八
 
0
 年
の
フ
ー
ル
 
ド
 健
康
 

セ
ン
タ
ー
の
 訊
堅
ユ
 
以
来
、
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
が
継
承
し
て
き
た
天
理
教
 的
打
済
 

に
 東
洋
医
学
要
素
を
付
け
加
え
る
な
ど
、
大
き
く
変
化
し
、
個
人
 
的
な
 救
 

済
 で
も
神
秘
呪
術
的
要
素
を
払
拭
す
る
方
向
が
模
索
さ
れ
る
 
よ
う
 に
な
っ
 

た
 。
さ
ら
に
一
九
八
三
年
 に
 ハ
ワ
イ
で
の
聖
地
建
設
を
機
に
 
、
個
  
 

か
は
と
ど
ま
ら
な
い
平
和
活
動
に
よ
る
人
類
全
体
的
な
救
済
を
開
 
始
、
ま
 

た
 ハ
ワ
イ
に
お
い
て
は
、
 
純
 健
康
食
品
と
し
て
「
 う
 こ
ん
」
を
 栽
 倍
 す
る
 

よ
う
に
も
な
っ
た
。
救
済
万
法
に
お
い
て
、
次
々
革
新
的
な
も
の
 
が
う
 ち
 

だ
さ
れ
て
 
い
 き
、
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
は
、
天
理
教
教
祖
み
き
の
示
し
た
 

二
章
物
語
と
し
て
の
「
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
」
の
癒
し
 
-
 新
屋
重
彦
 

宗
教
的
 

）
で
 

伝
統
の
継
承
と
、
そ
の
革
新
の
な
か
で
、
自
ら
の
独
自
性
を
模
索
 
 
 

っ
た
 。
 

は
 、
新
宗
教
は
物
語
の
脱
コ
ー
ド
化
、
再
コ
ー
ド
化
を
と
お
し
て
 
、
出
来
 

事
 に
新
た
な
視
点
や
解
釈
枠
組
み
を
付
与
し
て
、
出
来
事
と
自
己
 
の
 読
み
 

取
り
行
為
の
閉
塞
状
況
か
ら
距
離
を
と
り
、
癒
し
を
行
な
う
点
に
 
注
目
す
 

る
 。
こ
の
場
 ム
ロ
 
は
、
困
難
な
出
来
事
が
解
決
す
る
と
い
う
よ
り
も
 

 
 

の
 意
味
を
与
え
、
神
の
与
え
た
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
 
重
占
が
 

 
 
 
 

あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
新
宗
教
の
体
験
談
に
も
よ
く
み
ら
れ
 
る
が
、
 

ほ
ん
ぶ
 し
ん
の
場
合
は
「
因
縁
」
「
想
念
」
に
よ
る
説
明
と
合
理
 

主
義
的
 

説
明
を
組
合
せ
、
因
縁
を
断
ち
切
る
独
自
の
技
法
を
備
え
て
い
 
る
と
い
 

う
 。
ほ
ん
 ぶ
 し
ん
の
癒
し
の
中
に
は
、
物
語
の
提
供
の
ほ
か
に
、
 

癒
し
の
 

技
法
と
し
て
、
身
体
の
健
康
技
法
、
心
の
健
康
技
法
と
い
っ
た
 
直
 接
 的
な
 

技
法
も
開
発
さ
れ
て
い
る
。
 

三
章
ウ
コ
ン
 
-
 
缶
 金
 ）
を
め
ぐ
る
癒
し
手
段
と
民
間
療
法
的
 
癒
し
 

-
 
八
木
橋
 伸
 浩
 -
 で
は
、
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
の
救
済
活
動
の
な
か
で
も
 

特
に
病
 

元
治
し
と
関
係
す
る
癒
し
の
手
段
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
民
俗
的
 
特
質
と
 

機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ほ
ん
 ぶ し
ん
の
場
合
は
特
に
ワ
ー
ル
 

ド
 健
康
 

セ
ン
タ
ー
建
設
以
降
、
脱
神
秘
呪
術
化
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
フ
 
イ
 聖
地
建
 

設
 以
後
、
機
関
誌
に
お
け
る
病
気
治
し
に
関
す
る
記
事
で
「
か
ん
 ろ
う
こ
 

ん
 」
の
病
気
治
し
へ
の
効
能
を
う
た
っ
た
体
験
談
が
頻
出
す
る
よ
 
う
に
な
 

っ
た
 。
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
の
ウ
コ
ン
 
一
 か
ん
ろ
う
こ
ん
 -
 は
 、
教
団
 の
 
「
 
健
 

康
 」
志
向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
時
期
、
そ
し
て
 脱 神
秘
化
の
流
 
 
 

か
で
誕
生
し
、
「
健
康
」
と
「
癒
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
ハ
ワ
イ
 

 
 

人
類
平
和
建
設
運
動
の
聖
地
近
く
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
い
う
 
栽
 培
 環
境
 

が
も
つ
象
徴
的
な
 
聖
 イ
メ
ー
ジ
、
さ
ら
に
は
信
者
の
ひ
の
き
し
ん
 
を
 中
心
 

に
 栽
培
体
制
が
と
ら
れ
る
と
い
う
「
自
己
修
養
イ
メ
ー
ジ
」
の
 
合
 体
 に
よ
 

っ
て
 、
 単
な
る
健
康
薬
草
と
し
て
の
ウ
コ
ン
か
ら
「
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
  
 

ン
 」
と
し
て
の
独
自
性
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
。
 

l
 部
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
の
原
点
と
も
な
っ
た
、
ほ
ん
 
ぶ
  
 



評
と
 

・
 

重
目
 
か
 

  

続 研
究
に
か
か
わ
る
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
団
に
は
 
天
 理
 教
的
 

な
 救
済
か
ら
東
洋
医
学
、
心
理
療
法
、
各
種
健
康
法
の
新
た
な
 
展
 開
 が
あ
 

り
 、
事
例
研
究
と
し
て
は
興
味
深
い
。
た
だ
、
現
地
調
査
を
実
施
 
し
た
と
 

い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
を
充
分
に
生
か
し
、
実
際
の
信
者
の
中
 
で
の
 癒
 

し
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
 

Ⅱ
部
の
新
宗
教
の
癒
し
で
は
、
癒
し
を
身
体
的
な
癒
し
と
い
う
 
意
 味
か
 

ら
 広
げ
て
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
。
同
様
の
視
点
は
二
章
で
も
 
み
ら
れ
 

る
が
、
身
体
的
癒
し
の
み
な
ら
ず
、
「
七
の
癒
し
」
「
社
会
の
癒
し
 

」
へ
、
 

あ
る
い
は
、
「
救
い
」
や
「
和
解
」
へ
と
広
げ
て
使
用
し
よ
う
と
 
す
る
 試
 

み
で
あ
る
。
 

四
章
新
宗
教
に
お
け
る
修
養
的
な
癒
し
と
呪
術
的
な
癒
し
で
 
水
 井
美
 

紀
 こ
で
は
、
癒
し
を
教
団
の
も
つ
独
自
の
秘
儀
等
に
よ
っ
て
 病
 気
が
治
 

っ
た
 場
合
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
宗
教
の
も
つ
教
え
に
よ
っ
て
 
救
 わ
れ
た
 

と
い
う
よ
う
な
、
王
覇
的
な
変
化
を
も
含
め
て
「
癒
さ
れ
た
」
 

範
 晴
 に
入
 

る
 現
象
と
し
て
と
ら
え
る
。
修
養
的
な
癒
し
一
新
宗
教
の
も
つ
 
独
 自
 の
 教
 

え
に
よ
る
癒
し
。
教
義
や
指
導
を
媒
介
と
し
て
、
教
団
の
描
く
理
 
想
 の
 人
 

間
像
 に
向
か
っ
て
の
信
者
の
研
 
鎮
 ）
と
呪
術
的
な
癒
し
（
独
白
の
 

救
済
 儀
 

礼
や
教
祖
な
ど
が
も
つ
不
思
議
な
力
に
よ
る
癒
し
一
と
い
う
癒
し
 
の
二
類
 

型
を
設
定
す
る
。
こ
の
二
つ
の
癒
し
は
、
教
団
組
織
レ
ベ
ル
で
は
 修
養
 

的
な
癒
し
を
強
調
す
る
教
団
、
呪
術
的
な
癒
し
を
強
調
す
る
教
団
 
と
の
 違
 

い
は
あ
っ
て
も
、
実
際
の
場
面
で
は
こ
れ
ら
が
共
存
し
て
お
り
、
 

癒
し
の
 

存
在
形
態
は
様
々
な
様
相
を
呈
す
。
「
心
が
ね
し
」
的
な
信
仰
 
生
 活
 の
 継
 

の
た
め
に
、
呪
術
的
な
癒
し
の
存
在
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
 
い
る
 

と
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
癒
し
と
い
う
現
象
を
分
 
 
 

つ
 総
合
的
に
捉
え
返
す
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の
側
面
を
峻
別
し
 
、
そ
 

の
 う
 え
で
双
方
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
 
す
る
。
 

五
章
新
宗
教
の
社
会
的
癒
し
一
口
バ
ー
ト
，
 
キ
サ
 こ
は
、
 
差
  
 

不
平
等
な
ど
社
会
全
体
の
病
理
に
対
す
る
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
 ボ
ラ
 

ン
テ
ィ
ア
活
動
、
平
和
活
動
、
環
境
保
護
活
動
な
ど
を
「
社
会
的
 
癒
し
」
 

と
と
ら
え
、
新
宗
教
の
社
会
活
動
を
概
観
す
る
。
新
宗
教
の
教
義
 
の
 共
通
 

の
 様
相
と
し
て
、
「
生
命
正
義
」
に
言
及
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
 
る
 倫
理
 

思
想
に
基
づ
く
教
義
の
中
で
の
社
会
的
癒
し
の
位
置
、
特
に
個
人
 
の
 修
養
 

と
 社
会
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
活
動
、
愛
他
正
義
の
実
践
の
関
係
 
を
、
修
 

豊
国
庫
試
金
、
立
正
佼
成
会
を
取
り
上
げ
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
 

新
新
案
 

教
の
例
と
し
て
、
ピ
ー
ス
・
ポ
ー
ル
活
動
を
し
て
い
る
白
光
真
宏
 
会
 も
検
 

訂
 し
て
い
る
が
、
新
新
宗
教
の
中
で
は
こ
の
教
団
は
特
殊
で
も
 あ
る
の
 

で
、
既
成
の
新
宗
教
で
は
、
社
会
的
癒
し
の
実
践
は
長
い
歴
史
を
 
も
ち
、
 

教
義
の
中
で
も
確
実
に
そ
の
価
値
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
斬
新
 宗
教
で
 

は
 、
霊
界
へ
の
信
仰
の
強
調
と
現
世
を
軽
視
す
る
傾
向
が
め
 ら
  
 

で
、
そ
う
し
た
教
団
で
の
社
会
的
癒
し
の
将
来
を
み
き
 
ね
 め
る
こ
 

と
は
 

難
 

し
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
 

な
お
、
社
会
的
癒
し
と
い
う
言
葉
は
 

I
 部
で
も
新
宗
教
の
平
和
清
 動、
 

福
祉
活
動
、
環
境
保
護
運
動
な
ど
の
社
会
問
題
に
対
す
る
活
動
に
 
も
ち
い
 

ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
執
筆
者
の
中
で
合
意
さ
れ
た
概
念
な
 
の
で
あ
 

ろ
う
が
、
こ
れ
ら
を
社
会
的
な
癒
し
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
と
 
重
 要
 な
側
 

面
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
。
新
宗
教
の
中
で
も
既
成
化
の
進
ん
だ
 
教
団
に
 

こ
の
よ
う
な
活
動
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
が
、
「
使
命
シ
ン
ボ
ル
の
 
探
求
」
 

 
 
 
 
 
 

 
 

と
し
て
み
た
ほ
う
が
よ
い
点
も
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
 
 
 

Ⅲ
部
で
は
、
近
年
、
非
欧
米
以
外
の
地
域
で
み
ら
れ
る
土
着
の
民
 

 
 

 
 

宗
教
文
化
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
な
が
ら
、
癒
し
を
重
ん
じ
る
 
福
 昔
、
王
 義
 



的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
運
動
の
展
開
と
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
で
も
 
癒
し
の
 

意
義
を
認
め
る
考
え
方
が
以
前
よ
り
も
有
力
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
 
る
 新
し
 

い
 動
き
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

六
章
癒
し
、
霊
的
世
界
、
土
着
的
キ
リ
ス
ト
教
 

｜
 
韓
国
か
ら
 
日
本
 

へ
 
-
 マ
ー
ク
・
マ
リ
ン
ズ
一
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
土
着
的
ペ
ン
 

テ
コ
ス
 

テ
 運
動
の
発
展
と
そ
れ
の
日
本
へ
の
拡
大
を
考
察
す
る
こ
と
を
 
目
 的
と
す
 

る
 。
こ
こ
で
は
土
着
化
を
外
来
の
宗
教
が
現
地
の
宗
教
・
文
化
と
 
の
 接
触
 

を
 通
じ
て
変
容
し
て
い
く
過
程
と
定
義
す
る
。
韓
国
で
は
癒
し
と
 
至
心
幸
一
五
戒
 

い
の
実
践
を
行
な
 
う
 ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
教
会
が
拡
大
し
て
い
る
が
 

、
徹
夜
 

祈
 情
合
、
悪
霊
払
 い
 、
 祈
禧
院
 、
祈
 禧
出
 、
拉
し
の
礼
拝
な
ど
、
 
韓
国
の
 

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ
、
癒
し
の
宗
教
体
験
 
と
 現
世
 

利
益
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
韓
国
系
キ
リ
ス
ト
教
は
一
九
七
 
0
 年
代
後
 

半
 以
降
日
本
へ
の
宣
教
活
動
を
開
始
し
た
。
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
 テ
ス
タ
 

ン
ト
ネ
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
知
的
な
中
流
階
級
 
 
 

孤
立
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
韓
国
系
キ
リ
ス
ト
教
は
小
規
模
で
 
は
あ
る
 

が
 、
独
立
ル
ー
ト
を
開
拓
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
 

七
章
ア
フ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
系
新
宗
教
に
お
け
る
癒
し
 

日
本
 

と
の
比
較
の
試
み
一
落
ム
ロ
 雅
 彦
 一
は
、
西
 
ア
フ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
 
散
卒
 新
 

宗
教
と
日
本
の
新
宗
教
に
お
け
る
癒
し
、
救
済
貼
付
与
の
あ
り
か
 
 
 

較
 検
討
を
試
み
る
。
ア
フ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
化
の
プ
ロ
セ
ス
 は
、
 「
 キ
 

リ
ス
ト
教
の
ア
フ
リ
カ
化
」
と
よ
ぶ
べ
き
 現 集
を
誘
発
し
、
ア
フ
 
 
 

白
の
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
運
動
の
潮
流
を
う
み
だ
し
た
。
聖
霊
の
 
猿
依
 、
 

熱
狂
的
な
祈
り
、
 
里
喜
 氏
子
舌
口
、
そ
し
て
 病
穏
 治
し
が
主
要
な
活
 
 
 

と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
フ
リ
カ
の
新
宗
教
に
お
け
る
病
因
を
 
自
然
的
 

病
因
と
超
自
然
的
病
因
に
わ
け
、
後
者
に
は
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
的
 
霊
的
鯛
 

念
 と
も
関
連
す
る
妖
術
、
呪
薬
、
 

呪
咀
 と
の
関
連
が
み
ら
れ
る
 
@
 」
と
Ⅰ
仁
 
=
=
 

口
 

及
 す
る
。
治
療
法
の
型
と
し
て
は
 

祈
 而
を
中
小
と
し
た
執
狂
的
な
 
冶
病
儀
 

 
  
 

礼
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

八
章
現
代
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
 
神
 痛
論
 
-
 池
上
泉
正
 -
 は
 、
近
 

年
の
 ア
メ
リ
カ
で
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
、
第
三
世
界
の
土
着
的
な
 
癒
 し
の
 実
 

践
と
 対
決
し
な
が
ら
達
成
し
つ
っ
あ
る
神
威
 
論
を
、
 

広
く
精
神
的
 ・
身
体
 

的
 
「
癒
し
」
と
宗
教
的
「
救
済
」
と
の
根
源
的
関
係
を
視
野
に
い
 

れ
て
 考
 

察
し
よ
う
と
す
る
。
 
神
 抗
論
の
代
表
的
リ
ー
ダ
ー
の
多
く
が
、
 

そ
 の
 実
践
 

の
 本
質
を
了
解
す
る
過
程
で
、
「
 
死
 と
再
生
」
と
い
う
普
遍
的
な
 モ
チ
ー
 

フ
 を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
教
会
に
 
癒
 し
を
も
 

ち
こ
む
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
の
批
判
に
対
し
て
は
、
霊
的
世
界
 
 
 

の
 解
放
こ
そ
が
、
免
責
と
引
責
の
ダ
 イ ナ
ミ
ク
ス
を
回
復
さ
せ
、
 
豊
か
な
 

癒
し
を
持
続
さ
せ
る
と
い
う
 へ
｜
 ゲ
ン
の
説
が
紹
介
さ
れ
る
。
 

西
 欧
亜
 キ
 

リ
ス
ト
教
は
非
西
欧
型
文
化
と
の
新
た
な
交
渉
の
な
か
で
、
「
 
悪
 帝
 一
五
 
と
巾
り
 

戦
い
」
と
い
う
対
決
姿
勢
に
よ
る
「
癒
し
」
の
宣
教
を
う
ち
だ
し
 
つ
つ
、
 

他
方
で
は
、
非
西
欧
世
界
の
諸
宗
教
や
民
俗
宗
教
に
内
包
さ
れ
 た
 
「
 癒
 

し
 」
の
技
法
や
理
論
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
替
医
療
 
ヘ
ヤ
一
一
 
ュ
 

｜
エ
 
イ
ジ
 的
 世
界
像
に
接
近
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
 
 
 

九
章
イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
け
る
 
痛
 い
の
癒
し
 
-
 新
 屋
事
 

彦
 ）
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
癒
し
の
現
状
、
特
に
身
体
の
癒
し
を
 
中
 心
 に
国
 

教
会
を
事
例
に
考
察
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
歴
史
的
に
霊
に
関
す
る
 
関
 、
小
は
 

高
い
と
こ
ろ
だ
が
、
特
に
経
済
成
長
、
外
国
か
ら
多
く
の
労
働
者
 
が
 移
民
 

と
し
て
流
人
す
る
と
い
う
社
会
変
動
期
の
一
九
六
 
0
 年
代
に
病
 い
 の
 癒
し
 

が
 盛
ん
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
毎
月
一
回
ヒ
ー
リ
ン
グ
集
会
を
開
 
き
 活
発
 

な
 癒
し
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
一
教
会
を
事
例
と
し
て
、
 信
 者
の
属
 



紹
介
 

レ
 Ⅰ
 

ヰ
 

評
 

主
日
 
ハ
 

性
 、
癒
し
の
実
際
と
病
気
の
意
味
付
与
に
つ
い
て
み
、
さ
ら
に
は
 
 
 

ス
の
 キ
リ
ス
ト
教
会
の
病
気
治
し
を
日
本
の
新
宗
教
の
意
味
づ
け
 
と
 比
較
 

し
て
い
る
。
 

Ⅲ
部
は
個
人
的
に
は
大
変
興
味
深
か
っ
た
。
六
章
で
は
、
韓
国
の
 
 
 

ス
ト
 教
 と
そ
の
日
本
へ
の
宣
教
の
二
つ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
 
@
@
 

力
則
 

、
 一
 
」
 

者
の
み
に
限
定
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 
る
 。
 七
 

章
の
 ア
フ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
病
因
論
、
治
療
法
の
型
で
、
 

日
本
の
 

新
宗
教
と
の
比
較
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
残
念
な
が
ら
 
成
  
 

い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
は
、
文
化
的
土
壌
の
相
違
と
と
  
 

各
々
の
項
目
に
日
本
の
新
宗
教
と
の
比
較
が
細
か
く
挿
入
さ
れ
、
 

ま
た
 取
 

り
 上
げ
ら
れ
た
新
主
軸
 
が
 、
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
 
な
 印
象
を
も
た
せ
 
る
た
め
 

で
あ
る
。
む
し
ろ
 
比
敏
 に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
 
対
集
 に
接
近
し
た
ほ
 
ぅ
が
意
 

味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
日
本
の
新
宅
我
と
の
比
較
が
 
九
章
で
 

も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
 
0
 八
章
の
 ア
メ
  
 

神
慮
 論
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
が
民
俗
的
基
盤
が
濃
厚
な
文
化
に
移
植
 され
た
 

場
合
に
問
題
化
さ
れ
る
占
が
論
じ
ら
れ
て
あ
る
の
で
、
他
の
章
に
 
も
か
か
 

わ
る
ま
と
ま
っ
た
示
唆
的
な
論
文
で
あ
る
。
 

W
 部
で
は
、
民
間
で
伝
統
的
に
育
ま
れ
て
き
た
癒
し
の
 葉
 や
知
 調
を
 

「
 
気
 」
の
論
理
に
任
目
し
な
が
ら
、
明
ら
か
に
し
て
い
こ
 
う
と
す
  
 

で
あ
る
。
 

一
 0
 章
 

神
気
の
癒
し
都
市
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
 ヒ
｜
 
ラ
｜
 

-
 田
道
信
太
郎
）
で
は
、
神
奈
Ⅲ
県
の
部
市
近
郊
の
施
設
で
女
性
 
治
療
 師
 

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
「
神
気
 
法
 」
と
称
す
る
癒
し
の
世
界
 を
 叙
述
 

ノ
る
 。
こ
こ
で
は
、
彼
女
が
新
た
な
治
療
法
を
獲
得
す
る
に
 い
た
 る
ま
で
 

り
 生
活
史
、
気
の
身
体
論
が
述
べ
ら
れ
る
。
 

一
一
章
風
水
と
癒
し
を
め
ぐ
る
民
俗
理
論
（
渋
谷
 
研
 ）
で
は
  
 

縄
の
民
俗
社
会
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
、
環
境
の
も
た
ら
す
癒
し
の
 
世
界
 す
 

な
わ
ち
気
の
環
境
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
中
国
か
ら
移
入
 
さ
れ
た
 

風
水
 
-
 
墳
墓
、
都
城
、
村
落
、
住
居
な
ど
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
 

て
、
災
 

禍
 を
さ
け
、
幸
福
を
招
く
た
め
に
地
租
鑑
定
法
 
一
 が
沖
縄
に
受
容
 
さ
れ
る
 

際
 、
沖
縄
の
民
俗
宗
教
 一
 祖
先
崇
拝
、
御
嶽
信
仰
な
ど
 -
 と
ど
の
 よ
う
に
 

結
び
つ
い
て
い
っ
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
生
活
空
間
、
環
境
 
そ
 

が
 人
間
の
健
康
と
安
寧
を
も
た
ら
す
と
い
う
認
識
に
た
ち
、
そ
の
 
秩
序
を
 

 
 

そ
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
病
気
が
発
生
し
、
こ
れ
に
対
処
す
べ
く
 
環
境
を
 

改
変
し
て
い
く
、
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
を
癒
し
と
捉
え
る
と
い
 
 
 

風
水
を
扱
 う
 論
拠
で
あ
る
。
 

な
お
 
一
 0 章
で
は
、
対
象
と
す
る
民
間
療
法
の
実
態
を
当
事
者
た
 
 
 

論
理
と
心
理
に
そ
っ
て
記
述
し
、
理
解
全
体
の
状
況
が
も
つ
隠
さ
 
れ
た
 機
 

能
や
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
、
は
じ
め
に
設
定
さ
れ
た
 
ョ
 
冊
 占
の
後
 

者
に
つ
い
て
は
、
言
及
が
た
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
二
 早
は
、
癒
 

し
の
概
念
と
い
う
点
で
は
、
ほ
か
の
論
文
と
視
点
が
異
な
っ
て
 
い
 る
 。
 悪
 

風
水
と
判
断
を
す
る
風
水
師
と
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
 
れ
ば
 違
 

私
感
は
軽
減
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

V
 部
で
は
、
癒
し
は
宗
教
教
団
ば
か
り
で
な
く
、
精
神
医
学
や
心
 
埋
療
 

法
 に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
は
 
癒
し
の
 

技
法
や
認
識
等
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
近
代
科
学
的
な
装
い
を
も
 
ち
な
が
 

 
 

ら
 、
宗
教
と
類
似
し
た
側
面
を
も
つ
。
 

 
 

一
二
章
救
い
か
ら
癒
し
へ
吉
本
内
観
と
そ
の
宗
教
的
起
源
 一島
 

⑥
 

薗
 
進
 -
 で
は
、
宗
教
起
源
の
独
自
の
心
理
療
法
が
創
始
さ
れ
た
 事
例
を
Ⅲ
 

扱
 う
 。
心
理
療
法
と
は
、
心
の
構
造
や
動
態
の
合
理
的
な
理
解
 に
 基
づ
 



き
、
七
に
働
き
か
け
る
技
法
を
開
発
し
て
、
心
の
病
い
や
深
い
悩
 
み
を
 癒
 

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
心
理
Ⅱ
宗
教
授
ム
ロ
運
動
の
一
例
と
し
 

て
 土
日
本
 

内
観
を
と
り
あ
げ
、
「
め
丁
教
か
ら
心
理
療
法
へ
」
「
救
い
か
ら
癒
し
 
 
 

変
容
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
生
長
の
家
や
ひ
と
の
み
ち
教
団
に
 
 
 

る
 
「
思
念
転
換
」
と
十
回
木
内
観
の
そ
れ
と
の
相
違
に
つ
い
て
も
論
 
 
 

る
 。
 

一
 三
章
正
常
と
異
常
の
は
ざ
ま
と
心
の
癒
し
 
-
 京
省
三
で
 丁
と
、
 

@
 
@
@
 

精
神
医
学
の
立
場
か
ら
「
癒
し
」
の
構
造
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
 
。
精
神
 

村
治
 キ
 に
お
い
て
は
「
信
頼
Ⅱ
癒
し
」
と
お
お
む
ね
等
記
号
で
結
 
べ
て
、
 

し
か
も
同
時
に
成
立
す
る
と
し
、
精
神
科
医
と
患
者
と
の
間
の
信
 
頼
 関
係
 

を
 重
視
す
る
。
こ
の
信
頼
が
「
治
し
」
に
先
立
っ
て
、
不
安
や
苦
 
痛
 を
和
 

ら
 げ
ろ
「
癒
し
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
 

ま
た
 執
 

筆
者
が
治
療
者
と
し
て
か
か
わ
っ
た
「
境
界
 例 」
の
患
者
の
例
が
 
あ
が
っ
 

て
い
る
。
 

一
二
章
は
新
霊
性
運
動
に
関
す
る
執
筆
者
の
関
心
も
ふ
ま
え
て
、
 

よ
く
 

論
白
 め
 整
理
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
 

一
 三
章
は
執
筆
者
の
精
神
科
 
医
 と
し
 

て
の
立
場
と
自
ら
が
担
当
し
た
事
例
に
若
干
ひ
き
づ
ら
れ
て
し
ま
 
っ
て
 い
 

る
よ
う
に
思
え
た
。
 

個
別
論
文
の
紹
介
で
、
か
な
り
の
紙
幅
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
 

通
読
 

し
て
感
じ
る
の
は
「
癒
し
」
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
内
容
の
多
 
様
 性
で
 

あ
る
。
必
ず
し
も
定
義
が
共
有
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
 
 
 

の
 キ
ー
ワ
ー
ド
に
各
論
文
を
収
飯
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
た
め
の
 
編
者
や
 

執
筆
者
の
本
書
作
成
ま
で
の
苦
労
が
し
の
ば
れ
た
。
本
書
が
で
き
 
る
ま
で
 

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
は
あ
っ
た
様
子
だ
が
、
練
り
こ
み
が
 
充
 分
 と
は
 

い
え
ず
、
「
癒
し
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
意
識
し
つ
つ
も
、
 

ま
 た
、
序
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迫 

れの 本 まで 注 ベン ピゼぜ 中に     
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
記
述
が
重
複
す
る
部
分
 
や
 話
が
 

前
後
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
、
高
橋
 
氏
 に
よ
っ
て
 描
  
 

モ
ル
モ
ン
の
素
顔
を
筆
者
な
り
の
仕
方
で
整
理
し
て
み
た
 

ま
ず
、
教
祖
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ミ
ス
、
お
よ
び
そ
の
他
の
指
導
的
立
 
場
に
 

あ
っ
た
者
た
ち
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
教
祖
や
教
団
有
力
者
た
ち
 
 
 

物
 と
さ
え
呼
べ
そ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
 
ン
ョ
 

ゼ
フ
・
ス
ミ
ス
は
、
子
供
の
頃
か
ら
半
ば
現
実
の
中
で
生
き
、
 

半
 ば
 夢
想
 

の
中
で
生
き
て
お
り
、
魔
術
・
降
雪
 

術
 
・
占
い
・
 オ
ヵ
 

い
て
 財
 

宝
探
し
や
 金
 探
し
を
な
り
わ
い
と
し
て
、
信
奉
者
を
得
る
一
方
で
 
詐
欺
罪
 

に
 問
わ
れ
た
り
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
モ
ル
モ
ン
教
 
会
 の
 発
 

足
も
 、
教
会
に
よ
る
資
産
・
財
産
の
取
得
の
プ
ロ
セ
ス
も
、
そ
う
 
 
 

れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
が
、
財
産
共
同
 
体
 の
 指
 

導
者
で
あ
っ
て
追
従
者
を
連
れ
て
改
宗
し
た
シ
ド
ニ
ー
・
リ
グ
Ⅰ
 ン
や
、
 

地
域
で
重
要
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ベ
ネ
 ッ
  
 

う
に
教
会
に
と
っ
て
有
益
な
者
を
、
改
宗
し
て
か
ら
の
年
月
の
具
 さに
 関
 

係
 な
く
重
用
し
た
こ
と
は
、
モ
ル
モ
ン
教
会
に
お
い
て
は
神
学
的
 
洗
練
や
 

宗
教
的
実
践
よ
り
も
、
あ
る
意
味
で
の
実
力
が
重
視
さ
れ
て
い
る
 こ
と
を
 

表
す
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
改
宗
し
て
高
い
地
位
を
 得
た
者
 

た
ち
の
多
く
は
、
教
祖
が
、
教
団
に
対
し
て
資
産
・
財
産
を
一
般
 
信
者
に
 

譲
渡
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
と
自
分
の
血
縁
者
の
資
産
・
 

財
 産
 を
増
 

や
し
て
い
っ
た
様
や
、
多
妻
婚
を
実
施
し
た
様
を
見
て
、
こ
れ
を
 
 
 

る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
 
範
 と
し
て
、
競
っ
て
個
人
的
資
産
を
増
や
 し
、
多
 

 
 

く
の
妻
を
持
と
う
と
し
た
と
い
う
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
 
が
 信
者
 

に
 財
産
を
譲
渡
さ
せ
た
り
複
数
の
妻
を
得
た
り
で
き
た
要
因
と
し
 
て
 、
 高
卸
 

 
 

橋
 氏
は
彼
ら
の
カ
リ
ス
マ
性
に
言
及
し
て
い
る
が
、
本
書
に
示
さ
 
れ
た
 資
 



料
や
記
録
に
は
そ
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
性
を
立
証
す
る
よ
う
な
 
記
 述
は
見
 

ら
れ
な
い
。
 

ま
た
、
教
祖
の
後
継
者
選
び
に
関
し
て
は
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ミ
ス
 
が
選
 

任
の
方
法
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
 
、
 彼
の
死
後
に
 
深
刻
な
 

後
継
者
争
い
 
な
 生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
 

ユ
 タ
に
モ
ル
 
モ
ン
 王
 

国
を
建
設
し
た
ブ
リ
ガ
ム
・
ヤ
ン
グ
に
率
い
ら
れ
た
「
主
流
派
」
 

 
 

プ
 で
は
、
後
継
者
は
指
導
者
と
し
て
の
手
腕
で
は
な
く
年
功
に
よ
 
っ
て
 決
 

定
 さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
今
日
の
老
化
現
象
の
原
因
と
な
 って
 い
 

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

モ
ル
モ
ン
教
の
組
織
は
、
預
言
者
（
教
祖
と
そ
の
後
継
者
で
あ
る
 
大
菅
 

艮
 -
 を
頂
 占
 と
し
、
二
名
の
副
管
長
と
十
二
名
か
ら
な
る
十
二
便
 
徒
 評
議
 

員
 会
に
支
え
ら
れ
る
ハ
イ
ラ
ー
キ
ー
構
造
を
持
つ
。
モ
ル
モ
ン
教
 
で
は
、
 

全
て
の
男
性
信
徒
 -
 初
期
に
は
白
人
男
性
の
み
 一
 は
神
権
 
ビ
ヱ
 の
 い
つ
プ
 

0
0
 
笘
 

Ⅱ
教
会
政
治
へ
の
参
政
権
、
神
に
至
る
ま
で
の
秘
密
の
道
 -
 を
 与
え
 ろ
 

ね
 、
教
会
の
活
動
へ
の
参
与
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
 
、
民
主
 

的
な
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
要
な
こ
と
を
決
定
す
る
 
絶
対
的
 

権
限
は
 、
 神
の
啓
示
の
受
け
手
で
あ
る
預
言
目
 
者
 と
そ
の
側
近
に
あ
 
り
、
そ
 

れ
は
い
わ
ば
元
老
政
治
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

教
理
に
関
し
て
は
、
本
書
で
は
あ
ま
り
詳
し
く
扱
わ
れ
て
は
い
な
 
 
 

高
橋
 氏
 に
よ
れ
ば
、
モ
ル
モ
ン
教
は
発
足
当
時
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
 
人
種
に
 

寛
容
な
父
な
る
伸
二
神
教
 - 、
男
女
平
等
に
も
と
づ
く
一
夫
 一
 婦
制
 、
 

魔
術
や
秘
密
結
社
の
否
定
、
暴
力
や
殺
人
の
否
定
、
平
和
主
義
な
 
ど
 正
統
 

的
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
近
い
も
の
を
そ
な
え
て
い
た
が
、
十
年
ほ
 
ど
の
間
 

に
 本
音
と
建
前
、
裏
 と
 表
の
二
重
構
造
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
 
ン
ョ
ゼ
 

フ
 ・
ス
ミ
ス
の
本
音
が
教
会
の
建
前
を
浸
食
し
、
そ
れ
が
啓
示
 

と
 い
，
っ
名
 

目
で
正
当
化
さ
れ
、
秘
密
の
儀
式
の
ヴ
ェ
ー
ル
で
覆
わ
れ
て
い
っ
 
た
と
 論
 

じ
ら
れ
る
。
モ
ル
モ
ン
教
で
は
、
正
典
で
あ
る
「
モ
ル
モ
ン
 
経
 」
 よ
り
も
 

各
時
代
の
啓
示
が
重
視
、
優
先
さ
れ
 
-
 
「
…
・
・
・
生
け
る
演
舌
口
者
は
 

、
 死
せ
 

る
 演
舌
口
者
よ
り
、
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
象
 
徴
さ
れ
 

る
 -
 、
ま
た
、
教
え
の
中
核
は
「
死
の
誓
約
」
を
交
わ
し
た
限
ら
 れ
た
 信
 

者
の
み
に
明
か
さ
れ
る
秘
密
で
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
に
、
教
理
が
 
、
実
質
 

的
に
ど
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
つ
の
か
に
は
疑
問
が
残
る
よ
う
で
 
あ
る
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
般
信
者
や
外
部
に
対
し
て
示
さ
れ
る
教
会
 
の
 教
え
 

は
 、
時
代
に
応
じ
て
変
化
し
、
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
が
多
く
 
、
例
 ぇ
ば
里
 

人
へ
の
態
度
の
変
化
な
ど
は
内
発
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
、
外
界
 
 
 

圧
力
に
屈
し
た
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
高
橋
 
氏
は
 、
「
 死
 の
 誓
約
」
 

や
そ
の
他
の
秘
密
正
義
 に
 

メ
ー
ソ
ン
の
影
響
を
見
て
い
 

る
が
 

秘
密
正
義
が
続
け
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
「
 一
 、
モ
ル
モ
ン
 
教
を
、
 

キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
売
り
こ
む
の
に
都
合
が
よ
い
。
 

ニ
 、
信
徒
の
 間
に
、
 

混
乱
を
招
か
ず
に
す
む
。
ま
た
、
た
と
え
矛
盾
が
露
呈
し
て
も
、
 

無
知
な
 

信
徒
に
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
、
都
合
が
よ
い
。
 

三
 、
過
去
の
歴
 
史
 を
不
 

間
 に
付
し
、
過
去
の
過
ち
や
出
来
事
を
釈
明
せ
ず
に
す
む
。
 

四
 、
 過
去
の
 

教
え
に
と
ら
わ
れ
ず
、
新
指
導
者
が
新
し
い
教
え
や
方
針
を
導
 人
 で
き
 

る
 。
」
の
 四
 占
を
挙
げ
、
こ
れ
を
か
つ
て
の
社
会
主
義
国
に
通
じ
 る
も
の
 

が
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、
正
典
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
き
た
 
啓
示
の
 

中
に
は
、
教
祖
が
妻
を
説
得
す
る
た
め
に
告
げ
ら
れ
た
ふ
し
の
あ
 
る
も
の
 

も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
 

-
 多
妻
婚
の
啓
示
や
食
物
規
定
の
 啓
示
な
 

ど
 -
 。
 

高
橋
 氏
は
 、
モ
ル
モ
ン
教
が
裕
福
な
信
者
か
ら
資
産
・
財
産
を
 獲
得
 

し
 、
そ
れ
を
元
手
に
土
地
投
機
な
ど
の
事
業
を
興
し
て
い
く
様
子
 
を
 7
 モ
 

  



書評と紹介 

ン
 
（
金
 レ
旨
巴
 崇
拝
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
そ
し
て
、
外
部
の
者
 
 
 

ラ
ブ
ル
の
原
因
は
、
多
妻
婚
な
ど
の
宗
教
的
実
践
よ
り
も
、
む
し
 
ろ
 モ
ル
 

モ
ン
教
の
事
業
の
や
り
方
や
、
投
機
的
事
業
の
破
綻
に
よ
る
負
債
 
の
 返
済
 

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
 る
 O
 ま
 

た
 、
モ
ル
モ
ン
教
は
 
、
 神
の
国
を
建
て
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
 に
、
土
 

地
の
購
入
や
開
墾
に
よ
っ
て
各
地
に
共
同
体
を
建
設
し
、
そ
の
 
他
 域
 の
 政
 

治
 と
経
済
を
独
占
す
る
。
そ
の
た
め
、
周
辺
住
民
は
モ
ル
モ
ン
教
 
に
 脅
威
 

を
覚
え
て
排
斥
運
動
を
起
こ
し
た
り
、
法
的
手
段
に
訴
え
た
り
す
 
る
が
、
 

そ
れ
に
対
し
て
、
モ
ル
モ
ン
教
会
は
「
選
ば
れ
た
 民
 」
と
し
て
 、
 「
 モ
 

モ
ン
教
を
受
け
入
れ
な
い
や
が
て
滅
び
る
べ
き
存
在
は
、
今
滅
び
 
て
も
よ
 

い
 」
と
し
て
暴
力
的
な
行
為
で
応
戦
す
る
。
抗
争
が
激
し
さ
を
 
増
 す
と
 

よ
り
安
全
な
土
地
を
求
め
て
、
西
へ
の
進
出
を
試
み
、
オ
レ
ゴ
ン
 
や
 テ
キ
 

サ
ス
 へ
も
食
指
を
伸
ば
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
た
な
コ
ロ
ニ
ー
 

を
 独
立
 

州
 
（
国
家
 -
 と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
論
む
一
方
で
、
ジ
ョ
 

ゼ
フ
 

ス
ミ
ス
は
、
ノ
ー
 
ヴ
 1
 市
 
-
 
イ
リ
ノ
イ
 州
 -
 の
市
長
を
務
め
、
 
イ
  
 

州
知
事
を
狙
い
、
つ
い
に
は
大
統
領
選
へ
の
出
馬
を
目
指
す
な
ど
 
、
そ
の
 

政
治
的
野
心
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
 
モ
ル
モ
 

ン
 教
の
行
為
の
中
に
見
ら
れ
る
 マ
 モ
ン
崇
拝
や
神
の
国
思
想
、
 

選
民
意
 

識
 、
暴
力
の
容
認
を
、
高
橋
 氏
は
、
 極
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
性
質
 で
あ
る
 

と
み
な
し
、
ま
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
の
共
通
点
も
多
い
の
で
、
 

比
 技
研
究
 

が
 必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
土
地
投
機
や
西
部
へ
の
 
進
出
は
 

「
明
白
な
運
命
」
に
支
え
ら
れ
た
開
拓
執
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
 

り
、
食
 

物
 規
定
に
含
ま
れ
る
禁
酒
の
規
定
は
当
時
の
禁
酒
運
動
の
影
響
 を
 反
映
 

し
 、
奴
隷
制
度
の
支
持
も
当
時
の
一
般
的
な
風
潮
を
反
映
す
る
も
 
の
で
あ
 

る
と
し
て
、
高
橋
 
氏
は
 、
そ
れ
ら
が
モ
ル
モ
ン
の
特
異
性
を
表
す
 
 
 

は
な
い
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
 

モ
ル
モ
ン
内
部
の
歴
史
論
争
に
つ
い
て
は
、
フ
リ
ガ
ム
・
ヤ
ン
グ
 
大
学
 

歴
史
学
 准
 教
授
の
 D
.
 
マ
イ
ケ
ル
・
ク
イ
ン
 
氏
 と
教
会
の
保
守
的
 
な
 勢
力
 

と
の
論
争
が
、
ク
イ
ン
氏
に
か
な
り
同
情
的
な
立
場
か
ら
論
じ
 
ろ
 ね
 、
 モ
 

め
そ
 
ニ
ズ
ム
 
と
 ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
 
ブ
 

 
 

大
字
の
現
状
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
 

上
記
の
よ
う
に
高
橋
 氏
は
 、
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
 こ
と
 

を
丹
念
に
記
述
し
、
ま
と
め
ら
れ
た
 

よ
う
 で
あ
る
が
、
通
読
し
て
 
み
て
い
 

く
つ
か
気
に
な
る
点
が
出
て
来
る
。
 

第
一
は
、
モ
ル
モ
ン
教
会
に
と
っ
て
求
心
力
に
な
っ
て
い
る
の
は
 
 
 

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
本
書
に
記
述
さ
れ
た
事
象
を
見
て
い
く
 
レ
 -
 
、
財
産
 

女
性
問
題
等
の
間
 題
 ば
か
り
が
目
に
つ
い
て
、
 
な
ぜ
こ
 

の
よ
う
に
多
く
の
問
題
を
抱
え
た
集
団
が
、
信
者
を
惹
き
つ
け
、
 

引
き
留
 

め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
 

モ
ル
モ
 

ン
 教
が
発
足
し
た
の
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
多
く
の
共
同
体
 
が
 百
足
 
訊
取
 

さ
れ
、
そ
の
多
く
が
財
産
問
題
や
性
道
徳
の
問
題
で
分
裂
し
た
り
 
成
員
を
 

失
っ
た
り
し
て
衰
退
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
万
で
、
最
も
激
し
い
 
泊
 田
主
日
 
十
ケ
 

@
 

受
け
た
と
思
わ
れ
る
モ
ル
モ
ン
教
会
が
存
続
し
得
た
の
は
何
故
な
 
 
 

高
橋
 氏
は
 、
教
団
内
の
秘
密
結
社
 一
ダ
 ナ
イ
ト
 団
 -
 を
 中
心
と
す
 る
 異
分
 

子
の
粛
正
 や
 、
資
産
・
財
産
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
会
 から
 抜
 

け
ら
れ
な
く
す
る
や
り
方
に
舌
口
 反
 し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
 

モ
 ル
モ
ン
 

 
 

教
が
 今
日
の
繁
栄
を
勝
ち
得
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
 関
し
て
 

 
 

は
 、
教
祖
や
後
継
者
た
ち
の
カ
リ
ス
マ
性
の
間
 題 、
教
え
の
時
代
 
 
 

 
 

 
 

題
 、
秘
密
の
儀
礼
の
持
つ
意
味
な
ど
の
研
究
が
必
要
と
な
る
で
あ
 
ろ
う
。
 

 
 

第
二
に
、
高
橋
 氏
は
、
 
神
の
国
観
念
、
選
民
意
識
、
競
争
原
理
、
 

実
力
 



正
義
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
モ
ル
モ
ン
教
を
非
常
に
ア
メ
リ
カ
的
 
な
 宗
教
 

で
あ
り
、
し
か
も
時
代
を
反
映
し
た
、
文
化
に
埋
没
し
た
宗
教
と
 
し
て
 描
 

い
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
的
な
性
質
の
中
で
モ
ル
モ
 

ン
 教
が
 

共
有
し
て
い
な
い
性
質
は
、
ア
メ
リ
カ
的
性
質
の
枝
葉
末
節
な
部
 
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
中
に
は
、
平
等
の
原
理
や
民
主
義
、
批
判
 を
 受
け
 

入
れ
る
精
神
、
言
論
・
表
現
の
自
由
、
政
教
分
離
と
信
仰
の
自
由
 
な
ど
が
 

含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
 、
 全
て
の
男
性
信
徒
が
神
権
を
 与
え
 も
 

れ
る
こ
と
と
、
一
般
信
徒
を
豪
 
師
 と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
（
 
万
 人
 司
祭
 

の
 理
念
に
基
づ
く
も
の
と
み
な
さ
れ
る
Ⅰ
教
会
の
諸
活
動
に
参
 加
 で
き
 

る
こ
と
を
も
っ
て
、
モ
ル
モ
ン
教
を
あ
る
意
味
で
民
主
的
で
平
等
 
で
あ
る
 

と
 評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宣
教
活
動
や
そ
の
他
の
活
動
に
参
加
 
す
る
と
 

い
う
こ
と
は
、
教
会
の
仕
事
を
分
担
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
教
会
 
政
治
へ
 

の
 参
加
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
高
橋
 
氏
 の
 記
 述
 を
見
 

る
 限
り
、
神
権
保
持
者
が
教
会
の
意
思
決
定
過
程
に
重
要
な
影
響
 
を
 与
え
 

て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
教
会
内
で
の
地
位
が
ど
の
よ
う
に
 
決
 起
 き
れ
 

る
の
か
の
記
述
は
な
 
い
 の
で
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
モ
ル
モ
ン
 

教
会
が
 

冥
王
的
な
組
織
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
 
し
、
ま
 

た
 、
そ
も
そ
も
教
会
が
民
主
的
組
織
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
 
 
 

と
い
う
こ
と
も
疑
わ
し
い
。
さ
ら
に
、
モ
ル
モ
ン
教
は
、
信
仰
 
復
 理
運
動
 

や
 建
国
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
と
な
 
っ
て
き
 

た
 、
政
教
分
離
と
信
仰
の
自
由
の
原
理
に
基
づ
く
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
 コ ン
 と
 

し
て
の
あ
り
万
を
 
、
 永
ら
く
拒
否
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
 
、
そ
れ
 

で
も
、
モ
ル
モ
ン
教
を
ア
メ
リ
カ
的
宗
教
と
断
じ
て
よ
い
の
で
 あ
ろ
う
 

か
 。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
的
特
徴
の
う
ち
モ
ル
モ
ン
教
 
が
 共
有
 

し
な
か
っ
た
も
の
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
な
ぜ
共
有
さ
れ
な
か
っ
 
 
 

を
た
ど
る
こ
と
の
方
が
、
モ
ル
モ
ン
教
の
特
異
性
が
明
ら
か
に
な
 
 
 

 
 

 
 

 
 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

第
三
に
、
本
書
に
よ
っ
て
モ
ル
モ
ン
教
会
の
実
像
は
か
な
り
明
ら
 
か
に
 

 
 
 
 

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
般
信
徒
の
姿
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
 
は
 舌
ロ
 
ぃ
 

難
 い
 。
宗
教
集
団
の
実
像
を
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
思
想
や
 
儀
礼
、
 

指
導
者
層
だ
け
で
な
く
、
一
般
信
徒
に
も
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
 
う
 。
 ど
 

の
よ
う
な
階
層
、
人
種
、
民
族
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
グ
ル
ー
プ
 
 
 

っ
 た
の
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
 
預
 舌
口
 
者
が
 告
 

げ
た
啓
示
が
違
っ
た
意
味
を
持
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
 だ
ろ
う
 

か
 最

後
に
、
モ
ル
モ
ン
教
に
お
け
る
黒
人
差
別
の
問
題
を
扱
っ
た
 
第
 四
章
 

で
は
、
差
別
の
根
拠
を
正
典
に
求
め
る
教
会
側
の
立
場
 -
 
建
前
 -
 の
 記
述
 

に
 多
く
を
割
き
、
建
前
と
現
実
と
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
に
 終
始
し
 

て
 、
正
典
よ
り
も
優
先
き
れ
る
生
け
る
預
言
者
 -
 
大
管
長
）
の
 
人
 種
 観
に
 

は
 触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
正
典
の
役
割
を
あ
ま
り
 
重
視
し
 

な
か
っ
た
他
の
三
章
と
の
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
 
る
 。
 

以
上
、
四
点
に
わ
た
っ
て
評
者
の
読
後
感
を
述
べ
て
き
た
。
多
少
 
モ
レ
 
j
 

モ
ン
教
に
対
し
て
厳
し
す
ぎ
る
と
い
う
印
象
が
否
め
な
い
が
、
 

極
 力
 解
釈
 

を
 避
け
て
知
り
得
た
事
実
が
ら
モ
ル
モ
ン
教
の
実
像
を
再
構
築
し
 よ
う
と
 

い
う
地
道
な
努
力
に
は
感
服
さ
せ
ら
れ
た
。
丹
念
な
調
査
の
も
と
 
 
 

ら
れ
た
事
実
を
前
に
、
今
後
探
求
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
の
あ
り
か
 
が
よ
り
 

鮮
明
に
な
っ
て
く
る
感
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
 
、
ム
 「
 後
  
 

モ
ン
 教
 研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
の
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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報
 

0
 第
五
五
回
学
術
大
会
 

日
本
宗
教
学
会
第
五
五
回
学
術
大
会
は
、
九
月
二
 

0
 日
 
-
 
金
 -
 ｜
 一
 

日
 
-
 旦
に
か
け
て
、
国
学
院
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
 催
 

ね
 、
 五
 0
 四
人
の
参
加
者
、
二
七
四
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 

九
月
二
 0
 日
 
-
 
金
 ）
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
四
時
 
@
 
一
五
時
三
 0
 分
 

一
四
時
 ｜
 
一
五
時
三
 0
 分
 

公
開
講
演
会
 

「
牛
頭
天
王
信
仰
に
つ
い
て
 

 
 神
仏
習
合
の
一
類
型
と
そ
の
発
端
 ｜
 」
 

図
学
院
大
学
学
長
上
田
賢
治
 

一
五
時
四
五
分
 @
 
一
六
時
四
五
分
 

舞
楽
 

一
七
時
 @
 
 一
九
時
 

理
事
会
 

九
月
二
一
日
 

-
 
十
 -
 

九
時
 ｜
 九
時
三
 0
 分
 

開
会
式
 

九
時
三
 0
 分
｜
 
一
二
時
一
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
二
時
一
 0
 分
｜
一
 三
時
三
 0
 分
 

評
議
員
会
 

一
 三
時
三
 0
 分
 @
 
一
六
時
一
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
六
時
二
 0
 分
｜
 
一
七
時
四
 0
 分
 

会
員
総
会
 

一
八
時
 @
 
二
 0
 時
 

懇
親
会
 

九
月
二
二
日
 

-
 
日
 -
 

九
時
 @
 
一
一
時
四
①
 分
 

研
究
発
表
 

「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
一
一
時
四
 0
 分
｜
一
 三
時
四
①
 分
 

さ 一 

0
 
日
本
宗
教
学
会
官
選
考
委
員
会
 

日
時
一
九
九
六
年
九
月
二
 0
 日
 
-
 
金
 ）
一
四
時
 ｜
 
一
五
時
一
一
 

一
 
O
 分
 

場
所
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
所
長
室
 

出
席
者
 

洗
建
 、
江
島
 恵
教
 、
芹
川
博
通
、
薗
田
 
坦
 、
中
村
本
 干
 、
 

宮
田
元
、
口
付
く
ぎ
刃
音
ユ
 

議
事
 

一
 、
今
年
度
学
会
賞
受
賞
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
業
績
の
審
査
 

そ
の
結
果
、
今
年
度
は
津
 
城
 寛
文
音
「
日
本
の
深
層
文
化
序
説
 ｜
 一
 

つ
の
深
層
と
宗
教
」
を
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
推
薦
理
由
 
 
 

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

一
九
九
六
年
度
学
会
賞
選
考
委
員
会
報
告
 

佳
城
寛
文
民
 

-
 城
西
国
際
大
学
助
教
授
 -
 の
研
究
業
績
に
つ
い
 
 
 

審
査
対
象
「
日
本
の
深
層
文
化
序
説
 ｜
 三
つ
の
深
層
と
宗
教
 し
 -
 
玉
 

川
 大
字
出
版
部
、
一
九
九
五
年
五
月
刊
 -
 

参
考
資
料
「
鎮
魂
行
法
論
 ｜
 近
代
神
道
世
界
の
霊
魂
論
と
身
体
論
  
 

一
 春
秋
社
、
一
九
九
 0
 年
 -
 

「
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
 ｜
 研
究
史
的
位
相
と
歌
人
の
身
体
 

感
覚
」
 
-
 春
秋
社
、
一
九
九
 0
 年
 ）
 

 
 

本
書
は
、
日
本
の
深
層
文
化
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
 
、
 三
つ
の
 深
 

 
 

層
 研
究
の
領
域
を
設
定
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
多
様
な
「
深
層
」
に
 
 
 

わ
る
諸
研
究
を
整
理
・
検
討
し
、
そ
の
特
質
と
問
題
点
を
明
ら
   

し
 、
日
本
に
お
け
る
宗
教
文
化
の
深
層
研
究
の
可
能
性
を
探
ろ
う
 
 
 

一
 三
時
 ｜
 
一
五
時
四
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
五
時
四
 0
 分
 @
 
一
六
時
 

閉
会
式
 



た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
深
層
」
 

こ
つ
 

@
 

い
て
、
歴
史
的
に
古
い
と
い
う
意
味
で
の
深
層
、
心
理
的
に
深
層
 
意
識
 

に
 属
す
る
と
か
社
会
の
深
層
構
造
と
い
う
意
味
で
の
深
層
、
日
常
 
の
生
 

活
 の
な
か
で
深
い
感
情
を
感
じ
る
と
い
う
意
味
で
の
深
層
を
 
、
そ
 れ
ぞ
 

れ
 歴
史
主
義
的
な
深
層
、
文
化
心
理
主
義
的
な
深
層
、
民
俗
主
義
 
 
 

深
層
と
よ
び
、
三
つ
の
深
層
と
し
た
。
著
者
は
、
本
研
究
を
進
め
 るに
 

あ
た
っ
て
、
著
書
や
論
文
に
「
深
層
」
「
基
層
」
「
起
源
」
「
系
統
 

」
 や
 

そ
の
類
語
を
タ
イ
ト
ル
に
ふ
く
む
も
の
、
ま
た
文
中
に
こ
れ
ら
が
 キ｜
 

フ
ー
ド
と
し
て
出
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
「
三
つ
の
深
層
」
を
め
 
ぐ
る
 

研
究
と
し
て
整
理
・
分
類
を
し
て
本
書
の
枠
組
み
を
設
定
し
て
い
 
る
 。
 

本
書
は
、
第
一
部
に
お
い
て
、
「
歴
史
主
義
的
な
深
層
研
究
」
と
 
 
 

て
 、
一
日
本
の
基
層
文
化
」
、
「
日
本
語
と
日
本
神
話
の
起
源
」
の
 

問
題
 

も
 取
り
上
げ
、
と
く
に
、
「
日
本
史
の
深
層
と
真
相
」
の
な
か
で
 
 
 

深
層
Ⅱ
真
相
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
し
て
、
古
代
史
、
 

中
世
 

史
 、
近
代
天
皇
制
、
民
衆
思
想
研
究
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
 

第
二
 

部
 に
お
い
て
は
、
「
文
化
心
理
主
義
的
な
深
層
研
究
」
と
し
て
、
「
 

深
層
 

心
理
学
的
な
日
本
文
化
論
」
、
「
日
本
人
論
・
日
本
社
会
論
」
、
「
 
文
 北
史
 

の
 深
層
」
に
か
か
わ
る
研
究
に
つ
い
て
整
理
・
検
討
を
し
、
第
三
 
 
 

「
民
俗
主
義
的
な
深
層
研
究
」
に
お
い
て
は
、
「
原
体
験
へ
の
 

郷
 私
心
」
 

を
 民
俗
主
義
的
な
深
層
と
し
て
と
ら
え
、
柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
 
、
宮
 

本
宮
一
、
柳
宗
悦
の
民
俗
字
と
民
俗
主
義
の
関
係
を
扱
っ
て
 い
 る
 。
 

「
原
風
景
へ
の
郷
愁
」
で
は
 
廿
紺
 曲
を
取
り
上
げ
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
 
 
 

か
ら
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
主
日
の
景
観
 -
 、
ア
ロ
マ
ス
ケ
ー
プ
 
一
 
 
 

0
 景
観
）
、
さ
ら
に
ア
ト
モ
ス
ケ
ー
プ
 

%
 分
 囲
 気
の
景
観
）
 
と
し
 て
感
 

覚
の
深
層
に
達
し
た
景
観
を
考
え
て
い
る
。
「
異
文
化
の
深
層
 
体
 ぬ
一
」
 

で
は
、
外
国
人
の
日
本
体
験
、
日
本
研
究
を
取
り
上
げ
、
と
く
に
 
ラ
フ
 

オ
 
・
ハ
ー
ン
を
手
が
か
り
と
し
た
異
文
化
の
深
層
体
験
 
 
 

り
 、
白
文
化
と
異
文
化
の
二
つ
を
生
き
る
こ
と
で
二
つ
の
文
化
に
 
 
 

 
  
 

す
る
民
俗
主
義
的
な
深
層
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
一
般
論
 
な
 え
 

て
い
る
。
終
章
で
は
、
「
宗
教
文
化
の
深
層
研
究
」
と
し
て
、
 

日
  
 

宗
教
に
つ
い
て
歴
史
主
義
的
、
文
化
心
理
主
義
的
、
民
俗
主
義
的
 
な
三
 

つ
の
深
層
研
究
を
紹
介
し
、
新
宗
教
研
究
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 

研
 充
な
 

ど
は
 
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
補
説
と
展
望
に
 お
い
 

て
 、
「
深
層
文
化
と
し
て
の
宗
教
」
研
究
に
つ
い
て
触
れ
、
深
層
 
文
化
 

と
し
て
の
宗
教
が
、
近
代
に
お
い
て
、
近
代
主
義
と
伝
統
主
義
、
 

亜
目
一
泊
 

胆
 

正
義
 と
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
局
地
 
主
義
 

0
 対
立
 軸
 の
な
か
で
、
あ
る
い
 
は
 克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
 
あ
 

る
い
は
保
存
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
 
明
 ら
か
 

に
し
て
い
る
。
 

本
研
究
は
、
基
本
的
に
ほ
教
科
書
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
日
本
の
深
 
層
 

文
化
に
関
す
る
多
様
な
学
説
や
多
面
的
な
問
題
を
三
つ
の
深
層
 
研
  
 

枠
組
み
の
な
か
で
、
整
理
し
明
確
化
す
る
と
い
う
意
図
で
書
か
れ
 
た
 ち
 

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
 は
 、
宗
教
文
化
の
研
究
と
か
か
わ
り
の
  
 

「
深
層
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
幅
広
い
視
 
占
に
 立
っ
た
検
討
と
総
合
   

が
 試
み
ら
れ
て
お
り
、
意
欲
的
精
力
的
な
取
り
組
み
の
な
か
に
 
十
 分
な
 

独
自
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
に
示
さ
れ
た
著
者
の
 理
解
 

力
 ・
洞
察
力
 は
 相
当
な
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
と
し
て
の
力
量
は
 
 
 

 
 

し
か
し
、
著
者
固
有
の
宗
教
学
の
研
究
領
域
に
お
け
る
成
果
と
独
 
U
 
@
@
 

群
 
@
 
栢
 

性
を
求
め
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
 

著
 者
の
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0
 理
事
会
 

日
時
一
九
九
六
年
九
月
二
 
C
 日
 -
 
金
 -
 一
七
時
も
一
九
時
 

場
所
国
学
院
大
学
院
文
会
館
 

出
席
者
青
山
女
、
阿
部
美
哉
、
 

洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
家
 

塚
高
 

志
、
 井
 間
宮
二
夫
、
石
田
慶
和
、
市
川
裕
、
井
上
順
孝
、
上
 

田
賢
治
、
上
田
間
 

照
 、
江
島
 
恵
教
 、
加
藤
智
見
、
金
井
新
 

三
、
鎌
田
純
一
、
Ⅲ
 

崎
 信
定
、
河
 
波
昌
 、
木
村
清
孝
、
小
山
 

宙
丸
 、
櫻
井
治
男
、
島
 

薗
進
 、
鈴
木
艶
人
、
鈴
木
康
治
、
芹
 

川
博
通
、
薗
田
 

坦
 、
谷
口
茂
、
田
丸
 

徳
善
 、
土
屋
 
博
 、
中
村
 

他
の
著
作
二
点
に
つ
い
て
も
あ
れ
せ
て
審
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
 に
し
 

-
 
辛
 
@
 
し
り
 
ハ
 

そ
の
結
果
、
「
鎮
魂
行
法
論
 
｜
 近
代
神
道
世
界
の
霊
魂
論
と
身
体
 払
 
冊
目
 

ほ
 つ
い
て
は
、
近
代
以
降
の
神
道
伝
統
内
に
お
け
る
「
鎮
魂
」
の
 
行
法
 

と
 霊
魂
観
を
精
力
的
に
吟
味
し
、
そ
の
類
型
化
を
試
み
て
い
る
 も
の
 

で
、
す
ぐ
れ
た
洞
察
力
に
基
づ
い
た
、
宗
教
学
に
お
け
る
野
心
的
 
試
論
 

と
し
て
学
会
賞
選
考
参
考
資
料
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
業
績
と
評
 価
し
 

た
 。
ま
た
、
「
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
 
｜
 研
究
史
的
位
相
と
歌
人
の
 身
体
 

感
覚
 ヒ
は
 つ
い
て
は
、
折
口
鎮
魂
論
を
霊
魂
論
と
身
体
論
か
ら
 
ア
 プ
 ロ
 

｜
チ
 し
た
も
の
で
、
明
解
な
論
理
と
分
析
に
よ
っ
て
、
折
口
鎮
魂
 
論
所
 

究
 に
一
つ
の
明
確
な
道
筋
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
学
会
賞
対
象
 
0
 １
 
一
口
 

田
 

作
品
と
し
て
は
、
十
分
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。
 

よ
っ
て
、
本
選
考
委
員
会
は
、
参
考
資
料
と
し
て
の
二
つ
の
 
著
室
 日
の
 

評
価
を
も
含
め
て
、
本
書
を
一
九
九
六
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
に
 ふ
さ
 

わ
し
い
業
績
と
し
て
推
薦
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

恭
子
、
中
村
 廣
 治
郎
、
奈
良
康
明
、
西
村
高
 信
 、
花
岡
 永
 

干
 、
華
 園
聴
麿
 、
藤
田
富
雄
、
藤
田
正
勝
、
藤
本
陣
 彦
 、
平
 

致
命
 治
 、
堀
越
知
己
、
間
瀬
替
 允
 、
松
山
康
国
、
宮
家
 準
 

宮
田
刀
、
山
折
哲
雄
、
字
去
 卸
繍
ミ
 ・
 渡
蹉
哲
陽
 

議
事
 

一
 、
庶
務
報
告
 

金
井
新
 二
 常
務
理
事
よ
り
、
一
九
九
五
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
 
 
 

ね
 、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
 

金
井
新
 
三
 常
務
理
事
よ
り
、
一
九
九
五
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
  
 

九
九
六
年
度
の
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

-
 
別
記
 参
 昭
一
一
 

一
 
、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

阿
部
美
哉
選
挙
管
理
委
員
長
よ
り
、
同
選
挙
の
結
果
 肝
 報
告
さ
 れ
 

*
@
 

+
.
 

ハ
 
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

洗
建
 選
考
委
員
長
よ
り
、
審
査
結
果
の
報
告
が
あ
り
、
報
告
通
り
 
決
 

定
 し
た
。
 

一
 
、
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
一
一
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 
、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

本
年
度
は
北
森
房
蔵
、
雲
井
 昭
善
 、
田
島
信
之
、
玉
城
 康
 四
郎
の
 四
 

 
 

氏
を
名
誉
会
員
に
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
 

 
 
 
 

 
 

一
 
、
「
宗
教
研
究
 ヒ
 編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
 

従
来
編
集
委
員
で
あ
っ
た
宇
都
宮
輝
夫
、
林
 淳 、
渡
辺
和
子
の
一
一
 
 
 

に
 代
わ
っ
て
 
、
 新
た
に
薄
井
 
篤
干
 、
佐
藤
憲
昭
、
深
澤
 英
隆
 の
 三
 氏
 



O
 総
会
 

日
時
一
九
九
六
年
九
月
二
一
日
 
釜
 -
 
一
六
時
二
 0
 分
 @
 
一
 七
時
 

 
 

場
所
国
学
院
大
学
本
館
 
一
 0
 五
教
室
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
 
故
五
 0
 四
名
、
定
足
数
一
六
八
名
、
出
 

店
者
 

0
 評
議
員
会
 

ロ
 

晴
一
九
九
六
年
九
月
二
一
日
 

-
 
十
 -
 
一
二
時
一
 0
 分
 @
 
一
 三
時
 

三
 O
 分
 

場
所
国
学
院
大
字
本
館
 
四
 0
 
一
 教
室
 

出
席
者
 

九
セ
名
 

議
事
 

一
 、
庶
務
報
告
 -
 
金
井
新
三
常
務
理
事
一
 

一
 、
会
計
報
告
 

-
 
金
井
新
 
三
 常
務
理
事
 -
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 一
 阿
部
美
哉
選
挙
管
理
委
員
長
  
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 一
洗
 
建
学
会
賞
選
考
委
員
長
）
 

一
 、
来
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
一
宮
家
 準 常
務
理
事
 
-
 

東
京
都
港
区
の
慶
応
義
塾
大
学
に
お
い
て
、
一
九
九
七
年
九
月
一
 

一
 一
 

日
 @
 
一
五
日
に
開
催
の
予
定
。
 

一
 、
学
術
大
会
の
開
会
式
に
つ
い
て
、
安
蒜
 谷 正
彦
理
事
よ
り
、
 
大
会
 

二
ロ
目
の
九
時
か
ら
で
は
な
く
、
一
日
目
の
公
開
公
演
の
際
に
行
 
 
 

方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
が
あ
り
、
来
年
度
以
降
 
検
 討
 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

が
 編
集
委
員
と
な
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
議
長
に
安
蒜
 谷
 正
彦
理
事
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
 

-
 
金
井
新
 
三
 常
務
理
事
 -
 

一
 、
会
計
報
告
 一
 金
井
新
三
常
務
理
事
 -
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

阿
部
美
哉
選
挙
管
理
委
員
長
に
よ
る
会
長
選
挙
の
結
果
報
告
に
も
   

つ
き
、
弁
円
高
二
夫
氏
を
次
期
会
長
に
選
出
し
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

洗
 建
学
会
賞
選
考
委
員
長
の
説
明
の
後
、
津
 城 寛
文
氏
の
業
績
に
 
 
 

す
る
第
三
一
回
日
本
宗
教
学
会
賞
の
授
与
が
行
わ
れ
た
。
 

一
 、
来
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
一
宮
家
 
準
 常
務
理
事
 -
 

Ⅰ
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

一
 、
田
丸
 徳
善
 会
長
の
挨
拶
 

一
 、
井
 門
富
 二
夫
 択
 朝
会
長
の
挨
拶
 

一
 、
閉
会
 

0
 
 「
宗
教
研
究
 ヒ
 編
集
委
員
会
 

日
時
一
九
九
六
年
九
月
二
二
日
一
日
 -
 
一
一
時
四
 0
 分
 @
 
一
 三
時
 

 
 

場
所
国
学
院
大
学
常
盤
 松
 二
号
館
第
二
会
議
室
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
市
川
裕
、
岩
本
一
夫
、
宇
都
宮
輝
夫
、
佐
 藤憲
 

昭
 、
末
木
立
 美
士
 、
鈴
木
右
目
、
鈴
木
正
宗
、
棚
沢
正
和
、
 

一議 

閑事 
会 主教 

し -- 
た 委 
@@ ¥-i 
  
提 
出 
者 
  
含 
    
    
  
七 

名 

  
  
  
  
    
  
成 

  



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
一
九
九
六
年
一
一
月
二
六
日
一
人
）
一
七
時
 

@
 
二
 0
 時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
弁
円
 
富
 二
夫
、
上
田
間
 
照
 、
江
島
 恵
教
 

金
井
 

耕
三
、
木
村
清
孝
、
鈴
木
 範
久
 、
田
丸
 徳
善
 、
藤
井
正
雄
、
 

藤
田
富
雄
、
堀
越
知
己
、
宮
家
 準
 

議
事
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
に
つ
い
て
 

第
一
 セ
 朝
会
員
の
候
補
者
を
宮
家
華
氏
 に
 、
推
薦
人
を
阿
部
 美
 哉
 

氏
 、
藤
井
正
雄
氏
に
、
ま
た
推
薦
 人
 予
備
者
を
鈴
木
艶
人
氏
に
す
  
 

こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
会
費
未
納
者
が
多
い
た
め
、
未
納
者
に
対
す
る
催
促
と
会
費
 
の
徴
 

報
 

収
 方
法
に
つ
い
て
論
議
し
た
。
 

。
 
"
 
"
 
ム
 

中
 別
府
温
和
，
 
林
淳
 、
 味
澤
英
隆
 、
藤
田
正
勝
、
渡
辺
和
 

子
、
田
丸
 徳
善
 

議
事
 

一
、
刊
行
報
告
 

第
七
①
 巻
 第
二
 揖
 
二
 三
 ①
九
口
 こ
 
掲
載
本
数
は
論
文
五
本
書
評
 
一
 
 
 

三
本
。
 

一
 、
編
集
方
針
 

第
七
一
巻
第
一
揖
圭
一
二
ロ
 ニ
 
以
降
の
投
稿
論
文
に
対
す
る
背
読
 

ナ
 
"
 
面
 
プ
 

Ⅰ
 

者
を
決
定
し
、
書
評
 本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
ま
た
、
 

 
 

九
九
八
年
の
特
集
号
の
テ
ー
マ
等
に
つ
い
て
も
論
議
が
な
さ
れ
た
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E0144 
1995 年度 日本宗教学会 決算報告 

く 収入 コ く 支出 ノ 

会費 17,052,750 会話直接刊行賞 

賛助会費 810.000 会議発送 費 

会話売上金   編集諸費 

第 54 回大会参加費 1,197.990 第 54 回大会費用 

出版助成金   日本宗教学会賞賞金 

岸本・諸 声 ，石津・ 堀 学会賞諸費 
増谷 ・柳川 基金利子 84,913 選挙関係費 

預金利子 62,236 会合 費 

前年度繰越金 1,39@.369 通信連絡 費 

事務用品 費 

印刷費 

本部 費 

関係学会費 

国有財産借料 

名簿作成費 

事務所 費 

移転費 

次年度繰越金 

計 21,052,758 計 = Ⅰ 

1996 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 フ く支出 ノ 

会費 16,800,000 会話直接刊行 費 

賛助会費 840,000 会話発送 費 

会話売上金 30,000 編集諸費 
第 55 回大会参加費 1.560 ， 000 第 55 回大会費用 

出版助成金 400,000 日本宗教学会賞賞金 

岸本・諸 声 ・石津・ 堀 学会賞諸費 
増谷             基金利子             選挙関係費 

預金利子   会合 資 

前年度繰越金 984,227 通信連絡 費 

事務用品質 

印刷費 

本部 費 

関係学会費 

事務所 費 

予備費 

計 

6,760,375 
1,081,900 

288,765 
2,200.000 

200,000 

107.128 

443,441 

399,809 

786,475 
331,883 

303,865 

4,414,471 
59,700 
14.987 

701,417 

1,052,017 

922,298 

984,227 

21.052.758 

7,000.000 
950.000 

300.000 

2,200.000 

200.000 

100,000 

400,000 

400,000 

700,000 

750,000 

300,000 
4,500,000 
150,000 

1,500,000 

1,209,227 

20,659,227 I+@ 20,659.227 

(626)@ 190 
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La creacidn de una religidn ci'vica mexicana y 
protestantismo: pensamiento y experiment0 de 

Mois6s S%enz 

Norihiro OKUBO 

La RevoluciBn Mexicana, que estall6 en 1910, se considera en general 

como una revoluciBn de secularizaci6n, por su anticatolicismo violento. 

Poco es sabido que muchos protestantes participaron en la Revoluci6n. 

Uno de 10s protestantes revolucionarios m5s faniosos era Moises S5enz 

(1888-1941), Subsecretario de la EducaciBn PGblica del regimen de Plutar- 

co Elias Calles (1924-1928). Este trabajo toma sus refornias educativas. 

sobre todo el estableciniiento de educaci6n rural, por la creaci6n de una 

religi6n civica como sustitutivo del catolicismo, que anhelaban 10s protes- 

tantes mexicanos cuyo objeto era realizar una sociedad de libertad, igual- 

dad y democracia sobre la base de una naci6n construida por m a  religi6n 

nueva. lnvestigando sus pensamientos, experimentos y refornias, precisa 

la relaci6n entre su religi6n civica y el protestantismo, y aclara el hecho 

de que S5enz intentaba crear una religi6n civica no s61o para resolver el 

problema entre la Iglesia y el Estado sino para integrar a 10s indigenas en 

la naci6n mexicana. 



Buddhism and its Transformation in Modern Japan: 
Manshi Kiyozawa's Attempt to Democratize 

the Otani Sect of Shinshu 

Tomoe MORIYA 

This thesis includes two kinds of Buddhist reactions to  nationalism in 

modern Japan. One is that of Shinshfi orthodoxy's ideology of "Shin-zoku 

nitai" (religious belief combined with worldly morality), and the other is 

Manshi Kiyozawa's attempt to  democratize the Otani Sect of Shinshu. 

"Shin-zoku nitai" ideology exercised an excessive role in offering the 

leading statesmen of the Meiji administration the notion of "religion" a s  

a political means for the Nation. Although the ideologists reluctantly 

followed the Buddhist belief, they were, nonetheless, inclined toward 

government policies. 

By reading Manshi's articles in the two periodicals, Kyakai jigen (Journal 

of Religious Society) and Mujin t~  (Eternal Flame), in an historical 

context, this thesis uncovers a new aspect of his writings in the late 1890s, 

that he wrote thetn to express his compassion for those repressed by Otani 

authority and to  democratize the whole system of the sect. In short, his 
Buddhist belief proposed democracy a s  an expression of equality. 

Buddhism in modern Japan had to face rising nationalism. Manshi 

Kiyozawa, however, was one of those who modernized Buddhism without 

standing on the side of nationalism. 



Die Offenbarung in der Kunst: Die Beziehung der 
Kunst zur Natur und Wahrheit in Adornos ~ s t h e t i k  

Hi roko  T A G U C H I  

Es geht in diesem Aufsatz darum, darzulegen, dal3 Adorno in seiner 

Asthetik die Kunst uber die Institutionen der Gesellschaft stellt. Diese 

Auffassung entspringt der besonderen Beziehung der Kunst zur Natur und 

Wahrheit. 

Im ProzeB der gesellschaftlichen Entwicklung, insbesondere in der 

Modernisierung, existiert ein Phanomen, das als "Sakularisierung der 

Religion" verstanden wird. Diese Ausdifferenzierung der Geltungsspha- 

ren, die friiher von der Religion abgedeckt wurden, konnte man als "Er- 

setzen der Religion durch Wissenschaft und Kunst" bezeichnen. 

Fur Adorno ist Kunst mit Natur und Wahrheit verschwistert, und ihre 

Erkenntnis steht im Gegensatz zur von der sogenannten Wissenschaft, 

insbesondere von der Philosophie, verkorperten begrifflichen Erkenntnis. 

Ein Grund dafur liegt in der "mimetischen" Erkenntnis der Kunst, die auf 

dem verwandten Verhaltnis zum Anderen beruht. Diese Beziehung wird - 

entsprechend der judischen Denkweise - nur in "negativer Form" dar- 

gestellt. Meines Erachtens eroffnet sich aus dieser Tatsache eine neue 

Perspektive seiner ~ s t h e t i k  im Verhaltnis zur "theologia negativa". 



"immanent" und "transzendent": 
Die Transzenz bei Jaspers 

Keiji FUSE 

In Jaspers Gedanken ist die Transzendenz, die als der Grund der 

Existenz bestimmt ist, im Vergleich zu der Immanenz erfal3t. In diesem 

Aufsatz versuchen wir die Bedeutung der Transzendenz in Jaspers Gedan- 

ken zu erforschen, indem wir die Beziehung zwischen der Transzendenz 

und der Immanenz nachprufen. 

"immanent" bedeutet "das Objekt der Erfahrung zu werden", anderer- 

seits "tanszendent" bedeutet "als solches nie erfahren zu werden". Aber 

die Transzendenz ist nicht nur logisch-formal, sondern auch als der Grund 

der Existenz inhaltlich bestimmt. Weil die Exisitenz in der konkreten 

Welt lebt und in Imamnenz erkennt und handelt, so mu13 die Transzendenz 

in einer besonderen Weise in die Immanenz erscheinen und die Existenz 

fuhren. Jaspers nennt das Mittel dieser Erscheinung "Chiffre", "die 

Sprache der Transzendenz". In Chiffre offenbart sich die Transzendenz, 

wahrend sie selbst verschwindet und als solche nicht immanent wird. Und 

durch die ~ b e r l e ~ u n g  uber "Scheitern" als die entscheidende Chiffre oder 

die letzte Chiffre, in der sich die Verganglichkeit aller empirischen Er- 

scheinung fuhlbar macht, konnen wir die bewegende Struktur der Chiffre 

verstehen, die die zwei Motive als die Vernichtung und die Erfullung hat. 

Die Zwei wirken gleichzeitig in das Chiffrelesen in der dialektischen 

Weise. 



Structural Analysis in the Phenomenology 
of Religion 

Shinji KANA1 

Structural analysis has been the principal task in the phenomenology of 

religion t o  reach the essence of religious phenomena. In this article the 

author insists that there should be two different kinds of structural analy- 

ses corresponding to  the existence of two kinds of phenomenologies, 

hermeneutical and historical phenomenology which compose the 

phenomenology of religion. The difference between the two structural analy- 

ses arises from the fact that the two phenomenologies are each pursued 

on different analysis-levels, namely, on the hermeneutical and dialectical 

levels. Structures a re  constructed a s  ideal types on the hermeneutical 

level and then should be verified or modified, or even falsified, on the 

dialectical level. 

The purpose of this article is t o  attain a theoretical clarity about this 

process of structural analysis with the aid of philosophical hermeneutics 

(Dilthy) , phenomenology (Husserl, Merleau-Ponty, Strasser) , and Theory 

of D6construction (Derrida). I t  aims also a t  giving a necessary foundation 

to  religious phenomenology as  an empirical science in the wider sense of 

the word. 




