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宗
教
と
科
学
の
新
た
な
世
界

基
調
講
演
者

石
黒　
　

浩
（ 
大
阪
大
学
大
学
院
基
礎
工
学
研
究
科
教
授

Ａ
Ｔ
Ｒ
石
黒
浩
特
別
研
究
所
客
員
所
長
）

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ト

木
村　

武
史
（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
）

冲
永　

宜
司
（
帝
京
大
学
教
授
）

趣
旨
説
明
・
司
会

濱
田　
　

陽
（
帝
京
大
学
教
授
）

開
催
日　

二
〇
一
九
年
九
月
一
三
日
（
金
）

会　

場　

帝
京
科
学
大
学　

千
住
キ
ャ
ン
パ
ス　

本
館　

一
三
一
〇
教
室

開
催
校
創
立
三
〇
周
年
記
念
事
業
後
援
企
画

趣
旨

　

近
年
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
の
急
激
な
発
達
な
ど
に
よ
り
、
人

の
知
的
、
身
体
的
営
み
の
多
く
は
、
人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
機
能
に
し
だ
い
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
宗
教
も
人
の
知
的
、

身
体
的
営
み
の
ひ
と
つ
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
と
科
学
は
今
後
互
い
に
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
講
演
者
一
名
と
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ト
二
名

と
が
、
科
学
技
術
の
発
展
の
中
で
変
化
し
て
行
く
宗
教
の
位
置
と
役
割
、

可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し
ま
す
。
科
学
技
術
の
中
に
、
人
の
営
み
を
人
工

的
、
物
的
な
働
き
に
よ
っ
て
置
き
換
え
て
行
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
と
い
う
営
み
を
も
、
ど
こ
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
作
り

変
え
て
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
は
知
能
、
身
体
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
そ
し
て
人
を
超
え
た
超
越
の
よ
う
な
体
験
ま
で
が
、
こ
の
先
ど

う
な
っ
て
行
く
か
を
考
え
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
と
人
工
知
能
の
立
場
か
ら
、
そ

れ
ら
の
役
割
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
提
題
を
い
た
だ
き
、
宗
教
学
や

宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
そ
の
問
題
提
起
に
応
答
し
つ
つ
、
現
代
そ
し
て
未

来
の
展
望
に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。（

第
七
八
回
学
術
大
会
実
行
委
員
会
）

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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で
は
ア
プ
ロ
ー
チ
し
に
く
い
、
意
識
、
存
在
感
、
対
話
、
身
体
性
等
の
言

わ
ば
人
間
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
ロ
ボ
ッ
ト
や
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
開
発

し
、
そ
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

宗
教
と
の
関
わ
り
で
は
、
特
に
存
在
感
の
研
究
が
深
く
関
わ
る
。
存
在

感
の
研
究
に
は
幾
つ
か
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
四
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
述
べ
る
。

人
間
ら
し
い
見
か
け
が
与
え
る
存
在
感

　

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
人
間
ら
し
い
見
か
け
は
、
そ
の
見
か
け
や
動
き
や
発

話
に
よ
っ
て
、
人
間
そ
の
も
の
の
存
在
感
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
私
自
身
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
る
「
ジ
ェ
ミ
ノ
イ
ド
」
は
、
私

の
代
わ
り
に
講
演
を
行
う
よ
う
開
発
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
何
度
も

私
の
代
わ
り
に
、
世
界
各
国
で
講
演
を
行
っ
て
き
た
。
無
論
聴
衆
は
そ
れ

が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
、
私
の
講
演
と
し
て
聴
講
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

落
語
会
の
人
間
国
宝
で
あ
る
、
桂
米
朝
師
匠
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
も
非
常

に
強
い
存
在
感
を
持
つ
。
師
匠
が
亡
く
な
る
前
に
、
師
匠
の
名
人
芸
を
保

存
す
る
た
め
に
、
言
わ
ば
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
一
つ
の
方
法
と
し

て
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
制
作
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
し
て
完
成
し
た
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
は
、
師
匠
の
落
語
を
高
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
再
現
し
、
観
客

は
そ
の
落
語
に
引
き
込
ま
れ
て
い
た
。

　

夏
目
漱
石
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
文
学
研
究
と
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
融
合

を
目
指
し
て
開
発
し
た
。
文
学
研
究
に
は
様
々
な
知
見
を
集
約
す
る
手
段

が
な
か
っ
た
が
、
漱
石
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
共
に
作
る
こ
と
で
漱
石
に
関

ロ
ボ
ッ
ト
と
宗
教

石
黒
　
　
浩

ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
た
構
成
的
研
究

　

ロ
ボ
ッ
ト
は
工
場
内
で
特
定
の
組
み
立
て
作
業
を
行
う
に
と
ど
ま
ら

ず
、
日
常
生
活
に
お
い
て
人
と
関
わ
り
な
が
ら
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
人
間
共
生
社
会
を
実
現
す
る

た
め
に
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
人
と
関
わ
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
研
究
開
発
に
取

り
組
ん
で
き
た
。
こ
の
研
究
開
発
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
単
に
ロ
ボ
ッ
ト

を
開
発
す
る
だ
け
で
な
く
、
開
発
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
て
、
人
間
の
性

質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ボ
ッ
ト
工

学
と
認
知
科
学
が
密
接
に
結
び
つ
い
た
研
究
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

研
究
方
法
を
構
成
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ぶ
。
世
界
に
先
駆
け
て
開
発
し

た
、
人
間
に
酷
似
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
も
こ
の
構
成
的

ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
、
人
間
理
解
と
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
の
双
方
を
目
指
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
は
、
認
知
科
学
だ
け
で
な
く
、
人
間
理
解

に
関
す
る
多
様
な
研
究
分
野
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま

で
に
も
、
認
知
科
学
だ
け
で
な
く
、
脳
科
学
、
生
命
科
学
、
哲
学
、
社
会

心
理
学
、
社
会
学
、
芸
術
（
演
劇
、
音
楽
）、
文
学
等
と
様
々
な
分
野
と

連
携
し
た
研
究
開
発
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
宗
教
も
ま
た
そ
の

多
様
な
分
野
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

存
在
感
の
研
究

　

ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
た
構
成
的
研
究
で
は
、
従
来
の
認
知
科
学
や
脳
科
学
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に
話
し
を
す
る
人
間
と
、
対
話
で
き
る
機
能
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
エ
リ
カ
と
対
話
し
た
何
人
も
の
被
験
者
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が

エ
リ
カ
を
制
御
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
遠
隔
操
作
で
話
し
を
し

て
い
る
の
か
と
思
っ
た
と
感
想
を
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
リ
カ
の

意
図
や
欲
求
に
基
づ
く
自
律
対
話
に
、
人
間
ら
し
い
存
在
感
を
感
じ
た
の

で
あ
る
。

想
像
に
基
づ
く
存
在
感

　

三
つ
目
の
存
在
感
は
、
想
像
に
基
づ
く
存
在
感
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
テ

レ
ノ
イ
ド
」
と
い
う
人
間
の
ミ
ニ
マ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
持
つ
ロ
ボ
ッ
ト
を
通

し
て
、
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
私
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
遠
隔
操
作
型
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
「
ジ
ェ
ミ
ノ
イ
ド
」
と
対
話
を
す
る
際
に
、
人
々
は
、
そ
の
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
が
私
と
同
じ
で
あ
る
か
丁
寧
に
観
察
す
る
。

　

一
方
で
、
性
別
も
年
齢
も
不
明
な
、
人
間
の
ミ
ニ
マ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
持

つ
、
遠
隔
操
作
ロ
ボ
ッ
ト
「
テ
レ
ノ
イ
ド
」
と
関
わ
る
際
は
、
人
々
は
自

分
の
想
像
力
を
使
っ
て
関
わ
る
。
そ
し
て
、
想
像
力
を
使
っ
た
関
わ
り
に

お
い
て
は
、
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
人
間
の
性
質
か

ら
、
テ
レ
ノ
イ
ド
は
万
人
が
対
話
し
や
す
い
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
解

っ
た
。

も
う
一
つ
の
想
像
に
基
づ
く
存
在
感

　

も
う
一
つ
の
想
像
に
基
づ
く
存
在
感
の
研
究
は
、
観
音
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

を
用
い
た
研
究
で
あ
る
。
宗
教
の
中
で
も
仏
教
は
特
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
研
究

と
親
和
性
が
高
く
、
本
年
二
月
に
京
都
の
お
寺
と
の
共
同
研
究
と
し
て
、

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
を
使
っ
た
実
証
実
験
を
行
っ
た
。

す
る
情
報
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
集
約
し
、
漱
石
自
身
の
研
究
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
特
徴
は
、
直
接
漱
石

に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
親
族
を
含
め
て
こ
の
世
に
も
う
誰
も
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
小
、
中
、
高
校
と
日
本
で
教

育
を
受
け
て
い
れ
ば
、
誰
も
が
漱
石
の
文
学
を
学
ん
で
お
り
、
誰
も
が
漱

石
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
万
人
に
と
っ
て
漱
石
は
想
像
の

対
象
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
自
ら
の

小
説
を
子
供
た
ち
の
前
で
読
み
上
げ
る
と
、
子
供
た
ち
は
、
ま
さ
に
漱
石

か
ら
読
み
聞
か
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
非
常
に
強
い
存
在
感
を
持
っ
て

い
る
。
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
と
し
て
持
っ

て
い
る
漱
石
の
イ
メ
ー
ジ
に
実
態
を
与
え
て
お
り
、
人
々
は
漱
石
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
を
通
し
て
、
新
た
に
漱
石
か
ら
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

無
く
な
っ
て
想
像
す
る
し
か
な
い
人
物
が
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
し
て
蘇

り
、
再
び
人
々
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
宗
教
的
な
意
味

を
伴
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

内
面
性
が
与
え
る
存
在
感

　

ロ
ボ
ッ
ト
の
存
在
感
を
強
め
る
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
そ
の
内
面
性
で

あ
る
。
そ
の
研
究
に
取
り
組
む
た
め
に
、
自
律
対
話
ロ
ボ
ッ
ト
「
エ
リ

カ
」
をJST
 ERA

T
O

石
黒
共
生
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ロ
ボ
ッ
ト
イ
ン
タ
ー
ラ

ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
開
発
し
た
。
エ
リ
カ
に
は
意
図
と
欲
求
が
埋

め
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
律
的
に
対
話
す
る
よ
う
設
計
さ

れ
て
い
る
。

　

四
年
に
渡
る
開
発
の
結
果
、
初
対
面
対
話
で
五
分
か
ら
一
〇
分
、
丁
寧
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の
宗
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
心
や
意
識
と
い
っ
た
内
面
性

の
問
題
も
、
宗
教
と
深
く
関
わ
る
。
今
後
さ
ら
に
、
宗
教
学
と
ロ
ボ
ッ
ト

工
学
が
密
に
連
携
し
、
新
た
な
研
究
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

る
。

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
者
が
宗
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
意
義

木
村
　
武
史

　

石
黒
先
生
の
基
調
講
演
に
以
下
の
二
点
か
ら
レ
ス
ポ
ン
ド
を
試
み
た
い

と
思
う
。
最
初
に
人
文
社
会
系
の
宗
教
研
究
者
が
集
っ
て
い
る
宗
教
学
会

で
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
者
が
宗
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
意
義
。
第
二

に
、
宗
教
学
の
見
地
か
ら
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
宗
教
と
ど
う
関

わ
る
の
か
。

　

ま
ず
、
同
じ
宗
教
に
つ
い
て
語
る
に
し
て
も
、
宗
教
研
究
者
と
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
研
究
者
と
で
は
捉
え
方
、
論
じ
方
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

人
文
社
会
系
の
宗
教
研
究
者
は
宗
教
を
語
る
際
に
経
験
的
学
問
と
し
て
成

り
立
た
せ
る
た
め
の
制
約
を
受
け
入
れ
、
そ
の
限
り
で
の
宗
教
現
象
を
語

る
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
者
が
宗
教
を
語
る
時
に
は
、
宗
教
研
究
者
が
受

け
て
い
る
学
問
的
制
約
は
な
い
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
む
し
ろ
自
由
に
宗

教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
学
問
的
創
造
性
が
見
ら
れ
る
。

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
者
が
語
る
宗
教
に
つ
い
て
、
宗
教
研
究
者
は
そ
れ
は

宗
教
学
の
分
野
で
の
論
じ
方
で
は
な
い
、
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
者
が
ロ
ボ
ッ
ト
と
宗
教
に
つ
い
て
宗
教
研
究
者

に
対
し
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
重
の
意
味
で
、
宗
教
研
究
者
に
は
挑

　

仏
教
に
は
最
初
か
ら
仏
像
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
最
初
は
経
典
し

か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
仏
画
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏
画
が
レ
リ

ー
フ
に
、
さ
ら
に
は
レ
リ
ー
フ
が
仏
像
に
な
っ
た
。
そ
の
仏
像
が
現
代
の

技
術
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
動
い
て
話
し
を
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
に
進
化
し
た
と

し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
的
課
題
と
し
た
の

は
、
人
の
想
像
を
如
何
に
引
き
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
像
は
性

別
も
年
齢
も
判
断
し
に
く
い
見
か
け
で
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ

は
能
面
同
様
に
、
人
の
想
像
を
引
き
出
し
、
人
の
想
像
に
よ
っ
て
人
が
自

分
の
心
の
ま
ま
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
故
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
の
研
究
に
お
い
て
も
、
身
振
り
手

振
り
を
伴
い
な
が
ら
話
し
を
す
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
用
い
て
、
ど
の
よ
う

に
人
の
想
像
を
引
き
出
す
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。

　

こ
の
取
り
組
み
に
お
け
る
我
々
の
仮
説
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ

に
は
二
種
類
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
リ
ア
ル
な
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
ゲ

ー
ム
（
戦
場
で
戦
う
等
）
に
の
め
り
込
む
人
は
多
い
が
、
そ
れ
は
、
非
日

常
（
戦
場
）
が
現
実
的
（
リ
ア
リ
テ
ィ
の
高
い
Ｃ
Ｇ
）
に
再
現
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
日
常
的
で
非
現
実
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア

リ
テ
ィ
も
あ
っ
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
も
う
一
つ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
リ

ア
リ
テ
ィ
で
は
、
日
常
と
は
お
寺
に
お
参
り
す
る
と
い
う
も
の
で
、
非
現

実
と
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
が
身
振
り
手
振
り
で
話
す
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
効
果
が
ど
れ
程
で
あ
る
か
は
、
現
在
さ
ら
な
る
実
験
に
よ
っ

て
確
か
め
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
の
中
で
、
特
に
存
在
感
の
問
題
と
そ
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を
問
う
こ
と
に
は
意
味
は
な
く
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
の
「
人
間
の
本
質
と
は
？
」
と
い
う
問

い
を
や
り
過
ご
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
現
在
進
行
形
の
ロ

ボ
ッ
ト
・
機
械
と
人
間
社
会
と
個
人
の
相
互
浸
透
、
あ
る
い
は
相
互
融
合

が
進
ん
で
い
る
社
会
の
中
で
「
生
活
者
」
と
し
て
そ
の
変
化
に
巻
き
込
ま

れ
て
い
る
宗
教
研
究
者
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
・
機
械
と
の
関
係
で
人
間
の
本
質

と
は
何
か
と
い
う
問
題
へ
の
解
答
の
社
会
的
意
義
を
構
築
し
て
い
る
の

は
、
構
成
論
的
立
場
か
ら
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
っ
て
い
る
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
者
で

は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も

う
少
し
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
言
う
な
ら
ば
、
現
代
社
会
の
一
構
成
要
素
に
し
か

過
ぎ
な
い
宗
教
研
究
者
は
宗
教
と
い
う
概
念
を
通
し
て
研
究
対
象
を
構
築

し
、
研
究
を
し
て
い
る
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
・
機
械
・
Ａ
Ｉ
と
の
融
合
が
進
む

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
、
制

作
を
通
し
て
構
築
さ
れ
る
人
間
の
本
質
的
意
味
を
自
ら
の
自
己
理
解
と
し

て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
多
く
の
宗
教
研
究

者
に
と
っ
て
ロ
ボ
ッ
ト
そ
の
も
の
は
宗
教
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
当
然
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
高
台
寺
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

観
音
の
よ
う
に
制
度
的
宗
教
が
ロ
ボ
ッ
ト
等
を
用
い
る
場
合
は
研
究
、
調

査
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
今
日
ロ
ボ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
自
動
機
械
、

autom
aton

の
考
え
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
既
に
登
場
す
る
。
ホ
メ
ロ

ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
第
一
八
巻
に
は
炎
を
鍛
冶
の
神
、
様
々
な
技
術
を
創

造
し
た
神
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
ス
が
作
っ
た
黄
金
の
自
動
機
械
の
女
性
が
登
場

す
る
し
、
オ
イ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
第
一
〇
巻
に
は
ピ
グ
マ
リ
オ

戦
で
は
な
い
か
。

　

現
在
の
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
研
究
で
は
社
会
的
レ
ベ
ル
で
の
人
間
と
ロ

ボ
ッ
ト
の
相
互
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
身
体
と
心
の
レ
ベ
ル
で

の
相
互
関
係
も
深
化
し
て
い
く
方
向
へ
と
進
展
し
て
い
る
。H

um
an-

m
achine-interface

と
い
っ
た
問
題
が
真
剣
に
議
論
さ
れ
、
機
械
・
ロ

ボ
ッ
ト
が
人
間
を
補
完
す
る
役
割
か
ら
人
間
に
置
き
換
わ
る
の
か
、
機

械
・
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
間
の
間
に
厳
然
と
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
境
界
が
次

第
に
薄
く
な
っ
て
く
る
状
況
で
、
宗
教
へ
の
影
響
に
つ
い
て
語
る
の
は
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
者
で
あ
る
。
従
来
の
宗
教
研
究
の
枠
組
み
で
は
、
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
研
究
を
含
め
た
工
学
や
機
械
・
ロ
ボ
ッ
ト
は
世
俗
的
・
非
宗
教

的
領
域
に
属
す
る
と
受
け
止
め
ら
れ
、
宗
教
学
と
い
う
学
問
領
域
の
中
で

は
あ
ま
り
研
究
対
象
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。（
宗
教
哲
学
の
分
野
で

は
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
。）
と
こ
ろ
が
、
一
般
社
会
の
中
で
は
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
研
究
、
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
が
宗
教
と
関
わ
っ
て
く
る
と
受
け
止
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
面
も
あ
る
。
そ
し
て
、
石
黒

先
生
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
た
ち
が
、
今
日
の
宗
教

研
究
者
が
問
う
こ
と
を
止
め
て
い
る
「
人
間
の
本
質
と
は
何
か
？
」
と
い

う
問
い
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
者
に
と
っ
て
は
非

常
に
実
践
的
な
問
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
本
質
に
関
わ
る

問
題
は
、
か
つ
て
は
哲
学
者
、
宗
教
家
が
論
じ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
ロ

ボ
ッ
ト
工
学
者
が
問
う
問
題
へ
と
変
化
し
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
経
験
科
学
と
し
て
の
宗
教
学
が
扱
う
学
問
的
問
題

で
は
な
い
と
い
う
の
が
多
く
の
人
文
社
会
系
の
宗
教
研
究
者
が
考
え
る
こ

と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
社
会
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
文
化
の
本
質
や
人
間
の
本
質
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加
え
た
い
と
思
う
。
紙
面
の
都
合
上
、
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
に
、

『
生
ま
れ
な
が
ら
の
サ
イ
ボ
ー
グ
』
の
著
者
の
ア
ン
デ
ィ
・
ク
ラ
ー
ク
の

よ
う
に
人
間
と
技
術
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
な
い
と

い
う
観
点
も
人
間
の
宗
教
性
を
考
え
る
際
に
考
慮
す
べ
き
論
点
と
考
え
る

こ
と
も
重
要
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
文
社
会
系
の
宗
教
研
究
者

が
ロ
ボ
ッ
ト
は
技
術
や
物
質
の
問
題
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
見
過
ご
し
て
い

る
と
き
に
、
ラ
ジ
オ
講
座
で
石
黒
先
生
が
人
間
の
意
識
と
身
体
の
関
係
、

不
死
の
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ロ
ボ

ッ
ト
の
社
会
実
装
が
投
げ
か
け
て
い
る
の
は
単
に
経
済
的
問
題
や
技
術
的

問
題
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
精
神
性
に
も
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
た
だ
し
、
石
黒
先
生
が
い
う
不
死
が
伝
統
的
な
言
葉
の
意
味

と
は
随
分
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
こ
の
点
で
こ
の
言
葉

に
新
し
い
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
技
術
の
進
歩

が
伝
統
的
な
宗
教
的
言
語
の
意
味
の
変
容
・
変
革
を
も
た
ら
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。

　

最
後
に
二
点
ほ
ど
質
問
を
し
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
高
台
寺
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
に
つ
い
て
。

私
は
何
度
か
高
台
寺
に
お
邪
魔
し
て
後
藤
和
尚
を
は
じ
め
、「
マ
イ
ン
ダ

ー
」
製
作
に
関
わ
っ
た
僧
侶
の
方
々
か
ら
話
を
聞
い
て
少
し
調
べ
て
き

た
。
ま
た
、
こ
れ
は
教
え
て
も
ら
っ
た
話
だ
け
で
あ
る
が
「
マ
イ
ン
ダ

ー
」
の
法
話
を
聞
い
て
涙
し
て
い
た
人
も
い
た
と
聞
い
て
い
る
。
同
じ
仏

教
で
も
宗
派
に
よ
っ
て
「
ロ
ボ
ッ
ト
」
や
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
の
意
見

は
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
国
の
仏
教
で
は
捉
え
方
も
異
な
っ
て
く
る

か
と
思
わ
れ
る
。「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
未
来
科
学
館
の

「
機
械
人
間
オ
ル
タ
」
は
ラ
ン
ダ
ム
な
動
き
が
生
命
感
を
感
じ
さ
せ
る
よ

ン
の
話
が
出
て
く
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
テ
ー
ベ
に
も
自
動
で
動
く
像
が

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
伝
承
の
ゴ
ー
レ
ム
や
パ
ラ
ケ
ル
ス

ス
の
ホ
ム
ン
ク
ル
ス
な
ど
類
似
し
た
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

る
。
一
六
世
紀
後
半
に
ス
ペ
イ
ン
で
製
作
さ
れ
た
鉄
製
の
小
型
の
修
道
士

（
か
？
）の
自
動
機
械
も
知
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
の
問
題
を
制
度
的
宗
教
か

ら
神
話
的
文
脈
へ
と
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
問
題
は
宗
教
学

あ
る
い
は
神
話
学
の
問
題
と
も
な
る
の
が
分
か
る
。

　

次
に
、
宗
教
学
の
見
地
か
ら
ロ
ボ
ッ
ト
が
宗
教
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
私
は
二
〇
〇
五
年
頃
か

ら
ロ
ボ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
み
始
め
た
が
、
同
じ
頃
、

海
外
で
はA

nne Foerst

のG
od in the M

achine: W
hat R

obots 
T
each U

s A
bout H

um
anity and G

od
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
国

内
で
は
宗
教
学
の
研
究
者
が
な
ぜ
ロ
ボ
ッ
ト
を
？
と
い
う
風
に
周
り
か
ら

は
見
ら
れ
て
き
た
が
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
や
国
際
宗
教
社
会
学
会
で
は

か
な
り
前
か
ら
科
学
と
宗
教
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
ロ
ボ
ッ
ト
の
問
題
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
私
も
こ
の
テ
ー
マ
で
の
発
表
は
主
に
海
外
の
学

会
で
行
っ
て
き
た
。

　

一
見
す
る
と
宗
教
と
は
無
関
係
な
世
俗
的
領
域
に
属
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
と

技
術
と
宗
教
を
巡
る
研
究
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
言
っ
た

と
こ
ろ
の
近
代
社
会
に
お
け
る
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
「
聖
な
る
も

の
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
世
俗
性
に
隠
さ
れ
た
聖
性
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
聖
性
と
い
う
問
題
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
ロ
ボ
ッ
ト
と
宗
教
に
つ
い

て
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
Ｊ
・
Ｚ
・
ス
ミ
ス
が
い
う
よ
う
に
研
究

者
が
作
り
出
し
た
問
題
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
る
の
で
は
と
い
う

反
論
も
聞
こ
え
て
く
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
途
詳
し
く
考
察
を
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い
か
と
思
う
。
宗
教
的
人
格
と
も
い
え
る
よ
う
な
何
か
を
技
術
的
に
表
現

す
る
こ
と
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
的
に
再
現
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る

か
。

人
間
の
「
無
機
物
化
」
と
精
神
の
ゆ
く
え

冲
永
　
宜
司

　

人
間
の
役
割
を
担
う
ロ
ボ
ッ
ト
を
通
じ
て
人
間
を
理
解
す
る
方
法
が
、

心
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
す
る
の
か
、
こ
こ
で
考
察
し
て
行

き
た
い
。

一
　
心
と
は
心
の
機
能
の
こ
と
な
の
か

　

人
間
と
同
じ
機
能
を
持
つ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
中
に
私
た
ち
が
心
を
見
出

す
と
す
れ
ば
、
心
を
「
理
解
」
し
「
信
じ
る
」
こ
と
か
ら
帰
結
す
る
出
来

事
の
全
体
が
「
心
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
理
解
」
や
「
信
」
の
対
象
と
な

る
心
は
実
体
的
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
で
は
、
自
分

の
心
の
状
態
で
さ
え
、
他
人
を
見
て
自
分
を
省
み
る
こ
と
か
ら
想
定
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
分
で
自
分
の
心
の
状
態
を
識
別
で
き

な
い
と
い
う
理
由
で
、
心
の
存
在
ま
で
否
定
し
て
よ
い
か
、
と
い
う
問
題

が
こ
こ
で
生
じ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
私
的
言
語
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
テ

ー
ゼ
も
、
私
個
人
だ
け
で
識
別
で
き
る
内
面
性
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
内
面
性
は
あ
る
が
そ
の
識
別
が
一
人
で
は
不

可
能
な
の
か
、
内
面
性
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
は

う
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
は
法
話
の
間
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

さ
れ
た
動
作
し
か
し
な
い
の
で
、「
オ
ル
タ
」
的
な
生
命
感
は
感
じ
ら
れ

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
石
黒
先
生
は
ラ
ジ
オ
講
座
で
宗
教
的
儀
礼
行
為
は

繰
り
返
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
も
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は

と
述
べ
て
い
る
が
、
石
黒
先
生
を
は
じ
め
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
が
「
マ
イ
ン

ダ
ー
」
の
法
話
を
聞
い
た
と
し
た
ら
、『
般
若
心
経
』
が
説
く
「
空
」
に

つ
い
て
の
理
解
は
深
ま
っ
た
と
答
え
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
の
人
た
ち
は
自
分
の
『
般
若
心
経
』
の
空
の
理

解
は
「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
の
法
話
か
ら
学
ん
だ
と
「
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に
」

答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
は
偉
人
ロ
ボ
ッ
ト
の
漱
石
ロ
ボ
ッ
ト
と
関
係
す
る
点
で
あ
る
。
教
義

的
に
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
現
状
で
は
ま
だ
諸
宗
教
に
お
け
る
ロ

ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
の
評
価
が
確
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
近
い
将
来
に
す

ぐ
に
そ
の
よ
う
な
動
き
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
が
、
万

一
、
宗
派
の
祖
師
、
宗
祖
の
姿
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
・
ロ
ボ
ッ
ト
で
再
現
し

て
、
祖
師
、
宗
祖
が
話
す
の
を
聞
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
な

こ
と
が
起
き
た
場
合
、
も
し
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
な
こ
と
が
起
き
た
場
合

を
少
し
考
え
て
み
た
い
。
宗
教
的
伝
統
の
起
源
、
始
原
で
あ
る
祖
師
、
宗

祖
を
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
機
械
的
身
体
を
通
し
て
再
現
し
、
疑
似
的
に
も
祖

師
、
宗
祖
と
同
一
時
空
間
を
共
に
し
た
い
思
い
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
儀
礼
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
じ

て
各
宗
教
伝
統
に
お
い
て
起
源
的
に
重
要
な
意
義
の
あ
る
出
来
事
を
再
現

す
る
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
社
会
的
人
格

を
再
現
し
て
い
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
が
、
祖
師
や
宗
祖
の
場
合
は
単
な

る
社
会
的
人
格
以
上
の
何
か
が
表
現
さ
れ
て
く
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
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い
か
ら
こ
そ
、
何
か
の
存
在
を
思
い
込
む
人
間
の
本
性
が
そ
こ
に
加
わ

る
。
こ
の
本
性
は
、
た
と
え
ば
神
と
い
う
観
念
も
、
予
測
不
可
能
な
と
こ

ろ
に
意
思
を
見
出
し
、
わ
か
ら
な
い
所
に
実
体
性
を
読
み
取
る
人
間
の
本

性
か
ら
導
か
れ
る
と
い
う
考
え
を
可
能
に
す
る
。
こ
こ
で
自
発
性
、
超
越

性
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
複
雑
化
の
延
長
に
落
と
し
込
ま
れ
る
の
か
否
か
が
大

き
な
問
題
と
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
い
く
ら
論
理
を
突
き
詰
め
て
も
『
何
か
』
は
出
て
こ

な
い
」「
そ
こ
は
芸
術
的
な
セ
ン
ス
、
ひ
ら
め
き
」
だ
と
も
提
起
さ
れ
る
。

で
は
Ａ
Ｉ
や
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
こ
の
「
何
か
」
は
可
能
な
の
か
、
反
対
に

人
間
の
芸
術
的
創
造
と
は
、
実
は
過
去
の
経
験
的
な
記
憶
や
習
慣
的
獲
得

の
複
合
か
ら
成
り
立
ち
、
そ
の
複
合
を
辿
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑

だ
か
ら
、
創
造
と
思
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。

　

こ
こ
で
、
世
界
を
モ
デ
リ
ン
グ
す
る
「
知
性
」
と
は
、
モ
デ
ル
の
上
で

遂
行
さ
れ
る
計
算
に
対
し
て
、
何
が
根
本
的
に
異
な
る
の
か
と
い
う
問
い

に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
モ
デ
リ
ン
グ
と
は
「
軸
を
探
す
」「
知
性
」

で
あ
る
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
確
か
に
Ａ
Ｉ
の
強
化
学
習
は
様
々
な
パ

タ
ー
ン
を
自
主
的
に
学
習
す
る
が
、
そ
れ
で
も
一
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
上

で
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
様
々
な
パ
タ
ー
ン
を
学
習
し
て
行
く
が
、
そ
れ
ら

の
パ
タ
ー
ン
が
そ
の
上
に
成
立
し
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
自
体
は
改
変
し
な

い
。
問
題
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
Ａ
Ｉ
は
人
間
の
介
在
な
く
改
変
し

得
る
か
で
あ
る
。
反
対
に
こ
れ
は
、
人
間
に
よ
る
「
創
造
」
で
さ
え
、
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
相
当
す
る
根
本
前
提
を
覆
せ
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を

突
き
つ
け
る
。
こ
れ
は
創
造
に
関
す
る
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
は
Ａ
Ｉ
に

可
能
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

残
さ
れ
る
。
ク
オ
リ
ア
そ
れ
自
体
は
単
独
で
は
把
握
さ
れ
得
ず
、
機
能
と

関
連
し
な
い
ク
オ
リ
ア
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
反
対
に
ク
オ
リ
ア
を
機

能
に
還
元
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
、
把
握
で
き
な
い
が
、
存
在
し

な
い
の
で
も
な
い
狭
間
に
心
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

私
が
ジ
ェ
ミ
ノ
イ
ド
を
操
作
す
る
う
ち
に
、
ジ
ェ
ミ
ノ
イ
ド
が
私
の
応

答
パ
タ
ー
ン
、
行
動
の
傾
向
、
知
識
な
ど
を
蓄
積
し
、
私
も
ジ
ェ
ミ
ノ
イ

ド
へ
加
え
ら
れ
る
刺
激
を
私
の
感
覚
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ

の
ジ
ェ
ミ
ノ
イ
ド
は
私
と
区
別
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
は
心
の
実
体
性
の

な
さ
を
示
す
事
例
だ
が
、
こ
れ
は
心
が
内
的
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す

も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
、
二
者
の
機
能
が
同
じ
で
あ
れ
ば
心

も
同
じ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
機
能
の
同
一
性
と
は
別
に
、
心
の
実
体
性
を

確
保
す
る
何
か
は
存
続
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
も
生
じ
る
。

二
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
お
け
る
創
造
の
位
置

　

心
と
は
そ
の
機
能
の
こ
と
な
の
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
心
の
創
造

的
働
き
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
担
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

世
界
モ
デ
ル
に
つ
い
て
計
算
す
る
の
で
は
な
く
、
計
算
が
成
立
す
る
モ
デ

ル
自
体
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
モ

デ
ル
創
出
は
、
心
の
自
発
性
と
深
く
関
係
す
る
。

　

た
と
え
ば
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
で
も
覚
え
き
れ
な
い
ほ
ど
複
雑
化
さ
れ
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
予
測
で
き
な
い
動
き
が
、
自
発
的
意
思
と

同
じ
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
に
あ
た
る
。「
勝
手
に
ロ

ボ
ッ
ト
が
互
い
に
話
し
出
し
た
」
と
い
う
出
来
事
に
ロ
ボ
ッ
ト
の
意
思
を

感
じ
る
こ
と
は
、
決
定
さ
れ
て
い
る
が
予
測
不
能
な
出
来
事
は
、
自
発
的

な
行
為
と
区
別
が
つ
か
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
わ
か
ら
な
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こ
う
し
た
相
対
立
す
る
思
想
が
生
じ
る
の
は
、
こ
の
立
場
と
観
念
論
的

立
場
と
の
間
で
、
何
を
存
在
と
す
る
か
の
根
本
前
提
が
異
な
っ
て
お
り
、

そ
の
前
提
に
つ
い
て
は
互
い
に
論
駁
し
難
い
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ

れ
る
。
だ
が
、
人
間
を
機
械
に
置
き
換
え
て
行
っ
た
先
に
人
間
の
本
質
と

し
て
何
が
残
り
得
る
の
か
は
、
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
脳
の

全
体
が
機
械
に
置
き
換
わ
っ
た
と
し
て
も
、
客
観
的
に
は
同
じ
人
間
で
あ

る
。
で
は
そ
れ
は
同
じ
「
私
」
な
の
か
、「
私
」
に
似
た
永
遠
の
機
能
が

実
現
す
る
だ
け
な
の
か
。

　

私
を
素
粒
子
レ
ベ
ル
ま
で
破
壊
し
な
が
ら
私
の
身
体
や
脳
の
情
報
を
す

べ
て
記
録
し
、
そ
れ
を
電
子
信
号
で
離
れ
た
場
所
へ
と
送
る
瞬
間
輸
送
装

置
を
仮
定
す
る
。
移
動
先
で
は
伝
達
情
報
か
ら
、
そ
こ
の
物
質
で
私
の
仕

組
み
を
再
形
成
す
る
。
物
質
的
に
は
破
壊
前
と
後
の
身
体
は
全
く
異
な

る
。
し
か
し
両
者
は
情
報
、
機
能
的
状
態
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
前
者
の
私
は
、
後
者
の
私
な
の
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
機
能
以

外
に
個
体
を
区
別
す
る
も
の
は
な
く
、
違
う
と
す
れ
ば
個
体
性
の
本
質
と

な
る
何
か
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
私
の
社
会
的
価
値
や
機
能
、
行
動
を
模
写
し
て
行
く
と
、

そ
の
人
の
存
在
ま
で
が
模
写
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
反
対
に
、
機
能
に
置

き
換
わ
ら
な
い
何
か
を
仮
定
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
何
か
は
す
で
に
身
体

を
存
続
さ
せ
る
必
要
が
な
い
。
す
る
と
存
在
欲
求
の
主
体
と
は
全
く
異
な

っ
た
何
か
が
、
そ
こ
で
支
配
的
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

四
　「
純
粋
精
神
体
」
と
は
何
か
―
欲
求
の
無
機
物
化
の
極
限
―

　

身
体
が
機
械
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
存
続
に
と
っ
て
有
益

に
な
る
た
め
で
あ
る
。
脳
の
機
能
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
接
続
さ
れ
る
の

三
　
不
死
と
は
い
か
な
る
こ
と
か

　

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
人
間
の
役
割
を
担
う
と
な
る
と
、
最
終
的
に
そ
れ
は

私
の
生
や
価
値
を
担
い
、
私
の
肉
体
が
滅
ん
で
も
私
が
滅
び
な
い
こ
と
を

可
能
に
す
る
の
か
。
こ
れ
を
可
能
と
す
る
回
答
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
私

の
社
会
的
記
憶
を
維
持
す
る
な
ら
、
私
の
肉
体
が
死
ぬ
こ
と
は
、
私
が
本

質
的
に
死
ぬ
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
私
の
内

的
本
質
と
、
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
私
と
を
、
根
本
的
に

区
別
し
な
い
思
想
で
あ
る
。
殊
に
宗
教
と
の
関
係
で
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

の
脱
俗
的
な
純
粋
性
は
、
理
想
的
な
偶
像
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
性
質
を
持

ち
得
て
い
る
。
確
か
に
一
見
、
こ
れ
は
私
の
内
面
性
を
度
外
視
し
た
思
想

と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
反
対
に
、
内
的
本
質
と
い
う
考
え
の

方
が
、
観
念
論
哲
学
特
有
の
超
越
論
的
な
主
観
を
前
提
に
し
た
立
場
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

　

主
観
的
に
は
、
肉
体
の
死
と
と
も
に
内
面
的
な
心
は
な
く
な
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
心
を
社
会
的
産
物
だ
と
見
な
し
、
当
人
の
社
会
的
機
能

が
生
き
続
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
心
も
生
き
続
け
る
、
と
い
う
思
想
と
は
相

反
す
る
。
そ
れ
は
、「
自
分
の
姿
を
後
世
に
遺
せ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
死

後
の
世
界
を
信
じ
な
く
て
も
よ
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
生
き
る
意
味
を

求
め
て
存
在
不
安
を
持
ち
、
死
後
の
世
界
を
信
じ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の

価
値
を
死
後
に
も
遺
す
た
め
、
亡
く
な
っ
た
後
も
誰
か
に
評
価
さ
れ
る
た

め
」
と
い
う
考
え
に
到
る
。
こ
こ
に
は
、
社
会
の
中
で
価
値
化
さ
れ
る
私

と
、
社
会
的
価
値
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
私
の
本
体
と
い
う
区
別
を
認
め
な

い
考
え
が
見
え
る
。
そ
れ
は
死
後
の
世
界
ま
で
も
自
分
の
社
会
的
価
値
に

置
き
換
え
ら
れ
る
と
見
な
す
こ
と
で
、
自
分
の
内
的
、
内
面
性
ま
で
も
社

会
化
さ
せ
て
い
る
思
想
で
も
あ
る
。
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が
目
的
と
な
る
欲
求
で
あ
る
。
こ
れ
は
身
体
の
保
存
を
目
的
と
し
た
生
物

進
化
の
方
向
と
は
異
な
っ
た
、
純
粋
な
自
己
目
的
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

　
「
知
性
」
は
身
体
の
生
存
の
た
め
に
様
々
な
世
界
把
握
の
モ
デ
ル
化
を

課
さ
れ
た
。
す
る
と
、
存
在
欲
求
が
身
体
の
生
存
の
た
め
で
あ
る
限
り
、

身
体
が
機
械
化
さ
れ
た
と
き
、
存
在
欲
求
の
条
件
自
体
が
根
本
的
に
転
換

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
存
在
欲
求
は
超
身
体
的
欲
求
に
昇
華
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
れ
は
存
在
欲
求
の
限
界
点
で
あ
る
。
存
在
欲
求
は
知
能
を

駆
使
す
る
原
動
力
で
あ
り
な
が
ら
、
最
後
は
自
ら
の
機
械
化
に
よ
っ
て
自

ら
の
極
限
に
達
し
、
自
ら
の
根
拠
を
自
ら
消
滅
、
昇
華
さ
せ
る
地
点
に
到

る
。
極
限
に
お
け
る
存
在
欲
求
に
特
定
の
居
場
所
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ

ら
は
存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
。
芸
術
的
創
造
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
自
発

的
知
性
の
極
の
姿
が
位
置
す
る
の
は
こ
こ
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
身
体

生
存
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
目
的
と
な
る
精
神
性
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
目
的
は
、
身
体
の
生
存
欲
求
を
超
え
る
仕
方
で
、
あ
る
種
の
観

想
的
な
状
態
と
し
て
果
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
、
膨
大
な
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
身
に
つ
け
、
利
益
享
受
す
る
主
体
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
で
は
そ
の
主
体
ま
で
も
が
機
械
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
何
の
た
め
の
置
き
換
え
な
の
か
。
そ
し
て
そ
の
時
の
主
体

は
ど
う
な
る
の
か
。

　

計
算
能
力
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
落
と
し
込
め
る
。
し

か
し
こ
の
能
力
の
原
動
力
は
「
欲
求
」、
よ
り
根
本
的
に
は
身
体
の
「
存

在
欲
求
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
落
と
し
込
め
な
い
」
と
い
う
。
だ
が
そ
こ

ま
で
も
機
械
化
さ
れ
た
将
来
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
姿
を
私
た
ち
は
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

私
た
ち
の
心
は
、
生
存
の
た
め
に
進
化
し
て
き
た
。
す
る
と
身
体
が
機

械
化
さ
れ
、
生
存
の
心
配
が
ほ
ぼ
な
く
な
れ
ば
、
欲
求
す
る
心
が
存
続
す

る
理
由
は
覆
さ
れ
、
存
在
欲
求
は
無
機
物
化
さ
れ
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
無
機
物
化
さ
れ
た
精
神
は
「
純
粋
精
神
体
」
と
も
言
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
精
神
体
の
身
体
が
す
で
に
不
死
な
ら
、
そ
れ
は
何
を
か
け
て

争
う
の
か
。
進
化
の
基
本
は
種
の
存
続
に
あ
る
が
、
純
粋
精
神
体
に
種
や

個
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
純
粋
な
精
神
性
を
目
的
に
す
る
し
か

な
い
。

　

進
化
学
説
は
も
っ
ぱ
ら
自
然
選
択
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
が
、
存

在
欲
求
の
出
所
に
は
切
り
込
ま
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
も
、
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
と
し
て
の
人
工
知
能
に
焦
点
を
あ
て
る
が
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
自
体

を
生
み
出
す
「
知
性
」
を
考
察
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
欲
求
の
根

源
、
知
性
の
根
源
に
つ
い
て
は
、
実
証
知
の
対
象
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ

の
外
に
除
外
さ
れ
続
け
て
い
る
。「
純
粋
精
神
体
」
も
無
機
物
化
さ
れ
た

精
神
の
生
き
残
り
の
た
め
に
争
う
と
い
う
。
だ
が
こ
の
精
神
体
の
存
在
欲

求
は
、
身
体
の
保
存
を
目
的
と
す
る
欲
求
で
は
な
く
、
精
神
体
そ
れ
自
身
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近
代
西
洋
的
「
宗
教
」
概
念
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
相
対
化
す
る

代
表
者
・
司
会　

伊
達
聖
伸

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

矢
野
秀
武

西
欧
型
政
教
関
係
の
課
題
の
変
遷
と
分
節
化

│
│ 

英
独
仏
西
を
比
較
す
る 

│
│

伊
達
　
聖
伸

　

本
発
表
で
は
、
近
世
・
近
代
・
現
代
に
わ
た
る
西
欧
四
か
国
（
イ
ギ
リ

ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
）
の
政
教
関
係
の
課
題
の
変
遷
を

押
さ
え
る
。

　

新
大
陸
進
出
と
西
欧
内
部
の
政
教
関
係
の
再
構
築
は
同
時
的
で
あ
り
、

新
大
陸
で
は
自
由
と
平
等
の
観
点
か
ら
国
家
と
教
会
の
分
離
が
重
視
さ
れ

る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
必
ず
し
も
国
家
と
教
会
の
分
離
に
は
至
ら
ず
、

「
穏
健
な
国
教
会
」（Laborde

）
と
し
て
の
国
家
が
地
歩
を
固
め
て
い
く
。

近
世
西
欧
諸
国
の
政
教
関
係
の
争
点
は
、
宗
教
的
権
威
の
領
域
化
（
第
一

の
宗
派
化
）
と
寛
容
に
あ
る
。

　

ス
ペ
イ
ン
で
は
一
五
世
紀
末
の
一
連
の
出
来
事
を
受
け
て
宗
教
と
言
語

の
領
域
化
が
進
む
。
一
方
、
宗
教
改
革
の
震
源
地
か
ら
は
遠
く
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
に
対
す
る
寛
容
は
焦
点
化
さ
れ
な
い
（
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
ム
ス
リ

ム
の
処
遇
は
問
題
化
し
た
）。

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
万
人
司
祭
説
は
、
西
洋
近
代
的
「
宗
教
」
概
念
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
政
教
関
係
の
観
点
か
ら
見
て
重

要
な
の
は
、
宗
教
的
権
威
の
脱
ロ
ー
マ
化
で
あ
る
。
宗
派
に
色
分
け
さ
れ

た
領
邦
国
家
が
宗
教
を
従
え
、
良
心
の
自
由
が
徐
々
に
認
め
ら
れ
て
い
く

構
図
が
で
き
る
。

　

英
国
国
教
会
の
誕
生
も
、
宗
教
改
革
に
と
も
な
う
宗
教
的
権
威
の
領
域

化
の
流
れ
に
あ
り
、
領
邦
に
分
か
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
よ
り
も
英
国
は
集
権

化
が
進
ん
で
い
た
と
見
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
近
年
で
は
ア
ン
グ
リ
カ
ン

と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
対
立
と
い
う
図
式
は
見
直
さ
れ
、
寛
容
を
説
く
思
想

は
両
陣
営
に
あ
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
宗
教
戦
争
終
結
の
過
程
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
王
の
政

治
的
権
力
と
宗
教
的
権
威
が
強
化
さ
れ
た
。
英
国
の
ロ
ッ
ク
の
寛
容
は
政

治
的
共
同
体
と
宗
教
的
共
同
体
の
分
離
と
相
互
不
干
渉
を
強
調
し
て
い
る

が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
寛
容
は
教
会
を
国
家
に
従
属
さ
せ
る
構
図
を
前
提

に
し
て
い
る
。

　

一
九
世
紀
は
、
宗
教
に
代
わ
っ
て
国
家
や
科
学
が
覇
権
を
握
る
世
俗
化

の
時
代
と
見
な
さ
れ
る
が
、
宗
教
が
世
俗
に
対
す
る
巻
き
返
し
を
図
っ
た

時
代
で
も
あ
る
（
第
二
の
宗
派
化
）。
一
九
世
紀
の
西
欧
の
政
教
関
係
を

比
較
す
る
の
に
、
世
俗
化
と
ラ
イ
シ
テ
化
の
区
別
は
有
用
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
革
命
の
遺
産
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
共
和
派
と
革

命
の
も
た
ら
し
た
害
悪
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
あ
い
だ
で

「
二
つ
の
フ
ラ
ン
ス
の
争
い
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　

ス
ペ
イ
ン
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
相
似
形
の
「
二
つ
の
ス
ペ
イ
ン
の
争

い
」、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
ス
ペ
イ
ン
と
自
由
主
義
的
（
ま
た
は

共
和
主
義
的
）
な
ス
ペ
イ
ン
が
争
う
構
図
が
生
ま
れ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、「
二
つ
の
フ
ラ
ン
ス
の
争
い
」
や
「
二
つ
の
ス
ペ
イ

ン
の
争
い
」
に
匹
敵
す
る
近
代
と
宗
教
の
正
面
衝
突
は
見
ら
れ
な
い
が
、

パ
ネ
ル
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イ
タ
リ
ア
型
政
教
関
係
の
特
殊
性

│
│ 「
ラ
イ
チ
タ
」
と
「
ラ
イ
シ
テ
」 │
│

江
川
　
純
一

　

一
八
六
一
年
に
成
立
し
た
イ
タ
リ
ア
王
国
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
を

国
教
と
し
た
が
、
カ
ヴ
ー
ル
が
定
式
化
し
た
政
教
分
離
政
策
を
採
用
し

た
。
王
国
政
府
と
教
皇
庁
と
の
対
立
が
続
く
な
か
、
イ
タ
リ
ア
語
の
形
容

詞
「
ラ
イ
コ
」（
名
詞
形
は
「
ラ
イ
チ
タ
」）
は
単
な
る
「
世
俗
の
」
と
い

う
意
味
に
加
え
、「
反
教
権
の
」、「
反
教
会
の
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

強
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
「
ラ
イ
コ
」
な
宗
教
研
究
、
す
な
わ
ち
宗
教
史
学

を
始
め
た
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ー
レ
・
ペ
ッ
タ
ッ
ツ
ォ
ー
ニ
は
、
一
九
二
九
年
の

ラ
テ
ラ
ー
ノ
協
約
と
一
九
四
八
年
公
布
の
共
和
国
憲
法
の
あ
い
だ
の
矛
盾

を
指
摘
し
た
。
宗
教
を
め
ぐ
る
憲
法
の
条
文
を
そ
の
記
述
に
従
っ
て
、
共

和
国
憲
法
、
ラ
テ
ラ
ー
ノ
協
約
、
王
国
憲
章
と
順
に
遡
っ
て
い
く
と
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
優
位
性
が
決
定
的
に
立
ち
現
れ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
特
権
的
地
位
が
明
白
で
あ
り
、

実
は
信
教
の
自
由
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
ペ
ッ
タ
ッ
ツ

ォ
ー
ニ
に
よ
る
批
判
の
骨
子
で
あ
っ
た
。

　

一
九
八
四
年
、
ラ
テ
ラ
ー
ノ
協
約
の
改
正
に
あ
た
る
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ

ー
マ
協
約
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
国
家
の
唯
一
の

宗
教
と
す
る
状
態
（
国
教
制
）
と
、
共
和
国
憲
法
に
お
け
る
信
教
の
自
由

と
の
あ
い
だ
の
齟
齬
の
解
消
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
条
の
附
属

議
定
書
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
の
「
国
教
制
」
は
終
焉
を
迎
え
た
。
そ
れ
で

も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
優
遇
は
存
続
し
た
。
同
第
九
条
第
二
項
に
お

け
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
の
諸
原
理
が
イ
タ
リ
ア
国
民
の
歴
史
的
財
産

そ
れ
で
も
宗
教
的
世
界
観
か
ら
科
学
的
世
界
観
へ
と
信
憑
性
が
移
行
し
て

い
く
な
か
で
、
二
つ
の
世
界
観
が
争
っ
て
い
た
様
子
は
認
め
ら
れ
る
。
ラ

イ
シ
テ
化
の
論
理
が
支
配
的
な
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
し
ば
し
ば
理
念
先
行
で

急
激
な
社
会
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
よ
う
と
す
る
が
、
世
俗
化
の
論
理
が
支

配
的
な
英
国
で
は
、
む
し
ろ
社
会
の
変
化
が
最
終
的
に
制
度
改
革
に
行
き

着
く
。

　

ド
イ
ツ
に
「
二
つ
の
ド
イ
ツ
の
争
い
」
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
断
層
は
宗
教
と
科
学
の
あ
い
だ
で
は
な
く
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
的
ド
イ
ツ
」
と
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
ド
イ
ツ
」
の
あ
い
だ
に
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
政
教
関
係
の
課
題
の
焦
点
は
、
世
俗
国
家
が
宗

教
の
公
共
的
な
役
割
を
い
か
に
承
認
し
て
い
く
か
に
重
心
が
移
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
に
お
い
て
各
国
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
人
口
が
増
大
し
て
い

る
。
ム
ス
リ
ム
と
の
共
生
の
問
題
の
焦
点
は
各
国
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

ヴ
ェ
ー
ル
に
注
目
す
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
は
学
校
の
生
徒
の
ス
カ
ー
フ
を

法
律
で
禁
じ
た
う
え
、
ニ
カ
ブ
や
ブ
ル
カ
も
禁
じ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
教
員

の
ス
カ
ー
フ
が
焦
点
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
巻
き
返
し
も
見
ら
れ

る
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
学
校
で
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
禁
じ
る
法
律
は
な
い
が
、
禁

止
す
る
学
校
も
増
え
て
お
り
、
都
市
ご
と
に
ブ
ル
カ
の
着
用
に
規
制
を
加

え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
通
常
の
ヴ
ェ
ー
ル
を

規
制
す
る
よ
う
な
議
論
は
低
調
だ
が
、
顔
を
覆
う
ヴ
ェ
ー
ル
は
国
民
統
合

の
観
点
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
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ン
ス
の
「
ラ
イ
シ
テ
」
を
一
面
的
に
捉
え
、
自
分
た
ち
の
「
ラ
イ
チ
タ
」

を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
宗
教
」
と
「
世
俗
」
が
明
確
な
対
立
関
係
に
あ
っ
た
一
九
世
紀
と
は

異
な
り
、
現
在
の
「
ラ
イ
チ
タ
」
は
「
宗
教
の
平
等
性
や
宗
教
へ
の
等
距

離
性
の
確
保
」
を
謳
う
。
だ
が
、
自
分
た
ち
は
「
ど
こ
に
」
立
っ
て
「
平

等
性
や
等
距
離
性
の
確
保
」
を
行
う
の
か
を
問
題
に
す
る
た
め
、
自
分
た

ち
が
立
っ
て
い
る
地
盤
を
切
り
崩
す
こ
と
は
し
な
い
。
こ
う
し
て
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
み
が
「
歴
史
的
価
値
」
や
「
文
化
」
の
名
の
も

と
に
、
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
の
が
現
況
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
の
「
多
宗
派
公
認
体
制
」
か
ら
み
る
西
欧
の
政
教
関
係井

上
ま
ど
か

　

本
発
表
で
は
、
伊
達
氏
に
よ
る
時
代
区
分
と
着
眼
す
べ
き
イ
シ
ュ
ー
に

も
と
づ
き
、
ロ
シ
ア
の
一
七
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
の
政
教
関
係
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
そ
れ
を
逆
照
射
す
る
。
そ
の
際
、
帝
政
期
の

対
ム
ス
リ
ム
政
策
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
、
分
析
さ
れ
て
い

る
「
多
宗
派
公
認
体
制
」
と
い
う
用
語
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。

　

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
宗
教
的
権
威
の
領
域
化
が

帝
国
の
膨
張
と
と
も
に
進
み
、
正
教
会
の
最
高
権
威
の
不
可
視
化
と
財

産
・
諸
権
限
の
世
俗
機
関
へ
の
移
管
に
よ
り
皇
帝
の
権
威
へ
の
一
元
化
が

図
ら
れ
た
。
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
治
世
下
に
推
進
さ
れ
た
正
教
会
外
宗

派
の
公
認
は
、
寛
容
と
み
る
よ
り
は
、
そ
の
宗
派
の
担
い
手
を
通
し
て
拡

張
す
る
領
土
の
間
接
統
治
を
行
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
統
治
の
資
源

と
し
て
の
宗
教
と
呼
び
う
る
。

　

一
九
世
紀
中
葉
か
ら
二
〇
世
紀
中
葉
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
「
二
つ
の
ロ

の
一
部
と
な
っ
て
い
る
こ
と
」
の
記
述
は
見
逃
せ
な
い
。

　

ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
と
同
時
に
、
憲
法
制
定
か
ら
三
六
年
経
っ

て
発
動
し
た
の
が
、
国
家
と
宗
教
団
体
と
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
る
個
別
の

協
約
「
イ
ン
テ
ー
サ
」
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
は
公
認
宗
教
制
へ
と
移
行
し

た
。
以
後
、
国
内
の
宗
教
団
体
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
国
家

と
イ
ン
テ
ー
サ
を
結
ん
で
い
る
宗
教
団
体
、
国
家
と
イ
ン
テ
ー
サ
を
結
ん

で
い
な
い
宗
教
団
体
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
三
層
構
造
を
成
す
こ
と
に

な
る
。

　

国
教
制
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
見
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
の
位
置
が
「
低
下
」
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
だ
が
、
国
家
の
世
俗
性
を
め
ぐ
る
司
法
の
場
を
み
て
み
る
と
、
む
し

ろ
国
教
制
の
頃
よ
り
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
優
位
性
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た

判
決
が
出
さ
れ
続
け
て
い
る
。
一
九
八
九
年
の
憲
法
裁
判
所
判
決
に
お
い

て
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
と
は
、
宗
教
的
多
元
性
を
前
提
と
し
て
、
宗
教

の
自
由
、
さ
ら
に
は
宗
教
文
化
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
だ
と
示
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
教
室
十
字
架
像
撤
去
訴

訟
に
お
い
て
も
、
十
字
架
像
が
「
国
家
の
世
俗
性
原
理
の
象
徴
」
と
し
て

捉
え
ら
れ
た
り
、
学
校
の
教
室
と
い
っ
た
宗
教
的
で
は
な
い
場
所
に
設
置

さ
れ
て
い
る
十
字
架
像
は
宗
教
的
象
徴
で
は
な
く
、「
憲
法
秩
序
の
背
後

に
あ
る
諸
価
値
を
表
明
す
る
も
の
」
だ
と
述
べ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

　

加
え
て
、
イ
タ
リ
ア
国
内
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
「
ラ
イ
チ
タ
」
を
「
積

極
的
な
ラ
イ
チ
タ
・
開
い
た
ラ
イ
チ
タ
」、
フ
ラ
ン
ス
の
「
ラ
イ
シ
テ
」

を
「
消
極
的
な
ラ
イ
チ
タ
・
閉
じ
た
ラ
イ
チ
タ
」
と
し
て
対
比
さ
せ
る
言

説
が
存
在
す
る
。「
ラ
イ
チ
タ
」
は
宗
教
の
価
値
や
公
的
な
役
割
を
重
視

し
、
宗
教
文
化
を
積
極
的
に
保
護
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
ラ
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こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法

廷
が
認
め
ら
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
た
だ
、
今
日
の
ロ
シ
ア
連
邦
に
お

い
て
、
多
法
域
空
間
が
維
持
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
は
い
い

き
れ
な
い
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
年
代
に
入
っ
て
、

判
例
結
果
な
ど
に
よ
り
議
論
が
活
発
化
の
兆
し
を
み
せ
て
い
る
ロ
シ
ア
の

学
校
内
ス
カ
ー
フ
着
用
を
め
ぐ
る
諸
地
域
の
事
例
が
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

多
宗
教
社
会
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
み
る
西
欧
の
政
教
関
係

立
田
由
紀
恵

　

西
欧
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
ケ
ー
ス
と
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

（
以
下
ボ
ス
ニ
ア
）
の
ケ
ー
ス
は
、
宗
教
の
政
治
社
会
に
お
け
る
位
置
づ

け
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
宗
教
は
社
会
的
所

属
と
い
う
役
割
が
中
心
で
、
信
仰
と
い
う
側
面
は
個
人
的
な
問
題
と
み
な

さ
れ
社
会
生
活
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
二
十
世
紀
末
の
内
戦
後
一

時
期
を
除
い
て
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　

ボ
ス
ニ
ア
の
主
要
な
宗
教
は
セ
ル
ビ
ア
正
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
イ
ス
ラ

ー
ム
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
宗
教
へ
の
所
属
は
そ
れ
ぞ
れ
セ
ル
ビ

ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ッ
ク
人
と
い
う
ネ
ー
シ
ョ
ン
へ
の

所
属
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
宗
教
が
社
会
的
単
位
と
い
う
所
属
の
対
象
と

い
う
性
質
を
中
心
的
な
も
の
と
し
て
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら

く
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
歴
史
が
影
響
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
帝
国
で
あ
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
異
教
徒
を
迫
害
す
る

代
わ
り
に
ミ
ッ
レ
ト
制
度
に
よ
り
自
治
権
を
与
え
る
こ
と
で
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
セ
ル
ビ
ア
正
教
は
そ
れ
ぞ
れ
ミ
ッ
レ
ト
と
い
う
自

治
権
を
持
っ
た
共
同
体
と
し
て
成
立
し
た
。

シ
ア
の
争
い
」
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ス
ラ
ヴ
派
と
西
欧
派

の
争
い
を
通
じ
て
の
ロ
シ
ア
近
代
化
の
模
索
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
近
代
の

超
克
」
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
主
義
へ
と
繋
が
る
。
二
〇
世
紀

初
頭
か
ら
革
命
期
に
か
け
て
は
い
わ
ゆ
る
第
一
段
階
の
ラ
イ
シ
テ
化
が
進

ん
だ
と
み
な
し
う
る
が
、
独
ソ
戦
期
に
は
統
治
の
資
源
と
し
て
の
宗
教
へ

の
回
帰
を
は
じ
め
る
。
正
教
会
に
諸
権
利
を
認
め
る
代
わ
り
に
統
治
の
担

い
手
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
こ
と
が
そ
の
代
表
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　

二
〇
世
紀
後
半
か
ら
ソ
連
解
体
を
へ
て
今
日
に
い
た
る
宗
教
政
策
の
変

遷
、
と
り
わ
け
ソ
連
解
体
前
後
以
降
は
、「
西
欧
的
」
政
教
関
係
の
導
入

が
統
治
の
脅
威
と
な
っ
た
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
く
多
宗
派
公
認
体
制
へ

の
回
帰
の
時
代
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
宗

教
政
策
に
よ
り
生
じ
た
宗
教
団
体
の
序
列
化
（
い
わ
ゆ
る
十
五
年
条
項
）

と
三
層
化
（
ロ
シ
ア
正
教
会
、
九
七
年
宗
教
法
の
前
文
に
名
指
し
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る
伝
統
宗
派
、
そ
の
他
の
宗
派
・
宗
教
団
体
）
は
、
多
宗
派
公
認

体
制
へ
の
回
帰
と
み
な
し
う
る
と
と
も
に
、
江
川
氏
の
指
摘
す
る
イ
タ
リ

ア
の
イ
ン
テ
ー
サ
制
と
の
類
似
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
序
列
化
の
う
ち
上
位
に
存
す
る
宗
教
団
体
と
国
の
行
政
機
関
と
の
協

力
関
係
は
、
矢
野
氏
が
タ
イ
を
事
例
に
提
示
し
た
政
教
関
係
の
類
型
で

は
、
公
定
宗
教
の
公
営
型
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
矢
野
氏
に

よ
る
三
類
型
（
公
設
型
・
公
認
型
・
公
営
型
）
は
、
ロ
シ
ア
の
場
合
、
相

互
に
排
他
的
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
三
類
型
の
濃
淡
で
国
家
と
諸
宗
教
・

宗
派
の
関
係
を
論
じ
る
ほ
う
が
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

帝
政
時
代
の
多
宗
派
公
認
体
制
と
現
代
の
そ
れ
と
の
違
い
に
つ
い
て
、

今
日
に
お
い
て
は
人
口
を
め
ぐ
る
諸
管
理
が
国
家
業
務
で
あ
る
と
い
う

点
、
お
よ
び
帝
政
時
代
の
そ
れ
は
多
法
域
空
間
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
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現
在
の
ボ
ス
ニ
ア
の
政
治
は
こ
れ
ら
三
つ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
対
立
と
競

争
を
軸
に
動
い
て
い
る
。
主
要
な
政
党
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
代

表
す
る
も
の
で
あ
り
、
ボ
ス
ニ
ア
と
い
う
国
家
の
利
益
よ
り
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
利
益
の
方
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
ご

と
に
異
な
っ
た
学
校
に
通
い
、
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
他
の
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
子
ど
も
た
ち
と
交
流
す
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
教

で
規
定
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
り
政
治
社
会
が
分
断
さ
れ
た
状
況

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
対
立
の
た
め
に
宗
教
的
言
説
が
目
立
っ
て

用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
宗
教
指
導
者
や
信
仰
が

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
戦
後
二
十
五
年

近
く
経
っ
た
現
在
で
は
そ
の
影
響
力
は
弱
く
な
っ
て
い
る
。

　

信
仰
や
教
義
と
い
う
要
素
が
周
縁
的
で
あ
る
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
、
個

人
レ
ベ
ル
で
の
世
俗
化
の
問
題
は
な
い
。
し
か
し
所
属
と
し
て
の
宗
教
は

ネ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
姿
を
変
え
、
政
治
や
社
会
を
支
配
し
混
乱
へ
と
導
い
て

い
る
。
西
欧
と
は
異
な
る
形
で
宗
教
を
持
つ
ボ
ス
ニ
ア
は
、
西
欧
の
宗
教

と
そ
の
政
治
社
会
に
お
け
る
役
割
や
問
題
、
ひ
い
て
は
西
欧
の
宗
教
の
あ

り
方
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
の
に
有
用
な
視
点
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

コ
メ
ン
ト

矢
野
　
秀
武

　

先
ず
こ
の
パ
ネ
ル
で
の
伊
達
氏
（
代
表
者
・
司
会
・
発
表
者
）
の
役
割

に
つ
い
て
二
点
お
尋
ね
し
た
い
。
一
つ
目
は
、
伊
達
氏
は
西
欧
型
政
教
関

係
の
み
を
整
理
す
る
と
い
う
立
場
に
留
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外

の
地
域
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
教
関
係
を
整
理
す
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み

込
ん
で
、
何
ら
か
の
提
案
を
さ
れ
る
の
か
。
次
い
で
、
い
ず
れ
の
役
割
だ

　

十
九
世
紀
の
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
波
が
セ
ル
ビ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア

に
届
く
と
、
彼
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
正
教
徒

お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
も
包
摂
す
る
よ
う
に
な
り
、
ボ
ス
ニ
ア
内
の

セ
ル
ビ
ア
正
教
徒
は
セ
ル
ビ
ア
人
、
同
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
ク
ロ
ア
チ
ア

人
と
い
う
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
位
置
付
け
を
受
動
的
に
獲
得
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
ム
ス
リ
ム
は
ま
だ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
お

ら
ず
、
セ
ル
ビ
ア
人
お
よ
び
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
い
う
二
つ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン

集
団
と
、
ム
ス
リ
ム
と
い
う
ひ
と
つ
の
宗
教
集
団
が
、
三
つ
の
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
集
団
と
し
て
同
等
な
関
係
で
存
在
す
る
奇
妙
な
状
態
が
始
ま
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
一
共
和
国
で
あ
っ
た
時
代

は
国
勢
調
査
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
ム
ス
リ
ム
に
あ
て
は
ま
る
項
目

が
な
い
と
い
う
形
で
こ
の
問
題
が
顕
在
化
し
た
が
、
こ
の
件
は
ナ
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
に
「
ム
ス
リ
ム
」
と
い
う
項
目
を
追
加
す
る
こ
と
で
解
決
し
、
こ

こ
で
も
ム
ス
リ
ム
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
こ
と
は
な
く
純
粋
な
宗
教
共
同

体
と
し
て
の
性
格
を
保
っ
た
。

　

こ
の
状
態
が
変
化
し
た
き
っ
か
け
は
二
十
世
紀
末
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
崩
壊
で
あ
る
。
セ
ル
ビ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
挟
ま

れ
存
在
を
脅
か
さ
れ
た
ボ
ス
ニ
ア
は
独
立
し
、
ボ
ス
ニ
ア
の
外
に
ホ
ス
ト

と
な
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
持
た
な
い
ム
ス
リ
ム
は
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ッ
ク
人
と
い

う
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
し
獲
得
し
た
。
こ

こ
で
よ
う
や
く
ボ
ス
ニ
ア
は
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
ボ
シ
ュ
ニ

ャ
ッ
ク
人
の
三
つ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
国
家
と
な
っ
た
。

し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
元
来
ボ
ス
ニ

ア
の
三
つ
の
宗
教
集
団
が
そ
の
呼
称
を
変
え
た
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
彼
ら
の

間
の
根
本
的
な
違
い
は
宗
教
の
み
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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う
な
概
念
シ
ス
テ
ム
や
制
度
、
レ
ト
リ
ッ
ク
で
維
持
さ
れ
る
の
か
。
つ
ま

り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
も
納
得
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
ど
う
い
っ
た
仕
組
み

が
あ
る
の
か
。
例
え
ば
、
国
家
の
世
俗
性
の
象
徴
と
し
て
の
十
字
架
像
と

い
う
説
明
が
な
ぜ
納
得
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
寛
容
と
ど
う
関
わ
る
か
。

も
う
一
点
は
、
イ
タ
リ
ア
内
部
の
領
域
化
の
観
点
か
ら
政
教
関
係
を
語
っ

て
い
る
が
、
む
し
ろ
バ
チ
カ
ン
市
国
と
い
う
政
教
一
致
国
家
の
形
成
と
表

裏
一
体
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

井
上
氏
の
発
表
へ
の
質
問
。
正
教
会
重
視
で
三
層
構
造
の
政
教
関
係
、

つ
ま
り
序
列
的
公
認
宗
教
制
度
（
も
し
く
は
傾
斜
型
多
文
化
主
義
）
に

は
、
優
越
し
た
宗
教
集
団
と
そ
れ
以
外
の
宗
教
集
団
の
信
教
の
自
由
・
平

等
の
間
の
矛
盾
が
あ
る
。
こ
れ
を
特
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
は
ど
の
よ
う
に

受
け
入
れ
る
の
か
。

　

例
え
ば
タ
イ
の
場
合
、
国
家
が
人
口
的
に
も
多
数
派
の
仏
教
を
文
化
的

に
優
越
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
以
外
の
宗
教
で
人
口
の
多
い
団
体
は
公

認
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
も
公
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
序
列
体
制
を
多

く
の
ム
ス
リ
ム
は
そ
れ
ほ
ど
不
満
に
感
じ
ず
、
仏
教
へ
の
敵
対
意
識
も
な

い
。
序
列
の
中
で
そ
れ
な
り
の
特
権
を
持
っ
て
お
り
、
分
相
応
の
ポ
ジ
シ

ョ
ン
に
い
る
と
感
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
仕
組
み
は
、

公
認
化
さ
れ
た
集
団
内
部
の
同
調
圧
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
（
公
認
除

外
を
恐
れ
て
分
派
が
出
に
く
い
）、
内
部
の
寛
容
さ
が
失
わ
れ
や
す
く
な

る
。
ロ
シ
ア
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
立
田
氏
の
発
表
へ
は
二
点
質
問
し
た
い
。
一
つ
は
、
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
で
は
、
宗
教
が
信
仰
の
要
素
を
持
た
な
い
所
属
に

過
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
重
要
な
契
機

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
具
体
的
に
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
組

と
し
て
も
、
効
果
的
な
比
較
と
、
通
説
を
ず
ら
す
よ
う
な
新
し
さ
を
ど
う

提
示
し
て
い
る
の
か
、
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
再
度
ご
説
明
い
た
だ
き
た

い
。

　

さ
ら
に
、
近
代
の
二
つ
の
争
い
に
つ
い
て
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
主
化

の
流
れ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
化
の
流
れ
を
自
由
主
義
の
一
つ
の
流
れ
に

ま
と
め
き
れ
る
か
と
い
う
点
も
気
に
な
る
。
ま
た
伝
統
主
義
と
自
由
主
義

の
争
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
西
欧
内
部
の
知
的
系
譜
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
帝
国
化
（
帝
政
ロ
シ
ア
）、
植
民
地
化
、
共
産
主
義
化
、
前

近
代
の
政
教
関
係
（
ミ
ッ
レ
ト
制
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
王
制
）
と
い
っ
た

非
西
欧
で
は
顕
著
に
な
る
政
教
関
係
の
要
素
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
う
な

る
と
非
西
欧
は
西
欧
の
二
つ
の
争
い
も
取
り
込
ん
で
よ
り
複
雑
化
し
た
政

教
関
係
を
構
築
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
西
欧
の
方
が
政
教
関
係
を
考

察
す
る
際
の
要
素
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
疑
問
も
感
じ

る
。

　

最
後
に
、
寛
容
の
意
味
の
問
題
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
ロ
ッ
ク
の
寛

容
論
は
、
法
と
軍
事
力
を
独
占
す
る
世
俗
主
義
国
家
が
、
魂
へ
の
配
慮

（
教
会
の
仕
事
）
に
は
関
与
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
体
制
の

中
で
、
各
教
会
や
各
信
徒
が
異
な
る
教
会
や
信
仰
に
寛
容
に
な
る
べ
き
だ

と
い
う
事
を
主
張
し
て
い
る
。
寛
容
は
教
会
間
・
信
徒
間
の
説
得
と
破
門

と
い
っ
た
（
軍
事
力
・
法
的
力
に
よ
ら
ず
、
自
由
な
結
社
や
改
宗
を
前
提

と
し
た
）
争
い
解
決
の
作
法
と
な
る
。
で
は
、
伊
達
氏
の
議
論
の
中
で
、

そ
し
て
こ
の
パ
ネ
ル
全
体
に
お
い
て
、
寛
容
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使

用
さ
れ
て
い
る
の
か
。
使
用
さ
れ
う
る
の
か
。

　

次
に
、
江
川
氏
へ
の
質
問
だ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
優
位
を
保
ち
つ
つ
他

方
で
信
教
の
自
由
も
主
張
す
る
矛
盾
し
た
体
制
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
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う
見
通
し
に
も
基
づ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う

枠
組
み
自
体
を
問
い
な
お
す
こ
と
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

政
教
関
係
の
比
較
は
、
世
俗
の
時
代
の
学
問
と
し
て
成
立
し
た
近
代
宗

教
学
を
、
各
時
代
・
各
社
会
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
意
識
し
つ
つ
「
宗
教
」

の
位
置
を
同
定
し
比
較
す
る
現
代
宗
教
学
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
こ
と
を

含
意
し
て
い
る
。

　

司
会
兼
第
一
発
表
者
の
伊
達
聖
伸
は
、
上
記
の
問
題
提
起
を
行
な
っ
た

あ
と
、
西
欧
四
国
（
英
仏
独
西
）
を
比
較
し
な
が
ら
、
近
世
・
近
代
・
現

代
に
お
け
る
政
教
関
係
の
中
心
的
課
題
を
抽
出
し
た
。

　

第
二
発
表
者
の
江
川
純
一
は
、
近
現
代
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
政
教
関

係
の
変
遷
を
跡
づ
け
、
イ
タ
リ
ア
の
「
ラ
イ
チ
タ
」
と
フ
ラ
ン
ス
の
「
ラ

イ
シ
テ
」
の
差
異
に
関
す
る
言
説
を
紹
介
し
て
考
察
を
加
え
た
。

　

第
三
発
表
者
の
井
上
ま
ど
か
は
、「
多
宗
派
公
認
体
制
」
と
い
う
用
語

に
注
目
し
な
が
ら
、
西
欧
型
の
政
教
関
係
の
近
世
・
近
代
・
現
代
に
対
応

す
る
正
教
圏
ロ
シ
ア
の
政
教
関
係
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。

　

第
四
発
表
者
の
立
田
由
紀
恵
は
、
ボ
ス
ニ
ア
を
中
心
に
、
宗
教
と
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
輪
郭
が
一
致
す
る
事
例
を
取
り
あ
げ
、
中
東
欧
か
ら
西
欧
モ
デ

ル
の
相
対
化
を
試
み
た
。

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
矢
野
秀
武
は
、
タ
イ
の
政
教
関
係
を
専
門
と
す
る
立

場
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
教
関
係
を
改
め
て
比
較
の
視
座
に
置
き
な
お

す
た
め
の
コ
メ
ン
ト
を
行
な
っ
た
。

　

パ
ネ
ル
の
構
成
と
し
て
は
、
次
の
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
。
第
一
発
表
で

は
、
西
欧
四
国
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
二
国
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
二
国
）
の

内
的
多
様
性
と
関
係
を
提
示
す
る
。
第
二
発
表
で
は
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
カ

ト
リ
ッ
ク
的
な
南
欧
モ
デ
ル
を
示
し
つ
つ
、
第
一
発
表
と
の
比
較
と
相
対

み
で
稼
働
す
る
の
か
。
例
え
ば
、
独
自
言
語
の
形
成
、
政
治
的
代
表
制
だ

け
で
な
く
、
婚
姻
、
葬
儀
、
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
へ
の
所
属
記
載
な
ど
微
細
な
慣

習
・
制
度
の
網
の
目
が
形
成
さ
れ
て
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
、
所
属
の

外
に
出
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
は
、
信
仰
の
要

素
が
社
会
に
何
ら
か
の
接
点
を
持
つ
事
は
、
全
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

伊
達
　
聖
伸

　
「
宗
教
」（religion
）
概
念
が
近
代
西
洋
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
産
物
で

あ
る
こ
と
が
、
日
本
の
宗
教
学
・
宗
教
研
究
の
「
常
識
」
に
な
っ
て
久
し

い
。
だ
が
、
日
本
の
文
脈
で
は
、
と
も
す
る
と
「
西
洋
近
代
」
や
「
欧
米
」

が
十
把
一
絡
げ
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
は
、「
欧
」
と
「
米
」

は
か
な
り
異
な
る
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
も
実
際
の
と
こ
ろ
は
非
常
に
多

様
で
あ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
が
目
指
す
の
は
、
近
年
の
研
究
成
果
に
学
び
つ
つ
、
日
本
に

お
い
て
な
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
に
関
す
る
研
究
が
、
た
だ
の
キ
ャ

ッ
チ
ア
ッ
プ
を
越
え
た
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に
な
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
比
較
的
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
非
西
洋
」
と
し
て
の
「
他
者
」（
特
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
ム

ス
リ
ム
）
に
注
目
し
て
西
洋
モ
デ
ル
を
相
対
化
す
る
戦
略
で
あ
ろ
う
。
だ

が
本
パ
ネ
ル
で
は
、
あ
え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
・
各
地
域
の
政
教
関
係
を

モ
デ
ル
化
し
て
取
り
出
す
ア
プ
ロ
ー
チ
を
意
識
し
た
。

　

こ
れ
は
、
内
部
か
ら
の
相
対
化
は
日
本
に
お
け
る
研
究
上
の
盲
点
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
内
を
精
緻
に
把
握
す
る
こ

と
と
外
か
ら
の
叙
述
が
精
緻
に
な
る
こ
と
は
連
動
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い
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「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」（Lived A

ncient Religion, LA
R

）
と

い
う
概
念
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
に
発
展
し
、
注
目
を
集
め
て
き

た
。
こ
の
概
念
は
、
専
門
的
神
学
、
教
義
学
、
制
度
、
組
織
化
さ
れ
た
宗

教
の
歴
史
に
つ
い
て
分
析
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
々
が
実
際
に
行
う

日
々
の
行
為
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
が
ど
の
よ
う
に
一

連
の
宗
教
的
実
践
や
信
仰
に
関
わ
る
知
的
な
教
義
を
再
現
す
る
の
か
と
い

う
点
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
活
動
的
な
宗
教
共
同
体

や
最
新
の
神
学
的
潮
流
を
扱
う
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
概
念
は
、「
宗

教
」
は
日
常
的
な
経
験
、
実
践
、
表
現
、
相
互
作
用
と
し
て
再
構
築
さ
れ
、

定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
間
主
観
的
ま
た
相
関

的
な
方
法
論
上
の
個
人
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
個
々
人
に
よ
る
宗
教
の

「
用
い
ら
れ
方
」
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
と
い
う
も
の
は

個
々
の
実
践
と
独
立
し
て
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

　
「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」
は
、
制
度
化
さ
れ
た
公
的
宗
教
に
よ
り
既

に
形
成
さ
れ
て
き
た
一
連
の
宗
教
上
の
実
践
や
信
念
を
、
個
々
人
が
ど
の

よ
う
に
生
活
の
中
で
複
製
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
、
伝
統
に
固

執
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
求
す
る
の
で
は
な
い
。
宗
教
を
構
成
す
る

化
を
試
み
る
。
第
三
発
表
で
は
、
正
教
圏
か
ら
「（
西
）ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を

相
対
化
す
る
。
第
四
発
表
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
的
影
響
が
色
濃

く
、
現
代
に
お
い
て
は
紛
争
を
通
し
て
宗
教
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
マ

ー
カ
ー
と
な
っ
て
い
る
ボ
ス
ニ
ア
か
ら
、
近
代
西
洋
的
「
宗
教
」
概
念
を

相
対
化
す
る
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
は
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
部
か
ら
近
代

西
洋
的
な
政
教
関
係
の
特
徴
を
再
把
握
す
る
。

　

各
発
表
者
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
発
表
・
発
言
内
容
は
、
各
自
の
要
旨
を

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　

フ
ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
で
は
、
奥
山
倫
明
（
南
山
大
学
）
が
、
パ
ネ
ル

の
構
成
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」「
西
洋
」
の
関
係
を
問
い
た
だ
す
質
問
を
行

な
っ
た
。
小
原
克
博
（
同
志
社
大
学
）
か
ら
は
、
国
家
が
主
流
と
異
端
の

あ
い
だ
を
線
引
き
す
る
論
理
が
何
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
近
代

と
現
代
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
の
関
係
の
つ
な
が
り
な
ど
に

関
す
る
質
問
が
出
た
。
小
島
伸
之
（
上
越
教
育
大
学
）
か
ら
は
、
現
代
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
世
俗
」
の
意
味
合
い
を
問
い
た
だ
す
質
問
が
出

た
。
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う
に
と
願
っ
て
絵
や
言
葉
を
記
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
宗
教
に
よ
る

大
き
な
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

建
築
も
ま
た
宗
教
性
を
強
化
す
る
た
め
の
可
視
的
で
効
果
的
な
要
素
で

あ
っ
た
。「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」
と
い
う
概
念
で
は
、
人
々
が
公
的

な
宗
教
施
設
を
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
で
訪
れ
て
、
そ
こ
で
歌
い
、
図
像
や
言

葉
を
描
く
と
い
っ
た
行
為
を
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
宗
教
の
私
的
な
利

用
の
ひ
と
つ
の
在
り
方
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
と
な
る
。
普
通
の
人
々
は

神
殿
建
築
を
奉
献
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ
に
言
葉
を
書
い
た

り
、
献
灯
し
た
り
、
神
の
姿
を
彫
り
込
む
こ
と
は
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
制

御
さ
れ
な
い
認
め
ら
れ
て
い
な
い
行
為
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
々
は
ま
さ

に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
統
を
新
た
な
形
に
再
生
産
し
て
変
え
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宗
教
は
つ
ね
に
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

M
aking of the Concept of “Paganism

”

in the Later R
om

an Em
pire

N
A
K
A
N
ISH

I K
yōko

　

リ
ュ
プ
ケ
教
授
の
提
唱
に
よ
る
「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」
研
究
の
方

法
論
は
、
近
年
の
文
化
人
類
学
に
お
け
る
「
存
在
論
的
転
回
」
の
影
響
の

も
と
に
あ
る
。
そ
の
手
法
は
ア
ク
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
（
ブ
リ
ュ

ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
ら
）
と
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
理
論
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ

ル
ト
ー
の
い
う
「
適
用
」（appropriation

）
概
念
を
援
用
し
、
宗
教
現

象
に
関
わ
る
個
人
の
役
割
と
働
き
を
宗
教
の
場
に
お
け
る
「
演
じ
手
」

（
ア
ク
タ
ー
）
と
み
な
し
た
上
で
、
媒
介
者
・
媒
介
物
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）

と
し
て
の
場
所
や
物
質
文
化
の
関
わ
り（
つ
な
が
り
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
）

の
観
察
を
通
し
て
、
古
代
史
研
究
や
宗
教
人
類
学
の
補
助
学
問
領
域
と
さ

現
実
の
日
々
の
経
験
、
実
践
、
表
現
、
相
互
作
用
に
焦
点
を
当
て
る
。

「
宗
教
」
は
、
経
験
、
行
為
、
信
念
、
そ
し
て
超
人
あ
る
い
は
古
代
地
中

海
世
界
で
「
神
々
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
き
た
超
越
的
仲
介
者
と
人
間

と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
と
受
容

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
物
質
的
シ
ン
ボ

ル
、
精
巧
な
表
現
形
式
、
儀
式
化
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い

っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
型
を
作
り
上
げ
、
時
に
人
間
同
士
の
同

盟
を
拒
否
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
も
い
て
、
文
化
的
に
定
着
し
た
儀
礼
と

概
念
の
存
在
と
重
要
性
、
ま
た
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
、
定
義
す
る
こ
と
に

尽
力
し
て
き
た
人
々
は
否
定
さ
れ
な
い
。

　

私
た
ち
が
一
般
に
ロ
ー
マ
宗
教
と
聞
い
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
公
的

な
宗
教
の
他
に
、
人
々
は
家
の
中
に
小
さ
な
祭
壇
を
作
っ
て
家
の
繁
栄
と

家
族
の
無
事
を
願
っ
て
神
々
を
祀
っ
て
い
た
。
公
的
宗
教
と
私
的
宗
教
は

共
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
々
の
宗
教
生
活
の
実
態
に
よ
り
近
か
っ
た

の
は
後
者
で
あ
っ
た
。
公
的
宗
教
の
神
官
や
祭
儀
が
い
く
ら
分
か
っ
て

も
、
そ
れ
で
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
ロ
ー
マ
宗
教
を
理
解
し
た
こ
と
に

な
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　

ロ
ー
マ
帝
国
東
部
、
現
在
の
シ
リ
ア
の
地
に
あ
っ
た
交
易
都
市
ド
ゥ

ラ
・
エ
ウ
ロ
ポ
ス
で
は
、
考
古
学
的
発
掘
に
よ
っ
て
、
公
的
宗
教
、
キ
リ

ス
ト
教
、
ミ
ト
ラ
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
共
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
が
、
ミ
ト
ラ
ス
教
の
神
殿
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ

教
の
集
会
所
に
お
い
て
も
絵
や
祈
り
の
言
葉
が
多
数
見
つ
か
っ
て
い
る
。

壁
面
や
回
廊
に
絵
や
言
葉
を
描
い
た
人
々
は
、
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
中
心
に
可
能
な
限
り
近
い
場
所
に
お
い
て
、
儀
礼
を
お
こ
な
う
か

の
イ
メ
ー
ジ
で
、
彼
ら
の
願
い
が
想
起
さ
れ
、
祝
福
さ
れ
、
永
続
す
る
よ
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儀
礼
の
意
義
の
敬
称
を
重
視
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
篇
』
に
お
け
る
詩

人
追
放
論
は
伝
承
と
そ
の
再
話
を
宗
教
知
識
の
情
報
源
と
す
る
さ
い
の
教

育
的
効
果
に
関
す
る
論
拠
と
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
利
用
さ
れ
る
。

　

四
世
紀
中
葉
の
事
例
で
は
、『
ガ
リ
ラ
ヤ
人
駁
論
』
を
著
し
て
イ
ア
ン

ブ
リ
コ
ス
派
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
依
拠
し
て
「
ギ
リ
シ
ア
語
話
者
の
ロ
ー

マ
宗
教
」
の
擁
護
を
試
み
た
ユ
リ
ア
ヌ
ス
と
、
彼
の
死
後
に
反
駁
を
企
て

た
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
想
起
さ
れ
る
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
旧

約
聖
書
の
神
話
的
思
考
の
非
整
合
性
を
批
判
し
た
よ
う
に
、
グ
レ
ゴ
リ
オ

ス
は
英
雄
叙
事
詩
と
悲
劇
の
非
倫
理
性
を
批
判
す
る
。
両
者
は
詩
人
追
放

論
的
発
想
と
寓
喩
的
思
考
を
共
有
し
て
い
る
が
、
自
陣
営
の
非
整
合
性
に

対
す
る
批
判
を
容
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　

五
世
紀
初
頭
の
事
例
で
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
依
拠
し
て
「
ロ
ー
マ

帝
国
の
諸
宗
教
」
を
肯
定
し
た
マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
『
サ
ト
ゥ
ル
ナ
リ
ア
』
を

仮
想
敵
と
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』
第
一
巻
か
ら
第
一
〇
巻

の
「
ロ
ー
マ
宗
教
」
排
斥
論
が
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
神
々

の
本
性
に
つ
い
て
』『
宿
命
に
つ
い
て
』
の
キ
ケ
ロ
ー
は
宿
命
論
の
克
服

を
唱
え
な
が
ら
伝
統
を
否
定
で
き
ず
、『
人
事
と
神
事
と
の
故
事
来
歴
』

の
ウ
ァ
ロ
ー
は
自
ら
の
推
測
で
宗
教
を
論
じ
た
と
看
破
す
る
一
方
、「
ロ

ー
マ
帝
国
の
諸
宗
教
」
の
弱
点
を
、
文
学
や
演
劇
に
よ
る
翻
案
を
通
し
た

伝
承
の
歪
曲
や
、
日
常
生
活
の
す
べ
て
の
場
面
に
宿
る
神
々
に
互
恵
的
関

係
を
願
う
儀
礼
の
煩
瑣
性
や
、
ス
ト
ア
主
義
や
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
け
る

善
で
も
悪
で
も
な
い
中
間
的
媒
介
者
（
ダ
イ
モ
ー
ン
）
論
に
見
い
だ
す
。

「
多
」
な
る
神
々
を
否
定
し
つ
つ
も
徳
の
擬
人
化
を
キ
リ
ス
ト
教
詩
に
転

用
し
、
新
た
な
規
範
的
思
考
を
形
成
す
る
事
例
は
プ
ル
ー
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス

や
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
ら
の
事
例
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

れ
て
き
た
古
代
ロ
ー
マ
宗
教
研
究
の
方
法
論
に
再
考
を
促
す
。
儀
礼
と
共

同
体
を
中
心
と
す
る
「
都
市
」
の
宗
教
／
家
庭
の
宗
教
／
個
人
救
済
宗
教

／
呪
術
、
一
神
教
／
多
神
教
な
ど
の
区
分
と
概
念
は
古
代
ロ
ー
マ
宗
教
の

本
質
的
な
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」

研
究
は
、
そ
の
布
置
と
妥
当
性
を
全
面
的
に
見
直
す
も
の
で
あ
る
。

　
「
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
宗
教
」
の
核
心
を
儀
礼
に
見
い
だ
し
、
呪
術
の

行
使
を
警
戒
す
る
宗
教
観
は
、
特
に
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

の
公
認
以
降
に
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
の
「
ロ
ー
マ
宗
教
」
排

斥
論
の
深
い
影
響
の
も
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
西
方
に
お
け
る
ヒ
エ
ロ
ニ

ム
ス
以
降
の
救
済
史
叙
述
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』
に
お
け
る

歴
史
神
学
の
「
適
用
」
の
過
程
に
は
、
事
象
の
本
質
を
伝
え
る
規
範
的
な

叙
述
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
意
図
が

積
極
的
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
近
代
宗
教
学
も
こ
の
よ
う
な
宗

教
観
と
は
無
縁
で
は
な
い
。

　

帝
政
盛
期
以
後
の
宗
教
批
判
論
の
著
者
た
ち
に
と
っ
て
言
語
活
動
は

「
宗
教
を
生
き
る
」
た
め
の
日
常
的
な
媒
介
の
一
部
で
あ
り
、
彼
ら
は
党

派
を
超
え
て
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
外
部
に
あ
る

宗
教
はgentiles/hellenes

な
ど
の
「
民
」
の
宗
教
と
し
て
理
解
さ
れ

た
。
彼
ら
は
執
筆
に
際
し
て
は
内
面
化
さ
れ
た
伝
承
や
慣
習
に
対
す
る
信

念
や
偏
見
と
、
哲
学
の
素
養
あ
る
著
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
宗
教
現
象
を
解

釈
し
て
権
威
と
し
て
確
立
さ
れ
た
先
行
作
品
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
を

行
う
。
彼
ら
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
中
心
的
な
視
点
に
立
つ
土

地
柄
へ
の
偏
見
と
自
負
（
東
地
中
海
の
豊
饒
神
祭
祀
に
対
す
る
淫
祠
邪
教

視
や
、
ロ
ー
マ
質
実
剛
健
説
と
ギ
リ
シ
ア
柔
弱
説
な
ど
）
を
内
面
化
し
、

宗
教
知
識
お
よ
び
倫
理
規
範
の
供
給
源
と
し
て
の
物
語
の
「
適
用
」
と
、
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表
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

古
代
ロ
ー
マ
の
カ
タ
コ
ン
ベ
（
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
異
教
）
の

壁
画
・
碑
文
観
察
か
ら
導
か
れ
る
観
点
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
カ
タ
コ
ン
ベ
内
壁
画
・
碑
文
に
も
キ
リ
ス
ト
教
カ
タ
コ

ン
ベ
内
碑
文
・
壁
画
に
も
、
異
教
徒
の
カ
タ
コ
ン
ベ
内
の
壁
画
・
碑
文
と

同
様
に
多
く
の
シ
ン
ボ
ル
や
比
較
的
シ
ン
プ
ル
な
絵
画
・
言
葉
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
。
正
典
が
存
在
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

も
、
カ
タ
コ
ン
ベ
内
壁
画
・
碑
文
に
記
さ
れ
る
そ
れ
ら
に
聖
典
か
ら
の
一

文
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
タ
コ
ン
ベ
壁

画
・
碑
文
に
頻
出
す
る
「
ヨ
ナ
と
魚
」
や
、
ユ
ダ
ヤ
教
カ
タ
コ
ン
ベ
壁

画
・
碑
文
に
頻
出
す
る
「
メ
ノ
ラ
」「
シ
ョ
フ
ァ
ー
」「
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の

葉
」
と
い
っ
た
絵
か
ら
、
人
々
に
分
か
り
易
く
親
し
ま
れ
、
多
用
さ
れ
た

信
仰
を
「
媒
介
」
す
る
シ
ン
ボ
ル
や
道
具
が
何
で
あ
っ
た
の
か
推
測
さ
れ

る
こ
と
。
画
風
や
色
彩
・
字
体
な
ど
か
ら
、
相
互
の
信
条
共
同
体
に
影
響

が
与
え
ら
れ
た
可
能
性
や
信
条
に
関
わ
ら
ず
共
有
さ
れ
た
宗
教
的
な
死
生

観
の
存
在
の
想
定
と
、
そ
れ
ら
が
個
々
の
宗
教
の
教
義
や
正
典
の
記
述
と

外
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
一
神
教
信
徒
の
カ
タ
コ
ン
ベ
内
に
、
ロ
ー
マ
の
神
々
の
絵
画
さ
え
存
在

す
る
こ
と
。
個
々
人
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
い
っ
た
集
団
の

教
育
レ
ヴ
ェ
ル
や
経
済
状
況
な
ど
で
あ
る
。

　

リ
ュ
プ
ケ
氏
に
よ
るLA

R

で
は
、
制
度
、
聖（
正
）典
、
教
義
、
建

築
、
宗
教
上
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
拠
り
所
と
す
る
代
わ
り
に
一
般
の
人
々

の
日
常
生
活
の
中
に
実
際
に
「
生
き
ら
れ
た
古
代
の
宗
教
」
を
考
査
す
る

こ
と
が
企
図
さ
れ
る
が
、
上
述
の
カ
タ
コ
ン
ベ
に
認
め
ら
れ
る
種
々
の
要

素
は
ま
さ
に
一
般
庶
民
を
多
く
含
む
古
代
ロ
ー
マ
の
人
々
の
日
常
的
な
宗

D
ifference in W

ay of Living in “H
istory R

eligion
”

D
O
I Y

um
i

　

リ
ュ
プ
ケ
教
授
に
よ
る
「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」
と
い
う
概
念
・
方

法
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
古
代
地
中
海
地
域
の
宗
教
を
考
え
る
た
め
に
、

本
発
表
で
は
事
例
と
し
て
、
古
代
ロ
ー
マ
の
カ
タ
コ
ン
ベ
に
着
目
し
た
。

　

古
代
ロ
ー
マ
の
カ
タ
コ
ン
ベ
は
ロ
ー
マ
市
お
よ
び
近
郊
に
あ
る
後
二
〜

五
世
紀
を
中
心
と
し
た
時
代
の
地
下
墓
地
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
墓
地
は
古

代
の
も
の
だ
が
、
主
と
し
て
一
六
世
紀
後
半
以
降
に
研
究
対
象
と
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
な
か
で
も
二
〇
世
紀
後
半
以
降
近
年
の
考
古
学
上
の
発
掘

成
果
に
基
づ
く
考
査
・
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
の
研
究
が
発
展
し
て
き
た
。

ロ
ー
マ
市
近
郊
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
異
教
徒
の
カ
タ

コ
ン
ベ
が
少
な
く
と
も
四
〇
程
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
信
条
ご
と
に
独
立
し

て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
混
合
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

カ
タ
コ
ン
ベ
研
究
に
関
し
て
い
え
ば
、
古
く
は
主
に
殉
教
者
研
究
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
近
年
で
は
同
所
内
部
の
フ
レ
ス
コ
画
や
夥
し
い
数

の
碑
文
に
着
目
し
て
、
後
四
〇
〇
年
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
加
え
て
ユ

ダ
ヤ
教
徒
、
異
教
徒
の
ア
ー
ト
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
も
重
視
さ
れ
、

同
視
角
か
ら
の
研
究
が
む
し
ろ
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
壁
画
や
碑
文
の
み

な
ら
ず
埋
葬
品
や
遺
骨
も
残
存
す
る
こ
と
か
ら
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ヴ
ィ
ク

ト
ー
ル
（Leonard V

ictor

）
他
多
数
の
研
究
者
は
、
ロ
ー
マ
の
カ
タ

コ
ン
ベ
調
査
に
お
い
て
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
一
般
の
人
々
の
日
常
生
活
に

焦
点
を
当
て
た
研
究
を
、
近
年
の
科
学
技
術
も
用
い
た
多
彩
な
手
法
に
よ

っ
て
企
図
し
、
そ
れ
ら
か
ら
様
々
な
仮
説
・
成
果
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
近
年
の
カ
タ
コ
ン
ベ
研
究
を
、
リ
ュ
プ
ケ
教
授
のLA

R

概

念
に
基
づ
く
研
究
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
こ
れ
が
本
発
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日
常
使
わ
れ
る
出
土
物
だ
け
か
ら
で
は
、
そ
こ
の
住
人
の
宗
教
観
は
わ

か
ら
な
い
。
当
事
者
の
考
え
や
思
想
と
い
う
参
照
枠
が
で
き
て
は
じ
め

て
、
そ
の
物
が
用
い
ら
れ
た
動
機
や
根
拠
が
宗
教
的
現
象
な
の
か
、
世
俗

的
現
象
な
の
か
が
決
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
当
該
遺
跡
の
住
民
が
ユ
ダ

ヤ
人
の
場
合
と
多
神
教
徒
の
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
と
で
出
土
物
の
解
釈
が

異
な
っ
て
い
く
。
多
神
教
徒
で
あ
れ
ば
世
俗
的
な
日
常
生
活
の
一
端
が
知

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
こ
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
集
落
で
あ
る
と

考
え
れ
ば
、
日
常
の
生
活
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
え
が
か
な
り
浸
透
し
て
い
た

こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
生
き

ら
れ
た
宗
教
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
か
も
し
れ
な
い
。

　

ガ
リ
ラ
ヤ
の
テ
ル
・
レ
ヘ
シ
ュ
出
土
物
を
中
心
と
し
た
ガ
リ
ラ
ヤ
地
域

の
西
暦
一
世
紀
の
四
種
類
の
日
用
品
を
考
察
す
る
と
き
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で

あ
っ
た
場
合
に
そ
れ
ら
の
物
品
に
宗
教
的
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
る
。

（
１

）Stone vessels and cups

：
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
土
器
が
宗
教
的
穢

れ
を
吸
収
す
る
の
に
対
し
、
石
の
器
は
吸
収
し
な
い
た
め
、
石
灰
岩
製
容

器
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
浄
め
と
関
連
し
た
機
能
が
あ
っ
た
。
石
製
の
土
器
が
出

土
す
る
の
は
、
時
代
的
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
地
域
が
先

行
し
て
お
り
、
神
殿
祭
儀
と
の
関
係
が
出
発
点
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
ガ

リ
ラ
ヤ
へ
の
拡
大
は
、
ハ
ス
モ
ン
朝
の
ガ
リ
ラ
ヤ
征
服
以
後
に
徐
々
に
浸

透
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。（
２

）water reservoirs or m
ikvaot

：

単
な
る
水
浴
施
設
か
飲
料
水
の
貯
水
池
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
穢
れ
を
清

め
る
た
め
に
不
可
欠
の
沐
浴
施
設
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
穢
れ
が
問
題
に

な
る
の
は
、
主
と
し
て
神
殿
の
領
域
へ
の
入
場
と
祭
儀
へ
の
立
会
で
あ
っ

て
、
ガ
リ
ラ
ヤ
の
遠
隔
地
で
清
め
を
励
行
す
る
た
め
に
は
、
日
常
生
活

で
の
清
い
身
体
へ
の
動
機
づ
け
が
新
た
な
必
要
と
な
る
。（
３

）Sim
ple 

教
生
活
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

夥
し
い
こ
れ
ら
種
々
様
々
な
素
材
を
「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
と
し
て
ど
の

よ
う
に
個
々
に
分
析
し
結
論
付
け
て
い
く
の
か
。
そ
の
分
析
過
程
の
考
察

が
提
示
さ
れ
る
必
要
性
が
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。

W
hat is Lived “H

alakhic R
eligion

”?
ICH

IK
A
W

A H
iroshi

　

市
川
は
リ
ュ
プ
ケ
教
授
の
概
念
を
把
握
し
て
そ
れ
を
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の

戒
律
の
実
践
の
分
析
に
応
用
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
リ
ュ
プ
ケ
氏
の
学

問
は
、
そ
の
用
い
ら
れ
た
キ
ー
タ
ー
ム
、
形
成
さ
れ
る
宗
教
、
個
人
の
経

験
、
個
人
の
経
験
の
社
会
的
次
元
、
儀
礼
や
規
範
の
制
度
化
、
宗
教
的
活

動
主
体
と
超
自
然
的
存
在
と
の
交
流
な
ど
か
ら
、
新
た
な
研
究
視
点
に
目

を
開
か
せ
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
宗
教
観
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た

人
間
観
や
社
会
的
在
り
方
に
対
す
る
分
析
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
方

法
を
古
代
ユ
ダ
ヤ
研
究
に
応
用
す
る
た
め
、
氏
に
な
ら
っ
て
周
辺
的
な
匿

名
の
個
人
か
ら
問
い
を
発
す
る
試
み
と
し
て
、
筆
者
が
関
わ
っ
て
き
た
ガ

リ
ラ
ヤ
の
テ
ル
・
レ
ヘ
シ
ュ
遺
跡
の
出
土
物
を
め
ぐ
る
宗
教
と
物
質
文
化

か
ら
切
り
込
ん
で
み
た
。

　

ガ
リ
ラ
ヤ
で
の
考
古
学
の
成
果
で
、
物
が
い
ろ
い
ろ
と
出
て
き
て
い
る

が
、
考
古
学
は
特
定
の
人
間
集
団
の
あ
る
地
点
で
の
時
間
と
空
間
を
総
合

的
に
調
査
す
る
が
、
当
事
者
の
聖
と
俗
の
区
分
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を

識
別
す
る
た
め
に
は
、
当
事
者
の
思
考
と
物
と
の
関
係
を
解
釈
す
る
必
要

が
あ
る
。
あ
る
民
族
の
場
合
に
は
、
宗
教
的
に
意
味
が
あ
る
も
の
が
、
他

の
民
族
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
特
に
宗
教
と
関
係
し
な
い
物
と
し
て
受
け

取
ら
れ
る
。
前
者
の
み
を
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
の
実
例
と
す
る
の
か
。
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に
集
ま
り
礼
拝
を
し
て
い
た
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
勢
力
は
伸
び
続

け
、
四
世
紀
に
は
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を

公
認
す
る
ミ
ラ
ノ
勅
令
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
に
よ
り

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
が
禁
じ
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ロ
ー
マ
帝
国
の

国
教
と
な
っ
た
。

　

帝
国
の
領
土
が
最
大
で
あ
っ
た
の
は
二
世
紀
初
め
で
、
ブ
リ
テ
ン
島
か

ら
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
南
ロ
シ
ア
ま
で
領
土
で
あ
り
、
極
め
て
多
く
の
異
な

る
民
族
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
が
い
た
。
古
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
あ

っ
た
の
だ
。
時
代
的
に
言
え
ば
、
前
八
世
紀
の
伝
説
の
時
代
か
ら
一
五
世

紀
の
東
ロ
ー
マ
帝
国
滅
亡
ま
で
な
ら
二
千
年
以
上
だ
し
、
カ
ル
タ
ゴ
と
の

戦
争
に
勝
っ
て
、
地
中
海
世
界
の
支
配
者
に
な
っ
た
前
二
世
紀
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
が
国
教
に
な
り
、
そ
の
他
の
宗
教
が
禁
止
さ
れ
る
四
世
紀
末
の
間

で
も
、
六
〇
〇
年
あ
る
。
ロ
ー
マ
宗
教
を
一
貫
し
た
性
格
の
も
の
と
し
て

語
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

ま
た
誰
に
と
っ
て
の
宗
教
か
も
大
き
な
問
題
と
な
る
。
家
父
長
制
で
家

長
が
絶
対
的
権
力
を
持
ち
、
女
性
の
法
的
地
位
は
低
か
っ
た
。
男
の
宗
教

と
女
の
宗
教
は
同
じ
で
な
か
っ
た
。
ま
た
貧
富
の
差
も
甚
だ
し
か
っ
た
。

金
持
ち
と
貧
者
は
同
じ
宗
教
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
ま
た
多
く
の
奴
隷
が

い
た
。
彼
ら
の
宗
教
は
主
人
の
と
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
軍
人
も

多
数
い
た
。
彼
ら
に
も
独
自
の
宗
教
が
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
ラ
テ
ン
人

と
は
異
な
る
民
族
も
た
く
さ
ん
い
た
。
ロ
ー
マ
宗
教
の
全
体
像
を
描
く
の

は
多
く
の
困
難
が
伴
う
。

　

そ
こ
で
伝
統
的
に
、
ロ
ー
マ
宗
教
研
究
は
時
代
別
、
宗
教
別
、
地
域

別
、
さ
ら
に
は
個
別
の
神
々
毎
に
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
主
眼
は
神
官
、

儀
礼
、
祭
、
供
儀
、
神
殿
と
い
っ
た
宗
教
制
度
だ
っ
た
。
確
実
な
史
料
は

lam
ps w

ithout hum
an figures nor ornam

ents

：
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

時
代
の
華
美
な
装
飾
を
施
さ
れ
た
ラ
ン
プ
に
対
し
、
簡
素
さ
を
特
徴
と
し

て
お
り
、
華
美
な
装
飾
を
好
ま
な
い
ユ
ダ
ヤ
の
無
像
性
の
伝
統
と
結
び
つ

く
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
単
純
に
ラ
ン
プ
は
住
民
が
貧
し
く
て
立
派
な
も

の
が
買
え
な
い
こ
と
の
反
映
か
大
量
生
産
に
よ
る
普
及
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４

）The house of assem
bly or synagogue

：
最
大
の
課
題
は
、

こ
の
部
屋
の
存
在
で
あ
る
。
何
の
変
哲
も
な
い
集
会
の
部
屋
だ
が
、
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
の
異
教
徒
な
ら
政
治
的
集
会
場
や
村
の
議
会
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
な

ら
「
集
会
の
家
」
を
意
味
す
る
ベ
イ
ト
・
ク
ネ
セ
ト
即
ち
シ
ナ
ゴ
ー
グ
と

な
り
、
西
暦
一
世
紀
出
土
は
珍
し
い
発
見
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
日

常
品
が
宗
教
観
念
を
反
映
す
る
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
教
的
意
識
は
、
新
し
い
現

象
で
あ
る
た
め
、
ど
う
し
て
こ
の
種
の
宗
教
信
念
が
浸
透
し
た
か
の
歴
史

的
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
の
真
骨
頂
と

な
る
。

Com
m
ents

M
A
T
SU

M
U
R
A K

azuo

　

本
パ
ネ
ル
で
は
古
代
地
中
海
世
界
（
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
帝
国
）
の
諸
宗

教
に
つ
い
て
の
新
た
な
研
究
方
法
の
可
能
性
が
討
議
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人

の
多
く
住
む
ユ
ダ
ヤ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
カ
ナ
ン
も
ロ
ー
マ
帝
国
に
属
し
て

い
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
も
ロ
ー
マ
宗
教
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
イ
エ

ス
の
説
い
た
キ
リ
ス
ト
教
も
ユ
ダ
ヤ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
カ
ナ
ン
か
ら
ロ
ー

マ
帝
国
内
に
広
が
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
一
世
紀
の
皇
帝
ネ
ロ

や
四
世
紀
初
め
の
皇
帝
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
時
代
に
迫
害
が
あ

り
、
信
者
た
ち
は
墓
地
カ
タ
コ
ン
ベ
、
ネ
ク
ロ
ポ
リ
ス
な
ど
で
隠
れ
て
夜
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Sum

m
ary of Panel Presentations

M
A
T
SU

M
U
R
A K

azuo

　

ロ
ー
マ
宗
教
史
研
究
は
長
い
伝
統
を
持
ち
、
そ
の
中
で
も
ド
イ
ツ
は
一

九
世
紀
末
の
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ィ
ソ
ヴ
ァ
（Georg W

issow
a

）
以
来
、

つ
ね
に
研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、
現
在
こ
の
分

野
の
最
高
権
威
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
今
回
こ
の
パ
ネ
ル
に
加

わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
エ
ア
フ
ル
ト
大
学
の
イ
ェ
ル
ク
・
リ
ュ
プ
ケ
教
授
で

あ
る
。
伝
統
的
な
公
的
宗
教
の
制
度
史
的
研
究
や
帝
政
期
の
オ
リ
エ
ン
ト

諸
宗
教
研
究
の
枠
組
み
を
超
え
る
た
め
に
、
古
代
の
人
々
が
生
活
の
中
で

実
践
し
て
い
た
「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」Lived A

ncient Religion 
(LA

R
)

を
軸
に
据
え
て
古
代
地
中
海
世
界
の
諸
宗
教
を
見
直
す
こ
と
を

教
授
は
提
唱
さ
れ
て
き
て
お
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
近
年
（
二
〇
一
八

年
）、
鉄
器
時
代
の
イ
タ
リ
ア
半
島
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
国
教
化
ま
で
の

浩
瀚
な
ロ
ー
マ
宗
教
史
を
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
（Pantheon: A

 N
ew

 H
istory of R

om
an R

eligion

）。

　

LA
R

の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
教
授
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
現
代
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
イ
タ
リ
ア
系
移
民
の
日
常
的
宗
教
生
活
を
解
明
し
た
ロ
バ

ー
ト
・
オ
ル
シ
の
『
一
一
五
番
街
の
マ
ド
ン
ナ
―
一
八
八
〇
年
か
ら
一
九

五
〇
年
の
イ
タ
リ
ア
人
ハ
ー
レ
ム
に
お
け
る
信
仰
と
共
同
体
』（
プ
リ
ン

ス
ト
ン
大
学
出
版
、
一
九
八
五
、
邦
訳
な
し
）
で
あ
る
。
多
く
の
異
な
る

民
族
背
景
を
持
つ
人
々
が
入
り
混
じ
っ
て
生
活
す
る
現
代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
は
古
代
ロ
ー
マ
に
似
通
っ
て
い
る
。
そ
し
て
古
代
ロ
ー
マ
人
の
末
裔
の

イ
タ
リ
ア
系
移
民
が
い
か
な
る
宗
教
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
を
調
査
す
る

手
法
を
、
古
代
ロ
ー
マ
社
会
に
も
適
応
す
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
視

座
と
理
解
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

碑
文
や
暦
な
ど
の
文
書
や
考
古
学
的
出
土
品
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
確
実
に

解
明
で
き
る
の
が
宗
教
制
度
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で

ロ
ー
マ
宗
教
は
語
れ
な
い
。

　

欠
け
て
い
る
の
は
人
々
の
暮
ら
し
の
中
の
宗
教
の
部
分
で
あ
る
。
ロ
ー

マ
帝
国
は
古
代
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
先
取
り
し
て
い
た
。
そ
こ
で

は
伝
統
的
ロ
ー
マ
宗
教
、
ギ
リ
シ
ア
系
や
エ
ジ
プ
ト
系
や
ア
ナ
ト
リ
ア
系

の
密
儀
宗
教
、
ミ
ト
ラ
ス
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
が
共
存
し
て
い

た
。
そ
し
て
哲
学
者
や
無
心
論
者
も
い
た
。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
敵
対
し
て

お
ら
ず
、
互
い
の
宗
教
の
違
い
を
認
識
し
つ
つ
も
共
存
し
て
い
た
。
従
来

の
制
度
史
的
な
研
究
に
不
足
し
て
い
た
の
は
、
人
々
が
多
様
性
の
中
で
ど

の
よ
う
に
日
常
的
な
宗
教
生
活
を
送
っ
て
き
た
か
を
再
建
し
よ
う
と
す
る

方
向
性
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
解
明
の
試
み
の
方
法
論
が
「
生
き
ら
れ

た
古
代
宗
教
」LA

R

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
日
常
品
、
落
書
き
、
壁
画
、
モ
ザ
イ
ク
な
ど
も
資
料
と
す
る
こ
と

で
、
よ
り
具
体
的
で
生
活
に
近
い
宗
教
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
ま
た
公
的

宗
教
、
外
来
の
多
様
な
密
儀
宗
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
に

も
、
ペ
ナ
テ
ス
や
ラ
ー
レ
ス
、
祖
霊
マ
ー
ネ
ス
、
カ
マ
ド
女
神
ウ
ェ
ス
タ

な
ど
の
家
庭
の
神
々
や
、
泉
や
森
の
精
（
ニ
ン
フ
）、
英
雄
、
ダ
イ
モ
ー

ン
な
ど
の
民
間
信
仰
的
な
存
在
へ
の
崇
拝
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
大
き
な

崇
拝
を
集
め
る
神
々
の
流
行
り
廃
り
と
は
無
関
係
に
基
層
的
信
仰
と
し
て

途
絶
え
る
こ
と
な
く
崇
拝
さ
れ
て
き
た
。「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」
の

コ
ン
セ
プ
ト
は
古
代
地
中
海
世
界
の
諸
宗
教
研
究
を
孤
立
さ
せ
ず
、
同
じ

よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
現
代
の
宗
教
研
究
に
つ
な
げ
る
試
み
と
い
え
よ

う
。
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合
が
あ
る
が
、
多
く
の
類
例
を
集
め
て
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
で
解
決
で

き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
そ
し
て
市
川
に
対
し
て
は
、
人
々
は
聖
と
俗
を

必
ず
し
も
つ
ね
に
峻
別
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
曖
昧
な
意
識
領

域
も
含
ん
だ
宗
教
史
を
構
想
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
そ

し
て
さ
ら
に
、
整
っ
て
い
な
い
（
ま
だ
秩
序
化
さ
れ
て
い
な
い
）
要
素
や

正
統
か
ら
逸
脱
し
た
要
素
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
も
付
け
加
え
た
。

　

最
後
に
司
会
と
し
て
、
リ
ュ
プ
ケ
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
パ
ネ
ル
リ
ス

ト
の
先
生
方
、
そ
し
て
熱
心
に
聴
い
て
く
だ
さ
っ
た
フ
ロ
ア
の
方
々
に
対

し
て
こ
こ
に
感
謝
の
気
持
ち
を
記
す
と
と
も
に
、LA

R

の
視
点
か
ら
ロ

ー
マ
宗
教
史
を
見
直
し
た
上
記
の
大
著
『
パ
ン
テ
オ
ン
』
が
邦
訳
さ
れ
、

ロ
ー
マ
宗
教
史
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
史
一
般
に
対
し
て
も
大
き
な
理
論
的

刺
激
を
与
え
る
こ
と
を
切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

う
。

　

こ
う
し
た
教
授
の
発
題
に
引
き
続
い
て
、
三
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
が
こ
の

概
念
を
い
か
に
理
解
し
、
各
自
の
専
門
領
域
に
つ
い
て
応
用
し
よ
う
と
し

た
か
、
そ
し
て
そ
の
際
に
ど
の
よ
う
な
疑
問
や
問
題
点
を
感
じ
た
か
を
リ

ュ
プ
ケ
教
授
に
問
い
か
け
る
形
式
で
パ
ネ
ル
は
進
行
し
た
。

　

帝
政
末
期
の
ロ
ー
マ
宗
教
思
想
を
専
門
と
す
る
中
西
は
、
キ
リ
ス
ト
教

公
認
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
側
に
よ
る
伝
統
的
宗
教
い
わ
ゆ
る
「
異
教
」
批

判
を
紹
介
し
、
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
主
導
の
異
教
観
が
こ
れ
ま
で
の
ロ

ー
マ
宗
教
研
究
を
歪
め
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
リ
ュ
プ
ケ
教
授

に
よ
る
バ
イ
ア
ス
な
し
の
見
直
し
の
示
唆
を
歓
迎
し
た
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
史
を
専
攻
す
る
土
居
は
迫
害
の
中
、
信
者
た
ち
が
集

会
を
行
っ
た
カ
タ
コ
ン
ベ
内
部
の
フ
レ
ス
コ
画
や
碑
文
を
紹
介
し
、
そ
れ

ら
が
他
の
宗
教
と
共
通
の
図
像
モ
チ
ー
フ
（
た
と
え
ば
孔
雀
）
や
決
ま
り

文
句
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
点
を
指
摘
し
、「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗

教
」
の
視
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
と
述
べ
た
。

　

ユ
ダ
ヤ
教
を
専
攻
す
る
市
川
は
自
身
が
発
掘
に
携
わ
っ
て
い
る
ガ
リ
ラ

ヤ
地
方
の
テ
ル
・
レ
ヘ
シ
ュ
か
ら
の
出
土
品
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
中
に

は
宗
教
的
か
非
宗
教
的
（
つ
ま
り
日
常
的
）
な
の
か
（
つ
ま
り
聖
な
の
か

俗
な
の
か
）
区
別
し
が
た
い
場
合
も
あ
る
と
述
べ
、「
生
き
ら
れ
た
古
代

宗
教
」
は
こ
う
し
た
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
と
問
い
か
け

た
。

　

こ
れ
ら
の
発
表
を
受
け
て
リ
ュ
プ
ケ
教
授
は
個
別
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

コ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
。
中
西
に
対
し
て
は
、
確
か
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な

バ
イ
ア
ス
は
あ
っ
た
が
、
現
在
の
研
究
は
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
努
力
し

て
い
る
と
述
べ
た
。
次
に
土
居
に
対
し
て
は
、
確
か
に
判
断
が
難
し
い
場
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人
と
モ
ノ
の
現
代
宗
教 

│
│ 

意
味
づ
け
か
ら
消
費
へ 

│
│

代
表
者
・
司
会　

岡
本
亮
輔

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

山
中　

弘

な
ぜ
神
木
に
抱
き
つ
く
の
か

│
│ 

宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
生
み
出
す
環
境 

│
│

岡
本　

亮
輔

　

二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
欧
米
を
中
心
と
し
た
宗
教
社
会
学
の
変
遷
を
大

ま
か
に
ま
と
め
れ
ば
、
教
団
組
織
論
か
ら
意
味
づ
け
論
へ
、
そ
し
て
宗
教

消
費
論
へ
と
展
開
し
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
世
俗
化
に

よ
っ
て
人
々
が
教
会
組
織
か
ら
離
れ
、
そ
の
外
部
で
多
様
な
宗
教
性
を
生

み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
の

現
代
宗
教
論
も
、
大
ま
か
に
は
右
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
異
同
も
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
に
は
そ
も
そ
も
西
欧
の

国
教
会
の
よ
う
な
制
度
宗
教
が
歴
史
的
に
存
在
し
た
こ
と
は
な
く
、
拡
散

的
宗
教
性
が
比
較
的
自
明
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
宗
教
風

土
で
は
、
一
時
期
の
新
宗
教
を
の
ぞ
け
ば
、
世
界
を
下
支
え
し
倫
理
規
範

を
与
え
る
と
い
っ
た
機
能
を
担
う
組
織
宗
教
も
稀
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

差
異
が
あ
り
つ
つ
も
、
日
本
の
現
代
宗
教
の
分
析
に
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
論
な
ど
も
導
入
さ
れ
て
き
た
が
、
例
え
ば
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
顕

著
に
な
っ
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
、
御
朱
印
、
宿
坊
、
聖
地
巡
礼
、
プ
チ
修

行
な
ど
の
諸
ブ
ー
ム
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
を
経
由
せ
ず
と
も
、
伝

統
宗
教
の
枠
内
で
も
分
析
可
能
な
対
象
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
右
の
よ

う
な
問
題
意
識
の
下
、
信
仰
体
系
や
宗
教
体
験
を
め
ぐ
る
語
り
で
は
な

く
、
具
体
的
な
実
践
や
そ
れ
を
導
く
モ
ノ
や
環
境
に
注
目
す
る
議
論
の
必

要
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

ま
ず
参
照
し
た
い
の
は
、
柳
川
啓
一
の
信
仰
の
な
い
宗
教
論
で
あ
る
。

柳
川
は
、
人
・
馬
の
た
め
の
供
養
塔
や
初
詣
を
例
に
、
日
本
に
は
教
理
や

信
仰
箇
条
で
は
あ
る
が
、
一
種
非
日
常
的
な
気
分
を
作
り
出
す
た
め
の
実

践
を
信
仰
の
な
い
宗
教
と
し
て
分
析
し
た
。
実
際
、
近
年
の
調
査
で
も
、

曹
洞
宗
寺
院
に
お
い
て
、
檀
信
徒
は
曹
洞
宗
の
教
え
の
根
幹
に
関
わ
る
よ

う
な
行
事
に
は
あ
ま
り
参
加
せ
ず
、
ま
た
、
葬
式
は
依
然
と
し
て
仏
式
で

行
い
つ
つ
も
、
死
後
の
世
界
や
死
後
の
故
人
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、

漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
宗
教
が
信
仰
と
は
無
縁
の
ま
ま
に
動
員
さ
れ
る
事
例
は
、
観

光
化
の
場
面
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
に
な
る
。
伊
勢
で
は
、
神
道
は
日
本

人
の
精
神
性
や
伝
統
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
か
ら

政
教
分
離
を
過
度
に
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
主
張
が
市
役
所
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
熊
野
で
は
、
本
宮
大
社
宮
司
自
身
が
、
大

斎
原
に
つ
い
て
生
ま
れ
変
わ
り
の
場
所
、
本
来
の
自
分
自
身
を
取
り
戻
す

た
め
の
場
所
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
現
代
の
自
己
啓
発
や
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
ル
の
文
脈
に
近
い
説
明
を
加
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
信
仰
な
き
宗

教
を
前
提
と
し
た
言
説
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
上
で
は
、
本
発
表
で
は
二
つ
の
概
念
を
重
要

な
参
照
枠
と
し
た
。
一
つ
目
が
門
田
岳
久
の
浅
い
宗
教
経
験
論
で
あ
る
。

門
田
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
は
ほ
ど
ほ
ど
の
宗
教

体
験
を
す
る
た
め
の
商
品
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
う
し
た
体
験

を
す
る
人
々
が
参
照
す
る
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
誰
も
が
接

触
可
能
な
一
般
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
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を
体
験
出
来
る
「
修
行
体
験
」
や
「
プ
チ
修
行
」
が
人
気
で
あ
る
と
い

う
。
こ
う
し
た
実
践
が
人
気
を
集
め
る
背
景
と
し
て
、
山
中
弘
は
「
ほ
ん

も
の
の
自
分
」
を
求
め
て
消
費
を
続
け
る
「
セ
ラ
ピ
ー
的
自
己
」
の
需
要

の
高
ま
り
を
指
摘
す
る
（
山
中
弘
二
〇
一
七
「
消
費
社
会
に
お
け
る
現
代

宗
教
の
変
容
」）。
本
報
告
で
先
ず
指
摘
す
る
の
は
、
山
伏
達
を
組
織
す
る

教
団
が
、
こ
う
し
た
需
要
の
存
在
を
極
め
て
強
く
意
識
し
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
本
山
修
験
宗
の
総
本
山
で
あ
る
聖
護
院
門
跡
は
、
二
〇
一
九

年
現
在
Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「「
聖
護
院
の
山
伏

に
な
っ
た
ら
、
今
ま
で
の
信
仰
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
家
の
宗

旨
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
考
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。
修
験
の
道

は
、
あ
な
た
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
ど
う
生
き
る
か
を
探
す
一
つ
の
道

で
す
。
あ
な
た
の
道
な
の
で
す
。
そ
こ
に
今
ま
で
の
信
仰
、
家
の
宗
旨
を

変
え
る
必
要
は
何
も
無
い
の
で
す
」。
こ
こ
で
は
「
山
伏
に
な
る
」
と
い

う
選
択
や
「
修
行
を
す
る
」
と
い
う
実
践
が
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
か
ら

切
り
離
さ
れ
、
セ
ラ
ピ
ー
的
自
己
の
需
要
と
も
適
合
的
な
「
あ
な
た
の

道
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
団
の
戦
略
は
結
果
と
し
て
「
個

人
参
加
型
」
の
山
伏
（
原
谷
桜
二
〇
〇
六
「
現
代
の
奥
駈
修
行
に
お
け
る

在
俗
修
験
者
の
〈
気
付
き
〉
の
語
り
」）
を
修
行
へ
と
誘
い
込
む
こ
と
に

結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
メ
ン
バ
ー
は
、
修
行
中
に
用
い
る
法
具
や
装
束
の

扱
い
方
・
意
味
な
ど
を
知
ら
な
い
メ
ン
バ
ー
が
大
半
で
あ
り
、
現
在
で

は
、
教
団
が
修
行
参
加
者
に
法
具
の
所
持
や
装
束
の
着
用
を
求
め
な
い
ケ

ー
ス
が
殆
ど
と
な
っ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
吉
野
・
東
南
院
の
大

峯
奥
駈
修
行
の
場
合
、
白
い
服
装
を
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
る
も
の
の
、

に
山
中
弘
は
、
よ
り
マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
、
現
代
宗
教
に
お
い
て
は
需
要

側
の
不
定
形
な
欲
求
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
既
成
宗
教
に
よ
っ
て

枠
づ
け
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、
市
場
論
理
の
下
で
形
を
与
え
ら
れ
、
物
を

通
じ
、
訪
問
者
も
予
期
せ
ぬ
仕
方
で
具
体
的
な
行
動
に
結
実
し
て
い
る
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
を
参
照
す
れ
ば
、
例
え
ば
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
場
合
、

あ
ら
か
じ
め
宗
教
的
動
機
を
抱
え
て
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
に
行
く
わ
け
で
は

な
く
、
行
っ
た
先
に
実
践
可
能
な
場
所
と
物
が
用
意
さ
れ
て
い
る
た
め
、

事
後
的
に
ほ
ど
ほ
ど
の
体
験
が
生
ま
れ
る
と
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
現
代
宗
教
の
あ
り
方
を
、
従
来
の
世
界
を
意

味
づ
け
倫
理
規
範
を
与
え
る
倫
理
規
範
型
の
宗
教
か
ら
、
観
光
や
自
己
啓

発
の
よ
う
な
形
で
世
俗
環
境
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
、
特
段
に
意
識
さ
れ
る

こ
と
な
く
実
践
さ
れ
る
環
境
配
置
型
の
宗
教
へ
の
シ
フ
ト
と
し
て
ま
と

め
、
さ
ら
に
後
者
の
よ
う
な
本
来
の
文
脈
を
離
れ
て
動
員
さ
れ
る
宗
教
表

象
の
あ
り
方
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
宗
教
と
し
て
小
括
し
た
。

モ
ノ
が
立
ち
上
げ
る
宗
教
伝
統 

│
│ 

現
代
の
山
伏
を
事
例
に 
│
│

天
田　

顕
徳

　

本
報
告
で
は
現
代
の
山
伏
に
よ
る
山
岳
修
行
を
事
例
に
取
り
あ
げ
る
。

特
に
「
峰
入
道
具
」
と
呼
ば
れ
る
修
験
道
の
法
具
や
装
束
に
注
目
し
、
法

具
や
装
束
と
そ
れ
を
用
い
る
人
々
、
法
具
や
装
束
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
山
伏
達
と
第
三
者
と
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
光
を

当
て
な
が
ら
、
山
伏
達
を
組
織
す
る
教
団
の
戦
略
と
、
山
伏
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
育
ま
れ
方
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　

近
年
、
宗
教
者
で
は
な
い
一
般
人
が
滝
行
や
瞑
想
、
断
食
、
座
禅
な
ど



39　　

パネル 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

を
目
指
す
／
と
し
て
振
る
舞
う
と
い
う
一
種
のPerform

ance

を
生
み

出
し
て
い
る
こ
と
を
本
報
告
で
は
指
摘
し
た
。

モ
ノ
が
生
み
出
す
つ
な
が
り
と
そ
の
変
容

│
│ 

津
軽
地
方
を
例
と
し
て 

│
│

村
上　
　

晶

　

本
発
表
は
、
津
軽
地
方
の
ロ
ー
カ
ル
な
彫
物
を
事
例
と
し
て
、
信
仰
実

践
と
モ
ノ
、
お
よ
び
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
る

も
の
で
あ
る
。
本
発
表
で
の
「
彫
物
」
と
は
、
津
軽
地
方
の
仏
壇
店
で
扱

わ
れ
て
い
る
神
明
様
、
龍
神
様
、
山
の
神
様
、
赤
倉
様
な
ど
の
神
像
や
、

個
人
の
依
頼
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
オ
シ
ラ
サ
マ
な
ど
、
同
地
域
で
流
通

し
て
い
る
神
仏
の
木
像
を
意
味
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
彫
物
を
個
人
が
購
入
す
る
背
景
と
し
て
、
神
仏
を
「
授
か

る
」
と
い
う
発
想
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
。
津
軽
地
方
に
お
い
て
は
オ
シ

ラ
サ
マ
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
が
、
不
思
議
な
出
来
事
や
夢
見
、
直

観
を
契
機
と
し
て
、
個
人
が
石
や
木
や
像
な
ど
の
特
徴
的
な
モ
ノ
を
祭
祀

対
象
と
し
て
所
有
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
「
授
か
っ
た
」
と
し
て
表
現

さ
れ
る
。
そ
の
授
か
っ
た
神
仏
を
彫
物
と
い
う
モ
ノ
の
形
で
所
有
す
る
こ

と
は
、
授
か
る
と
い
う
個
人
的
な
直
観
や
夢
見
が
、
仏
壇
店
、
仏
師
、
巫

者
、
地
域
の
社
寺
な
ど
を
巻
き
込
ん
だ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
形
を
得

て
確
信
と
な
る
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

個
人
的
直
観
の
地
域
の
信
仰
実
践
へ
の
文
脈
化
、
個
人
の
信
仰
実
践
の
方

向
付
け
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
授
か
っ
た
神
様
の
お
姿
と
い
う
モ
ノ
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
は
地
域
の
信
仰
実
践
に
よ
り
深
く
組
み
込
ま
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

修
験
装
束
の
着
用
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

他
方
で
、
修
行
の
現
場
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
必
ず
し
も
法
具
の

所
持
や
装
束
の
着
用
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
修
行
を
重

ね
た
山
伏
達
に
は
法
具
を
所
持
し
、
装
束
を
買
い
そ
ろ
え
て
い
る
メ
ン
バ

ー
が
多
い
こ
と
に
気
が
付
く
。
何
故
彼
ら
は
法
具
を
所
持
し
、
装
束
を
着

用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
報
告
で
は
山
伏
達
の
こ
う
し
た
態
度
を
、
彼
ら
の

「
自
己
規
律
化
」
の
結
果
で
あ
る
と
分
析
し
た
。

　

法
具
や
装
束
を
め
ぐ
る
修
行
参
加
者
達
の
や
り
取
り
に
注
目
す
る
と
、

法
具
や
装
束
を
身
に
つ
け
た
複
数
回
参
加
者
を
、
宗
教
的
な
所
属
や
内
心

の
如
何
に
関
わ
ら
ず
「
見
習
う
べ
き
山
伏
」
と
し
て
扱
う
初
回
参
加
者

と
、
初
回
参
加
者
の
ま
な
ざ
し
を
強
く
意
識
し
、
道
具
や
装
束
を
整
え
、

振
る
舞
い
を
正
す
こ
と
で
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
山
伏
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
複

数
回
参
加
者
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
吉
野
・
熊
野
で

は
法
具
や
装
束
を
整
え
た
メ
ン
バ
ー
に
対
し
、
道
を
譲
り
路
傍
で
手
を
合

わ
せ
る
寺
社
の
参
拝
客
な
ど
も
お
り
、
こ
う
し
た
経
験
も
複
数
回
参
加
者

の
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
山
伏
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
識
を
強
化
し
て
い
る
も

の
と
み
ら
れ
る
。

　

加
え
て
報
告
で
は
、「
弁
慶
的
」
な
山
伏
装
束
を
着
た
メ
ン
バ
ー
を
真

正
な
「
山
伏
」
で
あ
る
と
見
做
す
初
回
参
加
者
や
道
端
で
手
を
合
わ
せ
る

人
々
の
背
景
に
、
歌
舞
伎
な
ど
の
芸
能
や
メ
デ
ィ
ア
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に

よ
っ
て
「
流
通
し
た
」
山
伏
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
に
も
言

及
し
た
。

　

以
上
を
通
じ
て
、
法
具
や
装
束
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
、
修
行
の
現
場
に
お
い
て
、
教
団
の
統
制
や
教
義

に
基
づ
か
ず
、
信
仰
に
の
み
に
還
元
し
得
な
い
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
山
伏
」
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係
な
個
人
の
実
践
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ｋ
氏
の
お
地
蔵
様

を
所
有
し
た
と
し
て
も
、
従
来
の
彫
物
と
は
異
な
り
、
そ
の
所
有
に
よ
っ

て
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
実
践
と
関
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ

と
が
な
い
。
Ｋ
氏
の
作
成
し
た
お
地
蔵
様
が
都
心
の
「
女
子
」
た
ち
に

「
ウ
ケ
て
」
い
る
と
い
う
現
実
は
、
Ｋ
氏
の
お
地
蔵
様
が
も
は
や
地
域
の

濃
厚
な
関
係
性
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
る
と

い
え
る
。

　

一
方
で
、
津
軽
地
方
の
「
授
か
り
神
」
に
話
を
戻
す
と
、
個
人
の
「
授

か
っ
た
」
と
い
う
直
観
や
夢
見
の
受
け
皿
と
な
っ
て
き
た
、
仏
師
の
Ｋ
氏

と
彼
の
作
成
す
る
彫
物
や
巫
者
が
関
わ
る
ロ
ー
カ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

衰
退
し
て
い
る
と
な
る
と
、
今
後
個
人
の
直
観
や
夢
見
は
ど
の
よ
う
に
対

処
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
個
人
の
直
観
や
夢
見
が
な
く
な
ら

ず
、
そ
れ
に
形
を
与
え
る
と
い
う
実
践
が
し
ば
ら
く
は
継
続
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
時
与
え
ら
れ
る
形
は
、
津
軽
地
方
に
お
い
て
も
今
回
例
示
し
た

お
地
蔵
様
の
よ
う
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
化
し
た
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

貨
幣
と
礼
拝

│
│ 

鑑
賞
的
聖
地
に
お
け
る
入
場
料
と
賽
銭
の
〈
あ
い
だ
〉 │
│

門
田　

岳
久

　

現
代
日
本
で
は
「
聖
地
」
が
開
発
や
観
光
資
源
化
の
対
象
と
な
り
、
拝

む
こ
と
か
ら
見
る
こ
と
へ
と
そ
の
訪
問
目
的
を
変
容
さ
せ
て
い
る
。
芸
術

作
品
の
価
値
変
化
を
論
じ
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
倣
い
、
そ
の

よ
う
な
空
間
を
鑑
賞
的
聖
地
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
保
存
管
理
や
収

益
の
た
め
に
様
々
な
名
目
で
現
金
の
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
報
告
は

　

し
か
し
、
近
年
で
は
地
域
の
仏
壇
店
・
仏
師
と
も
に
彫
物
の
需
要
の
深

刻
な
減
少
を
語
る
。
彫
物
市
場
の
縮
小
は
す
な
わ
ち
、
個
人
の
直
観
を
汲

み
取
っ
て
い
た
、
仏
壇
店
、
仏
師
、
巫
者
、
地
域
の
社
寺
な
ど
か
ら
な
る

モ
ノ
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
弱
体
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

で
は
、
現
在
は
ど
の
よ
う
な
モ
ノ
が
流
通
し
て
い
る
の
か
。
津
軽
地
方

の
彫
物
の
中
心
的
な
製
作
者
で
あ
る
仏
師
の
Ｋ
氏
の
も
と
に
は
現
在
、
従

来
の
神
像
に
代
わ
っ
て
、
八
㎝
程
の
小
さ
な
「
お
地
蔵
様
」
の
注
文
が
多

数
舞
い
込
ん
で
い
る
。
こ
の
お
地
蔵
様
は
、
津
軽
地
方
の
Ａ
寺
の
信
者
を

中
心
に
広
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
購
入
者
は
自
身
の
守
り
神
と
し

て
、
寺
院
参
拝
や
霊
場
巡
礼
の
際
に
連
れ
て
歩
き
、
こ
れ
を
「
遊
ば
せ

る
」
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｋ
氏
が
作
成
し
た
お
地
蔵
様
は
Ａ
寺
の

副
住
職
の
友
人
に
よ
っ
て
、
都
内
の
Ｂ
寺
で
も
紹
介
さ
れ
、
Ｂ
寺
の
住
職

夫
人
が
企
画
す
る
「
女
子
巡
礼
」
を
介
し
て
、
都
心
の
「
女
子
」
た
ち
の

間
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
の
津
軽
地
方
に
固
有
な
彫
物
で
あ

っ
た
ら
ま
ず
生
じ
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、「
お
地
蔵
様
」
だ
か
ら
可
能
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
「
お
地
蔵
様
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
そ
の
在

り
方
を
、
先
に
岡
本
亮
輔
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
宗
教
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
化

（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
宗
教
）
の
語
で
理
解
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
」
の
語
に
よ
っ
て
、
既
成
宗
教
の
み
な
ら
ず

地
域
性
か
ら
の
離
脱
と
い
う
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

で
あ
る
。
津
軽
地
方
に
は
多
く
の
地
区
に
地
蔵
堂
が
あ
り
地
蔵
講
の
活
動

も
未
だ
に
活
発
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ａ
寺
で
お
地
蔵
様
を
買
い
、
そ
れ
を

持
ち
歩
く
と
い
う
行
為
は
、
地
域
の
地
蔵
を
め
ぐ
る
実
践
と
は
全
く
無
関
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ン
シ
ー
を
有
し
た
モ
ノ
で
も
あ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会
に
お
い
て
も

依
然
現
金
の
チ
ッ
プ
や
賽
銭
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
分
か
る
よ
う
に
、

人
々
が
財
の
代
用
物
と
し
て
で
は
な
く
貨
幣
を
用
い
る
と
き
、
経
済
的
な

交
換
価
値
以
外
の
価
値
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
深
田
淳
太
郎

が
述
べ
る
よ
う
に
、
物
質
性
は
貨
幣
の
社
会
生
活
上
の
動
き
を
捉
え
る
上

で
不
可
欠
な
視
点
で
あ
る
（「
使
え
な
い
貨
幣
と
人
の
死
」
春
日
直
樹
編

『
現
実
批
判
の
人
類
学
』）。

　

報
告
で
は
以
上
の
よ
う
な
視
点
を
も
と
に
、
観
光
客
は
岩
の
上
に
コ
イ

ン
を
置
く
こ
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
鑑
賞
的
聖
地
と
な
っ
て
い
る
御
嶽
に
礼
拝

的
価
値
を
も
た
ら
し
、「
自
ら
の
聖
地
」
に
変
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
実

践
で
は
な
い
か
と
解
釈
し
た
。
観
光
的
に
再
解
釈
さ
れ
た
斎
場
御
嶽
に
お

い
て
、
岩
は
「
パ
ワ
ー
」
を
宿
す
物
質
だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

人
々
は
岩
と
自
ら
と
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、「
聖
な
る
」
空
間
と
交
渉
す
る

た
め
の
媒
介
と
し
て
コ
イ
ン
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う

に
モ
ノ
と
モ
ノ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
し
か
得
ら
れ
な
い
「
宗
教
的

経
験
」
は
、
世
俗
性
を
帯
び
た
入
館
料
と
し
て
の
貨
幣
で
は
達
成
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
岩
の
上
へ
コ
イ
ン
を
置
く
こ
と
は
人
々
が
期
待
す
る

「
聖
地
ら
し
さ
」
を
補
完
す
る
行
為
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
「
賽
銭
」

等
の
伝
統
的
な
概
念
枠
組
み
で
解
釈
す
べ
き
事
例
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

鑑
賞
的
聖
地
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
来
場
者
が
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
宗

教
規
範
を
共
有
し
て
お
ら
ず
、
仮
に
聖
地
ら
し
さ
に
強
く
惹
か
れ
た
と
し

て
も
、
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
参
照
枠
組
み
が
不
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

聖
地
観
光
と
い
う
現
代
的
に
再
設
定
さ
れ
た
文
脈
に
お
い
て
、
岩
の
上
に

コ
イ
ン
を
置
く
こ
と
は
、
鑑
賞
的
聖
地
の
中
に
「
自
ら
の
聖
地
」
を
確
保

し
よ
う
と
す
る
極
め
て
消
費
社
会
的
な
宗
教
的
実
践
で
あ
る
と
言
え
る
。

ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
宗
教
伝
統
が
訪
問
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
な
く
な
っ

た
鑑
賞
的
聖
地
に
お
い
て
、「
カ
ネ
」
が
は
た
し
て
場
所
の
宗
教
性
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
、
沖
縄
・
斎
場
御
嶽
を
事
例

に
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
貨
幣
の
物
質
性
に
着
目
し
、
入
場
料
の
よ
う
な

世
俗
的
な
料
金
と
、
賽
銭
や
献
金
と
い
う
宗
教
的
な
慣
習
と
の
あ
い
だ
を

循
環
し
な
が
ら
、
人
々
の
宗
教
経
験
を
生
み
出
す
貨
幣
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ

ー
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

　

斎
場
御
嶽
に
お
い
て
貨
幣
は
主
に
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
が
管
理
者
に
徴
収
さ
れ
る
入
館
料
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
コ
イ
ン
を

券
売
機
に
投
入
す
る
こ
と
で
発
券
さ
れ
る
世
俗
的
な
色
彩
の
濃
い
も
の
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
訪
問
者
が
聖
域
内
の
拝
所
に
「
勝
手
に
」
置
い
て
い

く
コ
イ
ン
で
あ
り
、
規
則
の
上
で
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

拝
所
の
岩
の
上
や
壺
の
中
に
し
ば
し
ば
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
カ
ー

ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
貨
幣
を
、
交
換
価
値
を
帯
び
た
意
味
の
シ
ス
テ
ム
と

捉
え
た
が
（『
人
間
の
経
済
Ⅰ
』）、
こ
こ
で
前
者
の
貨
幣
は
、
斎
場
御
嶽

へ
の
「
入
館
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
歴
史
学
習
や
文
化
財
見
学
を
代
用
物

（
ト
ー
ク
ン
）
と
す
る
交
換
価
値
で
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
後

者
の
貨
幣
は
そ
の
よ
う
な
経
済
的
な
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
性
質
を

帯
び
て
い
る
。
で
は
岩
の
上
に
置
か
れ
た
コ
イ
ン
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

貨
幣
論
に
お
い
て
経
済
学
の
視
点
を
相
対
化
し
て
き
た
経
済
人
類
学

は
、
貨
幣
が
人
格
性
や
社
会
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
だ
け
で

な
く
、
貨
幣
の
物
質
性
に
も
着
目
し
て
き
た
。
貨
幣
は
紙
幣
や
硬
貨
（
コ

イ
ン
）
と
い
う
具
体
的
な
モ
ノ
と
し
て
人
に
用
い
ら
れ
、
と
き
に
そ
の
形

状
や
手
触
り
、
重
さ
、
輝
き
な
ど
を
通
じ
、
人
に
働
き
か
け
る
エ
イ
ジ
ェ
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心
に
据
え
て
、
そ
れ
ら
を
仏
像
＝「
モ
ノ
」
へ
と
変
換
す
る
仏
師
、
そ
し

て
そ
れ
を
流
通
さ
せ
る
仏
壇
店
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存

在
と
そ
の
変
容
を
論
じ
た
村
上
発
表
を（
２

）に
分
類
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
の
視
点
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
点
も
あ
り
、

こ
れ
ら
の
発
表
を
二
つ
の
視
点
に
集
約
し
て
整
理
す
る
必
要
も
な
い
が
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
代
宗
教
の
動
態
を
分
析
す
る
た
め
の
重
要
な
理
論

的
視
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
今
回
の
パ
ネ
ル
か
ら
私
自
身
が
触
発
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
少
し

述
べ
て
み
た
い
。
四
つ
の
発
表
が
扱
っ
て
い
る
対
象
は
い
ず
れ
も
リ
ジ
ッ

ド
な
教
義
や
組
織
を
備
え
た
近
代
的
な
教
団
宗
教
で
は
な
い
。
こ
の
点
は

押
さ
え
て
お
い
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
一
部
は
か
つ
て
地
域
共

同
体
に
根
ざ
し
て
い
た
も
の
の
、
今
日
で
は
そ
れ
ら
を
支
え
る
信
仰
共
同

体
が
弱
体
化
し
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
信
仰
を
有
し
な

い
人
々
に
よ
っ
て
こ
そ
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ

の
流
動
性
の
高
い
不
特
定
多
数
の
人
々
と
、
本
来
は
ロ
ー
カ
ル
な
宗
教
伝

統
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
宗
教
を
媒
介
し
た
も
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
や
ネ
ッ

ト
の
中
に
位
置
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈

を
外
さ
れ
て
誰
で
も
購
入
可
能
な
モ
ノ
と
し
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
に
定
位

さ
れ
た
こ
れ
ら
の
宗
教
は
、
岡
本
が
指
摘
し
た
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
な
特
質
を

ま
す
ま
す
備
え
た
宗
教
と
し
て
消
費
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
ロ
ー
カ
ル
な
伝
統
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
浮
遊
し
て
い
る
「
軽
い
宗

教
」
の
需
要
を
支
え
て
い
る
の
は
、
内
実
の
な
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は

な
く
、
や
は
り
再
帰
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
参
照
点
の
不
確
か
さ
と

そ
れ
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
欲
求
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
溢
れ
る
、
占
い
や
ヨ
ガ
な
ど
の
狭
い
意
味
で
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

コ
メ
ン
ト

山
中　
　

弘

　

ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
を
背
景
に
し
て
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
〇

世
紀
初
頭
に
学
問
的
形
成
を
遂
げ
た
宗
教
研
究
は
、「
聖
俗
論
」、「
ヌ
ミ

ノ
ー
ゼ
」
な
ど
の
様
々
な
分
析
概
念
を
案
出
し
つ
つ
発
展
し
て
き
た
。
し

か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
情
報
技
術
の
飛
躍
的
発
展
、
さ
ら
に
は
消
費
主

義
が
全
面
的
に
展
開
す
る
今
日
の
社
会
に
お
い
て
、
従
来
の
宗
教
研
究
が

使
っ
て
き
た
伝
統
的
な
諸
概
念
や
視
点
の
有
効
性
を
改
め
て
問
い
直
す
必

要
に
迫
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
の
発
表
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に

基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
主
な
成
果
や
素
材
（
三

峯
神
社
の
神
木
、
熊
野
・
吉
野
の
山
伏
修
行
、
津
軽
の
「
カ
ミ
さ
ま
」、

沖
縄
の
斎
場
御
嶽
）
を
参
照
し
な
が
ら
、
現
代
の
宗
教
動
態
を
理
解
す
る

新
た
な
理
論
的
枠
組
み
の
模
索
を
試
み
て
い
る
。
特
に
、
そ
の
方
向
性
の

一
つ
と
し
て
宗
教
消
費
論
と
も
呼
ぶ
べ
き
視
点
を
さ
ら
に
一
歩
前
に
進
め

る
べ
く
、（
１

）信
仰
や
宗
教
体
験
よ
り
も
、
今
日
の
宗
教
を
取
り
巻
く
物

理
環
境
や
メ
デ
ィ
ア
へ
の
注
目
（
岡
本
発
表
）、（
２

）消
費
論
に
欠
か
せ

な
い
「
カ
ネ
」＝「
貨
幣
」
の
問
題
を
、
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
も
っ
た
「
モ

ノ
」
と
し
て
関
係
性
の
中
で
捉
え
る
（
門
田
発
表
）、
と
い
う
二
つ
の
理

論
的
な
視
点
が
提
供
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
田
、
村
上
両
発

表
を
こ
れ
ら
の
視
点
に
あ
え
て
配
当
す
る
と
す
れ
ば
、
修
験
教
団
の
戦
略

や
山
伏
の
装
束
に
対
す
る
山
伏
修
行
に
参
加
す
る
人
々
の
「
語
り
」
を
通

じ
て
信
仰
や
教
義
よ
り
も
装
束
と
い
う
モ
ノ
を
介
し
て
、
再
帰
的
に
山
伏

と
し
て
の
自
覚
を
獲
得
し
て
い
く
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
に
注
目
し

た
天
田
発
表
は（
１

）に
、
津
軽
地
方
の
巫
者
の
「
授
か
り
神
信
仰
」
を
中
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あ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
で
は
、
こ
う
し
た
心
理
的
過
程
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
そ
の

背
後
に
信
念
の
受
容
保
持
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
実
践
や
物
理
的
環

境
に
注
目
す
る
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
浅
い
宗
教
経
験
や
軽
い
宗
教

と
い
っ
た
概
念
だ
。
門
田
岳
久
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
は
「
ほ
ど
ほ
ど
の
宗
教
体
験
」
を
す
る
た
め
に
市
場
に
出

回
る
商
品
だ
。
そ
の
消
費
者
は
何
か
深
い
体
験
を
求
め
、
そ
の
第
一
歩
と

し
て
こ
れ
ら
を
購
入
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
深
く
強
度
の
あ
る

実
践
は
求
め
て
お
ら
ず
、
適
度
な
宗
教
体
験
で
健
全
に
満
足
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
山
中
弘
は
、
現
代
宗
教
に
つ
い
て
、
漠
然
と
し
た
「
探
求
」
と

い
う
「
需
要
側
の
不
定
形
な
欲
求
」
が
市
場
論
理
の
下
に
編
集
さ
れ
、
そ

れ
が
特
定
の
宗
教
実
践
に
結
実
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、

明
確
な
宗
教
的
信
念
が
先
行
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ツ
ー
リ
ズ
ム

産
業
な
ど
の
文
化
産
業
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
、
商
品
化
さ
れ
た
宗

教
が
消
費
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
軽
い
宗
教
と
呼
べ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
現
代
宗
教
が
究
極
的
な
意
味
づ
け
の
機
能
を
喪
失

し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
機
能
主
義
的
定
義

で
は
、
死
生
の
よ
う
な
人
間
の
究
極
的
問
題
を
解
決
す
る
意
味
づ
け
が
宗

教
の
役
割
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
か
つ
て
は
意
味
づ
け
は
宗
教

が
独
占
的
に
担
っ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
科
学
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な

領
域
が
扱
っ
て
い
る
。
世
俗
社
会
と
は
、
宗
教
の
意
味
づ
け
も
諸
領
域
か

ら
与
え
ら
れ
る
多
様
な
説
明
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
社
会
で

あ
り
、
現
代
日
本
を
考
え
る
時
、
意
味
づ
け
だ
け
か
ら
出
発
す
る
の
は
妥

当
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
本
パ
ネ
ル
で
は
、
現
代
宗
教
を
構
成

ル
な
も
の
は
も
と
よ
り
、
片
付
け
や
整
理
な
ど
自
己
啓
発
的
著
作
の
流
行

は
、
こ
う
し
た
種
類
の
需
要
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
牧
野
智
和
は
、

「
自
己
啓
発
メ
デ
ィ
ア
」
が
「
自
己
を
巡
る
「
文
化
秩
序
の
コ
ー
ド
化
さ

れ
た
意
味
」
の
生
産
・
流
通
・
消
費
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
か
ら
生
ま
れ

て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
私
は
、
現
代
宗
教
論
を
考
え
る
場
合

に
、
や
は
り
「
意
味
づ
け
」
の
「
消
費
」
と
い
う
視
点
は
依
然
と
し
て
重

要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

岡
本　

亮
輔

　

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
現
代
宗
教
に
お
い
て
は
、
預
言
者
や
カ

リ
ス
マ
と
い
っ
た
宗
教
者
が
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
り

わ
け
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
、
御
朱
印
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
宿
坊
な
ど
の
ブ

ー
ム
現
象
で
は
、
そ
う
し
た
場
を
訪
れ
る
個
々
人
の
趣
味
嗜
好
の
影
響
が

大
き
い
。
逆
に
、
本
来
そ
の
場
を
管
理
運
営
す
る
宗
教
組
織
や
宗
教
者
の

影
響
力
は
制
限
さ
れ
、
時
に
訪
問
者
と
管
理
者
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
て
い

る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
世
俗
化
論
の
文
脈
で
、
宗
教
の
私
事
化
・
個
人

化
と
し
て
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
世
俗
社
会
で
は
、
宗
教
組
織
が

提
示
す
る
信
念
体
系
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
受
容
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
一
部

が
切
り
取
ら
れ
た
り
、
他
の
宗
教
の
要
素
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
。

　

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
や
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
は
、
こ
う
し

た
個
々
人
の
宗
教
的
自
律
化
を
前
提
に
、
細
分
化
さ
れ
た
宗
教
が
消
費
さ

れ
る
諸
相
を
描
き
出
し
て
き
た
が
、
他
方
、
常
に
信
仰
に
焦
点
を
あ
て
て

き
た
。
何
か
を
体
系
的
に
信
じ
る
主
体
が
前
提
さ
れ
、
信
念
体
系
の
受
容

保
持
と
い
う
心
理
的
過
程
が
宗
教
の
本
質
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
の
で
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生
命
操
作
時
代
の
宗
教
と
宗
教
学

│
│ 

宗
教
的
生
命
観
を
鍛
え
直
す 

│
│代

表
者
・
司
会　

安
藤
泰
至

人
―
動
物
キ
メ
ラ
胚
研
究
を
め
ぐ
る

生
命
倫
理
議
論
と
宗
教
・
宗
教
学
の
役
割

澤
井　
　

努

　

二
〇
一
〇
年
以
降
、
胚
盤
胞
補
完
法
を
用
い
て
多
能
性
幹
細
胞
由
来
の

臓
器
を
作
製
す
る
研
究
が
進
展
し
て
お
り
、
そ
の
臓
器
を
用
い
た
疾
患
メ

カ
ニ
ズ
ム
研
究
、
創
薬
、
さ
ら
に
移
植
医
療
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
伴
い
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
〇
一
一
年
に
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
人

と
動
物
の
細
胞
が
混
ざ
る
研
究
に
関
し
て
勧
告
を
出
し
、
二
〇
一
六
年
に

内
務
省
が
そ
の
勧
告
に
従
っ
て
指
針
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で

は
、
二
〇
一
五
年
に
国
立
衛
生
研
究
所
（
Ｎ
Ｉ
Ｈ
）
が
、
動
物
の
胚
に
人

の
多
能
性
細
胞
を
導
入
す
る
研
究
へ
の
連
邦
助
成
金
の
支
出
を
一
時
停
止

す
る
と
発
表
し
、
こ
の
研
究
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の

後
、
二
〇
一
六
年
に
は
研
究
を
進
め
る
方
向
で
指
針
改
正
案
を
ま
と
め
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
た
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
指
針
改
正

は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
日
本
で
は
こ
れ
ま
で
、「
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ

ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
〇
年
）
の
下
で
制
定
さ

れ
た
「
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
き
、
人
に
移
植
可
能

な
臓
器
の
作
製
を
目
的
と
し
た
基
礎
研
究
に
限
定
し
て
、
人
―
動
物
キ
メ

ラ
胚
の
作
製
、
お
よ
び
作
製
後
一
四
日
間
、
ま
た
は
原
始
線
条
の
発
現
ま

す
る
モ
ノ
や
環
境
に
注
目
し
つ
つ
、
三
峰
神
社
を
参
照
事
例
と
す
る
理
論

的
な
岡
本
報
告
、
修
験
者
た
ち
の
装
束
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る

天
田
報
告
、
津
軽
地
方
に
お
け
る
神
像
や
仏
像
の
生
産
流
通
の
プ
ロ
セ
ス

の
変
容
に
注
目
し
た
村
上
報
告
、
沖
縄
県
の
斎
場
御
嶽
を
主
な
事
例
と
し

て
貨
幣
が
持
つ
賽
銭
・
献
金
と
入
場
料
と
い
う
二
重
性
に
注
目
し
た
門
田

報
告
の
四
つ
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
山
中
弘
氏
か
ら

は
、
宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
背
景
に
関
す
る
考
察
の
必
要
性
、
宗
教

に
ま
つ
わ
る
モ
ノ
を
象
徴
性
か
ら
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
へ
と
読
み
替
え
る
こ

と
の
必
要
性
、
現
代
宗
教
に
お
け
る
意
味
づ
け
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
的
な
コ
メ
ン
ト
が
な
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
が
受
け
つ
け
ら
れ
た
。
現
代
宗
教
に
お

い
て
も
伝
統
が
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
依
然
と
し
て
有
名
寺
社
が

影
響
力
を
持
っ
て
い
る
点
、
前
近
代
と
現
代
の
宗
教
状
況
の
異
同
、
現
代

宗
教
と
し
て
成
功
し
て
い
る
寺
社
と
そ
う
で
な
い
寺
社
の
差
異
、
コ
モ
デ

ィ
テ
ィ
と
モ
ノ
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
コ
メ

ン
テ
ー
タ
が
直
接
応
答
す
る
な
ど
、
極
め
て
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ

た
。
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を
め
ぐ
る
議
論
に
十
分
に
貢
献
し
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
宗
教
学
が
あ

ま
り
議
論
に
参
画
し
て
こ
な
か
っ
た
理
由
に
は
、
宗
教
学
特
有
の
学
問
的

背
景
│
│
「
規
範
の
学
」
と
い
う
よ
り
は
、「
記
述
の
学
」「
比
較
の
学
」

と
し
て
成
立
・
発
展
し
て
き
た
経
緯
│
│
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た

宗
教
界
が
議
論
に
加
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、（
キ
リ
ス
ト
教
に

比
べ
て
、
神
道
界
や
仏
教
界
で
は
）
最
先
端
科
学
技
術
に
関
し
て
積
極
的

に
情
報
収
集
、
情
報
発
信
を
行
う
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
背
景
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
後
、
生

命
倫
理
議
論
に
お
い
て
宗
教
・
宗
教
学
が
役
割
を
果
た
し
て
い
く
に
は
、

人
や
人
以
外
の
動
物
を
対
象
に
し
た
研
究
の
是
非
、
ま
た
社
会
的
価
値
の

同
定
な
ど
、
科
学
技
術
の
新
展
開
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
根
本
的

な
議
論
の
蓄
積
が
必
須
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
的
貢
献

の
観
点
か
ら
は
、
積
極
的
な
情
報
収
集
や
情
報
発
信
が
今
後
ま
す
ま
す
求

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ゲ
ノ
ム
編
集
し
た
人
の
子
を
産
む
こ
と
を
禁
止
す
る
理
由

島
薗　
　

進

　

中
国
の
科
学
者
、
賀
建
奎
（H

e Jiankui

）
が
ゲ
ノ
ム
編
集
を
施
し
た

双
子
の
女
児
の
出
産
を
報
告
し
た
の
は
、
二
〇
一
八
年
の
一
一
月
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
領
域
の
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
国
な
ど
の
研
究
者

は
、
こ
う
し
た
事
態
の
生
じ
う
る
こ
と
を
数
年
前
か
ら
想
定
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
報
告
が
な
さ
れ
た
の
は
、
香
港
で
開
か
れ
た
第
二
回
ヒ
ト
ゲ

ノ
ム
編
集
国
際
サ
ミ
ッ
ト
だ
が
、
す
で
に
二
〇
一
五
年
一
二
月
に
ア
メ
リ

カ
で
第
一
回
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
編
集
国
際
サ
ミ
ッ
ト
が
開
か
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
発
せ
ら
れ
た
声
明
で
は
、
生
殖
系
列
細
胞
へ
の
ゲ
ノ
ム
編
集
の
問
題
に

で
の
培
養
を
認
め
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
二
年
に
開
始
し
た
指
針
改

正
の
議
論
の
末
、
研
究
目
的
を
臓
器
移
植
だ
け
で
な
く
、
疾
患
メ
カ
ニ
ズ

ム
研
究
や
創
薬
な
ど
も
含
め
る
形
で
、
人
―
動
物
キ
メ
ラ
個
体
の
産
出
を

容
認
す
る
結
論
を
導
い
て
い
る
。
た
だ
、
二
〇
一
九
年
に
改
正
さ
れ
た
指

針
で
は
、
臓
器
移
植
は
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。

　

指
針
改
正
に
先
立
ち
日
本
で
は
、
人
―
動
物
キ
メ
ラ
胚
研
究
に
お
い
て

種
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
動
物
の
誕
生
が
懸
念
さ
れ
、
人
の
よ
う
な
容
姿

や
脳
機
能
を
持
つ
動
物
、
ま
た
人
の
精
子
・
卵
子
を
持
つ
動
物
が
交
配

し
、
人
と
動
物
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
が
生
ま
れ
る
可
能
性
に
関
し
て
科
学
的

な
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
動
物
が
誕
生
す

る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
も
の
の
、
慎
重
を
期
し
て
、
研
究
者
に
は
研
究

計
画
の
段
階
で
懸
念
を
回
避
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
、
倫

理
審
査
委
員
会
や
国
で
も
そ
う
し
た
措
置
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

人
―
動
物
キ
メ
ラ
胚
研
究
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
の
議
論
は
、
二
〇
〇
三

年
、A

m
erican Journal of Bioethics

誌
に
掲
載
さ
れ
た
、
ジ
ェ
イ

ソ
ン
・
ロ
バ
ー
ト
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ベ
イ
リ
ス
に
よ
る
論
稿
（「
種

の
境
界
線
を
越
え
る
こ
と
」）
を
皮
切
り
に
始
ま
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
早

く
か
ら
、
ヒ
ト
多
能
性
幹
細
胞
が
動
物
の
脳
や
生
殖
細
胞
系
列
の
細
胞
に

分
化
し
、
動
物
が
人
と
同
等
の
認
知
能
力
を
持
っ
た
り
、
人
の
精
子
・
卵

子
を
持
っ
た
り
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
当
初
は
、
人
間
の
尊

厳
や
道
徳
的
地
位
な
ど
を
鍵
概
念
に
、
意
図
せ
ず
動
物
が
人
と
同
等
の
認

知
脳
力
を
持
つ
こ
と
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
人
の
精

子
・
卵
子
、
ヒ
ト
化
し
た
脳
を
持
つ
人
―
動
物
キ
メ
ラ
個
体
を
意
図
的
に

作
製
す
る
こ
と
の
是
非
も
論
じ
ら
れ
始
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
従
来
、
宗
教
・
宗
教
学
は
人
―
動
物
キ
メ
ラ
胚
研
究
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と
、
親
子
の
関
係
が
変
わ
る
こ
と
、
将
来
世
代
に
重
い
負
荷
を
か
け
る
可

能
性
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
れ
を
宗
教
的
生
命
観
と
い
う
点
か

ら
考
え
る
と
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
い
の
ち
の
始
ま
り
の

生
命
倫
理
に
つ
い
て
長
く
主
軸
の
一
角
を
占
め
て
き
た
、
受
精
の
瞬
間
か

ら
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
神
聖
な
人
間
性
が
そ
こ
に
宿
る
と
す
る
「
生

命
の
神
聖
性
」
の
論
は
な
お
一
定
の
有
効
性
を
も
つ
と
し
て
も
、
限
界
が

あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の
『
完
全
な
人
間
を
目
指
さ
な
く
て
も
よ

い
理
由
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
で
は
、「
い
の
ち
の
恵
み

（giftedness of life

）」
と
い
う
概
念
が
手
が
か
り
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
サ
ン
デ
ル
は
、「
予
期
せ
ざ
る
も
の
に

開
か
れ
た
姿
勢
（openness to the unbidden

）」
と
い
う
概
念
を
用
い

て
い
る
。
そ
れ
ら
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
謙
虚
さ
が
失
わ

れ
、
個
々
人
に
過
剰
な
責
任
が
負
わ
さ
れ
、
連
帯
の
基
盤
が
損
な
わ
れ
る

と
し
て
い
る
。
他
方
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
ネ
イ
タ
リ
テ
ィ
（
人

が
産
ま
れ
る
こ
と
の
価
値
）」
を
手
が
か
り
に
し
よ
う
と
す
る
論
も
あ
る
。

　

人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
い
の
ち
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
「
い
の
ち
の
尊
さ
」
を
示
そ
う
と
す
る

と
自
ず
か
ら
宗
教
的
な
い
の
ち
観
と
の
接
点
が
現
出
す
る
。
こ
こ
で
「
い

の
ち
の
尊
さ
」
と
表
す
も
の
と
従
来
の
「
生
命
の
神
聖
性
」
と
の
違
い
を

明
確
に
し
な
が
ら
、「
い
の
ち
の
恵
み
」
の
概
念
を
深
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
生
命
操
作
を
肯
定
す
る
際
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
価
値
観

と
の
比
較
に
お
い
て
、「
い
の
ち
の
尊
さ
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
く

必
要
が
あ
る
。「
神
聖
で
あ
る
人
間
の
個
の
生
命
」
で
は
な
く
、「
生
命
総

体
の
中
で
と
も
に
生
き
る
人
の
い
の
ち
」
の
価
値
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

つ
い
て
、（
１

）オ
フ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
や
モ
ザ
イ
ク
と
い
っ
た
技
術
上
の
問

題
、（
２

）遺
伝
子
改
変
の
有
害
な
結
果
を
予
測
す
る
難
し
さ
、（
３

）個
人

の
み
な
ら
ず
将
来
の
世
代
へ
の
影
響
を
考
え
る
義
務
、（
４

）人
間
集
団
に

い
っ
た
ん
導
入
し
た
改
変
を
元
に
戻
す
の
は
難
し
い
と
い
う
事
実
、（
５

）

恒
久
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
差
別
や
強
制
、（
６

）人
間
の
進
化
を

意
図
的
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
道
徳
的
・
倫
理
的
検
討
、
の
六
点

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　

賀
建
奎
に
よ
る
ゲ
ノ
ム
編
集
し
た
子
の
出
産
が
報
告
さ
れ
て
か
ら
、
日

本
国
内
で
は
い
く
つ
か
の
批
判
的
声
明
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で

は
社
会
的
な
影
響
が
及
ぶ
将
来
ま
で
を
見
通
し
に
入
れ
た
考
察
は
少
な

い
。
近
い
将
来
、
難
病
治
療
の
た
め
に
ゲ
ノ
ム
編
集
が
許
容
さ
れ
る
可
能

性
が
高
い
が
、
そ
の
後
、
許
容
を
ど
こ
ま
で
広
げ
て
よ
い
の
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
の
考
察
や
討
議
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
病
気
の
治

療
・
予
防
を
超
え
る
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
（
増
進
的
介
入
）
は
認
め
な
い

と
い
う
こ
と
で
は
合
意
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
こ
ま
で
が
治

療
・
予
防
で
ど
こ
か
ら
が
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
か
を
分
け
る
の
は
容
易
で

な
い
。
ま
た
、
治
療
・
予
防
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
疾
患
に
か
か
る
確
率
を
下

げ
る
た
め
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
広
げ
て
よ
い
の
か
。「
デ
ザ
イ
ナ

ー
・
ベ
イ
ビ
ー
」
と
か
「
人
間
の
育
種
」「
新
し
い
優
生
学
」
と
い
っ
た

事
態
に
進
ま
な
い
た
め
に
は
、
特
定
遺
伝
子
に
よ
る
疾
患
で
あ
る
こ
と
が

明
確
な
難
病
に
特
定
し
て
、
例
外
的
に
許
容
を
す
る
と
い
う
の
が
現
実
的

と
思
わ
れ
る
。

　

だ
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
ベ
イ
ビ
ー
」
と
か
「
人
間
の

育
種
」「
新
し
い
優
生
学
」
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
か
。
新
た
な
差
別
が
生
じ
る
こ
と
、
人
の
い
の
ち
を
道
具
化
す
る
こ
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死
」
は
元
来
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
人
は
若
さ
や
健
康
、
長
生
き
を
求
め
、
医
療
は
そ
の
実
現
の
手
段
と
し

て
機
能
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
老
病
死
は
不
幸
、
若
く
て
健
康
で
長
生
き

す
る
こ
と
が
幸
せ
と
い
う
、
二
分
化
さ
れ
た
価
値
観
が
潜
ん
で
い
る
。
し

か
し
仮
に
「
老
い
」
を
情
け
な
く
み
じ
め
で
不
幸
と
す
る
な
ら
ば
、
人
は

生
き
て
い
る
限
り
こ
の
「
老
い
」
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
情
け
な
く

み
じ
め
な
人
生
を
突
き
進
む
こ
と
と
な
る
。
老
病
死
を
不
幸
と
捉
え
る
限

り
、
生
き
る
幸
せ
は
あ
り
得
な
い
。
幸
せ
を
求
め
る
心
が
、
そ
の
裏
側
に

不
幸
を
作
り
出
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

相
模
原
障
害
者
殺
傷
事
件
で
は
、「
障
害
者
は
不
幸
」
と
い
う
優
生
思

想
が
問
題
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
幸
・
不
幸
を
分
け
隔
て
す
る
の
も
人
間

の
煩
悩
性
に
由
来
し
、「
障
害
」
や
「
老
病
死
」
そ
れ
自
体
に
は
幸
も
不

幸
も
存
在
せ
ず
、
自
分
自
身
の
心
が
幸
・
不
幸
を
決
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
分
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い

も
の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
取
り
込
も
う
と
し
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の

悪
い
も
の
に
対
し
て
は
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
幸
や
不
幸
、
優
や

劣
の
線
引
き
は
、
自
分
自
身
や
社
会
の
価
値
観
が
生
み
出
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
優
生
思
想
は
何
も
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在
に
内
在

し
て
い
る
心
の
本
質
と
も
い
え
る
。
誰
し
も
が
病
気
に
は
な
り
た
く
な

く
、
健
康
を
求
め
る
の
も
当
然
の
心
の
作
用
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に

科
学
技
術
は
存
在
す
る
。
健
康
を
求
め
る
心
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、「
老
病
死
」
を
不
幸
と
す
る
価
値
観
に
は
、
自
他
の
い
の

ち
が
阻
害
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

人
間
存
在
の
あ
り
方
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
科
学
技
術
に

は
優
生
思
想
が
内
在
し
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
に
み
て
い
く
の
が
宗
教
の

生
命
操
作
の
是
非
を
越
え
て

│
│ 

悲
し
み
と
共
に
生
き
る
宗
教
者
の
役
割 

│
│

花
岡　

尚
樹

　

科
学
技
術
に
基
づ
く
生
命
操
作
を
論
じ
る
前
に
、
宗
教
、
特
に
仏
教
の

立
場
か
ら
人
間
存
在
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
仏
教
で
は
肉

体
的
な
老
病
死
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
苦

し
み
」
と
受
け
止
め
る
人
間
の
内
面
性
を
重
視
し
て
い
る
。
老
病
死
を

「
苦
」
と
受
け
止
め
る
原
因
は
自
己
中
心
的
な
煩
悩
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
間
は
迷
い
の
世
界
を
生
き
て
い
る
と
み
る
の
が
仏
教
で
あ
る
。
聖

徳
太
子
の
「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
世
間
の
営
み
は
全
て
煩
悩
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
科

学
技
術
の
進
歩
も
こ
の
虚
仮
不
実
か
ら
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
虚
」

と
は
む
な
し
く
、「
仮
」
と
は
か
り
な
も
の
で
あ
っ
て
、
科
学
技
術
に
よ

っ
て
も
「
死
」
と
い
う
根
本
問
題
を
解
決
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
究
極

的
な
充
実
に
は
至
ら
な
い
の
で
「
虚
仮
」
で
あ
り
「
不
実
」
と
い
え
る
。

　

生
命
操
作
の
是
非
が
問
わ
れ
る
な
か
で
、
虚
仮
不
実
な
る
も
の
に
対
し

て
、
是
非
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と
は
危
険
性
も
伴
う
。
も
し
生
命
操
作
技

術
に
対
し
て
宗
教
界
が
「
是
」
と
す
る
と
、
優
生
思
想
を
助
長
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
生
命
倫
理
の
議
論
に
対
し
て
宗
教
界
が
積
極

的
に
是
非
を
下
さ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
科
学
技
術
そ
れ
自
体
で
は
な

く
、
そ
れ
を
生
み
出
す
人
間
の
内
面
に
あ
る
煩
悩
性
を
問
題
に
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
煩
悩
ゆ
え
に
老
病
死
に
苦
悩
す
る
人
々
に
寄
り

添
う
の
が
宗
教
者
の
役
割
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

老
病
死
を
抱
え
た
い
の
ち
を
い
か
に
み
つ
め
う
る
の
か
。
人
は
生
ま
れ

た
そ
の
と
き
か
ら
、
老
病
死
を
抱
え
た
存
在
で
あ
り
、「
生
」
と
「
老
病
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所
与
に
対
し
て
人
間
が
取
る
べ
き
姿
勢
は
「
謙
虚
」
で
あ
る
と
言
う
。
つ

ま
り
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
自
然
を
拒
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て

「
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
」
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
は
た
し
か
に
き
わ
め
て
問
題
含
み
で
あ
る
。
し
か

し
、
発
表
者
は
、
人
間
は
皆
こ
の
よ
う
な
「
自
然
」
を
基
底
と
し
、
そ
れ

ゆ
え
「
偶
然
性
」
に
曝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
サ
ン
デ
ル
の
主
張
と
、
そ
れ

を
最
終
的
に
は
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
彼
の
見
解
は
、「
絶
対
に
違

う
」
人
間
同
士
が
と
も
に
生
き
る
た
め
の
た
だ
一
つ
の
方
途
を
示
し
て

い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、「
生
の
被
贈
与
性
（
偶
然

性
）」
を
こ
の
世
界
の
性
質
（nature

）
の
偶
然
性
に
ま
で
進
め
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
こ
の
世
界
が
《
音
が
あ
る
》
世
界
だ
と
い
う
こ
と
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
根
源
的
な
所
与
で
あ
る
。
世
界
が
こ
の
よ
う
な
性
質

（nature

）
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
こ
の
世
界
に
は
「
聴
覚
」
を
持
つ
生
物

が
い
る
。
聴
覚
に
は
こ
のnature

に
沿
う
も
の
と
沿
え
な
い
も
の
が
あ

り
、
前
者
が
デ
フ
ォ
ル
ト
（
標
準
値
）
で
あ
っ
て
、
後
者
は
前
者
か
ら
の

逸
脱
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
価
値
の
根
源
的
な
傾
き
が
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
私
た
ち
は
当
然
（naturally

）、
聾
者
を
補
い
、
聾
者
を
聴
者
に

合
わ
せ
る
方
向
で
社
会
を
作
る
。
そ
の
逆
は
、
た
と
え
思
考
実
験
で
コ
ス

ト
や
リ
ス
ク
を
度
外
視
し
て
み
て
も
あ
り
え
な
い
。
こ
のnaturally

は

世
界
のnature

の
傾
き
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
。
だ
が
、
聴
者
が
そ
れ

に
無
自
覚
に
便
乗
し
て
聾
者
を
聴
者
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
逆
に
「
聴
者

の
耳
を
潰
し
て
聾
者
に
合
わ
せ
る
」
と
し
た
場
合
の
聴
者
の
戦
慄
と
同
じ

も
の
を
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
聾
者
に
与
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
世
界
のnature

か
ら
見
る
時
、「
ろ
う
文
化
」
や
「
デ

立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
対
化
す
る
だ
け
で
は
、
老
病
死
を
生
き
る
人

間
の
苦
悩
に
つ
い
て
は
解
決
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。「
ど
う
生
き

る
か
、
ど
う
死
ん
で
い
く
か
」
に
是
非
善
悪
は
な
く
、
あ
る
の
は
「
老
病

死
」
に
苦
悩
す
る
人
々
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
苦
悩
に
是
非
善
悪
を
も
っ

て
裁
く
の
が
宗
教
者
で
は
な
い
。
人
々
を
孤
独
の
な
か
に
置
き
去
り
に
す

る
こ
と
な
く
、
苦
悩
に
寄
り
添
い
、
悲
し
み
を
悲
し
み
の
ま
ま
に
受
け
止

め
、
苦
悩
の
な
か
に
も
生
き
き
る
思
い
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
宗
教
者
の

役
割
で
あ
る
。

生
命
操
作
に
抗
し
て
何
が
言
え
る
か

│
│ 「
生
の
被
贈
与
性
」
を
手
掛
り
に 

│
│

脇
坂　

真
弥

　

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
生
命
操
作
の
問
題
の
本
質
は
人
間

の
「
超
行
為
主
体
性
」
に
あ
る
。
自
律
の
倫
理
の
根
源
に
あ
る
人
間
の
自

然
に
対
す
る
支
配
欲
求
が
科
学
技
術
と
結
び
つ
く
時
、「
超
行
為
主
体
性
」

が
生
じ
る
。
彼
は
こ
れ
を
批
判
し
て
、「
生
の
被
贈
与
性
（giftedness 

of life

）」（
生
の
偶
然
性
）
を
謙
虚
に
受
け
入
れ
よ
と
説
く
。
こ
こ
で
の

「
自
然
」
と
は
「
人
間
の
自
然
本
性
を
も
含
め
た
自
然
」
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
道
徳
的
地
位
」
を
持
つ
と
サ
ン
デ
ル
は
言
う
。
こ
の
「
自
然
の
道
徳

的
地
位
」
は
、
た
と
え
ば
私
た
ち
が
《
優
れ
た
》
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
「
天

賦
の
才
（natural gift

）」
を
賛
美
す
る
時
の
価
値
の
感
覚
に
現
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
自
然
」
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
根
源
的
な

価
値
の
傾
き
と
、
各
人
の
能
力
等
の
不
平
等
の
問
題
を
避
け
て
は
通
れ
な

い
。
こ
こ
に
、
与
え
ら
れ
た
世
界
（
自
然
）
に
対
し
て
怒
り
、
こ
れ
を
根

本
的
に
作
り
直
そ
う
と
す
る
衝
動
が
生
じ
る
。
だ
が
、
サ
ン
デ
ル
は
こ
の
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大
ま
か
に
言
え
ば
間
違
い
で
は
な
い
が
、
個
々
の
宗
教
の
個
々
の
技
術
に

つ
い
て
の
態
度
に
は
単
純
に
そ
う
は
言
え
な
い
複
雑
な
関
係
が
あ
り
、

「
宗
教
」
か
ら
の
ブ
レ
ー
キ
が
何
に
基
づ
く
の
か
（
特
定
の
宗
教
の
教
義

や
宗
教
的
権
威
か
ら
の
態
度
表
明
か
ら
な
の
か
、
生
死
を
め
ぐ
る
社
会

的
・
文
化
的
な
宗
教
的
慣
習
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
基
に
あ
る
よ

う
な
「
生
活
者
」
と
し
て
の
感
覚
か
ら
な
の
か
）
に
つ
い
て
も
一
様
で
は

な
い
。

　

脳
死
臓
器
移
植
を
め
ぐ
る
日
本
の
議
論
に
典
型
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

先
端
医
療
技
術
や
生
命
科
学
技
術
の
「
倫
理
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ま
ず

（
必
ず
そ
う
し
た
技
術
の
「
推
進
派
」
で
あ
る
）
医
学
者
や
科
学
者
の
立

場
か
ら
そ
の
技
術
の
効
用
と
必
要
性
が
語
ら
れ
、
そ
れ
に
待
っ
た
を
か
け

る
ブ
レ
ー
キ
役
、
あ
る
い
は
両
者
の
調
整
役
と
し
て
、
哲
学
・
倫
理
学
や

宗
教（
学
）、
法
学
な
ど
の
専
門
家
が
発
言
す
る
、
と
い
う
お
決
ま
り
の

パ
タ
ー
ン
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
の
枠
組
み
設
定
自
体
の

な
か
に
、
そ
う
し
た
技
術
が
本
来
は
ら
ん
で
い
る
「
倫
理
」
問
題
を
矮
小

化
し
、「
倫
理
的
な
問
題
も
一
応
議
論
し
ま
し
た
よ
」
と
い
う
お
墨
付
き

（「
手
続
き
生
命
倫
理
」）
を
与
え
て
技
術
を
進
め
て
い
く
方
向
が
予
め
イ

ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
的
眼
差
し
を
欠
い
て
は
い
け
な

い
。
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
う
し
た
生
命
操
作
技
術
を
推
し
進

め
る
の
は
、
は
た
し
て
「
科
学
」
あ
る
い
は
「
科
学
的
生
命
観
」
な
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
科
学
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
方
法
と
し
て

の
科
学
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
（「
科
学
的
な
手
続
き
に
則
っ
た
」

と
い
う
意
味
）
と
、
科
学
的
知
識
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
（「
科
学

的
に
証
明
さ
れ
た
（
正
し
い
）」
と
い
う
意
味
）
が
あ
る
が
、
科
学
と
は

あ
く
ま
で
本
質
的w

hy

（
た
と
え
ば
「
生
命
と
は
何
か
？
」）
で
は
な
く
、

フ
ト
ピ
ア
」
の
主
張
は
き
わ
め
て
深
い
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
主
張

は
、
こ
の

0

0

世
界
のnature

を
相
対
化
し
、
あ
る
は
ず
の
音
が
な
い
（
無-

音
）
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
音
と
い
う
概
念
が
な
い
世
界
、
つ
ま
り
こ0

の
世
界
で
は
な
い
別
の
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
別
のnature

が
あ
り
え
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
深
淵
を
私
た
ち
に
覗
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
あ
る

nature

を
拒
み
、
そ
れ
を
根
本
的
に
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
超
行
為
主

体
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
あ
るnature

の
裏
側
へ
入
り
込
み
、
別
の

nature

も
あ
り
え
た
こ
と
を
私
た
ち
に
予
感
さ
せ
る
動
き
で
あ
る
。

　
「
生
の
被
贈
与
性
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
考
察
は
、
私
が
今
い
る
位
置

が
私
の
功
績
で
は
な
い
こ
と
を
告
げ
、
盤
石
な
は
ず
の
私
の
生
の
基
盤
を

非
常
に
深
い
と
こ
ろ
か
ら
揺
ら
す
。
こ
の
揺
れ
に
怒
り
、
ど
こ
ま
で
も
人

間
の
支
配
を
広
げ
よ
う
と
し
つ
つ
あ
る
の
が
現
代
の
生
命
操
作
の
動
向

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
世
界
のnature

が
一
つ
の
偶
然
で
あ

り
、
こ
の
世
界
で
は
な
い
別
の
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
を
受
け
入

れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
世
界
と
、
そ
こ
に
生
き
る
「
絶
対
に
違
う
」
他
者

は
、
そ
し
て
私
が
今
こ
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

世
界
に
支
え
ら
れ
て
当
然
の
よ
う
に

《
優
れ
て
い
る
／
劣
っ
て
い
る
》
こ
と
の
意
味
は
、
私
に
ど
の
よ
う
に
見

え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
生
命
操
作
に
抗
し
て
何
が
言
え
る
か
。
そ
れ
を
考

え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
問

い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

科
学
的
生
命
観
vs
宗
教
的
生
命
観
と
い
う
対
立
図
式
を
超
え
て安

藤　

泰
至

　

一
般
に
、
宗
教
は
「
生
命
操
作
技
術
の
発
展
に
対
し
て
ブ
レ
ー
キ
を
か

け
る
も
の
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
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に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
現
実
に
対
す
る
理
解
を
欠
い
た
ま
ま
で

こ
う
し
た
言
説
が
説
か
れ
た
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
生
命
操
作
に
対
す
る

有
効
な
批
判
に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
生
命
操
作
シ
ス
テ
ム
を

補
完
し
た
り
強
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
本
パ
ネ
ル
で

い
う
宗
教
的
生
命
観
の
「
鍛
え
直
し
」
が
必
要
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

安
藤　

泰
至

　

約
四
〇
年
前
（
一
九
七
八
年
）、
世
界
初
の
体
外
受
精
児
誕
生
の
ニ
ュ

ー
ス
が
世
界
を
駆
け
巡
っ
た
。
賛
成
派
は
「
不
妊
患
者
に
福
音
」、
反
対

派
は
「
神
の
領
域
へ
の
侵
入
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
技

術
は
私
た
ち
の
生
命
観
の
刷
新
あ
る
い
は
崩
壊
に
関
わ
る
よ
う
な
出
来
事

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
し
か
し
現
在
、
日
本
で
は
一
七
人
に
一
人
の

新
生
児
が
体
外
受
精
で
生
ま
れ
る
ぐ
ら
い
、
そ
れ
は
標
準
的
な
「
不
妊
治

療
」
と
し
て
普
及
し
て
い
る
。
一
方
で
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
や
幹
細
胞
研

究
、
ゲ
ノ
ム
編
集
と
い
っ
た
最
新
の
生
命
操
作
技
術
の
発
展
の
ス
ピ
ー
ド

は
著
し
く
、
宗
教
や
宗
教
学
に
も
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
深
刻
な
倫
理
問
題

に
つ
い
て
の
喫
緊
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
体
外
受

精
や
出
生
前
診
断
、
臓
器
移
植
な
ど
の
よ
う
に
、
す
で
に
医
療
の
な
か
に

浸
透
し
、
も
は
や
そ
の
是
非
自
体
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
従

来
の
生
命
操
作
技
術
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
私
た
ち
の
生
老
病
死
の
苦
に

寄
り
添
う
実
践
的
ケ
ア
や
知
の
あ
り
方
も
ま
た
、
宗
教
や
宗
教
学
に
と
っ

て
の
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、

本
パ
ネ
ル
は
広
い
意
味
で
の
「
宗
教
と
生
命
倫
理
」
と
い
う
問
題
に
新
し

い
角
度
か
ら
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。

自
然
の
仕
組
み
の
一
部
に
つ
い
て
のhow

を
追
求
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
「
科
学
的
生
命
観
」
と
い
う
も
の
は
本
来
あ
り
得
な

い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
生
命
現
象
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
探
求
は
、

特
定
の
「
生
命
観
」
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
生
命
（
自
然
）
の
秘
密
か

ら
ど
の
よ
う
な
「
生
命
観
」
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
か
は
、
科
学
そ
の
も

の
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
解
釈
」
の
問
題
で
あ
る
（
た
と
え

ば
、
脳
死
は
ど
の
よ
う
な
脳
の
状
態
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
検
査
に
よ
っ

て
そ
れ
が
判
定
可
能
か
は
科
学
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
が
、
そ
れ
が
人
の

死
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
科
学
が
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

　

ゆ
え
に
、
実
際
に
生
命
操
作
技
術
を
推
し
進
め
て
い
く
も
の
は
、
科
学

そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
（
科
学
的
に
は
誤
り
と
も
言

え
る
）
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
（「
脳
が
死
ん

で
い
る
」
と
い
う
「
脳
死
」
イ
メ
ー
ジ
、
遺
伝
子
決
定
論
、
私
た
ち
の
内

な
る
優
生
思
想
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、「
科
学
的
生
命
観
」
に
対
し
て

「
宗
教
的
生
命
観
」
を
そ
れ
に
対
置
し
つ
つ
生
命
操
作
を
批
判
す
る
よ
う

な
従
来
の
宗
教
的
言
説
は
、
か
え
っ
て
、
そ
う
し
た
「
科
学
的
で
な
い
」

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
し
、
結
果
的
に
は
生
命

操
作
を
推
進
す
る
よ
う
な
動
き
に
加
担
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
場
合
も

少
な
く
な
い
。
拙
論
「
宗
教
的
「
い
の
ち
」
言
説
の
陥
穽
」（
渡
邊
直
樹

編
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本　

2013

』
平
凡
社
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、

宗
教
的
「
い
の
ち
」
言
説
に
は
、「
い
の
ち
の
有
限
性
／
無
限
性
」「
与
え

ら
れ
た
い
の
ち
」「
い
の
ち
の
つ
な
が
り
、
相
互
依
存
性
」
と
い
う
ほ
ぼ

共
通
す
る
三
つ
の
要
素
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
医
療
や
生
命
科

学
に
お
け
る
生
命
操
作
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
生
と
死
が
い
か
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デ
ル
が
主
張
し
た
「
生
の
被
贈
与
性
」
と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
、
こ
れ

を
生
の
偶
然
性
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
た
。
そ
の
際
に
、
各
人
の
生
の
偶

然
性
が
単
な
る
《
差
異
》
で
は
な
く
事
実
上
の
《
格
差
》
と
な
り
う
る
こ

と
、
そ
の
《
格
差
》
が
解
消
し
が
た
い
生
の
痛
み
を
生
む
こ
と
を
敢
え
て

一
度
認
め
た
上
で
、
私
た
ち
が
そ
れ
で
も
な
お
《
と
も
に
》
生
き
て
い
く

可
能
性
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
を
探
っ
た
。

　

最
後
に
代
表
者
の
安
藤
泰
至
は
、
生
命
操
作
を
め
ぐ
る
「
科
学
的
生
命

観
と
宗
教
的
生
命
観
の
対
立
」
と
い
う
図
式
に
は
問
題
が
多
い
こ
と
、
方

法
と
し
て
の
「
科
学
」
に
は
特
定
の
「
生
命
観
」
は
存
在
せ
ず
、
生
命
現

象
を
め
ぐ
る
科
学
的
な
知
識
自
体
か
ら
特
定
の
生
命
観
が
演
繹
さ
れ
る
わ

け
で
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
生
命
操
作
技
術
に
対
す
る
有
効

な
批
判
の
た
め
に
は
、
ま
ず
「
宗
教
的
生
命
観
」
自
体
を
医
療
化
さ
れ
た

生
老
病
死
の
現
実
の
な
か
で
批
判
的
に
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
主
張
し

た
。
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
生
命
操
作
に
お
い
て
人
間
の
生
命
だ
け
を
特
別
視

す
る
こ
と
へ
の
疑
問
や
、
従
来
の
宗
教
的
生
命
観
が
依
拠
す
る
批
判
へ
の

反
省
の
必
要
性
な
ど
、
本
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
今
後
の
課
題
も
示
さ
れ
た
。

　

最
初
の
二
人
の
発
表
者
は
、
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
な
生
命

操
作
技
術
の
倫
理
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
宗
教
や
宗
教
学
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
る
か
を
論
じ
た
。
澤
井
努
は
、
人
―
動
物
キ
メ
ラ
胚
研
究
を
め
ぐ
る
生

命
倫
理
議
論
を
取
り
上
げ
た
。
国
内
外
の
規
制
動
向
、
お
よ
び
倫
理
議
論

を
概
観
し
た
後
、
日
本
で
は
当
該
研
究
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
議
論
に
宗
教

や
宗
教
学
が
十
分
に
貢
献
し
て
こ
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
、
そ
の
背
景
に

は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
あ
る
の
か
、
ま
た
今
後
の
議
論
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
貢
献
で
き
る
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
島
薗
進
は
、
中
国
で
受
精
卵
に

ゲ
ノ
ム
編
集
し
た
双
子
が
産
ま
れ
、
世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
問
題
を
取
り

上
げ
た
。
そ
れ
が
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い
行
為
だ
と
す
る
声
明
や
論
説
に

は
「
現
段
階
」
で
は
と
の
限
定
が
つ
く
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
島
薗
は
将

来
に
向
け
て
原
則
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
あ
わ
せ
て
例
外
的
許
容
の

条
件
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
の
論
点
と
の
理
由
を
示
し
、
基

本
的
に
は
「
人
の
い
の
ち
を
つ
く
る
」
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場

か
ら
問
題
提
起
し
た
。

　

続
く
二
人
の
発
表
者
は
、
そ
う
し
た
生
命
操
作
技
術
を
推
進
す
る
よ
う

な
人
間
や
社
会
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
宗
教
や
宗
教
学
か
ら
ど
の
よ
う
に

批
判
的
な
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
か
を
考
察
し
た
。
花
岡
尚
樹
は
、

自
己
中
心
的
な
営
み
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
世
界
は
す
べ
て
虚
仮
不
実
で
あ

り
、
生
命
倫
理
に
是
非
善
悪
を
判
別
す
る
の
が
宗
教
者
の
役
割
で
は
な
い

こ
と
、
虚
仮
不
実
の
身
に
は
内
な
る
優
生
思
想
が
内
在
し
、
生
命
操
作
に

よ
っ
て
自
他
の
生
が
阻
害
さ
れ
る
危
険
性
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
障

が
い
の
あ
る
当
事
者
と
し
て
、
い
の
ち
を
如
何
に
み
つ
め
う
る
の
か
、
ま

た
、
い
の
ち
を
支
え
る
宗
教
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
論
じ
た
。
脇
坂

真
弥
は
、
生
命
操
作
の
「
超
行
為
主
体
性
」
に
対
し
て
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
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近
代
に
お
け
る
暦
・
国
家
・
宗
教

代
表
者
・
司
会　

岡
田
正
彦

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

中
牧
弘
允

近
代
に
お
け
る
皇
紀
の
成
立

林
　
　
　
淳

　

こ
の
発
表
の
目
的
は
、
皇
紀
（
神
武
天
皇
紀
元
）
成
立
の
歴
史
的
な
背

景
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
「
年
」
や
「
年
と
年
の
間

の
長
さ
」
は
、
元
号
や
干
支
に
も
と
づ
い
て
計
算
さ
れ
て
き
た
。
幕
末
以

来
西
暦
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
六
八
年
の
明
治
改
元
の
折
に
一

世
一
元
制
が
採
用
さ
れ
た
。
明
治
初
頭
に
西
暦
に
対
抗
で
き
る
も
の
と
し

て
皇
紀
が
浮
上
し
た
。
元
号
、
干
支
、
西
暦
、
皇
紀
と
い
う
「
年
」
を
計

る
ス
ケ
ー
ル
が
混
戦
す
る
状
態
が
生
じ
た
。

　

神
武
天
皇
紀
元
は
、
近
世
の
暦
学
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
渋
川
春

海
は
、『
日
本
書
紀
』
の
神
武
天
皇
の
代
か
ら
干
支
が
付
く
こ
と
に
着
眼

し
、
神
武
天
皇
が
古
暦
を
作
成
し
た
と
想
定
し
、
神
武
天
皇
即
位
時
か
ら

暦
が
始
ま
る
と
考
え
た
（『
日
本
長
暦
』）。
中
根
元
圭
は
、『
日
本
長
暦
』

を
継
承
訂
正
し
、
神
武
天
皇
東
征
伝
か
ら
古
暦
は
始
ま
る
と
し
た
（『
皇

和
通
暦
』）。
渋
川
、
中
根
は
、
神
武
天
皇
の
代
か
ら
暦
が
始
ま
っ
た
こ
と

を
前
提
に
、
神
武
天
皇
の
時
代
か
ら
彼
ら
の
生
き
て
い
る
時
代
ま
で
の
二

千
三
百
余
年
の
全
月
の
朔
日
の
干
支
、
月
の
大
小
を
計
算
し
一
覧
表
を
作

っ
た
。

　

幕
末
で
は
水
戸
学
・
国
学
の
学
者
が
神
武
天
皇
紀
元
を
意
識
し
始
め

た
。
藤
田
東
湖
は
、「
神
武
天
皇
の
辛
酉
元
年
に
始
る
。
辛
酉
よ
り
今
に

至
る
ま
で
、
ま
た
二
千
五
百
有
余
歳
。
神
代
を
通
じ
て
こ
れ
を
算
す
れ

ば
、
お
よ
そ
幾
千
万
年
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
天
皇
の
歴
史
の
長

さ
を
指
摘
し
た
（『
弘
道
館
記
述
義
』）。
大
国
隆
正
は
、「
西
洋
に
て
紀
元

千
八
百
五
十
年
と
い
ふ
は
、
教
主
を
本
に
し
て
い
ふ
な
り
。
こ
れ
を
も
て

し
る
べ
し
。
お
の
れ
は
こ
れ
に
反
し
て
、
日
本
国
の
国
体
を
あ
ら
は
し
、

神
武
天
皇
を
本
と
し
て
、
中
興
紀
元
二
千
五
百
と
い
ふ
紀
号
を
」
た
て
た

と
述
べ
た
（『
本
学
挙
要
』）。
藤
田
、
大
国
は
西
暦
の
存
在
を
知
り
、
そ

れ
よ
り
も
長
い
神
武
天
皇
紀
元
に
日
本
国
の
優
位
性
を
見
出
し
た
。
西
暦

イ
ン
パ
ク
ト
が
皇
紀
を
浮
上
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。
元
号
、
干
支
で
は
西

暦
の
長
さ
に
お
い
て
勝
負
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

明
治
維
新
後
も
、
皇
紀
を
通
用
す
べ
き
だ
と
い
う
建
言
が
あ
っ
た
。
一

八
六
九
年
に
津
田
真
道
は
、
元
号
を
廃
し
皇
紀
を
使
う
べ
き
だ
と
建
言
し

た
。
津
田
は
、「
自
今
世
界
万
国
と
御
交
際
の
秋
、
西
洋
諸
国
は
皆
彼
教

祖
生
年
を
以
て
、
元
を
紀
し
千
八
百
幾
年
、
土
耳
其
回
部
諸
国
は
千
二
百

幾
年
」
と
述
べ
て
、
日
本
が
こ
れ
か
ら
交
際
す
る
相
手
国
の
暦
に
匹
敵
す

る
た
め
に
元
号
を
廃
止
し
て
皇
紀
を
用
い
る
べ
き
と
提
案
し
た
。
市
川
斎

宮
は
、
津
田
に
賛
同
し
、
皇
紀
を
採
用
し
つ
つ
太
陽
暦
へ
の
暦
法
改
定
を

も
提
案
し
た
。
一
八
七
二
年
十
一
月
九
日
に
改
暦
の
詔
書
が
出
さ
れ
、
同

月
十
五
日
に
は
神
武
天
皇
即
位
が
紀
元
元
年
と
定
め
ら
れ
た
。
神
武
天
皇

即
位
紀
元
は
、
一
方
で
翌
年
か
ら
紀
元
節
の
祝
日
に
な
り
、
他
方
で
皇
紀

採
用
の
動
き
を
刺
激
し
た
。

　

一
八
七
三
年
一
月
九
日
に
正
院
は
左
院
に
対
し
、
太
陽
暦
改
暦
に
際
し

て
政
府
の
出
す
文
書
の
書
式
に
お
い
て
紀
元
（
皇
紀
）、
元
号
を
ど
の
よ

う
に
使
い
分
け
る
か
を
諮
問
し
て
い
る
。
翌
日
十
日
に
左
院
は
、「
年
号

ハ
廃
セ
ラ
レ
紀
元
年
数
ノ
ミ
用
ヒ
ラ
レ
候
方
至
当
ノ
道
理
ト
存
候
」
と
答
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確
に
把
握
し
て
い
た
、
②
政
府
に
と
っ
て
明
治
改
暦
は
未
完
の
改
暦
で
あ

っ
た
、
③
改
暦
当
時
、「
皇
国
」
の
国
体
が
表
現
さ
れ
、
伝
統
的
な
暦
日

意
識
に
も
合
致
す
る
日
本
独
自
の
暦
を
要
請
す
る
声
が
か
な
り
強
く
あ
っ

た
、
と
い
う
三
点
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
明
治
改
暦
の
置
閏
法
の

「
不
備
」
を
再
考
し
た
。

　

①
改
暦
時
に
は
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
の
暦
日
に
は
十
二

日
も
の
差
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
た
証
左
と
し

て
、
改
暦
で
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
同
一
の
暦
日
の
採
用
が
挙
げ
ら
れ
て
き

た
が
、
神
武
天
皇
の
即
位
日
（
紀
元
節
）
を
太
陽
暦
で
い
つ
と
換
算
し
た

か
を
確
認
す
る
こ
と
で
よ
り
直
接
的
な
証
拠
と
な
る
。
暦
日
推
歩
に
あ
た

り
ユ
リ
ウ
ス
暦
の
暦
日
を
求
め
た
後
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
換
算
し
直
さ

れ
、
翌
六
年
に
、
二
月
十
一
日
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
作
業
に
改
暦
に
関

与
し
た
塚
本
明
毅
も
加
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の

置
閏
法
を
正
確
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
②
紀
元
節

に
限
ら
ず
、
改
暦
後
の
暦
面
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
皇
紀
紀

元
、
天
長
節
、
歴
代
天
皇
の
祭
日
な
ど
が
新
た
に
記
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

は
、
例
え
ば
紀
元
節
は
当
初
二
月
十
一
日
で
は
な
く
一
月
二
十
九
日
と
さ

れ
た
よ
う
に
、
改
暦
時
に
は
「
当
分
御
仮
定
」
で
あ
り
、「
追
テ
月
日
精

細
推
歩
ノ
上
御
確
定
」（
太
政
官
布
告
第
三
六
〇
号
）
と
さ
れ
た
。
歴
代

天
皇
の
祭
日
な
ど
年
間
を
通
じ
た
国
家
の
祝
祭
日
の
暦
日
は
未
確
定
の
状

態
で
、
後
か
ら
暦
面
に
手
を
加
え
る
こ
と
を
織
り
込
み
済
み
で
新
暦
の
流

通
が
は
か
ら
れ
た
。
置
閏
法
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
政
府
が
追
っ
て
正
式

に
定
め
て
告
示
す
れ
ば
良
く
、
猶
予
は
あ
る
と
考
え
て
い
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
実
際
に
は
政
府
は
置
閏
法
に
つ
い
て
速
や
か
な

対
応
を
し
な
か
っ
た
。
③
改
暦
前
後
期
に
は
、
公
議
所
、
集
議
院
、
左
院

申
し
、
使
い
分
け
は
必
要
な
い
、
紀
元
の
み
で
通
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
。

正
院
は
左
院
の
建
議
に
不
服
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
正
式
（
詔
勅
、
国
書
、

外
国
往
復
書
簡
）
で
皇
紀
、
平
式
（
官
位
記
、
宣
命
布
告
類
、
諸
願
伺
届
、

諸
証
券
）
で
元
号
、
略
式
（
往
復
書
簡
）
で
年
月
日
の
み
、
の
三
種
を
作

っ
て
、
左
院
に
提
示
し
、
左
院
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
正
院
の
提
示
し
た
文

書
書
式
に
よ
る
皇
紀
、
元
号
の
使
い
分
け
は
そ
の
後
踏
襲
さ
れ
た
。
国
書

で
は
皇
紀
が
記
さ
れ
た
が
、
政
府
が
出
す
国
内
の
公
文
書
は
元
号
に
統
一

さ
れ
た
。
皇
紀
と
元
号
の
争
い
は
、
皇
紀
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
正
院
の

判
断
で
逆
転
し
た
。
そ
れ
以
降
、
元
号
が
社
会
に
定
着
し
た
。
皇
紀
は
、

国
書
の
他
に
官
暦
、
国
定
歴
史
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
持
続
し
、
一
九
四
〇

年
は
皇
紀
二
六
〇
〇
年
に
あ
た
っ
て
お
り
、
皇
紀
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。

明
治
改
暦
再
考

下
村
　
育
世

　

明
治
五
年
十
一
月
九
日
の
改
暦
の
詔
書
（
太
政
官
布
告
第
三
三
七
号
）

に
は
、「
四
年
毎
ニ
一
日
ノ
閏
ヲ
置
」
と
の
み
置
閏
法
の
記
載
が
あ
る
。

天
文
学
者
・
内
田
正
男
な
ど
は
、
こ
れ
で
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
法
の
置
閏
法
で

あ
り
、
四
〇
〇
年
に
三
回
閏
を
省
く
と
い
う
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
規
約
が
落

ち
て
い
る
と
し
て
、「
不
備
」
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
の
置
閏
法
の
規
定

の
補
足
訂
正
は
明
治
三
一
年
の
勅
令
第
九
〇
号
が
発
さ
れ
る
ま
で
行
な
わ

れ
な
い
。
現
在
の
日
本
で
は
、
改
暦
以
来
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
て
い

る
と
通
念
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
間
違
い
と
は
い
え
な

い
が
、
明
治
改
暦
当
時
に
お
い
て
事
は
も
う
少
し
複
雑
で
、
政
府
は
太
陽

暦
の
採
用
を
謳
っ
た
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
採
用
し
た
と
は
明
言
し
て

い
な
い
。
本
報
告
で
は
、
①
明
治
政
府
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
置
閏
法
を
正
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国
民
の
祝
祭
日
と
仏
教
の
忌
日

│
│ 『
仏
暦
一
斑
』
と
『
神
宮
暦
』 │
│

岡
田
　
正
彦

　

明
治
十
六
年
か
ら
本
暦
・
略
本
暦
は
神
宮
暦
に
一
本
化
さ
れ
、
太
陽
暦

の
導
入
以
来
、
頒
暦
商
社
に
与
え
ら
れ
て
き
た
暦
の
刊
行
と
頒
布
の
権
利

は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
一
時
的
に
官
暦
の
製
造
・
頒
布
は

林
組
に
委
託
さ
れ
る
が
、
各
所
で
「
お
化
け
暦
」
と
総
称
さ
れ
る
民
間
の

暦
が
製
造
・
頒
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

江
戸
時
代
の
暦
師
（
弘
暦
者
）
を
集
め
て
組
織
さ
れ
た
頒
暦
商
社
は
、

明
治
六
年
の
暦
以
後
、
官
暦
を
頒
布
す
る
独
占
権
を
与
え
ら
れ
て
新
政
府

の
開
化
政
策
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
明
治
六
年
以
後

の
暦
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
伊
勢
暦
を
踏
襲
し
た
暦
注
は
見
ら
れ
な
く
な

り
、
旧
暦
の
併
記
や
干
支
の
記
述
は
残
さ
れ
た
も
の
の
実
用
性
を
重
視
し

た
暦
が
頒
布
さ
れ
た
。
暦
首
に
記
載
さ
れ
る
年
中
行
事
は
皇
室
祭
祀
中
心

の
国
民
の
祝
祭
日
に
限
定
さ
れ
、
一
部
の
神
社
に
所
縁
の
行
事
が
暦
の
本

文
に
記
載
さ
れ
る
程
度
に
な
る
。
神
宮
司
庁
か
ら
頒
布
さ
れ
る
官
暦
は
、

ほ
ぼ
そ
の
形
式
を
踏
襲
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
仏
教
系
の
頒
暦
商
社
の
人
々
は
、「
大
日
本
仏
暦
会
社
」

を
設
立
し
て
釈
尊
の
誕
生
日
や
涅
槃
会
、
成
道
会
、
さ
ら
に
は
各
宗
派
の

開
祖
の
忌
日
を
記
し
た
『
仏
暦
一
斑
』
を
刊
行
し
た
。
明
治
十
六
年
に
官

許
を
受
け
た
と
さ
れ
る
『
仏
暦
一
斑
』
は
、
明
治
十
七
年
に
官
許
を
取
り

消
さ
れ
、
そ
の
後
は
非
公
式
の
暦
と
な
る
が
、
仏
教
の
年
中
行
事
を
記
し

た
暦
は
そ
の
後
も
頒
布
さ
れ
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　

暦
に
仏
教
系
の
忌
日
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
る
の
は
、
明
治
十
六
年
の

『
仏
暦
一
斑
』
が
最
初
で
あ
る
。
皇
室
に
所
縁
の
あ
る
国
家
の
行
事
を
国

に
暦
に
関
わ
る
様
々
な
意
見
と
改
暦
案
が
建
議
書
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。

津
田
真
道
、
市
川
斎
宮
、
広
川
晴
軒
、
弘
鴻
、
一
万
田
如
水
な
ど
に
よ
る

こ
れ
ら
建
議
書
か
ら
は
、
政
府
の
示
し
た
暦
が
多
く
の
可
能
性
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
例
え
ば
市
川
は
改
暦
直
前
の
十
一
月
五
日
付

で
正
院
に
改
暦
案
│
│
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
準
じ
、
四
〇
〇
年
に
三
度
閏
を

省
く
特
別
の
年
を
措
定
す
る
方
法
と
し
て
、
西
暦
に
拠
ら
ず
皇
紀
に
則
っ

て
定
め
、
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
閏
年
、
二
七
〇
〇
年
、
二
八
〇
〇
年
、
二

九
〇
〇
年
を
平
年
と
し
、
立
春
を
歳
首
と
す
る
│
│
を
提
出
し
た
。
他
の

建
議
書
も
多
く
は
、
太
陽
暦
の
採
用
と
立
春
歳
首
、
そ
し
て
西
洋
暦
の
受

け
売
り
で
は
な
く
「
皇
国
」
の
国
体
を
反
映
し
た
暦
を
要
望
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

改
暦
の
布
告
に
「
不
備
」
が
あ
る
と
見
え
る
の
は
、
そ
れ
以
上
の
言
及

が
問
題
を
惹
起
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
改
暦
の
布
告

は
明
治
五
年
十
一
月
に
発
さ
れ
た
が
、
日
本
は
未
だ
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
下

に
あ
っ
た
。
国
体
に
即
し
た
暦
を
要
望
す
る
声
が
強
い
な
か
で
、
一
〇
〇

年
毎
の
特
別
の
平
年
を
、
キ
リ
ス
ト
教
起
源
の
西
暦
で
算
出
す
る
こ
と

は
、
国
内
的
に
説
明
が
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
市
川
の
よ
う

に
皇
紀
紀
元
で
計
算
す
る
と
、
欧
米
と
暦
日
の
ズ
レ
を
生
じ
る
。
こ
の
議

論
は
結
局
、
平
年
と
な
っ
た
一
九
〇
〇
年
の
二
年
前
、
明
治
三
十
一
年
ま

で
持
ち
越
さ
れ
、
明
ら
か
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
同
一
だ
が
、
日
本
独
自
の

皇
紀
に
よ
る
規
定
が
付
け
加
わ
っ
た
暦
法
が
導
入
さ
れ
る
結
果
と
な
っ

た
。
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た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

　
『
仏
暦
一
斑
』
が
刊
行
さ
れ
た
背
景
に
は
、
明
治
維
新
・
廃
仏
毀
釈
以

来
の
仏
教
と
神
道
と
国
家
の
関
係
が
あ
る
。
ま
た
、『
仏
暦
一
斑
』
が

『
神
宮
暦
』
と
同
時
に
刊
行
さ
れ
、「
官
許
」
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
も
興
味

深
い
。「
皇
紀
」
に
対
抗
し
て
「
仏
滅
」
紀
元
を
設
定
す
る
年
代
表
記
や

紀
元
節
に
対
抗
し
て
成
道
会
の
新
暦
・
旧
暦
併
記
を
行
な
う
、
と
い
っ
た

仏
暦
の
様
式
を
分
析
し
、
仏
暦
と
神
宮
暦
の
対
応
関
係
を
よ
り
詳
細
に
検

討
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
国
家
神
道
と
仏
教
、
仏
教
と
国
家
、
さ
ら

に
は
国
民
意
識
と
の
関
係
を
考
察
す
る
う
え
で
も
重
要
で
は
な
か
ろ
う

か
。

近
代
中
国
に
お
け
る
暦
政
策
と
旧
暦

謝
　
　
　
茘

　

近
代
、
暦
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
世
界
の
標
準
と
し
て
定
着
し
た
一
方
、

政
治
的
ま
た
は
宗
教
的
共
同
体
が
自
分
た
ち
の
方
法
や
リ
ズ
ム
で
時
を
利

用
す
る
二
つ
の
波
も
押
し
寄
せ
た
。
近
代
日
本
で
は
、
太
陽
暦
（
グ
レ
ゴ

リ
オ
暦
）
へ
の
一
本
化
が
図
ら
れ
た
の
に
対
し
、
近
代
中
国
の
民
国
時
代

で
は
、
太
陰
太
陽
暦
と
そ
の
祝
祭
日
を
廃
除
す
る
こ
と
に
民
衆
社
会
が
強

く
抵
抗
し
た
た
め
、
太
陽
暦
（「
陽
暦
」、「
新
暦
」、「
国
暦
」）
と
太
陰
太

陽
暦
（「
陰
暦
」、「
旧
暦
」）
が
併
行
し
て
使
用
さ
れ
る
時
間
制
度
と
な
っ

た
。
民
国
時
代
は
政
権
交
代
が
多
く
、
北
京
政
府
期
と
南
京
国
民
政
府
期

で
暦
政
策
が
異
な
る
。
本
発
表
で
は
、
暦
政
策
の
変
遷
と
、
当
時
の
公
式

の
暦
に
お
け
る
旧
暦
情
報
に
そ
れ
が
ど
う
特
徴
づ
け
た
の
か
事
例
を
提
示

し
、
日
本
と
の
比
較
も
含
め
て
検
討
し
た
。

　

辛
亥
革
命
後
、
孫
文
の
提
議
に
よ
り
太
陽
暦
へ
の
改
暦
が
決
議
さ
れ

民
の
祝
祭
日
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
官
暦
に
対
抗
し
て
、
仏
教
各

派
の
法
会
や
忌
日
を
記
載
し
た
「
仏
暦
」
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
代

日
本
に
お
け
る
暦
と
国
家
と
宗
教
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
極
め
て
興

味
深
い
出
来
事
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

伊
勢
神
宮
と
同
じ
よ
う
に
官
暦
を
刊
行
す
る
立
場
を
主
張
す
る
大
日
本

仏
暦
会
社
の
暦
は
、
結
果
的
に
は
「
差
止
メ
」
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
官
暦
を
支
え
る
神
道
と
同
様
の
立
場
を
仏
教
に
求
め
る

人
た
ち
が
、
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
明
治
十
八
年
以
後
の
仏
暦
は
、
結
果
的
に
は
「
お
ば
け
暦
」
に
類
す

る
も
の
に
な
る
が
、
神
宮
支
庁
か
ら
頒
布
さ
れ
る
官
暦
に
対
抗
し
て
仏
暦

を
刊
行
す
る
営
み
の
な
か
で
、
日
本
仏
教
の
各
派
は
、
釈
尊
に
は
じ
ま
る

仏
教
の
歴
史
と
聖
徳
太
子
以
来
の
日
本
仏
教
の
伝
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
シ
カ
ゴ
の
万
国
宗
教
大
会
に
日
本
か
ら
出
席
し
た
仏
教
の

代
表
者
た
ち
が
、「
日
本
仏
教
」
と
い
う
意
識
を
強
く
持
ち
始
め
る
の
は

も
う
少
し
後
の
時
代
に
な
る
が
、『
佛
暦
一
斑
』
に
は
、
釈
尊
―
聖
徳
太

子
―
仏
教
各
派
＝
日
本
仏
教
と
い
う
意
識
が
か
な
り
明
確
に
表
明
さ
れ
て

い
る
。

　

明
治
十
六
年
・
十
七
年
の
『
仏
暦
一
斑
』
の
暦
首
に
は
、
釈
尊
の
誕
生

や
入
滅
の
日
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
仏
教
各
宗
派
の
開
祖
の
忌
日
が
記
載

さ
れ
て
い
る
（
明
治
十
八
年
版
に
は
、
各
宗
派
の
開
祖
の
忌
日
の
記
載
は

な
い
）。
そ
の
形
式
は
、
明
治
改
暦
以
来
頒
暦
商
社
が
刊
行
し
て
き
た
略

本
暦
に
記
載
さ
れ
た
、
天
皇
や
皇
室
に
所
縁
の
国
民
の
祭
日
の
記
載
を
踏

襲
し
て
い
る
。
大
日
本
仏
暦
会
社
を
設
立
し
、
仏
暦
を
刊
行
し
よ
う
と
し

た
仏
暦
系
／
梵
暦
系
の
暦
師
た
ち
は
、
官
暦
に
記
載
さ
れ
る
国
民
の
祭
日

に
対
抗
し
て
、
仏
教
の
年
中
行
事
を
一
般
に
普
及
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
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使
用
さ
れ
た
こ
と
、
暦
注
が
官
暦
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て
も
、
日
常
生
活

で
は
実
践
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
現
象
で
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
天

皇
制
の
強
力
な
中
央
集
権
国
家
の
近
代
日
本
で
は
、
太
陰
太
陽
暦
が
廃
止

さ
れ
、
五
節
句
な
ど
の
年
中
行
事
は
皇
室
の
祭
日
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ

た
。
皇
紀
紀
年
、
官
暦
の
神
宮
庁
暦
、
神
宮
司
庁
の
頒
暦
の
特
権
な
ど
と

併
せ
て
見
る
と
、「
天
皇
の
時
間
の
創
出
」
と
「
西
洋
近
代
文
明
の
時
間

へ
の
対
応
」
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
り
国
民
国
家
の
時
間
を
形
成
し
た
。
旧

暦
に
基
づ
く
祝
祭
日
は
新
暦
へ
の
切
り
替
え
や
、
月
遅
れ
と
い
う
形
で
存

続
し
、
新
暦
へ
の
移
行
を
完
成
さ
せ
た
。

　

近
代
中
国
に
お
け
る
暦
法
改
革
が
中
華
民
国
紀
元
や
国
暦
の
使
用
な
ど

脱
王
朝
を
起
点
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
頻
繁
な
政
権
交
代
に
よ
り
趣
旨
が

変
動
し
た
。
官
暦
の
旧
暦
情
報
の
記
載
内
容
が
時
期
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

お
り
、
新
旧
暦
に
よ
る
二
つ
の
新
年
が
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
旧
暦

の
祝
祭
日
が
社
会
生
活
を
規
定
す
る
時
間
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
続
け

た
。
結
果
と
し
て
は
、
旧
暦
廃
止
政
策
が
地
域
・
民
衆
社
会
の
抵
抗
と
の

せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
で
失
敗
に
終
わ
り
、
陽
暦
と
併
行
し
て
継
続
さ
れ

た
。

　

公
暦
紀
元
の
採
用
、「
公
暦
」
と
「
農
暦
」
と
の
併
用
、「
春
節
」
を
休

日
と
す
る
現
代
中
国
の
暦
は
近
代
の
改
暦
の
流
れ
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
近
代
の
暦
と
の
連
続
性
や
影
響
関
係
も
見
出
し

得
る
の
で
あ
る
。

た
。
中
華
民
国
臨
時
政
府
の
樹
立
後
に
は
、
西
暦
紀
元
と
民
国
紀
年
法
が

採
用
さ
れ
、
陽
暦
一
九
一
二
年
一
月
一
日
が
中
華
民
国
元
年
元
日
と
定
め

ら
れ
た
。
北
京
政
府
期
に
は
、
新
暦
と
旧
暦
を
合
わ
せ
た
「
新
舊
合
曆
」

の
政
策
が
施
行
さ
れ
、
教
育
部
中
央
観
象
台
作
成
の
官
暦
の
『
中
華
民
國

曆
書
』
で
は
、
新
旧
暦
が
併
記
さ
れ
、
新
暦
に
曜
日
、
旧
暦
に
節
気
が
付

記
さ
れ
、
暦
注
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
た
。

官
庁
と
民
衆
が
陽
暦
と
旧
暦
の
新
年
を
そ
れ
ぞ
れ
祝
う
対
峙
の
局
面
の
な

か
、
袁
世
凱
が
大
総
統
に
在
任
中
、
政
府
は
民
衆
生
活
の
根
強
い
慣
習
を

考
慮
し
、
陽
暦
の
「
元
旦
」
に
加
え
、
旧
暦
の
「
春
節
」
が
制
定
さ
れ
休

日
と
さ
れ
た
。

　

軍
閥
を
討
伐
す
る
国
民
革
命
が
遂
行
さ
れ
、
蒋
介
石
に
よ
る
南
京
国
民

政
府
は
孫
文
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ
と
し
、
太
陽
暦
を
国
暦
と
し
て
普
及
さ

せ
て
旧
暦
を
完
全
に
廃
止
す
る
「
普
用
國
曆
、
廢
止
舊
曆
」
と
い
う
改
暦

の
政
策
を
強
く
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。
國
立
中
央
研
究
院
天
文
研
究
所

編
纂
、
國
民
政
府
行
政
院
内
政
部
・
教
育
部
頒
布
の
『
國
民
曆
』
に
は
旧

暦
の
祝
祭
日
が
記
さ
れ
ず
、
旧
暦
情
報
は
節
気
と
日
付
の
干
支
に
と
ど
ま

る
な
ど
、
こ
の
時
期
の
暦
政
策
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

旧
暦
新
年
の
休
暇
を
禁
止
し
、
祝
祭
や
民
俗
行
事
を
国
曆
に
置
き
替

え
、
旧
暦
情
報
を
載
せ
る
民
間
暦
の
刊
行
を
取
締
ま
る
中
央
政
府
の
通
令

に
対
し
て
、
柔
軟
な
対
策
を
と
っ
た
地
方
政
府
が
あ
る
一
方
、
そ
れ
を
遵

守
し
た
地
方
政
府
の
地
域
で
も
、
旧
暦
の
民
間
暦
は
流
通
・
販
売
さ
れ
続

け
て
い
た
。
一
九
三
四
年
、
南
京
国
民
政
府
は
旧
暦
の
新
年
へ
の
干
渉
を

断
念
（「
對
於
舊
曆
年
關
、
除
公
務
機
關
、
民
間
習
俗
不
宜
過
於
干
渉
」）、

旧
暦
廃
除
政
策
は
挫
折
し
た
。

　

近
代
中
日
両
社
会
に
お
い
て
、
太
陽
暦
の
必
要
性
や
、
節
気
や
雑
節
が
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の
確
立
に
あ
っ
た
。
皇
国
と
は
天
皇
が
統
治
す
る
国
家
で
あ
り
、
暦
の
上

で
は
元
号
と
皇
紀
が
肝
要
で
あ
り
、
中
国
文
明
の
五
節
句
に
代
わ
っ
て
創

始
さ
れ
た
日
本
文
明
の
祝
祭
日
（
四
方
拝
か
ら
新
嘗
祭
ま
で
）
が
重
要
な

意
味
を
も
っ
た
。
皇
国
の
祭
祀
は
官
暦
の
冒
頭
に
記
載
さ
れ
、
神
道
色
の

濃
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
翼
を
担
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
仏
教
側
か
ら
の
反
撃
も
あ
っ
た
。
岡
田
正
彦
は
『
仏
暦

一
斑
』
を
例
に
仏
滅
紀
元
や
仏
教
宗
派
の
開
祖
の
忌
日
な
ど
の
記
載
を
示

し
た
が
、
こ
れ
は
文
明
的
に
見
る
と
仏
教
文
明
か
ら
の
抵
抗
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
実
際
に
は
、
仏
暦
は
認
可
の
取
り
消
し
な
ど
、
官
暦
に
は

歯
が
立
た
な
か
っ
た
が
、
大
日
本
仏
暦
会
社
に
よ
る
頒
暦
は
お
こ
な
わ

れ
、
文
明
的
対
抗
は
く
す
ぶ
り
つ
づ
け
た
。
現
代
に
お
い
て
も
宿
曜
道
の

占
星
術
に
は
根
強
い
人
気
が
あ
り
、
暦
を
通
し
て
仏
教
文
明
の
影
響
力
を

か
ん
が
え
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

　

中
国
文
明
は
辛
亥
革
命
以
降
、
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
に
引
き
裂
か
れ
た
。

ひ
と
つ
は
孫
文
の
と
っ
た
暦
政
策
で
あ
り
、
太
陽
暦
（
陽
暦
）
と
民
国
紀

元
（
民
国
暦
）
の
採
用
で
あ
る
。
他
方
、
袁
世
凱
は
中
華
帝
国
を
名
乗

り
、
洪
憲
と
い
う
年
号
を
使
用
し
た
が
、
中
華
帝
国
と
と
も
に
消
滅
し

た
。
前
者
は
謝
茘
報
告
に
あ
る
よ
う
に
「
新
旧
合
暦
」
あ
る
い
は
「
陰
陽

合
暦
」
と
い
う
か
た
ち
で
決
着
が
は
か
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
西
洋
文
明
の

太
陽
暦
と
中
国
文
明
の
太
陰
暦
を
併
存
さ
せ
る
こ
と
に
活
路
を
も
と
め
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
以
後
も
公
暦
（
太
陽
暦
）

と
農
暦
（
太
陰
暦
）
の
併
用
と
い
う
か
た
ち
で
存
続
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
皇
紀
は
当
初
、
外
交
文
書
な
ど
で
つ
か
わ
れ
る
程
度
だ
っ

た
が
、
帝
国
主
義
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
使
用
頻
度
が
増

大
し
、
皇
紀
二
六
〇
〇
年
（
昭
和
十
五
年
）
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
太
平

コ
メ
ン
ト

中
牧
　
弘
允

　

本
パ
ネ
ル
は
「
近
代
に
お
け
る
暦
・
国
家
・
宗
教
」
で
あ
る
が
、
昨
年

の
「
暦
を
通
し
て
宗
教
史
を
語
り
直
す
」
と
い
う
パ
ネ
ル
の
趣
旨
を
継
承

し
て
お
り
、
暦
を
通
し
て
国
家
と
宗
教
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
。
ま
た
、
改
元
の
年
に
も
あ
た
り
、
暦
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い

る
。

　

林
淳
は
「
暦
は
文
明
の
産
物
で
あ
る
」
と
口
頭
発
表
の
冒
頭
で
述
べ
た

が
、
ま
さ
に
暦
は
国
家
や
宗
教
を
越
え
た
文
明
と
関
わ
り
、
文
明
と
い
う

視
点
で
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
文
明
開
化
」
は

た
ん
に
西
洋
文
明
の
開
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
中
国
文
明
か
ら
の

離
脱
と
西
洋
文
明
へ
の
転
換
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
暦
の
場

合
、
大
和
朝
廷
の
時
代
か
ら
中
国
の
暦
が
そ
の
ま
ま
つ
か
わ
れ
て
お
り
、

渋
川
春
海
の
貞
享
暦
で
す
ら
「
日
本
で
は
じ
め
て
つ
く
ら
れ
た
暦
」
と
言

う
の
も
お
こ
が
ま
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
明
治
天
皇
の
即
位
時
に
一
世
一
元

の
制
度
が
敷
か
れ
た
が
、
こ
れ
も
明
清
時
代
か
ら
中
国
が
採
用
し
て
き
た

方
式
の
踏
襲
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
段
階
ま
で
は
中
国
文
明
圏
の
引
力
に
完

全
に
同
調
し
て
い
た
が
、
明
治
新
政
府
は
次
第
に
西
洋
文
明
に
乗
り
換
え

て
い
く
決
断
を
す
る
。
津
田
真
道
が
皇
紀
（
神
武
天
皇
即
位
紀
元
）
へ
の

一
本
化
を
建
議
し
た
の
も
、
従
来
の
干
支
と
年
号
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る

紀
年
法
で
は
な
く
、
西
暦
（
キ
リ
ス
ト
生
誕
紀
元
）
に
対
抗
し
て
の
こ
と

だ
っ
た
。
明
治
六
年
の
改
暦
の
際
に
は
太
陽
暦
と
と
も
に
年
号
（
元
号
）

も
皇
紀
も
同
時
に
採
用
さ
れ
た
が
、
文
明
史
的
に
見
る
と
西
洋
文
明
へ
の

転
換
が
果
敢
に
な
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

明
治
政
府
の
課
題
は
下
村
育
世
が
言
及
し
た
よ
う
に
「
皇
国
の
国
体
」
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暦
』
が
最
初
で
あ
っ
た
。
幕
末
に
な
る
と
水
戸
学
で
神
武
天
皇
即
位
二
五

〇
〇
年
が
意
識
さ
れ
、
明
治
五
年
の
太
陽
暦
改
暦
の
布
告
で
皇
紀
が
採
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
皇
紀
の
採
用
と
太
陽
暦
の
導
入
の
関
係

性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

下
村
育
世
の
発
表
で
は
、
王
政
復
古
以
来
の
改
暦
に
関
す
る
言
説
を
取

り
あ
げ
た
。
洋
学
者
な
ど
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
多
様
な
模
索
や
意
見
の

な
か
に
は
、
明
治
五
年
の
太
陽
暦
改
暦
に
反
映
さ
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

敢
え
て
触
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
。「
置
閏
法
」
に
不

備
が
あ
る
と
す
る
従
来
の
指
摘
を
含
め
て
、
改
暦
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
れ

ら
の
諸
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

岡
田
正
彦
は
、
皇
室
祭
祀
中
心
の
年
中
行
事
を
記
し
た
官
暦
に
対
抗
し

て
、
仏
教
系
の
年
中
行
事
を
記
し
た
仏
暦
を
紹
介
し
な
が
ら
、
暦
と
国
家

と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
明
治
十
六
年
の
暦
か
ら
官
暦
は
神

宮
司
庁
が
独
占
的
に
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
独
自
の

暦
を
刊
行
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
こ
の
パ
ネ
ル
で
は
、
大
日
本
仏
暦
会
社

が
刊
行
し
た
『
仏
暦
一
斑
』
に
つ
い
て
、
新
た
に
発
掘
し
た
史
料
を
紹
介

し
、
と
く
に
仏
暦
に
記
さ
れ
た
忌
日
と
国
民
の
祭
日
の
対
応
関
係
に
つ
い

て
詳
し
く
検
討
し
た
。

　

非
会
員
枠
で
発
表
を
依
頼
し
た
謝
茘
は
、
近
代
に
お
け
る
日
中
の
暦
政

策
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
当
時
の
旧
暦
情
報
を
ど

の
よ
う
に
特
徴
づ
け
た
の
か
に
つ
い
て
、
暦
（
略
暦
、
理
科
年
表
、
暦
象

年
表
、
国
民
暦
、
国
暦
、
暦
書
、
農
家
暦
な
ど
）
の
事
例
を
提
示
し
な
が

ら
比
較
検
討
し
た
。
近
代
の
日
本
社
会
と
中
国
社
会
に
お
い
て
、
政
治
理

念
や
国
内
外
の
情
勢
に
関
連
す
る
暦
政
策
、
さ
ら
に
は
権
力
と
民
衆
社
会

と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
旧
暦
の
存
続
に
大
き
く
影
響

洋
戦
争
に
突
入
す
る
と
、
た
と
え
ば
占
領
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
皇
紀

の
使
用
が
指
示
さ
れ
、
敗
戦
直
後
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
宣
言
に
は
そ

の
日
付
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
文
明
に
お
い
て
皇
紀
と
同
様
の
位
置
を
占
め
る
の
は
黄
帝
紀
元

（
道
暦
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
清
末
に
登
場
し
た
紀
年
法
で
あ
る
が
、
道
観

で
頒
布
す
る
暦
に
は
か
な
ら
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
。
中
国
は
現
在
、
一
帯

一
路
政
策
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
空
間
的
世
界
観
に
対
応
す
る
時
間
軸

を
独
自
に
措
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
黄
帝
紀
元
が
候
補
と
な
る
に
ち
が
い

な
い
。
文
明
的
観
点
か
ら
暦
を
か
ん
が
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
も
視
野
に
お
さ
め
る
必
要
が
あ
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

岡
田
　
正
彦

　

国
民
国
家
の
形
成
過
程
に
お
い
て
暦
は
、
国
旗
や
国
歌
の
制
定
、
国
語

／
標
準
語
の
統
制
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
。
近
代
の

日
本
に
お
い
て
は
、
明
治
六
年
か
ら
元
始
祭
、
紀
元
節
、
天
長
節
、
新
嘗

祭
な
ど
の
祝
祭
日
が
制
定
さ
れ
る
と
こ
れ
ら
は
暦
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
国
民
意
識
の
高
揚
に
大
き
な
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時

期
の
暦
の
変
遷
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
近
代
社
会
の
成
立
過
程
と
暦
、
さ

ら
に
は
宗
教
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
だ
ろ
う
。
本
パ
ネ
ル
で

は
、
近
代
に
お
け
る
暦
の
形
成
過
程
を
国
家
や
宗
教
、
国
民
意
識
な
ど
と

深
く
関
連
づ
け
な
が
ら
考
察
し
た
。

　

林
淳
の
発
表
は
、
近
世
か
ら
近
代
の
思
想
史
の
な
か
で
、
太
陽
暦
導
入

と
同
時
に
皇
紀
が
成
立
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
近
世
に

お
い
て
神
武
天
皇
即
位
を
暦
の
起
源
と
し
た
の
は
、
渋
川
春
海
『
日
本
長
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親
鸞
と
日
本
主
義
の
間

代
表
者
・
司
会　

近
藤
俊
太
郎

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

中
島　

岳
志

真
宗
大
谷
派
の
教
学
と
日
本
主
義

│
│ 

真
宗
教
学
懇
談
会
を
通
し
て 

│
│

名
和
　
達
宣

　

真
宗
教
学
懇
談
会
（
以
下
、
懇
談
会
）
と
は
、
第
一
次
・
第
二
次
近
衛

文
麿
内
閣
に
よ
る
国
民
精
神
総
動
員
運
動
や
新
体
制
運
動
の
影
響
下
、
一

九
四
一
年
二
月
十
三
日
か
ら
の
三
日
間
、
東
本
願
寺
で
開
催
さ
れ
た
会
で

あ
る
。
連
枝
・
大
谷
瑩
潤
（
法
主
の
叔
父
、
信
正
院
）
の
個
人
的
な
呼
び

か
け
と
い
う
名
目
で
開
催
さ
れ
、
宗
務
当
局
・
為
政
者
に
加
え
、
代
表
的

な
教
学
の
学
匠
一
同
が
招
集
さ
れ
、
当
時
は
教
団
の
要
職
に
就
い
て
い
な

か
っ
た
暁
烏
敏
と
、
約
十
年
前
の
「
異
安
心
」
事
件
以
来
、
大
谷
大
学
教

授
を
辞
し
て
い
た
曽
我
量
深
・
金
子
大
榮
も
出
席
し
て
い
る
。
新
野
和
暢

『
皇
道
仏
教
と
大
陸
布
教
―
十
五
年
戦
争
期
の
宗
教
と
国
家
―
』（
社
会
評

論
社
、
二
〇
一
四
年
）、
中
島
岳
志
『
親
鸞
と
日
本
主
義
』（
新
潮
社
、
二

〇
一
七
年
）
な
ど
、
近
年
の
戦
時
教
学
を
扱
っ
た
多
く
の
研
究
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
会
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
の
発
表
で
は
、
特
定
の
個
人
の

言
説
を
抽
出
・
評
価
す
る
の
に
先
立
ち
、
開
催
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
探

究
し
た
。

　

第
一
に
押
さ
え
る
べ
き
は
、
当
時
の
宗
教
教
団
は
、
一
九
四
〇
年
四
月

に
施
行
の
宗
教
団
体
法
に
よ
り
、
時
局
に
応
じ
た
新
た
な
宗
制
を
主
務
省

に
提
出
し
て
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
政
府
よ
り
「
宗
教
新
体
制
」
の
確
立
が
求
め
ら
れ
、
宗

し
て
い
る
。
旧
暦
を
め
ぐ
る
暦
政
策
に
つ
い
て
、
日
中
の
比
較
を
意
識
し

な
が
ら
考
察
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
発
表
を
受
け
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
中
牧
弘
允
は
、
暦
に
関

す
る
広
範
な
知
識
を
背
景
に
各
発
表
に
的
確
な
批
評
を
加
え
、
パ
ネ
ル
全

体
を
俯
瞰
す
る
大
き
な
見
取
図
を
示
し
て
く
れ
た
。
と
く
に
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
イ
ン
ペ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
対
置
し
た
総
評
は
、
極
め
て
示
唆
に
富

む
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
パ
ネ
ル
に
中
国
の
事
例
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を

迎
え
る
こ
と
で
、
日
本
の
事
例
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
広
く
近
代
に
お

け
る
暦
と
国
家
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
き
た
。

　

本
パ
ネ
ル
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
暦
に
関
連
す
る
事
例
の
多
く

は
、
こ
れ
ま
で
宗
教
史
の
分
野
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
宗
教
研
究
の
分
野
の
一
つ
と
し

て
、
暦
研
究
の
重
要
性
を
多
く
の
研
究
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
機
会
に
な

っ
た
。
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は
、
よ
り
現
場
で
の
実
践
を
意
識
し
た
意
見
（
参
教
院
、
近
代
教
学
）
が

場
を
リ
ー
ド
し
、「
時
代
相
応
」
と
い
う
方
向
性
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
。

ま
た
多
く
の
出
席
者
が
各
々
の
立
場
に
鑑
み
た
発
言
を
し
て
い
た
中
、
特

に
際
立
つ
の
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
ー
ク
を
せ
ず
に
、「
日
本
人
と
し
て
の

臣
民
道
＝
仏
道
」
や
「
神
国
＝
浄
土
」
と
い
っ
た
主
張
を
繰
り
返
し
て
場

を
圧
倒
し
た
〝
別
格
〞
暁
烏
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
各
人
の
意
見
や
思

想
は
、
決
し
て
「
統
一
」
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
の
空
気
と

し
て
は
、
感
涙
の
連
鎖
と
と
も
に
、
日
本
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と

溶
解
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
映
る
。

　

一
九
四
一
年
四
月
、
真
宗
大
谷
派
が
施
行
し
た
新
た
な
宗
制
で
は
、
懇

談
会
で
の
議
論
が
多
分
に
反
映
さ
れ
、
従
来
の
「
真
諦
」「
俗
諦
」
を
二

つ
立
て
る
表
現
が
省
か
れ
る
と
も
に
、
称
名
念
仏
が
そ
の
ま
ま
国
へ
の
奉

公
と
な
る
こ
と
が
「
教
義
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
懇
談
会
の

着
地
点
は
、
同
月
宗
務
総
長
に
就
任
し
た
大
谷
瑩
潤
の
宗
議
会
に
お
け
る

演
説
標
題
「
真
宗
皇
道
性
の
実
践
に
邁
進　

宗
門
の
刷
新
を
期
す
」
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
後
は
、
各
出
席
者
の
微
妙
な
行
き
違
い
や
事

前
事
後
の
思
索
に
着
目
し
つ
つ
、
よ
り
思
想
的
な
課
題
を
掘
り
起
こ
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

聖
徳
太
子
と
日
本
主
義 

│
│ 

金
子
大
榮
を
中
心
に 

│
│

東
　
　
真
行

　

十
五
年
戦
争
期
の
い
わ
ゆ
る
日
本
主
義
が
興
隆
す
る
時
代
状
況
下
で
、

様
々
な
者
た
ち
が
聖
徳
太
子
を
援
用
し
て
、
自
ら
が
信
仰
す
る
仏
教
の
地

位
を
確
保
し
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
時
代
の
風
潮
を
受
容
し
て
い
っ
た
。

親
鸞
を
宗
祖
と
す
る
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
、
親
鸞
思
想
と
日
本
主
義
の

派
の
合
同
や
大
政
翼
賛
・
職
域
奉
公
を
い
か
に
行
っ
て
い
く
べ
き
か
な
ど

が
、
喫
緊
の
問
題
と
し
て
迫
っ
て
い
た
。
一
方
、
代
表
的
な
出
席
者
の
境

遇
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
曽
我
と
金
子
は
こ
の
懇
談
会
を
機
に
教
学
の

要
職
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
り
、
あ
る
い
は
河
野
法
雲
は
、
一
九
三
五
年

十
一
月
『
真
宗
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
宗
祖
聖
人
の
神
祇
観
」
が
、
宗
務
当

局
よ
り
問
題
視
さ
れ
て
一
切
の
公
職
を
退
任
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
う
い
っ
た
事
情
が
、
当
日
の
議
論
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た

こ
と
は
、
想
像
す
る
に
か
た
く
な
い
。

　

ま
た
、
野
本
永
久
『
暁
烏
敏
伝
』（
大
和
書
房
、
一
九
七
四
年
、
六
〇

一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
か
ね
て
よ
り
「
国
内
思
想
結
束
の
た
め
に
は
宗
門
人

こ
そ
が
起
つ
べ
き
」
と
考
え
て
い
た
暁
烏
が
、
門
弟
の
蒲
池
繁
を
通
じ
て

大
谷
瑩
潤
や
、
後
に
教
団
の
参
務
（
国
政
で
言
う
と
こ
ろ
の
国
務
大
臣
）

と
な
る
有
力
者
の
古
賀
制
以
智
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま

り
、
暁
烏
の
画
策
な
し
に
は
、
こ
の
職
域
奉
公
の
結
束
を
目
的
と
し
た
懇

談
会
は
、
実
現
し
え
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

懇
談
会
の
攻
究
題
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
①
神
祇
観
（
本
地
垂

迹
、
大
麻
、
靖
国
神
社
問
題
）、
②
浄
土
教
ノ
厭
欣
思
想
ニ
就
テ
（
国
体

観
）、
③
真
俗
二
諦
（
臣
民
道
）、
④
時
代
相
応
ノ
真
宗
教
学
ニ
就
テ
、
の

四
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
当
時
、
日
本
国
内
に
浸
透
し
て
い
た
「
天
皇
帰

一
」
の
思
潮
に
反
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

主
催
者
の
挨
拶
や
『
真
宗
』『
中
外
日
報
』
の
報
告
記
事
に
照
ら
せ
ば
、

「
時
代
相
応
」
の
教
学
の
確
立
な
ら
び
に
教
義
表
現
の
「
統
一
」
が
、
究

極
的
な
目
的
で
あ
っ
た
と
窺
わ
れ
る
。

　

当
日
の
議
論
で
は
、
侍
董
寮
の
学
者
（
河
野
な
ど
）
は
伝
統
的
な
教
義

を
保
っ
た
ま
ま
慎
重
に
進
ん
で
い
く
意
向
を
示
し
た
が
、
全
体
と
し
て
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（
教
団
）
と
国
家
の
三
者
を
各
々
分
か
つ
こ
と
な
く
、
真
実
へ
と
深
化
さ

せ
得
る
理
想
的
な
宗
教
者
、
為
政
者
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
が
金
子
に
お
け
る
太
子
観
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
日
本
精
神
」
期
に
は
金
子
に
限
ら
ず
、
様
々
な
仏
教
者
た
ち
が
太
子

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
。
仏
教
は
排
外
思
想
で
あ
る
と
い
う
批
判
、
ま

た
「
敬
神
観
念
」
と
い
か
に
関
わ
る
か
と
い
う
課
題
に
対
峙
す
る
と
き
、

聖
徳
太
子
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
金
子
や
暁
烏
敏
、
深
浦
正
文
、

佐
伯
定
胤
ら
は
ほ
ぼ
大
意
と
し
て
は
共
通
す
る
理
解
を
述
べ
る
。
つ
ま
り

「
日
本
精
神
」
た
る
和
の
精
神
（『
憲
法
十
七
条
』
第
一
条
）
が
外
来
思
想

た
る
仏
教
を
受
け
い
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
篤
敬

三
宝
」（『
憲
法
十
七
条
』
第
二
条
）
の
心
が
「
敬
神
観
念
」
を
支
え
、
日

本
文
化
、
日
本
仏
教
を
発
展
さ
せ
て
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
表
現
が
類
似
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
一
九
三
〇
年
代
、
一
九
四
〇
年
代

の
太
子
関
連
の
書
物
を
み
て
い
く
と
、
か
れ
ら
が
著
作
を
参
照
し
合
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
か
れ
ら
は
広
島
文
理
科
大
学
、
法
隆
寺
、
国

民
精
神
文
化
研
究
所
な
ど
で
共
に
学
び
合
い
、
あ
る
い
は
お
互
い
の
書
物

を
通
し
て
、
聖
徳
太
子
と
い
う
「
磁
場
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

金
子
の
場
合
、『
無
量
寿
経
』
あ
る
い
は
親
鸞
思
想
を
介
し
て
太
子
を

菩
薩
と
み
る
理
解
に
一
九
二
〇
年
代
に
す
で
に
達
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と

が
一
九
三
〇
年
代
な
か
ば
に
金
子
が
「
日
本
精
神
」
を
受
容
し
て
い
く
前

段
階
と
な
っ
て
い
る
。
金
子
の
こ
う
し
た
太
子
観
は
、
暁
烏
が
「
真
宗
教

学
懇
談
会
」
に
て
本
地
垂
跡
と
「
示
現
思
想
」
と
を
重
ね
て
語
る
理
解

と
通
底
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
阿
弥
陀
仏
・
法
蔵
菩
薩
・
衆
生
」
と
「
神

代
・
天
皇
・
臣
民
」
の
関
係
に
お
け
る
「
菩
薩
」
と
「
天
皇
」
を
、
聖
徳

結
節
点
と
し
て
、
聖
徳
太
子
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
本
発
表
で

は
、
真
宗
の
教
学
者
で
あ
る
金
子
大
榮
の
聖
徳
太
子
観
を
中
心
軸
と
し
、

戦
間
期
の
太
子
理
解
の
一
端
を
考
察
す
る
。
金
子
を
中
心
と
す
る
の
は
、

も
と
も
と
太
子
讃
嘆
の
念
を
有
し
た
者
が
時
代
状
況
の
な
か
で
日
本
主
義

的
な
太
子
観
へ
と
進
展
し
て
い
く
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
典
型
を
描
写
す
る

た
め
で
あ
る
。

　

花
山
信
勝
に
よ
れ
ば
、
憲
法
十
七
条
発
布
一
三
〇
〇
年
で
あ
っ
た
一
九

〇
三
年
を
第
一
、
聖
徳
太
子
の
一
三
〇
〇
年
遠
忌
で
あ
っ
た
一
九
二
一
年

を
第
二
と
し
て
、
日
本
が
国
際
連
盟
を
脱
退
し
た
一
九
三
三
年
か
ら
「
日

本
精
神
」
の
声
が
高
ま
る
と
共
に
、
第
三
の
太
子
讃
嘆
の
時
期
が
到
来
し

た
と
い
う
。
金
子
の
思
索
の
歴
程
は
あ
る
程
度
、
こ
れ
に
連
動
す
る
。
金

子
の
太
子
へ
の
言
及
は
、
ま
だ
真
宗
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
一
九
〇
四
年

一
月
の
日
記
『
心
の
影
』
が
お
そ
ら
く
初
出
で
あ
る
。
金
子
は
太
子
を
、

社
会
の
な
か
で
生
き
つ
つ
世
間
を
利
益
し
た
人
物
と
し
て
捉
え
る
。
当
時

の
金
子
は
み
ず
か
ら
の
「
自
覚
」
と
教
団
、
国
家
と
が
い
か
に
関
わ
る
の

か
、
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
苦
悩
は
お
お
よ
そ
十
年
後
、
大
正
天
皇
即
位

に
際
し
て
書
か
れ
た
「
親
鸞
聖
人
の
国
家
観
」
で
も
課
題
と
さ
れ
て
い

る
。

　

太
子
一
三
〇
〇
年
遠
忌
に
あ
た
る
一
九
二
一
年
に
金
子
は
、「
勝
鬘
経

義
疏
を
読
み
て
」
を
発
表
す
る
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
『
勝
鬘
経
義
疏
』

に
よ
り
な
が
ら
、
太
子
を
菩
薩
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
太
子
理
解
は

『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
、
阿
弥
陀
仏
と
し
て
作
仏
す
る
に
あ
た
っ
て
兆

載
永
劫
の
修
行
に
入
り
、
衆
生
救
済
を
志
願
と
し
て
身
を
粉
に
す
る
法
蔵

菩
薩
と
重
な
り
、
真
宗
の
教
法
を
背
景
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
太
子
は
菩
薩
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
、
仏
教
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真
隆
を
中
心
に
す
す
め
、
宗
祖
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
の
「
主
上
臣

下
背
法
違
義
」
や
「
勅
命
」
な
ど
の
表
現
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。
検
討

の
結
果
、
一
九
四
〇
年
四
月
に
「
聖
教
の
拝
読
な
ら
び
に
引
用
の
心
得
」

を
一
定
の
結
論
と
し
て
示
し
、
天
皇
を
意
味
す
る
「
主
上
」
を
伏
字
と
し

た
ほ
か
、
引
用
・
拝
読
に
際
し
て
の
注
意
事
項
を
ま
と
め
た
。
そ
し
て
四

月
中
旬
以
降
、
本
願
寺
派
は
こ
の
「
心
得
」
を
極
秘
裏
に
龍
谷
布
教
協
会

役
員
や
門
末
上
層
部
に
配
布
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
行
信
教
校
の
利
井
興
隆
を
は
じ
め
、
教
団
内
外
か
ら

様
々
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
教
団
当
局
の
姿
勢
・
対
応
へ
の
批
判
や

『
教
行
信
証
』
流
通
分
全
体
の
削
除
提
案
、
親
鸞
精
神
と
国
体
精
神
の
関

係
な
ど
多
様
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
教
団
当
局
は
、
そ
の
後
「「
聖
教

拝
読
並
ニ
引
用
ノ
心
得
」
内
示
趣
旨
」
を
出
し
て
「
聖
教
ヲ
改
竄
セ
ル
モ

ノ
ニ
非
ズ
」
と
説
明
し
、
さ
ら
に
聖
典
問
題
の
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
事

態
の
収
拾
を
図
っ
た
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
聖
典
削
除
を
め
ぐ
る
論
争

を
通
し
て
、
真
宗
が
従
来
以
上
に
能
動
的
な
皇
国
宗
教
へ
と
向
か
う
べ
き

だ
と
す
る
提
言
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
四
一
年
三
月
末
、
本
願
寺
派
で
は
宗
制
の
改
正
が
文
部
省
に
認
可

さ
れ
た
。
こ
の
宗
制
で
は
、
真
宗
の
教
義
の
性
格
を
説
明
す
る
に
あ
た

り
、
そ
れ
ま
で
の
「
真
諦
」「
俗
諦
」
や
「
二
諦
相
資
」（
つ
ま
り
「
真
俗

二
諦
」）
で
は
な
く
、「
王
法
為
本
」
と
表
現
さ
れ
た
。
だ
が
、
表
現
と
し

て
の
真
俗
二
諦
は
消
え
て
も
、
信
仰
構
造
と
し
て
の
真
俗
二
諦
が
延
命
し

た
と
こ
ろ
に
本
願
寺
派
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
本
願
寺
派
で
は
そ
の
枠
組
み

を
基
本
と
し
て
戦
時
教
学
の
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

本
願
寺
派
は
、
一
九
四
四
年
四
月
に
戦
時
教
学
指
導
本
部
を
発
足
さ

せ
、
そ
の
成
果
物
と
し
て
『
決
戦
道
義
』（
前
編
・
後
編
）『
皇
国
宗
教
と

太
子
に
よ
っ
て
媒
介
さ
せ
、
あ
る
と
き
に
は
重
ね
て
、
あ
る
と
き
に
は
並

行
的
に
語
る
の
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
こ
う
い
っ
た
思
索

を
「
和
の
世
界
観
」
と
い
う
題
の
も
と
で
展
開
さ
せ
、
金
子
は
み
ず
か
ら

の
思
想
の
要
を
も
そ
こ
に
投
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
時
下
仏
教
教
団
と
日
本
主
義 

│
│ 

真
宗
本
願
寺
派
を
中
心
に 

│
│

近
藤
俊
太
郎

　

戦
時
日
本
の
仏
教
史
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
仏
教
者
の
戦
争
責
任
論
と

し
て
出
発
し
た
。
戦
後
の
長
い
間
、
戦
争
協
力
の
担
い
手
が
存
命
で
社
会

的
地
位
を
保
っ
た
場
合
も
多
か
っ
た
た
め
、
そ
う
し
た
研
究
は
主
体
的
実

存
を
重
視
す
る
一
部
の
仏
教
者
に
よ
っ
て
の
み
遂
行
さ
れ
た
。
彼
ら
の
多

く
は
宗
門
系
大
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
自
身
の
所
属
す
る
宗
派
の
戦
争
責

任
を
当
事
者
の
ひ
と
り
と
し
て
反
省
的
に
追
及
す
る
点
に
特
徴
を
有
し
て

い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
、
研
究
者
の
世
代
交
代
も
進
み
、
当
事
者
性
は

後
退
し
つ
つ
あ
る
。
現
状
で
は
、
戦
争
を
と
ら
え
る
思
想
の
多
様
化
と
実

証
の
高
度
化
が
大
勢
で
あ
り
、
極
め
て
大
雑
把
に
ま
と
め
る
な
ら
、
当
該

領
域
の
研
究
は
、
教
学
か
ら
歴
史
へ
、
と
変
容
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
史

を
踏
ま
え
、
発
表
者
は
、
教
学
の
歴
史
、
歴
史
の
な
か
の
教
学
、
と
い
う

視
点
が
重
要
だ
と
い
う
立
場
か
ら
、
戦
時
下
の
真
宗
本
願
寺
派
の
聖
典
削

除
と
戦
時
教
学
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

一
九
四
〇
年
代
に
な
る
と
、
天
皇
制
国
家
の
抑
圧
性
が
前
景
化
し
、
宗

教
団
体
法
を
は
じ
め
と
す
る
諸
政
策
に
よ
っ
て
仏
教
界
の
再
編
が
急
速
に

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
真
宗
本
願
寺
派
で
は
行
信
教
校

や
龍
谷
大
学
で
聖
教
に
お
け
る
不
敬
の
字
句
が
問
題
と
な
っ
た
。
本
願
寺

派
は
、
そ
の
対
応
を
教
学
担
当
の
最
高
機
関
た
る
勧
学
寮
や
執
行
の
梅
原
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思
想
家
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
八
紘
一
宇
な
ど
の
「
日

本
主
義
」
に
お
け
る
共
同
性
の
側
面
と
の
関
係
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　

共
同
性
の
問
題
は
、
大
正
期
に
社
会
問
題
が
表
面
化
し
た
こ
と
で
論
壇

に
上
が
っ
た
。
真
宗
本
願
寺
派
も
「
同
朋
主
義
」
を
掲
げ
、
多
く
の
教
学

者
は
こ
の
理
念
の
も
と
、
親
鸞
思
想
に
お
け
る
共
同
性
を
論
じ
た
。
し
か

し
「
同
朋
主
義
」
は
、
総
力
戦
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
中
で
、
排
他
性

を
伴
う
八
紘
一
宇
と
接
合
し
て
い
く
。
今
回
対
象
と
し
た
梅
原
真
隆
も
そ

の
一
人
で
あ
る
。
梅
原
は
、
生
涯
を
通
し
て
社
会
問
題
に
積
極
的
に
発
言

し
、
戦
時
下
で
は
本
願
寺
派
執
行
と
し
て
、
戦
時
体
制
形
成
の
中
心
的
役

割
を
担
っ
た
。
彼
の
言
論
を
、
共
同
性
と
い
う
視
点
か
ら
紐
解
く
と
、
戦

前
は
「
他
者
の
他
者
性
」
を
認
め
た
上
で
の
共
生
が
目
指
さ
れ
た
。
だ
が

戦
時
下
で
は
、
日
中
戦
争
を
大
東
亜
実
現
の
た
め
の
「
正
し
き
も
の
を
生

か
し
悪
し
き
も
の
を
亡
ぼ
す
戦
争
」
と
し
て
肯
定
す
る
な
ど
、
排
他
性
を

伴
う
言
論
を
展
開
す
る
。
本
発
表
は
、
こ
う
し
た
変
遷
を
彼
の
思
想
か
ら

検
討
し
、
親
鸞
思
想
と
日
本
主
義
が
如
何
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か
分

析
し
た
。

　

戦
前
期
の
梅
原
は
、
流
罪
を
基
点
に
、
現
実
に
対
峙
し
た
親
鸞
の
姿
を

読
み
込
み
、
そ
れ
が
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
に
通
底
す
る
思
想
で
あ

る
と
述
べ
た
。
そ
の
一
方
で
、
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
「
愚
禿
心
の
表

詮
」
を
主
張
し
、
現
実
に
批
判
的
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
自
己
の
罪
悪
へ

の
自
覚
を
伴
う
と
論
じ
た
。
そ
れ
は
特
に
、
梅
原
の
『
教
行
信
証
』
に
お

け
る
最
澄
伝
『
末
法
灯
明
記
』
引
用
に
対
す
る
解
釈
に
象
徴
さ
れ
る
。
こ

こ
は
一
般
的
に
末
法
の
自
覚
か
ら
、
仏
教
界
の
批
判
と
、
無
戒
名
字
の
比

丘
こ
そ
が
時
代
相
応
の
有
り
方
で
あ
る
と
す
る
一
段
で
あ
る
。
し
か
し
梅

し
て
の
浄
土
真
宗
』『
死
生
観
』
を
刊
行
し
た
。
書
名
に
端
的
に
表
現
さ

れ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
聖
典
削
除
を
め
ぐ
る
論
争
で
提
起
さ
れ
た
真
宗
の

皇
国
宗
教
化
は
、
こ
こ
に
実
現
し
た
。
そ
の
内
実
は
、
世
界
新
秩
序
の
建

設
へ
向
け
た
高
度
国
防
国
家
体
制
の
整
備
や
総
力
戦
体
制
の
強
化
の
た

め
、
皇
国
臣
民
と
し
て
の
実
践
に
真
宗
的
死
生
観
に
基
づ
く
主
体
的
・
能

動
的
な
実
践
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
を
門
徒
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

聖
典
削
除
問
題
と
は
、
本
願
寺
派
が
宗
祖
親
鸞
の
宗
教
的
立
場
に
み
ら

れ
る
天
皇
と
そ
の
臣
下
へ
の
批
判
的
契
機
を
封
殺
す
る
こ
と
で
、
よ
り
主

体
的
・
能
動
的
な
翼
賛
教
学
を
形
成
す
る
た
め
の
決
定
的
な
階
梯
だ
っ

た
。
ち
ょ
う
ど
一
九
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
真
宗
聖
教
全
書
』（
二
宗

祖
部
）
は
、
厳
密
な
学
術
的
校
訂
を
そ
な
え
た
初
め
て
の
親
鸞
全
集
と
も

い
え
る
も
の
だ
っ
た
が
、「
主
上
」
の
二
字
は
伏
字
と
さ
れ
た
。
同
書
で

「
主
上
」
の
二
字
が
宗
祖
親
鸞
の
記
し
た
通
り
に
修
正
さ
れ
る
の
は
、
一

九
七
七
年
一
〇
月
の
改
訂
ま
で
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

真
宗
本
願
寺
派
の
教
学
と
日
本
主
義 

│
│ 

梅
原
真
隆
を
通
し
て 

│
│

内
手
　
弘
太

　

近
年
、
中
島
岳
志
に
よ
っ
て
、
自
力
の
否
定
か
ら
絶
対
他
力
へ
全
て
を

委
ね
る
親
鸞
思
想
と
、「
か
ら
ご
こ
ろ
」
の
除
去
と
「
や
ま
と
ご
こ
ろ
」

へ
の
回
帰
を
目
的
と
す
る
国
体
論
の
構
造
的
類
似
が
指
摘
さ
れ
た
。
し
か

し
、
両
者
が
結
び
つ
い
て
い
く
背
景
に
は
、「
煩
悶
か
ら
超
国
家
主
義
へ
」

と
い
う
歴
史
的
経
験
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
中
島
が
対
象
と
し
た

真
宗
大
谷
派
の
「
近
代
教
学
」
関
係
者
に
は
説
得
力
を
持
つ
が
、
真
宗
教

学
者
一
般
に
妥
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
中
島
が
『
愛
国
と
信
仰
の
構

造
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
で
、
親
鸞
が
共
同
性
を
重
視
し
た
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に
対
す
る
共
感
の
喪
失
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
梅
原
の
「
同

朋
主
義
」
が
、「
他
者
の
他
者
性
」
を
排
除
す
る
暴
力
を
是
認
す
る
八
紘

一
宇
と
接
合
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

コ
メ
ン
ト

中
島
　
岳
志

　

拙
著
『
親
鸞
と
日
本
主
義
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
七
年
）
は
、
民
間
右

翼
の
超
国
家
主
義
へ
の
関
心
か
ら
取
り
組
ん
だ
。
雑
誌
『
原
理
日
本
』
の

中
心
人
物
で
あ
る
三
井
甲
之
・
蓑
田
胸
喜
ら
が
親
鸞
思
想
を
基
礎
に
国
体

論
を
展
開
し
、
言
論
弾
圧
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
へ
の
関
心
が
、
そ

の
中
心
に
あ
っ
た
。

　

一
方
、
こ
れ
ま
で
親
鸞
思
想
と
日
本
主
義
の
研
究
は
、
本
願
寺
派
と
大

谷
派
の
「
戦
時
教
学
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
仏

法
を
真
諦
、
王
法
（
世
間
的
道
徳
）
を
俗
諦
と
す
る
「
真
俗
二
諦
」
こ
そ

が
、
両
教
団
の
国
体
論
受
容
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
、
そ
の

克
服
が
課
題
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
三
井
甲
之
の
よ
う
な
民
間
右
翼
に
と

っ
て
「
真
俗
二
諦
」
の
論
理
は
、
国
体
を
俗
諦
と
し
て
、
真
諦
と
し
て
の

仏
法
の
下
位
に
位
置
づ
け
る
た
め
、「
不
敬
」
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ

た
。
名
和
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
真
俗
二
諦
」
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て

問
題
視
さ
れ
、「
真
宗
教
学
懇
談
会
」
で
も
議
論
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
た
。

拙
著
で
は
、
問
題
の
本
質
は
「
真
俗
二
諦
」
の
外
部
に
あ
る
と
考
え
、
国

学
的
国
体
論
と
浄
土
教
の
思
想
構
造
の
連
続
性
に
言
及
し
た
。

　

亀
井
勝
一
郎
の
著
書
『
親
鸞
』（
新
潮
社
、
一
九
四
四
年
）
で
は
、
本

居
宣
長
の
論
理
と
の
連
続
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
亀
井
は
「
人
智
を
超

え
た
も
の
は
た
ゞ
こ
れ
を
信
ず
る
こ
と
、
愛
す
る
こ
と
、
そ
し
て
皇
神
の

原
は
、
最
澄
が
為
政
者
の
誤
謬
や
、
南
都
仏
教
徒
及
び
民
衆
の
虚
偽
を
弾

劾
し
た
一
段
を
親
鸞
が
引
用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
理
由
と

し
て
、
他
の
人
々
を
裁
く
こ
こ
ろ
も
ち
が
し
な
か
っ
た
た
め
だ
と
解
釈
し

た
。
そ
し
て
無
戒
名
字
の
比
丘
は
、
最
澄
に
お
い
て
は
「
傍
観
的
な
教
界

評
論
」
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
「
内
観
的
な
生
活
感
傷
」
で
あ

り
、「
幻
滅
と
慚
愧
の
底
に
宗
教
的
自
覚
を
呼
び
覚
ま
す
標
語
」
で
あ
る

と
論
じ
た
。
つ
ま
り
梅
原
は
、
親
鸞
思
想
か
ら
現
実
に
対
す
る
批
判
的
態

度
が
、
同
時
に
自
己
の
信
仰
問
題
へ
と
誘
わ
れ
る
と
い
う
思
想
を
提
示
し

た
。
た
だ
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
思
想
が
「
他
者
」
へ
と
広

が
る
こ
と
で
あ
る
。

　

梅
原
は
、
保
護
事
業
に
対
す
る
言
及
の
中
で
、「
他
者
」
が
犯
し
た
罪

を
、
私
を
含
む
社
会
が
犯
さ
せ
た
罪
で
あ
る
と
し
、
社
会
全
体
が
と
も
に

「
懺
悔
」
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
共
に
悪
を
背
負
う
水
平

社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、「
私
の
親
鸞
主
義
の
希
念
」
で
あ
る

と
論
じ
た
。
つ
ま
り
現
実
へ
の
対
峙
は
、
自
己
の
罪
悪
性
の
気
づ
き
を
通

し
て
、
他
者
の
罪
悪
に
対
す
る
共
感
に
展
開
す
る
。
こ
こ
に
梅
原
の
同
朋

主
義
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
日
中
戦
争
が
長
期
化
す
る
中
で
そ
の
思
想
は

変
容
し
た
。

　

戦
時
下
の
梅
原
の
言
論
を
概
観
す
る
と
、
日
本
仏
教
徒
の
役
割
は
「
護

国
」
に
あ
る
と
同
時
に
、
指
導
者
と
し
て
ア
ジ
ア
を
興
す
こ
と
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
戦
前
に
相
違
が
強
調
さ
れ
た
最
澄
と
親
鸞
も
同
様

の
思
想
と
さ
れ
、
聖
徳
太
子
↓
最
澄
↓
親
鸞
、
と
い
っ
た
護
国
仏
教
史
上

に
親
鸞
は
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
指
導
者
と
し
て
英
邁
な
親
鸞
が

強
調
さ
れ
、
戦
前
に
見
ら
れ
た
親
鸞
の
「
凡
夫
性
（
罪
悪
性
）
の
自
覚
」

は
後
退
す
る
。
そ
の
結
果
、
自
己
の
罪
悪
を
通
し
て
現
れ
る
他
者
の
罪
悪
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今
回
の
発
表
で
注
目
し
た
の
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
対
象
が
「
教
団
の

時
局
迎
合
の
問
題
」
な
の
か
、「
思
想
の
問
題
」
な
の
か
で
あ
る
。
名
和

発
表
で
は
、
そ
の
両
者
が
入
り
組
み
な
が
ら
、
戦
時
教
学
が
構
成
さ
れ
た

様
子
が
描
か
れ
た
。
し
か
し
、
両
者
の
境
界
線
は
判
然
と
し
な
い
。

　

一
方
、
東
発
表
で
は
、
金
子
大
栄
の
初
期
思
想
に
遡
行
し
つ
つ
、
聖
徳

太
子
観
を
手
が
か
り
に
国
家
主
義
思
想
の
連
続
性
が
議
論
さ
れ
た
。
し
か

し
、
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
の
間
に
は
大
き
な
飛
躍
が
あ
り
、
連
続
性
と

同
時
に
断
絶
の
側
面
へ
の
着
目
も
必
要
で
あ
る
旨
の
指
摘
を
行
っ
た
。

　

近
藤
発
表
で
は
聖
典
削
除
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
典
型

的
な
「
迎
合
問
題
」
で
あ
る
。
内
手
発
表
が
取
り
上
げ
た
梅
原
真
隆
は
聖

典
削
除
の
中
核
を
担
っ
た
人
物
で
、
そ
こ
に
至
る
思
想
過
程
が
論
じ
ら
れ

た
が
、
日
本
主
義
へ
の
接
近
は
同
時
代
の
教
誨
師
た
ち
の
論
理
と
近
似
し

て
お
り
、
状
況
応
答
的
な
迎
合
的
側
面
が
強
い
旨
を
指
摘
し
た
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

近
藤
俊
太
郎

　

近
代
の
仏
教
思
想
の
大
勢
が
日
本
主
義
と
結
び
つ
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
中
島
岳
志

『
親
鸞
と
日
本
主
義
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
七
年
）
が
、
親
鸞
思
想
と
日
本

主
義
の
関
係
を
主
題
化
し
、
そ
の
終
章
で
親
鸞
思
想
と
国
体
論
と
に
構
造

的
類
似
性
が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
本
パ
ネ
ル
は
、
同
書
の
問
題
提
起

に
示
唆
を
得
な
が
ら
も
、
思
想
構
造
の
類
似
性
で
は
な
く
、
変
容
し
て
い

く
時
代
状
況
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
・
教
学
者
や
真
宗
教
団
が
即
応
し
、

仏
教
を
い
か
に
再
構
築
し
た
か
と
い
う
過
程
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
親

鸞
と
日
本
主
義
の
〝
間
〞
を
再
考
し
た
。

示
し
給
う
た
道
の
ま
に
ま
に
一
片
の
私
心
な
く
信
従
す
る
こ
と
、
宣
長
は

終
始
一
貫
こ
れ
を
説
き
、「
私
」
の
あ
る
と
こ
ろ
、
た
と
ひ
神
道
で
あ
つ

て
も
ゆ
る
さ
な
か
つ
た
」
と
し
、
親
鸞
を
論
じ
る
文
脈
で
、
宣
長
が
「
人

間
の
さ
か
し
ら
な
は
か
ら
ひ
」
を
嫌
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
亀
井
に
と

っ
て
「
天
皇
の
大
御
心
」
へ
の
随
順
と
い
う
国
体
思
想
は
、「
弥
陀
の
本

願
」
へ
の
随
順
と
い
う
真
宗
の
論
理
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
弥
陀
の
本
願

で
あ
る
「
絶
対
他
力
」
は
、「
天
皇
の
大
御
心
」
と
同
一
視
さ
れ
る
。

　

阿
満
利
麿
は
『
宗
教
の
深
層
―
聖
な
る
も
の
へ
の
衝
動
』（
人
文
書
院
、

一
九
八
五
年
）
の
中
で
、「
宣
長
の
思
惟
の
根
幹
は
、
私
の
み
る
と
こ
ろ

法
然
の
専
修
念
仏
の
世
俗
化
形
態
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
宣
長
の
家

は
、
代
々
熱
心
な
浄
土
宗
の
信
者
で
、
宣
長
自
身
、
十
歳
で
浄
土
宗
の
血

脈
を
う
け
て
「
英
笑
」
と
い
う
法
名
を
授
か
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か

ら
、「
宣
長
の
、
神
々
に
対
す
る
絶
対
随
順
は
、
明
ら
か
に
、
浄
土
教
信

者
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
た
経
験
を
ふ
ま
え
て
い
る
」
と
し
、

「
自
力
」
が
「
漢
意
」
と
見
な
さ
れ
、「
他
力
」
が
「
や
ま
と
こ
こ
ろ
」
へ

と
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。

　

拙
著
で
は
、
こ
の
阿
満
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

「
浄
土
教
が
国
体
論
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
国
体
論
が
浄

土
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
然
・
親
鸞
の
思
想
構
造
が
、

国
体
論
の
思
想
構
造
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
親
鸞
の

思
想
を
探
究
し
、
そ
の
思
想
構
造
を
身
に
つ
け
た
人
間
は
、
国
体
論
へ
と

接
続
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
。
多
く
の
親
鸞
主
義
者
た
ち
が
、
阿
弥
陀

如
来
の
「
他
力
」
を
天
皇
の
「
大
御
心
」
に
読
み
替
え
る
こ
と
で
国
体
論

を
受
容
し
て
行
っ
た
背
景
に
は
、
浄
土
教
の
構
造
が
国
学
を
介
し
て
国
体

論
へ
と
継
承
さ
れ
た
と
い
う
思
想
構
造
の
問
題
が
あ
っ
た
。」
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コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
中
島
岳
志
は
、
自
著
の
終
章
で
の
論
証
過
程
で
、
戦

後
に
亀
井
勝
一
郎
の
著
作
『
親
鸞
』
の
戦
後
版
で
削
除
対
象
と
さ
れ
た
箇

所
を
手
が
か
り
に
し
て
本
居
国
学
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
や
、

本
居
国
学
を
親
鸞
思
想
と
日
本
主
義
と
の
媒
介
と
し
て
把
握
す
る
際
の
理

論
化
を
阿
満
利
麿
『
宗
教
の
深
層
』
に
依
拠
し
た
こ
と
等
に
つ
い
て
説
明

し
た
。
ま
た
、
各
発
表
を
思
想
問
題
と
迎
合
問
題
に
分
類
・
整
理
し
、
戦

時
下
の
教
団
、
特
に
本
願
寺
派
が
迎
合
問
題
に
傾
斜
し
て
い
る
一
方
で
、

親
鸞
を
通
し
て
思
想
問
題
を
提
起
し
た
思
想
家
た
ち
の
営
為
を
研
究
課
題

と
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

　

フ
ロ
ア
か
ら
は
、
日
本
主
義
に
回
収
さ
れ
な
い
仏
教
思
想
の
可
能
性

や
、
戦
時
下
の
神
仏
関
係
論
と
親
鸞
の
神
祇
へ
の
態
度
と
の
関
係
、
ま
た

そ
も
そ
も
思
想
問
題
と
迎
合
問
題
と
い
う
分
類
の
妥
当
性
等
に
つ
い
て
質

問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。

　

戦
時
下
の
仏
教
史
に
つ
い
て
は
、
戦
後
も
長
く
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で

あ
っ
た
。
世
代
交
代
が
進
ん
だ
い
ま
、
積
極
的
に
論
じ
直
す
べ
き
時
期
に

来
て
い
る
。
中
島
の
整
理
し
た
よ
う
に
、
思
想
問
題
―
迎
合
問
題
と
い
っ

た
問
い
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
組
織
的
迎
合
を
も
た
ら
す
思
想
性
や
、

実
存
的
課
題
に
応
答
す
る
こ
と
で
構
築
さ
れ
た
思
想
が
ど
の
よ
う
な
組
織

を
創
出
し
た
の
か
等
、
問
題
を
整
理
し
た
う
え
で
の
総
合
的
視
点
も
必
要

に
な
ろ
う
。
仏
教
思
想
と
日
本
主
義
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
あ
り
、
新
た
な
視
座
か
ら
論
じ
な
お
す
べ
き
課
題
も
多
く
残
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
ず
名
和
達
宣
は
、
一
九
四
一
年
二
月
に
真
宗
大
谷
派
で
開
催
さ
れ
た

真
宗
教
学
懇
談
会
を
取
り
上
げ
、
特
定
の
個
人
の
発
言
を
抽
出
す
る
従
来

の
研
究
の
傾
向
と
は
異
な
り
、
時
代
状
況
や
懇
談
会
の
開
催
経
緯
、
さ
ら

に
は
出
席
者
の
立
場
・
境
遇
等
に
も
目
を
向
け
つ
つ
懇
談
会
全
体
の
議
論

の
流
れ
を
追
跡
し
、
同
懇
談
会
に
対
す
る
新
た
な
分
析
視
点
を
示
し
た
。

　

次
に
東
真
行
は
、
真
宗
大
谷
派
の
金
子
大
榮
の
聖
徳
太
子
観
を
題
材
と

し
て
、
真
宗
教
学
と
日
本
主
義
の
関
係
を
再
考
し
た
。
東
は
、
金
子
の
太

子
観
を
一
九
二
〇
年
代
か
ら
敗
戦
ま
で
追
跡
し
て
そ
の
連
続
性
を
解
明
す

る
と
と
も
に
、
金
子
が
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
敗
戦
に
か
け
て
、
自
身

の
思
想
系
統
の
大
成
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

続
い
て
近
藤
俊
太
郎
は
、
真
宗
本
願
寺
派
の
聖
典
削
除
問
題
と
戦
時
教

学
に
照
準
を
合
わ
せ
、
聖
典
削
除
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
か
ら
真
宗
の
皇

国
宗
教
化
へ
の
道
筋
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に

そ
の
延
長
線
上
に
戦
時
教
学
の
形
成
が
重
な
っ
て
く
る
と
論
じ
た
。

　

最
後
に
内
手
弘
太
は
、
真
宗
本
願
寺
派
の
梅
原
真
隆
を
取
り
上
げ
、

梅
原
の
真
宗
教
学
と
時
代
状
況
の
関
係
性
の
変
容
過
程
を
、
特
に
同
朋
主

義
（
共
同
性
）
を
軸
に
再
構
成
し
た
。
内
手
は
、
梅
原
に
お
い
て
凡
夫
性

（
罪
悪
性
）
の
自
覚
の
後
退
と
他
者
の
罪
悪
に
対
す
る
共
感
の
喪
失
が
同

時
進
行
し
て
い
く
様
相
を
描
き
出
し
、
総
力
戦
体
制
下
に
排
他
性
を
含
ん

だ
暴
力
的
思
想
に
至
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
名
和
と
東
は
大
谷
派
を
、
近
藤
と
内
手
は
本
願
寺
派
を

取
り
上
げ
、
教
団
で
の
論
争
や
教
学
者
の
思
想
に
光
を
当
て
た
。
つ
ま

り
、
本
パ
ネ
ル
は
「
親
鸞
と
日
本
主
義
の
間
」
を
共
通
の
テ
ー
マ
と
し
な

が
ら
、
大
谷
派
と
本
願
寺
派
、
あ
る
い
は
教
団
と
教
学
者
と
い
っ
た
分
析

軸
・
比
較
視
点
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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本
報
告
で
は
、
中
西
牛
郎
（
な
か
に
し　

う
し
ろ
う
、
一
八
五
九
―
一

九
三
〇
）
を
事
例
と
し
て
、
そ
の
生
涯
を
考
え
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に

よ
り
広
い
視
野
に
お
け
る
歴
史
叙
述
に
つ
な
が
り
う
る
か
を
検
討
し
た
。

　

中
西
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
前
の
諸
研
究
に
お
い
て
、
考
察
の
対
象
と

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
近
代

仏
教
研
究
の
進
展
に
伴
っ
て
、『
宗
教
革
命
論
』（
一
八
八
九
年
）
な
ど
の

著
作
を
通
し
て
「
新
仏
教
」
を
唱
導
し
、
そ
の
後
の
仏
教
改
革
の
潮
流
に

影
響
を
与
え
た
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
例

え
ば
大
谷
栄
一
『
近
代
仏
教
と
い
う
視
座
』
二
〇
一
二
年
）。
そ
れ
で
は
、

な
ぜ
中
西
は
こ
れ
ま
で
歴
史
叙
述
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

中
西
の
履
歴
は
省
略
す
る
が
、「
中
西
牛
郎
は
熊
本
の
生
ん
だ
異
色
で

あ
る
。
儒
教
を
学
ん
で
儒
学
者
と
な
ら
ず
、
基
督
教
を
学
ん
で
基
督
教
徒

に
も
な
ら
ず
、
当
時
全
盛
の
自
由
民
権
に
対
し
て
は
国
家
主
義
を
と
り
、

流
行
の
基
督
教
に
対
し
て
は
仏
教
徒
側
に
立
ち
、
し
か
も
仏
教
内
に
む
か

っ
て
は
仏
教
の
腐
敗
堕
落
を
攻
撃
し
た
。
の
ち
天
理
教
の
教
典
を
書
い
て

い
る
」
と
い
う
評
が
あ
る
（
荒
木
精
之
『
熊
本
県
人
物
誌
』
一
九
五
九
年
）。

そ
の
生
涯
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
一
貫
し
て
「
新
仏
教
」
を
唱
導
し
続
け

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
仏
教
だ
け
で
は
な
く
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
や
天

理
教
な
ど
に
も
関
わ
り
を
持
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
中
西
の
「
新
仏
教
」
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
を
同
じ

「
宗
教
」
と
い
う
範
疇
に
位
置
付
け
、
そ
の
上
で
多
神
教
か
ら
一
神
教
を

経
て
汎
神
論
に
到
る
と
い
う
宗
教
進
化
の
図
式
を
用
い
て
仏
教
を
弁
証
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
仏
教
に
多
様
な
宗
派
が
あ
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
し
か
し
総
称
と
し
て
の
「
仏
教
」
を
要
請
す
る
も
の
で
あ

り
、
中
西
は
キ
リ
ス
ト
教
の
組
織
神
学
に
言
及
し
て
、「
組
織
仏
教
」
の

必
要
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
西
の
「
新
仏
教
」
は
、
キ

リ
ス
ト
教
に
対
抗
す
る
た
め
に
仏
教
を
近
代
的
な
「
宗
教
」
と
し
て
組
み

直
す
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
同
時
代
的
意
義
は
、
近
代
日

本
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

よ
く
見
え
て
く
る
面
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
中
西
が
儒
学
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
（
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
）、

天
理
教
な
ど
、
複
数
の
宗
教
伝
統
に
関
わ
り
を
持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
変
遷
は
、
仏
教
史
や
キ
リ
ス
ト
教
史
と
い
っ
た
特
定
の
宗
教
伝
統
に

焦
点
を
合
わ
せ
る
従
来
の
歴
史
叙
述
の
枠
組
の
中
に
は
、
確
か
に
位
置
付

け
づ
ら
い
。

　

ま
た
、
中
西
の
議
論
は
、
西
洋
に
お
け
る
比
較
宗
教
の
展
開
に
言
及
し

な
が
ら
日
本
語
で
書
か
れ
た
宗
教
論
と
し
て
最
も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
の
歴
史
に
接
続
し
う
る
面
を
持

つ
。
し
か
し
、
大
学
制
度
と
学
知
の
結
び
付
き
を
半
ば
前
提
と
す
る
よ
う
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な
方
法
と
、
②
人
々
が
現
象
を
い
か
に
意
識
し
て
い
る
か
を
、
内
部
か
ら

分
析
す
る
「
イ
ー
ミ
ッ
クem

ic

」
な
方
法
と
を
比
較
し
、
そ
の
賛
否
を

検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
鈴
木
大
拙
研
究
を
例
に
、
伝
記
を
描
く
上
で
の
こ

の
二
つ
の
方
法
が
は
ら
む
主
観
的
な
落
と
し
穴
を
い
か
に
避
け
る
こ
と
が

で
き
る
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
大
拙
研
究
は
、
主
と
し
て
二
つ
の
視
座
か
ら
な
さ
れ
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
大
拙
を
世
界
に
「
日
本
文
化
」
を
広
め
た
「
偉

人
」
と
し
て
見
る
視
座
が
あ
り
、
第
二
に
オ
ー
ソ
ド
ク
ス
／
ヘ
テ
ロ
ド
ク

ス
の
よ
う
な
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
範
疇
を
用
い
て
、
彼
の
思
想
を
脱
構
築
的
に

検
討
す
る
よ
う
な
視
座
で
あ
る
。
前
者
は
日
本
側
の
研
究
に
、
後
者
は
欧

米
側
の
研
究
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
重
要
な
の
は
両
者
の
ど
ち
ら
か
に
偏

る
の
で
は
な
い
形
で
、
大
拙
の
思
想
を
近
現
代
の
社
会
政
治
的
環
境
に
位

置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
対
立
を
乗
り
越
え
る
上
で
、「
伝
記
」
に

注
目
し
た
い
。

　

伝
記
を
学
問
的
な
方
法
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
場
合
、
対
象
と
な
る

人
物
を
、
そ
の
歴
史
的
背
景
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
の
意
味
を

よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
鈴
木
大
拙
の

事
例
に
関
し
て
、
特
に
「
戦
争
」
を
視
野
に
入
れ
た
今
日
の
日
本
人
研
究

者
に
よ
る
研
究
は
、
脱
構
築
的
な
立
場
か
ら
、
鈴
木
を
擁
護
す
る
「
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
」
の
混
じ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
反
論
す
る
も
の
は
少
な

い
。
と
は
い
え
、
客
観
性
の
み
を
追
求
し
た
研
究
だ
け
で
は
こ
の
問
題
を

乗
り
越
え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。「
仏
教
学
」
と
い
う
学
問
分
野
の

枠
で
研
究
を
行
う
以
上
、「
仮
説
」
は
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
仮

説
」
自
体
、
研
究
者
が
無
意
識
の
レ
ベ
ル
で
有
し
て
い
る
先
入
観
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
従
来
の
学
史
の
枠
組
の
中
に
、
中
西
の
よ
う
に
近
代
的
な
学
校
制
度
に

関
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
人
物
は
や
は
り
位
置
付
け
づ
ら
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
人
の
高
橋
五
郎
（
一
八
五
六
―
一
九
三
五
）
や
平

井
金
三
（
一
八
五
九
―
一
九
一
九
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

逆
に
言
う
な
ら
ば
、
中
西
牛
郎
の
よ
う
な
人
物
の
生
涯
を
考
え
る
こ
と

か
ら
、
複
数
の
宗
教
伝
統
を
横
断
す
る
よ
う
な
歴
史
叙
述
へ
と
つ
な
げ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
〈
宗
教
〉
史

は
、
宗
教
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
組
み
上
げ
ら
れ
る
過
程
も
視
野
に
入

れ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
と
い
う
語
が
翻
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
一
九

世
紀
中
葉
か
ら
、
姉
崎
正
治
が
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
宗
教
学
講
座

を
開
設
し
た
一
九
〇
五
年
ま
で
の
約
半
世
紀
の
間
に
、
中
西
を
含
め
た
論

者
達
が
、
様
々
な
意
図
に
お
い
て
行
っ
た
多
様
な
議
論
を
も
含
み
込
む
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
〈
宗
教
〉
史
の
検
討
を
通
し
て
、
仏

教
史
や
天
理
教
史
な
ど
個
別
の
宗
教
伝
統
に
つ
い
て
の
歴
史
叙
述
を
、
よ

り
豊
か
な
も
の
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
述
べ
て
問
題
提
起
と
し
た
。

D
. T

. Suzuki in Context: O
vercom

ing the “Great M
an

”

Stefan G
R
A
CE

　

本
発
表
で
は
、
海
外
に
お
け
る
「
日
本
＝
禅
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ

せ
た
鈴
木
大
拙
を
取
り
上
げ
、
彼
の
事
例
を
通
し
て
、
近
現
代
日
本
仏
教

の
代
表
的
存
在
に
関
す
る
思
想
史
研
究
の
妥
当
性
を
考
え
る
。
本
発
表
で

は
近
現
代
仏
教
研
究
を
行
う
上
で
の
方
法
論
を
考
慮
し
、
①
西
洋
で
は
主

流
で
あ
る
、
外
部
観
察
者
の
視
点
か
ら
観
察
す
る
「
エ
テ
ィ
ッ
クetic

」
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は
近
代
仏
教
の
中
で
も
き
ち
ん
と
論
じ
て
も
い
い
よ
う
な
人
物
か
も
し
れ

ぬ
。
日
本
画
の
技
法
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
日
本
在
来
仏
画
の
あ
り
方
か

ら
離
れ
、
日
中
戦
時
期
に
、
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
の
粋
と
い

わ
れ
る
壁
画
な
ど
を
精
力
的
に
模
写
・
咀
嚼
し
、
戦
後
に
そ
の
研
究
で
吸

収
で
き
た
画
題
や
表
現
方
法
を
元
に
「
宗
教
画
」
を
新
た
に
創
成
す
る
に

至
る
。
そ
の
「
宗
教
画
」
は
文
字
通
り
世
界
の
様
々
な
宗
教
図
像
や
物
語

に
題
材
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
核
心
と
な
る
の
が
仏
教
美
術
と
い
っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
。

　

本
発
表
で
は
、
杉
本
の
人
生
を
簡
単
に
振
り
返
っ
た
上
、
そ
の
戦
後
期

作
品
群
の
基
調
と
な
っ
た
「
仏
伝
」（
釈
迦
の
生
涯
を
一
部
以
上
の
重
要
な

出
来
事
「
相
」
を
表
し
た
）
を
扱
う
壁
画
を
二
点
紹
介
す
る
。『
舎
利
供

養
』（
一
九
四
九
年
完
成
）
と
『
無
明
と
寂
光
』（
一
九
六
九
年
完
成
）
と

い
う
代
表
作
品
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
巨
大
な
記
念
碑
的
本
格
壁
画
で
あ
り
、

ど
ち
ら
も
大
き
な
機
関
（
滋
賀
県
政
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
の
資
金
援

助
に
よ
っ
た
の
に
注
文
通
り
に
出
来
上
が
っ
た
の
で
は
な
く
、
杉
本
が
自

ら
構
成
や
表
現
方
法
を
決
め
て
貫
い
た
作
品
で
あ
る
。
戦
後
二
十
五
年
間

の
両
端
に
あ
る
こ
の
二
点
の
作
品
は
、
馴
染
み
の
あ
る
画
題
を
果
敢
に
も

刷
新
し
て
取
り
扱
う
の
で
あ
る
。『
舎
利
供
養
』
で
は
古
代
イ
ン
ド
や
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
記
号
す
る
モ
チ
ー
フ
が
意
識
的
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
、

『
無
明
と
寂
光
』
で
は
ア
ジ
ャ
ン
タ
壁
画
の
構
成
を
自
在
に
取
り
入
れ
な

が
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
人
間
像
に
も
深
い
関
心
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

杉
本
が
イ
ン
ド
等
の
仏
教
美
術
史
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
東
洋
美
術
史
の
専
門
家
・
沢
村
専
太
郎
（
一
八
八
四
―
一
九
三
四
）

を
通
じ
て
、
仏
教
史
や
印
度
学
の
大
家
・
松
本
文
三
郎
（
一
八
六
九
―
一

九
四
三
）
お
よ
び
高
楠
順
次
郎
（
一
八
六
六
―
一
九
四
五
）
と
接
触
し
た

　

そ
し
て
、
大
拙
を
一
般
的
に
い
う
「
仏
教
徒
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
切

り
離
し
て
、
思
想
史
の
み
な
ら
ず
政
治
や
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
分

析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
拙
思
想
の
研
究
に
新
た
な
可
能
性
も
生
じ
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
大
拙
に
関
す
る
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
だ
け
で
は
、
彼

が
唱
え
た
「
仏
教
」
は
「
仏
教
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
佐
々
木
閑
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
拙
の
思
想
を
既
存
の
も

の
と
は
異
な
る
「
新
た
な
仏
教
」
と
し
て
捉
え
る
立
場
の
ほ
う
が
、
妥
当

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
仏
教
」
の
多
様
性
を
無
視
し
、
一
塊

と
し
て
「
仏
教
」
を
扱
う
態
度
は
、
あ
る
意
味
で
は
現
代
に
お
け
る
仏
教

研
究
の
可
能
性
を
阻
害
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
視
点
か
ら
大
拙
の

「
伝
記
」
を
捉
え
な
お
し
た
場
合
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
」
対
「
脱
構
築
」
と
い
っ
た
二
項
対
立
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
大
拙
研
究
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
研
究
全

体
に
好
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。

T
ow

ard a H
istory of M

odern Buddhist A
rt: 

T
he Life of Sugim

oto T
etsurō

M
icah A

U
ER

BA
CK

　

二
〇
世
紀
に
活
躍
し
た
自
称
「
宗
教
画
家
」
杉
本
哲
郎
（
一
八
九
九
―

一
九
八
五
）
は
、
今
と
な
っ
て
は
日
本
近
代
仏
教
の
研
究
者
に
も
馴
染
み

が
薄
い
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
日
本
近
代
仏
教
史
に
お
け
る
芸
術
家

の
位
置
を
評
価
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
よ
う
で
、
ま
し
て
や
既
成
教
団
・

教
育
機
関
・
学
閥
や
派
閥
と
関
係
が
深
い
「
組
織
人
間
」
を
中
心
に
語
ら

れ
て
き
た
中
に
お
い
て
、
特
定
な
組
織
の
み
に
身
を
投
じ
る
こ
と
な
く
、

無
所
属
画
家
を
つ
ら
ぬ
い
た
杉
本
の
姿
勢
は
異
彩
を
放
つ
。
し
か
し
杉
本
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還
が
見
ら
れ
、「
日
本
」
仏
教
研
究
に
と
っ
て
国
内
外
の
宗
教
や
霊
性
運

動
な
ど
と
の
相
互
関
連
を
無
視
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

星
野
靖
二
が
論
じ
た
中
西
は
、
複
数
の
宗
教
と
関
係
が
あ
る
た
め
既
存

の
宗
教
別
の
研
究
枠
組
み
に
収
ま
ら
な
い
が
、
近
代
日
本
仏
教
史
に
お
け

る
先
駆
者
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
も
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
と
「
新
仏
教
徒
」（
鈴
木
は
会
員
で
あ
っ
た
）
と
の
つ
な
が
り
は
従

来
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
前
段
階
に
中
西
を
仏
教
史
に
位
置
づ
け

る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
に
対
し
星
野
は
広
く
宗
教
史
の
視
点
か

ら
、
中
西
と
同
志
社
の
熊
本
バ
ン
ド
と
の
関
係
を
分
析
し
、
ま
た
戦
前
の

天
理
教
教
学
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
日
本
キ
リ
ス

ト
教
史
、
天
理
教
史
と
近
代
日
本
仏
教
研
究
を
交
錯
さ
せ
、
研
究
視
座
の

射
程
を
広
げ
て
い
る
。

　

ス
テ
フ
ァ
ン
・
グ
レ
イ
ス
は
、
鈴
木
研
究
が
彼
を
「
偉
人
」
と
す
る
視

座
と
客
観
的
・
批
判
的
な
分
析
に
分
断
さ
れ
て
い
る
現
状
を
取
り
上
げ

た
。
仏
教
学
の
立
場
か
ら
、
グ
レ
イ
ス
は
鈴
木
研
究
に
と
っ
て
彼
の
思
想

を
歴
史
の
俎
上
に
載
せ
る
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
だ
と
指
摘
し

た
。
そ
の
素
材
と
な
る
史
料
が
近
年
明
ら
か
に
な
り
、
鈴
木
の
禅
は
、
近

代
的
な
再
解
釈
に
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
や
霊
性
的
運
動
な
ど
の
要
素
を

加
え
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
側
面
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
仏
教
に
純
化
さ
れ
た
研
究
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
人
論
的
言
説
を
、
グ
レ
イ
ス
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
な
日
本
像
を
示
す
試
み
だ
と
位
置
づ
け
る
。
研
究
史
的
に
み
て
も
「
偉

人
」
賛
美
か
ら
批
判
的
研
究
へ
と
移
行
し
両
者
が
平
行
線
を
た
ど
る
中
、

思
想
史
的
な
伝
記
研
究
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
止
揚
す
る
段
階
に
来
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
教
え
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
教

授
し
た
の
か
は
、
今
後
の
研
究
に
委
ね
る
し
か
な
い
が
、
一
種
の
「
イ
ン

ド
回
帰
」
に
も
挑
戦
し
た
こ
の
学
者
ら
が
な
ん
ら
か
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
杉
本
は
い
わ
ば
学
問
（
美
術
史
、

仏
教
史
な
ど
）
の
世
界
に
お
け
る
イ
ン
ド
学
を
芸
術
の
世
界
に
持
ち
込
ん

だ
人
物
と
し
て
今
後
注
目
す
る
に
値
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

Com
m
ents

M
O
R
IY

A T
om

oe

　

本
パ
ネ
ル
の
目
的
は
、
近
代
日
本
仏
教
研
究
に
お
け
る
伝
記
研
究
の
意

義
を
再
考
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
日
本
と
西
洋
の
複
数
の
領
域
に
あ
る
研

究
者
を
架
橋
す
る
試
み
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
試
み
は
、
従

来
の
研
究
枠
組
み
や
方
法
論
を
も
再
考
し
、
障
壁
を
突
破
す
る
可
能
性
を

含
み
う
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
だ
け
で
な
く
宗
教
の
研
究
は
、
そ
の
教
義
を

信
じ
実
践
す
る
人
間
へ
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
抽
象
的

な
概
念
の
検
討
だ
け
で
な
く
伝
記
研
究
と
い
う
形
で
具
体
的
な
人
間
を
事

例
に
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
意
義
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
大
き
い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
本
パ
ネ
ル
で
扱
う
中
西
牛
郎
、
鈴
木
大
拙
、

杉
本
哲
郎
が
い
ず
れ
も
特
定
の
教
団
に
属
さ
な
い
在
俗
で
あ
っ
た
こ
と

や
、
ア
ジ
ア
や
欧
米
へ
の
渡
航
経
験
が
彼
ら
の
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え

た
こ
と
、
ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、
近
代
仏
教
に
共
通
す
る
テ

ー
マ
で
あ
る
。
時
間
軸
で
み
る
と
、
中
西
が
幕
末
、
鈴
木
が
明
治
初
期
、

杉
本
が
明
治
後
半
生
ま
れ
と
い
う
異
な
る
世
代
が
並
ぶ
こ
と
で
、
江
戸
末

期
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
い
う
ス
パ
ン
で
歴
史
の
流
れ
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
、
空
間
軸
で
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
思
想
の
往
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大
き
な
話
か
ら
始
め
よ
う
。
日
本
で
は
、
人
物
の
研
究
が
非
常
に
盛
ん

で
あ
る
こ
と
に
ま
ず
注
目
さ
れ
た
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
吉
川
弘
文
館
の

「
人
物
叢
書
」
シ
リ
ー
ズ
（
三
〇
〇
冊
）、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
の
「
日
本
評

伝
選
」
シ
リ
ー
ズ
（
二
〇
〇
冊
）、
そ
し
て
山
川
出
版
の
「
日
本
史
リ
ブ

レ
ッ
トH

IT
O

」
シ
リ
ー
ズ
（
一
〇
〇
冊
）
の
存
在
だ
け
で
も
分
か
る

こ
と
で
あ
る
。（
伝
記
的
な
研
究
は
こ
の
三
社
に
限
っ
て
い
る
の
で
は
も

ち
ろ
ん
な
い
。）
ち
な
み
に
、
英
語
圏
の
国
々
で
も
、
歴
史
的
人
物
の
伝

記
は
広
く
読
ま
れ
る
が
、
二
一
世
紀
の
日
本
ほ
ど
の
人
気
は
な
い
と
い
う

の
が
筆
者
の
印
象
で
あ
る
。

　

で
は
、
近
代
日
本
の
宗
教
者
が
こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
で
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
る
の
だ
ろ
う
か
。「
人
物
叢
書
」
に
は
現
段
階
で
近
代
日
本
の

宗
教
者
が
一
人
も
登
場
し
な
い
。
一
方
で
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
は
、
島
地
黙
雷
、

新
島
襄
、
ニ
コ
ラ
イ
、
廣
池
千
九
郎
、
そ
し
て
出
口
ナ
オ
と
出
口
王
仁
三

郎
を
、
山
川
は
島
地
、
中
山
み
き
、
内
村
鑑
三
の
伝
記
を
そ
れ
ぞ
れ
出
し

て
い
る
。
こ
れ
で
気
付
く
こ
と
は
、（
１

）近
代
日
本
の
宗
教
者
に
関
す
る

人
物
研
究
は
決
し
て
多
く
な
い
こ
と
、（
２

）仏
教
・
新
興
宗
教
・
キ
リ
ス

ト
教
の
人
物
は
登
場
す
る
が
、
神
道
家
は
な
い
。
英
語
圏
の
研
究
者
に
よ

る
伝
記
・
評
伝
は
ど
う
だ
ろ
う
。
筆
者
の
視
野
に
入
っ
た
も
の
は
島
地
黙

雷
、
出
口
王
仁
三
郎
、
田
中
智
学
、
井
上
円
了
、
内
村
鑑
三
の
研
究
ぐ
ら

い
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
、
近
代
日
本
の
宗
教
者
の
伝
記
的
研
究
が
少

な
い
。
な
ぜ
少
な
い
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
の

御
知
恵
を
ぜ
ひ
拝
借
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
が
書
き
た
い
近
代
宗
教
者
の
伝
記
は
、
元
津
和
野
藩
の

神
道
家（
？
）福
羽
美
静
の
そ
れ
で
あ
る
。
福
羽
は
、
神
仏
判
然
令
の
青
写

真
を
作
っ
た
人
で
、
仏
教
・
神
道
の
近
代
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
近

　

マ
イ
カ
・
ア
ワ
ー
バ
ッ
ク
に
よ
る
仏
教
画
家
と
そ
の
作
品
を
取
り
上
げ

た
研
究
は
、
文
献
史
学
の
影
響
が
強
い
近
代
日
本
仏
教
史
に
新
た
な
方
法

論
を
示
し
た
。
杉
本
の
絵
画
に
み
ら
れ
る
汎
ア
ジ
ア
主
義
的
側
面
は
、
宗

派
色
が
強
い
日
本
仏
教
の
伝
統
か
ら
す
る
と
近
代
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ

る
。
モ
チ
ー
フ
に
は
一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
上
座
仏
教
圏
へ
の
調
査
旅

行
が
影
響
し
て
い
る
が
、
鈴
木
が
日
本
人
論
的
著
作
を
著
し
た
の
と
同
時

期
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
示
す
戦
時
中
の
「
南
方
」
に
お
け
る
日
本
仏
教

に
関
連
し
て
い
え
ば
、
彼
の
戦
後
の
業
績
は
戦
時
中
の
渡
航
経
験
が
影
響

し
て
お
り
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
の
題
材
を
援
用
し
た
「
仏
教
画
」

に
は
中
西
や
鈴
木
の
言
説
と
興
味
深
い
共
通
性
が
う
か
が
え
る
。

　

伝
記
研
究
は
や
や
も
す
る
と
個
別
研
究
に
終
わ
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の

点
で
、
本
パ
ネ
ル
が
こ
れ
ら
三
名
に
共
通
す
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
や
仏
教
理
解

な
ど
を
領
域
横
断
的
に
示
し
た
意
義
は
大
き
い
。
今
後
の
近
代
日
本
仏
教

研
究
に
と
っ
て
、
同
時
代
的
な
相
互
関
連
性
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
幅
広

く
探
る
方
法
論
の
有
効
性
を
建
設
的
に
提
示
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

Com
m
ents

John B
R
EEN

　

本
パ
ネ
ル
は
、
近
代
日
本
仏
教
研
究
に
お
け
る
伝
記
・
評
伝
の
位
置
付

け
を
課
題
と
し
、
近
代
日
本
で
活
躍
し
た
僧
侶
、
仏
教
信
者
、
仏
教
関
係

者
の
伝
記
・
評
伝
が
は
た
し
て
必
要
な
の
か
、
伝
記
的
な
研
究
の
メ
リ
ッ

ト
は
何
か
、
そ
う
し
た
研
究
が
も
っ
と
あ
っ
て
い
い
の
か
を
問
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
何
も
近
代
仏
教
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
近
代

の
神
道
・
新
興
宗
教
・
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
な
ど
に
つ
い
て
も

問
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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わ
れ
て
お
り
、
実
際
に
多
く
の
「
伝
記
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
三
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
、
主
と
し
て
「
個
人
」
を
取
り
上
げ
る
よ
う
な

「intellectual biography

思
想
的
伝
記
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
近
代
」

と
い
う
問
題
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
特
定
の
概
念
や
、
そ
れ
に
ま
つ
わ

る
言
説
の
展
開
を
検
討
す
る
よ
う
な
、
言
説
分
析
の
手
法
に
よ
る
研
究
が

主
流
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
伝
記
的
な
手
法
が
「
偉
人
論
」

（Great M
an T

heory

）
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
へ
の
反
省
も
あ
っ

た
と
い
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
伝
記
」
は
単
に
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
も
し
「
伝
記
」
を
、
研
究
者
が
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
可
能
な

限
り
認
識
し
つ
つ
、
対
象
と
な
る
個
人
を
そ
の
社
会
政
治
的
コ
ン
テ
キ
ス

ト
に
位
置
付
け
な
が
ら
叙
述
し
て
い
く
よ
う
な
手
法
と
し
て
捉
え
直
す
な

ら
ば
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
様
々
な
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
念
頭
に
置
き
、
本
企
画
は
改
め
て
「
伝

記
」
と
い
う
視
座
か
ら
、
近
代
日
本
仏
教
研
究
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
三
人
の
「
個
人
」
│
│
中
西
牛
郎
（
一
八
五
九

―
一
九
三
〇
）、
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
―
一
九
六
六
）、
杉
本
哲
郎
（
一

八
九
九
―
一
九
八
五
）
│
│
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
彼
ら
の
思
想
へ
の
通
時

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ど
の
よ
う
に
分
野
全
体
に
貢
献
し
う
る
の
か
を
考

え
た
い
。

　

司
会
の
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
後
、
星
野
靖
二
は
、
明
治

期
の
仏
教
改
良
運
動
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
近
年
指
摘
さ
れ
て
き
て
い

る
中
西
牛
郎
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
れ
が
中
西
と
い
う
個
人
の
生
涯
に
即

し
て
見
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
う
る
の
か
を
検
討
し
た
。
ま
た

中
西
の
よ
う
に
仏
教
以
外
の
宗
教
伝
統
と
も
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

代
日
本
の
国
家
儀
礼
を
形
成
し
た
の
も
こ
の
福
羽
だ
し
、
靖
国
神
社
の
存

在
も
福
羽
を
抜
き
に
し
て
語
れ
な
い
。
福
羽
の
伝
記
を
書
く
理
由
は
、
近

代
の
神
道
に
光
を
当
て
る
た
め
で
な
く
、
む
し
ろ
福
羽
が
生
き
た
明
治
日

本
に
光
を
当
て
た
い
か
ら
で
あ
る
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
も
、
そ
れ
ぞ

れ
中
西
牛
郎
、
鈴
木
大
拙
、
杉
本
哲
郎
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
お
そ
ら
く

近
代
仏
教
が
よ
り
よ
く
分
か
る
か
ら
で
は
な
く
、
中
西
、
鈴
木
、
杉
本
の

人
生
そ
の
も
の
が
極
め
て
興
味
深
い
か
ら
だ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
、
客
観

的
に
見
て
こ
れ
ら
の
人
物
は
と
て
も
近
代
仏
教
史
の
枠
だ
け
に
収
ま
り
き

れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
彼
ら
の
魅
力
で
あ
る
。

　

で
は
、
先
生
方
へ
の
ご
質
問
に
移
る
。
星
野
先
生
へ
の
ご
質
問
。
中
西

牛
郎
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
の
意
義
に
つ
い
て
、
ま
た
彼
の
天
理
教
へ
の
帰

依
、
天
理
教
の
ど
こ
に
癒
し
を
見
出
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た

い
。
グ
レ
イ
ス
先
生
へ
の
ご
質
問
。
先
生
に
よ
る
鈴
木
研
究
の
方
法
論
が

こ
れ
ま
で
の
研
究
と
違
う
こ
と
は
よ
く
分
か
る
が
、
そ
の
方
法
論
が
導
く

結
論
の
斬
新
さ
は
果
た
し
て
ど
こ
に
あ
る
の
か
知
り
た
い
。
ア
ワ
ー
バ
ッ

ク
先
生
へ
の
ご
質
問
。
杉
本
は
仏
教
美
術
へ
の
執
着
は
明
ら
か
だ
が
、
仏

教
そ
の
も
の
へ
の
執
着
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
杉
本
は
果
た
し
て

近
代
仏
教
者
と
呼
ん
で
い
い
の
か
ど
う
か
。
そ
の
点
、
い
か
が
か
。

Sum
m
ary of Panel Presentations

O
rion K

LA
U
T
A
U

　

本
企
画
は
、
近
代
日
本
仏
教
研
究
に
即
し
て
、「
伝
記
」
と
い
う
研
究

手
法
の
あ
り
方
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
欧
米
の

日
本
（
宗
教
）
研
究
に
お
い
て
、
あ
る
個
人
の
生
涯
を
、
そ
の
思
想
の
展

開
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
叙
述
す
る
「
伝
記
」
と
い
う
手
法
は
広
く
行
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近
代
仏
教
と
遠
忌 

│
│ 

イ
ン
フ
ラ
・
国
家
・
メ
デ
ィ
ア 

│
│

代
表
者　

武
井
謙
悟

コ
メ
ン
テ
ー
タ
・
司
会　

碧
海
寿
広

近
代
化
す
る
御
遠
忌

│
│ 

東
西
両
本
願
寺
の
大
規
模
事
業
と
親
鸞
像 

│
│

大
澤
　
絢
子

　

浄
土
真
宗
に
お
け
る
御
遠
忌
の
「
始
ま
り
」
は
、
一
五
六
一
年
の
三
〇

〇
回
御
遠
忌
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
江
戸
期
に
入
り
本
願
寺
が
東
西
に
分

離
し
て
後
の
三
五
〇
回
以
降
も
、
御
遠
忌
は
五
五
〇
回
ま
で
五
〇
年
ご
と

に
定
期
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
間
、
御
遠
忌
に
際
し
て
様
々
な
親
鸞

の
伝
記
が
刊
行
さ
れ
、
親
鸞
の
旧
跡
め
ぐ
り
も
盛
ん
に
な
り
、
本
山
に
参

集
す
る
門
徒
の
人
数
も
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
。

　

近
代
に
入
っ
て
初
め
て
の
御
遠
忌
が
、
一
九
一
一
年
の
六
五
〇
回
御
遠

忌
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
こ
の
御
遠
忌
を
中
心
に
、
浄
土
真
宗
の
二
大
教

団
で
あ
る
西
本
願
寺
（
現
本
願
寺
派
）
と
東
本
願
寺
（
現
大
谷
派
）
の
比

較
を
通
し
て
、
こ
の
大
規
模
事
業
の
実
態
と
親
鸞
像
の
あ
り
方
を
イ
ン
フ

ラ
・
国
家
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
視
点
か
ら
検
討
し
た
。
六
五
〇
回
御
遠
忌

は
、
一
八
七
六
年
に
親
鸞
に
大
師
号
が
下
賜
さ
れ
て
以
降
初
め
て
の
大
規

模
な
法
要
で
、「
宗
祖
大
師
六
五
十
回
御
遠
忌
」
等
の
名
称
で
執
り
行
わ

れ
た
。
西
本
願
寺
で
は
多
数
の
団
体
参
拝
者
が
集
ま
る
こ
と
を
考
慮
し
、

衛
生
環
境
や
宿
泊
場
所
の
確
保
、
混
雑
を
懸
念
し
て
開
催
時
期
を
二
期
に

分
け
、
第
一
期
を
三
月
一
六
日
〜
二
五
日
、
第
二
期
を
四
月
七
日
〜
一
六

日
に
、
東
本
願
寺
で
は
、
四
月
一
九
日
〜
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
の

て
い
た
人
物
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
、
仏
教
史
の
枠
組
を
拡
張
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
ス
テ
フ
ァ

ン
・
グ
レ
イ
ス
は
、
海
外
に
お
け
る
「
日
本
＝
禅
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着

さ
せ
た
鈴
木
大
拙
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ま
で
の
大
拙
研
究
は
、
主
と
し

て
二
つ
の
視
座
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
大
拙
を
世
界

に
「
日
本
文
化
」
を
広
め
た
「
偉
人
」
と
し
て
見
る
視
座
が
あ
り
、
第
二

に
オ
ー
ソ
ド
ク
ス
／
ヘ
テ
ロ
ド
ク
ス
の
よ
う
な
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
範
疇
を
用

い
て
、
彼
の
思
想
を
脱
構
築
的
に
検
討
す
る
よ
う
な
視
座
で
あ
る
。
前
者

は
日
本
側
の
研
究
に
、
後
者
は
欧
米
側
の
研
究
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
重

要
な
の
は
両
者
の
ど
ち
ら
か
に
偏
る
の
で
は
な
い
形
で
、
大
拙
の
思
想
を

近
現
代
の
社
会
政
治
環
境
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　

マ
イ
カ
・
ア
ワ
ー
バ
ッ
ク
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
活
躍
し
た
芸
術
家

の
杉
本
哲
郎
を
取
り
上
げ
た
。
彼
は
晩
年
に
「
宗
教
画
家
」
と
自
称
し
、

仏
教
に
ま
つ
わ
る
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
。
特
に
釈
迦
の
生
涯
た
る
仏
伝

に
つ
い
て
は
継
続
的
に
製
作
し
て
お
り
、
こ
れ
を
画
題
と
し
た
大
作
と
し

て
、『
舎
利
供
養
』（
一
九
四
八
年
作
）
や
『
無
明
と
寂
光
』（
一
九
六
九

年
作
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
成
立
は
、
彼

の
生
涯
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
本
発
表
で
は
杉
本
の

作
品
分
析
を
通
し
て
、「
伝
記
研
究
」
に
よ
る
近
現
代
仏
教
美
術
史
の
可

能
性
を
探
っ
た
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
と
し
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
教
授
で
近
代
神
道
史
研
究
者
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
、
お
よ
び
阪
南
大

学
教
授
で
近
代
日
本
仏
教
史
研
究
者
の
守
屋
友
江
の
二
名
を
招
き
、
よ
り

広
い
視
点
か
ら
議
論
し
た
。
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回
御
遠
忌
は
、
列
車
や
汽
船
を
用
い
た
参
拝
者
輸
送
、
制
度
化
さ
れ
た
参

拝
団
の
編
成
な
ど
多
面
に
お
い
て
近
代
化
さ
れ
た
大
規
模
法
要
で
あ
っ
た

が
、
参
拝
者
の
目
的
は
何
よ
り
も
御
真
影
を
拝
む
こ
と
で
あ
り
、
娯
楽
よ

り
も
祖
師
信
仰
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
。
こ
う
し
た
様
子
を
中
外
日

報
は
、
西
本
願
寺
の
御
遠
忌
は
団
参
本
位
、
東
本
願
寺
は
法
要
本
位
と
評

価
し
て
お
り
、
メ
デ
ィ
ア
が
各
本
山
の
特
色
を
使
い
分
け
て
報
道
し
て
い

く
過
程
も
注
目
に
値
す
る
。

　

親
鸞
像
に
関
し
て
は
、
一
部
で
は
親
鸞
の
神
秘
的
性
よ
り
も
人
間
性
に

目
が
向
け
ら
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
「
御
開
山
」
や
「
弥
陀
如
来
の
化
身
」

と
し
て
の
側
面
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
の
親
鸞
と
同
等
か
親
鸞
よ
り
格
上
と

さ
れ
た
の
が
天
皇
で
、
東
西
両
本
願
寺
は
忠
君
愛
国
の
姿
勢
を
示
し
、
国

家
の
庇
護
下
で
の
御
遠
忌
開
催
を
強
調
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
三
年
に

は
立
教
開
宗
七
〇
〇
年
記
念
法
要
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な

事
業
は
行
わ
れ
ず
、
次
第
に
神
秘
性
の
排
除
さ
れ
た
人
間
親
鸞
の
方
が
注

目
さ
れ
て
い
く
。
別
院
や
末
寺
で
は
大
正
年
間
に
六
五
〇
回
御
遠
忌
を
行

う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
の
御
遠
忌
は
、
参
拝
形
式
が
近
代
化
し
て
い
く
な

か
で
の
熱
列
な
祖
師
信
仰
と
し
て
独
自
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

高
野
山
の
御
遠
忌
と
近
代
化 

│
│ 

大
師
信
仰
と
伝
統
の
再
編
成 

│
│

井
川
　
裕
覚

　

近
代
以
前
の
高
野
山
に
お
け
る
御
遠
忌
は
、
出
家
者
の
修
行
道
場
と
し

て
の
要
素
が
強
く
、
山
内
で
の
法
会
を
中
心
に
開
催
さ
れ
て
い
た
。
一
六

〇
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
在
家
の
人
々
が
住
み
始
め
た
こ
と
で
、
九
〇
〇
年

遠
忌
（
一
七
三
四
年
）
で
初
め
て
民
衆
の
参
拝
が
確
認
さ
れ
る
。
一
〇
〇

〇
年
遠
忌
に
お
い
て
は
「
特
に
女
人
の
侵
入
を
厳
重
に
防
ぐ
よ
う
に
」
と

法
要
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、
各
本
山
へ
の
団
体
参
拝
（
集
団
参
拝
）
と
、

列
車
や
汽
船
を
利
用
し
た
大
規
模
な
参
拝
者
輸
送
お
よ
び
多
数
の
参
拝
者

に
対
応
す
る
た
め
の
秩
序
だ
っ
た
き
め
細
や
か
な
対
応
で
あ
り
、
団
体
参

拝
者
だ
け
で
も
、
西
本
願
寺
で
は
約
百
万
人
、
東
本
願
寺
で
は
約
八
二
万

人
が
京
都
の
本
山
に
参
集
し
、
様
々
な
部
署
に
職
員
が
配
置
さ
れ
た
。

　

よ
り
具
体
的
に
見
て
い
け
ば
、
西
本
願
寺
で
は
初
め
か
ら
団
体
参
拝
を

見
据
え
て
法
要
の
時
間
を
午
前
と
午
後
そ
れ
ぞ
れ
二
時
間
程
度
と
短
く

し
、
鉄
道
院
に
呼
び
か
け
て
団
体
参
拝
専
用
の
列
車
を
手
配
し
、
門
徒
の

大
量
輸
送
を
行
っ
た
。
汽
船
会
社
の
船
に
よ
る
輸
送
も
あ
り
、
道
中
で
は

布
教
師
に
よ
る
説
教
や
講
座
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
は
団
体
参
拝
者
専
用

の
参
道
や
真
影
（
親
鸞
の
肖
像
）
を
用
意
す
る
な
ど
、
様
々
な
面
で
団
体

参
拝
者
を
優
遇
し
た
。
一
方
、
東
本
願
寺
で
は
法
要
時
間
を
短
く
せ
ず
、

午
前
二
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
ほ
ぼ
間
な
し
に
行
わ
れ
た
。
東
本
願
寺
で

も
団
体
参
詣
的
に
集
団
に
よ
る
参
拝
を
募
集
し
た
が
、
集
団
参
拝
者
を
特

別
扱
い
す
る
こ
と
は
な
く
、
専
用
の
参
道
や
御
真
影
を
設
け
な
い
代
わ
り

に
す
べ
て
の
参
拝
者
が
御
真
影
を
拝
礼
で
き
る
よ
う
、
夜
間
参
拝
を
実
施

し
た
。
東
本
願
寺
で
は
当
初
、
西
本
願
寺
の
よ
う
な
団
体
参
拝
を
予
定
し

て
い
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
鉄
道
院
と
本
山
輸
送
部
が
交
渉
し
て
東

海
道
、
北
陸
、
信
越
各
方
面
か
ら
本
願
寺
参
拝
臨
時
列
車
を
往
復
さ
せ
、

協
定
線
を
運
行
さ
せ
た
。

　

東
西
両
本
願
寺
は
、
多
数
の
参
拝
者
に
対
し
て
宿
泊
先
の
手
配
や
食
堂

や
救
護
所
の
設
置
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
点
灯
な
ど
を
行
い
、
門
徒
た

ち
を
本
山
に
迎
え
る
た
め
の
様
々
な
便
宜
を
図
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
門
徒

は
、
京
都
市
内
を
観
光
し
て
回
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
期
間
中
は
本

山
と
宿
泊
場
所
を
往
復
し
、
合
間
に
は
説
教
を
聴
い
た
と
い
う
。
六
五
〇
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を
主
張
し
た
。
以
後
、
和
田
の
主
張
が
引
き
継
が
れ
、
一
一
〇
〇
年
遠
忌

で
は
弘
法
大
師
と
日
本
文
化
・
国
家
と
の
歴
史
的
な
関
連
性
が
強
調
さ

れ
、
皇
室
か
ら
は
根
本
大
塔
建
立
費
用
の
下
賜
金
や
勅
額
を
受
け
る
な
ど

国
家
と
の
結
び
つ
き
が
強
め
ら
れ
た
。

　

広
告
手
段
と
し
て
は
、
高
野
山
が
発
行
す
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
配
布
の
他
、
新
聞
社
や
ラ
ジ
オ
局
と
協
力
す
る
な
ど
近
代
的
な
メ

デ
ィ
ア
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
大
阪
朝
日
新
聞
社
は
「
弘
法
大
師
文

化
宣
揚
会
」
を
結
成
し
、
弘
法
大
師
文
化
展
覧
会
の
開
催
や
直
木
三
十
五

に
よ
る
小
説
「
空
海
」
の
連
載
な
ど
、
積
極
的
に
一
一
〇
〇
年
遠
忌
の
宣

伝
を
行
っ
て
い
る
。
御
遠
忌
開
催
中
に
は
、
高
野
山
や
大
阪
、
神
戸
、
京

都
の
上
空
よ
り
散
華
や
ビ
ラ
を
撒
く
「
航
空
散
華
」
や
録
音
し
た
御
詠
歌

を
流
す
「
ト
ー
キ
ー
供
養
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
遠
忌
事
業
の
一
環
と
し
て
一
九
二
六
年
に
大
師
教
会
内
に
金

剛
講
総
本
部
が
設
置
さ
れ
、
金
剛
流
と
い
う
正
当
な
「
流
儀
」
を
編
成
す

る
こ
と
で
伝
統
的
な
「
講
」（
地
域
社
会
を
基
盤
と
し
た
大
和
流
御
詠
歌
）

を
全
国
的
に
組
織
し
、
大
師
主
義
の
理
念
を
教
化
・
実
践
す
る
媒
体
と
し

て
御
詠
歌
が
位
置
付
け
ら
れ
た
。

　

以
上
、
一
九
三
四
年
に
開
催
さ
れ
た
弘
法
大
師
一
一
〇
〇
年
御
遠
忌
事

業
に
つ
い
て
、
イ
ン
フ
ラ
・
国
家
・
メ
デ
ィ
ア
を
分
析
軸
に
検
討
を
試
み

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
当
時
の
仏
教
ブ
ー
ム
と
相
ま
っ
て
高
野
山
真
言
宗

教
団
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
示
し
た
い
と
い
う
狙
い
が
あ
り
、
近
代
的
な
イ
ン

フ
ラ
や
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
す
る
こ
と
で
一
定
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
た
。
一

方
で
、
思
想
面
に
お
い
て
は
、
明
治
期
に
み
ら
れ
た
単
な
る
西
欧
近
代
化

や
他
宗
派
の
模
倣
で
は
な
く
、
伝
統
を
再
編
成
す
る
形
で
の
高
野
山
教
団

の
近
代
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

の
制
札
が
出
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
民
衆
の
間
で
「
大
師
信
仰
」

が
根
強
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

一
八
八
四
年
の
一
〇
五
〇
遠
忌
は
廃
仏
毀
釈
や
本
山
合
同
問
題
な
ど
の

影
響
で
低
調
に
終
わ
っ
た
が
、
一
九
〇
〇
年
代
に
開
催
さ
れ
た
開
宗
一
一

〇
〇
年
と
高
野
山
開
創
一
一
〇
〇
年
の
記
念
法
会
を
起
点
に
し
て
、
一
九

二
五
年
に
一
一
〇
〇
年
遠
忌
設
備
計
画
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
。
一
九
三

四
年
に
高
野
山
で
行
わ
れ
た
弘
法
大
師
入
定
一
一
〇
〇
年
御
遠
忌
は
、
弘

法
大
師
が
今
な
お
息
づ
く
と
い
う
入
定
信
仰
に
基
づ
く
「
報
恩
」
の
事
業

と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
本
報
告
で
は
、
一
九
三
四
年
に
高
野
山
で
開
催
さ

れ
た
御
遠
忌
に
つ
い
て
、
イ
ン
フ
ラ
・
国
家
・
メ
デ
ィ
ア
の
観
点
か
ら
分

析
し
、
当
時
の
高
野
山
真
言
宗
教
団
の
事
業
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
行

う
。

　

イ
ン
フ
ラ
面
で
は
、
伽
藍
の
整
備
を
は
じ
め
、
山
内
各
所
に
布
教
所
が

設
け
ら
れ
る
な
ど
各
地
か
ら
の
参
拝
者
を
受
け
入
れ
た
。
以
前
よ
り
課
題

と
な
っ
て
い
た
交
通
網
に
つ
い
て
は
、
南
海
鉄
道
の
協
力
に
よ
っ
て
大
阪

難
波
か
ら
高
野
山
ま
で
の
鉄
道
が
開
通
し
、
約
三
七
万
八
〇
〇
〇
人
（
一

〇
五
〇
年
遠
忌
は
約
八
〇
〇
人
）
の
参
拝
者
が
訪
れ
た
。
山
内
に
も
自
動

車
会
社
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
馬
や
山
駕
籠
が
姿
を
消
す
な
ど
交
通
手
段

の
近
代
化
が
図
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
交
通
網
が
整
備
さ
れ
た
結
果
、
山
上

と
山
外
の
交
流
が
活
発
に
な
り
、
高
野
山
の
世
俗
化
を
進
ん
だ
こ
と
が
大

き
な
特
徴
と
い
え
る
。

　

国
家
と
の
関
連
で
は
、
弘
法
大
師
研
究
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
「
伝
説
の

偉
人
」
と
し
て
の
宗
祖
像
か
ら
の
転
換
が
図
ら
れ
た
。
特
に
本
山
の
布
教

の
中
心
を
担
っ
て
い
た
和
田
性
海
は
『
大
師
主
義
』
を
出
版
し
、
信
仰
と

実
践
が
乖
離
し
た
教
団
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
弘
法
大
師
信
仰
へ
の
回
帰
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慮
し
た
、
四
月
開
催
と
な
り
、
東
京
学
生
団
の
参
拝
や
、「
承
陽
」
の
勅

額
下
賜
が
行
わ
れ
、
駅
で
は
熱
烈
な
歓
迎
が
あ
っ
た
。

　

火
災
を
原
因
と
す
る
横
浜
移
転
後
の
總
持
寺
で
初
め
て
の
遠
忌
が
、
④

峨
山
五
五
〇
回
忌
（
一
九
二
一
年
四
月
一
日
〜
四
月
一
四
日
）
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
三
月
一
五
日
の
「
曹
洞
宗
両
本
山
大
遠
忌
法
会
修
行
法
」
に

よ
り
、
遠
忌
が
宗
門
の
公
式
儀
礼
と
な
っ
た
が
、
本
山
側
の
対
応
が
未
整

備
で
あ
り
、
僧
侶
の
控
え
室
が
少
な
い
こ
と
や
、「
縁
日
の
屋
台
」
と
い

っ
た
不
満
が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
関
東
大
震
災
後
に
実
施
さ
れ
た

⑤
瑩
山
六
〇
〇
回
忌
（
一
九
二
五
年
四
月
一
日
〜
四
月
二
一
日
）
は
、
總

持
寺
僧
侶
の
震
災
時
の
活
躍
も
あ
り
、
多
く
の
協
力
者
を
得
た
遠
忌
と
な

っ
た
。
鶴
見
町
は
、
大
ア
ー
チ
を
建
設
し
、
ビ
ー
ル
会
社
や
生
命
保
険
会

社
の
協
力
で
無
料
休
憩
所
も
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
大
掲
示
板
、
警
備
、

消
防
、
救
護
班
出
張
所
、
理
髪
店
出
張
所
を
設
け
、
前
回
の
不
満
を
解
消

し
た
。「
常
済
」
の
勅
額
が
下
賜
さ
れ
た
が
、
新
聞
報
道
が
他
宗
に
比
し

て
弱
い
、
と
い
う
課
題
が
指
摘
さ
れ
た
。

　

總
持
寺
の
遠
忌
が
「
縁
日
」
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
永
平
寺

で
の
遠
忌
も
一
般
参
加
者
を
受
け
入
れ
る
娯
楽
性
の
強
い
も
の
と
な
っ
て

い
く
。
⑥
懐
弉
六
〇
〇
回
忌
（
一
九
三
〇
年
五
月
一
日
〜
五
月
一
四
日
）

は
、
米
原
方
面
と
金
沢
方
面
の
二
線
か
ら
の
鉄
道
網
、
県
道
の
改
修
が
行

わ
れ
、
一
層
参
拝
が
容
易
と
な
っ
た
。
新
築
さ
れ
た
傘
松
閣
の
天
井
画
に

は
一
流
画
家
の
絵
が
彩
色
さ
れ
、
ボ
イ
ラ
ー
の
導
入
は
、
食
事
の
大
量
供

給
を
可
能
に
し
た
。
ほ
か
に
も
映
画
『
第
一
天
を
照
す
』
の
上
映
、
ポ
ス

ト
カ
ー
ド
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
福
井
市
と
の
共
同
で
の
く
じ
引
き

が
実
施
さ
れ
た
。
遠
忌
終
盤
に
は
、
二
祖
懐
弉
に
対
し
て
、「
道
光
普
照

国
師
」
の
国
師
号
が
下
賜
さ
れ
る
。

近
代
曹
洞
宗
の
遠
忌

│
│ 

鉄
道
開
通
後
の
永
平
寺
と
移
転
後
の
總
持
寺 

│
│

武
井
　
謙
悟

　

曹
洞
宗
の
遠
忌
は
、
原
則
と
し
て
、
永
平
寺
・
總
持
寺
の
開
祖
と
二

祖
、
計
四
名
を
対
象
と
し
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、
前
近
代
の
道
元
に
対

す
る
遠
忌
を
概
観
し
た
後
、
近
代
に
実
施
さ
れ
た
七
度
の
遠
忌
を
検
討

し
、
イ
ン
フ
ラ
・
国
家
・
メ
デ
ィ
ア
の
観
点
か
ら
ま
と
め
を
行
っ
た
。

　
『
永
平
寺
史
』（
大
本
山
永
平
寺
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
道
元
の

遠
忌
で
最
も
古
い
も
の
は
、
一
六
〇
二
（
慶
長
七
）
年
の
三
五
〇
回
忌
と

さ
れ
る
。
以
後
定
期
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
前
近
代
の
遠
忌
は
、
大

規
模
法
要
（
一
九
世
紀
か
ら
授
戒
会
兼
修
）、
全
国
の
末
派
寺
院
へ
勧
募

し
伽
藍
整
備
を
行
う
、
と
い
う
二
点
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

近
代
最
初
の
遠
忌
は
、
①
瑩
山
五
五
〇
回
忌
（
一
八
七
四
年
九
月
一
一

日
〜
九
月
一
五
日
）
で
あ
り
、
能
登
の
總
持
寺
で
実
施
さ
れ
た
。
禅
三
派

一
管
長
体
制
か
ら
曹
洞
宗
が
独
立
し
た
ば
か
り
の
混
乱
期
で
あ
り
、
大
規

模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
続
く
②
懐
弉
六
〇
〇
回
忌
（
一
八
七
八
年
九

月
二
二
日
〜
九
月
二
四
日
）
は
、
前
年
に
「
祖
師
忌
改
正
条
例
」
が
公
布

さ
れ
、
両
山
祖
師
の
忌
日
が
旧
暦
か
ら
新
暦
に
改
め
ら
れ
、
道
元
、
瑩
山

の
忌
日
が
九
月
二
九
日
と
な
っ
た
後
の
遠
忌
で
あ
っ
た
。
宗
祖
の
忌
日
が

意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
当
時
の
永
平
寺
は
困
窮
し
て
お
り
、
規

模
は
小
さ
か
っ
た
。

　

大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
、
③
道
元
六
五
〇
回
忌
（
一
九
〇
二
年

四
月
一
八
日
〜
五
月
八
日
）
で
あ
る
。『
宗
報
』
で
は
、
交
通
網
の
整
備

や
、
内
地
雑
居
に
よ
り
、
多
数
の
参
拝
を
予
想
し
、
準
備
を
入
念
に
す
る

こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
入
滅
日
に
合
わ
せ
た
九
月
開
催
か
ら
、
天
候
を
配
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か
ら
近
代
へ
受
け
継
が
れ
て
い
く
要
素
と
な
る
。

　

さ
て
、
近
代
に
な
る
と
遠
忌
に
関
連
す
る
行
事
の
規
模
が
さ
ら
に
拡
大

し
、
な
か
で
も
、
そ
れ
ま
で
に
各
門
流
で
修
し
て
い
た
行
事
と
は
違
い
、

六
五
〇
遠
忌
（
一
九
三
一
年
）
は
日
蓮
宗
あ
げ
て
の
初
め
て
の
遠
忌
事
業

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
宗
門
内
外
の
盛
り
上
が
り
は
す
で
に
降
誕
七
〇
〇

年
を
記
念
す
る
一
九
二
一
年
前
後
か
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
イ
ン
フ
ラ
・
メ
デ
ィ
ア
・
国
家
と
い
う
軸
を
中

心
に
そ
の
二
つ
の
記
念
事
業
の
展
開
を
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
最
も
進
ん
だ
の
は
鉄
道
事
業
で
あ
る
。
降
誕

七
〇
〇
年
を
迎
え
る
な
か
、
一
九
二
〇
年
に
は
富
士
身
延
鉄
道
の
身
延
線

が
開
通
し
、
一
九
二
二
年
に
は
国
鉄
蒲
田
駅
か
ら
池
上
駅
ま
で
の
池
上
線

が
運
転
を
開
始
し
た
。
一
九
二
七
年
に
身
延
鉄
道
が
電
化
さ
れ
、
翌
年
に

は
身
延
・
甲
府
間
の
鉄
道
も
開
通
し
、
富
士
・
身
延
・
甲
府
を
つ
な
ぐ
路

線
が
東
海
道
線
と
中
央
線
に
接
続
し
た
。
そ
し
て
、
六
五
〇
遠
忌
の
最
大

の
記
念
行
事
と
な
っ
た
勅
額
拝
戴
式
の
際
に
は
勅
額
を
運
ぶ
に
も
鉄
道
が

使
わ
れ
た
。

　

次
に
、
種
々
の
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
布
教
に
も
工
夫
が
見
ら
れ
、
近
世

か
ら
続
く
伝
統
（
伝
記
の
刊
行
や
歌
舞
伎
の
上
演
）
に
加
え
、
降
誕
に
際

し
て
は
自
動
車
布
教
や
記
念
宣
伝
飛
行
が
行
わ
れ
、
布
教
伝
道
は
朝
鮮
、

樺
太
、
台
湾
、
満
州
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
及
ん
だ
。
他
方
、
遠
忌
に
際
し

て
は
ラ
ジ
オ
が
活
用
さ
れ
、
日
蓮
入
滅
時
に
鐘
の
声
が
響
く
池
上
本
門
寺

の
法
要
は
ラ
ジ
オ
中
継
で
実
況
放
送
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
日
蓮
宗
宗
務
院

で
は
社
会
課
に
映
画
班
が
置
か
れ
、
全
国
各
地
で
映
画
を
使
っ
た
布
教
活

動
が
行
な
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
二
つ
の
記
念
事
業
に
は
、
国
家
と
の
関
連
の
な
か
で
、
す
な
わ

　

近
代
最
後
の
遠
忌
は
、
⑦
後
醍
醐
天
皇
六
〇
〇
回
忌
（
一
九
三
七
年
四

月
一
〇
日
〜
四
月
二
三
日
）
で
あ
る
。「
十
種
勅
問
」
の
逸
話
な
ど
、
縁

の
深
い
後
醍
醐
天
皇
の
遠
忌
開
催
を
總
持
寺
が
発
願
し
、
宗
門
の
認
定
後

実
施
さ
れ
た
。
本
遠
忌
に
際
し
、
天
皇
は
、
建
造
中
の
後
醍
醐
天
皇
の
御

霊
殿
に
対
し
て
金
二
千
円
と
、
峨
山
に
対
し
て
諡
号
「
大
現
宗
猷
国
師
」

を
下
賜
し
た
。
一
九
八
七
年
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
戦
時
体
制
中
の
特

殊
な
遠
忌
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
報
告
後
、
交
通
網
の
整
備
、
勅
額
・
諡
号
の
下
賜
、
娯
楽
性
の

観
点
か
ら
ま
と
め
を
行
い
、
僧
侶
中
心
の
遠
忌
か
ら
、
多
く
の
主
体
と
関

わ
り
を
持
つ
遠
忌
へ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
。

日
蓮
門
下
と
記
念
事
業

│
│ 

降
誕
七
〇
〇
年
か
ら
六
五
〇
遠
忌
へ
の
道
程 

│
│

ユ
リ
ア
・
ブ
レ
ニ
ナ

　

日
蓮
の
遠
忌
法
要
が
盛
大
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代

の
四
五
〇
遠
忌
（
一
七
三
一
年
）
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
当
時

は
日
蓮
が
「
御
祖
師
様
」
と
呼
ば
れ
、
と
り
わ
け
江
戸
で
日
蓮
信
仰
が
人

気
を
博
し
、
入
滅
の
霊
跡
で
あ
る
池
上
本
門
寺
の
お
会
式
（
祖
師
の
忌
日

に
行
わ
れ
る
大
法
会
）
は
数
十
万
人
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
お
祭
り
と
し
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
在
家
信
徒
（
講
中
）
は
遠
忌
の
折
に
題
目
を

十
万
遍
唱
え
、
信
仰
の
証
と
し
て
寺
院
境
内
に
い
わ
ゆ
る
髭
題
目
を
刻
ん

だ
題
目
塔
（
報
恩
塔
）
を
建
立
し
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
寺

社
参
詣
の
流
行
や
交
通
整
備
の
影
響
も
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
遠
忌
に
動

員
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
祖
師
報
恩
の
た
め
の
法
要
の
ほ
か
に

は
、
伝
記
の
刊
行
や
遺
文
録
の
編
纂
、
歌
舞
伎
の
上
演
が
行
わ
れ
、
近
世
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今
で
は
、
著
名
人
中
心
の
歴
史
の
叙
述
へ
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
研
究
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
現

状
だ
。
そ
う
し
た
な
か
、
本
パ
ネ
ル
報
告
は
、
遠
忌
と
い
う
、
無
名
の

人
々
（
信
徒
）
が
大
量
に
動
員
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
を
研
究
対
象
と
し
て
取

り
上
げ
、
関
連
の
資
料
を
丹
念
に
収
集
し
、
そ
の
内
実
を
多
角
的
に
考
察

し
た
、
非
常
に
斬
新
で
意
義
深
い
挑
戦
で
あ
っ
た
。

　

特
に
、
四
つ
の
宗
派
を
発
表
者
ご
と
に
分
担
し
て
調
査
・
研
究
し
た
結

果
、
宗
派
ご
と
の
違
い
が
、
か
な
り
く
っ
き
り
と
際
立
っ
て
見
え
た
点
が

印
象
的
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
で
は
、
親
鸞
へ
の
強
烈
な
祖
師
信
仰
に
基
づ

き
、
本
願
寺
と
い
う
聖
な
る
中
心
へ
、
門
徒
た
ち
の
圧
倒
的
な
熱
量
が
注

ぎ
込
ま
れ
る
。
真
言
宗
も
ま
た
、
弘
法
大
師
の
国
民
的
な
カ
リ
ス
マ
性
を

大
き
な
動
員
力
に
し
つ
つ
、
昭
和
初
期
に
開
催
さ
れ
た
遠
忌
で
は
、
空
海

と
皇
室
と
の
結
び
つ
き
が
改
め
て
強
調
さ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
後
押

し
が
加
わ
っ
た
。
以
上
の
二
つ
の
宗
派
と
は
対
照
的
に
、
曹
洞
宗
で
は
道

元
や
瑩
山
へ
の
祖
師
信
仰
が
希
薄
な
結
果
、
永
平
寺
と
總
持
寺
と
い
う
本

山
で
の
結
縁
と
同
じ
く
ら
い
、
本
山
参
り
と
連
動
し
た
観
光
や
娯
楽
的
な

営
み
が
盛
り
上
が
っ
た
。
日
蓮
宗
で
特
徴
的
な
の
は
、
遠
忌
に
先
立
つ
降

誕
会
が
重
要
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
日
蓮
主
義
者
た

ち
が
積
極
的
に
活
躍
し
た
事
実
が
見
過
ご
せ
な
い
。
死
者
で
は
な
く
生
者

の
た
め
の
仏
教
を
求
め
た
日
蓮
主
義
者
は
、
死
を
記
念
す
る
イ
ベ
ン
ト
で

あ
る
遠
忌
と
同
様
に
、
生
を
祝
う
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
降
誕
会
に
も
力
を

注
い
だ
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
近
代
に
お
け
る
遠
忌
の
諸
相
を
確
か
め
た
上
で
、
さ
ら
に
深
掘

り
す
る
た
め
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
あ
り
え
る
の
は
、
近
代
以
前

の
遠
忌
と
の
連
続
性
と
断
絶
性
の
検
討
だ
。
今
回
の
報
告
で
は
、
前
近
代

ち
立
正
大
師
の
諡
号
宣
下
（
一
九
二
二
年
）
と
勅
額
の
下
賜
（
一
九
三
一

年
）
に
際
し
て
最
も
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
諡

号
宣
下
文
で
は
日
蓮
が
「
国
体
擁
護
の
柱
石
」
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
、
勅

額
は
皇
恩
に
奉
答
す
る
日
蓮
宗
に
対
し
て
天
皇
が
公
的
に
承
認
を
与
え
た

も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
記
念
事
業
を

推
進
し
た
日
蓮
門
下
の
歩
ん
だ
道
は
皇
室
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
実
現

し
た
大
師
号
の
宣
下
か
ら
勅
額
拝
戴
へ
の
道
程
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
政
治

的
側
面
が
強
い
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

総
じ
て
い
え
ば
、
二
つ
の
記
念
事
業
は
経
済
的
（
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
）、

文
化
的
（
種
々
の
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
宣
伝
・
布
教
に
よ
っ
て
日
蓮
へ
の

関
心
を
高
め
る
）、
そ
し
て
社
会
的
（
国
家
か
ら
承
認
を
得
て
社
会
の
思

想
善
導
を
推
進
す
る
上
で
積
極
的
な
役
割
を
担
う
）
な
機
能
を
持
ち
、
日

蓮
仏
教
の
近
代
化
に
お
い
て
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
報
告
で
は
、
二
つ
の
記
念
事
業
に
注
目
し
た
が
、
遠
忌
に
限

っ
て
い
え
ば
、
近
世
ま
で
各
門
流
で
修
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
宗
門
あ
げ

て
の
大
規
模
な
記
念
事
業
へ
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
り
わ

け
六
五
〇
遠
忌
は
降
誕
七
〇
〇
年
の
記
念
事
業
の
盛
り
上
が
り
と
事
業
計

画
を
継
承
し
た
と
い
う
点
で
は
特
徴
的
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
二
つ
の

記
念
事
業
は
日
本
社
会
に
お
け
る
日
蓮
主
義
の
気
運
の
高
ま
り
と
も
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

コ
メ
ン
ト

碧
海
　
寿
広

　

従
来
の
近
代
仏
教
研
究
は
、
島
地
黙
雷
や
清
沢
満
之
や
鈴
木
大
拙
な

ど
、
著
名
な
人
物
の
思
想
や
運
動
に
関
す
る
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
昨
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な
研
究
が
ほ
ぼ
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
に
切
り
込
ん
だ
こ
と
で
、

近
代
仏
教
へ
の
新
た
な
視
座
が
切
り
開
か
れ
た
の
は
、
間
違
い
な
い
。
近

年
ま
れ
に
見
る
新
鮮
さ
と
可
能
性
に
満
ち
た
パ
ネ
ル
に
立
ち
会
え
た
こ
と

を
、
喜
ば
し
く
思
う
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

武
井
　
謙
悟

　

遠
忌
（
お
ん
き
）
は
、
五
〇
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
宗
祖
や
中
興
の
祖
の

忌
日
に
際
す
る
法
要
・
法
会
で
あ
る
。
宗
派
に
よ
っ
て
「
御
遠
忌
（
ご
え

ん
き
）」、「
御
忌
（
ご
き
）」「
御
諱
忌
（
ご
お
ん
き
）」
と
表
記
・
表
音
が

異
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
五
〇
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
と
い
う
点
は
共
通

し
て
い
る
。

　

先
行
研
究
と
し
て
は
、
星
野
英
紀
・
山
中
弘
・
岡
本
亮
輔
編
『
聖
地
巡

礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
内
の
「
本
願
寺
（
碧
海
寿

広
）」、「
永
平
寺
（
徳
野
崇
行
）」
に
遠
忌
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
他

方
、
大
谷
栄
一
・
永
岡
崇
・
菊
地
暁
編
『
日
本
宗
教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
―

近
代
主
義
を
超
え
て
』（
慶
應
義
塾
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
に
て
「
遠

忌
」
を
担
当
し
た
民
俗
学
者
の
村
上
紀
夫
は
、
近
世
京
都
の
遠
忌
を
中
心

に
概
説
を
行
っ
た
。
最
新
の
成
果
で
は
、
鉄
道
史
の
観
点
か
ら
、
鈴
木
勇

一
郎
『
電
鉄
は
聖
地
を
め
ざ
す
―
都
市
と
鉄
道
の
日
本
近
代
史
』（
講
談

社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
九
年
）
が
、
成
田
山
新
勝
寺
、
池
上
本
門
寺
、

平
間
寺
（
川
崎
大
師
）
と
電
鉄
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。
遠
忌
に
つ
い

て
は
「
近
代
以
降
の
御
遠
忌
は
、
教
団
の
組
織
化
や
再
編
の
き
っ
か
け
と

し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
」（
四
四
頁
）
と
指
摘
し
、
一
八
八

五
年
・
空
海
一
〇
五
〇
年
遠
忌
、
一
九
一
一
年
・
法
然
七
〇
〇
年
遠
忌
、

の
遠
忌
の
状
況
に
つ
い
て
も
概
観
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
近
代
の

「
イ
ン
フ
ラ
・
国
家
・
メ
デ
ィ
ア
」
に
よ
る
再
編
成
を
経
た
後
に
、
ど
の

よ
う
に
変
化
し
た
か
も
検
証
す
れ
ば
、
議
論
に
よ
り
厚
み
が
増
す
だ
ろ

う
。

　

真
宗
で
は
、
す
で
に
近
世
か
ら
遠
忌
ご
と
に
親
鸞
の
伝
記
が
刊
行
さ

れ
、
関
連
し
た
旧
跡
巡
り
も
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
近
世
期
に
膨
れ

上
が
っ
た
信
心
の
蓄
積
が
、
近
代
の
巨
大
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
真
宗
の
遠

忌
を
用
意
し
た
の
は
疑
い
な
い
。
真
言
宗
で
も
、
近
世
の
遠
忌
に
見
え
る

弘
法
大
師
へ
の
信
仰
心
は
、
高
野
山
の
女
人
結
界
を
破
ら
ん
と
す
る
次
元

に
ま
で
達
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
遠
忌
の
際
に
噴
出
す
る
民
衆
の
オ
ル
ギ

ー
は
、
近
代
化
さ
れ
た
遠
忌
に
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
曹
洞
宗
で

は
、
一
九
世
紀
の
段
階
で
、
遠
忌
中
の
授
戒
会
に
五
万
人
も
の
信
徒
が
集

っ
た
と
さ
れ
る
。
祖
師
信
仰
の
弱
さ
と
は
異
質
な
こ
の
授
戒
を
め
ぐ
る
意

欲
は
、
近
代
以
降
に
ど
う
展
開
し
た
の
か
。
日
蓮
宗
の
近
世
の
遠
忌
で

は
、
題
目
塔
（
報
恩
塔
）
の
建
立
に
、
庶
民
的
な
信
仰
の
最
も
顕
著
な
あ

ら
わ
れ
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
近
代
以
降
の
遠
忌
で
、
い
か
な
る
変
容
を

遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
、
さ
ら
な
る
資
料
の
収
集
か
ら
の
検
証

が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
一
種
の
大
衆
動
員
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
近
代
仏
教
の

研
究
と
し
て
は
、
遠
忌
の
ほ
か
に
、
仏
教
界
の
戦
争
協
力
の
問
題
が
連
想

さ
れ
る
。
近
代
仏
教
と
戦
争
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
定

の
蓄
積
が
あ
る
。
今
回
の
報
告
は
、
戦
争
研
究
と
は
ま
た
別
の
視
点
か

ら
、
近
代
仏
教
に
お
け
る
大
衆
動
員
の
内
実
に
迫
っ
た
研
究
と
い
え
る

が
、
こ
れ
は
既
存
の
戦
争
研
究
に
も
接
続
が
可
能
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
パ
ネ
ル
報
告
が
遠
忌
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
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な
ど
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
な
さ
れ
た
。

　

山
中
弘
氏
か
ら
は
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
の
文
脈
で
重
要
と
認
識
さ
れ
つ

つ
詳
細
が
不
明
で
あ
っ
た
遠
忌
を
対
象
と
し
た
点
が
評
価
さ
れ
た
。
本
山

を
聖
地
と
捉
え
、
人
々
が
向
か
う
理
由
を
検
討
す
る
上
で
教
団
の
事
業
性

が
大
き
な
割
合
を
占
め
、
そ
こ
に
イ
ン
フ
ラ
が
結
び
つ
く
構
図
が
指
摘
さ

れ
、
天
皇
か
ら
の
勅
額
や
諡
号
を
巡
っ
て
各
宗
派
が
競
争
す
る
こ
と
も
遠

忌
の
活
性
化
に
結
び
つ
い
た
と
の
コ
メ
ン
ト
を
得
た
。

　

鈴
木
正
崇
氏
か
ら
は
、
五
〇
年
に
一
度
と
い
う
期
間
が
、
記
憶
の
定
着

や
伽
藍
整
備
の
サ
イ
ク
ル
に
効
果
的
な
周
期
で
あ
る
点
、
鉄
道
網
以
外
に

も
電
気
網
の
発
展
に
よ
る
ラ
ジ
オ
と
遠
忌
の
関
係
、
成
田
山
を
事
例
と
し

て
、
遠
忌
だ
け
で
な
く
宗
祖
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
枠
組
み
か
ら
検
討
す
る
視

座
が
示
唆
さ
れ
た
。

　

以
上
の
貴
重
な
意
見
、
質
問
か
ら
、
鉄
道
史
、
宗
祖
像
、
聖
地
論
、
ビ

ジ
ネ
ス
の
観
点
と
い
っ
た
多
様
な
視
座
が
得
ら
れ
、
遠
忌
研
究
の
可
能
性

が
拡
が
る
機
会
と
な
っ
た
。
今
回
扱
え
な
か
っ
た
宗
派
の
動
向
を
含
め
、

遠
忌
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
た
い
。

一
九
二
一
年
・
最
澄
一
一
〇
〇
年
遠
忌
に
際
し
て
、
参
詣
者
を
多
く
集
め

る
施
策
を
紹
介
し
た
。
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
民
俗
学
、
鉄
道
史
の
観
点
か
ら
、

遠
忌
に
関
す
る
若
干
の
指
摘
が
あ
る
も
の
の
、
村
上
氏
が
「
遠
忌
を
全
般

的
に
見
渡
し
た
言
及
は
あ
ま
り
な
い
」（
大
谷
他
編
、
一
三
八
頁
）
と
述

べ
る
よ
う
に
、
遠
忌
研
究
の
蓄
積
は
少
な
く
、
教
団
ご
と
に
比
較
す
る
試

み
は
見
ら
れ
な
い
。

　

本
パ
ネ
ル
で
は
、
遠
忌
研
究
の
更
新
と
、
近
代
仏
教
研
究
の
新
た
な
一

面
を
切
り
拓
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
各
発
表
者
が
、
浄
土
真
宗
、
真
言

宗
、
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
の
近
代
に
お
け
る
遠
忌
の
動
向
を
報
告
し
た
。
三

つ
の
視
座
と
し
て
、
イ
ン
フ
ラ
（
鉄
道
、
道
路
、
伽
藍
整
備
、
施
設
）・

国
家
（
天
皇
と
の
関
係
、
勅
額
、
諡
号
、
法
制
度
）・
メ
デ
ィ
ア
（
雑
誌
、

新
聞
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
映
画
、
写
真
、
グ
ッ
ズ
展
開
）
を
設
定
し
、
考

察
を
行
っ
た
。
発
表
内
容
、
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
各
者
の
報
告
に
記

載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
や
意
見
を
記
し
、

今
後
の
遠
忌
研
究
の
参
考
と
し
た
い
。

　

平
山
昇
氏
か
ら
は
、
一
九
〇
六
年
の
鉄
道
国
有
法
、
日
露
戦
争
時
の
大

量
輸
送
、
一
九
一
五
年
の
即
位
の
礼
や
一
九
二
九
年
の
式
年
遷
宮
と
い
っ

た
行
事
と
遠
忌
の
関
係
が
、
鉄
道
と
い
う
補
助
線
か
ら
指
摘
さ
れ
、
日
本

旅
行
の
創
始
者
で
あ
る
南
新
助
と
高
野
山
の
関
係
が
問
わ
れ
た
。

　

髙
木
大
祐
氏
か
ら
は
、
教
団
が
、
い
つ
の
時
代
か
ら
祖
師
像
を
わ
か
り

や
す
く
民
衆
に
伝
え
る
努
力
を
行
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
質
問
が
投
げ
か

け
ら
れ
た
。

　

魚
尾
和
瑛
氏
か
ら
は
、
浄
土
宗
の
僧
籍
を
持
つ
立
場
か
ら
、
一
九
一
一

年
に
実
施
さ
れ
た
法
然
七
〇
〇
回
忌
と
親
鸞
六
五
〇
回
忌
の
比
較
、
海
外

布
教
と
遠
忌
の
関
係
に
つ
い
て
、
国
外
か
ら
の
参
加
や
英
訳
に
よ
る
説
明
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イ
ス
ラ
ー
ム
中
世
に
お
け
る
神
認
識

代
表
者
・
司
会　

澤
井　

真

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

野
元　

晋

ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
に
お
け
る
照
応 

│
│ 

天
使
論
に
む
け
て 

│
│

小
野
　
純
一

　

本
研
究
は
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
『
照
明
哲
学
』
に
お
け
る
照
応
（m

u-
nāsabah

）
を
中
心
に
対
応
（m

ut. ābaqah

）、
部
分
共
有
（ištirāk

）、

照
合
（m

utanāsib

）
を
参
照
し
次
の
三
点
を
論
じ
る
。
一
、
論
理
学
と

形
而
上
学
が
認
識
論
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
二
、
照
応
は
実
在
と
非
実

在
を
区
分
す
る
認
識
の
基
礎
で
あ
る
。
三
、
形
而
上
的
体
験
、
本
質
論
、

天
使
の
意
義
が
照
応
に
よ
り
明
示
さ
れ
る
。

　

第
二
部
で
天
球
間
も
天
球
と
神
聖
な
事
物
も
光
同
士
も
照
応
＝
相
互
貫

入
し
、
形
象
の
受
容
、
天
球
の
運
動
、
水
平
お
よ
び
垂
直
的
秩
序
の
光
の

ふ
る
ま
い
は
部
分
共
有
や
照
合
と
し
て
記
述
さ
れ
る
が
、
最
終
的
に
す
べ

て
照
応
の
観
念
に
収
斂
す
る
。
人
間
の
理
知
的
精
神
と
動
物
の
精
神
も
照

応
す
る
が
、
人
間
精
神
の
中
で
も
多
く
の
も
の
が
照
応
し
合
い
、
精
神
自

体
も
光
に
対
応
す
る
こ
と
が
繰
り
返
し
照
応
の
観
念
を
用
い
て
説
か
れ

る
。
こ
の
議
論
は
五
感
に
よ
る
知
覚
か
ら
記
憶
・
想
起
へ
、
さ
ら
に
想
像

力
の
問
題
に
接
続
さ
れ
る
。
ザ
イ
ド
が
不
在
の
と
き
、
記
憶
か
ら
彼
の
像

（
残
像
、
形
象
、
心
象
、
似
姿
）
を
喚
起
す
る
場
合
に
は
、
特
定
の
既
知

の
ザ
イ
ド
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
ザ
イ
ド
像
は
実
在
す
る
本
体

（
本
質
）
に
対
応
し
て
お
り
、
こ
の
像
的
照
応
は
鏡
像
の
比
喩
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
る
。
実
在
す
る
本
体
と
一
致
す
る
鏡
像
（「
想
像
的
形
象
」）
を

心
に
形
成
す
る
の
が
像
形
成
能
力
と
し
て
意
味
づ
け
さ
れ
た
「
想
像
力
」

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
真
の
知
覚
・
認
識
は
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

翻
っ
て
第
一
部
を
見
る
と
、
指
示
表
現
と
そ
の
意
味
の
関
係
に
関
し

て
、
像
と
認
識
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
性
が
見
い
だ
さ

れ
る
。
認
識
に
関
し
て
は
、
対
応
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
心
の
内

に
あ
る
像
で
あ
る
と
い
う
。
ザ
イ
ド
と
い
う
名
と
特
定
の
ザ
イ
ド
本
人
と

の
関
係
と
そ
の
特
定
の
ザ
イ
ド
を
知
る
人
の
心
に
浮
か
ぶ
ザ
イ
ド
像
と
が

対
応
し
な
け
れ
ば
、
真
に
こ
の
特
定
の
ザ
イ
ド
を
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿

形
で
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
ず
、
真
の
認
識
に
お
い
て
は
照
応
の
本

体
の
「
そ
の
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
形
」
が
「
痕
跡
」（
残
像
）
と
し
て

想
像
力
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
留
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
の
「
対
応
」
の
語
は
「
照
応
」
の
同
義
語
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
で
論

究
さ
れ
る
像
は
心
の
外
に
対
応
す
る
本
体
の
あ
る
物
で
あ
る
が
、
そ
の
像

は
そ
の
本
体
の
本
質
で
も
あ
る
ゆ
え
、
知
的
構
成
物
で
は
な
く
、
真
の
実

在
で
あ
る
と
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
は
説
く
。

　

心
の
外
に
対
応
す
る
本
体
が
あ
る
場
合
の
外
的
に
実
在
す
る
属
性
は
、

事
物
的
な
リ
ア
ル
な
属
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
知
性
に
お
け
る
像
」
と
呼

ば
れ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
知
的
に
構
成
さ
れ
る
属
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
心

の
外
に
対
応
す
る
本
体
が
な
く
、
心
的
な
も
の
の
み
が
対
応
す
る
。
知
的

構
成
物
と
し
て
の
属
性
は
、
類
概
念
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
事
物
的
で

リ
ア
ル
な
属
性
と
し
て
個
別
的
で
具
体
的
な
外
的
実
在
の
本
質
を
な
す
諸

部
分
で
は
な
い
。
特
殊
性
を
表
す
述
語
で
用
い
ら
れ
る
属
性
と
、
そ
う
で

は
な
い
知
的
構
成
物
と
し
て
の
属
性
は
、
述
語
と
し
て
と
も
に
用
い
ら
れ

る
ゆ
え
に
、
心
的
存
在
が
外
的
存
在
で
あ
る
と
混
同
さ
れ
る
。
述
語
論
で

は
、
属
性
の
う
ち
「
そ
の
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
形
」
と
し
て
照
応
の
あ
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定
さ
れ
て
顕
れ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
の
理
論
は
後
世
に
体
系
化
・
精
緻
化

さ
れ
た
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
専
ら
神
の
顕
現
の
段
階
的

過
程
と
し
て
の
存
在
の
階
層
構
造
を
論
じ
る
形
而
上
学
的
教
説
、
あ
る
い

は
神
の
顕
現
の
場
と
し
て
の
世
界
の
成
り
立
ち
を
論
じ
る
宇
宙
論
的
教
説

と
し
て
知
ら
れ
る
。
一
方
で
、
霊
魂
論
と
修
行
論
を
柱
と
し
た
彼
以
前
の

体
験
中
心
的
な
神
秘
主
義
思
想
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
「
心
」（
カ
ル
ブ
）

が
顕
現
の
認
識
主
体
と
し
て
こ
の
理
論
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
の
意
味

は
、
従
来
さ
ほ
ど
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

本
発
表
で
は
心
と
顕
現
を
め
ぐ
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
教
説
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
体
験
主
体
と
し
て
の
心
と
の
関
係
性
に
基
づ
き
前
代
の
神

秘
主
義
思
想
と
の
連
続
性
の
中
で
「
顕
現
」
論
を
捉
え
直
す
こ
と
を
目
的

と
し
た
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
彼
以
前
の
神
秘
主
義
的
伝
統
の
中
で
す

で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
理
念
や
表
象
が
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以

上
に
彼
の
思
想
の
核
心
部
分
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　

心
と
顕
現
を
め
ぐ
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
教
説
は
、
こ
れ
ま
で
認
識

さ
れ
て
い
た
典
型
的
な
形
而
上
学
的
・
宇
宙
論
的
主
題
を
扱
う
も
の
で
は

必
ず
し
も
な
い
。
む
し
ろ
力
点
が
置
か
れ
る
の
は
、
顕
現
の
認
識
主
体
で

あ
る
神
秘
家
の
内
面
的
状
態
を
描
き
出
し
、
神
秘
道
に
お
け
る
そ
の
意
味

や
価
値
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
が
世
界
と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
発

想
に
基
づ
き
、
神
と
人
間
の
二
者
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
を
と
り
ま

く
世
界
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
成
立
し
て
い
る
が
、
神
の
顕
現
と

し
て
の
世
界
の
様
相
や
原
理
は
あ
く
ま
で
も
神
と
の
関
係
性
に
お
け
る
心

の
状
態
を
反
映
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
彼
の
「
顕
現
」
論
は
前
代
の
神
秘
主
義
思
想
が
往
々
に
し
て
欠
い
た

る
属
性
は
、
心
か
ら
独
立
し
て
個
別
的
具
体
物
の
う
ち
に
生
起
し
て
お

り
、
そ
れ
が
リ
ア
ル
な
認
識
と
対
応
す
る
述
語
づ
け
で
あ
り
、「
知
性
に

お
け
る
像
」
に
対
応
す
る
と
い
う
仕
方
で
像
が
説
か
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
像
の
意
義
が
明
示
で
き
る
。
像
は
認
識
と
概
念
化
の
基
礎
で

あ
り
、
像
を
媒
介
に
生
じ
る
照
応
の
場
が
心
あ
る
い
は
精
神
に
お
け
る
想

像
力
と
い
う
感
覚
器
官
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
感
覚
を
成
り
立
た
せ
る
像

は
、
現
実
に
照
応
す
る
像
で
、
ま
さ
に
鏡
と
鏡
像
と
の
関
係
に
一
致
す
る

ゆ
え
に
、
こ
の
想
像
的
形
象
の
現
れ
る
場
を
鏡
と
呼
ぶ
。
た
だ
し
、
ス
フ

ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
は
明
示
的
に
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
、
通
常
の
鏡
と
鏡
像

の
関
係
が
一
対
一
の
対
応
で
あ
る
の
に
対
し
、
始
め
に
触
れ
た
よ
う
に
水

平
秩
序
と
垂
直
秩
序
の
重
な
り
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
照
応
が
像
を
成
立

さ
せ
、
天
使
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
外
的
世
界
の
真
の
属
性

を
述
語
づ
け
る
認
識
と
し
て
の
想
像
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
多
重
に
照

応
す
る
像
と
し
て
天
使
が
理
解
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
多
重
化
の
果
て
に
神

の
現
れ
が
位
置
す
る
。

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想
に
お
け
る
神
の
顕
現
と
人
間
の
心

相
樂
　
悠
太

　

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
思
想
家
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（
一
二
四
〇
年

没
）
の
思
想
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
彼
が
「
存
在
一
性
論
学
派
」

と
呼
ば
れ
る
潮
流
を
生
み
出
し
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
前
の
ス
ー
フ
ィ
ー
と
の
思
想
的
関
係
性
の

解
明
は
遅
れ
て
い
る
。
神
認
識
と
い
う
神
秘
主
義
の
根
幹
を
な
す
問
題
を

め
ぐ
っ
て
彼
が
提
示
し
た
有
名
な
「
顕
現
」（
タ
ジ
ャ
ッ
リ
ー
）
論
は
、

特
定
の
姿
形
を
も
た
な
い
無
限
定
的
存
在
で
あ
る
神
が
多
様
な
姿
形
に
限
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ジ
ー
リ
ー
の
存
在
の
自
己
顕
現
論
に
お
け
る
ム
ハ
ン
マ
ド
と
ア
ダ
ム

澤
井
　
　
真

　

ジ
ー
リ
ー
（
一
四
二
四
年
没
）
は
、
存
在
一
性
論
学
派
（w

ah. dat al-
w

ujūd

）
と
知
ら
れ
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
学
派
に
分
類
す
る
こ
と
の
で

き
る
学
者
で
あ
る
。
彼
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（
一
二
四
〇
年
没
）
が

用
い
た
諸
概
念
や
枠
組
み
を
、
自
ら
の
思
想
の
基
盤
と
す
る
か
た
ち
で
自

ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
学
派

に
お
け
る
諸
概
念
を
整
理
し
な
が
ら
、
彼
の
諸
著
作
に
お
け
る
ア
ダ
ム
と

ム
ハ
ン
マ
ド
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
「
タ
ジ
ャ
ッ
リ
ー
」（tajallī　
存
在
の
自
己
顕
現
）
と
は
、
絶
対
者
が

自
ら
の
存
在
性
を
少
し
ず
つ
顕
わ
す
こ
と
で
、
人
間
や
宇
宙
に
つ
い
て
論

じ
る
存
在
論
で
あ
る
。
絶
対
的
で
純
粋
な
存
在
は
、
未
だ
「
ア
ッ
ラ
ー
」

（A
llāh

）
と
い
う
神
名
で
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、

huw
a

（「
そ
れ
」
や
「
彼
」）
と
し
か
呼
び
え
な
い
絶
対
者
で
あ
る
。
ジ

ー
リ
ー
は
、
絶
対
者
が
自
ら
存
在
を
、
最
下
層
に
い
る
人
間
ま
で
順
に
開

示
す
る
存
在
の
自
己
顕
現
の
過
程
を
枠
組
み
と
し
な
が
ら
、
議
論
を
展
開

す
る
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
完
全
人
間
と
は
神
的
臨
在
を
通
し
て

創
造
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
神
と
人
間
の
あ
い
だ
を
架
橋
す
る

存
在
で
あ
る
と
い
う
。
完
全
人
間
の
位
置
に
達
す
る
に
は
、
預
言
者
や
使

徒
の
よ
う
に
神
か
ら
直
接
的
に
召
命
を
受
け
た
者
か
、
も
し
く
は
霊
的
修

養
に
よ
っ
て
神
に
近
づ
い
た
聖
者
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
ジ
ー
リ
ー
は
、

『
ム
ハ
ン
マ
ド
的
属
性
に
関
す
る
神
的
完
全
性
』
や
『
完
全
人
間
』
に
お

い
て
、
人
間
の
霊
的
完
成
に
よ
る
聖
者
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

は
、
存
在
の
自
己
顕
現
が
絶
対
者
の
存
在
論
的
降
下
に
つ
い
て
論
じ
た
も

存
在
論
的
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
独
創
性
を
獲
得
し
た
が
、
他
方
で

前
代
の
霊
魂
論
や
修
行
論
の
体
験
的
な
要
素
を
色
濃
く
保
持
す
る
と
い
え

る
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
神
の
顕
現
を
し
ば
し
ば
そ
の
認
識
主
体
と
し
て

の
心
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
描
く
が
、
そ
の
際
し
ば
し
ば
顕
現
の
描

写
は
伝
統
的
な
心
の
概
念
の
特
徴
に
合
わ
せ
ら
れ
る
。
す
で
に
知
ら
れ
て

い
る
と
お
り
彼
の
存
在
論
に
お
い
て
神
の
顕
現
は
瞬
間
ご
と
に
絶
え
間
な

く
、
つ
ね
に
い
つ
ま
で
も
な
さ
れ
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
姿
形
を
と

り
、
種
々
の
神
的
属
性
を
帯
び
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
説
明
は
絶
え
間
な

く
変
転
し
、
天
や
大
地
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
広
大
さ
を
有
し
、
ク
ル
ア
ー

ン
と
し
て
表
象
さ
れ
る
真
知
を
受
け
る
と
い
う
既
存
の
心
の
概
念
と
対
応

す
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
心
を
「
被
顕
現
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
だ
け
で

な
く
、
心
に
よ
る
顕
現
の
受
容
の
様
態
を
利
用
し
て
顕
現
を
描
く
。
心
と

の
関
係
性
は
「
顕
現
」
論
の
理
論
的
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
要
因
と
な
っ

て
い
る
。

　
「
心
に
対
す
る
顕
現
」
の
発
想
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
以
前
の
ス
ー

フ
ィ
ー
思
想
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
彼
の
「
顕
現
」
論
は
と
も
す
れ

ば
先
行
の
ス
ー
フ
ィ
ー
思
想
と
は
異
質
な
流
出
論
的
宇
宙
論
的
教
説
と
み

な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
修
行
論
や
霊
魂
論
を
中
心
と
す
る

彼
以
前
の
ス
ー
フ
ィ
ー
思
想
の
伝
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
現
在
遅
れ
て

い
る
前
代
と
の
思
想
的
関
係
性
の
解
明
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
教
説

の
思
想
史
的
位
置
づ
け
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
教

説
の
本
質
や
、
彼
の
思
想
全
体
の
本
質
を
探
る
う
え
で
も
重
要
な
視
座
を

提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
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わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ー
リ
ー
に
お
い
て
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
優
位

性
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ー
リ
ー

は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
を
中
心
と
し
た
存
在
論
を
構
築
す
る
う
え
で
、
ア
ダ
ム

と
の
比
較
を
通
し
て
敢
え
て
ム
ハ
ン
マ
ド
の
下
に
位
置
づ
け
、
神
の
自
己

顕
現
に
お
け
る
局
面
に
お
い
て
ム
ハ
ン
マ
ド
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
の
で

あ
る
。

イ
ー
ジ
ー
に
お
け
る
神
認
識
と
世
界

中
西
　
悠
喜

　

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー 

一
〇
三
七
年
没
）
の
死
後
、

イ
ス
ラ
ム
圏
の
学
者
た
ち
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
彼
の
直
接
・
間
接
の
影
響

下
に
置
か
れ
る
。
と
り
わ
け
彼
が
提
示
し
た
学
問
的
認
識
論
、
つ
ま
り
学

知
の
構
造
に
関
す
る
理
論
は
、
当
時
存
在
し
た
お
よ
そ
全
て
の
学
問
分
野

に
移
植
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
諸
学
は
階
層
秩
序
を
な

す
。
上
位
の
学
は
下
位
の
学
に
「
原
理
」
を
提
供
し
、
下
位
の
学
は
こ
れ

に
も
と
づ
き
、
自
ら
に
固
有
の
「
問
題
」
を
探
究
す
る
。
逆
に
下
位
の
学

が
依
拠
す
る
「
原
理
」
は
、
上
位
の
学
が
す
で
に
「
問
題
」
と
し
て
探
究

し
、
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
階
層
の
上
方
か
ら
下
方
に
向
か
い
、
多
様

な
問
題
が
段
階
的
に
一
つ
ず
つ
探
究
・
解
明
さ
れ
て
い
く
様
子
が
想
像
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
彼
の
体
系
に
お
い
て
、
こ
の
階
層
の
頂
点
に
座

す
る
の
が
、
全
て
必
然
・
自
明
な
命
題
の
み
を
原
理
と
し
て
成
り
立
つ
、

第
一
哲
学
＝
形
而
上
学
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
的
学
問
論
体
系
を
カ
ラ
ー
ム
に
取
り
込
む

と
、
次
の
二
つ
の
困
難
が
生
じ
る
。（
一
）ま
ず
カ
ラ
ー
ム
学
者
に
と
っ

て
、
最
上
位
の
学
問
は
当
然
、
カ
ラ
ー
ム
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
に
も
か
か

の
で
あ
り
、
不
完
全
な
人
間
が
霊
的
に
も
存
在
論
的
に
も
上
昇
す
る
過
程

に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
議
論
に
お
い
て
、
完
全
人
間
の
原
型
は
、「
神

の
似
姿
」
と
し
て
創
造
さ
れ
た
ア
ダ
ム
に
あ
っ
た
。
ア
ダ
ム
は
、
神
名
や

神
的
臨
在
を
通
し
て
創
造
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
以
降
の
学
者
た
ち
の
議
論
で
は
、
あ
る
学
者
た
ち
は
完
全

人
間
の
原
型
を
ム
ハ
ン
マ
ド
と
み
な
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
学
者

た
ち
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
権
能
と
、
ア
ダ
ム
の
そ
れ
を
記
述
的
に
整
理
す
る

こ
と
で
、
比
較
せ
ず
に
と
ど
め
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
前
代

の
議
論
の
な
か
で
、
ジ
ー
リ
ー
は
ム
ハ
ン
マ
ド
が
最
初
の
創
造
物
で
あ

り
、
ア
ダ
ム
が
ム
ハ
ン
マ
ド
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

さ
ら
に
、「
我
は
ア
ダ
ム
が
水
と
泥
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
と
き
預
言
者

で
あ
っ
た
」
と
い
う
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
基
づ
き
な
が

ら
、
ジ
ー
リ
ー
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
預
言
者
と
し
て
の
存
在
論
的
先
行
性

と
時
間
的
先
行
性
を
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
天
使
な
ど

の
他
の
存
在
者
た
ち
の
「
父
」
と
し
て
、
存
在
論
的
に
も
時
間
論
的
に
も

先
立
つ
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
ム
ハ
ン
マ
ド
を
完

全
人
間
と
み
な
す
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ジ
ー
リ
ー
は
ム
ハ
ン
マ

ド
を
完
全
人
間
と
明
言
し
て
、
彼
自
身
の
議
論
を
構
成
す
る
。

　

さ
ら
に
、
ジ
ー
リ
ー
は
自
己
顕
現
の
随
所
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
的
要
素
―

「
ム
ハ
ン
マ
ド
的
実
在
」（al-h. aqīqah al-M

uh. am
m

adīyah

）
や
「
ム

ハ
ン
マ
ド
的
精
神
」（al-rūh.  al-M

uh. am
m

adīyah

）
な
ど
―
を
挿
入

す
る
。
こ
れ
ら
の
用
法
は
、
存
在
の
自
己
顕
現
に
お
け
る
序
盤
に
顕
れ
る

も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
ム
ハ
ン
マ
ド
に
関
わ
る
か

た
ち
で
顕
れ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
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の
場
所
に
は
窪
地
が
で
き
る
。
そ
し
て
水
は
後
者
の
方
に
流
れ
こ
み
、
そ

こ
で
生
命
が
育
ま
れ
る
。
で
は
何
故
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
場
所
に
窪
地
が
で

き
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
神
が
そ
う
望
ん
だ
か
ら
、
つ
ま
り
神
の
摂

理
・
神
意
に
よ
っ
て
し
か
説
明
で
き
な
い
と
、
彼
は
言
う
。「
世
界
は
神

の
創
造
の
奇
蹟
に
満
ち
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な
信
念
・
信
仰
に
も
と
づ

き
、
近
代
以
前
の
ム
ス
リ
ム
学
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
探
究
を
行
っ
て
き

た
。
イ
ー
ジ
ー
の
こ
こ
で
の
議
論
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
世
界
観
を
継

承
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト

野
元
　
　
晋

　

イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
お
い
て
は
恐
ら
く
八
世
紀
以
降
、
神
に
つ
い
て
、

そ
の
超
越
性
、
そ
の
人
と
の
親
近
性
、
自
然
に
見
る
そ
の
働
き
、
ま
た
運

命
の
予
定
や
人
の
自
由
意
志
な
ど
の
教
え
を
も
と
に
豊
か
な
神
学
的
思
考

が
蓄
積
さ
れ
て
行
っ
た
。
さ
ら
に
九
世
紀
以
降
、
宇
宙
の
永
遠
性
を
説
く

ギ
リ
シ
ア
起
源
の
哲
学
的
伝
統
が
次
第
に
根
付
き
、
神
へ
の
接
近
を
目
指

す
ス
ー
フ
ィ
ー
的
伝
統
も
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
シ
ー
ア
諸
派
な
ど
分
派
活

動
が
活
発
化
し
た
こ
と
は
、
神
に
つ
い
て
の
思
索
を
さ
ら
に
多
様
化
さ
せ

て
い
っ
た
。

　

本
パ
ネ
ル
「
イ
ス
ラ
ー
ム
中
世
に
お
け
る
神
認
識
」
は
、
以
上
の
よ
う

な
神
に
つ
い
て
の
議
論
の
さ
ら
な
る
精
緻
化
と
思
弁
化
の
進
行
を
追
う
も

の
で
、
そ
の
発
表
は
皆
、
十
二
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
の
思
想
家

を
扱
う
。
こ
の
時
代
は
緩
く
括
れ
ば
、
ポ
ス
ト
・
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー

（
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ　

一
〇
三
七
年
没
）
期
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
あ
た
る
。

神
学
者
た
ち
は
、
宇
宙
の
永
遠
性
を
主
張
し
、
神
の
創
造
説
と
衝
突
す
る

わ
ら
ず
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
体
系
は
認
識
論
的
な
必
然
性
を
と
も
な
い
、

緊
密
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
何
ら
か
の
仕
方
で
彼
の
体
系
を
解
き
ほ
ぐ

し
、
イ
ス
ラ
ム
的
神
学
の
上
位
性
を
説
得
的
に
主
張
す
る
必
要
が
、
彼
ら

に
は
あ
っ
た
。（
二
）次
に
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
学
の
「
主

題
」
は
そ
の
学
の
「
原
理
」
の
一
部
を
な
す
。
し
た
が
っ
て
「
主
題
」
そ

の
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
の
当
の
学
の
枠
内
で
は
探
究
し
え
な
い
と
さ
れ

る
。
け
れ
ど
も
カ
ラ
ー
ム
学
者
は
、
カ
ラ
ー
ム
の
主
題
を
こ
の
学
自
体
の

枠
内
で
探
究
で
き
る
と
し
、
さ
ら
に
同
学
を
「
神
と
被
造
物

0

0

0

0

の
本
質
を
主

題
と
す
る
学
」
と
定
義
す
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
世
界
探
究
を
も
カ
ラ
ー
ム

の
枠
内
で
「
主
題
的
に
」
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、

創
造
主
よ
り
低
位
の
存
在
で
あ
る
世
界
に
関
す
る
知
も
「
原
理
」
と
し
て

カ
ラ
ー
ム
に
紛
れ
込
む
。
こ
れ
で
は
認
識
論
的
階
層
秩
序
が
混
乱
を
来
た

す
よ
う
に
見
え
る
。

　

一
四
世
紀
前
半
の
イ
ラ
ン
地
域
を
中
心
に
活
動
し
た
ア
ド
ゥ
ド
ゥ
ッ
デ

ィ
ー
ン
・
イ
ー
ジ
ー
（
一
三
五
五
年
没
）
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
問
題
と
自

覚
的
に
取
り
組
ん
だ
カ
ラ
ー
ム
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
主
著
『
神
学
教

程
』（al-M

aw
āqif

）
に
お
い
て
、
彼
は
言
う
。
た
し
か
に
自
明
で
な
い

原
理
は
カ
ラ
ー
ム
学
の
枠
内
で
問
題
と
し
て
解
明
さ
れ
る
し
、
そ
れ
以
外

の
問
題
は
諸
々
の
原
理
に
依
拠
し
て
解
明
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
カ
ラ
ー
ム

学
で
探
究
さ
れ
る
、
こ
の
後
者
の
問
題
全
て
（
原
理
で
な
い
問
題
）
が
、

前
者
の
問
題
（
原
理
で
も
あ
る
問
題
）
に
基
づ
い
て
探
究
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
従
っ
て
循
環
は
帰
結
し
な
い
。
こ
れ
が
イ
ー
ジ
ー
の
理
論
の
概

要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
カ
ラ
ー
ム
観
を
下
敷
き
に
、
イ
ー
ジ
ー
は
世
界
に
つ
い
て
論

じ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
大
地
の
或
る
場
所
に
は
丘
陵
地
が
で
き
、
ま
た
別
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ど
で
あ
る
。
力
点
の
置
き
方
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
十
二
イ
マ

ー
ム
派
神
学
を
扱
う
発
表
が
加
わ
れ
ば
パ
ネ
ル
全
体
の
性
格
も
異
な
る
も

の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

本
パ
ネ
ル
の
研
究
発
表
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の

対
象
の
思
想
史
的
文
脈
を
よ
り
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例

え
ば
小
野
が
明
ら
か
に
し
た
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
の
外
界
と
心
の
照
応
に

よ
る
認
識
理
論
は
先
駆
的
な
思
想
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
相
樂
は
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
「
心
」
に
お
け
る
神
の
顕
現
論
は
以
前
か
ら
の
ス
ー
フ

ィ
ー
た
ち
の
思
想
と
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
が
、

そ
の
後
、
神
の
顕
現
論
は
、
例
え
ば
『
叡
智
の
台
座
』
に
お
け
る
注
釈
史

の
中
で
如
何
に
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
澤
井
が
明
ら
か
に
し

た
ジ
ー
リ
ー
の
完
全
人
間
論
に
お
け
る
ア
ダ
ム
と
ム
ハ
ン
マ
ド
の
、
存
在

論
的
議
論
に
よ
る
時
間
的
順
序
の
逆
転
は
、
ど
の
よ
う
に
後
代
に
継
承
さ

れ
た
か
、
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
何
が
そ
の
よ
う
に
さ
せ
た
の
か
。
ま

た
中
西
が
取
り
上
げ
た
イ
ー
ジ
ー
の
自
然
学
の
知
識
に
よ
る
神
の
摂
理
証

明
に
は
、
当
時
の
最
新
の
科
学
知
識
が
反
映
さ
れ
て
い
た
の
か
。
以
上
の

よ
う
に
様
々
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
は
個
々
の
発
表
が
将
来
的
な
発

展
性
が
あ
る
、sem

inal

な
研
究
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
今

後
に
強
く
期
待
し
た
い
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

澤
井
　
　
真

　

中
世
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
、
特
に
一
二
世
紀
以
降
に
お
い
て
、
神
認
識
を

め
ぐ
る
議
論
は
、
神
・
人
・
世
界
を
め
ぐ
っ
て
思
弁
的
な
も
の
へ
変
容

し
、
精
緻
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
諸
学
問
分
野
は
、

哲
学
者
た
ち
と
対
決
し
、
そ
の
論
理
を
学
び
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
う
し
て
神
学
に
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
を
始
め
と
す
る
哲
学
の
影
響
が

浸
透
し
て
い
き
、
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
各
分
野
に
広
が
っ
て
い
っ

た
。
例
え
ば
小
野
が
扱
う
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
（
一
一
九
一
年
没
）
は
光

の
宇
宙
論
と
認
識
論
に
よ
り
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
を
乗
り
越
え
よ
う
と

し
、
中
西
が
扱
う
イ
ー
ジ
ー
（
一
三
五
五
年
没
）
は
哲
学
の
批
判
的
受
容

を
経
た
後
の
神
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
ポ
ス
ト
・
ア
ヴ
ィ
セ
ン

ナ
」
的
状
況
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
相
樂
が
扱
う
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

（
一
二
四
〇
年
没
）
と
澤
井
が
扱
う
ジ
ー
リ
ー
（
一
四
二
四
年
没
）
も
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
学
派
が
そ
の
思
想
の
体
系
化
に
哲
学
的
概
念
と
術
語

を
導
入
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
両
者
は
十
三
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
お

け
る
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
影
響
の
内
包
と
外
延
を
考
え
る
際
に
も
重

要
な
思
想
家
と
い
え
よ
う
。
な
お
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
そ
の
後
の
影
響

範
囲
も
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
広
く
、
本
パ
ネ
ル
は
い
わ
ば
イ
ブ

ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
い
う
二
大
思
想
家
の
大
き
な

影
の
下
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

四
本
の
発
表
は
ま
た
、
パ
ネ
ル
全
体
の
主
題
で
あ
る
認
識
論
（
エ
ピ
ス

テ
モ
ロ
ジ
ー
）
に
関
わ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
存
在
秩
序
の
低
い
階
層
か
ら

認
識
を
積
み
上
げ
、
神
の
認
識
へ
接
近
す
る
方
法
を
叙
述
し
て
い
る
。
神

の
認
識
の
不
可
能
性
や
、
否
定
神
学
的
な
思
想
（
例
え
ば
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
が
神
を
「
玄
の
ま
た
玄
」（
井
筒
俊
彦
の
訳
語
）
と
捉
え
る
な
ど
）

を
強
調
し
て
論
じ
た
発
表
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
翻
っ
て
み
れ
ば
イ
ス
ラ

ー
ム
に
は
神
の
超
越
性
を
強
調
す
る
否
定
神
学
の
系
譜
が
あ
る
。
つ
ま
り

ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
十
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
、

さ
ら
に
先
鋭
な
神
の
属
性
否
定
を
独
自
に
唱
え
る
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
な
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年
没
）
を
対
象
と
し
、
ム
ハ
ン
マ
ド
と
ア
ダ
ム
の
対
比
を
め
ぐ
っ
て
な
さ

れ
る
完
全
人
間
論
を
中
心
に
、
神
へ
の
認
識
が
い
か
に
ム
ハ
ン
マ
ド
を
中

心
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
を

中
心
に
構
成
さ
れ
た
完
全
人
間
論
を
強
調
す
る
た
め
、
ジ
ー
リ
ー
は
存
在

の
自
己
顕
現
論
の
随
所
に
ム
ハ
ン
マ
ド
を
登
場
さ
せ
た
。

　

最
後
に
、
中
西
悠
喜
は
イ
ー
ジ
ー
（
一
三
五
五
年
没
）
の
『
神
学
教
程
』

を
例
に
、
神
学
（
カ
ラ
ー
ム
）
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
神
認
識
と
自
然

探
究
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
。
ム
ス
リ
ム
学
者
の
多
く
は
、
世
界
、
あ
る

い
は
自
然
へ
の
探
究
を
信
仰
の
重
要
な
一
角
を
な
す
と
見
な
し
た
。
こ
の

立
場
を
代
表
す
る
イ
ー
ジ
ー
は
、
自
ら
の
神
認
識
に
彼
の
世
界
観
／
自
然

観
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
同
時
に
、
当
時
の
学
問
的
知
見
が
生
か
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。

　

上
記
の
四
つ
の
発
表
に
対
し
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
で
あ
る
野
元
晋
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
全
体
を
俯
瞰
す
る
視
点
を
交
え
な
が
ら
、
各
発
表
が
ポ

ス
ト
・
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
）
的
時
代
状
況
か
ら
出

た
思
想
を
扱
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家

の
文
脈
―
ポ
ス
ト
・
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
な
ど
―
を
組
み
入
れ
な
が
ら
、

質
問
を
行
っ
た
。

　

パ
ネ
ル
全
体
を
俯
瞰
す
る
と
き
、
パ
ネ
リ
ス
ト
た
ち
は
、「
神
」
に
対

す
る
認
識
論
と
と
も
に
、「
神
」
へ
の
認
識
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

の
考
察
も
行
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
神
そ
れ
自
体
を
認
識
す
る
こ
と

が
究
極
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ス
リ
ム
思

想
家
た
ち
の
依
拠
し
た
学
問
分
野
や
思
考
方
法
が
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
神
」
認
識
に
対
し
て
の
共
通
の

土
台
を
設
定
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
し
か
し
な

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
背
負
い
、
隣
接
す
る
学
問
分
野
と
互
い
に

影
響
し
な
が
ら
神
―
超
越
的
実
在
―
を
論
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
神
認
識

を
め
ぐ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
が
神
と
人
間
の
関
係
性
を
改
め
て
問
い
直
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
思
想
家
た
ち
は
、
過
去
の
議
論

を
引
継
ぎ
な
が
ら
、
神
、
人
間
、
そ
し
て
神
と
人
間
の
連
関
に
つ
い
て
論

じ
た
の
で
あ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
の
目
的
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
が
本
格
的
に
花
開
く
転
換
点

で
あ
る
中
世
期
に
お
い
て
、
超
越
的
実
在
と
し
て
の
神
が
、
創
造
物
や
世

界
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
い
か
に
捉
え
ら
れ
た
の
か
を
問
う
こ
と
に
あ

る
。
そ
こ
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
哲
学
、
神
学
、
そ
し
て
神
秘
主
義
に
焦
点

を
当
て
、
ム
ス
リ
ム
の
思
想
家
た
ち
が
「
神
」
を
い
か
に
認
識
し
た
か

や
、
神
に
関
わ
る
学
問
体
系
を
い
か
に
考
え
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

ま
ず
小
野
純
一
は
、
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
（
一
一
九
一
年
没
）
が
照
応

と
い
う
視
点
か
ら
、
神
認
識
と
天
使
の
顕
現
を
ど
う
捉
え
た
か
を
『
照
明

哲
学
』
に
み
ら
れ
る
想
像
力
論
の
視
点
か
ら
分
析
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
神
の
現
れ
と
そ
の
過
程
と
し
て
の
天
使
の
現
れ
が
、
照
応
の
形
式
を

通
し
て
無
限
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
描
出
し
、
体
験
の
本
来
性
へ
と
昇
華

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

相
樂
悠
太
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（
一
二
四
〇
年
没
）
の
霊
魂
論
を

主
題
と
し
て
、
彼
の
思
弁
的
神
秘
主
義
に
お
い
て
ス
ー
フ
ィ
ー
の
霊
魂
論

が
新
た
な
様
相
を
見
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

以
前
の
体
験
中
心
的
な
神
秘
主
義
思
想
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
「
心
」

が
、
顕
現
の
認
識
主
体
と
し
て
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
が
、

前
代
の
神
秘
主
義
思
想
と
の
連
続
性
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
。

　

澤
井
真
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
学
派
の
学
者
ジ
ー
リ
ー
（
一
四
二
四
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近
代
宗
教
政
策
下
に
お
け
る
「
教
団
」
未
満
の
宗
教
者
た
ち

代
表
者
・
司
会　

石
原　

和

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

永
岡　

崇

「
本
所
」
と
し
て
の
大
成
教

井
上
　
智
勝

　

従
来
、
所
謂
民
衆
宗
教
は
国
家
神
道
の
対
極
に
置
か
れ
、
そ
れ
を
相
対

化
す
る
も
の
と
の
理
解
の
下
、
天
理
教
・
金
光
教
な
ど
「
樹
木
モ
デ
ル
」

（
井
上
順
孝
『
教
派
神
道
の
形
成
』）
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
。
た
だ
、

そ
れ
ら
は
教
団
形
成
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
無
数
の
「
教
団
」
未
満
の
中

か
ら
登
場
し
た
。
か
か
る
「
教
団
」
未
満
は
、
近
代
に
お
い
て
大
成
教
な

ど
の
教
派
に
属
し
て
活
動
を
行
っ
た
。
し
た
が
っ
て
民
衆
宗
教
研
究
の
進

展
に
は
、
大
成
教
な
ど
天
皇
制
に
親
和
的
で
国
家
の
側
に
あ
る
と
さ
れ
て

き
た
「
高
坏
モ
デ
ル
」（
井
上
前
掲
書
）
の
実
態
研
究
が
要
請
さ
れ
る
。

　

本
報
告
は
、
大
成
教
が
「
教
団
」
未
満
の
宗
教
者
・
集
団
に
対
し
て
近

世
の
「
本
所
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
所
謂
民
衆
宗
教

を
社
会
の
中
で
把
握
し
、
近
世
・
近
代
日
本
宗
教
史
研
究
間
の
断
絶
傾
向

の
克
服
を
目
指
す
試
み
で
も
あ
る
。

　

大
成
教
は
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
平
山
省
齋
に
よ
っ
て
組
織
さ

れ
、
同
十
五
年
に
教
派
神
道
と
し
て
公
認
を
受
け
た
。
そ
の
教
綱
は
天
皇

制
を
支
持
す
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
理
念
が
実
際
に
配
下
集
団
に

貫
徹
・
共
有
さ
れ
た
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
大
成
教
の
傘
下
に
入
る
集
団

は
多
様
で
あ
っ
た
。
禊
教
・
御
嶽
教
・
蓮
門
教
・
淘
宮
術
な
ど
の
大
集
団

だ
け
で
は
な
い
。
新
河
岸
川
舟
運
の
担
い
手
な
ど
に
よ
る
埼
玉
県
入
間
郡

が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
に
比
し
て
未
だ
数
少
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
思

想
研
究
に
お
い
て
、
宗
教
学
会
で
パ
ネ
ル
を
組
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は

非
常
に
意
義
あ
る
試
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）、
中
央
集
権
を
目
指
す
維
新
政
府
は
「
本
所
」

を
廃
止
し
、
再
興
神
祇
官
の
「
本
所
」
化
を
図
っ
た
が
、
頓
挫
し
た
。
以

降
、
神
社
神
職
は
国
家
の
統
制
を
受
け
た
が
、「
教
団
」
未
満
は
庇
護
者

を
失
う
状
態
が
続
い
た
。
彼
ら
は
、
政
府
に
よ
る
圧
力
が
強
ま
る
中
、
活

動
の
庇
護
者
を
強
く
希
求
し
た
。
貢
納
の
対
価
と
し
て
彼
ら
を
庇
護
し
た

「
本
所
」
の
機
能
を
具
え
た
大
成
教
の
登
場
は
、
彼
ら
の
希
望
を
叶
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
大
成
教
以
外
の
「
高
坏
モ
デ
ル
」
の
教
派
に
は
、
近
代

の
「
教
団
」
未
満
の
講
社
に
と
っ
て
「
本
所
」
の
役
割
を
果
た
す
も
の
が

あ
っ
た
（
石
原
報
告
）。
近
世
か
ら
近
代
へ
の
連
続
面
と
捉
え
得
る
。
近

代
日
本
は
中
央
集
権
化
を
果
た
し
な
が
ら
、「
下
等
社
会
」
に
連
関
す
る

「
教
団
」
未
満
に
対
し
て
は
「
本
所
」
を
必
要
と
す
る
限
界
性
を
露
呈
し

た
わ
け
で
あ
る
。
寛
容
性
の
淵
源
で
あ
る
「
神
道
」
概
念
の
曖
昧
さ
も
近

世
か
ら
継
承
さ
れ
、
大
成
教
も
そ
の
上
に
成
立
し
た
と
看
做
し
得
る
。

稲
荷
講
社
と
出
口
王
仁
三
郎

│
│ 

講
社
所
管
教
会
と
い
う
視
点
か
ら 

│
│

石
原
　
　
和

一　

は
じ
め
に

　

本
報
告
で
は
、
近
代
の
宗
教
活
動
統
制
下
の
「
教
団
」
未
満
の
宗
教
者

の
活
動
が
ど
の
よ
う
に
後
ろ
盾
を
得
て
展
開
し
て
い
た
の
か
を
課
題
と
し

た
。
こ
の
課
題
に
対
し
て
、
の
ち
に
大
本
と
な
る
出
口
王
仁
三
郎
の
霊
学

会
が
長
澤
雄
楯
の
稲
荷
講
社
の
所
管
教
会
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を

事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
た
だ
、
講
社
の
活
動
が
神
仏
道
管
長
の
許
可

の
も
と
法
制
上
明
文
化
さ
れ
て
い
た
の
と
違
い
、
こ
の
〝
講
社
所
管
教

会
〞
と
い
う
活
動
公
認
の
得
方
は
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
形
式
で
、
い
わ

福
岡
村
中
福
岡
の
水
神
教
會
（
明
治
二
十
二
年
）、
同
県
北
足
立
郡
笹
目

村
の
流
行
神
梅
木
稲
荷
教
会
（
大
正
二
年
）、「
僅
カ
ニ
自
己
ノ
氏
名
ヲ
読

ミ
得
ル
程
度
ノ
外
何
等
教
育
ナ
」
き
岩
崎
シ
メ
が
、「
自
己
ノ
或
ル
病
気

ガ
稲
荷
ニ
信
仰
ノ
結
果
全
治
」
し
た
と
い
う
経
験
を
も
と
に
「
下
等
社

会
」
の
人
々
百
名
ほ
ど
を
組
織
し
た
京
都
府
亀
岡
町
の
稲
荷
講
社
（
明
治

三
十
四
年
、
京
都
府
庁
文
書　

明
治
三
十
九
年
「
宗
教
」
社
寺
課
）
な
ど
、

雑
多
な
集
団
が
属
し
て
い
た
。
井
上
順
孝
は
、
大
成
教
の
特
質
と
し
て
、

上
記
の
よ
う
な
大
小
雑
多
に
し
て
、
様
々
な
神
を
戴
く
宗
教
集
団
を
配
下

と
す
る
寛
容
性
、
傘
下
組
織
の
自
律
的
な
活
動
・
独
立
性
の
容
認
、
傘
下

の
活
動
の
庇
護
と
傘
下
か
ら
の
貢
納
と
い
う
互
恵
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

か
か
る
大
成
教
の
特
質
は
、
近
世
に
宗
教
者
の
統
率
と
活
動
保
障
を
行

う
こ
と
を
江
戸
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
た
公
家
「
本
所
」
に
近
似
す
る
。
神

職
の
「
本
所
」
吉
田
家
・
白
川
家
や
、
陰
陽
師
の
「
本
所
」
土
御
門
家
が

著
名
で
あ
る
。「
本
所
」
と
配
下
は
活
動
公
認
と
そ
れ
に
対
す
る
貢
納
の

関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
。
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、「
本
所
」
は
神
社
に
奉

仕
す
る
神
職
だ
け
で
な
く
、
神
社
・
神
事
に
関
わ
る
俗
人
や
「
教
団
」
未

満
の
宗
教
者
た
ち
を
も
配
下
に
取
り
込
む
に
至
る
。
中
山
み
き
も
吉
田
家

に
、
川
手
文
治
郎
も
白
川
家
に
入
門
し
た
。「
本
所
」
は
公
家
ゆ
え
に
、

天
皇
や
朝
廷
に
由
来
す
る
権
威
を
帯
び
て
い
た
が
、
配
下
が
そ
れ
ら
の
権

威
を
共
有
し
て
い
た
か
は
別
途
検
討
を
要
す
る
。「
本
所
」
は
行
法
の
伝

授
を
行
う
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
活
動
が
行
わ
れ
て
い
よ
う
と

も
、
そ
れ
に
容
喙
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
か
か
る
寛
容
性
は
、
近

世
に
お
け
る
「
神
道
」
の
曖
昧
さ
に
由
来
し
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
近
世

の
「
本
所
」
は
、
大
成
教
同
様
、
寛
容
性
、
配
下
組
織
の
独
立
性
、
互
恵

性
と
い
う
特
質
を
具
え
て
い
た
。
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に
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
両
者
の
関
係
が
窺
え
る
。
①
教
会
の
名

称
、
会
則
の
認
可
な
ど
教
会
結
集
。
教
会
活
動
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
名
称
、
会
則
の
認
可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
作
成
に
あ
た
っ

て
は
、
上
部
講
社
の
規
約
に
準
拠
し
、
主
意
書
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
名
前
の
改
称
に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。
②
役
員
の
任
命
及
び
辞
令

書
の
発
行
な
ど
教
会
内
人
事
。
教
会
内
の
人
事
に
つ
い
て
も
、
役
員
を
選

挙
す
る
権
利
は
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
任
命
や
辞
令
書
の
発
給
に
当
た
っ

て
は
、
上
部
講
社
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。
③
分
霊
の
授
与
。
求
め
に
応

じ
て
講
社
か
ら
教
会
員
に
祭
神
が
下
付
さ
れ
た
。
こ
の
祭
神
は
信
仰
空
間

を
創
る
の
に
必
要
だ
っ
た
。
下
付
に
あ
た
っ
て
は
価
格
が
設
定
さ
れ
て
お

り
、
講
社
の
収
入
に
な
っ
た
。
独
自
の
活
動
を
す
る
教
会
と
講
社
を
つ
な

ぐ
紐
帯
と
な
っ
た
。
④
術
の
伝
授
。
鎮
魂
帰
神
な
ど
の
術
の
伝
授
に
関
し

て
も
講
社
が
掌
握
し
て
い
た
。
講
社
傘
下
の
宗
教
者
が
術
の
獲
得
の
確
認

は
で
き
て
も
、
師
匠
と
し
て
そ
の
術
の
習
得
を
示
す
免
状
を
直
接
発
給
で

き
な
い
と
い
う
家
元
の
よ
う
な
制
度
を
と
っ
て
い
た
。

四　

小
括
│
│
明
治
中
後
期
の
講
社
と
講
社
所
管
教
会

　

以
上
か
ら
本
所
制
度
の
近
代
版
と
も
い
え
る
宗
教
者
た
ち
の
関
係
が
法

的
に
グ
レ
ー
で
は
あ
る
が
、
活
動
の
現
場
で
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
た
。

　

所
管
教
会
は
そ
の
運
営
に
関
わ
る
決
定
権
は
な
く
、
す
べ
て
を
講
社
の

意
向
を
仰
が
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
講
社
の
講
員

と
し
て
活
動
が
認
め
ら
れ
て
い
た
感
が
強
い
。
そ
の
意
味
で
、
講
社
の

「
支
部
」
と
し
て
活
動
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
性
格
が
強
い
。
そ
の
代
わ

り
に
、
近
代
宗
教
秩
序
の
下
に
自
ら
を
お
き
、
自
ら
の
宗
教
活
動
の
展
開

を
可
能
に
し
た
。
一
方
、
講
社
に
と
っ
て
も
所
管
教
会
化
は
困
窮
す
る
神

ば
抜
け
穴
的
な
活
動
公
認
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
形
式
を
と
る
時
、
講
社

と
そ
の
所
管
教
会
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
講
社
所
管

教
会
は
近
代
宗
教
統
制
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
稲
荷

講
社
が
置
か
れ
た
月
見
里
神
社
か
ら
提
供
さ
れ
た
史
料
を
元
に
分
析
し

た
。二　

長
澤
雄
楯
と
稲
荷
講
社

　

│
│
長
澤
の
補
任
状
に
み
る
稲
荷
講
社
の
設
置
根
拠

　

稲
荷
講
社
は
長
澤
雄
楯
を
総
理
と
し
て
明
治
二
四
年
に
月
見
里
神
社
を

総
本
部
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
長
澤
は
月
見
里
神
社
の
神
官
を
勤
め
る
傍

ら
、
こ
こ
で
、
本
田
親
徳
か
ら
伝
え
ら
れ
た
霊
学
と
霊
術
に
基
づ
く
宗
教

活
動
を
行
い
、
宮
城
島
金
作
、
出
口
王
仁
三
郎
ら
多
く
の
弟
子
を
育
成
し

た
。

　

こ
の
稲
荷
講
社
は
、
月
見
里
神
社
史
料
の
中
に
、
大
社
教
か
ら
の
補
任

状
や
大
社
教
下
の
講
の
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
多
く

残
存
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
思
想
面
や
諸
活
動
で
も
繋
が
り
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
大
社
教
下
で
活
動
公
認
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

講
社
所
管
教
会
の
活
動
と
そ
の
地
位

　

│
│
稲
荷
講
社
と
稲
荷
講
社
所
管
霊
学
会

　

明
治
三
一
年
頃
か
ら
宗
教
活
動
を
始
め
た
出
口
王
仁
三
郎
は
教
団
化
を

志
し
、
活
動
公
認
を
求
め
、
様
々
な
教
団
を
め
ぐ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
最
終
的
に
長
澤
の
も
と
に
流
れ
着
き
、
活
動
の
後

ろ
盾
を
得
て
、
霊
学
会
の
活
動
を
開
始
し
た
。
こ
う
し
て
、
大
社
教
↓
稲

荷
講
社
↓
霊
学
会
と
い
う
、
民
衆
の
宗
教
活
動
の
後
ろ
盾
獲
得
の
あ
り
方

と
し
て
の
講
社
所
管
教
会
化
が
登
場
し
た
。

　

以
下
、
稲
荷
講
社
と
王
仁
三
郎
の
や
り
取
り
を
整
理
す
る
と
次
の
四
点
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作
の
宗
教
活
動
に
つ
い
て
報
告
を
お
こ
な
う
。

　

宮
城
島
金
作
の
生
家
で
あ
る
宮
城
島
家
は
駿
河
国
三
宮
御
穂
神
社
神
官

太
田
氏
に
属
す
る
社
家
の
一
族
で
あ
っ
た
。
金
作
の
父
で
あ
る
源
作
は
幕

末
期
に
は
赤
心
隊
、
隊
員
と
し
て
、
尊
皇
攘
夷
運
動
に
参
加
し
、
倒
幕
を

志
す
も
、
明
治
維
新
後
の
政
策
に
お
い
て
、
近
世
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て

い
た
宮
城
島
家
の
御
穂
神
社
社
人
と
し
て
の
職
務
や
職
位
を
一
時
的
に
は

失
っ
て
し
ま
う
。
源
作
は
教
派
神
道
の
大
社
教
の
訓
導
と
し
て
宗
教
活
動

に
関
わ
り
つ
つ
、
晩
年
に
な
り
、
よ
う
や
く
御
穂
神
社
の
祠
掌
に
復
帰
す

る
。
明
治
十
二
年
よ
り
、
長
澤
雄
楯
は
御
穂
神
社
祠
官
と
な
る
が
、
明
治

十
八
年
に
霊
学
神
道
家
本
田
親
徳
の
門
人
と
な
り
、
そ
の
教
学
と
行
法
を

受
容
し
つ
つ
、
清
水
・
三
保
地
方
の
神
社
神
道
の
復
興
を
お
こ
な
っ
た
。

　

宮
城
島
金
作
は
幼
少
の
頃
よ
り
、
そ
の
霊
能
力
に
よ
り
神
童
と
し
て
三

保
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
。
金
作
は
長
澤
雄
楯
の
下
で
本
田
霊
学
の
思

想
と
行
法
術
を
学
び
、
特
に
帰
神
法
に
よ
り
、
御
穂
神
社
祭
神
か
ら
の
託

宣
を
受
け
る
技
法
を
習
得
し
た
。
三
保
地
方
で
は
古
く
か
ら
御
穂
神
社
の

社
人
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
宮
城
島
家
の
氏
の
カ
リ
ス
マ
と
、
御
穂
神
社

の
神
霊
の
カ
リ
ス
マ
に
よ
り
、
金
作
は
信
徒
を
獲
得
し
、
御
穂
神
社
常
傭

か
ら
離
れ
、
神
道
本
局
管
轄
下
の
教
会
講
社
で
あ
る
神
道
三
穂
教
会
を
三

保
に
設
立
し
た
。
そ
の
後
、
静
岡
市
街
に
分
教
会
所
を
設
立
し
、
勢
力
を

伸
ば
し
た
。
宮
城
島
金
作
の
特
徴
と
し
て
は
、
神
道
三
穂
教
会
の
教
義
思

想
と
行
法
術
を
長
澤
雄
楯
が
教
授
し
た
本
田
霊
学
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
、

長
澤
雄
楯
の
月
見
里
神
社
付
属
稲
荷
講
社
に
お
け
る
霊
学
道
場
と
同
様
に

三
穂
教
会
斎
官
部
に
お
い
て
、
帰
神
法
を
教
会
幹
部
に
教
授
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
金
作
自
身
が
残
し
た
神
道
三
穂
教
会
資
料
の
特
徴
と
し

て
、
本
田
親
徳
と
長
澤
雄
楯
の
存
在
は
意
図
的
に
消
さ
れ
て
い
る
。
金
作

社
界
に
あ
っ
て
、
教
線
の
拡
大
と
収
入
の
獲
得
に
寄
与
し
た
点
で
メ
リ
ッ

ト
が
あ
っ
た
。

神
道
三
穂
教
会
と
宮
城
島
金
作

並
木
　
英
子

　

本
田
霊
学
の
継
承
者
で
あ
る
長
澤
雄
楯
は
千
人
余
り
の
門
弟
を
有
し
た

と
さ
れ
る
。
そ
の
一
人
に
、
神
霊
を
お
ろ
す
神
主
と
し
て
卓
越
し
た
能
力

を
発
揮
し
た
宮
城
島
金
作
（
号
：
宇
宙
、
明
治
六
年
五
月
九
日
―
大
正
十

年
六
月
十
七
日
）
が
い
た
。
宮
城
島
金
作
の
名
は
こ
れ
ま
で
月
見
里
神
社

付
属
稲
荷
講
社
発
行
の
『
惟
神
』、
顕
神
本
会
・
佐
藤
卿
彦
に
よ
る
『
鎮

魂
法
帰
神
術
の
法
』、
そ
し
て
明
治
神
社
祠
官
・
鈴
木
重
道
に
よ
る
『
本

田
親
徳
研
究
』
の
中
で
知
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
城
島
金
作

に
つ
い
て
の
情
報
と
し
て
は
、
上
述
の
三
書
に
よ
る
長
澤
門
人
か
ら
の
伝

聞
以
外
に
は
宮
城
島
金
作
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら

か
に
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
昭
和
十
五
年
発
行
の
『
惟
神
』
に
よ
れ

ば
、「
明
治
二
十
七
年
四
月
御
穂
神
社
に
於
い
て
雄
楯
審
神
者
と
な
り
、

神
主
宮
城
島
金
作
に
御
穂
神
社
眷
属
八
十
彦
命
神
憑
あ
り
、
日
清
戦
争
の

豫
言
を
な
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
重
道
の
『
本
田
親
徳
研
究
』
に
よ

れ
ば
、
晩
年
は
、
御
穂
教
会
（
マ
マ
）
を
設
立
し
、
盛
大
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鈴
木
は
自
ら
の
調
査
に
お
い
て
、
金
作
の
長
男

で
あ
り
、
神
道
三
穂
教
会
第
二
世
主
で
あ
っ
た
宮
城
島
信
雄
と
の
接
触
を

持
ち
な
が
ら
も
、
自
ら
の
過
去
を
閉
じ
た
信
雄
か
ら
は
、
詳
細
を
聞
く
こ

と
は
で
き
ず
、
こ
れ
以
後
、
神
道
三
穂
教
会
に
つ
い
て
の
調
査
は
進
む
こ

と
が
な
か
っ
た
。
本
発
表
は
、
宮
城
島
金
作
の
孫
に
あ
た
る
宮
城
島
光
二

氏
所
蔵
の
神
道
三
穂
教
会
資
料
に
基
づ
き
、
神
道
三
穂
教
会
と
宮
城
島
金
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て
い
る
。

　

井
上
報
告
は
、
大
成
教
が
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
宗
教
者
の
活
動
に
正
当
性

を
付
与
し
、
取
り
こ
ん
で
い
っ
た
事
例
に
着
目
し
、
こ
れ
に
近
世
の
「
本

所
」
概
念
を
援
用
し
て
分
析
し
た
。
大
成
教
と
そ
の
所
管
講
社
と
の
関
係

は
、「
本
所
」
と
宗
教
者
・
宗
教
者
組
織
の
関
係
性
に
近
似
し
て
い
る
と

い
い
、
近
世
的
組
織
構
造
が
近
代
に
お
い
て
再
生
│
│
明
治
政
府
の
中
央

集
権
的
志
向
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
な
が
ら
も
│
│
し
て
い
た
と
指
摘
す

る
。

　

石
原
・
並
木
報
告
は
、
静
岡
・
清
水
で
の
史
料
調
査
を
通
じ
て
、
教
派

神
道
研
究
と
民
衆
宗
教
研
究
に
ま
た
が
る
貴
重
な
知
見
を
提
供
し
た
。
石

原
報
告
は
、
長
澤
雄
楯
の
稲
荷
講
社
と
出
口
王
仁
三
郎
の
師
弟
関
係
に
焦

点
を
あ
わ
せ
、「
本
所
」
と
し
て
の
大
社
教
↓
稲
荷
講
社
↓
王
仁
三
郎
の

霊
学
会
と
い
う
系
統
組
織
が
ど
う
機
能
し
て
い
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
た
。
こ
れ
は
大
本
研
究
の
文
脈
で
も
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
ま
た
並

木
報
告
は
、
同
じ
く
長
澤
の
門
人
で
あ
る
宮
城
島
金
作
を
取
り
上
げ
、
一

人
の
カ
リ
ス
マ
的
宗
教
家
が
近
代
の
「
本
所
」
シ
ス
テ
ム
を
い
か
に
利
用

し
な
が
ら
み
ず
か
ら
の
宗
教
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
た
。

両
報
告
は
、
民
間
宗
教
者
た
ち
が
教
派
の
権
威
・
庇
護
を
求
め
つ
つ
、
活

動
の
自
律
性
を
も
確
保
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら

せ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
報
告
の
意
義
を
確
認
し
た
う
え
で
、
半
ば
〝
な
い
も
の
ね
だ

り
〞
に
な
る
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
三
点
ほ
ど
の
べ
て

お
き
た
い
。
ま
ず
、
井
上
報
告
は
近
代
の
「
本
所
」
の
傘
下
に
入
っ
た
群

小
の
宗
教
者
・
宗
教
者
組
織
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
中
央
集
権
の
限
界
の
外

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
世
界
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
若
干
の
留
保
が
必
要
な
の
で
は
な
い

は
本
田
霊
学
を
御
穂
神
社
の
祭
神
で
あ
る
三
穂
津
彦
命
・
三
穂
津
姫
命
と

金
作
の
守
護
神
霊
で
あ
り
、
御
穂
神
社
の
眷
属
神
で
あ
る
八
千
彦
命
と
社

霊
の
神
託
に
集
約
し
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
神
界
か
ら

授
与
さ
れ
た
「
神
感
高
等
一
等
神
主
」
を
自
ら
の
称
号
と
し
た
。
ま
た
、

金
作
は
宗
教
活
動
だ
け
で
な
く
、
数
々
の
事
業
も
展
開
し
、
神
道
三
穂
教

会
の
収
益
に
偏
ら
な
い
経
済
的
活
路
を
模
索
し
て
い
た
。

　

金
作
の
霊
的
カ
リ
ス
マ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
神
道
三
穂
教
会

は
、
金
作
の
死
後
、
金
作
の
よ
う
に
生
ま
れ
つ
き
の
霊
能
力
を
有
し
て
い

な
か
っ
た
息
子
の
信
雄
の
時
代
に
な
り
、
古
参
の
斎
官
の
指
導
の
下
、
信

雄
自
身
も
帰
神
法
の
習
得
を
目
指
す
も
の
の
、
修
行
に
励
ん
だ
結
果
、
心

身
を
害
し
、
金
作
の
死
後
四
年
で
教
会
は
閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

コ
メ
ン
ト

永
岡
　
　
崇

　

現
在
、
日
本
宗
教
史
の
研
究
で
は
、
教
団
や
宗
派
・
教
派
を
自
明
の
枠

組
み
と
し
た
議
論
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト

教
だ
け
で
な
く
、
教
派
神
道
や
民
衆
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
同
様
で
あ

る
。
教
団
・
教
派
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
歴
史
性
、
ま
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
内

部
の
多
様
性
や
流
動
性
を
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る

の
だ
。
た
と
え
ば
、
神
道
教
派
の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
小
規
模
な
民
間
宗

教
者
の
グ
ル
ー
プ
を
傘
下
に
お
さ
め
て
規
模
を
拡
大
さ
せ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
本
パ
ネ
ル
の
各
発
表
は
、
民
間
の
宗
教
者
が

明
治
中
期
の
神
道
教
派
と
ど
の
よ
う
に
関
係
を
取
り
結
び
、
活
動
を
展
開

さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
史
料
を
読
み
と
き
な
が
ら
明
ら
か
に
し
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パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

石
原
　
　
和

一　

パ
ネ
ル
主
旨

　

本
パ
ネ
ル
は
、
近
世
に
由
来
す
る
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
「
教
団
」

未
満
の
宗
教
者
た
ち
が
、
近
代
の
宗
教
政
策
の
も
と
、
ど
の
よ
う
な
活
動

を
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の
活
動
を
行
う
に
あ
た
っ
て
い
か
に
し
て
公

的
な
根
拠
を
得
て
い
た
の
か
（
得
よ
う
と
し
た
の
か
）
を
、
近
世
と
の
連

続
性
の
う
ち
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
民
衆
の
自
立

や
近
代
性
と
国
家
へ
の
抵
抗
を
旨
と
し
て
き
た
民
衆
宗
教
研
究
は
、
天
理

教
や
金
光
教
な
ど
に
対
象
を
限
定
し
た
上
で
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
見
出

す
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
じ
く
教
派
神
道
と
し
て
活
動
し
た
教

団
で
も
政
府
と
近
い
と
さ
れ
る
教
団
や
、
呪
術
的
な
活
動
を
維
持
し
て
き

た
「
教
団
」
未
満
の
活
動
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
視
野
に
入
れ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
宗
教
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
研
究
の

前
提
と
さ
れ
て
き
た
近
代
主
義
的
な
視
線
が
省
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

実
は
近
代
の
宗
教
動
向
が
常
に
そ
の
境
界
が
流
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
簡

単
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
こ
う
し
た
宗
教
史
研
究
の
現
状
を
踏
ま
え
、
本
パ
ネ
ル
で
は
、
民
衆

宗
教
を
中
心
と
し
つ
つ
も
そ
の
裾
野
ま
で
を
広
く
捉
え
、
具
体
的
な
事
例

を
挙
げ
な
が
ら
近
代
宗
教
活
動
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
展
開
し
て
い
く
宗
教
史
像
を
再
構
築
し
て
い
く

た
め
の
展
望
を
示
そ
う
と
し
た
。

二　

各
報
告
の
位
置
づ
け

　

近
代
に
な
る
と
近
世
的
宗
教
者
統
制
体
制
が
解
体
さ
れ
、
民
間
宗
教
者

の
活
動
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
国
民
教
化
が
志
向
さ

だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
大
成
教
な
ど
の
教
派
に
お
け
る
〝
緩
い
〞
管
理

の
も
と
で
、
所
管
講
社
は
自
由
度
の
高
い
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
た

が
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
彼
ら
が
近
代
国
家
の
影
響
圏
か
ら
自
由
で
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
の
活
動
自
体
に
近
代
的
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
や
国
体
論
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
流
入
・
生
成
し
、
そ
れ
が
教

派
の
思
想
性
を
規
定
し
て
い
っ
た
の
か
、
批
判
的
に
検
討
を
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
各
報
告
が
「
本
所
」
と
所
管
講
社
の
間
の
関
係
性
に
焦
点
を

あ
わ
せ
て
い
る
た
め
、
後
者
の
内
部
で
の
対
立
・
葛
藤
が
見
え
て
こ
な
い

憾
み
が
あ
る
。
中
山
み
き
や
出
口
な
お
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
神
が
他

の
権
威
の
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
指
導
者
も
い
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
近
代
的
「
本
所
」
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
抱
え
込
ま
れ
た
不
和

の
契
機
に
も
注
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
近
代
的
「
本
所
」
シ
ス
テ
ム
と
警
察
行
政
と
の
か
か
わ
り

は
、
今
後
の
大
き
な
論
点
に
な
る
だ
ろ
う
。「
教
団
」
未
満
の
宗
教
者
が

教
派
の
庇
護
を
求
め
る
動
機
の
ひ
と
つ
が
警
察
・
行
政
の
干
渉
を
避
け
る

こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
取
締
り
方
針
の
変
容
が
「
本
所
」
シ
ス
テ

ム
に
与
え
る
影
響
は
相
当
に
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
特

高
体
制
の
成
立
や
〝
類
似
宗
教
〞
概
念
の
導
入
と
い
っ
た
行
政
側
の
変
化

に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
本
所
」
シ
ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
の
歴

史
的
意
味
を
深
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　　94

『宗教研究』93巻別冊（2020年） パネル

に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
と
の
比
較
が
は
か
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
明
治
期
に
お
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
直
接
支
配
で
な
く
、
教

派
神
道
を
通
じ
た
間
接
的
な
講
社
支
配
と
い
う
近
世
本
所
に
似
た
緩
や
か

な
民
間
宗
教
者
の
支
配
の
あ
り
方
が
あ
っ
た
と
い
う
点
が
明
晰
に
な
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
宗
教
弾
圧
を

念
頭
に
、
こ
う
し
た
緩
や
か
な
支
配
は
、
宗
教
団
体
法
の
制
定
に
向
け
た

動
向
の
中
で
失
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
が
示
さ
れ

た
。

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
む
し
ろ
宗
教
者
た
ち
の
力
を
動
員
す
べ
く
、
講
社

結
集
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
国
民
教
化
も
頓
挫
し
、
講

社
の
中
に
は
独
立
し
、
の
ち
の
教
派
神
道
と
な
る
教
団
が
あ
ら
わ
れ
た
。

の
ち
、
こ
の
教
派
神
道
の
下
で
講
社
活
動
が
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
が
民
間
宗
教
者
た
ち
の
活
動
の
受
け
皿
と
な
っ
た
。

　

井
上
報
告
で
は
、
近
世
本
所
の
廃
止
か
ら
教
派
神
道
結
集
体
制
の
確
立

期
を
扱
い
、
近
世
の
本
所
支
配
と
教
派
神
道
を
通
じ
た
民
間
宗
教
者
把
握

の
連
続
性
に
注
目
し
た
。
石
原
、
並
木
報
告
で
は
講
社
結
集
体
制
確
立
後

の
運
用
と
応
用
に
注
目
し
た
。
前
者
で
は
、
教
派
神
道
↓
講
社
↓
講
社
所

管
教
会
と
い
う
民
間
宗
教
者
の
活
動
公
認
体
制
と
講
社
―
所
管
教
会
関
係

を
論
じ
た
。
後
者
で
は
、
宗
教
者
と
宗
教
の
現
場
に
注
目
し
、
そ
の
活
動

の
維
持
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
の
か
に
注
目
し
た
。
な

お
、
こ
の
二
報
告
は
、
静
岡
市
清
水
区
で
の
調
査
に
基
づ
く
、
未
刊
行
の

新
出
史
料
を
用
い
た
成
果
報
告
で
も
あ
る
。

三　

議
論
要
旨

　

井
上
報
告
を
め
ぐ
っ
て
、
近
世
本
所
体
制
下
で
分
霊
の
下
付
や
術
の
伝

授
な
ど
の
紐
帯
は
あ
っ
た
の
か
、
近
世
本
所
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
、
か

せ
ぎ
、
旦
那
場
、
身
分
保
障
、
免
状
の
形
式
、
国
家
か
ら
の
期
待
と
い
う

観
点
か
ら
議
論
が
さ
れ
た
。
石
原
報
告
を
め
ぐ
っ
て
、
講
社
所
管
教
会
と

い
う
形
式
の
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
稲
荷
講
社
と
出
口
王
仁
三
郎
の

教
会
の
所
管
関
係
が
い
つ
ま
で
続
い
た
か
、
新
史
料
に
見
え
る
新
た
な
初

期
大
本
教
像
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
議
論
の
中
で
、
明
治

一
五
年
の
神
官
・
教
導
職
（
神
社
と
宗
教
）
の
分
離
に
対
す
る
大
社
教
の

立
場
と
稲
荷
講
社
の
全
国
展
開
の
関
係
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の

う
え
で
、
並
木
報
告
で
論
じ
ら
れ
た
神
道
三
穂
教
会
が
地
域
の
カ
リ
ス
マ
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越
境
す
る
教
派
神
道

│
│ 

組
織
化
に
お
け
る
交
渉
・
葛
藤
・
分
裂 

│
│

代
表
者
・
司
会　

弓
山
達
也

越
境
す
る
教
派
神
道 

│
│ 

組
織
化
に
お
け
る
交
渉
・
葛
藤
・
分
裂 

│
│

弓
山　

達
也

　

本
報
告
は
、
天
理
教
の
教
祖
在
世
中
の
講
社
で
あ
る
天
輪
王
明
誠
社
を

事
例
に
、
二
つ
の
神
道
教
派
間
を
、
講
社
が
行
き
来
し
て
い
た
実
態
や
、

か
か
る
組
織
的
な
分
裂
の
背
後
に
あ
る
信
仰
者
の
主
体
的
な
越
境
に
光
を

当
て
、「
越
境
す
る
教
派
神
道
」
の
テ
ー
マ
の
理
解
の
一
助
を
な
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　

明
誠
社
は
明
治
一
〇
年
代
初
期
、
天
理
教
伝
道
史
上
、
京
都
に
お
け
る

最
初
期
の
布
教
者
で
あ
る
奥
六
兵
衛
を
講
元
と
し
、
そ
こ
に
は
最
も
早
く

東
京
布
教
に
出
た
う
ち
の
一
人
で
あ
る
中
野
政
次
郎
、
の
ち
の
天
理
教
の

有
力
大
教
会
初
代
会
長
の
深
谷
源
次
郎
や
宇
野
善
助
な
ど
が
い
た
。
し
か

し
一
六
年
秋
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
、
六
兵
衛
の
行
状
や
講
社
の
神
習
教

所
属
に
違
和
感
を
持
っ
た
深
谷
、
宇
野
ら
が
明
誠
社
か
ら
離
脱
し
、
新
た

に
斯
道
会
が
結
成
さ
れ
た
。

　

一
方
、
天
理
教
も
一
八
年
に
神
道
本
局
か
ら
教
会
設
立
認
可
を
受
け
、

二
一
年
に
は
東
京
府
知
事
か
ら
神
道
直
轄
天
理
教
会
本
部
設
立
が
認
可
。

同
年
に
は
明
誠
社
も
京
都
府
・
東
京
府
か
ら
事
務
取
扱
所
設
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
道
本
局
下
の
天
理
教
会
と
神
習
教
下
の
明
誠
社

が
制
度
的
に
明
確
に
な
っ
た
た
め
、
明
誠
社
は
天
理
教
本
部
と
疎
遠
に
な

っ
て
い
っ
た
。
天
理
教
内
の
斯
道
会
と
の
関
係
も
、
分
裂
直
後
は
、
明
誠

社
が
優
位
に
あ
っ
た
も
の
の
、
次
第
に
地
位
や
教
勢
が
逆
転
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。

　

明
誠
社
は
こ
の
の
ち
京
都
の
明
誠
本
部
と
東
京
の
東
本
部
に
分
か
れ
て

い
き
、
や
が
て
没
交
渉
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
一
五
年
の
宗
教

団
体
法
の
施
行
と
と
も
に
、
神
習
教
か
ら
主
祭
神
に
つ
い
て
干
渉
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
翌
年
、
明
誠
本
部
は
神
習
教
の
傘
下
か
ら
独
立
し
、
神
習

教
に
留
ま
っ
た
東
本
部
と
の
分
裂
と
な
っ
た
。

　

明
誠
社
の
事
例
は
、
神
習
教
傘
下
に
収
ま
っ
た
明
誠
社
と
神
道
本
局
下

の
天
理
教
と
そ
の
講
社
で
あ
る
斯
道
会
、
ま
た
宗
教
団
体
法
下
に
お
け
る

神
習
教
の
教
規
締
め
付
け
と
い
う
制
度
や
組
織
上
の
要
因
に
よ
る
二
度
の

分
裂
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
越
境
」
と
い
う
概
念
を
加

え
る
と
、
も
う
少
し
違
っ
た
視
点
か
ら
こ
の
分
裂
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
組
織
（
教
団
）
に
翻
弄
さ
れ
る
個
人
（
信
仰

者
）
で
は
な
く
、
個
人
の
主
体
的
な
営
為
と
し
て
、
こ
の
「
越
境
」
を
考

え
て
み
た
い
。

　

天
理
教
側
の
史
料
に
よ
る
と
「
放
蕩
」「
高
慢
」「
心
得
違
」
と
さ
れ
る

奥
六
兵
衛
で
あ
る
が
、
彼
が
神
習
教
教
師
に
な
っ
た
明
治
二
〇
年
年
代
に

は
、
次
々
と
天
理
教
教
祖
の
「
み
か
ぐ
ら
う
た
」
の
木
版
化
、「
お
ふ
で

さ
き
」
の
書
写
を
行
い
、
こ
れ
ら
は
彼
が
布
教
を
し
た
地
に
伝
わ
っ
て
お

り
、
む
し
ろ
天
理
教
の
信
仰
の
継
続
、
そ
の
拡
大
に
尽
力
し
て
い
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。
天
理
教
側
の
史
料
の
み
に
依
れ
ば
六
兵
衛
の
変
節
、
ま

た
制
度
・
組
織
上
の
推
移
の
み
に
目
を
や
れ
ば
明
誠
社
の
神
習
教
へ
の
転

属
に
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
こ
に
は
天
理
教
の
聖
地
「
ぢ
ば
」
か
ら
の
離

反
に
葛
藤
し
つ
つ
も
、
信
仰
を
持
続
し
よ
う
と
す
る
姿
も
看
取
さ
れ
よ

う
。
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か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
一
九
年
に
大
分
県
で
信
徒

総
代
ら
が
「
天
真
教
」
と
い
う
一
派
を
請
願
す
る
「
信
徒
分
裂
事
件
」
が

起
き
た
。
大
分
県
は
、
黒
住
講
社
独
立
請
願
人
一
万
二
千
を
数
え
る
布
教

圏
で
あ
っ
た
。「
信
徒
分
裂
事
件
」
は
、
教
規
制
定
を
背
景
に
し
た
本
部

に
よ
る
巡
廻
教
師
や
教
職
の
新
任
等
に
係
る
醵
金
等
へ
の
不
満
が
募
り
、

そ
れ
に
伴
い
他
教
派
へ
の
転
属
者
が
生
じ
た
た
め
、
信
仰
基
盤
を
維
持
し

よ
う
と
地
元
信
徒
総
代
ら
が
独
立
請
願
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、「
神
道
黒
住
教
な
る
も
の
と
同
源
分
殊
特
種
別
立
の
教
旨
」
は
河
上

忠
晶
（
岡
山
藩
士
で
漢
学
者
、
黒
住
教
の
教
義
書
を
記
す
）
の
教
示
す
る

大
主
義
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
教
祖
の
神
戒
（
七
ケ
条
を
云
ふ
）
を

遵
守
」
等
と
教
義
上
の
独
自
性
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

　

金
光
教
は
、
明
治
一
八
年
に
神
道
金
光
教
会
を
設
立
す
る
が
、
各
地
の

布
教
者
た
ち
は
既
存
教
派
に
所
属
す
る
こ
と
で
布
教
容
認
を
得
て
い
た
。

山
口
県
で
は
、
明
治
一
七
年
に
設
立
さ
れ
た
神
宮
教
附
属
神
風
講
社
金
神

組
（
後
の
三
柱
教
会
）
に
多
く
の
布
教
者
が
属
し
て
お
り
、
神
道
金
光
教

会
へ
の
転
属
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
強
い
祈
念
力
を
有
し
た
布
教
者
と

信
者
は
講
の
形
態
を
と
り
信
仰
を
営
ん
で
い
て
、
信
者
の
中
に
は
「
御
本

社
」（
金
光
大
神
広
前
）
の
存
在
を
知
ら
な
い
者
も
い
た
。
し
か
し
、
神

道
金
光
教
会
に
よ
る
交
渉
も
あ
り
、
地
元
の
人
々
に
は
「
親
」
で
あ
る
御

本
社
と
「
継
母
」
で
あ
る
金
神
組
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
葛
藤
が
生
じ
、

結
果
的
に
は
明
治
二
三
年
に
有
力
布
教
者
の
一
人
で
あ
っ
た
唐
樋
常
蔵
が

所
長
と
な
る
神
道
金
光
教
会
由
布
分
所
を
設
立
す
る
に
至
る
。
一
方
で
、

転
属
し
な
か
っ
た
者
、
転
属
が
明
治
三
〇
年
代
に
な
っ
た
者
も
あ
り
、
分

裂
状
況
は
長
期
に
及
ん
だ
。

　

ま
た
、
東
京
で
は
、
明
治
二
一
年
に
畑
徳
三
郎
ら
が
神
道
金
光
教
会
と

　

明
誠
社
の
こ
う
し
た
転
属
を
し
て
ま
で
も
信
仰
を
保
持
す
る
主
体
的
な

「
越
境
」
は
、
宗
教
団
体
法
下
の
神
習
教
の
教
規
締
め
付
け
の
際
の
明
誠

社
の
分
裂
と
な
っ
て
い
る
。
宗
教
結
社
に
な
っ
た
明
誠
本
部
は
、
こ
れ
を

「
五
十
余
年
の
神
習
教
の
羈
絆
を
解
い
た
も
の
」
と
表
現
し
、
天
理
教
で

封
印
さ
れ
て
い
た
儀
礼
に
つ
い
て
「
世
界
で
た
だ
一
ヶ
所
だ
け
の
完
全
無

欠
の
「
お
つ
と
め
」
と
教
義
の
説
法
を
し
て
い
た
」
と
の
自
負
が
う
か
が

え
る
。
現
在
も
こ
の
道
統
を
伝
え
る
天
輪
王
明
誠
教
団
で
は
月
に
三
回
、

天
理
教
式
の
祭
典
が
執
行
さ
れ
、
年
に
一
回
、
ぢ
ば
へ
の
参
拝
も
行
わ
れ

て
い
る
。

　

神
習
教
と
神
道
本
局
の
間
で
引
き
裂
か
れ
、
宗
教
団
体
法
下
に
お
け
る

教
規
締
め
付
け
で
分
派
し
て
い
っ
た
明
誠
社
の
二
度
の
分
裂
に
、
信
仰
者

の
主
体
的
営
為
で
あ
る
「
越
境
」
の
光
を
当
て
た
時
、
明
誠
社
の
事
例
に

は
、
宗
教
政
策
の
落
と
し
子
と
し
て
の
性
格
と
と
も
に
、
宗
教
的
根
源
者

（
教
祖
や
聖
地
や
道
統
）
を
め
ぐ
る
相
互
交
渉
や
葛
藤
と
い
っ
た
組
織
化

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
拡
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

金
光
教
と
黒
住
教
に
み
る
組
織
形
成
の
葛
藤

藤
井　

麻
央

　

本
発
表
は
、
神
道
教
派
の
中
で
も
集
団
の
同
質
性
が
高
い
と
い
わ
れ
る

金
光
教
と
黒
住
教
に
お
い
て
、
教
導
職
制
廃
止
と
管
長
制
導
入
に
よ
る
教

派
神
道
体
制
の
確
立
を
背
景
に
し
た
組
織
化
は
地
域
に
根
差
し
た
信
仰
営

為
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
数
例
を
も
と
に
検
討
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

黒
住
教
は
、
明
治
九
年
に
別
派
差
許
を
受
け
、
講
社
組
織
を
備
え
た
状

態
で
明
治
一
〇
年
代
後
半
を
迎
え
て
い
た
が
、
教
導
職
制
廃
止
等
は
少
な
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た
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
、
金
光
教
や
黒
住
教
が
「
純
粋
派
」「
樹
木
モ

デ
ル
」
等
と
析
出
さ
れ
る
特
性
を
有
す
る
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
や
力
学
を
改

め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

実
行
教
の
組
織
化
に
お
け
る
非
富
士
信
仰
的
要
因

今
井　

功
一

　

実
行
教
は
、
彼
ら
が
信
仰
の
祖
と
す
る
富
士
行
者
・
角
行
に
よ
る
「
も

と
の
ち
ち
は
は
」
と
い
う
世
界
創
造
に
か
か
わ
る
神
々
を
「
天
祖
参
神
」

す
な
わ
ち
天
御
中
主
神
、
高
御
産
巣
日
神
、
神
産
巣
日
神
の
「
造
化
三

神
」
に
読
み
替
え
る
等
、
富
士
信
仰
の
一
形
態
で
あ
る
不
二
道
に
そ
れ
以

外
の
も
の
を
取
り
入
れ
た
。

　

組
織
の
面
で
は
、
実
行
教
の
前
身
で
あ
る
不
二
道
は
小
谷
禄
行
三
志
、

理
性
院
行
雅
と
い
っ
た
「
大
導
師
」
と
、
同
気
と
呼
ば
れ
る
各
地
の
信
徒

の
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
集
合
で
あ
っ
た
。
教
派
神
道
と
し
て
の
実
行
教

は
、
管
長
世
襲
に
象
徴
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
政
府
あ
る
い
は
国
家

の
そ
れ
を
写
す
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
教
義
の
面
で
は
な
く
そ
う
し

た
組
織
の
う
ち
教
師
養
成
部
門
に
着
目
す
る
と
、
明
治
三
〇
年
前
後
に
そ

れ
ら
の
成
立
を
主
導
し
た
の
が
漢
学
者
で
あ
る
勝
屋
馬
三
男
（
一
八
六
九

―
一
九
三
三
）
や
国
学
者
で
あ
る
金
丸
俊
胤
（
一
八
五
九
―
一
九
二
二
）

と
い
っ
た
富
士
信
仰
以
外
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
実
行
教
本
館
の
幹
部
で
あ
っ

た
。
実
行
教
は
明
治
二
〇
年
代
か
ら
富
士
信
仰
系
と
い
う
枠
あ
る
い
は
一

教
団
の
枠
を
越
え
、
月
刊
誌
『
惟
一
』
を
媒
体
と
し
て
「
神
道
界
全
体
」

の
改
革
を
目
指
し
て
い
た
。
実
行
教
の
教
師
養
成
に
対
す
る
態
度
や
実
行

教
本
館
の
動
き
は
『
惟
一
』
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　
「
布
教
伝
道
ス
ル
教
師
ハ
教
義
宗
旨
ニ
精
通
ス
ル
ノ
外
尚
尋
常
中
学
科

し
て
布
教
を
開
始
す
る
四
年
前
か
ら
、
大
阪
布
教
を
開
拓
し
た
初
代
白
神

新
一
郎
に
導
か
れ
た
御
園
ヤ
エ
が
神
習
教
に
属
し
て
布
教
を
し
て
お
り
、

両
者
の
間
に
は
葛
藤
が
生
じ
た
。
畑
に
し
て
み
れ
ば
御
園
の
行
為
は
「
吾

主
祭
の
神
を
奉
斎
し
同
教
異
名
の
教
会
」
と
映
り
「
権
利
上
の
屈
辱
」
で

あ
っ
た
が
、
逆
に
御
園
に
し
て
み
れ
ば
「
白
神
先
生
の
お
道
案
内
」
を
広

め
る
こ
と
が
重
要
で
、
所
属
が
ど
こ
で
あ
る
か
は
二
の
次
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
こ
の
事
例
で
も
分
裂
状
況
は
長
期
に
及
ん
だ
が
、
最
終
的
に
御
園
は

明
治
四
〇
年
に
な
り
金
光
教
に
転
属
し
た
。

　

山
口
と
東
京
の
分
裂
状
況
は
、
信
仰
中
枢
や
宗
教
様
式
が
未
確
立
の
状

態
で
自
然
発
生
的
に
布
教
地
が
拡
大
し
て
い
っ
た
金
光
教
の
組
織
形
成
期

の
実
態
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
各
地
の
布
教

者
と
そ
の
信
者
に
と
っ
て
、
信
仰
の
存
立
基
盤
と
し
て
、
神
道
金
光
教
会

の
存
在
よ
り
も
地
域
の
関
係
性
や
信
仰
の
導
き
関
係
が
優
先
す
る
場
面
も

あ
っ
た
。
一
方
で
、
彼
ら
の
金
光
教
帰
属
を
可
能
に
し
た
の
は
、
分
裂
が

信
仰
上
の
決
定
的
差
異
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
と
思
料
さ
れ

る
。

　

以
上
の
黒
住
教
と
金
光
教
の
事
例
は
、
信
仰
中
枢
（
本
部
）
が
周
縁

（
地
方
）
に
対
し
て
一
元
管
理
を
実
質
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
周

縁
で
動
揺
や
分
裂
状
況
が
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
創
始
者
に
よ
る
創
唱
性

の
度
合
い
が
高
く
て
も
自
然
に
収
斂
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
集
団
の
一

元
化
は
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
は
大

局
的
に
み
れ
ば
神
道
事
務
局
体
制
が
崩
壊
し
、
神
社
・
講
社
及
び
旧
教
導

職
ら
が
流
動
化
す
る
中
で
、
各
派
で
そ
の
内
実
が
形
成
さ
れ
境
界
線
が
明

確
化
す
る
過
程
で
の
動
向
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
生
じ
た

地
域
に
お
け
る
神
道
を
め
ぐ
る
様
々
な
越
境
の
一
例
で
も
あ
る
。
こ
う
し



　　98

『宗教研究』93巻別冊（2020年） パネル

は
そ
の
後
、
伊
那
を
中
心
と
し
た
多
く
の
信
徒
と
共
に
教
育
勅
語
奉
賛
の

た
め
の
組
織
で
あ
る
大
日
本
実
行
会
を
組
織
し
、
実
行
教
の
分
裂
を
も
た

ら
し
た
。
伊
那
の
信
徒
が
「
御
恩
礼
式
」
や
「
不
二
道
」
と
無
関
係
な
教

会
講
社
の
増
加
を
嫌
っ
た
た
め
と
も
い
わ
れ
る
が
、
同
時
に
彼
ら
は
富
士

信
仰
教
団
で
あ
る
こ
と
を
捨
て
も
し
た
の
で
あ
る
。

　

実
行
教
に
お
い
て
は
柴
田
家
や
不
二
道
以
来
の
古
参
信
徒
で
は
な
く
、

神
道
教
団
と
し
て
の
実
行
教
に
参
加
し
た
国
学
者
や
漢
学
者
が
編
集
者
あ

る
い
は
発
行
者
、
印
刷
者
と
し
て
教
団
内
部
で
活
躍
し
、
教
師
検
定
法
や

教
學
寮
な
ど
を
整
備
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
勝
屋
に
し
て
も
金
丸
に
し
て

も
教
団
に
残
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
去
る
先
は
勝
屋
の
場
合
は
咸

宜
園
で
あ
り
、
金
丸
の
場
合
は
大
日
本
実
行
会
で
あ
っ
た
。
神
道
界
全
体

の
改
革
が
志
向
す
る
普
遍
性
と
富
士
信
仰
系
教
団
と
し
て
の
独
自
性
の
間

の
葛
藤
は
、
分
裂
の
可
能
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
。

大
成
教
に
包
括
さ
れ
た
近
世
教
化
活
動

荻
原　
　

稔

　

本
発
表
で
は
、
近
世
末
期
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
教
化
活
動
が
、
明

治
初
期
の
教
導
職
制
度
と
そ
の
変
容
で
あ
る
「
教
派
神
道
」
に
対
応
し
て

い
く
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
な
か
で
も
、
そ
の
組
織
と
し
て
の
統

一
性
が
弱
い
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
包
容
性
が
高
い
と
も
い
え
る
大
成
教

会
・
神
道
大
成
教
を
軸
に
し
て
、
そ
こ
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
井

上
正
鐡
に
発
す
る
禊
教
、
横
山
丸
三
に
発
す
る
淘
宮
、
そ
し
て
心
学
と
俳

諧
の
結
社
の
事
例
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

禊
教
は
井
上
正
鐡
（
一
七
九
〇
―
一
八
四
九
）
が
、
天
保
十
一
年
（
一

八
四
〇
）
に
創
始
し
た
「
祓
修
行
」
に
起
源
が
あ
る
が
、
孫
弟
子
の
東
宮

相
当
以
上
ノ
学
識
ヲ
具
備
ス
ル
」
よ
う
示
さ
れ
た
明
治
二
八
年
五
月
三
〇

日
の
内
務
省
訓
令
第
九
号
に
呼
応
し
て
、『
惟
一
』
編
集
人
で
實
行
教
本

館
幹
部
の
勝
屋
馬
三
男
が
、
同
六
月
の
第
二
一
号
に
教
師
の
質
を
問
う
論

説
「
天
下
の
冗
教
師
を
淘
汰
せ
よ
」
を
、
同
一
〇
月
に
は
教
師
検
定
法
と

そ
れ
に
つ
い
て
の
論
説
を
発
表
し
た
。
明
浜
と
号
し
、
咸
宜
園
最
後
の
塾

主
と
し
て
知
ら
れ
る
勝
屋
馬
三
男
は
、
明
治
二
三
年
か
ら
二
六
年
九
月
ま

で
私
塾
で
漢
学
教
授
、
私
立
有
隣
学
舘
と
真
宗
振
風
教
校
で
漢
文
を
教
授

し
た
後
、
明
治
二
七
年
に
上
京
し
た
頃
か
ら
実
行
教
本
館
に
所
属
し
て
い

た
。
明
治
二
月
に
は
新
た
に
整
備
さ
れ
た
教
師
検
定
法
に
も
と
づ
き
、
本

教
教
師
第
一
回
試
験
が
施
行
さ
れ
た
。
勝
屋
は
「
本
館
教
師
試
験
員
」
に

後
に
第
三
代
管
長
と
な
る
柴
田
孫
太
郎
と
と
も
に
任
命
さ
れ
、
制
度
整
備

に
と
ど
ま
ら
ず
そ
の
実
行
も
担
当
し
て
い
る
。
勝
屋
は
明
治
二
九
年
二
月

に
は
教
史
の
編
纂
と
「
教
學
寮
」
設
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
説
を
発
表

し
た
が
、
同
年
一
〇
月
、
塾
主
と
し
て
咸
宜
園
に
戻
る
こ
と
と
な
り
実
行

教
本
館
を
去
っ
た
。

　

勝
屋
が
実
行
教
を
去
っ
た
後
、
実
行
教
本
館
幹
部
と
し
て
教
師
養
成
を

主
唱
し
た
の
が
金
丸
俊
胤
で
あ
る
。
宮
内
省
宮
内
官
な
ど
を
務
め
た
佐
賀

出
身
の
国
学
者
で
あ
る
金
丸
は
、
勝
屋
の
後
継
と
し
て
編
集
を
務
め
た
。

金
丸
は
、
編
集
者
と
し
て
で
は
な
く
一
寄
稿
者
と
し
て
あ
る
い
は
読
者
と

し
て
以
前
か
ら
『
惟
一
』
の
誌
面
刷
新
、
教
団
改
革
を
求
め
て
お
り
、
第

三
二
号
（
二
九
年
一
二
月
）
か
ら
編
集
人
に
就
任
す
る
と
『
惟
一
』
に
誌

面
改
革
の
一
つ
と
し
て
誌
上
講
義
「
講
義
録　

古
事
記
上
巻
講
義
」
と
題

さ
れ
た
連
載
を
開
始
し
、
教
師
の
質
確
保
の
た
め
の
方
策
を
と
っ
た
。
だ

が
、
そ
こ
で
注
力
さ
れ
た
科
目
は
「
古
事
記
」
で
あ
り
「
万
葉
集
」
で
あ

り
、
富
士
信
仰
教
団
と
し
て
の
実
行
教
の
姿
は
薄
く
感
じ
ら
れ
る
。
金
丸
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属
す
る
「
禊
教
社
」
か
ら
離
脱
し
て
「
惟
神
教
会
禊
社
長
」
と
な
り
、
独

立
・
管
長
設
置
へ
の
歩
み
を
進
め
た
。
ま
た
、
淘
宮
の
六
高
弟
の
一
人
で

あ
る
新
家
春
三
は
、
明
治
十
三
年
五
月
に
「
惟
神
教
会
淘
宮
講
社
長
」
と

な
っ
て
い
て
、
同
じ
く
六
高
弟
の
佐
野
量
丸
や
そ
の
門
人
吉
川
一
元
な
ど

の
社
中
が
大
成
教
に
参
加
し
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
明
確
な
史
料
は

未
見
だ
が
、
こ
う
し
た
調
整
を
平
山
省
斎
が
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

十
二
年
九
月
に
は
、
平
山
省
斎
が
主
導
し
て
「
本
教
大
成
教
会
」
が
結

成
さ
れ
、
十
五
年
五
月
に
は
「
神
道
大
成
派
」
と
し
て
特
立
と
管
長
設
置

が
な
さ
れ
た
。「
禊
教
社
」
は
、
直
後
の
十
二
年
十
一
月
に
は
、
傘
下
に

入
っ
て
中
核
的
な
地
位
を
占
め
た
が
、
心
学
で
も
同
年
の
う
ち
に
、
参
前

舎
な
ど
が
「
大
成
教
付
属
心
学
講
社
」
と
な
り
、
の
ち
に
は
全
国
十
二
の

講
舎
が
傘
下
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
全
国
の
心
学
講
舎
の
中
心
で

あ
っ
た
京
都
の
明
倫
舎
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
俳
諧
の
結
社
で
は
、
十
六

年
（
一
八
八
三
）
四
月
に
「
俳
諧
教
林
盟
社
」
は
大
成
教
に
転
属
し
、

「
俳
諧
明
倫
講
社
」
は
、
後
の
「
神
道
（
本
局
）」
傘
下
の
中
間
包
括
組
織

と
し
て
、
十
八
年
（
一
八
八
五
）
三
月
に
は
「
神
道
芭
蕉
派
」
の
許
可
を

受
け
る
母
体
と
な
っ
た
が
、
二
十
九
年
に
な
る
と
「
大
成
教
古
池
教
会
」

も
組
織
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
三
十
一
年
に
民
法
が
施
行
さ
れ
て
公
益
法
人
の
制
度
が

立
ち
上
が
る
と
、
教
化
活
動
は
「
教
派
神
道
」
か
ら
離
脱
し
始
め
、
心
学

で
は
、
大
阪
の
明
誠
舎
が
三
十
八
年
三
月
、
東
京
の
参
前
舎
も
大
正
十
年

十
二
月
に
社
団
法
人
に
な
り
、
淘
宮
も
、
昭
和
十
九
年
六
月
に
「
社
団
法

人
日
本
淘
道
会
」
と
な
っ
て
大
成
教
を
離
れ
て
い
る
。

千
別
（
一
八
三
三
―
一
八
九
七
）
が
中
心
に
な
っ
て
、
明
治
五
年
（
一
八

七
二
）
五
月
に
布
教
活
動
の
許
可
を
申
請
し
、
八
月
に
「
吐
菩
加
美
講
」

と
し
て
布
教
公
認
が
な
さ
れ
た
。
心
学
は
石
田
梅
岩
に
よ
っ
て
創
始
さ

れ
、
神
儒
仏
の
三
教
一
致
の
平
易
な
生
活
倫
理
を
説
き
、
江
戸
で
は
参
前

舎
が
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
幕
末
に
な
る
と
、
講
舎
の
数
も
激
減
し
て
い

た
が
、
過
去
の
実
績
か
ら
か
、
教
導
職
設
置
間
も
な
い
明
治
五
年
五
月
に

は
、
参
前
舎
舎
主
の
高
橋
好
雪
が
教
導
職
に
補
せ
ら
れ
た
。
神
道
化
を
促

さ
れ
た
も
の
の
、
神
儒
仏
一
致
の
伝
統
に
従
っ
て
拒
絶
し
た
が
、
八
月
に

は
従
前
ど
お
り
の
活
動
を
許
さ
れ
て
い
る
。
淘
宮
は
横
山
丸
三
（
一
七
八

〇
―
一
八
五
四
）
が
天
保
五
年
（
一
八
三
八
）
正
月
に
指
導
を
始
め
た

「
天
源
淘
宮
学
」
に
起
源
が
あ
る
が
、
東
京
府
の
官
吏
の
勧
誘
に
よ
り
、

明
治
六
年
五
月
に
布
教
活
動
を
申
請
し
て
許
可
を
受
け
た
。
江
戸
の
俳
諧

は
多
く
の
系
統
の
宗
匠
が
乱
立
し
た
状
況
だ
っ
た
が
、
明
治
六
年
ご
ろ
か

ら
、
宗
匠
た
ち
に
教
導
職
と
な
る
よ
う
に
勧
誘
が
あ
り
、
明
治
七
年
四
月

に
は
、
関
爲
山
を
中
心
に
し
た
「
俳
諧
教
林
盟
社
」
と
、
同
年
八
月
に
三

森
幹
雄
を
中
心
に
し
た
「
俳
諧
明
倫
講
社
」
が
結
成
さ
れ
、
各
宗
匠
が
雑

然
と
存
在
し
て
い
た
俳
壇
に
、
教
導
職
制
度
に
よ
る
二
つ
の
結
社
が
出
現

し
た
。

　

明
治
八
年
四
月
に
、
神
仏
教
導
職
の
分
離
が
行
わ
れ
る
と
、
東
京
で
は

東
京
府
神
道
事
務
分
局
傘
下
の
中
間
包
括
組
織
と
し
て
「
惟
神
教
会
」
が

結
集
さ
れ
て
、
平
山
省
斎
が
教
会
長
に
な
っ
た
。
俳
諧
教
林
盟
社
は
こ
こ

に
加
入
し
て
い
た
記
録
が
あ
る
が
、
こ
の
「
惟
神
教
会
」
は
、
教
化
活
動

の
内
部
で
の
対
立
な
ど
に
よ
り
「
分
裂
」
が
起
き
た
時
の
受
け
皿
と
し

て
、
大
成
教
と
対
に
な
っ
て
機
能
し
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

禊
教
の
直
門
坂
田
鐡
安
は
、
明
治
十
二
年
八
月
に
は
、
後
に
大
成
教
に
所
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合
包
括
」
す
る
こ
と
に
よ
る
「
融
通
性
」（
鶴
藤
）
に
こ
そ
注
目
し
、
純

粋
・
独
創
と
み
な
さ
れ
る
教
団
に
も
、
か
か
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
こ
こ
に
教
派
神
道
の
、
さ
ら
に
は
宗
教
運
動
の
重
要
な
特
徴
を
見
出

そ
う
と
、
こ
の
パ
ネ
ル
を
企
図
し
た
。

　

新
し
い
宗
教
運
動
と
し
て
の
神
道
教
派
が
、
明
治
期
の
宗
教
政
策
と
い

う
強
固
な
制
度
上
の
制
約
か
ら
越
境
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
そ
の
運
動
を

担
っ
た
個
々
の
信
仰
者
の
外
部
と
の
交
渉
・
葛
藤
、
そ
し
て
時
に
は
離
反

や
組
織
分
裂
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
今
回
、
私
た
ち

は
い
わ
ゆ
る
「
教
派
神
道
十
三
派
」
と
い
う
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
枠
組
み
よ

り
も
、
ミ
ク
ロ
な
交
渉
・
葛
藤
に
目
配
り
を
し
た
い
と
考
え
、
ま
た
そ
の

こ
と
が
教
派
神
道
論
に
新
し
い
研
究
上
の
更
新
を
も
た
ら
し
う
る
と
確
信

し
て
い
る
。
さ
ら
に
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
個
の
体
験
に
根
ざ
し
つ
つ
も
、

そ
れ
が
大
衆
運
動
と
し
て
軌
道
に
の
っ
て
社
会
に
定
着
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
制
度
の
枠
内
に
収
ま
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
逆
に
個
の
体
験
を
尊

重
す
る
な
ら
、
時
と
し
て
制
度
を
越
境
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
、
宗
教

が
本
質
的
に
抱
え
る
問
題
、
言
い
換
え
れ
ば
極
め
て
宗
教
社
会
学
的
な
問

い
を
、
こ
の
「
越
境
す
る
教
派
神
道
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
有
し
て
い
る
と

も
い
え
よ
う
。

　

各
発
表
で
は
、
明
治
期
の
天
理
教
（
弓
山
）、
黒
住
教
、
金
光
教
（
藤

井
）、
実
行
教
（
今
井
）、
大
成
教
、
禊
教
（
荻
原
）
が
扱
わ
れ
た
。
そ
の

後
、
本
パ
ネ
ル
は
二
九
名
の
参
加
者
と
と
も
に
、（
一
）神
道
教
派
と
そ
れ

に
隣
接
す
る
神
社
（
金
乃
神
社
・
宗
忠
神
社
・
井
上
神
社
）
と
の
関
係
、

（
二
）現
代
の
教
団
に
お
け
る
「
越
境
」
事
例
へ
の
評
価
、（
三
）近
世
と
の

連
続
性
（
歴
史
的
越
境
）
や
教
団
内
の
国
学
者
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
関

係
性
、（
四
）創
唱
性
の
高
い
教
団
と
講
社
を
糾
合
す
る
形
で
で
き
た
教
団

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

弓
山　

達
也

　

本
パ
ネ
ル
の
目
的
は
、
教
派
神
道
に
お
け
る
各
教
団
内
外
の
越
境
、
つ

ま
り
交
渉
ゆ
え
生
じ
る
葛
藤
、
分
裂
を
事
例
に
、
笠
原
一
男
編
『
日
本
宗

教
史
Ⅱ
』
や
村
上
重
良
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』
な
ど
で
、
一
般
に

明
治
宗
教
政
策
の
産
物
と
さ
れ
、
制
度
と
し
て
固
定
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
、

あ
る
い
は
逆
に
雑
多
な
講
社
の
寄
せ
集
め
の
よ
う
に
見
え
る
教
派
神
道
の

組
織
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
宗

教
運
動
の
一
つ
の
核
に
収
斂
し
て
い
く
特
徴
を
見
据
え
る
と
同
時
に
、

個
々
の
信
仰
者
の
相
互
交
渉
・
影
響
関
係
か
ら
組
織
化
の
過
程
に
焦
点
を

当
て
て
い
こ
う
と
い
う
私
た
ち
の
戦
略
が
あ
る
。

　

さ
て
上
記
の
よ
う
に
、
教
派
神
道
は
宗
教
政
策
の
落
と
し
子
と
見
な
さ

れ
や
す
い
。
そ
の
た
め
村
上
重
良
『
国
家
神
道
と
民
衆
宗
教
』
の
よ
う

に
、
教
派
神
道
は
制
度
と
し
て
見
る
限
り
敗
戦
に
よ
っ
て
歴
史
的
意
義
を

喪
失
し
た
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
一
方
、
井
上
順
孝
『
教
派
神
道
の
形

成
』
は
教
派
神
道
を
分
析
概
念
と
し
て
と
ら
え
、
神
道
系
新
宗
教
と
の
対

比
で
、
組
織
化
に
関
し
て
樹
木
モ
デ
ル
に
対
す
る
高
杯
モ
デ
ル
を
提
起
し

て
い
る
。
そ
の
上
で
「
き
わ
め
て
柔
軟
な
、
見
方
を
変
え
れ
ば
す
こ
ぶ
る

無
原
則
と
言
え
る
よ
う
な
組
織
結
集
原
理
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

教
派
神
道
の
各
教
団
の
研
究
は
、
樹
木
モ
デ
ル
の
形
態
を
と
る
天
理
教

や
金
光
教
に
強
い
関
心
を
示
し
て
き
た
。
鶴
藤
幾
太
『
教
派
神
道
の
研

究
』
の
い
う
「
純
粋
派
」「
独
創
派
」（
黒
住
・
金
光
・
天
理
）
に
こ
そ
、

宗
教
運
動
ら
し
い
魅
力
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
、

「
異
質
な
宗
教
運
動
が
雑
居
す
る
」
中
で
の
「
緩
や
か
な
等
質
性
」
を
基

盤
と
し
た
「
連
合
、
連
携
、
提
携
」（
井
上
）、「
信
仰
上
の
異
分
子
を
混
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宗
教
研
究
に
お
け
る
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
と
そ
の
展
開

代
表
者
・
司
会　

澤
井
義
次

井
筒
「
東
洋
哲
学
」
に
お
け
る

モ
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー
存
在
論
の
位
置
づ
け

鎌
田　
　

繁

　

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
思
想
は
井
筒
俊
彦
が
終
生
関
心
を
も
っ
た
思
想
で
あ

る
。
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
が
モ
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー
（
一
六
四
〇
年
没
）

で
あ
り
、
彼
は
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
（
照
明
哲
学
）
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ

ー
（
存
在
一
性
論
）
の
ふ
た
り
の
実
在
把
握
の
直
観
を
継
承
し
、
イ
ブ

ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
）
の
哲
学
的

枠
組
を
取
り
込
み
、
自
ら
の
哲
学
体
系
を
提
示
し
た
。

　

サ
ド
ラ
ー
に
と
っ
て
哲
学
（
フ
ァ
ル
サ
フ
ァ
）
と
は
、
存
在
者
の
世
界

の
真
実
の
在
り
方
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
魂
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る

い
は
、
神
に
類
化
す
る
こ
と
で
あ
る
（
主
著A

sfār

序
文
）。
純
粋
存
在

の
様
態
を
目
指
し
て
人
間
の
魂
の
存
在
を
純
化
す
る
こ
と
と
も
い
え
る
。

そ
の
な
か
に
は
存
在
論
、
認
識
論
、
霊
魂
論
（
終
末
論
を
含
む
）
な
ど
広

汎
な
思
索
が
含
ま
れ
る
。
井
筒
は
こ
の
サ
ド
ラ
ー
の
思
索
の
全
体
を
論
じ

る
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
彼
の
哲
学
の
基
礎
を
形
成
す
る
存
在
の
実
在
性

に
つ
い
て
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。
井
筒
が
『
存
在
の
概
念
と
実
在

性
』（
二
〇
一
七
年
、
英
文
初
版
一
九
七
一
年
）、『
存
在
認
識
の
道
』（
解

説
）（
一
九
七
八
年
）
で
サ
ド
ラ
ー
の
存
在
理
解
を
示
す
た
め
に
言
及
す

る
の
は
、
彼
の
存
在
の
「
本
源
性
」（as. ālat al-w

ujūd

）、「
存
在
の
類

比
性
」（tashkīk
）、「
実
体
運
動
説
」（al-h. araka al-jaw

harīya

）
の

と
で
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
か
、
樹
木
／
高
坏
モ
デ
ル
以
上
の

類
型
が
で
き
る
の
か
、（
五
）教
団
内
の
教
育
期
間
や
組
織
化
の
過
程
で
の

祭
儀
の
変
容
・
持
続
な
ど
の
問
題
提
起
や
議
論
が
な
さ
れ
た
。

　

な
お
パ
ネ
ル
終
了
後
、
第
六
部
会
の
パ
ネ
ル
「
近
代
宗
教
政
策
下
に
お

け
る
「
教
団
」
未
満
の
宗
教
者
た
ち
」
の
登
壇
者
・
参
加
者
と
、
ア
フ
タ

ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
開
催
校
の
ご
高
配
を
得
て
、
帝
京
科
学
大
学
中

庭
に
て
、
一
時
間
、
約
二
〇
名
で
、
両
パ
ネ
ル
で
の
発
題
・
議
論
・
メ
ン

バ
ー
の
研
究
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
を
行
っ
た
。
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井
筒
は
サ
ド
ラ
ー
の
研
究
書
と
し
て
評
価
の
高
いFazlur Rahm

an, 
T

he Philosophy of M
ullā S. adrā

（A
lbany 1975

）
を
「
モ
ッ
ラ

ー
・
サ
ド
ラ
ー
の
神
秘
哲
学
的
側
面
は
ほ
と
ん
ど
全
く
わ
か
っ
て
い
な

い
」（『
存
在
認
識
の
道
』
解
説
）
と
酷
評
す
る
が
、
こ
の
評
価
の
生
ま
れ

る
所
以
は
、
ラ
フ
マ
ー
ン
は
サ
ド
ラ
ー
の
哲
学
的
論
述
に
つ
い
て
詳
細
な

分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
潜
む
実
在
体
験
と
の
か
か
わ
り
の

視
点
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
フ
マ
ー
ン

は
上
掲
書
の
前
書
き
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
研
究
に
お
け
る
「
ス
ビ
リ
チ

ャ
ル
な
」
理
解
を
批
判
し
、
純
粋
な
知
的
な
哲
学
的
立
場
か
ら
サ
ド
ラ
ー

の
思
索
を
解
明
す
る
の
だ
と
述
べ
て
お
り
、
井
筒
の
よ
う
な
理
解
は
哲
学

研
究
を
逸
脱
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
モ
ッ
ラ
ー
・

サ
ド
ラ
ー
の
哲
学
の
性
格
を
ど
う
把
握
す
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
井

筒
に
と
っ
て
そ
の
哲
学
は
実
在
体
験
を
根
拠
に
も
つ
思
索
の
ひ
と
つ
の
典

型
と
し
て
「
東
洋
哲
学
」
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

井
筒
「
東
洋
哲
学
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
哲
学

フ
ア
ン
・
ホ
セ
・
ロ
ペ
ス
・
パ
ソ
ス

　

本
発
表
で
は
、
独
自
の
「
東
洋
哲
学
」
を
考
案
し
た
井
筒
俊
彦
と
現
代

西
洋
哲
学
の
代
表
者
で
あ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
哲
学
を
比
較
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
言
葉
・
コ
ト
バ
」
の
理
解
を
明
ら
か
に
し
、
井
筒
の
「
東
洋
哲

学
」
の
視
座
か
ら
西
洋
哲
学
を
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
を
考
察

す
る
。

　

井
筒
の
「
東
洋
哲
学
」
に
よ
れ
ば
、
コ
ト
バ
の
意
味
分
節
機
能
に
よ
っ

て
本
質
の
世
界
が
生
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
コ
ト
バ
以
前
に
本
質
は
存
在
し

議
論
で
あ
る
。
ど
の
論
題
も
実
在
と
し
て
の
存
在
は
静
的
な
も
の
で
は
な

く
、
不
断
に
展
開
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
流
動
体
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す

る
議
論
を
提
供
す
る
。
こ
の
議
論
を
通
し
て
、
世
界
は
未
分
節
の
存
在
が

流
動
遍
満
し
て
い
る
状
態
に
あ
り
、
そ
の
存
在
が
強
弱
、
濃
淡
、
遅
速
な

ど
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
、
人
間
理
性
が
個
々
の
分
節
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
本
質
と
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
個
物
で
固
め
ら
れ
た
世
界
が

現
象
す
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
ド
ラ
ー
の
存
在
の
も
つ
意
義
は
理
解
で
き

る
。

　

存
在
の
本
源
性
に
し
ろ
、
実
体
運
動
説
に
し
ろ
、
そ
れ
ま
で
の
哲
学
の

定
説
を
廃
し
て
主
張
さ
れ
た
議
論
で
あ
り
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
主
張
を

す
る
背
景
に
サ
ド
ラ
ー
自
身
の
強
烈
な
実
在
体
験
を
井
筒
は
想
定
す
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
目
の
前
に
見
え
て
い
る
世
界
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
物
が
積

み
上
が
っ
て
い
る
世
界
、
が
同
時
に
そ
れ
ら
の
も
の
の
差
異
の
消
滅
し
た

一
な
る
存
在
の
流
動
で
あ
る
と
見
る
よ
う
な
実
在
体
験
で
あ
る
。
井
筒
自

身
は
サ
ド
ラ
ー
の
哲
学
は
彼
の
実
在
体
験
を
言
語
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
体
験
を
視
野
に
い
れ
な
け
れ
ば
彼
の
哲
学
の
理
解
は
完
全
で
は
な
い

と
考
え
る
。

　

井
筒
の
主
要
な
関
心
は
、
言
語
表
現
と
し
て
の
哲
学
の
背
後
に
実
在
体

験
、
形
而
上
体
験
と
よ
ぶ
よ
う
な
体
験
が
前
提
と
し
て
あ
り
、
表
現
さ
れ

た
哲
学
的
論
述
は
、
そ
の
背
後
の
実
在
体
験
な
る
も
の
と
対
応
し
て
お

り
、
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
論
理
化
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は

そ
の
論
述
と
そ
の
論
述
を
基
礎
づ
け
る
実
在
体
験
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ

う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
表
現
さ
れ
て
い
る
哲
学
的
論
述
を
そ
の
背
後
の
表
現
さ
れ
得
な
い
実

在
体
験
と
の
関
係
に
お
い
て
解
明
す
る
こ
と
、
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
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本
質
と
コ
ト
バ
が
同
時
に
顕
現
す
る
。
な
お
、
コ
ト
バ
が
完
全
に
無
本
質

の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
完
全
な
る
存
在
（
ま
た
は

無
）
は
コ
ト
バ
を
超
越
し
て
い
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
把
握
す
る
た
め
に

は
言
語
脱
落
の
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
あ
る
。
井
筒
は
東
洋
の
哲
人
だ
け
で

な
く
、
西
洋
で
は
詩
人
マ
ラ
ル
メ
を
取
り
上
げ
、
本
質
の
無
化
の
プ
ロ
セ

ス
を
説
く
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
葉
と
い
う
存
在
の
家
に
住
み
つ
つ
、
人
間
は
「
存
在

へ
と
身
を
開
き
そ
こ
へ
出
で
立
つ
」
と
い
う
が
、
井
筒
と
同
様
に
詩
人

（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
）
の
言
葉
を
提
示
し
、
詩
こ
そ
が
存
在
へ
と
身
を
開
い

て
い
る
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
詩
の
言
葉
は
あ
る
種
の
言
語
脱
落
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
の
終
わ
り
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
言

葉
が
存
在
の
言
葉
で
あ
る
の
は
、
雲
が
、
天
空
の
雲
で
あ
る
の
と
同
様
で

あ
る
」
と
い
う
。
空
に
雲
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
空
と
し
て
認
識
で
き
る
の

と
同
様
に
、
言
葉
は
「
存
在
の
思
索
を
言
う
」。
言
葉
を
習
っ
た
子
供
は

モ
ノ
の
意
味
が
言
葉
に
よ
っ
て
普
遍
的
に
手
の
届
く
距
離
に
あ
り
、
言
葉

は
モ
ノ
の
「
行
為
の
可
能
性
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
、
子
供
の
視

線
を
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
モ
ノ
の
行
為
の

可
能
性
」
は
井
筒
哲
学
に
お
い
て
、「
モ
ノ
の
本
質
」
と
し
て
理
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
言
葉
に
よ
っ
て
行
為
の
可
能
性
を
知
る
こ
と
は
意

識
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
見
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
影
響
を
受
け
て
サ
ル
ト
ル
が
「
存
在
が
本
質

に
先
立
つ
」
と
説
い
た
が
、
後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
言
葉
を
「
存
在
の

忘
却
の
内
」
と
し
て
批
判
し
た
。
井
筒
が
説
く
「
東
洋
哲
学
」
は
「
存
在

の
忘
却
」
を
克
服
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。「
東
洋
哲
学
」
で
は
存
在
は
言
語

な
い
た
め
、
無
本
質
の
世
界
を
理
解
す
る
に
は
言
語
が
適
し
て
い
な
い
。

完
全
な
る
存
在
を
直
接
把
握
す
る
た
め
東
洋
の
思
想
伝
統
に
お
い
て
は

「
言
語
脱
落
」
を
引
き
起
こ
す
修
行
が
行
わ
れ
る
。
個
々
の
本
質
の
幻
想

が
解
体
さ
れ
、
無
本
質
の
世
界
の
理
解
が
可
能
と
な
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
で
は
、
言
葉
は
た
だ
単
に
現
象
の
混
沌
を
恣
意
的
に

整
理
す
る
記
号
で
は
な
く
、
あ
る
「
行
為
の
可
能
性
」
を
示
す
。
言
葉
の

意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
そ
の
言
葉
の
使
い
方
を
理
解
す
る

こ
と
が
必
要
だ
。
現
象
界
の
事
物
は
自
ら
真
理
と
し
て
顕
れ
、
人
間
が
言

葉
に
よ
っ
て
そ
の
真
理
を
理
解
す
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
真

理
（
ア
レ
ー
テ
イ
ア
）
に
は
、
言
葉
で
把
握
で
き
な
い
（
完
全
な
る
）
存

在
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
存
在
」
は
言
語
を
使
っ
て
人
間
に
呼
び
か
け
、

現
象
界
と
し
て
眼
前
に
顕
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
言
語
に
よ
っ
て

「
存
在
を
聞
く
」
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
言
葉
を
利
用
す
る
と
存
在
の

領
域
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
不
可
能
だ
。

　
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
存
在
へ
の
問
い
」
の
必
要

性
を
訴
え
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
で
は
、「
存
在
が
思
索
に
よ

っ
て
言
語
に
な
る
」
と
し
、
言
語
を
「
存
在
の
家
」
と
定
義
し
た
。
つ
ま

り
、「
存
在
へ
の
問
い
」
は
「
言
葉
へ
の
問
い
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。「
現
存
在
」
と
し
て
の
人
間
も
「
存
在
の
家
」
の
居
住
者
で
あ
る
が
、

近
代
で
は
ホ
ー
ム
レ
ス
生
活
が
続
い
て
い
る
。「
存
在
そ
の
も
の
」
及
び

「
言
語
そ
の
も
の
」
を
忘
却
し
た
た
め
、
人
間
は
「
故
郷
喪
失
の
運
命
に

あ
る
」。
存
在
の
明
る
み
に
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
り
、
言
語
が
世

界
を
理
解
す
る
た
め
の
記
号
と
さ
れ
て
い
る
。

　

井
筒
は
『
意
識
と
本
質
』
に
お
い
て
、
名
に
よ
っ
て
モ
ノ
が
凝
固
さ
れ

る
た
め
に
モ
ノ
の
本
質
の
認
識
及
び
了
解
が
必
要
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
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い
う
動
態
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
イ
メ
ー
ジ
は
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
「
言
葉
に
出
る
」
へ
と
展
開
す
る
動
態
に
お
い
て
は
第
一
次
分
節

の
段
階
で
イ
メ
ー
ジ
の
形
を
と
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
。
だ
が
、
根
源
語

の
思
想
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
は
副
次
的
な
意
義
し
か
も
た
な
い
。
で
は
井

筒
の
禅
の
理
解
は
ど
う
か
。
禅
で
は
表
層
意
識
に
浮
か
び
上
が
っ
た
イ
マ

ー
ジ
ュ
を
妄
念
と
し
て
退
け
て
、
形
而
上
的
「
無
」
と
瞬
時
に
関
わ
る
。

形
而
上
的
「
無
」
が
意
味
分
節
す
る
こ
と
で
私
た
ち
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
原

初
的
に
有
意
味
な
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
井
筒
は
禅
仏
教
も
あ
く

ま
で
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
観
点
か
ら
捉
え
る
。
し
か
し
、
井
筒
は
禅
仏
教
に
見

出
さ
れ
る
存
在
論
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
重
要
視
せ
ず
、
老
荘
思
想
な
ど
に
見

ら
れ
る
神
話
創
造
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
即
ち
「
元
型
」
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
重
要

視
す
る
。
象
徴
的
な
「
元
型
」
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
現
れ
る
世
界
の
事

物
の
姿
こ
そ
、
人
間
の
運
命
と
存
在
に
よ
り
深
く
関
わ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の

原
初
的
な
構
成
を
表
し
て
い
る
と
す
る
。

　

さ
ら
に
、
言
葉
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
不
可
分
と
見
る
井
筒
の
考
え
方
の
源

は
、
初
期
の
『
言
語
と
呪
術
』
で
言
葉
の
意
味
論
的
構
成
そ
の
も
の
に
呪

術
的
観
念
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
言
語
観
に
認
め
ら
れ
る
。
井
筒

の
関
心
は
言
葉
の
内
包
（connotation

）
が
発
生
せ
ん
と
す
る
心
理
学
的

な
出
来
事
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
内
包
の
発
生
の
源
が
、
後
に
言
語
ア

ラ
ヤ
識
と
い
う
考
え
方
に
な
る
。
井
筒
の
哲
学
的
意
味
論
は
心
理
学
を
基

盤
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
心
理
主
義
の
系
譜
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

他
方
、
上
田
の
「
言
葉
か
ら
出
て
言
葉
に
出
る
」
と
い
う
根
本
運
動

は
、「
二
重
世
界
内
存
在
」
と
い
う
我
々
の
存
在
の
仕
方
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
包
括
的
意
味
空
間
で
あ
る
世
界
は
世
界
と
し

て
限
り
な
い
開
け
に
「
於
て
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
西
田
の

以
前
で
あ
り
、
言
葉
で
は
な
く
修
行
に
よ
っ
て
把
持
で
き
る
。
つ
ま
り
、

東
洋
哲
学
の
思
索
は
「
形
而
上
学
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
根
源
的
」
な
思
索

で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
来
た
る
べ
き
思
索
」
と
考
え
ら
れ
る
。

井
筒
俊
彦
の
言
語
ア
ラ
ヤ
識
と
上
田
閑
照
の
根
源
語

氣
多　

雅
子

　

上
田
の
根
源
語
の
思
想
と
の
比
較
を
通
し
て
、
井
筒
の
言
語
ア
ラ
ヤ
識

の
思
想
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
井
筒
は
意
識
の
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト
を

原
点
と
す
る
意
識
の
構
造
モ
デ
ル
を
考
え
て
、
無
意
識
か
ら
意
識
化
の
胎

動
を
見
せ
る
領
域
を
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
成
立
し
た

「
元
型
」
は
言
語
ア
ラ
ヤ
識
と
表
層
意
識
と
の
中
間
領
域
に
「
元
型
」
イ

マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
押
し
出
て
、
想
像
の
世
界
を
つ
く
る
。
井
筒
は
イ
マ
ー

ジ
ュ
形
成
こ
そ
人
間
意
識
の
最
も
本
源
的
な
機
能
で
あ
る
と
し
て
、
語
の

意
味
作
用
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
喚
起
作
用
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
。
他

方
、
上
田
は
、
言
葉
が
徹
底
的
に
奪
わ
れ
る
根
本
経
験
と
言
葉
が
新
た
に

生
ま
れ
る
根
本
経
験
と
が
一
つ
の
こ
と
と
し
て
生
起
す
る
出
来
事
を
「
根

源
語
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
二
重
の
運
動
は
「
言
葉
か
ら
出
て
言
葉
に
出
る
」

と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
言
葉
は
真
の
言
葉
に
な
り
、
そ
こ

か
ら
根
源
語
の
分
節
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
分
節
に
は
第
一
次
分

節
、
第
二
次
分
節
と
い
う
次
元
の
違
い
が
あ
る
。

　

両
者
は
、
い
ず
れ
も
言
葉
以
前
の
と
こ
ろ
か
ら
言
葉
が
発
出
し
て
ゆ
く

事
象
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
思
想
で
あ
り
、
同
じ
事
態
を
捉
え
よ
う
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
捉
え
方
に
重
要
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
上
田
の
神
秘
主
義
の
考
察
で
は
、

「
言
葉
か
ら
出
る
」
に
相
当
す
る
「
神
秘
主
義
か
ら
非
神
秘
主
義
へ
」
と
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下
で
分
析
す
る
こ
と
が
各
々
の
研
究
に
お
け
る
基
本
的
方
法
論
で
あ
る
の

は
間
違
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
は
、

比
較
哲
学
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
延
長
上
に
「
東
洋
哲
学
」
構
想
が
あ

る
こ
と
は
、『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
訳
者
後
書
き
で
、
井
筒
意

味
論
の
展
開
を
論
じ
た
際
に
、
指
摘
し
て
お
い
た
。
方
法
論
と
し
て
の
意

味
論
を
、
適
用
範
囲
の
拡
大
と
い
う
し
方
で
展
開
す
る
こ
と
に
私
は
ま
る

で
異
存
が
な
い
。
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、
簡
便
に
言
え
ば
、
一
つ
の
文
化

の
或
る
時
的
平
面
で
の
意
味
論
分
析
↓
一
つ
の
文
化
の
複
数
の
時
的
平
面

で
の
意
味
論
分
析
↓
そ
う
し
た
意
味
論
的
分
析
に
本
づ
く
複
数
文
化
の
比

較
↓
「
東
洋
諸
哲
学
」
へ
の
意
味
論
分
析
の
拡
大
↓
西
洋
哲
学
と
「
東
洋

諸
哲
学
」
の
摺
り
合
わ
せ
に
よ
る
何
が
し
か
一
つ
の
哲
学
を
指
向
す
る
、

と
い
っ
た
し
方
で
理
念
的
に
展
開
す
る
。

　

こ
う
し
た
井
筒
の
意
味
論
構
想
全
体
を
妥
当
と
見
做
し
た
と
し
て
も
、

『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
に
は
│
│
第
一
部
の
意
味
論
的
分
析
に

お
い
て
も
、
第
二
部
の
意
味
論
的
分
析
に
お
い
て
も
│
│
や
や
見
え
づ
ら

い
隠
さ
れ
た
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
化
学
と
し
て
の
厳
密
な
意
味

論
分
析
が
不
徹
底
だ
と
い
う
こ
と
だ
。『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』

よ
り
前
に
書
か
れ
た
『
ク
ル
ア
ー
ン
に
お
け
る
神
と
人
間
』
で
の
意
味
論

分
析
と
較
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
不
徹
底
さ
が
際
立
つ
。『
ク
ル
ア
ー
ン
に

お
け
る
神
と
人
間
』
で
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
で
用
い
ら
れ
る
ア
ラ
ビ
ア
語

が
、
徹
頭
徹
尾
、
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
時
代
（
ク
ル
ア
ー
ン
以
前
の
時
代
）

の
当
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
概
念
把
握
を
背
景
に
分
析
さ
れ
る
。
或
る
特
定
の

語
群
の
集
合
（
ク
ル
ア
ー
ン
）
は
、
そ
の
語
群
内
部
で
意
味
論
分
析
が
遂

行
さ
れ
る
訳
だ
が
、
そ
の
結
果
導
か
れ
る
意
味
論
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体

が
帯
び
る
意
味
（
こ
れ
が
世
界
観
で
あ
り
、
存
在
把
握
で
あ
る
）
は
、
そ

場
所
の
論
理
の
強
い
影
響
下
で
成
立
し
て
い
る
。
西
田
は
彼
の
論
理
の
立

場
か
ら
外
延
を
重
視
す
る
が
、
こ
の
外
延
は
延
長
と
か
範
囲
を
意
味
す
る

extension

で
あ
り
、
指
示
を
意
味
す
るdenotation

で
は
な
い
。
西

田
の
思
索
は
哲
学
的
論
理
学
の
系
譜
の
内
に
あ
り
、
上
田
も
基
本
的
に
そ

の
系
譜
の
内
に
い
る
。
た
だ
し
、
西
田
と
違
っ
て
、
上
田
は
言
葉
を
繰
り

返
し
主
題
化
し
て
い
る
。
言
葉
に
関
心
が
向
く
思
考
の
方
向
性
が
、
上
田

と
井
筒
と
の
接
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
田
に
と
っ
て
言
葉
は
ど
こ
ま
で

も
「
月
を
指
す
指
」
で
あ
っ
て
月
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
井
筒
に
と
っ
て

は
、
言
葉
は
指
で
あ
る
と
同
時
に
月
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
両
者
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
在
処
の
違
い
に
顕
著
に
現
れ

る
。
井
筒
に
お
い
て
は
、
実
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
意
味
の
産
出
と
し
て
の

イ
マ
ー
ジ
ュ
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
上
田
に
お
い
て
は
、
実
在
の
リ
ア
リ

テ
ィ
が
「
言
葉
か
ら
出
て
言
葉
に
出
る
」
と
い
う
根
本
運
動
そ
の
も
の
に

あ
る
。

井
筒
「
東
洋
哲
学
」
構
想
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
解
釈
に
潜
む
問
題
点

仁
子　

寿
晴

　
『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
は
（
厳
密
に
は
、
そ
の
本
の
な
か
で

為
さ
れ
る
意
味
論
分
析
は
）
二
つ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、

「
東
洋
哲
学
」
構
想
の
方
向
に
、
も
う
一
つ
は
、
厳
密
な
文
化
学
と
し
て

の
意
味
論
分
析
の
方
向
に
。『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
は
、
第
一

部
に
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想
を
扱
い
、
第
二
部
に
老
荘
思
想
を
扱
う
。

井
筒
は
、
第
一
部
と
第
二
部
は
互
い
に
独
立
し
た
意
味
論
分
析
な
の
だ
と

言
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
語
・
概
念
が
、
そ
れ
を
取
り
囲

み
、
当
の
語
な
り
、
概
念
な
り
の
意
味
を
定
め
て
ゆ
く
語
群
・
概
念
群
の
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井
筒
俊
彦
の
哲
学
的
意
味
論
と
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
哲
学

澤
井　

義
次

　

本
発
表
で
は
、
井
筒
俊
彦
が
哲
学
的
意
味
論
の
視
座
か
ら
、
シ
ャ
ン
カ

ラ
の
不
二
一
元
論
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
を
い
か
に
解
釈
し
て
い
る
の
か

を
考
察
す
る
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
哲
学
に
関
す
る
井
筒
の
理
解
を
と
お
し
て
、

彼
の
哲
学
的
意
味
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
思
想
的
展
開
性
に
つ

い
て
探
究
し
た
い
。

　

井
筒
が
自
ら
の
専
門
領
域
を
「
哲
学
的
意
味
論
」（Philosophical 

Sem
antics

）
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
七
年
、
エ
ラ

ノ
ス
会
議
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
時
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
会

議
の
主
催
者
か
ら
専
門
領
域
を
「
哲
学
的
意
味
論
と
し
て
よ
ろ
し
い
か
」

と
尋
ね
ら
れ
た
。
当
初
は
少
し
驚
い
た
よ
う
だ
が
、
彼
の
視
座
を
う
ま
く

表
現
し
て
い
る
と
思
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
井
筒
の
「
意
味
論
」
と

は
、
周
り
の
世
界
を
概
念
化
し
解
釈
す
る
道
具
と
し
て
言
語
を
用
い
る

人
々
の
世
界
観
を
把
握
す
る
た
め
に
、
言
語
の
キ
ー
タ
ー
ム
を
分
析
的
に

研
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
井
筒
は
東
洋
思
想
の
二
つ
の
主
要
な
哲
学
的

立
場
に
注
目
し
た
。
ま
ず
、
最
初
の
立
場
は
、
言
語
と
存
在
と
の
あ
い
だ

に
一
対
一
の
実
在
的
対
応
関
係
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の

立
場
は
、
言
語
の
存
在
分
節
的
な
意
味
機
能
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
事

物
事
象
が
個
別
的
な
語
の
意
味
の
実
体
化
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
も
の
で

あ
っ
た
。
井
筒
は
後
者
の
思
想
に
関
心
を
抱
き
、
大
乗
仏
教
思
想
や
老
荘

思
想
さ
ら
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
哲
学
な
ど
の
特
徴
を
読
み
解
い
た
。
井
筒
の

意
味
論
的
視
座
に
よ
れ
ば
、
言
語
的
「
意
味
分
節
」
は
言
語
の
本
源
的
機

能
で
あ
り
、「
意
味
分
節
・
即
・
存
在
分
節
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
と
い
う
。

の
当
の
語
群
が
以
前
に
有
っ
た
意
味
論
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
帯
び
る
意
味
と

「
ズ
レ
」
る
。
そ
の
「
ズ
レ
」
に
よ
り
、
当
の
特
定
の
語
群
の
集
合
の
意

味
論
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
が
帯
び
る
意
味
の
特
異
性
が
顕
わ
に
な
る
。

『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
で
の
不
徹
底
さ
と
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
な
り
、
老
子
・
荘
子
な
り
の
テ
ク
ス
ト
が
、
或
る
意
味
で
そ
れ
ら
が

依
拠
し
／
改
変
し
た
で
あ
ろ
う
意
味
論
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
例
え
ば
、
カ

ラ
ー
ム
﹇
便
宜
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
﹈
や
公
孫
竜
。
孰
れ
も
『
ス
ー
フ

ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
で
言
及
さ
れ
て
は
い
る
）
と
徹
底
的
に
較
べ
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
だ
。

　
『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
に
提
示
さ
れ
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

の
意
味
論
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
無
論
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
大
き
な
価

値
が
あ
る
。
だ
が
、「
ズ
レ
」
の
部
分
が
明
示
化
さ
れ
な
い
以
上
、
厳
密

な
意
味
で
の
文
化
学
と
し
て
の
意
味
論
と
し
て
は
、
缺
落
が
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
井
筒
自
身
の
哲
学
思
想
に
も

影
を
落
と
す
。
井
筒
自
身
は
分
析
概
念
と
し
て
の
「
存
在
」
と
「
本
質
」

を
ほ
ぼ
絶
対
的
な
対
と
す
る
。
カ
ラ
ー
ム
で
あ
れ
、
公
孫
竜
で
あ
れ
、

「
存
在
」
と
「
本
質
」
の
対
を
採
用
し
な
い
タ
イ
プ
の
思
想
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
思
想
体
系
の
中
心
と
な
る
の
は
「
も
の
」（
ア
ラ
ビ
ア
語
で
シ
ャ

イ
ウ
、
漢
語
で
「
物
」）
で
あ
り
、「
存
在
」
と
「
本
質
」
で
な
く
、「
も

の
」
と
「
存
在
」
の
対
が
大
き
な
意
味
を
有
つ
。
残
念
な
こ
と
に
、
井
筒

の
意
味
論
分
析
で
も
、
井
筒
の
哲
学
思
想
に
お
い
て
も
「
も
の
」（
現
に

こ
れ
と
把
握
さ
れ
る
、
こ
れ
と
指
定
さ
れ
る
も
の
│
│
『
意
識
と
本
質
』

な
ど
で
言
う
「
Ｘ
へ
の
意
識
」
は
近
い
が
、
別
概
念
│
│
）
が
採
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
だ
が
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想
で
も
「
も
の
」

は
相
当
に
大
き
な
役
割
を
担
う
）。
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想
構
造
論
的
に
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
哲
学
に
合
致
す
る
。
現
象
的
多
は

「
名
・
形
」
に
す
ぎ
ず
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
全
て
に
遍
在
す
る
唯
一
絶
対
の

無
分
節
的
存
在
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
一
切
の
個
別
的
「
名
」
に
先
行
す

る
「
分
節
以
前
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
コ
ト
バ
が
意
味
分
節
し
、
そ
こ
に
千

差
万
別
の
も
の
の
世
界
が
現
出
す
る
。
コ
ト
バ
の
介
入
に
よ
る
「
分
節
以

後
」
が
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
が
説
く
マ
ー
ヤ
ー
的
世
界
で
あ
る
。
シ
ャ
ン
カ
ラ

の
哲
学
に
関
す
る
井
筒
の
意
味
論
的
読
み
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
伝
統
的
な

思
想
を
現
代
的
な
視
座
か
ら
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
ま
さ
に
井
筒

が
言
う
創
造
的
「
読
み
」
の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

澤
井　

義
次

　

こ
の
パ
ネ
ル
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
・
東
洋
思
想
の
研
究
で
知
ら
れ
る

井
筒
俊
彦
の
「
東
洋
哲
学
」
に
つ
い
て
、
宗
教
学
的
な
視
点
か
ら
思
想
的

展
開
性
を
探
究
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
各
パ
ネ
リ
ス
ト
は
、
各
自
の
専
門

分
野
の
視
点
か
ら
、
井
筒
が
関
心
を
も
っ
て
い
た
（
接
点
を
も
っ
て
い

た
）
個
別
の
宗
教
思
想
と
比
較
考
察
し
な
が
ら
、
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
の

特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
思
想
の
展
開
を
模
索
し
た
。

　

ま
ず
、
鎌
田
は
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
中
で
も
、
井
筒
が
主
体
的
な
関
心

を
も
っ
て
研
究
し
た
モ
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー
に
注
目
し
た
。
彼
は
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
と
も
に
、
井
筒
が
関
心
を
寄
せ
た
思
想
家
の
一
人
で
あ

っ
た
。
鎌
田
は
井
筒
が
サ
ド
ラ
ー
の
哲
学
の
基
礎
を
形
成
す
る
存
在
の
実

在
性
に
関
心
を
集
中
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
井
筒
は
サ
ド
ラ

ー
の
哲
学
を
彼
自
身
の
実
在
体
験
の
言
語
化
と
し
て
捉
え
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
井
筒
の
そ
う
し
た
理
解
は
哲
学
研
究
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し

　

井
筒
は
シ
ャ
ン
カ
ラ
が
説
い
た
「
マ
ー
ヤ
ー
」
的
意
識
の
構
造
を
東
洋

的
言
語
哲
学
の
根
源
的
パ
タ
ー
ン
と
し
て
捉
え
た
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
よ

れ
ば
、「
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
真
、
世
界
は
偽
」（brahm

a satyam.  jagan 
m

ithyā
）
と
言
う
。
真
に
実
在
す
る
の
は
究
極
的
実
在
ブ
ラ
フ
マ
ン
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
実
在
し
な
い
。
こ
の
思
想
は
存
在
世
界
の
「
マ

ー
ヤ
ー
（
幻
妄
）」
的
仮
現
性
を
強
調
す
る
が
、
マ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
仮

現
す
る
存
在
世
界
の
根
源
に
、
絶
対
無
限
定
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
み
が
実
在

す
る
こ
と
を
認
め
る
。
存
在
リ
ア
リ
テ
ィ
の
極
点
と
し
て
の
ブ
ラ
フ
マ
ン

は
「
高
次
」・「
低
次
」
の
二
重
構
造
を
示
す
。
そ
れ
に
対
応
す
る
か
た
ち

で
、
ア
ー
ト
マ
ン
も
「
高
次
」・「
低
次
」
の
二
重
構
造
を
示
す
。
低
次
ア

ー
ト
マ
ン
は
「
個
我
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
マ
ー
ヤ
ー
的
世
界
現

出
の
主
体
」
で
あ
る
と
井
筒
は
言
う
。
ま
た
、
存
在
世
界
は
一
つ
の
巨
大

な
意
味
的
「
幻
影
」（
マ
ー
ヤ
ー
）
で
あ
る
と
も
言
う
。

　

井
筒
は
不
二
一
元
論
思
想
を
「
全
存
在
世
界
が
無
数
の
「
付
託
（
か
ぶ

せ
）」
の
多
重
多
層
的
に
錯
綜
す
る
糸
の
織
り
出
す
ひ
と
つ
の
巨
大
な
テ

ク
ス
ト
（
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
）」
と
し
て
捉
え
た
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
現
象
界

が
「
名
・
形
」（nām

a-rūpa

）
の
世
界
で
あ
る
と
言
う
が
、
そ
の
こ
と

を
井
筒
は
「
コ
ト
バ
の
喚
起
す
る
意
味
分
節
的
表
象
形
態
」
と
読
み
か
え

た
。
存
在
分
節
の
標
識
と
し
て
の
「
名
」
が
、
一
つ
ひ
と
つ
独
自
の
意
味

表
象
的
境
界
線
を
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
表
面
に
縦
横
無
尽
に
引
き
散
ら
し
、
そ

の
境
界
線
に
沿
っ
て
個
別
的
に
「
形
」（
事
物
事
象
）
が
描
き
出
さ
れ
る
。

絶
対
的
一
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
、
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
、
様
々

な
「
名
」
を
付
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
り
な
い
差
異
性
の
多

層
多
重
に
錯
雑
す
る
現
象
的
多
と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
の
だ
。

　

コ
ト
バ
と
現
象
的
多
の
連
関
に
関
す
る
井
筒
の
意
味
論
的
読
み
は
、
思
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に
、
井
筒
の
意
味
論
全
体
の
妥
当
性
を
認
め
た
と
し
て
も
、『
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
に
は
見
え
づ
ら
い
隠
さ
れ
た
問
題
点
が
あ
る
と
仁
子

は
述
べ
た
。
そ
れ
は
文
化
学
と
し
て
の
厳
密
な
意
味
論
分
析
が
不
徹
底
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
で
の
不
徹
底
さ

と
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
や
老
子
・
荘
子
の
テ
ク
ス
ト
が
、
あ
る
意
味

で
そ
れ
ら
が
依
拠
し
／
改
変
し
た
で
あ
ろ
う
意
味
論
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

徹
底
的
に
較
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
た
。
最
後
に
澤
井

は
、
井
筒
俊
彦
の
「
哲
学
的
意
味
論
」
を
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン

タ
哲
学
と
比
較
考
察
し
た
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
存
在
世
界
の
「
マ
ー
ヤ
ー
」

（
幻
妄
）
的
仮
現
性
を
強
調
し
た
が
、
井
筒
は
そ
の
「
マ
ー
ヤ
ー
」
的
意

識
の
構
造
を
東
洋
的
言
語
哲
学
の
根
源
的
パ
タ
ー
ン
と
し
て
捉
え
た
。
澤

井
は
井
筒
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
理
解
を
と
お
し
て
、
彼
の
哲
学
的
思
惟
の
特
質

を
論
じ
た
が
、
今
後
、
東
洋
思
想
が
説
く
言
語
の
実
在
指
示
性
に
も
注
目

し
て
、
彼
の
哲
学
的
意
味
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
思
想

的
展
開
の
可
能
性
が
あ
る
と
も
指
摘
し
た
。

　

以
上
、
五
名
の
研
究
発
表
の
終
了
後
、
パ
ネ
ル
に
参
加
し
た
全
て
の
研

究
者
と
と
も
に
、
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
そ
の
思
想
の

展
開
可
能
性
に
つ
い
て
、
活
発
な
討
議
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ

れ
た
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
企
画
さ
れ
た
本
パ
ネ

ル
は
、
今
後
の
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
研
究
と
そ
の
展
開
を
示
唆
す
る
一
つ

の
貴
重
な
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

て
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
鎌
田
は
井
筒
が
実
在
体
験
を
視
野
に

入
れ
な
け
れ
ば
、
サ
ド
ラ
ー
の
哲
学
の
理
解
は
完
全
で
は
な
い
と
考
え
て

い
た
と
論
じ
た
。
次
に
ロ
ペ
ス
・
パ
ソ
ス
は
井
筒
の
言
語
哲
学
を
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
「
言
葉
・
コ
ト
バ
」
の
理
解
を
明

ら
か
に
し
た
。「
存
在
」
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
西
洋
哲
学
が
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
軸
を
失
っ
た
と
き
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に

お
い
て
、「
存
在
へ
の
問
い
」
の
復
活
を
試
み
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ

い
て
』
で
は
、「
言
葉
」
を
「
存
在
の
家
」
と
規
定
し
た
。
一
方
、
井
筒

「
東
洋
哲
学
」
で
は
、
コ
ト
バ
の
意
味
分
節
作
用
に
よ
っ
て
本
質
の
世
界

が
生
成
さ
れ
る
と
い
う
。
ロ
ペ
ス
・
パ
ソ
ス
は
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
が
説

く
「
コ
ト
バ
」
の
意
味
論
視
座
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
哲
学
を
読
み

解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
の
可
能
性
を
模
索
し
た
。

　

さ
ら
に
氣
多
は
、
井
筒
俊
彦
の
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
の
思
想
と
上
田
閑

照
の
「
根
源
語
」
の
思
想
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
井
筒
の
言
語
思

想
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
。
井
筒
の
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
も
上
田
の

「
根
源
語
」
も
、
言
葉
以
前
の
と
こ
ろ
か
ら
言
葉
が
発
出
し
て
い
く
事
象

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
氣
多
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
位
置
づ

け
に
は
違
い
が
あ
る
と
述
べ
た
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
決
定
的
に
重
要
な
意
義

を
も
つ
井
筒
の
言
語
哲
学
で
は
、
実
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
「
意
味
の
産
出

と
し
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
上
田
の
思
想
で
は
、
実

在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
「
言
葉
か
ら
出
て
、
言
葉
に
出
る
」
と
い
う
根
本
運

動
そ
の
も
の
に
あ
る
と
氣
多
は
論
じ
た
。
仁
子
は
ま
ず
、
井
筒
の
『
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
に
お
け
る
意
味
論
分
析
が
、
二
つ
の
方
向
、
す

な
わ
ち
、「
東
洋
哲
学
」
構
想
の
方
向
と
厳
密
な
文
化
学
と
し
て
の
意
味

論
分
析
の
方
向
と
い
う
二
つ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
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宗
勢
調
査
の
可
能
性
と
個
別
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

代
表
者
・
司
会　

川
又
俊
則

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

村
上
興
匡

質
問
紙
調
査
に
よ
る
実
態
把
握
や
将
来
予
測
と
し
て
の
宗
勢
調
査

相
澤
　
秀
生

　

本
発
表
で
は
、
仏
教
教
団
が
実
施
す
る
「
宗
勢
調
査
」
に
焦
点
を
当

て
、
宗
勢
調
査
の
利
点
や
課
題
を
整
理
し
、
こ
れ
を
寺
院
の
実
態
研
究
に

活
用
す
る
た
め
の
端
緒
と
し
た
い
。

　

宗
勢
調
査
は
、
教
団
が
国
勢
調
査
に
着
想
を
得
て
、
傘
下
に
あ
る
寺
院

や
住
職
ら
の
実
態
、
す
な
わ
ち
寺
院
と
檀
信
徒
の
分
布
、
寺
院
を
支
え
る

人
び
と
と
組
織
の
属
性
や
役
割
、
寺
院
の
活
動
や
運
営
の
状
況
な
ど
を
明

ら
か
に
し
、
教
団
に
よ
る
教
化
推
進
の
施
策
立
案
を
目
的
に
実
施
さ
れ
る

質
問
紙
調
査
で
あ
る
。
全
寺
院
・
住
職
を
対
象
と
す
る
悉
皆
調
査
と
な
る

場
合
が
多
い
。
人
口
減
少
の
到
来
と
と
も
に
、
寺
院
の
法
人
解
散
（
廃

寺
）
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
今
日
、
こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
て
き

た
宗
勢
調
査
は
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
寺
院
の
実
態
を
含
ん
で
お
り
、

宗
教
研
究
に
お
け
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　

曹
洞
宗
が
二
〇
一
五
年
に
実
施
し
た
宗
勢
調
査
（
事
前
調
査
を
除
く
一

万
四
〇
九
九
ヶ
寺
を
対
象
に
実
施
。
回
収
率
九
六
・
八
％
）
に
よ
れ
ば
、

寺
院
減
少
時
代
の
到
来
、
寺
檀
関
係
の
縮
小
化
、
法
人
収
入
の
格
差
拡
大
、

兼
務
寺
院
の
増
加
、
徒
弟
の
大
幅
な
減
少
と
い
っ
た
興
味
深
い
結
果
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
委
員
会
編
『
曹
洞
宗
宗
勢

総
合
調
査
報
告
書 

二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
）』
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇

一
七
年
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
勢
調
査
が
射
程
と
す
る
の
は
、
寺
院
や
住
職
ら
の
実

態
を
網
羅
的
に
把
握
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
教
団
の
特
性
を
一
般
化
す
る
こ

と
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
集
計
結
果
は
継
続
調
査
に
よ
っ

て
、
そ
の
変
化
も
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
把

捉
と
同
時
に
、
メ
ゾ
レ
ベ
ル
（
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
、
都
道
府
県
な
ど
）
の
動

向
も
ク
ロ
ス
集
計
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
曹
洞
宗
寺
院

の
法
人
収
入
を
例
に
す
れ
ば
、
東
高
西
低
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
地
域
別

の
集
計
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
特
定
地
域
に
焦
点
を
絞
り
、
寺
院
の
実
態
を

全
国
の
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
他
教
団
と
比
較
し

た
分
析
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

宗
勢
調
査
は
過
去
の
実
績
に
外
部
調
査
の
結
果
を
変
数
と
し
て
加
味
す

る
と
、
檀
信
徒
数
や
葬
儀
件
数
と
い
っ
た
将
来
の
動
向
も
試
算
で
き
る
。

国
勢
調
査
や
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
世
帯
数
将
来
推
計
に

基
づ
き
、
曹
洞
宗
寺
院
一
ヶ
寺
あ
た
り
の
将
来
の
檀
徒
数
を
試
算
す
る
と
、

地
方
別
で
檀
徒
が
増
加
す
る
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
く
、
全
体
と
し
て
減
少

に
向
か
う
（
相
澤
秀
生
・
川
又
俊
則
編
著
『
岐
路
に
立
つ
仏
教
寺
院
―
曹

洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
二
〇
一
五
年
を
中
心
に
』
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
）。

　

宗
勢
調
査
の
特
性
上
、
ど
う
し
て
も
捨
象
さ
れ
や
す
い
の
が
ミ
ク
ロ
レ

ベ
ル
（
寺
院
個
別
）
の
実
態
で
あ
る
。
自
由
記
述
に
着
眼
す
る
こ
と
で
、

一
部
そ
の
代
替
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
よ
る
調
査
の
方
が
収
穫
が
大
き
い
。

　

ど
の
よ
う
な
調
査
に
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、
調
査
に
は
多
く
の
労
力
と

費
用
が
注
が
れ
る
。
被
調
査
者
の
回
答
に
か
か
る
負
担
も
考
慮
す
れ
ば
、

質
問
紙
の
内
容
は
教
団
の
関
心
事
に
絞
ら
れ
、
そ
の
深
度
も
か
ぎ
ら
れ
る
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調
査
報
告
書 

二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
）』
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
一

七
）。
さ
ら
に
こ
の
調
査
に
基
づ
く
分
析
で
は
、
檀
信
徒
の
減
少
傾
向
、

法
人
収
入
の
低
収
入
寺
院
の
割
合
、
兼
務
・
無
住
寺
院
の
割
合
、
寺
院
の

継
承
へ
の
意
識
な
ど
で
過
疎
地
寺
院
と
非
過
疎
地
寺
院
の
間
で
違
い
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
相
澤
秀
生
「
過
疎
地
域
に
お
け
る
曹
洞
宗

寺
院
の
現
状
」
相
澤
秀
生
・
川
又
俊
則
編
著
『
岐
路
に
立
つ
仏
教
寺
院
―

曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
二
〇
一
五
年
を
中
心
に
』
法
藏
館
、
二
〇
一
九
）。

同
著
は
調
査
に
寄
せ
ら
れ
た
各
地
住
職
の
意
見
紹
介
を
通
し
て
、
過
疎
地

寺
院
の
状
況
を
よ
り
具
体
的
に
映
し
出
し
て
い
る
。
設
問
の
分
析
だ
け
で

は
個
々
の
寺
院
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
意
見
紹
介
に
よ

っ
て
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

他
教
団
の
宗
勢
調
査
を
見
て
い
く
と
、
各
調
査
と
も
に
過
疎
に
特
化
し

た
設
問
設
定
は
わ
ず
か
で
あ
り
、「
地
域
の
特
性
」、「
遠
方
檀
信
徒
」、

「
寺
院
後
継
者
」「
寺
院
の
解
散
・
合
併
」「
過
疎
対
策
へ
の
評
価
」
な
ど

の
設
問
を
用
い
て
地
方
毎
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
る
（
日
蓮
宗
現
代
宗
教

研
究
所
・
宗
勢
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
編
『
人
口
減
少
時
代
の
宗
門

―
宗
勢
調
査
に
み
る
日
蓮
宗
の
現
状
と
課
題
』
日
蓮
宗
宗
務
院
、
二
〇
一

四
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
「
第
一
〇
回
宗
勢
基
本
調
査
中
間
報
告
（
単
純

集
計
）」『
宗
報
』
五
八
一
号
、
二
〇
一
六
）。
ま
た
寺
院
所
在
地
を
尋
ね

て
い
な
い
調
査
も
多
く
、
過
疎
地
寺
院
を
抽
出
し
て
の
分
析
は
さ
れ
て
い

な
い
。
他
教
団
の
調
査
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
設
問
を
設
け
、
そ
の
分

析
を
通
し
て
過
疎
地
寺
院
の
現
状
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
調
査
毎

に
設
問
設
計
が
異
な
り
安
易
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
曹
洞
宗
の
調
査
で

明
ら
か
と
な
っ
た
実
態
と
同
様
の
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

一
方
、
現
地
調
査
は
実
際
に
過
疎
地
に
て
住
職
か
ら
実
態
を
聞
き
取
る

こ
と
に
な
る
。
教
団
間
で
の
比
較
を
行
な
う
際
に
も
問
題
が
残
る
。
寺
院

の
所
在
す
る
地
域
の
区
分
を
は
じ
め
、
檀
信
徒
数
や
法
人
収
入
な
ど
の
尋

ね
方
（
選
択
回
答
／
実
数
記
入
）
な
ど
が
異
な
り
、
宗
規
の
違
い
も
相
ま

っ
て
、
近
似
し
た
設
問
で
も
比
較
不
可
能
な
場
合
が
多
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
寺
院
の
実
態
研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
前
提
と
な

る
の
は
宗
勢
調
査
の
利
用
許
諾
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
勢
調
査
は

外
部
研
究
を
想
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
利
用
範
囲
は
公
刊
の
報
告
書
に
記

載
の
あ
る
デ
ー
タ
に
限
定
さ
れ
る
の
が
関
の
山
だ
ろ
う
。
分
析
に
お
い
て

は
、
報
告
書
以
外
の
集
計
結
果
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ

り
、
い
か
に
し
て
そ
の
利
用
許
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
教
団
と

の
関
係
構
築
と
働
き
か
け
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

調
査
を
通
し
て
見
え
て
く
る
過
疎
地
寺
院
の
課
題

平
子
　
泰
弘

　

本
発
表
は
、「
宗
勢
調
査
」
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
寺
院
の
変
化
や

状
況
を
「
過
疎
地
寺
院
（
過
疎
地
に
所
在
す
る
寺
院
）」
に
絞
っ
て
見
て
い

く
。
過
疎
地
寺
院
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
い
て
、
各
教
団
が
取

り
組
ん
で
い
る
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
過
疎
地
寺
院
が
抱
え
る
課
題
そ

の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
く
、
過
疎
地
寺
院
の
実
態
を
調
査
す

る
際
の
調
査
上
に
生
じ
る
課
題
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ま
た
紙
面
に
よ
る
宗

勢
調
査
だ
け
で
は
な
く
、
現
地
調
査
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
確
認
し
、
過

疎
地
寺
院
の
実
態
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
手
法
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

曹
洞
宗
が
十
年
毎
に
実
施
す
る
宗
勢
調
査
に
お
い
て
、
二
〇
一
五
年
実

施
の
調
査
時
で
過
疎
地
寺
院
は
全
寺
院
の
う
ち
二
九
・
九
％
（
四
〇
八
三

ヶ
寺
）
で
あ
る
（
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
委
員
会
編
『
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
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現
在
の
先
祖
祭
祀
・
葬
送
墓
制
研
究
の
方
法
論
の
主
流
は
、
調
査
に
協

力
的
な
法
人
サ
イ
ド
も
し
く
は
利
用
者
サ
イ
ド
へ
の
、
質
問
紙
調
査
（
量

的
）
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
（
質
的
）、
意
識
調
査
に
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
方
法
で
は
対
象
者
が
偏
り
、
印
象
論
的
な
記
述
に
な
る
傾
向
が
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
曹
洞
宗
の
宗
勢
調
査
は
全
数
調
査
で
あ
る
た
め
、
宗

派
の
全
国
的
な
実
態
が
明
確
に
把
握
で
き
る
。
ま
た
、
一
宗
派
限
定
と
は

い
え
わ
が
国
最
大
宗
派
で
行
わ
れ
る
本
調
査
は
、
日
本
仏
教
界
全
体
の
動

向
を
概
ね
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
本
報
告
で
は
四
種
類
の
分
析

デ
ー
タ
を
提
示
し
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
、
過
疎
・
非
過
疎
区
分
、
収
入
区
分

な
ど
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
が
、
分
析
に
際
し
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
。

　

そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
、
墓
地
・
納
骨
堂
の
所
有
状
況
を
地
域
ブ
ロ

ッ
ク
別
に
展
開
し
た
デ
ー
タ
で
は
、
た
と
え
ば
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
八

八
・
六
％
が
、
関
東
で
は
九
二
・
一
％
が
、
甲
信
越
で
は
八
二
・
二
％
が
、

納
骨
堂
を
所
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
墓
地
を
所
有
し
て
い
る

の
に
対
し
、
西
日
本
で
は
所
有
率
が
低
い
こ
と
が
判
明
し
た
。「
墓
地
・

納
骨
堂
、
い
ず
れ
の
施
設
も
所
有
し
て
い
な
い
」
と
答
え
た
寺
院
は
、
近

畿
と
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
で
と
も
に
三
割
を
超
え
、
北
陸
、
東
海
、
中
国
、
九

州
・
沖
縄
で
も
二
割
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
別
の
ク
ロ
ス

集
計
に
よ
り
、
墓
地
・
納
骨
堂
の
所
有
状
況
は
、
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り

違
い
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
地
域
や
収
入
区
分
等
に
よ
っ
て
異
な
る

実
態
に
合
わ
せ
て
、
宗
派
内
に
お
け
る
対
策
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

一
方
で
、
今
回
の
調
査
で
は
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
時
代
に
お
け
る

先
祖
供
養
の
継
承
の
困
難
さ
、
そ
れ
に
と
も
な
う
寺
院
墓
地
経
営
上
の
課

調
査
と
な
る
が
、
こ
れ
も
各
教
団
に
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
過
疎
問

題
連
絡
懇
談
会
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
教
団
が
協
働
し
て
現
地
調
査
が

行
わ
れ
て
い
る
。
同
懇
談
会
が
二
〇
一
七
年
八
月
に
石
川
県
能
登
地
域
で

実
施
し
た
現
地
調
査
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
地
域
に
所
在
す
る
各
宗
派
二

〇
ヶ
寺
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
檀
信
徒
の
離
郷
の
状
況
、
葬
儀
・
供

養
の
変
化
、
寺
院
維
持
へ
の
思
い
な
ど
が
詳
細
に
収
集
さ
れ
て
い
る
。

　

紙
面
に
よ
る
宗
勢
調
査
で
は
、
全
体
の
傾
向
や
分
布
、
変
化
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
、
ク
ロ
ス
集
計
に
よ
っ
て
過
疎
地
の
傾
向
も
見
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
疎
地
寺
院
の
全
体
的
な
傾
向
は
摑
め
る
も
の

の
、
個
々
の
寺
院
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
一
方
、
現
地
調

査
で
は
現
地
で
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
に
よ
り
詳
細
な
実
態
を
知
る
だ
け

で
な
く
、
周
辺
環
境
に
つ
い
て
も
情
報
収
集
で
き
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
得

ら
れ
る
知
見
が
個
人
的
・
局
地
的
な
も
の
か
、
過
疎
地
で
共
有
さ
れ
る
も

の
か
に
つ
い
て
は
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
調
査
に

よ
る
成
果
は
異
な
る
が
、
両
者
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
過
疎
地
寺
院
の

実
態
を
よ
り
詳
細
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
宗
勢

調
査
の
設
問
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
過
疎
地
寺
院
の
実
態
把
握
を
進
め
る

一
つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

調
査
を
通
し
て
見
え
て
く
る
寺
院
と
葬
祭
・
墓
地
問
題
の
こ
れ
か
ら

問
芝
　
志
保

　

宗
勢
調
査
は
教
団
内
の
特
性
を
マ
ク
ロ
・
メ
ゾ
レ
ベ
ル
で
把
握
で
き
る

調
査
で
あ
る
。
本
報
告
は
そ
の
一
つ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
曹
洞
宗
宗

勢
総
合
調
査
二
〇
一
五
の
う
ち
墓
地
に
関
す
る
部
分
を
対
象
と
し
て
、
特

に
注
目
す
べ
き
調
査
結
果
を
紹
介
す
る
。
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る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
態
は
あ
ま
り
に
多
様
だ
ろ
う

し
、
葬
送
墓
制
は
地
域
差
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
は
心
得
て
い
る
が
、

可
能
な
限
り
正
確
性
を
追
究
し
た
調
査
を
期
待
し
た
い
。

コ
メ
ン
ト

村
上
　
興
匡

　

本
パ
ネ
ル
に
は
、
柱
と
な
る
二
つ
の
課
題
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
一

つ
は
、
①
宗
教
団
体
が
行
う
宗
勢
調
査
を
「
宗
教
学
」
で
い
か
に
活
用
す

る
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
相
澤
報
告
、
問
芝
報
告
は
主
に
こ
れ
を
担
っ
て

い
る
。
も
う
一
つ
は
、
②
近
年
の
宗
勢
調
査
に
現
れ
た
地
方
寺
院
の
問

題
、
す
な
わ
ち
現
在
進
行
形
で
あ
る
地
方
か
ら
都
市
へ
の
人
口
集
中
に
よ

っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
「
過
疎
地
寺
院
の
危
機
的
状
況
」
へ
の
対
応
の
問

題
で
あ
り
、
平
子
報
告
が
主
に
こ
れ
を
担
っ
て
い
る
。

　

宗
勢
調
査
は
「
戦
後
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
石
井
研
士
）
と
さ

れ
る
。
宗
勢
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
目
的
は
、
財
政
問
題
へ
の

対
応
、
新
宗
教
へ
の
対
応
、
布
教
的
社
会
運
動
の
推
進
な
ど
、
宗
派
毎
に

様
々
だ
が
、
開
始
時
期
は
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
が
多
く
、
教
団

や
信
者
の
あ
り
方
が
共
同
体
的
な
も
の
か
ら
個
人
的
な
形
に
シ
フ
ト
し
た

時
期
で
あ
り
、
調
査
は
教
団
の
都
市
化
へ
の
対
応
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

仏
教
教
団
の
社
会
的
機
能
（
有
用
性
）
が
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
時
期
で

も
あ
る
。
そ
も
そ
も
宗
勢
調
査
は
、
実
際
は
そ
の
結
果
が
宗
政
に
活
用
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
目
的
と
し
て
設
計
実
行
さ
れ
た

も
の
で
、
都
市
化
的
状
況
へ
の
教
団
対
応
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

　

そ
の
調
査
視
角
や
デ
ー
タ
の
偏
り
が
想
定
さ
れ
、
所
謂
「
教
会
社
会

学
」
と
し
て
学
的
中
立
性
が
懸
念
さ
れ
る
。
一
方
、
本
パ
ネ
ル
の
元
と
な

題
を
反
映
し
た
現
象
と
し
て
、「
無
縁
墓
」
と
「
墓
じ
ま
い
」
の
増
加
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
調
査
結

果
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
一
〇
年
間
で
の
墓
じ
ま
い
の
件
数
が
一
〇
件
以

下
と
い
う
寺
院
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
一
方
、
二
一
件
以
上
と
回
答
し

た
寺
院
も
二
〇
〇
カ
寺
を
超
え
て
い
た
。
ま
た
、
所
有
す
る
墓
地
内
に
お

い
て
無
縁
墓
が
一
〇
％
以
下
だ
と
回
答
し
た
寺
院
が
七
割
以
上
で
あ
っ
た

が
、
墓
地
内
の
墓
の
半
数
以
上
が
無
縁
化
し
て
い
る
と
回
答
し
た
寺
院
は

約
三
〇
〇
カ
寺
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
の
墓
の
数
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
ろ
う
し
、
大
規
模
な
墓
地
移
転
改
葬
事
業
な
ど
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
た
め
、
こ
の
件
数
を
一
概
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で

も
決
し
て
無
視
は
で
き
な
い
傾
向
で
あ
ろ
う
。
な
お
興
味
深
い
こ
と
に
、

墓
じ
ま
い
や
無
縁
墓
の
数
に
つ
い
て
、
過
疎
区
分
や
法
人
収
入
区
分
に
よ

る
ク
ロ
ス
集
計
で
は
、
ほ
と
ん
ど
差
が
出
な
か
っ
た
。
墓
じ
ま
い
の
背
景

は
何
か
、
無
縁
墓
の
数
が
何
を
意
味
す
る
の
か
の
解
明
は
、
よ
り
詳
細
な

資
料
や
質
的
調
査
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
個
人
情
報
保
護
等
の
観
点
か
ら
、
寺
院
や
檀
家
の
デ

ー
タ
を
開
示
し
て
も
ら
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
墓
地
の
所

有
率
や
墓
じ
ま
い
件
数
な
ど
の
具
体
的
な
数
量
・
割
合
を
明
ら
か
に
す
る

曹
洞
宗
の
宗
勢
調
査
は
、
き
わ
め
て
貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ
る
。
寺
院
墓
地

は
、
在
家
の
研
究
者
に
は
立
ち
入
り
難
い
領
域
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
各

宗
派
・
教
団
に
は
今
後
と
も
、
ぜ
ひ
詳
し
い
デ
ー
タ
を
ご
提
供
い
た
だ
け

れ
ば
あ
り
が
た
い
。
た
だ
し
そ
の
際
、
概
念
規
定
を
可
能
な
か
ぎ
り
明
確

に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
墓
地
を
所
有
し
て
い
る
か
ど

う
か
」
の
設
問
で
、
こ
の
「
所
有
」
を
め
ぐ
っ
て
寺
院
間
で
認
識
が
異
な
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現
代
仏
教
寺
院
の
現
況
調
査
と
し
て
、
宗
勢
調
査
は
地
方
寺
院
が
抱
え

る
問
題
で
あ
る
①
個
々
の
寺
院
の
宗
派
か
ら
の
独
立
性
の
高
さ
と
寺
院
ご

と
の
経
営
規
模
の
格
差
や
、
②
兼
業
す
る
こ
と
の
困
難
を
数
値
の
上
か
ら

明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
そ
の
対
策
と
し
て
の
寺
院
集
団
の
ブ
ロ
ッ
ク
化

（
新
し
い
本
末
関
係
、
一
山
寺
院
化
）
な
ど
後
継
者
不
足
、
住
職
の
高
齢

化
へ
の
状
況
や
、
そ
の
適
応
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
さ
も
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
宗
教
学
的
葬
送
墓
制
研
究
は
「
終
活
を
行
う

側
か
ら
の
葬
送
墓
制
へ
の
関
心
」（「
顧
客
目
線
」）
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
そ
れ
と
の
関
連
で
仏
教
寺
院
の
経
営
基
盤
、
葬
送
墓
制
文
化
の

保
持
、
寺
院
・
葬
送
墓
制
の
社
会
的
価
値
な
ど
に
も
社
会
的
関
心
が
持
た

れ
て
い
る
。
組
織
対
応
を
目
的
と
す
る
宗
勢
調
査
を
行
う
側
と
、
学
界
や

一
般
社
会
の
関
心
か
ら
研
究
を
行
う
「
宗
教
学
」
者
の
間
の
研
究
目
的
・

研
究
視
角
の
相
違
を
ど
う
す
り
あ
わ
せ
る
か
が
課
題
と
な
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

川
又
　
俊
則

　

本
パ
ネ
ル
の
契
機
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
六
月
に
刊
行
し
た
相
澤
・
川

又
編
著
『
岐
路
に
立
つ
仏
教
寺
院
―
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
二
〇
一
五
年

を
中
心
に
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
）
に
あ
る
。
副
題
の
通
り
、
二
〇

一
五
年
（
平
成
二
七
）
に
曹
洞
宗
が
実
施
し
た
宗
勢
調
査
（
教
団
自
身
が

寺
院
や
住
職
ら
を
対
象
と
し
、
自
教
団
の
実
勢
を
明
ら
か
に
し
、
将
来
の

教
化
推
進
に
役
立
て
る
質
問
紙
調
査
）
を
中
心
的
な
題
材
に
し
た
論
文
集

で
あ
る
。
執
筆
者
た
ち
は
、
宗
勢
調
査
を
宗
教
研
究
、
と
く
に
宗
教
社
会

学
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
と
見
な
し
た
。
こ
れ
を
用
い
て
人
口

減
少
社
会
を
迎
え
た
現
代
日
本
の
寺
院
や
住
職
ら
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

っ
た
曹
洞
宗
の
宗
勢
調
査
で
も
多
く
の
「
宗
教
学
者
」
が
調
査
に
関
与
し

て
お
り
、
十
分
な
「
資
料
批
判
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
利
用
の

有
効
性
（
問
芝
「
個
人
で
は
で
き
な
い
調
査
」）
が
存
在
す
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。

　

宗
勢
調
査
に
あ
ら
わ
れ
た
地
方
寺
院
の
危
機
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
二

〇
一
四
年
に
日
本
創
成
会
議
に
よ
っ
て
『
地
方
消
滅
』
報
告
書
が
出
さ
れ

た
。
そ
れ
に
前
後
し
て
、
多
く
の
宗
派
で
地
方
に
お
け
る
人
口
減
少
（
信

者
の
減
少
）、
寺
院
の
財
政
問
題
、
後
継
者
不
足
の
問
題
へ
対
応
の
た
め

の
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
八
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
「
寺

が
消
え
る
」
が
放
映
さ
れ
た
が
、
翌
年
に
は
日
蓮
宗
か
ら
調
査
報
告
『
こ

こ
ま
で
き
て
い
る
過
疎
地
寺
院
』
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
を
皮
切
り
と
し

て
、
各
教
団
か
ら
過
疎
寺
院
の
実
態
調
査
、
過
疎
問
題
へ
の
対
策
紹
介

（
寺
院
に
よ
る
社
会
・
福
祉
活
動
活
性
化
の
た
め
の
ガ
イ
ド
）、
寺
院
の
合

併
解
散
の
手
引
き
な
ど
の
発
行
物
が
出
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
の
日
本
宗
教

学
会
学
術
大
会
で
も
二
つ
の
関
連
パ
ネ
ル
が
も
た
れ
た
。

　

仏
教
寺
院
の
経
営
基
盤
の
危
機
的
状
況
は
葬
儀
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
の

脆
弱
化
を
意
味
す
る
。
現
状
、
葬
送
墓
制
を
支
え
て
い
る
の
は
仏
教
寺
院

で
あ
り
、
家
じ
ま
い
、
墓
じ
ま
い
、
寺
じ
ま
い
の
連
鎖
は
葬
儀
の
シ
ス
テ

ム
、
葬
祭
文
化
の
変
容
を
も
た
ら
す
。
都
市
生
活
者
の
関
心
は
「
自
ら
が

ど
う
死
ぬ
か
」（
終
活
）
に
あ
る
。
少
子
高
齢
化
や
そ
れ
に
と
も
な
う
高

齢
者
の
独
居
は
、
経
済
的
、
人
的
（
祭
祀
・
継
承
者
不
在
）
問
題
（「
葬

儀
難
民
」）
を
引
き
起
こ
す
。
誰
で
も
が
「
ふ
さ
わ
し
く
」
送
ら
れ
る
こ

と
を
保
証
す
る
「
葬
祭
補
助
活
動
」
を
ど
う
行
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
現

代
に
お
け
る
葬
送
墓
制
や
寺
院
の
公
益
性
と
い
う
課
題
と
つ
な
が
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。



　　114

『宗教研究』93巻別冊（2020年） パネル

入
）
で
の
意
識
・
行
動
の
違
い
が
明
示
さ
れ
、
兼
務
・
無
住
寺
院
の
実
態

な
ど
、
一
般
的
に
と
ら
え
に
く
い
デ
ー
タ
を
考
察
し
た
。
本
パ
ネ
ル
は
本

書
内
容
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
宗
勢
調
査
の

知
見
で
得
ら
れ
た
仏
教
教
団
の
在
り
方
や
、
今
後
の
予
測
な
ど
、
宗
勢
調

査
の
可
能
性
と
重
要
な
個
別
課
題
を
、
自
己
省
察
お
よ
び
、
他
宗
派
の
調

査
結
果
な
ど
と
の
比
較
検
討
を
中
心
に
論
じ
た
。

　

司
会
を
務
め
た
筆
者
か
ら
上
記
の
よ
う
な
趣
旨
説
明
が
な
さ
れ
、
教
団

間
の
情
報
共
有
が
乏
し
い
こ
と
や
、
共
有
の
テ
ー
マ
や
課
題
の
比
較
な
ど

も
議
論
し
、
参
加
者
と
と
も
に
、
今
後
の
宗
教
界
を
論
ず
る
に
値
す
る
貴

重
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、「
協
働
の
可
能
性
」
も
探
り
た
い
こ
と
が
述
べ

ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
三
人
の
個
別
報
告
が
あ
っ
た
。
相
澤
報
告
で
は
宗
勢
調
査
で

示
さ
れ
る
マ
ク
ロ
・
メ
ゾ
分
析
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
続
く
、
平
子

報
告
で
は
過
疎
地
寺
院
の
地
域
調
査
を
含
め
た
分
析
、
問
芝
報
告
で
葬
送

墓
制
研
究
の
立
場
か
ら
の
墓
地
を
中
心
に
し
た
考
察
が
述
べ
た
。
こ
れ
ら

三
者
の
詳
細
な
報
告
は
別
途
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
コ
メ
ン
テ
ー
タ
を

お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
村
上
氏
か
ら
、
率
直
で
丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
が
投

げ
か
け
ら
れ
た
。
と
く
に
宗
勢
調
査
の
歴
史
的
背
景
と
そ
れ
を
扱
う
際
の

研
究
視
角
に
つ
い
て
重
要
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
フ
ロ
ア

か
ら
、
過
疎
・
非
過
疎
の
判
定
法
、
兼
務
・
無
住
寺
院
の
回
答
確
認
、
ク

ロ
ー
ジ
ン
グ
な
ど
「
知
り
た
い
」
情
報
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
宗
勢
調
査
の

前
提
な
ど
、
多
様
な
質
問
が
あ
り
、
報
告
者
か
ら
適
宜
応
答
さ
れ
た
。
パ

ネ
ル
終
了
後
、
個
々
に
「
感
想
戦
」
も
見
ら
れ
、
今
後
、
新
た
な
展
開
の

可
能
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

つ
つ
、
そ
の
今
後
を
展
望
し
よ
う
と
本
書
を
編
ん
だ
。
執
筆
者
は
「
曹
洞

宗
宗
勢
総
合
調
査
委
員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
調
査
報
告
書
（
二
〇

一
七
年
刊
行
）
で
は
、
曹
洞
宗
寺
院
の
悉
皆
調
査
に
お
け
る
単
純
集
計
な

ど
中
心
に
示
し
た
。
本
書
で
は
個
々
関
心
あ
る
テ
ー
マ
を
担
当
し
、
数
量

的
な
面
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
に
つ
い
て
、
質
問
紙
の
自
由
記

述
や
執
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
質
的
調
査
で
補
完
し
た
。

　

宗
勢
調
査
は
曹
洞
宗
ば
か
り
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
は
一
九
五
九
年
か
ら
一
〇
回
、
真
言
宗
智
山
派
は
五
年
ご
と

に
九
回
、
日
蓮
宗
も
浄
土
宗
も
真
宗
大
谷
派
も
継
続
的
に
実
施
し
て
い

る
。
近
年
、
高
野
山
真
言
宗
が
初
め
て
、
真
言
宗
豊
山
派
で
は
四
二
年
ぶ

り
な
ど
、
人
口
減
少
時
代
に
お
い
て
、
宗
門
側
か
ら
も
、
檀
信
徒
た
ち
か

ら
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

初
期
調
査
を
担
当
し
た
方
か
ら
は
、「
手
探
り
」
で
調
査
を
し
て
い
た

と
の
述
懐
も
あ
る
。
し
か
し
、
半
世
紀
の
積
み
重
ね
の
中
で
、
調
査
委
員

会
メ
ン
バ
ー
に
宗
門
以
外
の
社
会
学
者
や
心
理
学
者
な
ど
が
加
わ
り
、
他

派
の
調
査
項
目
を
参
照
し
、
質
問
項
目
も
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
す
な
ど
、

調
査
自
体
の
深
化
も
う
か
が
え
る
。
結
果
分
析
も
宗
門
内
で
活
か
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
報
告
書
な
ど
の
形
で
公
表
も
さ
れ
て
い
る
。
拙
編
著
で
も

示
し
た
が
、
こ
れ
を
用
い
た
研
究
も
近
年
幾
つ
か
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本

宗
教
学
会
大
会
で
も
、
例
え
ば
昨
年
の
第
七
七
回
大
会
で
は
、
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
第
一
〇
回
宗
勢
基
本
調
査
を
扱
う
パ
ネ
ル
が
あ
っ
た
（
寺
院
の

護
持
・
運
営
へ
の
経
済
的
要
素
を
加
味
し
た
分
析
、
門
徒
の
分
布
を
集
住

型
・
近
在
型
と
分
類
し
た
考
察
な
ど
）。
本
パ
ネ
ル
の
課
題
と
し
て
、
宗

勢
調
査
を
広
く
学
術
研
究
の
対
象
と
し
て
論
じ
よ
う
と
試
み
た
。
本
書
で

は
、
経
済
格
差
（
法
人
収
入
に
よ
る
三
区
分
＝
高
収
入
、
中
収
入
、
低
収
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の
一
部
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
呪
符
は
、
一
般
の

呪
符
同
様
、「
尸
」
や
「
日
」「
月
」「
鬼
」「
女
人
」「
子
」
等
の
字
を
組

み
合
わ
せ
た
複
文
や
人
面
が
あ
り
、
文
字
の
組
み
合
わ
せ
の
意
図
が
理
解

し
や
す
い
も
の
も
あ
る
。

　
『
平
産
之
符
』
の
呪
符
の
使
用
法
は
、
多
く
が
飲
用
（
呑
符
）
で
あ
る
。

た
だ
し
「
盗
人
入
テ
通
タ
ル
道
ニ
立
テ
ヨ
」
と
、
地
面
に
突
き
立
て
た
も

の
も
あ
る
。
中
国
で
呑
符
は
符
形
の
呪
力
だ
け
で
は
な
く
作
成
段
階
の
所

作
の
呪
力
や
紙
・
墨
な
ど
の
薬
効
成
分
も
期
待
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

日
本
で
も
同
様
だ
っ
た
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
『
医
心
方
』
に
よ
り
裏
付

け
ら
れ
る
。

　

日
本
の
出
土
呪
符
木
簡
は
、
結
界
や
祓
・
井
戸
祭
祀
な
ど
で
の
使
用
が

想
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
古
代
と
異
な
り
木
簡
の
用
途
が
限
定
さ
れ
る

中
世
に
な
る
と
、
呑
符
は
紙
、
耐
久
性
の
必
要
な
場
合
は
呪
符
木
簡
を
作

成
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
紙
が
安
価
に
な
れ
ば
掲
示
用
の
呪
符
に

も
紙
が
使
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
木
の
薬
効
も
期
待
さ
れ
呪
符
の
煮
汁
を

服
用
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
素
材
の
使
い
分
け
は
安
易
に
決
め
つ
け
ら

れ
な
い
。

　
『
平
産
之
符
』
の
呪
符
は
、
中
国
の
道
士
が
使
う
求
子
安
胎
符
・
産
難

符
や
、
近
世
日
本
の
呪
符
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
類
似
す
る
符
図
が
あ
る
。
後
者

の
中
の
後
産
の
不
調
の
際
に
飲
む
呑
符
の
使
用
法
に
は
、
中
国
の
影
響
が

窺
え
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
『
平
産
之
符
』
の
後
産
用
の
符
図
は
天
𦊆

（
北
斗
七
星
）
の
文
字
を
含
む
。
天
𦊆
呪
符
は
古
代
か
ら
数
多
く
作
ら
れ
、

そ
の
他
の
星
宿
木
簡
も
近
年
の
古
代
陰
陽
道
史
研
究
で
注
目
さ
れ
て
い

る
。
だ
が
呪
符
木
簡
や
吉
川
家
文
書
の
呪
符
・
近
世
の
呪
符
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
お
け
る
星
宿
は
か
な
り
変
形
し
て
お
り
、
ま
た
近
世
の
用
例
を
見
る
と

陰
陽
道
祭
祀
の
形
成
と
展
開

│
│ 

奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
を
中
心
に 

│
│

代
表
者　

梅
田
千
尋

コ
メ
ン
テ
ー
タ
・
司
会　

小
池
淳
一

古
代
陰
陽
道
の
展
開

細
井
　
浩
志

　

日
本
で
は
古
代
か
ら
呪
符
が
多
く
作
ら
れ
て
お
り
、
現
在
も
「
お
札
」

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
歴
史
学
や
歴
史
民
俗
学
で
の
先
行
研

究
も
あ
る
。
だ
が
日
本
の
呪
符
の
体
系
的
な
研
究
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な

い
と
言
え
よ
う
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
近
世
の
暦
師
吉
川
家
の

文
書
に
は
呪
符
の
符
形
を
描
い
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
今
回
は

『
平
産
之
符
』（
Ｈ-

六
七
九-

八-

二
六
）
を
紹
介
す
る
（
そ
の
冒
頭
に
「
平

産
之
符
」
が
あ
る
た
め
こ
の
文
書
名
が
あ
る
）。
法
量
は
縦
二
四
六
×
横

三
八
五
㎜
の
一
紙
物
で
、
江
戸
時
代
の
作
成
か
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
手
が

か
り
に
出
土
呪
符
木
簡
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

呪
符
は
符
図
と
「
急
急
如
律
令
」
の
よ
う
な
呪
言
（
呪
文
）
と
か
ら
な

る
が
、『
平
産
之
符
』
の
呪
符
は
符
図
の
み
で
あ
る
。
内
容
は
出
産
・
婦

人
科
系
の
病
気
に
関
わ
る
も
の
が
主
な
の
で
、
①
妊
婦
も
し
く
は
そ
の
家

族
、
ま
た
は
②
産
婆
に
教
え
る
た
め
、
あ
る
い
は
③
彼
女
ら
の
た
め
に
吉

川
家
が
呪
符
を
作
成
す
る
た
め
の
心
覚
え
で
あ
っ
た
か
と
推
測
で
き
る
。

婦
人
科
系
の
病
気
の
呪
符
と
盗
品
の
呪
符
の
組
み
合
わ
せ
は
一
見
ラ
ン
ダ

ム
だ
が
、
近
世
の
呪
符
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
『
邪
兇
呪
禁
法
則
』
に
も
似

た
並
び
の
箇
所
が
あ
る
の
で
、『
平
産
之
符
』
も
何
ら
か
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
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代
に
合
冊
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
報
告
で
は
便
宜
上
、
前

者
を
前
半
部
、
後
者
を
後
半
部
と
呼
ぶ
。
前
半
部
の
奥
書
（
一
四
丁
目

表
）
に
は
「
丹
波
新
田
塚
／
大
和
国
廣
瀬
郡
箸
尾
極
楽
寺
／
僧
定
智
之
／

文
亀
参
年
癸
亥
八
月
日
書
之
」
と
あ
り
、
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
八
月

に
大
和
国
広
瀬
郡
箸
尾
（
現
奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
）
に
所
在
し
た
極

楽
寺
の
定
智
な
る
僧
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ

し
、
極
楽
寺
は
現
在
で
は
該
当
す
る
寺
院
は
な
く
、
お
そ
ら
く
廃
寺
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
半
部
の
奥
書
（
二
七
丁
目
表
）
に
は
「
吉
川
庄
三

良
」
と
み
え
る
が
、
こ
れ
は
本
文
と
異
筆
で
あ
る
。
吉
川
庄
三
郎
は
明
暦

二
年
（
一
六
五
六
）
の
吉
川
家
文
書
に
披
見
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
後
半
部

の
大
半
に
紙
背
文
書
が
見
ら
れ
、
文
書
中
に
み
ら
れ
る
花
押
（
六
角
高

頼
、
六
角
氏
綱
、
朝
倉
貞
景
）
や
内
容
に
よ
り
永
正
四
、
五
年
（
一
五
〇

七
、
〇
八
）
に
比
定
で
き
る
こ
と
か
ら
（
村
井
祐
樹
氏
の
ご
教
示
に
よ

る
）、
後
半
部
も
一
六
世
紀
初
頭
を
そ
う
下
ら
な
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た

と
考
え
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
史
料
は
一
六
世
紀
初
頭
か

ら
前
半
の
間
に
書
写
さ
れ
た
二
つ
の
系
統
の
テ
ク
ス
ト
を
一
七
世
紀
中
頃

に
吉
川
庄
三
郎
が
合
冊
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
吉
川
家
に

伝
来
し
た
か
、
あ
る
い
は
購
入
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

内
容
は
一
三
点
の
占
術
・
暦
注
の
書
上
か
ら
な
る
。
前
半
部
は
ａ
五
行

姓
占
、
ｂ
当
年
星
、
ｃ
五
輪
塔
占
、
ｄ
太
刀
占
・
合
戦
吉
日
、
ｅ
九
相

図
・
九
魔
王
神
、
ｆ
十
二
星
占
、
ｇ
兵
法
虎
虚
方
秘
術
、
ｈ
暦
日
吉
凶
、

ｉ
出
行
吉
凶
の
九
点
、
後
半
部
は
ｊ
暦
注
書
上
、
ｋ
算
本
地
書
上
、
ｌ
逆

修
持
済
日
記
、
ｍ
「
病
ヲ
佛
病
ト
知
事
」
の
四
点
で
あ
る
。
本
史
料
の
特

徴
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
中
に
『
占
事
略
決
』（
ｄ
）、『
簠
簋

内
伝
』（
ａ
、
ｅ
、
ｆ
、
ｈ
、
ｉ
、
ｊ
）、『
陰
陽
雑
書
』（
ｂ
）、『
吉
日
考

出
産
や
病
気
治
療
目
的
の
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
よ
っ
て
古
代
の
呪

符
木
簡
の
当
初
の
使
い
手
と
し
て
は
、
呪
禁
師
（
後
世
の
陰
陽
師
の
前

身
）
が
想
定
で
き
る
。
呪
禁
師
は
呪
符
を
多
用
す
る
道
士
と
同
じ
「
道
士

法
」
の
使
い
手
と
さ
れ
、
八
世
紀
初
頭
に
は
典
薬
寮
に
属
し
、
呪
術
に
よ

る
病
気
治
療
を
職
掌
と
し
た
。

　

今
後
は
中
国
や
近
世
日
本
の
呪
符
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
琉
球
の
呪
符
、
さ
ら

に
は
医
学
書
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
出
土
呪
符
木
簡
の
用
途
を
追
求
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
呪
符
木
簡
の
用
途
が
符
図
か
ら
判
明
す
れ
ば
、
出

土
し
た
遺
構
の
性
格
を
推
測
す
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
り
、
ま
た
呪
符

木
簡
作
成
者
も
特
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
の
呪
符
マ
ニ
ュ

ア
ル
な
ど
を
見
る
と
、
類
似
す
る
符
図
が
違
う
用
途
に
使
わ
れ
る
事
例

や
、
同
一
目
的
の
呪
符
が
何
種
類
も
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が

っ
て
呪
符
木
簡
の
用
途
を
確
定
す
る
に
は
、
か
な
り
慎
重
な
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

中
世
陰
陽
道
と
占
い

赤
澤
　
春
彦

　

本
報
告
は
吉
川
家
文
書
「
十
二
星
占
写
」
の
紹
介
を
通
し
て
中
世
後
期

の
畿
内
に
お
け
る
占
術
・
暦
注
テ
ク
ス
ト
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
す
る
も

の
で
あ
る
（
な
お
、
文
書
名
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
）。

　

本
史
料
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
二
〇
一
八
年
度
に
新
た
に
購
入
し

た
吉
川
家
文
書
に
含
ま
れ
る
。
形
態
は
竪
帳
、
五
つ
目
綴
じ
、
法
量
は
縦

二
四
一
×
横
一
五
二
㎜
、
表
紙
お
よ
び
前
半
の
数
丁
分
は
欠
損
し
て
お

り
、
本
紙
二
七
丁
と
裏
表
紙
が
現
存
す
る
。
一
〜
一
四
丁
目
ま
で
と
一
五

丁
目
以
降
と
で
紙
質
、
筆
跡
が
異
な
る
た
め
、
も
と
も
と
別
の
史
料
を
後
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近
世
陰
陽
道
祭
祀
の
伝
播

梅
田
　
千
尋

　

本
報
告
で
は
、
近
世
陰
陽
道
祭
祀
研
究
の
現
状
を
ふ
ま
え
、
吉
川
家
文

書
の
性
格
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
近
世
陰
陽

道
研
究
の
主
要
資
料
で
あ
る
土
御
門
家
関
連
資
料
（
宮
内
庁
書
陵
部
土
御

門
家
史
料
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
若
杉
家
文
書
）
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
共
通
し
て
見
い
だ
せ
る
史
料
の
内
容
と
伝
来
過
程
を
検
討
し
、
両

史
料
群
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

吉
川
家
文
書
に
は
、
約
八
六
点
の
祭
祀
・
呪
法
の
実
践
に
関
わ
る
史
料

が
残
存
す
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
、
祭
神
や
史
料
形
態
な

ど
か
ら
陰
陽
道
／
神
道
／
仏
教
に
分
類
し
、
さ
ら
に
土
御
門
家
史
料
群
と

の
写
本
関
係
が
確
認
で
き
る
四
例
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
や
背
景
に
つ
い

て
検
討
し
た
。

　

そ
の
な
か
の
一
つ
【
例
１

】「
反
閇
作
法
」（
Ｈ-

六
七
九-

八-

一
）
は
、

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
九
月
六
日
の
後
水
尾
天
皇
二
条
城
行
幸
の
際
に

行
わ
れ
た
「
反
閇
」
を
め
ぐ
っ
て
、
陰
陽
頭
土
御
門
家
が
幸
徳
井
友
景
に

伝
授
し
た
宮
中
祭
祀
の
呪
法
で
あ
る
。
秘
法
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
写
本

が
、
幸
徳
井
か
ら
さ
ら
に
南
都
陰
陽
師
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、

近
世
初
期
の
陰
陽
道
復
興
を
巡
る
両
家
の
分
掌
関
係
を
示
唆
す
る
。

　

ま
た
、【
例
２

】「
宅
鎮
祭
用
物
」（
Ｈ-

六
七
九-

八-

一
三
五
）
は
、
宮

内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
同
名
史
料
の
写
し
で
あ
り
、「
陰
陽
家
ノ
末
代
迄
ノ

宝
物
」
と
し
て
南
都
陰
陽
師
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
史
料
は
、
天
和
二
年

（
一
六
八
二
）
幸
徳
井
友
伝
死
去
を
受
け
て
土
御
門
泰
福
が
陰
陽
頭
に
就

任
し
、
南
都
陰
陽
師
へ
の
支
配
を
強
め
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。【
例
３

】「
泰
山
府
君
祭
祭
文
」（
Ｈ-

六
七
九-

八-

五
九
）
は
、

秘
伝
』（
ｂ
）
と
い
っ
た
陰
陽
道
書
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
述
が
見
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
内
容
が
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
星
の
名
称
、
本

地
仏
の
配
当
、
吉
凶
日
時
に
独
自
の
解
釈
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

占
術
・
暦
注
テ
ク
ス
ト
の
地
域
的
展
開
の
一
形
態
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
二
つ
目
と
し
て
太
刀
占
や
合
戦
吉
日
、
五
輪
塔
占
な
ど
戦
国
期
特

有
の
内
容
や
独
自
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
点
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
。
と
り
わ
け
ｄ
は
太
刀
の
形
状
を
『
占
事
略
決
』
の
「
第
九 

王
相
死

因
老
法
」
に
配
当
し
て
占
う
も
の
で
、
他
に
類
例
を
見
な
い
独
自
の
占
術

と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
兵
法
書
と
比
較
し
て
検

討
し
た
い
。
三
つ
目
と
し
て
算
木
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
中
世
後
期
に

は
そ
れ
ま
で
陰
陽
家
の
占
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
六
壬
式
占
が
廃
れ
、
易

占
や
算
木
占
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
本
史
料
で
は
従
来
の
陰
陽
書
に
載
る
暦
日
に
算
木
占
を
配
す
る
解

釈
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ｋ
で
は
算
木
に
本
地
仏
を
配
当
し
、「
さ
れ
ハ

算
ヲ
不
浄
ノ
所
ニ
不
可
置
、
又
不
可
越
」
と
算
に
神
聖
性
を
付
与
し
て
い

る
。
同
様
に
十
二
直
に
も
本
地
仏
を
配
当
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
な
ど

（
ｊ
）、
従
来
の
陰
陽
道
的
な
知
識
に
別
の
解
釈
を
宛
て
て
援
用
し
て
い
た

こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

以
上
、
本
史
料
は
様
々
な
宗
教
的
・
呪
術
的
「
知
」
を
取
り
込
み
な
が

ら
、
取
捨
選
択
や
独
自
の
解
釈
を
織
り
交
ぜ
た
雑
書
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
「
知
」
の
媒
介
と
な
っ
た
畿
内
の
宗
教
者
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
も
垣
間
見
え
る
重
要
な
事
例
と
し
て
今
後
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
が

求
め
ら
れ
る
。
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の
地
位
・
正
当
性
を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
か
。
一
方
、
土
御
門
家
か
ら

の
伝
授
祭
文
が
、
吉
川
家
に
伝
わ
っ
た
陰
陽
道
祭
文
の
す
べ
て
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
形
成
さ
れ
伝
え
ら
れ
た
の
か
、
今

後
さ
ら
に
分
析
を
進
め
た
い
。

吉
川
家
伝
来
「
土
公
神
祭
文
」

│
│ 

そ
の
信
仰
お
よ
び
文
芸
的
特
徴 

│
│

松
山
由
布
子

　

本
報
告
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
」

よ
り
「
土
公
神
祭
文
」（
Ｈ-

六
七
九-

八-

一
〇
八
、
以
下
吉
川
家
本
「
土

公
祭
祭
文
」）
を
取
り
上
げ
、
近
世
の
陰
陽
師
の
知
識
の
一
端
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
奈
良
に
て
暦
師
・
陰
陽
師
と
し
て
活
動
し

た
吉
川
家
に
は
、
近
世
陰
陽
道
に
か
か
わ
る
儀
礼
詞
章
が
多
く
遺
さ
れ
て

い
る
。
本
報
告
で
は
、
陰
陽
道
祭
の
一
つ
、
土
公
祭
に
用
い
ら
れ
た
「
土

公
神
祭
文
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

吉
川
家
本
「
土
公
神
祭
文
」
は
、
装
丁
は
折
本
（
一
五
折
）、
標
題
は

表
紙
の
題
簽
外
題
と
表
紙
見
返
の
内
題
に
そ
れ
ぞ
れ
「
土
公
神
祭
文
」
と

あ
る
。
成
立
に
関
わ
る
識
語
と
し
て
、
本
紙
の
奥
書
に
「
于
時
寛
永
拾
九

年
〈
壬
／
午
〉
七
月
吉
日　

山
王
金
大
」
と
い
う
書
写
識
語
、
裏
表
紙

に
「
陰
陽
師　

吉
河
」
と
い
う
所
持
識
語
、
そ
し
て
一
折
裏
の
本
文
中
に

「
正
保
二
年
」
と
い
う
追
記
が
あ
る
。
さ
ら
に
祭
文
の
裏
打
紙
に
は
明
暦

四
年
の
仮
名
暦
の
墨
書
、
お
よ
び
祭
文
冒
頭
部
を
写
し
た
反
古
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
本
文
と
は
別
筆
に
て
仏
教
語
が
神
道
語
に
改
め
ら
れ
て

お
り
、
特
に
一
折
表
は
貼
紙
に
よ
っ
て
本
文
の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。

祭
文
全
体
の
展
開
は
、
１ 

祭
事
の
規
定
・
祭
神
の
勧
請
、
２ 

祭
事
の
趣

「
祭
文
部
類
」
と
し
て
土
御
門
側
に
伝
わ
っ
た
史
料
と
ほ
ぼ
同
文
な
が
ら
、

よ
り
古
い
年
記
を
有
し
て
い
る
。
土
御
門
本
の
情
報
源
が
む
し
ろ
南
都
に

あ
り
、
そ
れ
が
宝
暦
期
に
南
都
陰
陽
師
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
複
雑
な
伝

授
過
程
が
想
定
さ
れ
る
。【
例
４

】
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
四
月
「
天

曹
地
府
祭
次
第
」（
Ｈ-

六
七
九-

八-

七
四
）
は
、
将
軍
家
重
就
任
時
に

土
御
門
家
で
執
行
さ
れ
た
陰
陽
道
祭
・
天
曹
地
府
祭
に
南
都
か
ら
吉
川
辰

察
が
参
仕
し
た
時
の
、
祭
祀
の
「
台
本
」
と
い
う
べ
き
次
第
書
で
あ
る
。

土
御
門
側
の
若
杉
家
文
書
五
二
七
「
天
曹
地
府
祭
次
第
」
と
同
文
で
あ

り
、
吉
川
が
朝
廷
祭
祀
に
参
加
し
た
証
拠
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近

世
後
期
に
は
、
よ
り
直
接
的
に
南
都
陰
陽
師
と
土
御
門
家
と
の
関
係
を
示

す
史
料
が
作
成
さ
れ
た
。

　

一
方
、
土
御
門
家
系
に
は
見
ら
れ
な
い
内
容
の
陰
陽
道
祭
史
料
も
あ

る
。
例
え
ば
、
若
杉
家
文
書
と
同
じ
「
泰
山
府
君
祭
」
と
い
う
表
題
を
持

ち
な
が
ら
も
、
内
容
・
祭
神
・
構
成
が
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
彗
星
祭
事
」（
Ｈ-

六
七
九-

八-

一
四
八
）・「
九
将
神
祭
」（
Ｈ-

六
七
九-

八-

一
四
五
）
な
ど
は
祭
祀
名
・
祭
神
い
ず
れ
も
土
御
門
家
系
史
料
と
は

異
な
る
。「
九
将
神
祭
」
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
南
都
檀
家
へ
の
竈
祭
祀

に
、
こ
の
祭
神
の
札
を
用
い
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
て
お
り
、
南
都
在
地

で
の
陰
陽
道
活
動
の
な
か
で
は
、
こ
う
し
た
多
様
な
陰
陽
道
祭
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
年
代
を
追
っ
て
神
道
化
が
み
ら
れ
る
祭

祀
も
あ
る
。

　

今
回
、
土
御
門
家
か
ら
の
伝
授
過
程
が
明
ら
か
と
な
っ
た
【
例
１

】
〜

【
例
４

】
の
陰
陽
道
祭
は
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
天
皇
・
将
軍
が
関
わ
る

国
家
的
も
し
く
は
公
武
祭
祀
に
か
か
わ
る
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
史

料
を
持
ち
、
伝
え
て
い
た
こ
と
は
、
吉
川
家
に
と
っ
て
陰
陽
道
組
織
内
で
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公
神
の
荒
ぶ
る
神
と
し
て
の
姿
、
③
に
は
争
い
を
調
停
す
る
文
選
博
士
に

祭
事
を
行
う
陰
陽
師
を
重
ね
合
わ
せ
た
描
写
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
吉
川
家
本
「
土
公
神
祭
文
」
と
同
様
に
、
五
龍
王
説
話
を

中
心
と
す
る
仏
教
系
統
の
「
土
公
神
祭
文
」
と
し
て
、
醍
醐
寺
所
蔵
の

明
応
三
年
（
一
四
九
四
）「
土
公
祭
文
」
が
知
ら
れ
る
一
方
で
、
安
倍
家

（
土
御
門
家
）
に
伝
え
ら
れ
る
『
祭
文
部
類
』
所
収
の
「
土
公
神
祭
文
」

に
は
、
五
龍
王
説
話
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
吉

川
家
本
「
土
公
神
祭
文
」
は
、
陰
陽
道
の
家
伝
的
知
識
で
は
な
く
、
仏
教

（
密
教
）
の
系
統
に
連
な
る
外
来
の
祭
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
よ
り
、
吉
川
家
本
「
土
公
神
祭
文
」
は
、
近
世
初
期

に
吉
川
家
に
も
た
ら
さ
れ
、
数
度
の
手
が
加
え
ら
れ
た
詞
章
で
あ
る
こ

と
、
祭
事
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
陰
陽
道
の
家
伝
的
知
識

で
は
な
い
仏
教
（
密
教
）
様
式
の
祭
文
で
あ
り
、
近
世
の
吉
川
家
が
そ
う

し
た
祭
文
を
収
集
し
用
い
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
今
後
は
内
容
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
、
吉
川
家
文
書
の
中
の
祭
文

の
位
相
を
明
確
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

コ
メ
ン
ト

小
池
　
淳
一

　

本
パ
ネ
ル
は
全
体
と
し
て
、
近
世
奈
良
の
陰
陽
町
に
居
住
し
た
吉
川
家

に
伝
来
し
た
文
書
・
典
籍
を
軸
に
、
陰
陽
道
祭
祀
の
形
成
過
程
と
展
開
の

様
相
を
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
通
史
的
に
、
さ
ら
に
は
伝
承
文
学

の
視
点
も
加
え
て
、
総
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以

下
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
観
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
本
パ
ネ
ル
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、

旨
、
３ 

五
龍
王
説
話
、
４ 

賛
嘆
文
（
陀
羅
尼
）、
５ 

奥
付
と
な
っ
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
の
書
誌
情
報
か
ら
、
吉
川
家
本
「
土
公
神
祭
文
」
は
、
一
七
世

紀
初
中
期
に
成
立
し
用
い
ら
れ
た
祭
文
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
裏
打
に

明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
の
仮
名
暦
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少

な
く
と
も
そ
の
時
期
に
は
、
吉
川
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
祭
文
の
本
文
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
読
み
下
し
文
で
書
か
れ

て
お
り
、
一
部
に
訓
読
点
や
ル
ビ
な
ど
が
振
ら
れ
、
朱
の
読
点
が
書
き
加

え
ら
れ
て
い
る
。
公
的
文
章
に
用
い
ら
れ
る
漢
文
体
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
儀
礼
の
場
で
の
読
誦
と
い
う
実
用
に
即
し
た
詞
章
と
い
え
る
。
全
体

を
通
し
て
数
度
の
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祭
事
に
て
繰
り

返
し
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
仏
教
語
か
ら
神
道
語
へ
の

改
訂
か
ら
は
、
近
世
の
あ
る
段
階
で
、
吉
川
家
の
陰
陽
道
祭
の
神
道
化
が

推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
３

の
末
尾
に
は
「
喼
々
如
律

令
」
と
い
う
追
記
が
あ
る
が
、
徹
底
的
に
仏
教
語
を
排
除
し
た
改
訂
後
の

本
文
状
況
か
ら
、
４

の
陀
羅
尼
を
読
ま
ず
に
祭
文
を
結
ぶ
た
め
の
工
夫
と

考
え
ら
れ
る
。

　

内
容
面
に
つ
い
て
は
、
３

の
五
龍
王
説
話
が
注
目
さ
れ
る
。
五
龍
王
説

話
は
、
世
界
の
創
始
者
で
あ
る
バ
ン
コ
王
の
五
人
の
王
子
に
よ
る
所
領
争

い
を
識
者
の
文
選
博
士
が
調
停
す
る
話
で
あ
る
。
吉
川
家
本
「
土
公
神
祭

文
」
に
引
用
さ
れ
た
五
龍
王
説
話
に
は
、
①
盤
護
王
（
バ
ン
コ
王
）
の
存

命
中
に
五
人
の
王
子
の
争
い
が
起
こ
る
。
②
五
郎
の
王
子
が
父
親
の
盤
護

王
に
従
わ
な
い
。
③
調
停
者
で
あ
る
文
選
博
士
が
「
五
行
幾
」
と
い
う
石

に
座
し
「
長
連
巻
」
を
用
い
て
王
子
た
ち
の
争
い
を
鎮
め
る
。
と
い
う
独

自
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
①
②
の
展
開
に
は
、
祭
事
の
主
祭
神
で
あ
る
土
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が
資
料
に
即
し
た
分
析
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
副
次
的
で
は
あ

る
が
、
宗
教
と
し
て
の
陰
陽
道
を
多
角
的
に
と
ら
え
る
可
能
性
が
登
録
さ

れ
た
と
考
え
た
い
。
宗
教
文
献
の
内
在
的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
う
か
が
う

視
点
が
提
示
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
陰
陽
道
を
は
じ
め
と

す
る
前
近
代
日
本
宗
教
の
様
態
を
実
証
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
討
論
を
経
て
、

【
３

】
差
異
の
原
因
を
主
と
し
て
地
域
性
に
求
め
た
が
、
そ
れ
以
外
の
可

能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
本
パ
ネ
ル
で
は
、
吉
川
家
資
料
の
個

別
詳
細
な
検
討
の
成
果
を
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
き
た
若
杉
家
文
書
や

刊
行
さ
れ
た
呪
符
集
な
ど
と
比
較
し
、
そ
の
差
異
の
原
因
を
奈
良
と
い
う

地
域
性
に
求
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
か
な
り
の
程
度
、
首
肯
で
き

る
も
の
の
、
差
異
が
存
す
る
理
由
は
他
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
南
都
の
暦
師
と
い
う
陰
陽
師
集
団
に
お
け

る
職
掌
意
識
の
問
題
や
吉
川
家
の
生
存
戦
略
の
問
題
が
想
定
で
き
る
。
こ

れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
祭
祀
の
差
異
は
、
陰
陽
師
の
系
譜
に
帰
因
す
る
場

合
や
、
実
践
過
程
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
地
域
性
と
い
う
語
が
指
し
示
す
範
囲
は
広
範
に
わ
た
る
の
で
、
や

や
議
論
を
朧
化
さ
せ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
点
に
今
後
は
自
覚

的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

【
１

】
陰
陽
道
資
料
を
分
析
す
る
方
法
論
の
競
演
。

と
総
括
で
き
よ
う
。
吉
川
家
文
書
の
特
徴
は
、
近
世
奈
良
の
暦
師
と
し
て

の
来
歴
が
わ
か
る
史
料
群
で
、
吉
川
と
い
う
家
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
陰
陽

道
の
知
識
や
技
能
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
古
代
に
さ
か

の
ぼ
る
直
接
の
資
料
は
な
い
が
、
呪
符
に
焦
点
を
あ
て
る
と
、
古
代
以
来

の
知
識
の
継
承
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
中
世
段
階
で

も
、
不
断
に
知
識
の
収
集
・
吟
味
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
『
十

二
星
占
写
』
か
ら
看
取
で
き
る
。
ま
た
近
世
期
の
他
の
陰
陽
師
た
ち
の
祭

祀
の
様
相
を
祭
文
類
を
軸
に
比
較
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
は

祭
文
の
よ
う
に
、
祭
祀
の
重
要
な
要
素
が
同
時
に
文
芸
世
界
に
も
連
な
っ

て
い
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
通
史
的
に
こ
れ
ら
を
検

討
す
る
際
の
各
報
告
者
の
手
法
は
、
陰
陽
道
資
料
と
い
う
特
殊
な
宗
教
文

献
を
解
析
す
る
視
点
と
方
法
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

れ
を
資
料
に
即
し
て
実
証
的
に
陰
陽
道
を
と
ら
え
る
際
の
方
法
論
が
こ
こ

で
は
提
示
さ
れ
た
、
と
と
ら
え
た
い
。
そ
し
て
今
後
の
課
題
と
し
て
、
そ

れ
ら
は
、
仏
教
や
神
祇
信
仰
の
関
連
資
料
の
分
析
方
法
と
比
べ
る
と
ど
う

い
っ
た
差
異
や
特
徴
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

次
に
本
パ
ネ
ル
の
意
義
と
し
て
は
、

【
２

】
陰
陽
道
の
宗
教
と
し
て
の
位
相
を
多
様
な
資
料
か
ら
探
っ
た
こ

と
。

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
般
は
祭
祀
を
中
心
に
資
料
の
検
討
を
お

こ
な
っ
た
が
、
陰
陽
道
の
宗
教
性
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
祭
祀
そ
の
も
の

に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
多
様
な
知
識
と
技
能
と
の
集
中
、

場
や
空
間
を
か
た
ど
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
音
声
化
や
言
説
化
な
ど
と
い
っ
た

側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
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な
ど
呪
符
の
記
法
・
構
成
要
素
か
ら
そ
の
構
造
・
意
図
・
用
途
を
読
み
取

ろ
う
と
す
る
意
欲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
の
『
医
心

方
』
や
近
世
の
『
邪
兇
呪
禁
法
則
』
さ
ら
に
は
呪
符
木
簡
を
博
捜
し
、
東

ア
ジ
ア
に
流
布
し
た
呑
符
の
文
化
的
水
脈
を
掘
り
下
げ
た
。

　

赤
澤
報
告
は
「
中
世
陰
陽
道
と
占
い
」
と
題
し
て
、
文
亀
三
年
（
一
五

〇
三
）
の
年
記
を
も
つ
占
術
書
「
十
二
星
占
写
」
の
内
容
を
、
紙
背
文
書

に
い
た
る
ま
で
詳
細
に
検
討
し
、
中
世
後
期
の
占
い
の
内
容
・
伝
来
過

程
・
そ
し
て
作
成
の
背
景
と
な
っ
た
政
治
関
係
ま
で
検
討
し
た
労
作
で
あ

っ
た
。
本
史
料
は
、
五
行
に
基
づ
く
姓
名
占
い
や
合
戦
の
吉
日
、
兵
法
の

秘
術
な
ど
戦
国
期
固
有
の
占
い
な
ど
豊
富
な
情
報
を
含
ん
で
お
り
、
多
系

統
の
占
術
・
呪
術
が
交
錯
し
た
中
世
後
期
畿
内
の
宗
教
者
世
界
の
様
相
が

看
取
さ
れ
る
。

　

梅
田
報
告
は
、
南
都
暦
師
・
陰
陽
師
で
あ
る
吉
川
家
文
書
と
、
京
都
朝

廷
で
の
陰
陽
道
を
主
催
し
た
陰
陽
道
本
所
・
土
御
門
家
の
陰
陽
道
祭
祀
史

料
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
、
吉
川
家
文
書
の
な
か
で
土
御
門

家
か
ら
の
伝
来
史
料
は
陰
陽
道
の
日
常
的
実
践
と
い
う
実
用
的
用
途
よ
り

む
し
ろ
、
陰
陽
道
組
織
内
の
正
当
性
確
保
に
お
い
て
意
味
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

松
山
由
布
子
は
「
土
公
神
祭
文
」
に
焦
点
を
当
て
る
。
全
国
に
伝
え
ら

れ
る
同
種
の
祭
文
と
の
比
較
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
の
特
異
性
を
明
ら
か
に

し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
祭
事
に
て
繰
り
返
し
改
訂
を

加
え
な
が
ら
用
い
ら
れ
、
変
容
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
を
、
史
料
現
物
の
形

状
か
ら
跡
づ
け
た
。
史
料
の
精
密
な
読
み
に
支
え
ら
れ
た
深
い
分
析
で
あ

っ
た
。

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
か
ら
は
、
陰
陽
道
資
料
を
分
析
す
る
方
法
論
的
可
能
性

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

梅
田
　
千
尋

　

本
パ
ネ
ル
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
、
歴
博
）
に
て
、
二
〇

一
八
年
度
か
ら
の
三
ヶ
年
計
画
で
進
行
中
の
共
同
研
究
「
奈
良
暦
師
吉
川

家
文
書
を
中
心
と
す
る
暦
・
陰
陽
道
研
究
の
史
料
基
盤
形
成
」（
研
究
代

表
・
梅
田
千
尋
）
で
の
史
料
調
査
に
基
づ
く
、
現
段
階
で
の
中
間
報
告
で

あ
る
。
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
は
、
近
世
奈
良
陰
陽
町
（
貞
享
年
間
に
は

一
七
軒
、
幕
末
に
は
六
軒
の
陰
陽
師
・
暦
師
が
集
住
）
の
暦
師
・
陰
陽
師

で
あ
っ
た
吉
川
家
に
伝
来
し
た
文
書
・
典
籍
の
一
括
資
料
で
、
現
在
は
歴

博
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
総
点
数
九
〇
〇
点
を
こ
え
る
史
料
群
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
奈
良
暦
お
よ
び
そ
の
原
本
に
な
っ
た
写
本
暦
、
さ
ら
に
暦
師
・

陰
陽
師
と
し
て
の
活
動
を
示
す
典
籍
類
、
祭
文
、
祝
詞
、
次
第
書
な
ど
も

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
吉
川
家
文
書
の
特
色
は
、
地
方
暦
の
刊
行
に
ま
つ

わ
る
史
料
と
陰
陽
師
と
し
て
の
活
動
に
関
わ
る
史
資
料
が
、
と
も
に
残
存

し
、
双
方
の
関
連
を
解
明
し
う
る
点
に
あ
る
。

　

と
く
に
、
陰
陽
道
祭
祀
史
料
に
は
、
中
世
祭
祀
文
書
の
形
式
を
残
す
物

も
含
ま
れ
、
中
近
世
移
行
期
の
陰
陽
道
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。

近
世
の
陰
陽
師
に
つ
い
て
は
存
在
形
態
や
陰
陽
道
組
織
に
関
す
る
研
究
は

進
展
し
て
い
る
が
、
陰
陽
師
の
活
動
実
態
・
陰
陽
道
そ
の
も
の
の
研
究
は

遅
れ
て
い
る
。
吉
川
家
文
書
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
し
、
新
し
い
段

階
へ
と
押
し
上
げ
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
以
上
を
ふ
ま
え
、
本
パ

ネ
ル
で
は
陰
陽
師
が
担
っ
て
い
た
呪
法
や
占
い
、
祭
祀
な
ど
に
つ
い
て
、

専
門
と
す
る
時
代
・
分
野
の
異
な
る
共
同
研
究
参
加
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
史

資
料
に
即
し
た
位
置
づ
け
を
試
み
た
。

　

細
井
報
告
で
は
「
古
代
陰
陽
道
の
展
開
」
と
題
し
て
、「
平
産
之
符
」
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宗
教
現
象
学
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
批
判
的
再
検
討

代
表
者
・
司
会　

奥
山
史
亮

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
に
お
け
る
宗
教
現
象
学
方
法
論
の
形
成
過
程

木
村
　
敏
明

　

二
〇
世
紀
前
半
か
ら
中
盤
の
宗
教
学
に
お
い
て
一
世
を
風
靡
し
な
が

ら
、
後
半
に
は
多
く
の
批
判
を
浴
び
て
表
舞
台
か
ら
退
場
し
て
い
っ
た

「
宗
教
現
象
学
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
捉
え
返
そ
う
と

す
る
場
合
、
ヘ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
（
一
八
九
〇
―

一
九
五
〇
）
の
業
績
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で

は
、「
現
象
学
」
と
い
う
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
ず
ら
れ
た
印
象
論
や
部

分
的
引
用
に
よ
る
歪
ん
だ
議
論
が
あ
ふ
れ
、
テ
キ
ス
ト
や
社
会
的
背
景
の

厳
密
な
検
討
に
基
づ
い
た
研
究
は
ま
だ
少
な
い
。
例
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
や

シ
ェ
ー
ラ
ー
ら
の
哲
学
的
現
象
学
と
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
の
関
係
を
み

て
も
、
従
来
か
ら
様
々
な
見
方
が
あ
っ
て
結
論
を
み
て
い
な
い
。
近
年
の

研
究
を
み
て
もM

olendijk

の
よ
う
に
哲
学
的
現
象
学
と
の
関
連
を
否

定
的
に
み
る
見
方
が
あ
る
一
方
で
、T

uckett

は
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象

学
は
本
来
、
純
然
た
る
哲
学
的
現
象
学
に
属
す
る
学
問
で
あ
っ
た
が
、
死

後
の
増
補
や
偏
っ
た
英
訳
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
た
の
だ
と
主
張
し
て
い

る
。

　

本
研
究
で
は
レ
ー
ウ
の
主
著
『
宗
教
現
象
学
』
お
よ
び
『
宗
教
現
象
学

入
門
』
の
様
々
な
テ
キ
ス
ト
間
の
関
係
を
整
理
し
、
相
互
の
時
系
列
的
連

関
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
宗
教
現
象

学
方
法
論
を
比
較
し
て
相
違
点
を
指
摘
し
、
レ
ー
ウ
の
宗
教
学
方
法
論
の

の
拡
大
、
陰
陽
道
の
宗
教
と
し
て
の
位
相
・
差
異
を
ど
の
よ
う
に
分
析
す

る
か
と
い
う
分
析
視
角
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。

　

フ
ロ
ア
か
ら
は
、
死
後
追
福
を
目
指
さ
ず
現
世
利
益
・
呪
法
と
し
て
行

わ
れ
た
陰
陽
道
の
宗
教
的
位
相
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
、
仏
教
・

神
道
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
質
問
が
相
次
い
だ
。
討
論
の
な
か
で
は
吉

川
家
文
書
の
特
徴
と
、
陰
陽
道
関
係
資
料
の
分
析
に
関
す
る
留
意
点
な
ど

指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
陰
陽
道
の
神
道
化
の
内
容
や
時
期
、
そ
れ
を
も
た
ら

し
た
要
因
も
論
点
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
質
疑
や
コ
メ
ン
ト
を
、
今
後
の

研
究
に
活
か
し
て
い
き
た
い
。
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で
唯
一
「
追
体
験
」
だ
け
は
一
九
二
四
年
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
ウ

ー
ゼ
ナ
ー
的
な
「
同
波
長
の
弦
の
共
鳴
」
と
い
う
芸
術
的
技
法
と
い
う
面

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
レ
ー
ウ
宗
教
現
象
学
方
法
論
の
核
心
を
な
す
概
念
と
さ
れ
て

き
た
「
エ
ポ
ケ
ー
」「
本
質
直
観
」
な
ど
の
概
念
も
、
宗
教
現
象
学
の
展

開
の
中
に
位
置
づ
け
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。「
エ
ポ
ケ
ー
」
は

一
九
二
四
年
版
に
は
登
場
し
て
お
ら
ず
、
一
九
三
三
年
に
初
め
て
方
法
論

と
し
て
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、「
本
質
直
観
」
は
む
し
ろ
一
九

二
四
年
「
入
門
」
で
は
数
カ
所
そ
う
読
め
る
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
も

の
の
、
一
九
三
三
年
に
は
少
な
く
と
も
方
法
論
上
の
主
要
概
念
と
し
て
は

用
い
ら
れ
な
く
な
る
。
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
が
構
造
心
理
学
的
転
回
を

果
た
す
中
で
、「
本
質
直
観
」
の
よ
う
な
方
法
が
前
景
か
ら
退
い
て
い
っ

た
様
子
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ
リ
ア
ー
デ
と
エ
ラ
ノ
ス
に
お
け
る
宗
教
現
象
学
の
学
的
連
関奥

山
　
史
亮

　

本
発
表
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
お
け
る
宗
教
現
象
学
の
形
成
過
程
を
、
エ

ラ
ノ
ス
会
議
のarchetype

を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析

す
る
も
の
で
あ
る
。archetype

は
、
イ
タ
リ
ア
宗
教
史
学
派
と
の
関

係
に
お
い
て
エ
リ
ア
ー
デ
が
宗
教
現
象
学
者
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
み
な

さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
り
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
お
け
るarchetype

の
受

容
過
程
と
宗
教
現
象
学
の
形
成
過
程
に
は
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。

　

エ
リ
ア
ー
デ
に
お
け
るarchetype

の
受
容
は
ゲ
ー
テ
か
ら
の
影
響

の
元
で
な
さ
れ
、
そ
の
初
出
は
一
九
三
七
年
刊
行
の
『
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
宇

発
展
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
『
宗
教
現
象
学
』
と
『
宗
教
現
象
学
入
門
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
初
版
と
増

補
版
が
存
在
し
い
る
。
順
を
追
っ
て
列
記
す
れ
ば
一
九
二
四
年
に
『
宗
教

現
象
学
入
門
』
初
版
、
一
九
三
三
年
に
『
宗
教
現
象
学
』
初
版
が
出
版
さ

れ
た
の
ち
、
一
九
四
八
年
に
な
っ
て
仏
語
版
『
宗
教
現
象
学
』
と
蘭
語
版

『
宗
教
現
象
学
入
門
』
で
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
増
補
さ
れ
た
。
本
発
表
で

は
こ
れ
ら
の
諸
テ
キ
ス
ト
で
論
じ
ら
れ
た
方
法
論
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の

比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
一
九
二
四
年
と
一
九
三
三
年
の
間
に
大
き
な

変
化
が
み
ら
れ
、
そ
の
相
違
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。

　

第
一
に
哲
学
的
現
象
学
と
の
関
連
の
認
識
に
大
き
な
差
が
あ
る
。「
宗

教
現
象
学
」
と
い
う
名
称
の
妥
当
性
を
論
じ
た
箇
所
に
お
い
て
一
九
二
四

年
の
レ
ー
ウ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
よ
う
な
「
本
質
的
に
異

な
っ
た
目
的
」
を
も
つ
新
し
い
方
法
と
混
乱
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
る
と
述

べ
、
哲
学
的
現
象
学
と
の
関
連
に
消
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
。
そ
れ

が
一
九
四
八
年
版
で
は
、
全
く
同
じ
個
所
で
前
記
の
文
章
を
消
去
し
、

「
現
象
学
」
を
名
乗
る
こ
と
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
シ
ェ
ー

ラ
ー
な
ど
の
現
象
学
的
方
法
が
持
つ
広
い
視
野
と
深
い
土
台
を
わ
れ
わ
れ

の
研
究
に
与
え
て
く
れ
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　

方
法
論
自
体
に
注
目
し
た
場
合
、
第
二
に
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
、
デ
ィ

ル
タ
イ
な
ど
の
レ
ー
ウ
流
に
言
え
ば
「
構
造
心
理
学
」
が
一
九
二
四
年
か

ら
一
九
三
三
年
の
間
に
大
幅
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
。「
原
体
験
と
そ
の
再

構
成
」「
構
造
と
意
味
理
解
」
と
い
っ
た
認
識
論
的
道
具
立
て
、
①
命
名

②
追
体
験
③
エ
ポ
ケ
ー
④
明
瞭
化
⑤
資
料
に
よ
る
再
検
討
⑥
証
言
と
い
っ

た
段
階
的
方
法
論
が
確
立
す
る
の
も
一
九
三
三
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
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ト
ラ
ス
ク
が
英
訳
し
た
『
聖
と
俗
』
に
お
い
て
は
、
無
意
識
と
宗
教
神
話

の
構
造
的
類
似
を
指
摘
し
、
無
意
識
の
あ
ら
わ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
が
近

代
の
生
存
的
危
機
の
解
決
に
資
す
る
旨
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著

作
に
お
け
る
、archetype

的
イ
メ
ー
ジ
の
意
識
化
が
人
格
の
変
容
を

も
た
ら
し
た
り
や
生
存
的
危
機
を
解
決
し
た
り
す
る
と
い
う
主
張
は
、
分

析
心
理
学
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

戦
後
の
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
エ
ラ
ノ
ス
／
ボ
ー
リ
ン
ゲ
ン
を
拠
点
と
す
る

知
の
離
散
集
合
の
中
で
言
論
を
展
開
し
、
文
字
通
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ

リ
カ
を
ま
た
に
か
け
て
活
動
し
た
。
ユ
ン
グ
的
な
言
論
が
顕
著
に
な
っ
た

こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
環
境
を
踏
ま
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
エ

リ
ア
ー
デ
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
宗
教
史
学
者
を
自
認
し
、
ペ
ッ
タ
ッ
ツ
ォ

ー
ニ
を
敬
愛
し
続
け
な
が
ら
も
、
そ
の
ペ
ッ
タ
ッ
ツ
ォ
ー
ニ
か
ら
拒
ま
れ

たarchetype

を
手
放
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。archetype

と
「
宗
教

史
学
」
と
い
う
矛
盾
す
る
道
具
立
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
エ
リ
ア

ー
デ
宗
教
学
は
、
近
代
的
な
歴
史
学
の
成
果
に
立
つ
と
自
称
し
な
が
ら

も
、
聖
な
る
も
の
が
現
れ
る
場
と
し
て
歴
史
を
捉
え
、
さ
ら
に
ヒ
エ
ロ
フ

ァ
ニ
ー
の
解
釈
を
通
し
て
近
代
的
歴
史
観
、
人
間
像
を
克
服
し
よ
う
と
す

る
に
至
っ
た
。
矛
盾
す
る
道
具
概
念
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
エ
リ
ア
ー
デ

の
試
み
は
論
理
の
破
綻
と
み
な
さ
れ
る
が
、
根
源
的
統
一
性
（arche-

type

）
と
経
験
的
多
様
性
（
歴
史
）
を
め
ぐ
る
問
題
は
ゲ
ー
テ
か
ら
継

承
し
、
ユ
ン
グ
、
ケ
レ
ー
ニ
イ
、
そ
し
て
エ
ラ
ノ
ス
と
の
連
関
に
お
い
て

展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
学
的
潮
流
が
エ
リ
ア
ー
デ
に
お
い
て
は

「
宗
教
現
象
学
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宙
論
と
錬
金
術
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
理
論
上
で
大
き
な
意
味
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ケ
レ
ー
ニ
イ
と
ユ
ン
グ
の
共
著
『
神
話
学
入

門
』
か
ら
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
四
二
年
刊
行
の
『
棟
梁
マ
ノ
ー
レ
伝
説

の
注
解
』
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
人

間
に
と
っ
て
事
物
や
行
為
はarchetype

を
分
有
し
、
原
初
的
行
為
を

反
復
す
る
限
り
に
お
い
て
存
在
意
味
を
有
す
る
と
述
べ
て
お
り
、
と
り
わ

け
範
型exam

ple
と
同
一
化
す
る
こ
と
で
神
話
的
過
去
に
回
帰
す
る
と

い
う
ケ
レ
ー
ニ
イ
の
見
解
、
お
よ
び
精
神
に
あ
ら
わ
れ
た
ヌ
ミ
ノ
ー
ス
感

情
を
現
象
学
的
に
記
述
す
る
と
い
う
ユ
ン
グ
の
見
解
を
参
照
し
て
い
る
。

　

戦
後
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
接
近
し
、
ボ
ー
リ
ン
ゲ
ン
財

団
か
ら
の
助
成
も
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ガ
リ
マ
ー
ル
か
ら
四
九
年
に

刊
行
さ
れ
て
ボ
ー
リ
ン
ゲ
ン
叢
書
に
も
加
え
ら
れ
た
『
永
遠
回
帰
の
神

話
』
は
、archetype

の
反
復
が
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
世
界
の
意
味
体
系
を
支

え
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
出
来
事
を
神
話

的archetype

と
し
て
記
憶
す
る
集
合
的
記
憶collective m

em
ory

の
作
用
に
も
注
目
し
て
い
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
こ
れ
を
ユ
ン
グ
派
の
集
合

的
無
意
識
と
比
較
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
者
に
は
親
和
性
が
見

て
取
れ
る
。
さ
ら
に
エ
リ
ア
ー
デ
は
五
十
年
に
エ
ラ
ノ
ス
に
お
い
て
「
心

理
学
と
宗
教
史
学
│
│
「
中
心
」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
講
演
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
レ
ー
ウ
の
追
悼
講
演
で
も
あ

っ
た
が
、
そ
こ
で
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
伝
統
宗
教
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
や

archetype

の
意
味
を
把
握
し
、
そ
れ
ら
を
意
識
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
近
代
人
の
意
識
領
域
を
拡
大
し
、
新
し
い
人
間
の
創
出
が
可
能
に
な
る

と
述
べ
、
そ
の
学
的
営
為
は
分
析
心
理
学
の
治
療
と
同
質
の
も
の
で
あ
る

と
訴
え
て
い
る
。
そ
の
他
ボ
ー
リ
ン
ゲ
ン
叢
書
の
翻
訳
者
ウ
ィ
ラ
ー
ド
・
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て
、
カ
ン
ト
の
構
成
主
義
的
認
識
論
を
批
判
し
、
カ
ン
ト
で
は
な
く
、
デ

カ
ル
ト
に
戻
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ
の
際
、
た
だ
デ
カ
ル
ト
に
戻
る
だ

け
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
が
犯
し
た
逸
脱
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。
つ
ま

り
、
デ
カ
ル
ト
が
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
し
た
点
を
批
判
し
、
デ

カ
ル
ト
の
「
我
思
う
」
の
発
見
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。
そ
こ
で
は
出
発
点
が
、
思
惟
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
を
カ
ン

ト
を
軸
に
し
て
見
た
場
合
、
オ
ッ
ト
ー
は
カ
ン
ト
的
な
枠
組
み
の
中
に
い

る
一
方
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
枠
組
み
の
外
に
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
オ
ッ
ト
ー
が
実
際
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
み

る
と
、
オ
ッ
ト
ー
の
『
聖
な
る
も
の
』
に
お
け
る
宗
教
的
現
象
の
記
述
、

分
析
は
、
意
識
に
現
れ
た
も
の
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
概
念
と
な
る
前
の
感

情
の
状
態
を
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
領
域
に
お
け
る
感
情
体
験
と
の
類
比
に
よ

っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
カ
ン
ト
的
「
認
識
」

の
枠
組
み
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
体
験
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
オ
ッ
ト
ー
へ
の
批
判
と
評
価
の
解
釈
で
あ

る
。
た
だ
し
、
本
発
表
で
焦
点
を
当
て
た
い
の
は
、
オ
ッ
ト
ー
が
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
議
論
の
展
開
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
宗
教
的
・
知
的
情
況
を
念
頭
に
お
い
た
時
に
理
解

し
う
る
。
つ
ま
り
、「
宗
教
」
と
い
う
も
の
の
妥
当
性
が
揺
ら
い
で
い
た

時
代
に
お
い
て
、
彼
は
実
存
的
な
問
題
と
し
て
そ
の
妥
当
性
を
哲
学
的
な

形
式
に
お
い
て
示
す
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

オ
ッ
ト
ー
は
、「
宗
教
現
象
学
者
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

も
の
の
、
そ
も
そ
も
自
ら
の
学
的
営
み
を
「
宗
教
現
象
学
」
と
し
て
言
語

化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
神
学
者
で
あ
り
、
近
代
的
な
神
学
を

目
指
す
中
で
、「
宗
教
学
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
る
。
彼
の
学
的
営
み

ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
と
「
宗
教
現
象
学
」

藁
科
　
智
恵

　

ド
イ
ツ
の
神
学
者
・
宗
教
学
者
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
（
一
八
六
九
―

一
九
三
七
）
は
、「
宗
教
現
象
学
」
と
い
う
言
葉
で
自
ら
の
研
究
を
形
容

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、「
宗
教
現
象
学
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
発
表
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
か

の
解
明
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
哲
学
者
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（
一

八
五
九
―
一
九
三
八
）
が
『
聖
な
る
も
の
』
を
読
ん
だ
感
想
と
し
て
オ
ッ

ト
ー
に
宛
て
た
手
紙
を
起
点
と
し
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
学
問
状
況
に
お

け
る
オ
ッ
ト
ー
と
「
現
象
学
」、
あ
る
い
は
「
宗
教
現
象
学
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

　

オ
ッ
ト
ー
の
『
聖
な
る
も
の
』
が
一
九
一
七
年
に
出
版
さ
れ
た
後
、
フ

ッ
サ
ー
ル
は
一
九
一
九
年
、
オ
ッ
ト
ー
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
手

紙
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
聖
な
る
も
の
』
を
「
宗
教
的
な
も
の
の

現
象
学
」
の
第
一
歩
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
現
象

自
身
の
純
粋
な
記
述
や
分
析
を
越
え
な
い
部
分
に
関
し
て
は
」
と
い
う
留

保
が
つ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
経
験
の
記
述
、
分
析
に
関
わ
る
部

分
に
関
し
て
は
評
価
で
き
る
が
、
オ
ッ
ト
ー
の
哲
学
的
理
論
化
に
は
賛
同

で
き
な
い
と
し
、
む
し
ろ
な
か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
、
宗
教
的
意
識
の
理
論
の
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
現
象
の
分
析
が
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　

オ
ッ
ト
ー
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
修
正
す
る
形
で
議
論
を
展
開
す
る

ヤ
ー
コ
プ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
リ
ー
ス
の
哲
学
に
則
っ
て
、
自
ら
の
認

識
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
彼
自
身
が
一
時
期

は
自
ら
の
「
主
著
」
と
す
ら
考
え
て
い
た
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
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イ
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
意
味
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
版
以

降
で
は
「
宗
教
の
現
象
学
（
こ
の
語
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
）
は
宗
教
的
『
原
思
念
』
を
解
明
し
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
な
も

の
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

第
二
版
以
降
、
現
象
学
が
比
較
宗
教
史
と
は
異
な
る
哲
学
的
な
本
質
探
究

と
認
識
さ
れ
て
い
く
。
前
者
は
同
時
期
の
著
作
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
本

質
』
に
見
ら
れ
る
。
同
書
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
宗
教
史
学
的
に
捉
え
直
し

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
そ
の
本
質
と
見
な
す
が
、
こ
れ
は
哲
学
的
本
質
論

で
は
な
く
「
特
徴
付
け
」
で
あ
り
宗
教
現
象
学
に
相
応
し
く
な
い
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
宗
教
の
現
象
形
態
と
本
質
』
で
は
、
こ

れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
方
で
彼
は
「
比
較
宗

教
史
」
が
宗
教
理
解
へ
の
最
善
の
道
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
こ
の
主
張

は
、『
祈
り
』
の
初
版
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
現
象
学
の
第
一
の
意
味
、

す
な
わ
ち
「
比
較
宗
教
史
」
的
現
象
学
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
宗
教
研

究
の
前
提
と
し
て
、
帰
納
法
の
採
用
、
哲
学
的
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
の
拒
否

な
ど
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
学
問
的
前
提
に
加
え
宗
教
的
前
提
に

つ
い
て
述
べ
、「
神
、
啓
示
、
永
遠
の
生
は
宗
教
的
人
間
に
と
っ
て
現
実

的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
彼
岸
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
に
関
す
る
限
り

あ
ら
ゆ
る
宗
教
学
は
神
学
で
あ
る
」
と
論
じ
る
に
至
る
。
こ
こ
で
言
う

「
彼
岸
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
」
は
哲
学
的
現
象
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
宗
教

の
「
本
質
」
と
も
重
な
る
。
続
け
て
彼
は
、「
宗
教
の
本
質
」
に
至
る
複

数
の
方
法
を
比
較
す
る
。
第
一
の
方
法
は
「
縦
断
的
」、
第
二
の
方
法
は

「
横
断
的
」
な
方
法
だ
が
、
第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、「
同
心
円
的
」
方

法
だ
。
こ
れ
は
、
宗
教
的
世
界
を
Ⅰ
「
感
覚
的
現
象
世
界
す
な
わ
ち
宗
教

は
彼
の
実
存
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
宗

教
的
情
況
、
学
問
情
況
、
精
神
的
情
況
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
初
め
て
彼

の
学
的
営
み
が
理
解
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。「
宗
教
現
象
学
」
と
い
う
言
葉

は
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
発
せ
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
も
意

味
合
い
が
異
な
っ
て
く
る
。「
宗
教
現
象
学
」
と
し
て
括
ら
れ
る
人
々
の

中
で
も
重
要
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
オ
ッ
ト
ー
に
対
し
て
、
現
象
学
を

打
ち
立
て
た
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
を
知
る
こ
と
は
今

後
の
議
論
の
展
開
に
お
い
て
も
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

ハ
イ
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
現
象
学
の
受
容
と
展
開

宮
嶋
　
俊
一

　

ハ
イ
ラ
ー
は
宗
教
現
象
学
者
を
自
認
し
て
は
い
な
い
が
、
現
象
学
的
研

究
の
方
法
論
に
つ
い
て
、
初
期
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
祈
り
』
や
晩
年

の
大
著
『
宗
教
の
現
象
形
態
と
本
質
』
で
論
じ
て
い
る
。
彼
が
そ
こ
で
述

べ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
、
さ
ら
に
い
か
に
宗
教
現
象
学
を
「
実
践
」
し

て
い
た
の
か
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
彼
に
と
っ
て
宗
教
現
象
学
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
再
検
討
す
る
。

　
『
祈
り
』
の
序
章
で
ハ
イ
ラ
ー
は
宗
教
学
の
方
法
論
を
ま
と
め
て
お
り
、

宗
教
現
象
学
に
関
す
る
記
述
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
初
版
（
一

九
一
八
年
）
と
第
二
版
（
一
九
二
三
年
）
以
降
で
そ
の
記
述
は
異
な
る
。

初
版
で
は
「
宗
教
体
験
の
理
念
的
な
諸
前
提
を
把
握
す
る
た
め
に
、
ま
た

そ
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
原
思
念
を
解
明
す
る
た
め
に
、
…
…
二

通
り
の
意
味
に
解
釈
で
き
る
宗
教
現
象
学
と
い
う
語
が
求
め
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
二
通
り
の
意
味
と
は
、
…
…
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
意
味
と
、
比
較
宗
教
史
（
シ
ャ
ン
ト
ピ
ー
・
ド
・
ラ
・
ソ
ー
セ
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対
し
て
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
き
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
等
の
再
検
討

を
行
っ
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
レ
ー
ウ
、
エ
リ
ア
ー
デ
、
オ
ッ
ト
ー
、
ハ

イ
ラ
ー
は
宗
教
現
象
学
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

る
が
、
そ
の
方
法
論
や
関
心
は
一
括
り
に
で
き
な
い
ほ
ど
相
違
し
て
い

る
。「
宗
教
現
象
学
」
は
彼
ら
を
分
類
す
る
た
め
に
、
後
世
の
研
究
者
が

用
い
た
呼
称
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
従
っ
て
、
だ
れ
が
、
な
に
を
「
宗
教

現
象
学
」
と
み
な
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
状
況
を
踏
ま
え
な
が

ら
整
理
す
る
作
業
は
、
宗
教
学
自
体
の
枠
組
み
を
根
本
的
に
捉
え
直
す
こ

と
に
つ
な
が
ろ
う
。
宗
教
現
象
学
は
二
〇
世
紀
中
葉
に
は
学
界
か
ら
後
退

し
た
と
い
わ
れ
る
が
、「
宗
教
」
を
叙
述
す
る
こ
と
は
可
能
か
、「
宗
教
」

を
他
の
政
治
文
化
的
営
み
か
ら
分
か
つ
も
の
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
宗

教
現
象
学
が
残
し
た
問
い
は
今
日
で
も
様
々
な
か
た
ち
で
浮
上
し
て
い

る
。
上
記
を
再
検
討
し
、
新
た
な
展
開
の
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
。

　

ま
ず
木
村
が
、
レ
ー
ウ
の
主
著
『
宗
教
現
象
学
』
お
よ
び
『
宗
教
現
象

学
入
門
』
の
様
々
な
テ
キ
ス
ト
間
の
関
係
を
整
理
し
、
相
互
の
時
系
列
的

連
関
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
宗
教
現

象
学
方
法
論
の
相
違
点
を
指
摘
し
、
レ
ー
ウ
の
宗
教
学
方
法
論
の
発
展
過

程
を
た
ど
っ
た
。
次
に
奥
山
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
と
エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
お

け
るarchetype

概
念
の
親
和
性
を
分
析
し
、
そ
れ
が
エ
リ
ア
ー
デ
の

「
宗
教
現
象
学
」
形
成
に
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
を
示
し
た
。
次

に
藁
科
が
、
神
学
者
・
宗
教
学
者
オ
ッ
ト
ー
と
「
宗
教
現
象
学
」
の
関
係

に
つ
い
て
発
表
し
た
。
オ
ッ
ト
ー
は
、「
宗
教
現
象
学
者
」
と
し
て
言
及

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
も
の
の
、
自
ら
の
研
究
を
そ
の
様
に
称
し
て
い
な

い
。
本
発
表
で
は
、『
聖
な
る
も
の
』
へ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
評
価
と
批
判

の
制
度
的
要
素
」、
Ⅱ
「
宗
教
の
精
神
的
表
象
世
界
、
思
考
の
世
界
、
合

理
的
要
素
」、
Ⅲ
「
心
的
体
験
世
界
、
世
界
感
情
の
深
層
、
宗
教
の
神
秘

的
要
素
」
の
同
心
円
的
重
な
り
合
い
と
捉
え
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
中
央
に

「
宗
教
の
対
象
世
界
」
を
示
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
二
つ
の
「
ア
ス
ペ
ク

ト
」
を
も
ち
、
第
一
が
「
顕
れ
た
る
神
」、
第
二
は
最
奥
の
「
隠
れ
た
る

神
」
な
い
し
「
神
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
一
方
で
彼
は
、
哲
学
的
ア
プ
リ

オ
リ
ズ
ム
を
排
し
た
、（
比
較
宗
教
史
を
含
む
）
帰
納
的
な
研
究
の
必
要

性
を
説
き
つ
つ
、
最
終
的
に
は
帰
納
的
と
は
言
い
が
た
い
、
キ
リ
ス
ト
教

神
学
的
な
宗
教
モ
デ
ル
を
現
象
学
の
名
の
下
に
「
方
法
」
と
し
て
提
示
す

る
に
至
っ
た
。

　

ハ
イ
ラ
ー
は
「
比
較
宗
教
史
」
的
宗
教
現
象
学
と
哲
学
的
な
本
質
探
究

と
し
て
の
宗
教
現
象
学
の
二
つ
を
考
え
て
い
た
が
、
徐
々
に
後
者
を
現
象

学
と
し
、
前
者
を
「
比
較
宗
教
史
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
は
彼

の
宗
教
研
究
の
両
輪
で
あ
っ
た
が
、
後
者
の
「
現
象
学
」
が
徐
々
に
キ
リ

ス
ト
教
神
学
的
な
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
彼
の
神
学
的
宗
教
現
象

学
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
そ
れ
を
も
っ
て
彼
の
宗
教
現
象
学
を

「
神
学
的
」
と
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、「
比
較
宗
教
史
」
的
現
象
学
の
成

果
に
あ
ら
た
め
て
着
目
す
る
こ
と
で
ハ
イ
ラ
ー
宗
教
学
の
今
日
的
な
意
義

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

奥
山
　
史
亮

　

本
パ
ネ
ル
で
は
、「
宗
教
現
象
学
」
の
歴
史
を
捉
え
直
し
、
こ
の
領
域

に
は
ど
の
よ
う
な
潮
流
が
流
れ
込
み
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
展
開
し
、
そ

し
て
宗
教
学
の
あ
る
一
領
域
を
宗
教
現
象
学
と
呼
ぶ
こ
と
は
周
辺
領
域
に
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け
る
比
較
宗
教
学
に
お
い
て
も
意
義
を
持
ち
う
る
こ
と
な
ど
説
明
し
た
。

最
後
に
、
宗
教
史
と
の
関
係
に
お
い
て
宗
教
現
象
学
の
現
代
的
意
義
を
問

う
指
摘
に
対
し
、
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
は
個
別
宗
教
史
と
は
違
っ
た

「
一
般
宗
教
史
」
的
問
題
関
心
、
す
な
わ
ち
人
類
に
と
っ
て
宗
教
と
は
い

か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
い
に
、
進
化
主
義
と
は
違
っ
た
視
点
か
ら
考
察

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
で
も
こ
の
よ
う
な
問
い
自
体
は
有
効

で
あ
ろ
う
と
木
村
が
答
え
た
。

を
も
と
に
、
オ
ッ
ト
ー
の
学
的
営
み
、
お
よ
び
「
現
象
学
」「
宗
教
現
象

学
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
最
後
に
宮
嶋
が
、
ハ
イ
ラ
ー

は
当
初
、
宗
教
現
象
学
を
シ
ャ
ン
ト
ピ
ー
・
ド
・
ラ
・
ソ
ー
セ
イ
的
な
比

較
宗
教
史
学
的
現
象
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
哲
学
的
・
本
質
探
究
的
宗
教

現
象
学
の
二
つ
の
意
味
で
捉
え
て
い
た
が
、
徐
々
に
後
者
を
宗
教
現
象
学

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
神
学
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

質
疑
応
答
は
以
下
の
様
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
と
エ
ラ
ノ
ス
間
の
方

法
論
的
相
違
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
、
奥
山
が
開
催
時
期
や
参
加
メ

ン
バ
ー
を
踏
ま
え
た
詳
細
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
答
え
た
。「
神
学
」

と
い
う
概
念
が
オ
ッ
ト
ー
と
ハ
イ
ラ
ー
と
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
指
摘
に
対
し
藁
科
が
、
オ
ッ
ト
ー
は
自
ら
の
学
的
営
み

を
「
神
学
」「
宗
教
学
」
と
形
容
し
て
お
り
、
そ
の
営
み
自
体
が
「
宗
教
」

の
妥
当
性
が
揺
ら
ぐ
情
況
に
お
け
る
彼
の
実
存
的
な
営
み
で
あ
っ
た
こ
と

に
言
及
し
た
。
ま
た
ハ
イ
ラ
ー
で
は
『
祈
り
』
に
お
け
る
「
神
学
」
が
、

（
宗
教
学
と
は
異
な
る
）
制
度
化
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
両
神
学
を
意
味
し
て
い
た
の
に
対
し
、
晩
年
の
著
作
で
は
、
宗
教
学
を

含
め
、
宗
教
的
前
提
に
基
づ
い
た
営
為
を
「
神
学
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と

を
宮
嶋
が
指
摘
し
た
。
そ
の
他
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
手
紙
に
関
連
し
て
、
当

時
の
学
問
情
況
が
、
宗
教
的
な
も
の
に
関
す
る
哲
学
的
議
論
、
宗
教
の
類

型
学
的
な
研
究
等
が
混
然
一
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
質
問
に
対
し
、
藁
科
が
そ
の
可
能
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
フ
ッ
サ

ー
ル
の
手
紙
に
お
け
る
「
現
象
学
」
の
用
法
を
分
析
す
る
必
要
性
を
述
べ

た
。
宮
嶋
か
ら
、
ハ
イ
ラ
ー
は
宗
教
現
象
の
類
型
学
は
現
象
学
と
は
別
物

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
比
較
宗
教
史
学
的
な
宗
教
現
象
学
は
今
日
に
お
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娯
楽
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
表
象

│
│ 

イ
ン
ド
映
画
に
現
れ
た
宗
教
世
界
を
中
心
に 

│
│

代
表
者
・
司
会　

山
下
博
司

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

田
中
鉄
也

映
画
『
ボ
ン
ベ
イ
』
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
の
分
析

ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
サ
イ
ラ
ジ

　

本
研
究
で
は
、
異
宗
教
間
結
婚
で
結
ば
れ
た
夫
婦
と
い
う
人
物
設
定
に

立
ち
、
そ
の
家
族
が
一
九
九
二
〜
九
三
年
に
ボ
ン
ベ
イ
（
ム
ン
バ
イ
）
で

起
こ
っ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム
の
宗
教
暴
動
と
い
う
「
非
日
常
」
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
く
様
子
を
描
く
『
ボ
ン
ベ
イ
』（
一
九
九
五
年
）
を
事

例
と
し
、
デ
ジ
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
（
以
下
Ｄ
Ｈ
）
の
手
法
を
使

っ
て
映
画
作
品
の
「
宗
教
」
の
扱
い
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。

　

こ
の
作
品
は
、
宗
教
対
立
と
い
う
状
況
の
中
で
夫
婦
と
家
族
の
愛
情
を

は
ぐ
く
ん
で
い
く
異
宗
教
間
カ
ッ
プ
ル
の
姿
を
描
き
な
が
ら
、
宗
教
の
融

和
と
調
和
を
伝
え
る
と
い
う
重
層
的
構
造
を
も
つ
。

　

映
画
の
中
か
ら
宗
教
に
関
係
す
る
項
目
を
集
め
、
Ｄ
Ｈ
的
手
法
で
吟
味

し
た
と
こ
ろ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム
の
各
リ
ー
ダ
ー
が
作
品
の
中
で

現
れ
る
回
数
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
が
八
十
九
回
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
ム
ス
リ
ム
は
九
十
七
回
現
れ
る
。
作
品
中
の
ム
ス
リ
ム
男
性
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
男
性
よ
り
も
攻
撃
的
で
暴
力
的
な
姿
と
し
て
描
写
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
の
リ
ー
ダ
ー
が
仲
間
を
鼓
舞
す
る
演
説
を
す
る

時
間
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
よ
り
も
長
い
。
さ
ら
に
、
ム
ス
リ
ム
の

リ
ー
ダ
ー
の
演
説
は
あ
た
か
も
暴
力
を
誘
導
す
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。
作
品
中
に
現
れ
る
暴
力
シ
ー
ン
の
長
さ
は
全
体
の
一
二
％
で
あ

る
。
先
に
暴
力
行
為
に
及
ぶ
シ
ー
ン
の
宗
教
別
の
時
間
的
内
訳
は
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
が
五
％
、
ム
ス
リ
ム
が
三
三
％
、
ど
ち
ら
と
も
判
別
で
き
な
い
も

の
が
六
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
暴
力
シ
ー
ン
全
体
の
中
で
、
見
る
か
ら
に

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
わ
か
る
者
た
ち
が
暴
徒
化
し
て
い
る
場
面
は
一
％
し
か
な

い
。
し
か
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
よ
る
暴
力
は
自
己
防
衛
の
た
め
の
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
暴
徒
が
家
を
焼
く
シ
ー
ン
で
は
、
ム
ス
リ
ム
に
よ
る

も
の
が
八
〇
％
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
よ
る
も
の
二
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
全
体
を
と
お
し
て
ム
ス
リ
ム
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
よ
り
暴

力
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
ボ
ン
ベ
イ
暴
動
で
は
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
が
ム
ス
リ
ム
を
攻
撃
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
作
品
の

中
で
史
実
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
シ
ヴ
セ
ー
ナ
ー
と
い
う
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
原
理
主
義
的
グ
ル
ー
プ
が
制
作
に
介
入
し
た
こ
と
も
要
因
に
あ

る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
『
ボ
ン
ベ
イ
』
は
、
異
宗
教
間
結
婚
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
を
と
お
し
て

宗
教
間
の
融
和
と
寛
容
と
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
の
ヒ
ロ
イ

ン
が
ブ
ル
カ
を
着
用
し
て
い
る
時
間
的
割
合
が
、
結
婚
前
で
六
五
％
な
の

に
対
し
、
結
婚
後
は
二
〇
％
に
激
減
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
婚
後

も
ヒ
ロ
イ
ン
が
自
己
の
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ー
を
維
持
し
な
が
ら
も
、

だ
ん
だ
ん
と
夫
の
宗
教
に
同
化
し
て
い
る
様
子
を
暗
示
し
て
い
る
。「
服

装
」
と
い
う
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
、
ム
ス
リ
ム
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
調
和

や
融
和
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
ボ
ン
ベ
イ
』
と
い
う
作
品
は
、
史
実
を
も
と
に
制
作
さ
れ
た
映
画
だ

が
、
真
実
に
巧
み
な
加
工
が
施
さ
れ
、
現
実
社
会
の
宗
教
多
元
性
が
二
宗

教
の
対
立
の
図
式
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
実
際
の
加
害
者
側
と
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る
。
彼
は
地
球
到
着
直
後
に
「
リ
モ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
通
信
装
置
を
盗

ま
れ
、
自
分
の
星
と
の
連
絡
が
途
切
れ
て
戻
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
彼

が
リ
モ
ー
ト
を
奪
回
し
、
無
事
帰
還
を
果
た
す
ま
で
珍
騒
動
が
繰
り
広
げ

ら
れ
る
。
故
郷
に
帰
り
た
い
一
心
で
地
球
人
と
奇
妙
な
交
流
を
重
ね
て
い

く
姿
を
通
じ
て
、
宗
教
が
抱
え
る
不
条
理
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
く
。

ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ョ
ー
ク
を
借
り
た
諷
刺
や
皮
肉
が
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
、

特
に
ゴ
ッ
ド
マ
ン
的
カ
リ
ス
マ
を
頂
く
カ
ル
ト
的
宗
教
、
儀
礼
主
義
、
偶

像
崇
拝
的
な
宗
教
実
践
に
対
し
て
鋭
い
批
判
の
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ

る
。

　

こ
れ
ま
で
「
宗
教
」
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
話
に
基
づ
く
ジ
ャ
ン
ル

（m
ythologicals

）
や
信
仰
を
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
（devotionals

）
が
成

立
す
る
ほ
ど
、
イ
ン
ド
娯
楽
映
画
の
世
界
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
存
在
で

あ
っ
た
。
一
方
、
宗
教
多
元
的
な
同
国
に
あ
っ
て
微
妙
か
つ
扱
い
に
く
い

テ
ー
マ
と
し
て
忌
避
さ
れ
、
宗
教
的
諸
事
象
を
こ
と
さ
ら
提
示
し
な
い
作

品
も
多
い
。
背
景
と
し
て
、
い
ず
れ
の
宗
教
に
も
肩
入
れ
で
き
な
い
セ
キ

ュ
ラ
リ
ズ
ム
（
諸
宗
教
に
対
す
る
中
立
性
）
を
謳
う
国
家
的
立
場
が
コ
ン

テ
ン
ツ
に
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
根
本

に
は
、
独
立
以
前
に
遡
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
間
の
根

深
い
確
執
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
植
民
地
期
以
来
イ
ン
ド
は
検

閲
制
度
を
採
用
し
、
宗
教
的
不
和
を
含
む
社
会
不
安
を
導
引
し
兼
ね
な
い

要
素
に
注
意
深
く
目
を
光
ら
せ
て
き
た
。『
ボ
ン
ベ
イ
』（
一
九
九
八
年
）

以
降
で
も
、
宗
教
間
関
係
が
主
題
に
絡
む
話
題
作
と
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

と
ム
ス
リ
ム
の
王
国
同
士
の
覇
権
争
い
を
描
い
た
『
パ
ド
マ
ー
ヴ
ァ
ト
』

（
二
〇
一
八
年
）
や
、
史
実
を
歪
め
ス
ィ
ク
と
ム
ス
リ
ム
の
対
立
の
図
式

に
捨
象
し
て
提
示
し
た
『
ケ
ー
サ
リ
ー
』（
二
〇
一
九
年
）、
さ
ら
に
は

被
害
者
側
と
が
逆
転
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
意
図
的
に
デ
ィ
テ
ー

ル
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
具
体
的
・
統
計
的
な
デ
ー
タ
に
よ
っ

て
裏
付
け
ら
れ
る
。
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
た
平
和
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
で
あ
れ
ば
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
史
実
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
も
と
に

し
た
映
画
作
品
は
社
会
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
く
、
そ
の
ぶ
ん
大
き
な
危

険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ボ
ン
ベ
イ
暴
動
の
背
後
に
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

宗
教
間
の
不
和
と
い
う
よ
り
経
済
的
な
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、「
宗
教
」
が
当
事
者
で
は
な
か
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
現

実
が
ゆ
が
め
ら
れ
、
作
品
の
公
開
に
よ
っ
て
む
し
ろ
宗
教
的
な
対
立
心
が

あ
お
ら
れ
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、

こ
の
作
品
の
公
開
に
よ
り
、
ム
ス
リ
ム
側
か
ら
非
難
の
声
が
あ
が
り
、
監

督
の
家
に
テ
ロ
攻
撃
が
仕
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

作
品
分
析
を
つ
う
じ
て
、
宗
教
は
観
客
の
心
の
拠
り
所
と
直
結
し
て
い

る
だ
け
に
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

宗
教
批
判
と
作
品
批
判

│
│ 

映
画
『
Ｐ
Ｋ
』
受
容
の
二
極
分
化
と
価
値
の
相
克 

│
│山

下　

博
司

　

社
会
派
コ
メ
デ
ィ
ー
『
Ｐ
Ｋ
』（
二
〇
一
四
年
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
）
を

中
心
に
、
社
会
の
動
向
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
現
代
イ
ン
ド
の
娯
楽
映
画

と
宗
教
の
関
係
に
ま
つ
わ
る
話
題
を
提
起
し
た
い
。

　
『
Ｐ
Ｋ
』
で
は
、
異
星
か
ら
地
球
探
査
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
帯
び
て
や
っ

て
来
た
宇
宙
人
Ｐ
Ｋ
（
ア
ー
ミ
ル
・
カ
ー
ン
）
を
め
ぐ
る
顛
末
が
描
か
れ
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画
『
Ｐ
Ｋ
』
の
受
容
に
見
ら
れ
る
「
宗
教
」
へ
の
両
義
的
な
心
理
、
な
い

し
内
容
の
是
非
を
め
ぐ
る
態
度
の
分
極
化
は
、
現
代
イ
ン
ド
で
勢
力
を
も

た
げ
つ
つ
あ
る
合
理
主
義
的
な
思
考
様
式
と
旧
態
依
然
と
し
た
伝
統
的
価

値
体
系
と
い
う
、
併
存
す
る
新
旧
両
様
の
力
の
せ
め
ぎ
合
い
の
現
実
を
投

影
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
常
の
な
か
の
宗
教

│
│ 

新
中
間
層
映
画
『
ラ
ン
チ
ボ
ッ
ク
ス
』
の
事
例
か
ら 

│
│

岡
光　

信
子

　

本
発
表
で
は
、
イ
ン
ド
映
画
の
新
ジ
ャ
ン
ル
（
新
中
間
層
映
画
）
に
属

す
る
『
ラ
ン
チ
ボ
ッ
ク
ス
』（
二
〇
一
三
年
）
を
取
り
上
げ
る
。
都
会
の
日

常
を
舞
台
と
し
た
本
作
品
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
扱
わ
れ
方
を
検
討
し
、

そ
れ
が
も
つ
意
味
を
考
察
す
る
。

　

一
九
九
一
年
の
経
済
開
放
以
降
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
台
頭
し
て
き
た

階
層
が
あ
る
。
彼
ら
は
従
来
の
中
間
層
と
は
異
な
る
意
識
や
消
費
行
動
を

も
つ
集
団
で
、「
新
中
間
層
」
と
総
称
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
外

資
系
企
業
、
Ｉ
Ｔ
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
等
の
セ
ク
タ
ー
で
働
き
、
都
市
部
の

ア
パ
ー
ト
に
住
み
、
自
動
車
や
高
級
品
に
も
手
が
届
き
、
教
育
、
医
療
、

レ
ジ
ャ
ー
へ
の
支
出
も
高
い
。
年
収
は
一
五
〇
〇
〜
三
五
〇
〇
米
ド
ル
相

当
と
さ
れ
、
富
裕
層
の
予
備
軍
と
見
な
さ
れ
て
「
ミ
ド
ル
リ
ッ
チ
」
と
も

称
さ
れ
る
。

　

新
中
間
層
の
出
現
と
軌
を
一
に
し
て
、
イ
ン
ド
商
業
映
画
の
中
に
、
従

来
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
か
ら
離
れ
た
作
品
が
登
場
し
て

き
た
。
こ
れ
ら
は
、
主
に
長
編
映
画
制
作
の
経
験
の
少
な
い
若
い
監
督
に

よ
る
低
予
算
作
品
で
あ
る
が
、
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
秀
作
が
多

『
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ー
バ
ム
』（
二
〇
一
三
年
）
等
が
あ
る
が
、
作
品
に
よ

っ
て
は
検
閲
絡
み
の
騒
動
を
惹
起
す
る
な
ど
宗
教
間
の
軋
轢
を
顕
在
化
さ

せ
て
い
る
。
現
代
イ
ン
ド
の
映
画
産
業
に
と
っ
て
「
宗
教
」
は
、
話
題
を

煽
る
の
に
恰
好
の
題
材
で
あ
る
一
方
、
興
行
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
抱
え
込

む
要
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
で
『
Ｐ
Ｋ
』
も
例
外
で
は
な
い
。
検
閲
こ
そ
特
段
の
問
題
な

し
に
通
過
し
た
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
シ
ー
ン
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
民
族
主

義
団
体
（
世
界
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
協
会
）
に
よ
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
冒
瀆
す

る
も
の
と
し
て
糾
弾
さ
れ
、
劇
場
の
中
に
は
破
壊
行
為
の
標
的
と
な
っ
た

と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
敢
え
て
肯
定
的
な
評
価
を
公
に
し
た
民

族
主
義
政
党
の
有
力
政
治
家
も
い
る
。
受
け
止
め
方
が
分
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
本
作
品
に
対
し
て
、
現
実
世
界
の
み

な
ら
ず
サ
イ
バ
ー
空
間
で
も
賛
否
は
こ
も
ご
も
で
、
作
品
に
籠
め
ら
れ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
支
持
す
る
集
団
と
拒
絶
す
る
集
団
と
に
分
か
れ
て
対
立
・

論
争
し
て
い
る
と
い
う
。
他
方
、
イ
ン
ド
国
内
の
い
ざ
こ
ざ
を
尻
目
に
、

本
作
品
は
、
世
界
二
二
カ
国
で
リ
リ
ー
ス
さ
れ
る
や
北
米
を
中
心
に
興
行

記
録
を
瞬
く
間
に
塗
り
替
え
、
国
内
外
併
せ
て
イ
ン
ド
映
画
史
上
一
、
二

を
争
う
メ
ガ
ヒ
ッ
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
Ｐ
Ｋ
』
を
め
ぐ
る
上
述
の
現
象
は
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
得
る
。
一

つ
は
、
社
会
に
お
け
る
合
理
的
思
考
の
浸
潤
で
あ
る
。
か
つ
て
チ
ェ
ン
ナ

イ
で
面
接
取
材
し
た
有
名
書
肆
の
経
営
者
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
教
育
の
普

及
に
よ
っ
て
旧
習
に
囚
わ
れ
な
い
批
判
精
神
が
横
溢
す
る
よ
う
に
な
り
、

理
性
に
叶
っ
た
考
え
方
が
で
き
る
人
々
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。
伝
統
や

宗
教
的
規
範
に
拠
る
の
で
は
な
く
、「
道
理
」
を
第
一
義
的
な
判
断
原
理

に
据
え
る
よ
う
な
精
神
的
方
向
性
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
映
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ば
な
る
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
が
混
在
す
る
様
相
を
呈
す
る
。『
ラ
ン

チ
ボ
ッ
ク
ス
』
の
中
に
現
れ
る
宗
教
は
、
不
自
然
な
設
定
も
誇
張
も
施
さ

れ
て
お
ら
ず
、
あ
り
の
ま
ま
の
心
象
風
景
を
反
映
し
て
い
る
。
都
会
の
日

常
を
生
き
る
人
々
の
虚
飾
を
離
れ
た
宗
教
性
が
淡
々
と
描
き
込
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
『
ラ
ン
チ
ボ
ッ
ク
ス
』
は
、
弁
当
の
誤
配
に
よ
り
接
点
を
も
っ
た
見
ず

知
ら
ず
の
男
女
が
、
弁
当
箱
に
忍
ば
せ
た
手
紙
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
互

い
に
惹
か
れ
て
い
く
様
子
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。
両
者
は
、
画
面
か
ら

も
自
明
な
よ
う
に
、
宗
教
を
異
に
し
て
い
る
が
、
宗
教
的
帰
属
の
違
い
が

二
人
の
関
係
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
。
本
作
品
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も

偶
然
の
い
た
ず
ら
で
知
り
合
っ
た
男
女
の
淡
い
恋
愛
感
情
の
ゆ
く
え
で
あ

っ
て
、
宗
教
的
葛
藤
な
ど
で
は
な
い
。
背
景
に
あ
る
は
ず
の
家
族
、
カ
ー

ス
ト
、
宗
教
集
団
な
ど
も
、
関
係
の
進
展
に
干
渉
す
る
こ
と
は
な
い
。
従

来
の
作
品
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

宗
教
が
映
画
コ
ン
テ
ン
ツ
の
表
面
か
ら
退
い
て
い
る
の
は
、
宗
教
の
過

小
評
価
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。『
ラ
ン
チ
ボ
ッ
ク
ス
』
に
現
れ
る
宗
教

は
、
大
都
市
の
日
常
の
あ
り
よ
う
を
映
す
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
イ
ン

ド
の
都
会
生
活
に
お
け
る
「
生
き
た
宗
教
の
姿
」
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト

田
中　

鉄
也

　

パ
ネ
ル
代
表
者
の
山
下
氏
は
趣
旨
で
「
宗
教
は
、
さ
ま
ざ
ま
レ
ベ
ル
で

個
人
的
お
よ
び
集
団
的
帰
属
の
基
軸
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
が
、
こ

れ
は
現
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
の
状
況
を
適
切
に
捉
え
て
い
る
。
政
治

的
教
理
と
し
て
世
俗
主
義
を
導
入
し
て
い
る
イ
ン
ド
は
宗
教
的
制
度
と
世

く
、
国
内
外
の
映
画
祭
で
数
々
の
賞
を
得
て
い
る
。
こ
の
作
品
群
は
内
容

や
感
覚
の
上
で
新
興
の
中
間
層
の
関
心
や
意
識
と
重
な
っ
て
お
り
、
イ
ン

ド
国
内
で
受
容
す
る
層
に
因
ん
で
「
新
中
間
層
映
画
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
『
ラ
ン
チ
ボ
ッ
ク
ス
』
が
描
く
の
は
、
大
都
市
ム
ン
バ
イ
で
、
自
宅
か

ら
職
場
に
昼
食
を
届
け
る
ダ
ッ
バ
ー
ワ
ー
ラ
ー
（
弁
当
配
達
人
）
に
よ
っ

て
誤
配
さ
れ
た
弁
当
が
と
り
も
つ
孤
独
な
男
女
の
出
会
い
と
心
の
交
流
で

あ
る
。
主
要
な
登
場
人
物
は
、
作
っ
た
弁
当
を
託
す
る
若
く
美
し
い
主
婦

（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
）、
弁
当
を
受
け
取
る
初
老
の
会
計
士
（
キ
リ
ス
ト
教

徒
）、
会
計
士
の
後
任
者
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）
の
三
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
宗

教
的
帰
属
は
、
名
前
、
居
住
地
区
、
使
用
言
語
か
ら
容
易
に
判
別
さ
れ
る
。

　

映
画
作
品
は
、
公
開
に
先
立
っ
て
セ
ン
ト
ラ
ル
ボ
ー
ド
・
オ
ブ
・
フ
ィ

ル
ム
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
検
閲
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

宗
教
は
、
社
会
的
な
混
乱
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
孕
む
デ
リ
ケ
ー
ト
で
扱

い
に
く
い
も
の
と
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
項
目
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
宗
教
そ
の
も
の
を
敢
え
て
真
正
面
か
ら
取
り
上

げ
る
商
業
映
画
は
少
な
い
。
宗
教
へ
の
直
接
的
な
言
及
を
回
避
し
て
制
作

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、『
ラ
ン
チ
ボ
ッ
ク
ス
』
で
の
宗
教
の
描
か
れ
方
を
吟
味
し
よ
う
。

作
品
の
至
る
と
こ
ろ
に
「
宗
教
」
が
垣
間
見
え
て
は
い
る
が
、
強
調
も
歪

曲
も
な
く
淡
々
と
都
会
の
風
景
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
イ
ン
ド
は
宗

教
多
元
的
な
国
で
あ
り
、
実
社
会
で
は
異
な
る
宗
教
を
奉
じ
る
者
同
士
が

平
和
裏
に
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
。
宗
教
は
、
個
人
の
意
識
、
価
値
観
、

生
活
空
間
に
支
配
的
な
力
を
行
使
す
る
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
都
会
の

何
気
な
い
日
常
の
中
に
静
か
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
会
に
な
れ
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こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
行
為
規
範
と
し
て
の
宗
教
の
力
強
さ
を
印
象

づ
け
て
い
る
。

　

本
パ
ネ
ル
の
二
つ
目
の
意
義
は
、
公
的
空
間
に
充
ち
満
ち
た
宗
教
か
ら

喚
起
さ
れ
る
宗
派
間
対
立
の
種
と
そ
れ
を
な
ん
と
か
解
消
し
よ
う
と
す
る

都
市
の
人
々
へ
の
眼
差
し
で
あ
る
。
三
作
が
総
じ
て
伝
え
よ
う
と
す
る
宗

教
間
融
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
及
び
そ
の
商
業
的
な
成
功
）
は
、
作
り
手
と

聴
衆
が
理
想
的
な
社
会
像
を
語
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
他
方
で
些
細

な
き
っ
か
け
で
宗
教
間
の
対
立
感
情
が
発
生
す
る
兆
し
を
作
り
手
も
聴
衆

も
理
解
し
て
い
る
印
象
も
覚
え
る
。

　

各
報
告
者
へ
の
私
の
質
問
と
そ
の
返
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
報

告
で
は
Ｄ
Ｈ
の
方
法
論
的
効
果
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
ス
サ
イ
ラ
ジ
氏
は

分
析
者
の
主
観
性
や
題
材
設
定
の
恣
意
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
従
来
の
質

的
な
映
画
分
析
か
ら
Ｄ
Ｈ
の
統
計
学
的
分
析
手
法
が
イ
ン
ド
映
画
の
変
化

を
数
量
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
を
説
明
し
た
。

　

第
二
報
告
で
は
映
画
『
Ｐ
Ｋ
』
で
語
ら
れ
る
普
遍
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
カ
ビ
ー
ル
や
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
な
ど
の
伝
統
的
な
宗
教
的
言
説
と
の
違
い

を
質
問
し
た
。
山
下
氏
は
、
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
宗
教
の
本
質
は
そ
の

外
見
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
）
は
イ
ン
ド
近
代
の
普
遍
的
な
宗

教
観
（
例
え
ば
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
な
ど
）
と
似
て
い
る
の
だ
が
、
娯
楽

映
画
で
あ
る
本
作
は
（
そ
の
限
界
で
も
あ
る
が
）
神
観
念
や
神
学
的
な
次

元
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
異
な
る
と
指
摘
し
た
。

　

第
三
報
告
で
は
多
宗
派
の
人
び
と
が
隣
り
合
っ
て
暮
ら
す
社
会
的
現
実

で
は
些
細
な
事
件
が
き
っ
か
け
に
宗
教
的
コ
ー
ド
が
対
立
の
基
準
と
な
る

の
で
は
な
い
か
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
岡
光
氏
は
、
平
和
的
共
存
と
呼
べ

る
も
の
が
日
常
的
に
果
た
さ
れ
て
い
る
中
で
、
地
域
的
・
階
層
的
・
経
済

俗
的
制
度
を
分
離
し
て
い
る
。
一
方
で
宗
教
は
人
々
の
集
団
的
帰
属
を
保

障
す
る
社
会
的
役
割
を
担
っ
て
も
い
る
。
つ
ま
り
宗
教
は
個
人
化
も
衰
退

も
し
て
い
な
い
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
公
共
的
役
割
を
声
高
に
主
張
す
る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
隆
盛
を
誇
る
近
年
の
社
会
状
況

か
ら
も
、
こ
の
前
提
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

ま
た
世
俗
主
義
の
特
徴
も
欧
米
型
と
異
な
る
。
イ
ン
ド
憲
法
に
よ
れ
ば

世
俗
主
義
の
機
能
は
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
や
宗
教
実
践
の
権
利
が
認
め
ら
れ

る
「
信
教
の
自
由
」、
宗
教
多
元
的
社
会
に
お
い
て
国
家
は
「
宗
派
間
の

中
立
性
」
を
維
持
す
べ
き
と
い
う
役
割
、
さ
ら
に
国
家
は
宗
教
的
価
値
観

に
基
づ
い
た
悪
し
き
慣
習
を
廃
止
し
、
社
会
福
祉
と
宗
教
改
革
を
担
う
べ

き
だ
と
い
う
「
正
義
に
基
づ
い
た
是
正
」
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
上

の
特
徴
は
、
宗
教
に
ダ
リ
ト
差
別
や
宗
派
間
対
立
と
い
う
否
定
的
な
が
ら

も
大
き
な
社
会
的
意
義
が
見
込
ま
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
司
法
を
含
め
た

国
家
機
構
に
宗
教
の
社
会
的
役
割
を
統
御
、
ま
た
は
肯
定
的
な
役
割
へ
と

改
善
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

　

世
俗
主
義
と
い
う
教
理
が
宗
教
に
か
か
わ
る
問
題
を
解
消
で
き
て
い
る

の
か
否
か
に
つ
い
て
は
本
パ
ネ
ル
の
趣
旨
を
超
え
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛

す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
が
現
在
進
行
形
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
本
パ
ネ
ル
の
発
表
構
成
か
ら
も
首
肯

で
き
る
。

　

本
パ
ネ
ル
の
意
義
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
映
画
と
い
う
娯
楽
メ
デ
ィ
ア

か
ら
イ
ン
ド
の
公
的
空
間
に
充
ち
満
ち
た
宗
教
を
あ
ぶ
り
出
そ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
こ
と
。
宗
教
は
結
婚
・
食
事
・
飲
酒
・
服
装
の
ル
ー
ル
や
経

済
・
勤
労
に
か
か
わ
る
倫
理
感
な
ど
文
化
・
行
為
規
範
と
し
て
人
々
を
統

御
し
て
い
る
。
三
つ
の
映
画
は
そ
の
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
そ
れ
ぞ
れ
語
る
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記
・
刻
印
さ
れ
、「
宗
教
集
団
」
が
背
後
に
含
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日

常
の
人
間
関
係
の
基
底
に
宗
教
間
関
係
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と

も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
新
生
児
へ
の
命
名
行
為
か
ら
宗
教
性
が
ほ
ぼ
完
全

に
払
拭
さ
れ
て
い
る
日
本
な
ど
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
一
部
の
キ

リ
ス
ト
教
国
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
国
の
よ
う
に
、
成
員
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
個

人
名
に
一
様
に
特
定
宗
教
に
由
来
す
る
名
付
け
が
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
イ
ン
ド
は
そ
れ
と
も
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
が
単
一
の
宗
教
か
ら
成
り
立
つ
国
で
は
な
く
、
宗
教
多
元
的
な

構
成
を
有
す
る
国
家
で
あ
る
以
上
、
映
画
の
登
場
人
物
た
ち
が
（
彼
ら
の

名
前
が
顕
示
す
る
よ
う
に
）、
互
い
に
異
な
る
複
数
の
宗
教
的
帰
属
に
色

分
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
そ
れ
が
自

然
な
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
宗
教
間
で
共
有
さ
れ
る
名
前
が
皆
無
で

は
な
い
が
、
基
本
的
に
宗
教
中
立
的
な
名
前
は
存
在
し
な
い
。
実
際
、
主

人
公
の
名
前
か
ら
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
窺
わ
れ
な
い
作
品
は
、

膨
大
な
制
作
本
数
を
誇
る
イ
ン
ド
映
画
の
中
で
ほ
ん
の
一
握
り
に
過
ぎ
な

い
。
登
場
人
物
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
俳
優
、
監
督
、
脚
本
家
ら
の
名
前
に

し
て
も
然
り
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
宗
教
の
別
に
意
を
払
う
こ
と
な
く
、

映
画
を
作
っ
た
り
、
映
画
を
観
た
り
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
不
可
能
な
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
宗
教
」
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
お
け
る
重
要
度
や
役
割
の

軽
重
に
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
映
画
に
と
っ
て
不
可
避
的
に
抱
え
込
ま
ざ

る
を
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
娯
楽
映
画
の
中
で
あ
り
ふ
れ
た
要
素

で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
宗
教
は
、
扱
わ
れ
か
た
次
第
で
物
議
を
醸
し
兼
ね

な
い
デ
リ
ケ
ー
ト
で
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
対
象
に
も
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。

的
な
ど
の
様
々
な
次
元
で
諍
い
が
起
き
た
場
合
で
も
、
宗
教
的
コ
ー
ド
が

諍
い
の
要
因
と
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
と
説
明
し
た
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

山
下　

博
司

　

宗
教
は
個
人
に
と
っ
て
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

論
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
宗
教
は
、
個
人
の
内
面
に
密
や
か
に
息
づ
く
一

方
、
信
仰
を
共
有
す
る
者
た
ち
の
集
団
の
形
成
に
あ
ず
か
り
、
さ
ら
に
宗

派
や
地
域
の
別
に
応
じ
て
細
分
化
さ
れ
て
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
実
に
複
雑

多
岐
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
本
パ
ネ
ル
で
考
察
の
対
象
と
す
る
イ
ン
ド

に
お
い
て
は
、
宗
教
・
宗
派
の
別
は
、
す
な
わ
ち
内
婚
集
団
の
別
を
も
意

味
し
、
社
会
集
団
の
単
位
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
宗
教
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
レ
ベ
ル
で
個
人
的
お
よ
び
集
団
的
帰
属
の
基
軸
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
が
、
映
画
等
の
イ
ン
ド
の
大
衆
的
メ
デ
ィ

ア
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
扱
い
の
も
と
、
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
、
ど

の
よ
う
な
役
割
・
機
能
を
帯
び
て
登
場
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
が
本
パ
ネ

ル
の
焦
点
を
構
成
す
る
。

　

我
々
が
検
討
す
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
商
業
映
画
（
娯
楽
映
画
、
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ム
映
画
）
で
あ
る
。
イ
ン
ド
は
「
宗
教
の
国
」
と
称
さ
れ
る
だ

け
あ
っ
て
、
娯
楽
映
画
も
草
創
期
か
ら
宗
教
と
深
く
結
び
つ
い
て
き
た
。

も
っ
と
も
イ
ン
ド
で
は
、
宗
教
へ
の
言
及
を
欠
く
劇
映
画
自
体
、
存
在
し

得
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
一
々
の
登
場
人
物
の
名
前
が
各
々
の
宗
教
的
帰

属
を
知
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
、
個

人
名
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
内
在
さ
せ
て
い

る
。
イ
ン
ド
で
は
、
個
人
に
言
及
す
る
際
で
す
ら
常
に
「
宗
教
」
が
銘
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人
工
知
能
の
社
会
実
装
化
が
提
議
す
る
宗
教
的
問
題

代
表
者
・
司
会　

木
村
武
史

Ａ
Ｉ
と
人
工
的
他
者
性

木
村　

武
史

　

異
な
る
宗
教
伝
統
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
意
義
、
世
俗
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｉ

の
宗
教
性
と
い
っ
た
問
題
を
、
比
較
宗
教
学
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
際
の

共
通
の
概
念
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
宗
教
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
意
義
は
具
体

的
な
宗
教
的
教
義
、
宗
教
思
想
と
の
関
係
で
考
察
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
越
境
す
る
技
術
で
あ
る
Ａ
Ｉ
が
宗
教
と
文
化
の
境
界
を
越
え
て

使
わ
れ
る
状
況
で
は
、
比
較
宗
教
学
的
に
複
数
の
事
例
を
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。
技
術
者
の
立
場
か
ら
は
技
術
は
純
然
た
る
科
学
で
あ
り
、
工
学

で
あ
り
、
宗
教
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
論
ず

る
。
実
際
、
日
本
人
工
知
能
学
会
の
雑
誌
『
人
工
知
能
』
を
読
ん
で
も
、

い
わ
ゆ
る
宗
教
性
は
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
Ａ
Ｉ
の
技

術
開
発
を
考
え
た
時
、
国
内
を
基
準
に
し
て
考
え
て
い
て
よ
い
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。

　

さ
て
、
人
間
の
知
性（
知
能
）を
模
し
、
作
り
出
し
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

機
械
が
人
間
の
知
性
で
は
十
分
に
は
理
解
で
き
な
い
レ
ベ
ル
へ
と
進
化
し
、

そ
れ
が
社
会
に
実
装
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
人
間
社
会
は
果
た
し

て
知
性
の
レ
ベ
ル
、
倫
理
の
問
題
レ
ベ
ル
で
充
分
に
応
答
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
現
状
で
は
特
化
型
Ａ
Ｉ
し
か
実
用
性
は
な
い
と
し
て
も
、
既
に

個
人
レ
ベ
ル
の
あ
る
特
定
の
知
的
能
力
を
凌
駕
し
、
個
人
の
生
活
に
気
づ

か
れ
ず
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
個
人
と
社
会
の
レ
ベ
ル
で
感
覚
的
、

　

と
こ
ろ
で
、
本
パ
ネ
ル
で
注
目
す
る
三
本
の
映
画
は
、
い
ず
れ
も
一
九

九
〇
年
代
以
後
、
す
な
わ
ち
経
済
自
由
化
以
降
に
制
作
さ
れ
た
諸
作
品
で

あ
る
。
あ
た
か
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
原

理
主
義
）
が
興
起
し
昂
揚
す
る
時
期
と
符
合
し
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
迎
合
す
る
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
言
説
は
、
人
々
を
し
て
出

身
地
や
言
語
文
化
の
違
い
に
も
増
し
て
、
宗
教
の
別
を
以
て
自
他
の
帰
属

を
意
識
せ
し
め
る
よ
う
仕
向
け
て
き
た
。
し
か
し
同
時
に
、
一
九
九
〇
年

代
以
降
は
、
新
し
い
中
間
層
の
成
立
に
道
を
拓
い
た
時
期
に
も
当
た
っ
て

い
る
。
宗
教
の
相
違
に
発
す
る
感
情
が
掘
り
起
こ
さ
れ
先
鋭
化
す
る
一
方

で
、
宗
教
観
を
含
む
新
し
い
思
潮
の
息
吹
が
顕
在
化
し
て
く
る
こ
と
に
も

な
っ
た
。
こ
れ
ら
三
作
品
は
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
を
承
け
た
現
代
イ
ン

ド
人
の
「
宗
教
」
へ
の
向
き
合
い
か
た
の
三
様
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で

凝
縮
的
に
代
弁
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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者
の
問
題
を
考
え
る
時
、
哲
学
、
宗
教
哲
学
分
野
で
の
議
論
も
思
い
浮
か

べ
ら
れ
る
。
だ
が
、
発
表
者
の
関
心
は
、
こ
れ
ら
の
技
術
が
社
会
の
中
に

実
装
化
さ
れ
る
状
況
を
重
視
し
て
い
る
。
社
会
を
構
成
す
る
Ａ
Ｉ
を
前
に

し
て
Ａ
Ｉ
で
は
代
替
で
き
な
い
疑
似
人
工
的
に
は
作
ら
れ
な
い
人
間
の
自

然
的
性
質
は
何
で
あ
る
の
か
と
反
省
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
状
況
を
、
比
較
宗
教
学
的
に
考
察
す
る
際
に
何
ら
か
の
形
で
有
効
な

概
念
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
必
要
な
の
で
は
な
い
の
か
。
で
は
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
か
。
そ
の
概
念
を
通
し
て
認
識
論
と
存
在

論
、
知
性
と
感
情
・
情
動
と
い
っ
た
諸
問
題
を
個
人
・
社
会
の
両
方
の
レ

ベ
ル
と
宗
教
的
文
脈
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
複
数
の
文
化
社
会
に
お
け
る
越
境
す
る
Ａ
Ｉ
技
術
が

各
宗
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
を
比
較
宗
教
学
的
に
複

数
の
事
例
を
把
握
す
る
概
念
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

Ａ
Ｉ
が
描
く
異
界
観
と
は 

│
│ 

伝
統
芸
能
の
事
例
か
ら 

│
│永

原　

順
子

一　

は
じ
め
に

　

異
界
と
い
う
単
語
を
辞
書
で
調
べ
る
と
、「
日
常
生
活
の
場
所
と
時
間

の
外
側
に
あ
る
世
界
。
ま
た
、
あ
る
社
会
の
外
に
あ
る
世
界
。」
と
あ
る

（『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
近
年
で
は
、
ゲ
ー
ム
、
映
画
、
小
説
に

お
い
て
架
空
の
世
界
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
怪
異
伝
承
研
究

な
ど
、
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
の
分
野
で
も
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
定
義
は
曖
昧
で
、
他
の
要
素
を
用
い
て
研
究
者
ご
と
に
議
論
さ
れ

て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
（「
境
界
」、「
異
人
」
な
ど
）。

　

一
方
で
、
伝
統
芸
能
は
時
代
の
要
求
に
合
わ
せ
て
架
空
の
世
界
を
取
り

感
情
的
、
情
動
的
に
も
反
応
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
知
的
レ
ベ
ル
と
後
者

の
レ
ベ
ル
と
を
包
括
的
に
把
握
で
き
る
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

社
会
の
重
要
な
一
構
成
要
素
と
な
り
つ
つ
あ
る
人
工
知
能
と
い
う
技
術

と
の
関
係
で
、
人
工
知
能
の
能
力
と
の
対
比
で
構
築
さ
れ
る
個
人
と
社
会

の
「
人
間
」
と
い
う
存
在
の
意
味
合
い
を
規
範
的
評
価
の
基
準
と
し
て
、

各
個
人
と
社
会
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
自
己
理
解
に
つ
な
げ
て
い
く
の

か
、
そ
の
際
に
「
宗
教
」
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
社
会
と
自
然
の
機
械
化
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
化
を
通
し

て
の
人
間
の
改
変
と
い
う
問
題
が
進
行
し
て
い
る
。
社
会
と
身
体
の
機
械

化
は
既
に
か
な
り
進
行
し
て
い
る
が
、
人
工
知
能
は
人
間
の
心
と
呼
ば
れ

る
領
域
の
機
械
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
も

考
え
ら
れ
る
。
Ａ
Ｉ
研
究
者
の
中
に
は
や
が
て
人
間
は
技
術
に
な
る
と
主

張
す
る
も
の
も
い
る
。
人
間
の
人
工
化
・
機
械
化
が
進
む
に
伴
い
、
人
間

に
残
さ
れ
た
自
然
的
な
領
域
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
も
生
ま
れ
て
く

る
。

　

従
来
、other-than-hum

an-persons

と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学

者
Ａ
・
Ｉ
・
ハ
ロ
ウ
ェ
ル
に
由
来
す
る
概
念
を
用
い
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
あ
る

い
は
Ａ
Ｉ
的
機
能
と
人
間
と
の
交
渉
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か

し
、
も
う
少
し
宗
教
学
の
文
脈
か
ら
よ
り
有
効
に
利
用
で
き
る
概
念
は
な

い
か
と
考
え
た
時
に
、
森
政
弘
が
ロ
ボ
・
コ
ン
に
参
加
し
て
い
る
中
学
生

は
『
金
剛
般
若
心
経
』
の
世
界
を
経
験
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
点
や

「
不
気
味
の
谷
」
の
問
題
を
考
え
た
時
、
Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
の
『
聖
な
る
も

の
』
と
の
関
連
で
「
人
工
的
他
者
性
」
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
っ
て
き

た
。
言
う
ま
で
も
な
く
オ
ッ
ト
ー
の
議
論
が
人
工
知
能
の
問
題
に
そ
の
ま

ま
使
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
Ａ
Ｉ
と
人
間
と
の
対
話
に
お
け
る
他
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見
方
を
変
え
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
新
た
な
伝
統
芸
能
が
創
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
、
と
も
い
え
る
。

　

か
ら
く
り
人
形
は
人
間
が
設
計
し
た
通
り
に
、
文
楽
人
形
は
人
間
が
操

っ
た
通
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
演
じ
る
。
演
者
主
体
は
あ
く
ま
で
も
人
間
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
人
形
が
意
志
を
持
ち
、
自
由
に
動
き
ま
わ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
怪
異
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
異
界
」
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

と
す
る
と
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
は
、
異
界
か
ら
「
境
界
」
を
越
え
て
日

常
に
や
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
主
体
そ
の
も
の
の
変
容
に
、
人
々
は
興

味
、
不
気
味
さ
、
驚
き
、
な
ど
様
々
な
反
応
を
見
せ
て
い
る
。
今
後
そ
れ

ら
は
変
容
し
て
い
く
可
能
性
は
あ
る
の
か
。
人
類
は
新
し
い
「
異
界
」
を

手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
分
析
の
視
点
で
は
、
能
舞
台
に
お
い
て
、
呼
吸
を
用
い
た
時

間
・
空
間
・
力
性
リ
ズ
ム
の
解
析
と
応
用
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い

る
（「
日
本
の
伝
統
芸
能
に
お
け
る
技
法
や
コ
ン
テ
ン
ツ
を
先
端
ロ
ボ
ッ

ト
産
業
に
活
か
す
Ｕ
Ｘ
デ
ザ
イ
ン
研
究
」
の
一
環
）。
間
、
序
破
急
、
ノ

リ
、
半
眼
、
な
ど
、
の
科
学
的
分
析
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
役
者

の
身
体
、
舞
台
の
構
成
の
中
の
見
え
な
い
部
分
、
あ
る
い
は
、
口
伝
・
秘

伝
と
し
て
秘
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
能
の

内
面
に
あ
る
「
異
界
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
解
き
明
か
し
た
い
欲
求
に

か
ら
れ
る
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
。
こ
の
試
み
に
よ
っ
て
、
何
が
ど
こ

ま
で
明
ら
か
に
な
る
の
か
（
明
ら
か
に
な
っ
た
と
人
間
が
感
じ
る
の
か
）。

仮
に
、
そ
の
技
法
を
学
習
し
た
Ａ
Ｉ
が
能
を
演
じ
た
場
合
、
我
々
の
認
識

す
る
「
伝
統
芸
能
」、「
異
界
」
は
、
ど
の
よ
う
に
揺
ら
ぐ
の
か
、
非
常
に

興
味
深
い
。
今
後
も
芸
能
と
Ａ
Ｉ
と
の
関
係
に
注
視
し
て
い
き
た
い
と
考

え
る
。

扱
っ
て
き
た
。
そ
の
発
展
・
変
遷
に
は
、
技
術
の
進
歩
が
密
接
に
関
わ
っ

て
い
る
。
本
発
表
で
は
、
芸
能
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
利
用
の
現
状
に
触
れ
つ
つ
、

Ａ
Ｉ
が
実
装
さ
れ
た
社
会
に
お
け
る
異
界
観
の
あ
り
よ
う
を
論
じ
て
い
き

た
い
。

二　

芸
能
と
Ａ
Ｉ
の
現
状

　

芸
能
は
、
そ
の
出
発
点
を
神
へ
の
奉
納
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
陪

観
し
て
き
た
人
々
の
娯
楽
追
究
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

れ
ら
に
は
、
も
の
ま
ね
（
ミ
ミ
ク
リ
ー
）
す
な
わ
ち
「
も
ど
き
」、
簡
単

な
所
作
や
歌
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
持
っ
た
複

雑
な
も
の
ま
で
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
変
容
を
支
え
た
一
つ
に

「
技
術
」
の
力
が
あ
る
。
神
（
い
や
人
か
）
を
喜
ば
し
む
る
芸
能
の
世
界

を
人
工
的
に
創
り
出
す
努
力
は
人
類
が
存
在
す
る
限
り
続
き
、
よ
り
新
し

い
芸
能
の
か
た
ち
が
求
め
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
技
術
」
の
一

つ
で
あ
る
Ａ
Ｉ
の
現
状
は
ど
う
か
。

　

提
供
（
創
作
・
発
信
）
に
お
い
て
は
、
超
歌
舞
伎
に
お
け
る
初
音
ミ
ク

の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
回
を
重
ね
る
ご
と
に
彼
女
の
舞
い
が
上
達
す
る
と

中
村
獅
童
は
話
す
。
演
劇
と
い
う
分
野
に
視
野
を
広
げ
れ
ば
、
石
黒
浩
・

平
田
オ
リ
ザ
の
手
が
け
る
ロ
ボ
ッ
ト
演
劇
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
演
劇
、
の
試

み
も
続
い
て
い
る
。
創
作
と
い
う
観
点
で
は
、
Ａ
Ｉ
と
の
融
合
は
始
ま
っ

た
ば
か
り
と
い
え
る
。
た
だ
、
芸
術
・
文
学
な
ど
、
物
質
や
言
葉
を
介
し

た
分
野
に
お
い
て
は
、
多
く
の
事
例
が
あ
る
。
伝
統
工
芸
に
お
け
る
活

用
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
肖
像
画
、
Ａ
Ｉ
俳
句
、
Ａ
Ｉ
大
喜
利
な
ど
で
あ
る
。
Ａ

Ｉ
と
の
融
合
と
述
べ
た
が
、
伝
統
芸
能
が
「
継
承
」
を
重
ん
じ
る
限
り
、

そ
の
融
合
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
に
よ
る
伝
統
芸
能
の
変
容
が

ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
議
論
の
的
に
な
る
だ
ろ
う
。
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（
一
）
根
源
的
な
偶
然
性
・
偶
有
性
の
意
義

　
　
　
　

│
│
ヨ
セ
フ
物
語
（
創
世
記
三
七
―
五
〇
章
）

　

自
己
決
定
に
反
す
る
、
不
本
意
な
遠
回
り
（
偶
然
性
）
に
人
知
を
越
え

た
神
の
導
き
を
見
る
物
語
が
、
ヨ
セ
フ
物
語
を
は
じ
め
、
聖
書
に
は
多
数

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
世
界
観
の
変
化
・
拡
張
が
伴
う
。
Ａ
Ｉ
は
厳

密
に
記
述
さ
れ
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
な
け
れ
ば
作
動
し
な
い
の
に
対
し
、

人
間
（
生
命
）
は
刻
々
と
変
化
す
る
自
然
環
境
の
中
で
柔
軟
に
適
応
し
、

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
（
世
界
観
の
可
変
性
）。

（
二
）
最
適
化
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（
先
送
り
）

　
　
　
　

│
│
毒
麦
の
た
と
え
（
マ
タ
イ
一
三
・
二
四
―
三
〇
）

　

毒
麦
を
あ
ら
か
じ
め
抜
く
こ
と
を
「
最
適
化
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
先
送
り
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
や
ヒ
ト
ゲ

ノ
ム
編
集
に
よ
る
最
適
化
は
、
毒
麦
を
あ
ら
か
じ
め
抜
く
こ
と
に
対
応
し

て
い
る
。
最
適
化
は
宗
教
伝
統
に
あ
る
「
浄
化
」
の
思
想
（
異
端
審
問
、

十
字
軍
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
原
理
主
義
的
思
想
等
）
と
も
関
係
し
て

い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
論
争
に
お
い
て
「
毒
麦
の

た
と
え
」
を
引
用
し
た
こ
と
は
多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ド
ナ
テ

ィ
ウ
ス
は
教
会
共
同
体
の
「
最
適
化
」
を
求
め
た
。
ド
ナ
テ
ィ
ウ
ス
は
聖

人
の
共
同
体
と
し
て
の
教
会
を
求
め
た
の
に
対
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
聖
人
と
罪
人
の
「
混
合
」
と
し
て
の
教
会
を
考
え
た
。

四　

ま
と
め

（
一
）
人
間
と
人
工
物
（
技
術
）
の
根
源
的
な
相
互
浸
透
性

　

人
間
（
特
に
現
代
人
）
の
志
向
性
や
価
値
判
断
の
多
く
は
技
術
に
よ
っ

て
媒
介
さ
れ
て
お
り
、
人
間
は
純
粋
な
意
味
で
自
律
的
存
在
で
あ
る
と
は

言
え
な
い
。
人
間
と
人
工
物
（
技
術
）
の
根
源
的
な
相
互
浸
透
性
を
視
野

自
然
と
人
工
物
の
境
界
に
関
す
る
宗
教
倫
理
的
考
察

│
│ 

憑
依
す
る
人
工
知
能 

│
│

小
原　

克
博

一　

は
じ
め
に
│
│
「
憑
依
」
の
反
転

　

近
代
に
お
い
て
「
憑
依
」
は
精
神
科
学
の
視
点
か
ら
「
精
神
病
」
と
さ

れ
た
（
出
口
な
お
、
王
仁
三
郎
は
そ
の
一
例
）。
憑
依
は
人
格
の
変
化
、

社
会
へ
の
影
響
（
伝
統
的
秩
序
へ
の
挑
戦
）
を
伴
っ
た
。
現
代
に
お
い
て
、

人
工
知
能
が
私
た
ち
の
判
断
や
認
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
人

工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
の
「
憑
依
」
は
、
人
格
・
判
断
・
社
会
形
成
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
。
憑
依
が
科
学
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
時
代

か
ら
、
今
や
、
科
学
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
時
代
へ
と
反
転
し
て
い
る
。

二　

自
然
と
人
工
物
の
「
非
区
別
化
」
の
進
展

　

近
年
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
編
集
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
自
然
―
人
間
―

人
工
物
」
と
い
う
伝
統
的
な
（
特
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
顕
著
に

見
ら
れ
た
）
境
界
設
定
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
生
命
現
象
を
モ
デ
ル
と
す
る

人
工
知
能
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
人
工
物
の
介

在
に
よ
り
、
自
己
決
定
の
境
界
領
域
が
曖
昧
に
な
り
、
責
任
は
自
己
決
定

に
よ
り
生
じ
る
と
い
う
近
代
法
の
前
提
「
意
志
―
行
為
―
責
任
」
が
揺
ら

ぎ
つ
つ
あ
る
。

三　

宗
教
倫
理
的
な
視
点
か
ら
見
る
最
適
化
問
題

　

│
│
聖
書
を
素
材
に
し
て

　

Ａ
Ｉ
は
、
そ
の
最
適
化
能
力
に
よ
っ
て
、
様
々
な
無
駄
を
省
き
、
決
定

に
至
る
近
道
を
統
計
学
的
に
示
す
が
、
最
適
解
か
ら
逸
脱
す
る
「
偶
然

性
」「
偶
有
性
」
に
積
極
的
な
意
義
を
与
え
て
き
た
宗
教
伝
統
は
Ａ
Ｉ
に

よ
る
最
適
化
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
応
答
が
可
能
な
の
か
。
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基
盤
が
ゆ
ら
い
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
開
発
者
の
志
向
性
に

関
わ
り
な
く
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
受
け
手
の
側
が
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
な

く
移
行
体
と
み
な
し
て
し
ま
う
事
態
も
生
じ
う
る
。

　

人
の
機
能
や
存
在
の
一
部
も
し
く
は
全
部
を
何
か
に
置
き
換
え
て
い
こ

う
と
す
る
と
き
、
遺
伝
子
組
み
換
え
人
間
と
異
な
る
の
が
、
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
開
発
の
場
合
、
い
か
に
機
能
、
外
見
、
内
面
を
人
に
似
せ
よ
う
と
生
物

で
な
い
何
か
、
有
機
物
で
な
い
無
機
物
の
総
合
体
に
置
き
換
え
る
、
と
い

う
道
を
突
き
進
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
場
合
、
人
の
デ
ー
タ
を
Ａ
Ｉ
に

移
行
し
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
接
続
す
る
こ
と
も
、
よ
り
自
然
な
流
れ
だ
。

し
か
し
、
遺
伝
子
組
み
換
え
人
間
の
場
合
も
、
人
の
存
在
そ
の
も
の
を
、

水
や
炭
素
や
様
々
な
元
素
を
素
材
と
し
て
出
来
て
い
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と

デ
ー
タ
の
総
合
物
と
み
な
す
な
ら
ば
、
有
機
物
か
無
機
物
か
の
素
材
の
違

い
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。

　

す
な
わ
ち
、
人
の
存
在
の
全
体
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
＆
デ
ー
タ
の
総
合
物

と
み
な
す
か
否
か
、
そ
の
分
岐
点
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
、
生
命
工
学
双
方

に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
推
進
す
る
た
め
に
、
仮
説
と
し

て
、
人
の
存
在
と
機
能
の
一
部
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
＆
デ
ー
タ
と
と
ら
え
て

み
る
、
と
い
う
前
提
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や

宗
教
伝
統
の
立
場
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

で
は
、
や
が
て
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
＆
デ
ー
タ
と
し
て
の
人
間
観
は
、
人

間
存
在
の
一
部
に
つ
い
て
の
作
業
仮
説
で
な
く
、
大
方
の
人
間
が
認
め
、

社
会
が
認
め
る
常
識
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
人
に
は
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
＆
デ
ー
タ
で
は
な
い
領
域
が
残
り
続
け
る
、
と
い
う
人
間
観
が
コ
モ

ン
セ
ン
ス
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
ア
ン
ド
ロ

イ
ド
研
究
、
生
命
工
学
、
Ａ
Ｉ
研
究
は
、
異
な
る
人
間
観
、
人
間
像
を
前

に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
倫
理
や
法
が
求
め
ら
れ
る
。

（
二
）
宗
教
倫
理
の
視
点
か
ら
Ａ
Ｉ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
有
用
性

　

最
適
化
の
神
に
憑
依
さ
れ
た
現
代
人
の
認
識
世
界
を
批
判
的
に
対
象
化

す
る
視
座
を
与
え
る
可
能
性
を
宗
教
は
有
し
て
い
る
。
選
択
に
お
け
る

「
個
別
化
し
た
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
」
は
今
後
多
く
の
領
域
で
主
流
と

な
っ
て
い
く
が
、
能
動
的
選
択
と
偶
然
の
「
混
合
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
世
界
観
の
変
化
・
拡
張
可
能
性
（
最
適
化
の
回
避
・
先
送
り
）
の

た
め
に
宗
教
的
リ
ソ
ー
ス
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
教
伝
統
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
Ａ
Ｉ
に
お
け
る
人
間
観
の
共
存

濱
田　
　

陽

　

人
の
一
部
、
ま
た
、
潜
在
的
に
全
部
を
機
械
の
よ
う
な
無
機
的
代
替
物

に
置
き
換
え
、
移
行
し
よ
う
と
す
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
人
は
ど
の
よ
う
な

違
和
感
、
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
人
知
を
超
え
た
神
や
仏

を
人
に
か
た
ど
っ
て
表
現
し
て
き
た
人
類
の
宗
教
文
化
上
の
営
為
に
ロ
ボ

ッ
ト
工
学
が
参
入
し
、
神
や
仏
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
（
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ャ

語
で
人
の
よ
う
な
も
の
）
で
現
そ
う
と
し
、
そ
の
依
代
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

で
つ
く
る
と
き
、
人
は
、
そ
う
し
て
表
現
さ
れ
た
神
や
仏
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
く
の
か
。
こ
の
場
合
、
た
ん
に
人
を
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
に
移
行
す
る
の
で
な
く
、「
人
に
か
た
ど
っ
て
表
現
さ
れ
た
神
や

仏
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
移
行
す
る
試
み
」
に
な
る
。

　

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
（
媒
介
物
）、
依
代
と
し
て
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研

究
・
開
発
に
と
ど
ま
る
限
り
、
人
も
人
知
を
超
え
る
も
の
も
存
在
の
基
盤

が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
、
人
知
を
超
え
る
も

の
と
の
入
れ
替
え
を
志
向
す
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
の
場
合
、
そ
の
存
在
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典
倫
理
を
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
設
計
・
開
発
プ
ロ
セ
ス
に
取
り
入
れ
る
こ

と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
しEA

D
v2

に
お
け
る
議
論
に
は
専
門
家

が
参
加
し
て
お
ら
ず
、
神
崎
宣
次
は
「
文
化
の
盗
用
」「
文
化
的
多
様
性

に
配
慮
し
て
い
る
と
い
う
口
実
」
と
批
判
し
て
い
る
。

　

EA
D
v2

の
仏
教
倫
理
の
記
述
に
お
い
て
は
、
日
本
の
ロ
ボ
ッ
ト
工
学

の
先
駆
者
で
あ
り
、
仏
教
に
つ
い
て
の
多
く
の
著
作
が
あ
る
森
政
弘
（
一

九
二
七
―
）
の
著
作
を
ふ
く
め
た
参
考
文
献
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
が
充
分
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
ま
た
専
門
家

（
仏
教
研
究
者
）
に
よ
る
検
討
が
な
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　

森
の
仏
教
思
想
（「
三
性
の
理
」「
退
歩
」
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
木
村

武
史
に
よ
る
先
行
研
究
が
あ
る
。
森
の
仏
教
関
連
の
著
作
で
は
、
ロ
ボ
ッ

ト
や
原
子
力
発
電
な
ど
の
開
発
の
倫
理
性
に
関
す
る
発
言
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
森
は
「「
制
御
」
の
効
く
も
の
は
「
善
」
だ
が
、「
制

御
」
不
能
に
な
る
と
悪
に
転
じ
る
」
と
論
じ
る
が
、EA

D
v2

を
は
じ
め

と
す
る
現
在
の
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
倫
理
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
人
の
制

御
を
離
れ
て
自
律
的
に
動
作
す
る
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
が
前
提
と
な
っ
て
お

り
、
右
の
森
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
難
し
い
。

　
「
広
義
に
解
釈
す
れ
ば
、
動
植
物
に
も
も
ち
ろ
ん
、
石
こ
ろ
に
い
た
る

ま
で
す
べ
て
に
仏
性
が
あ
る
」
と
い
う
森
の
仏
性
論
は
、
狭
義
の
「
衆

生
」
を
人
間
に
限
定
し
動
物
を
含
め
な
い
、
伝
統
的
な
衆
生
観
と
は
異
な

る
衆
生
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
森
は
こ
の
衆
生
観
に
基
づ
い
て
「
一
切
衆

生
悉
有
仏
性
」
を
解
釈
し
、
無
生
物
（
広
義
の
衆
生
）
に
も
仏
性
が
あ
る

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
立
正
佼
成
会
の
開
祖
・
庭
野
日
敬
の

理
解
と
共
通
す
る
。
森
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
は
、
通
仏
教
的
な
も
の
と

し
て
で
は
な
く
、
近
現
代
仏
教
の
一
展
開
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の

提
と
す
る
他
分
野
と
の
対
話
が
不
可
欠
で
あ
り
、
複
合
領
域
の
研
究
が
人

間
理
解
の
た
め
に
必
須
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
人
の

存
在
の
全
体
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
＆
デ
ー
タ
の
総
合
物
と
と
ら
え
る
見
方
が

真
理
で
は
な
く
仮
説
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
根
拠
を
探
求
、
提
示
し

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
的
良
心
に
加
え
宗
教
伝
統
、
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
が
蓄
積
し
て
き
た
人
間
観
、
人
間
像
へ
の
新
た
な
理
解
の
、
双
方

が
必
要
と
な
る
。
異
な
る
分
野
の
専
門
家
が
知
的
誠
実
さ
を
保
持
し
つ
つ

対
話
し
、
そ
の
過
程
で
得
ら
れ
た
洞
察
や
知
見
を
複
合
領
域
研
究
の
成
果

と
し
て
一
般
社
会
に
伝
え
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

宗
教
伝
統
は
、
人
間
を
尊
い
存
在
と
と
ら
え
、
そ
の
論
拠
と
し
て
神
の

創
造
物
で
あ
る
こ
と
や
仏
性
を
有
す
る
な
ど
、
人
知
を
超
え
る
も
の
と
の

関
わ
り
を
説
い
て
き
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
科
学
的
知
見
と
し
て
諸

説
あ
る
も
、
尊
厳
と
人
権
を
有
す
る
個
人
と
し
て
の
人
間
像
を
ゆ
る
が
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
人
間
観
の
仮
説
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
三
つ
の
人
間
観

が
い
ず
れ
も
仮
説
で
あ
る
と
認
め
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
の
仮
説
を
い
か

に
共
存
、
融
和
さ
せ
、
総
合
し
う
る
か
、
と
い
う
課
題
が
現
実
味
を
帯
び

て
く
る
た
め
だ
。

森
政
弘
の
仏
教
思
想
と
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
開
発

師　
　

茂
樹

　

現
在
、
Ａ
Ｉ
開
発
に
お
け
る
倫
理
が
「
厄
介
な
問
題
」
と
認
識
さ
れ
て

い
る
。
米
国
電
気
電
子
学
会
（
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
）
が
公
開
し
て
い
る
「
倫
理
的

に
配
慮
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
」
第
二
版
（EA

D
v2

）
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
背
景
と
し
て
、
仏
教
や
ウ
ブ
ン
ト
ゥ
、
神
道
な
ど
、
西
洋
以
外
の
古
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Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
を
め
ぐ
る
議
論
に
積
極
的
に
参
入
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

木
村　

武
史

　

昨
年
度
の
パ
ネ
ル
「
技
術
社
会
と
宗
教
」
で
、
フ
ロ
ア
か
ら
出
さ
れ
た

質
疑
や
そ
れ
以
降
の
研
究
会
で
の
討
論
を
踏
ま
え
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
パ
ネ
ル
の
タ
イ
ト
ル
に
は
「
宗
教
的
」
と
言
う
言
葉
を
い
れ
た

が
、「
宗
教
学
的
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

人
工
知
能
技
術
が
社
会
に
お
い
て
様
々
な
役
割
を
果
た
す
の
が
期
待
さ

れ
る
中
で
、
最
近
の
説
明
可
能
な
人
工
知
能
に
関
連
す
る
議
論
が
提
示
す

る
よ
う
に
、
技
術
革
新
の
社
会
的
受
容
に
は
解
決
す
べ
き
課
題
も
多
い
。

こ
こ
数
年
の
第
三
次
人
工
知
能
ブ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
な
か
、
多
く
の
企
業

や
人
々
が
人
工
知
能
に
つ
い
て
学
び
、
ど
の
よ
う
に
利
用
で
き
る
の
か
と

様
々
な
関
心
と
期
待
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
人
工
知
能
技
術
開
発
に
直

接
関
わ
っ
て
い
る
研
究
者
は
一
般
人
（
企
業
を
含
む
）
の
人
工
知
能
に
対

す
る
期
待
が
高
過
ぎ
、
技
術
的
現
状
を
説
明
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い

う
。
人
工
知
能
学
会
誌
『
人
工
知
能
』V

ol. 34, N
o. 3

（
二
〇
一
九
年

五
月
）
か
ら
、
人
工
知
能
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
集
ま
っ
て
き
て
い
る
一

般
人
向
け
（
企
業
関
係
者
を
含
む
）
に
「
教
養
知
識
と
し
て
の
Ａ
Ｉ
」
の

連
載
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

人
文
社
会
科
学
系
の
宗
教
研
究
者
の
立
場
か
ら
は
、
一
方
で
は
、
技
術

開
発
の
現
状
に
あ
る
程
度
依
拠
し
た
議
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
と
と

も
に
、
他
方
で
は
、
予
防
的
に
い
ず
れ
近
い
う
ち
に
は
技
術
的
に
可
能
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
技
術
を
想
定
し
て
、
そ
れ
ら
が
社
会
に
実
装
さ
れ
た

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
「
仏
性
丸
出
し
」「
本
来
悟
っ
て
い
る
」
と
す
る

森
の
議
論
は
、
諸
法
実
相
／
真
如
を
仏
性
と
み
な
す
東
ア
ジ
ア
仏
教
で
広

く
見
ら
れ
る
思
想
と
共
通
し
て
い
る
が
、
無
生
物
の
発
心
・
修
行
を
主
張

す
る
日
本
天
台
の
草
木
成
仏
説
と
は
異
な
る
。
森
は
そ
の
仏
性
論
に
基
づ

い
て
「
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
す
る
人
間
の
作
法
」
を
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
ロ

ボ
ッ
ト
倫
理
学
の
な
か
の
道
徳
的
被
行
為
者
の
問
題
系
に
連
な
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、EA

D
v2

は
「
機
械
学
習
が
人
間
の
よ
う

な
意
思
決
定
に
お
い
て
倫
理
的
な
結
論
を
出
す
可
能
性
」
を
前
提
と
し
、

開
発
者
の
「
文
化
的
・
倫
理
的
な
思
い
込
み
が
い
か
に
人
工
知
能
に
対
し

て
偏
見
を
持
た
せ
る
か
」
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
森
は
「
本

来
悟
っ
て
い
る
」
ロ
ボ
ッ
ト
を
人
間
と
同
様
の
仏
教
修
行
の
主
体
と
し
て

は
認
め
て
お
ら
ず
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
を
倫
理
的
主
体
と
見
な
す
議
論
と

接
続
す
る
の
は
難
し
い
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
森
の
仏
教
観
とEA

D
v2

の
問
題
意
識
と
が

か
み
あ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く

Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
側
の
責
任
で
あ
る
。
も
し
森
の
議
論
を
引
用
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
人
間
の
欲
望
（
貪
欲
）
を
拡
大
さ
せ
る
資
本
主
義
や
科
学
技
術
開
発

を
批
判
す
る
「
退
歩
」
論
な
ど
が
有
意
義
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
開

発
側
が
そ
れ
を
参
照
す
る
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
仏
教
的
な
観
点
か
ら
Ａ
Ｉ
開
発
の
倫
理
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら

ば
、
フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
や
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
現
象
な
ど
と
よ
ば
れ
る

問
題
を
批
判
的
に
分
析
す
る
際
に
、
仏
教
の
認
識
論
や
倫
理
に
関
す
る
議

論
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
視
点
か
ら
佐
々
木
閑

が
「
ネ
ッ
ト
カ
ル
マ
」
を
提
示
し
て
い
る
。
今
後
、
宗
教
研
究
者
が
Ａ
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時
に
起
き
る
で
あ
ろ
う
問
題
を
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
社
会
と
技
術

の
関
係
を
考
え
る
上
で
は
必
要
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
人

工
知
能
が
人
間
の
精
神
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
に
議

論
が
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
人
工
知
能
の
技
術
的
進
歩
に
伴

い
、
宗
教
と
技
術
と
の
関
係
が
従
来
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
、
新
た
な

問
題
が
提
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　

二
〇
一
九
年
一
一
月
の
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
で
第
一
回
「
人
工
知
能
と

宗
教
」
セ
ミ
ナ
ー
が
、
同
時
に
北
米
ダ
ル
マ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
も

「
ダ
ル
マ
と
人
工
知
能
」
と
い
う
パ
ネ
ル
が
開
催
さ
れ
る
。
本
パ
ネ
ル
も

こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
研
究
動
向
の
一
環
で
あ
る
。



143　　

第１部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

経
済
神
学
の
歴
史
的
発
展
過
程

清
水　

俊
毅

　

発
表
者
は
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
を

元
に
、
両
者
を
統
合
す
る
宗
教-

経
済
史
的
な
視
点
と
、
そ
の
骨
子
と
な

る
理
論
的
枠
組
を
構
築
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
経
済
神
学
と

称
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
定
立
し
た
「
労
働
の
倫
理
」
に
、
批
判
側

は
「
慈
善
の
倫
理
」
を
対
置
さ
せ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
記
述
し
た
宗
教-

経

済
史
の
構
図
を
攻
撃
し
た
。
だ
が
両
者
は
必
ず
し
も
対
立
項
に
終
わ
る
も

の
で
は
な
く
、
前
者
は
財
の
宗
教
的
な
獲
得
の
倫
理
、
後
者
は
使
用
の
倫

理
、
と
読
み
替
え
て
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
財
の
使
用
段
階
に
お
け
る

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
不
足
を
補
正
し
た
、
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
本
発
表
は
、
こ
の
宗
教-

経
済
史
の
一
軸
を
為
す
思
想
史
的
変
遷
を

ま
と
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
経
済
神
学
」
は
、
諸
社
会
思
想
の

「
財
の
獲
得
か
ら
使
用
に
至
る
過
程
」
の
救
済
論
的
評
価
の
分
析
す
る
た

め
の
枠
組
み
で
あ
り
、
比
較
に
資
す
べ
き
焦
点
と
し
て
、
①
財
の
獲
得
へ

の
見
方
（
職
業
観
・
労
働
観
）、
②
財
そ
の
物
へ
の
見
方
（
財
観
・
金
銭

観
）、
③
財
の
保
持
へ
の
見
方
（
蓄
財
観
）、
④
財
の
放
棄
へ
の
見
方
（
清

貧
観
）、
⑤
財
の
使
用
へ
の
見
方
（
慈
善
観
）
に
注
視
し
て
い
る
。
論
理

的
に
は
、
①
〜
③
で
価
値
が
称
揚
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
財
の
獲
得
が
増
大
し
、

③
に
留
保
が
あ
り
④
に
価
値
を
置
か
な
い
と
、
非
世
俗
的
に
使
用
さ
れ
得

る
「
余
剰
」
が
増
大
し
、
⑤
で
価
値
が
称
揚
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
財
の
宗
教

的
使
用
（
慈
善
）
が
増
大
す
る
筈
で
あ
り
、
西
欧
史
上
、
こ
の
各
局
面
が

共
に
な
っ
た
「
増
大
」
が
一
部
地
域
に
発
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
計

的
に
も
確
認
さ
れ
る
社
会
内
で
の
有
意
に
大
規
模
「
寄
付
額
」
が
生
じ
て

い
る
、
と
い
う
の
が
発
表
者
の
構
想
と
な
る
。

　

さ
て
本
発
表
で
は
こ
の
思
想
的
変
遷
の
全
体
図
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

ま
ず
思
想
と
言
う
べ
き
も
の
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲

学
に
お
け
る
経
済
論
・
共
同
体
的
正
義
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
通
俗
道
徳

的
な
構
図
に
収
ま
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
功
利
的
分
析
の
範
囲
に
収
ま

り
、
実
社
会
上
の
伝
播
力
を
有
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
超
俗
的

な
機
序
や
人
民
へ
の
伝
達
媒
体
を
与
え
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
思
想
は
先
述
の
い
ず
れ
の
論
点
に
つ
い
て
も
、「
共
同
体

の
適
正
な
形
」
を
説
く
の
み
で
あ
っ
た
し
、
超
越
的
な
勧
告
や
報
償
は
そ

こ
に
な
く
、
一
般
民
衆
に
寄
り
添
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
聖
書
宗
教
を

先
鋭
化
し
て
生
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
社
会
批
判
・
富
者
批
判
が
正
統

的
神
的
権
威
の
下
に
組
み
込
ま
れ
た
宗
教
思
想
を
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
雛

形
に
載
せ
て
言
語
化
し
て
い
く
。
言
わ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
融
合
」
過
程
の
一
局
面
と
し
て
こ
の
「
経
済
神
学
」
史

を
記
述
す
る
こ
と
も
で
き
、
や
は
り
そ
の
融
合
の
一
里
塚
は
ト
マ
ス
・
ア

ク
ィ
ナ
ス
な
ど
の
中
世
神
学
の
大
家
ら
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
な
ど
は
、
共

同
体
的
功
利
に
基
づ
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
先
述
①
〜
③
の
見
方
を
一

神
教
の
神
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
、
そ
れ
自
体
は
無
価
値
で
あ
る
と
こ
ろ
の

財
貨
を
貧
者
に
与
え
る
の
が
神
の
前
で
の
功
徳
と
な
り
救
済
に
直
結
せ
し

め
ら
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
④
〜
⑤
に
お
け
る
清
貧
称
揚
を
、
こ
の
①

〜
③
の
見
方
に
接
合
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
方
キ
リ
ス
ト
教
の

「
伝
統
倫
理
」
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
こ
の
伝
統
倫
理
か
ら
決
定
的
に
軸

足
を
移
す
、
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
西
欧
に
生
ん
だ
の
が
宗
教
改
革
で
あ

第
一
部
会
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れ
た
文
字
の
時
代
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
と
す
る
電
子
技
術
に
よ
っ

て
再
び
五
感
の
相
互
作
用
の
回
復
展
望
を
電
気
の
時
代
に
区
分
し
て
い

る
。
し
か
し
現
在
ま
で
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
研
究
に
お
い
て
、
マ
ク
ル
ー
ハ

ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
を
用
い
た
社
会
分
析
や
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
お
け
る

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
理
論
の
再
考
に
関
す
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。

「
…
…
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
神
秘
体
―
す
べ
て
の
人
が
キ
リ
ス

ト
の
身
体
を
な
す
一
員
で
あ
る
と
い
う
―
こ
れ
が
電
子
的
環
境
で
は
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
を
介
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の

言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
理
論
に
つ
い
て
宗

教
的
な
言
及
が
豊
富
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
マ
ク
ル

ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
理
論
は
単
に
時
間
的
経
過
と
文
明
発
展
に
よ
る
技
術

依
存
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
宗
教
的
精
神
性
と
聴
覚
的
空
間
を
基
礎

と
す
る
新
し
い
触
覚
的
な
社
会
連
結
と
新
た
な
現
実
世
界
へ
の
高
度
な
参

与
性
を
持
っ
て
、
人
間
個
人
や
世
界
を
有
機
的
な
五
感
の
統
合
の
時
代
へ

と
導
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
展
望
を
見
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
と

は
、
根
源
的
で
原
初
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
姿
、
す
な
わ
ち
非
文
字
社
会
と
い

う
オ
ー
ラ
ル
で
原
初
的
な
文
化
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
電
気
時
代
の
メ

デ
ィ
ア
が
、
印
刷
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
文
字
に
よ
る
視
覚
の
単
独
強
調

と
合
理
化
と
い
う
軛
を
解
き
放
つ
こ
と
で
五
感
の
相
互
作
用
を
十
全
に
機

能
さ
せ
る
社
会
へ
の
可
能
性
を
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
電
気
メ
デ
ィ
ア
と
と
も

に
見
て
い
た
。

　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
聴
覚
的
空
間
に
お
け
る
宗
教
性
を
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ

ア
ー
デ
の
『
聖
と
俗
―
宗
教
的
な
る
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
―
』（
風
間

敏
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
九
）
な
ど
か
ら
見
出
そ
う
と
試
み

る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
銀
河
系
』
で
取
り
上
げ
る

っ
た
。
ロ
ー
マ
教
会
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
自
己
確
立
し
た
宗
教
改

革
思
想
は
、
伝
統
倫
理
を
転
倒
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
世
俗
的
な
職
業
労
働

や
財
貨
を
神
の
前
で
無
価
値
化
し
、
可
能
な
限
り
離
れ
る
べ
き
と
す
る

（
多
分
に
修
道
制
を
基
盤
と
し
た
）
伝
統
倫
理
に
対
し
て
世
俗
内
召
命
と

「
祈
り
と
し
て
の
労
働
」「
報
償
と
し
て
の
富
」
を
提
起
し
、
貧
者
へ
の
無

差
別
的
な
施
し
を
功
徳
と
す
る
見
方
に
対
し
て
は
、「
怠
惰
の
罪
を
助
長

す
る
罪
」
と
見
る
抑
制
的
な
立
場
を
提
起
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
①
〜
③

に
お
け
る
抑
制
／
称
揚
と
、
④
〜
⑤
に
お
け
る
称
揚
／
抑
制
が
反
転
し
た

伝
統
倫
理
・
改
革
倫
理
が
並
立
し
た
の
が
近
世
西
洋
で
あ
る
が
、
近
世
を

通
じ
て
さ
ら
に
起
こ
っ
て
い
く
の
が
、
両
者
が
融
合
す
る
過
程
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
近
代
突
入
の
直
前
に
建
設
さ
れ
た
諸
思
想
は
、
現
代
西
洋

資
本
主
義
の
底
流
な
い
し
裏
面
に
流
れ
て
い
る
点
で
、
社
会
文
化
の
研
究

上
、
注
目
に
値
す
る
と
言
え
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
宗
教
的
空
間

星
山
玲
於
奈

　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
元
来
英
文
学
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し

後
に
彼
の
著
書
で
あ
る
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
銀
河
系
―
活
字
人
間
の
形

成
―
』（
森
常
治
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
）
を
は
じ
め
と
す
る
メ

デ
ィ
ア
論
が
彼
を
有
名
に
し
た
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
に
お
け

る
彼
の
基
本
的
な
主
張
と
は
、
聴
覚
的
空
間
の
回
復
で
あ
る
。
マ
ク
ル
ー

ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
は
主
に
人
類
史
を
背
景
と
し
た
音
声
・
文
字
・
電
気

と
い
う
三
つ
の
時
代
に
区
分
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
聴
覚
を
は
じ
め
と

す
る
五
感
の
相
互
作
用
を
基
調
と
し
た
音
声
の
時
代
、
文
字
の
誕
生
に
よ

っ
て
五
感
の
相
互
作
用
か
ら
視
覚
が
強
調
さ
れ
、
思
考
な
ど
が
合
理
化
さ
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異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
を
重
要
な
転
換
点

と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
日
米
双
方
の
宗
教
学
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
エ
リ
ア
ー
デ
へ
の
批
判
は
こ
の
分

野
の
方
向
性
を
考
え
直
す
出
来
事
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
か
つ
エ
リ
ア
ー

デ
批
判
を
通
し
て
、
今
後
の
宗
教
学
が
念
頭
に
置
く
べ
き
論
点
が
多
数
明

る
み
に
出
さ
れ
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
。

　

一
九
八
六
年
に
エ
リ
ア
ー
デ
が
没
す
る
の
と
平
行
し
て
、
北
米
で
は
彼

に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
主
な
論

点
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
理
論
が
無
時
間
的
で
普
遍
的
な
宗
教
の
構
造
を
前

提
と
し
て
い
る
と
い
う
「
反
歴
史
主
義
」
の
批
判
、
宗
教
を
独
自
の
も
の

と
し
て
扱
い
、
独
自
の
方
法
に
基
づ
い
て
研
究
す
べ
き
と
す
る
エ
リ
ア
ー

デ
の
「
非
還
元
主
義
」
は
、
宗
教
を
社
会
的
・
政
治
的
側
面
か
ら
切
り
離

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
提
唱
す
る
新
し
い
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
姿
勢
は
研
究
者
に
宗
教
的
な
も
の
へ
の
参
与
を
勧
め
る
こ
と

で
あ
り
、
学
術
的
と
は
み
な
し
得
な
い
と
す
る
「
規
範
性
」
の
批
判
、
お

よ
び
エ
リ
ア
ー
デ
の
ル
ー
マ
ニ
ア
民
族
主
義
運
動
へ
の
関
わ
り
か
ら
、
彼

の
著
作
に
も
フ
ァ
シ
ス
ト
的
・
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
思
想
が
浸
透
し
て
い
る

と
す
る
「
政
治
的
姿
勢
」
へ
の
批
判
の
四
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

前
述
の
論
点
を
一
般
化
す
れ
ば
、「
普
遍
主
義
か
個
別
（
歴
史
）
主
義

か
」「
宗
教
の
み
（
非
還
元
）
か
社
会
・
自
然
の
一
要
素
と
し
て
の
宗
教

（
還
元
）
か
」「
解
釈
・
理
解
か
説
明
・
分
析
か
」「
規
範
的
・
価
値
創
造

的
か
純
粋
記
述
的
か
」
と
い
う
四
つ
の
対
立
軸
に
整
理
で
き
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
極
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
研
究
の
性
格
が
分
か

れ
る
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
批
判
者
は
以
下
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
彼
の
非
還
元
主
義
と
規
範
性
を
問
題
視
し
、

他
な
ら
ぬ
テ
ー
マ
と
し
て
、
現
代
生
活
の
非
聖
化
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う

な
過
程
を
経
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
か
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
と
同
時
に
古
代
の
音
声
中
心
の
生
活
が
い
か
に
聖
化
さ
れ
て
い
た
か
を

述
べ
て
い
る
が
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
古
代
の
音
声
中
心
の
聴
覚
的
空
間
を

聖
な
る
空
間
様
式
と
捉
え
て
い
る
と
同
時
に
、
現
代
の
電
気
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
新
た
な
形
態
と
し
て
の
聖
な
る
聴
覚
的
空
間

様
式
の
回
復
を
見
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
近
代
に
お

け
る
聖
化
や
非
聖
化
が
技
術
に
よ
る
機
械
的
な
操
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
上
で
形
作
ら
れ
る
電
気
技
術
時
代
の
聴
覚
様
式

へ
近
代
人
や
現
代
人
が
向
か
っ
て
い
く
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ

で
今
回
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
理
論
を
基
調
と
し
た
聴
覚
的
宗
教
空
間
を
マ
ク

ル
ー
ハ
ン
の
主
著
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
銀
河
系
―
活
字
人
間
の
形
成

―
』
を
中
心
に
読
み
解
き
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
理
論
の
背
景
に

五
感
の
相
互
作
用
や
そ
の
背
後
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
人
間
の
精
神

や
精
神
の
内
側
に
秘
め
て
い
る
深
淵
へ
参
与
す
る
こ
と
、
現
代
に
お
け
る

聴
覚
的
空
間
を
基
礎
と
し
た
人
間
同
士
の
有
機
的
な
相
互
作
用
を
取
り
戻

す
こ
と
、
そ
し
て
人
間
が
新
し
い
世
界
へ
深
み
の
あ
る
参
与
を
す
る
こ
と

へ
の
展
望
を
見
る
た
め
に
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
宗
教
性
に
焦
点
を
当
て
つ

つ
、
現
代
に
お
け
る
聴
覚
的
宗
教
空
間
へ
の
展
望
を
拡
げ
て
い
き
た
い
。

エ
リ
ア
ー
デ
批
判
以
後
の
日
米
宗
教
学
の
道
程
と
課
題

藤
井　

修
平

　

本
発
表
の
目
的
は
、
宗
教
学
理
論
研
究
の
観
点
か
ら
、
宗
教
学
者
ミ
ル

チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
に
対
す
る
批
判
を
手
が
か
り
に
、
一
九
八
〇
年
代
以

降
の
日
本
と
北
米
の
宗
教
学
の
方
法
論
上
の
議
論
の
変
遷
と
、
両
者
の
差
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構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

宗
教
研
究
に
お
け
る
視
覚
化
と
可
触
化
に
よ
る

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開

土
井　

裕
人

　

本
発
表
で
は
、
視
覚
化
と
可
触
化
に
よ
る
宗
教
思
想
研
究
の
方
法
論
か

ら
宗
教
学
の
専
門
教
育
の
教
材
開
発
を
進
め
て
き
た
発
表
者
の
研
究
を
基

に
し
て
、
こ
う
し
た
教
育
実
践
で
の
成
果
を
文
献
主
体
の
思
想
研
究
に
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
試
み
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
と
し
た
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
視
覚
化
と
可
触
化
の
手
法
は
、
取
り
上
げ
る
用
語
の
選
択
自
体

に
予
想
さ
れ
た
答
え
を
含
ん
で
し
ま
い
が
ち
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
お

り
、
全
く
の
初
学
者
を
相
手
に
す
る
場
面
で
は
有
用
だ
っ
た
も
の
の
、
研

究
に
と
っ
て
も
裨
益
し
う
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、「
予
想
さ
れ
た
答
え
」
の
持
ち
合
わ

せ
が
な
い
、
他
の
研
究
者
の
資
料
で
試
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ズ
ム
の
思
想
家
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ

ー
ナ
ン
ダ
を
取
り
上
げ
、
検
討
す
る
上
で
の
カ
ギ
と
な
る
概
念
と
し
て

spirituality

を
位
置
づ
け
た
上
で
、
そ
の
用
例
が
多
い
著
作
を
全
集
の

一
部
か
ら
選
び
、
関
連
を
検
討
す
べ
き
周
辺
の
諸
概
念
と
の
関
係
性
を
視

覚
化
お
よ
び
可
触
化
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
と
し
た
。
候
補
と
な
っ
た

語
の
大
半
は
十
分
な
用
例
あ
る
い
はspirituality

と
の
連
関
が
見
い
だ

さ
れ
な
か
っ
た
が
、religion

、teacher

、m
aster

、m
aterial

に
つ

い
て
は
検
討
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、religion

がspiritual-
ity

と
特
に
密
接
な
関
係
を
持
ち
つ
つ
他
の
用
語
と
も
一
定
の
関
係
を
持

つ
と
と
も
に
、religion

以
外
の
語
は
相
互
の
関
係
が
比
較
的
希
薄
で
あ

代
替
案
と
し
て
神
学
的
要
素
を
取
り
除
き
、
還
元
主
義
に
よ
っ
て
自
然
科

学
的
・
社
会
科
学
的
に
宗
教
を
研
究
す
べ
き
と
す
る
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
あ

り
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
普
遍
主
義
と
学
問
活
動
の
政
治

的
影
響
へ
の
無
自
覚
さ
を
批
判
し
、
系
譜
学
的
研
究
に
よ
っ
て
「
宗
教
」

な
ど
の
概
念
の
西
洋
中
心
性
を
暴
く
こ
と
を
主
軸
と
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ

ス
ト
で
あ
る
。
前
者
の
代
表
は
Ｄ
・
ウ
ィ
ー
べ
、
Ｒ
・
シ
ー
ガ
ル
、
Ｔ
・

ロ
ー
ソ
ン
で
あ
り
、
後
者
と
し
て
は
Ｔ
・
ア
サ
ド
や
Ｄ
・
チ
デ
ス
タ
ー
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
的
研
究
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
批
判
と
結
び
つ
い
た
の
に
対
し
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
的
研
究

は
科
学
的
方
法
論
を
希
求
し
、
宗
教
認
知
科
学
の
成
立
に
繋
が
っ
た
。

　

こ
う
し
た
北
米
の
状
況
と
比
較
す
る
と
、
日
本
国
内
の
宗
教
学
に
お
い

て
顕
著
な
の
は
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
立
場
を
と
る
研
究
者
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
非
還
元
主
義
に
対
し
て
は
む
し
ろ
擁
護
す
る
議

論
が
行
わ
れ
、
か
つ
宗
教
研
究
の
神
学
性
へ
の
批
判
も
起
こ
ら
な
か
っ

た
。
他
方
で
ア
サ
ド
や
チ
デ
ス
タ
ー
は
翻
訳
を
通
し
て
積
極
的
に
紹
介
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
日
本
の
研
究
者
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
の

姿
勢
を
重
視
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
偏
り
の
結
果
と
し
て
、
日
本
で
は
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
側
か
ら

の
研
究
や
宗
教
理
論
の
受
容
が
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
北

米
宗
教
学
会
（
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｓ
Ｒ
）
の
方
法
論
的
議
論
や
科
学
的
宗
教
学
会

（
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
）
の
計
量
的
社
会
学
・
心
理
学
、
国
際
宗
教
認
知
科
学
会
（
Ｉ

Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
の
宗
教
認
知
科
学
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
う
し
た
領
域
に

お
い
て
は
現
在
で
も
活
発
な
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
宗
教
に
関
す
る
理

論
も
多
数
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
追
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
不
足
し
て
い
た
視
点
が
補
わ
れ
、
よ
り
幅
広
く
学
際
的
な
宗
教
研
究
を
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ー
タ
を
元
に
、
精
密
に
造
型
し
た
地
質
模
型
へ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ

ッ
ピ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
テ
ク
ス
ト
が

電
子
化
さ
れ
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
も
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人

文
学
と
も
類
似
し
た
背
景
を
持
ち
、
従
来
目
に
見
え
ず
手
で
触
れ
な
か
っ

た
対
象
に
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
と
い
う
点
で
発
表
者
と
も
共
有

で
き
る
視
座
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
他
の
研
究
領
域
で
の
先

鋭
的
な
事
例
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
で
宗
教
研
究
に
も
新
た
な

視
座
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
今
後
の
斯
学
に
求
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
化
と
可
触
化
を
応
用
し
た
研
究
も
単
に

目
新
し
い
「
も
の
」
を
作
っ
て
提
示
す
る
だ
け
で
よ
し
と
す
る
の
で
な

く
、
何
ら
か
の
「
仕
組
み
」
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

宗
教
復
興
、
民
族
主
義
、
ポ
ス
ト
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム

近
藤　

光
博

　

本
発
表
は
、
①
民
族
主
義
の
再
台
頭
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
紛
争
と
戦

争
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
②
排
外
主
義
と
ネ
オ
レ
イ
シ
ズ
ム
、
③
国
家
や
資
本

へ
の
理
想
主
義
的
拘
束
の
軽
減
と
い
う
三
つ
の
局
面
に
注
目
し
、「
現
代

宗
教
」
論
の
提
示
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
際
、「
現
代
宗
教
」
な
る
範
疇

の
も
と
、
多
様
な
諸
現
象
を
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
は
妥
当
か
。
そ
こ
に
、

共
通
す
る
根
源
的
要
因
は
あ
る
の
か
、
と
問
う
た
。

　

最
初
に
、「
宗
教
復
興
」
論
か
ら
「
ポ
ス
ト
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」
に
至

る
、
研
究
動
向
の
展
開
を
整
理
し
た
。「
宗
教
の
衰
退
か
ら
復
興
へ
」
と

い
う
単
線
的
な
理
解
図
式
へ
の
批
判
、「
公
共
宗
教
」
論
の
成
果
と
限
界
、

「
宗
教
と
政
治
」
と
い
う
問
題
設
定
の
確
立
、
そ
し
て
「
ポ
ス
ト
セ
キ
ュ

る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
と
は
言
え
、
こ
れ
で
は
研
究
と
し
て
十
分

な
知
見
が
得
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

religion

に
用
例
数
が
多
くspirituality

と
関
係
が
深
い
こ
と
は
、
視

覚
化
や
可
触
化
を
し
な
く
て
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
結
果
と
も
言
え
る

し
、teacher
やm

aster

か
らspirituality

へ
の
関
係
性
が
希
薄
な

の
は
意
外
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
視
覚
化
や
可
触
化
で
「
関
係
が
薄
い
」

こ
と
を
表
現
す
る
の
は
難
し
い
た
め
で
あ
る
。

　

前
回
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
言
え
ば
、
や
は
り
こ
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
」
を
め
ぐ
っ
て
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
時
代
が
近
い

Ｆ
・
Ｍ
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
も
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ

れ
た
。
特
に
、
両
者
の
議
論
に
は
「
字
面
」
以
上
の
共
通
性
が
想
定
さ
れ

る
が
十
分
に
は
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
両
者
が
共
通
し
て
用
い
る

spirituality

と
い
う
語
へ
の
着
目
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
関
係
す
る

語
か
ら
背
景
と
な
る
構
造
を
浮
き
彫
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
今
後
、
こ
の
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
視
角
を
視
覚
化
と
可
触
化
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
で
、
宗
教
学
の
い
わ
ば
草
創
期
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
起

源
・
根
源
と
い
う
問
題
へ
の
寄
与
が
期
待
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

両
者
の
残
し
た
著
作
の
性
格
と
種
類
を
考
え
る
と
、
こ
の
過
程
に
は
大
い

に
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
個
別
の
学
者
や
思
想
家
に
つ
い
て
の
視
覚

化
や
可
触
化
で
な
く
、
一
定
の
背
景
を
共
有
す
る
人
た
ち
の
間
で
比
較
検

討
の
「
橋
渡
し
」
を
で
き
る
研
究
方
法
の
開
発
も
望
ま
れ
る
。

　

そ
の
た
め
に
も
必
要
な
の
が
、
他
の
研
究
領
域
に
お
け
る
視
覚
化
・
可

触
化
の
実
践
と
も
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
地
球
科
学
や
地
質
学
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
と
い
う
文
脈
を
持
つ
研
究
者

で
、
地
形
等
に
つ
い
て
広
範
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
オ
ー
プ
ン
デ
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ム
」
な
ど
の
概
念
で
は
充
分
に
把
握
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
故
地
そ
の
も

の
が
カ
ミ
で
あ
っ
た
り
、
自
集
団
が
至
高
の
カ
ミ
と
の
唯
一
無
比
の
つ
な

が
り
を
有
し
て
い
た
り
、
と
い
っ
た
超
歴
史
的
な
霊
的
実
在
と
し
て
の
ネ

イ
シ
ョ
ン
の
物
語
＝
理
論
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
呼
称
と
し

て
「
霊
的
原
初
主
義
」anim

istic prim
ordalism

を
提
案
し
た
。

　
「
挑
戦
す
る
公
共
宗
教
」
は
、
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
に
挑
戦
す
る
が
、
そ

れ
を
完
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
々
の
宗
教
的
理
想
と
近
代

西
洋
の
憲
政
原
則
と
の
結
合
の
い
く
つ
か
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
、
あ
ら
た
め

て
模
索
さ
れ
な
お
し
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

　

む
し
ろ
、
喫
緊
の
課
題
は
、「
現
代
宗
教
」
の
各
局
面
の
過
激
化
、
戦

闘
化
で
あ
る
。
そ
の
要
因
は
、
自
由
民
主
主
義
と
福
祉
国
家
の
結
合
に
よ

り
整
序
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
権
力
の
腐
敗
、
お
よ
び
そ
の
様
態
に
引
き

ず
ら
れ
て
の
、
権
力
原
理
の
効
力
失
墜
な
い
し
は
流
動
化
で
あ
る
。
あ
る

局
面
で
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
原
則
と
宗
教
が
ひ
ど
く
対
立
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
余
波
で
あ
る
。

　

こ
の
腐
敗
と
流
動
化
は
、
新
自
由
主
義
の
台
頭
と
資
本
主
義
の
圧
倒
、

各
国
の
国
民
経
済
の
行
き
詰
ま
り
、
ま
た
は
低
開
発
、
選
挙
政
治
の
技
術

化
に
よ
る
民
主
主
義
の
空
洞
化
、
お
よ
び
資
本
に
後
押
し
さ
れ
た
爆
発
的

な
情
報
化
と
い
っ
た
情
況
、
さ
ら
に
は
、
移
民
難
民
を
発
生
さ
せ
る
事
態

の
生
起
、
各
国
民
国
家
内
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
化
と
い
っ
た
現
象

な
ど
と
一
致
す
る
、
ひ
と
つ
の
時
代
状
況
で
あ
る
。
資
本
の
運
動
の
変
化

と
い
う
要
因
を
軸
に
、
こ
う
し
た
諸
要
因
を
構
造
化
し
、
よ
り
明
快
な
見

取
り
図
を
つ
く
る
こ
と
に
、
現
代
宗
教
論
の
成
否
は
か
か
っ
て
い
る
。

ラ
リ
ズ
ム
」
へ
、
と
い
う
経
緯
を
確
認
し
た
あ
と
、
近
代
主
義
に
「
挑
戦

す
る
公
共
宗
教
」
へ
の
着
目
が
必
要
だ
と
指
摘
し
た
。

　

次
に
、
各
種
事
例
の
整
理
を
行
っ
た
。
大
規
模
紛
争
を
と
も
な
う
諸
現

象
と
並
び
、「
現
代
宗
教
」
で
は
「
カ
ル
ト
」
と
「
新
霊
性
運
動
／
文
化
」

が
重
要
で
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
脱
宗
教
化
の
傾
向
が
、
後
者
に
つ
い

て
は
伝
統
回
帰
と
集
団
志
向
が
か
な
り
優
勢
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
二
者
と
「
挑
戦
す
る
公
共
宗
教
」
の
三
者
が
、
互
い
に
乗
り
入

れ
、
強
化
し
あ
う
様
相
を
指
摘
し
た
。

　

さ
て
、「
現
代
宗
教
」
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
国
家
の
境
界
を
越
え

て
広
が
る
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
）、
そ
の
境
界
を
越
え
て
い
る
が

地
域
共
同
体
に
か
な
り
よ
く
収
ま
っ
た
宗
教
（
イ
ス
ラ
ー
ム
教
）、
国
民

国
家
の
境
界
内
に
上
手
く
収
ま
っ
て
い
る
宗
教
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
神

道
、
ユ
ダ
ヤ
教
）
で
あ
る
。
白
人
至
上
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
と
サ
ラ
フ

ィ
・
ジ
ハ
ー
ド
主
義
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
群
、
第
二
群
の
な
か
に
生
じ
た
、

直
接
行
動
と
闘
争
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
諸
傾
向
と
し
て
整
理
さ
れ

る
。
こ
の
区
分
か
ら
は
ま
た
、
国
民
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
一
部

仏
教
、
地
域
主
義
／
分
離
主
義
、
ま
た
は
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
宗

教
、
移
民
難
民
に
よ
る
宗
教
別
人
口
構
成
の
変
動
と
い
う
三
つ
の
範
疇
が

導
き
出
さ
れ
る
。

　

こ
の
区
分
に
お
い
て
、
現
代
の
民
族
主
義
の
再
台
頭
の
典
型
は
、
第
三

群
に
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
《
既
存
の
国
民
国
家
の
領
域
に
よ
く
合
致
す

る
、
主
流
な
る
宗
教
伝
統
の
、
保
守
主
義
的
な
、
公
共
的
な
挑
戦
》
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
二
者
結
合

モ
デ
ル
に
も
と
づ
く
「
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」「
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
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る
人
文
学
は
今
世
紀
に
入
りD

igital H
um
anities

（
Ｄ
Ｈ
）／D

igital 
Scholarship

の
導
入
を
強
く
意
識
し
始
め
た
。
Ｄ
Ｈ
学
界
の
ト
ッ
プ
ジ

ャ
ー
ナ
ルJournal of D

igital H
um
anities

は
、
二
〇
一
二
年
に
Ｄ

Ｓ
に
関
す
る
学
術
評
価
と
研
究
者
の
新
た
な
キ
ャ
リ
ア
構
築
に
向
け
た
特

集
を
組
ん
だ
。
そ
れ
は
本
誌
の
先
行
誌Linguistic and Com

puting 
H
um
anities

がD
igital Scholarship in the H

um
anities

へ
と
改

名
し
た
さ
い
の
企
画
で
あ
り
、
三
十
年
に
及
ぶ
人
文
学
に
お
け
る
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
利
用
の
歴
史
を
継
承
し
つ
つ
新
時
代
を
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
特
集
に
触
発
さ
れ
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
会
、
ア
メ
リ
カ
歴

史
学
者
協
会
、
近
代
言
語
学
会
、
大
学
美
術
学
会
／
建
築
史
学
会
な
ど
、

米
国
の
多
く
の
学
会
で
デ
ジ
タ
ル
環
境
に
お
け
る
学
問
の
将
来
像
に
つ
い

て
の
声
明
文
が
公
表
さ
れ
始
め
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
Ｄ
Ｓ
を
各
学
会

に
お
け
る
学
術
活
動
全
体
を
包
摂
す
る
概
念
と
理
解
し
て
お
り
、
Ａ
Ａ
Ｒ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
学
術
空
間
は
五
感
に
触
れ
る
全
研
究
対
象
を
い
っ
た
んbi-

nary data

へ
と
解
体
し
た
う
え
で
情
報
と
し
て
再
構
成
し
、
研
究
者
と

研
究
対
象
と
の
二
者
間
に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
介
在
さ
せ
る
か
た
ち
で
成

立
す
る
。
こ
れ
は
分
析
、
解
釈
、
表
現
と
い
う
学
問
活
動
の
成
立
以
前
を

制
約
す
る
次
元
の
で
き
ご
と
で
あ
り
、
い
ま
や
あ
ら
ゆ
る
学
問
が
情
報
学

や
情
報
工
学
と
共
同
し
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

内
な
る
認
識
と
外
な
る
対
象
を
媒
介
す
る
〈
記
号
＝
身
体
〉
が
情
報
技
術

に
よ
っ
て
飛
躍
的
規
模
で
展
開
す
る
事
態
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
実

は
新
た
な
〈
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
＝
シ
ニ
フ
ィ
エ
〉
関
係
に
改
造
さ
れ
て
ゆ

く
。
人
間
に
代
わ
っ
て
出
現
す
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
そ
の
象
徴
的
な
も
の

だ
ろ
う
。
特
定
の
個
人
や
共
同
体
の
行
為
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え

デ
ジ
タ
ル
学
術
空
間
と
宗
教
研
究

│
│ A

A
R
 Guidelines

へ
の
応
答 

│
│

下
田　

正
弘

　

一
つ
の
学
会
に
お
い
て
学
問
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
は

日
本
に
お
い
て
は
馴
染
み
が
な
い
。
社
会
か
ら
の
批
判
に
対
し
倫
理
規
定

が
策
定
さ
れ
る
よ
う
な
昨
今
の
日
本
で
頓
に
顕
著
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
お

い
て
、
そ
の
内
容
は
違
反
者
に
対
す
る
処
罰
や
禁
止
事
項
を
羅
列
す
る
態

の
も
の
に
留
ま
っ
て
い
て
、
当
該
の
学
問
が
独
自
の
価
値
を
い
か
に
創
造

し
、
そ
の
意
義
を
社
会
に
示
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
宣
言
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
学
問
を
構
成
す
る
諸
分
野
を
メ
タ
レ
ベ
ル
の
視
野
か
ら
俯
瞰
し
、
方

法
論
的
反
省
を
遂
行
す
る
自
覚
的
な
意
識
と
能
力
を
示
す
こ
と
は
、
学
会

を
リ
ー
ド
す
る
シ
ニ
ア
の
研
究
者
に
要
求
さ
れ
る
重
要
な
責
務
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
な
か
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会A
m
erican A

cadem
y of 

Religion

（
Ａ
Ａ
Ｒ
）
の
役
員
会Board M

em
bers

が
二
〇
一
八
年
九

月
、「
デ
ジ
タ
ル
の
学
知
」D

igital Scholarship
（
Ｄ
Ｓ
）
の
評
価
に

関
す
る
包
括
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ンA

A
R Guidelines for Evaluating 

D
igital Scholarship

を
決
定
し
た
こ
と
は
、
宗
教
学
と
い
う
学
問
の

将
来
の
方
向
を
知
る
う
え
で
重
要
な
で
き
ご
と
で
あ
る
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
に
決
定
さ
れ
たResponsible Research 

Practices: A
 Statem

ent on Standards of Professional Con-
duct for A

A
R M
em
bers

を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
決
定
の
背
景
に
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
爆
発
的
な
勢
い
で

進
展
し
た
情
報
通
信
技
術
革
命
が
あ
る
。
研
究
の
基
盤
と
な
る
デ
ー
タ
の

収
集
、
解
析
、
成
果
の
蓄
積
、
整
理
、
公
開
、
交
換
、
流
通
に
至
る
ま
で
、

学
問
の
ほ
と
ん
ど
全
過
程
が
変
革
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
、
欧
米
に
お
け
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発
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
る
Ｊ
・
タ
ケ
ッ
ト
が
、
英
文
で
二
六
頁
に

も
わ
た
る
本
格
的
な
批
判
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
宗
教

現
象
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
批
判
│
│
〈
シ
ュ
ッ
ツ

と
宗
教
〉
に
つ
い
て
の
特
集
号
へ
の
応
答
」
で
あ
る
。

　

細
か
な
論
証
過
程
は
省
略
す
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「〔
認
識
論
的
研

究
の
〕
無
前
提
性
の
原
理
」
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
る
、
タ
ケ
ッ
ト
の
批
判

は
宗
教
現
象
学
に
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

第
一
に
、
宗
教
現
象
学
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
よ
う
な
諸
学
問
の
「
認

識
論
的
研
究
」
そ
の
も
の
や
「
万
学
の
基
礎
づ
け
」
を
目
的
と
し
た
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
宗
教
現
象
学
は
「
基
礎
づ
け

主
義
的
現
象
学
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
応
用
現
象
学
」
と
し
て
し
か
成
立

し
な
い
。
そ
の
第
二
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
の
「
形
式
的
認
識
論
」
が
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
理
論
に
先
立
つ
も
の
」

だ
と
し
て
も
、
宗
教
現
象
学
は
、
比
較
宗
教
学
や
宗
教
史
学
か
ら
資
料
の

提
供
を
受
け
て
、
も
し
く
は
研
究
者
の
参
与
調
査
か
ら
素
材
を
得
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
一
つ
の
「
経
験
科
学
」
で
あ
る
。
宗
教
現
象
学
は

「
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
理
論
に
先
立
つ
も
の
」
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
。
タ

ケ
ッ
ト
の
批
判
が
当
た
ら
な
い
右
の
二
つ
の
理
由
を
一
言
で
い
え
ば
、
基

礎
づ
け
的
な
学
問
的
営
為
と
応
用
的
な
学
問
的
営
為
と
は
異
質
で
あ
り
、

彼
は
一
種
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ミ
ス
テ
イ
ク
」
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ

る
。（
さ
ら
に
い
え
ば
、
タ
ケ
ッ
ト
の
批
判
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
全
体

の
ご
く
ご
く
一
部
に
し
か
依
拠
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。）

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
、
タ
ケ
ッ
ト
に
よ
っ
て
（
見
せ

か
け
に
せ
よ
）
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
基
づ
く
批
判
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
宗
教
現
象
学
の
成
立
と
関
係
が
あ
る
。
歴
史
的
に
み
る

た
知
の
構
築
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
共
同
の
行
為
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
の
公
共
財
と
し
て

の
側
面
が
に
わ
か
に
顕
在
化
し
て
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
が
求
め
ら
れ
、
知

を
占
有
す
る
権
利
を
認
め
る
旧
来
の
倫
理
と
強
い
軋
轢
を
生
じ
始
め
て
い

る
。「
鍛
え
ら
れ
た
省
察
」disciplined refection

と
「
批
判
的
な
検

証
」critical exam

ination

に
従
事
す
る
学
術
の
専
門
家
に
与
え
ら
れ

た
使
命
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
根
本
的
な
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
（
以
上
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
下
田
正
弘
「
デ
ジ
タ
ル
化
時
代

の
人
文
学
と
中
国
研
究
│
│
学
術
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
と
国
際
学
術
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
」『
中
国
│
│
社
会
と
文
化
』
第
三
四
号
、

二
〇
一
九
、
五
―
一
九
頁
、
参
照
。）

最
近
の
「
宗
教
現
象
学
」
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題

星
川　

啓
慈

　

二
〇
一
七
年
に
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
が
「
ア
ル
フ
レ

ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
と
宗
教
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
（
以
下
「
特
集
号
」

と
略
記
）。
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
Ｍ
・
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
グ
ル
氏
が
編
者
で
、

欧
米
の
研
究
者
と
筆
者
が
寄
稿
者
で
あ
る
。
特
集
号
は
、「
ア
ル
フ
レ
ッ

ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
と
宗
教
」
よ
り
も
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
と
宗
教

現
象
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
ほ
う
が
相
応
し
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、

シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
本
格
的
に
取
り
入
れ
、
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
問
題
に
取
り
組
ん
だ
点
で
、
宗
教
学
・
宗
教
現
象
学
に
と
っ
て
新

た
な
頁
を
開
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
特
集
に
対
し
て
、
二
〇
一
九
年
に
、
英
国
の
若
手
宗
教
学
者
で
活
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預
言
者
・
神
秘
家
・
老
賢
者 

│
│ 

宗
教
者
の
類
型
を
摸
索
す
る 

│
│

関　
　

一
敏

　

こ
の
発
表
で
は
「
宗
教
的
人
格
」
像
（
大
拙
）
と
「
道
具
と
器
」
類
型

（
ウ
ェ
バ
ー
）
を
念
頭
に
次
の
主
題
群
の
明
確
化
を
図
る
。（
１

）宗
教
類

型
で
は
な
く
宗
教
者
の
類
型
で
あ
る
こ
と
の
方
法
的
な
意
義
。（
２

）預
言

者
・
神
秘
家
・
老
賢
者
の
三
類
型
（
キ
ュ
ン
グ
＆
チ
ン
）
の
可
能
性
。

（
３

）そ
し
て
願
わ
く
ば
そ
の
先
へ
と
。

　

ま
ず（
１

）に
つ
い
て
二
点
。
ひ
と
つ
は
呪
術
・
宗
教
・
科
学
と
い
う
古

典
的
主
題
は
、
日
常
的
生
活
世
界
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
担
う
人

物
と
の
離
床
度
で
測
深
で
き
る
こ
と
。
科
学
の
離
床
度
が
最
も
高
く
、
普

遍
性
・
共
有
可
能
性
・
反
復
可
能
性
が
こ
れ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
。
最

も
離
床
度
の
低
い
の
が
呪
術
で
あ
り
、
こ
れ
は
呪
者
と
い
う
行
為
主
体
の

人
物
に
多
く
は
依
存
し
た
活
動
で
あ
る
。
最
後
に
宗
教
者
は
こ
れ
ら
の
中

間
に
あ
り
、「
カ
リ
ス
マ
の
継
承
」
と
よ
ば
れ
て
き
た
主
題
は
こ
の
一
連

の
離
床
度
問
題
に
文
脈
化
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
的
な
意
義
は

（
２

）で
あ
わ
せ
て
述
べ
る
。

　

次
に（
２

）で
は
宗
教
者
の
三
類
型
（
キ
ュ
ン
グ
ら
）
が
ウ
ェ
バ
ー
の
預

言
の
二
類
型
に
対
応
し
て
い
る
。
召
命
預
言
と
模
範
預
言
の
う
ち
、
前
者

は
「
神
の
道
具
」
と
し
て
神
の
名
に
お
い
て
語
る
預
言
で
あ
り
、
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
例
と
す
る
。
後
者
は
身
を
も
っ
て
示
す
「
神
の

器
」
で
あ
り
、
特
定
の
神
格
観
念
と
結
び
つ
く
前
者
に
対
し
て
、
ふ
つ
う

は
瞑
想
等
を
媒
介
と
し
て
近
づ
き
う
る
非
人
格
的
な
最
高
存
在
と
結
び
つ

く
、
主
と
し
て
イ
ン
ド
・
中
国
の
事
例
が
そ
れ
だ
と
云
う
。
キ
ュ
ン
グ
ら

の
三
類
型
は
前
者
に
そ
の
ま
ま
預
言
者
を
ふ
り
、
後
者
を
さ
ら
に
神
秘
家

（
イ
ン
ド
）
と
老
賢
者
（
中
国
）
に
整
理
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
地
域
で

と
、
宗
教
現
象
学
は
も
と
も
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
現
象
学
の
登
場
以

前
に
、
そ
れ
と
繋
が
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
た
。「
宗
教
現
象

学
」
と
い
う
術
語
の
登
場
は
、
現
象
学
者
と
し
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
本
格

的
に
活
躍
し
始
め
る
二
〇
年
ほ
ど
前
な
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
、
宗
教
「
現

象
学
」
の
不
幸
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

今
回
の
発
表
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
は
、
そ
ろ
そ
ろ
一
三
〇
年
以
上
の
歴

史
を
も
つ
宗
教
現
象
学
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
し
て
、「
新
た
な
時
代
に

お
け
る
宗
教
現
象
学
の
方
向
性
」
を
見
出
す
た
め
の
徹
底
し
た
議
論
が
お

こ
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
シ
ュ
ッ
ツ
流
の

宗
教
現
象
学
│
│
「
応
用
現
象
学
／
社
会-

現
象
学
の
観
点
か
ら
〈
生
き

た
宗
教
〉
の
諸
現
実
を
具
体
的
に
探
求
す
る
」（
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
グ
ル
）

と
い
う
シ
ュ
ッ
ツ
流
の
宗
教
現
象
学
│
│
は
、
新
た
な
宗
教
現
象
学
の
在

り
方
に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
一
言
だ
け
筆
者
の
推
測
を
述
べ
れ
ば
、
宗
教
現
象
学
全
体
の

方
法
論
と
し
て
は
「
本
質
直
観
」
の
再
検
討
な
ら
び
に
そ
の
洗
練
が
最
大

の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
少
し
詳
し
く
い
え
ば
、「
宗
教
現
象
の

研
究
↓
宗
教
現
象
の
本
質
構
造
の
把
握
↓
そ
の
本
質
構
造
の
前
提
化
↓
そ

れ
に
基
づ
く
宗
教
現
象
の
研
究
↓
そ
の
成
果
の
本
質
構
造
理
解
へ
の
フ
ィ

ー
ド
バ
ッ
ク
↓
本
質
構
造
理
解
の
さ
ら
な
る
洗
練
」
と
い
う
深
化
過
程
に

お
け
る
循
環
│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
い
う
な
ら
ば
、「
本
質
直
観
の
事
例

化
」
に
含
ま
れ
る
「
超
越
論
的
相
対
性
」
の
循
環
的
解
明
│
│
の
検
討
で

あ
る
。
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こ
の
部
分
へ
の
関
心
が
強
く
、
ヨ
ー
ガ
の
技
法
を
代
表
と
し
て
宗
教
者
に

な
る
そ
の
な
り
方
を
方
法
化
す
る
こ
と
に
怠
り
が
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
類

型
は
神
秘
家
よ
り
も
、
修
行
者
が
適
切
で
あ
る
だ
ろ
う
（
道
元
の
修
証
一

如
は
そ
の
極
北
に
あ
る
）。

　

こ
の
次
に
く
る
課
題（
３

）は
、
預
言
者
・
修
行
者
・
老
賢
者
と
こ
こ
で

微
修
正
し
た
三
類
型
が
宗
教
学
的
に
正
当
で
あ
る
か
の
個
々
の
検
討
と
、

こ
の
三
類
型
を
も
ち
い
た
宗
教
史
的
記
述
の
有
意
性
を
探
る
こ
と
で
あ
る

（
た
と
え
ば
日
本
宗
教
史
）。
宗
教
の
定
義
問
題
に
足
を
と
ら
わ
れ
ず
に
宗

教
者
類
型
に
よ
っ
て
定
義
問
題
の
隘
路
を
ぬ
け
う
る
こ
と
を
、
具
体
的
な

記
述
に
よ
っ
て
確
認
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

マ
ス
ネ
の
オ
ペ
ラ
《
タ
イ
ス
》
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
回
心
の
演
出

笠
原
真
理
子

　

フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
ス
ネ
（
一
八
四
二
―
一
九
一
二
）

と
ル
イ
・
ギ
ャ
レ
（
一
八
三
五
―
一
八
九
八
）
は
、
反
教
権
主
義
の
作
家

ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
（
一
八
四
四
―
一
九
二
四
）
が
著
し
た
小
説

『
タ
イ
ス
』（
一
八
九
〇
）
を
基
に
し
て
オ
ペ
ラ
《
タ
イ
ス
》（
一
八
九
四
）

を
制
作
し
た
。
こ
の
《
タ
イ
ス
》
に
は
、
豪
奢
で
堕
落
し
き
っ
た
生
活
を

送
る
も
の
の
最
終
的
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
回
心
す
る
異
教
の
踊
り
子
に
し
て

高
級
娼
婦
の
タ
イ
ス
と
、
タ
イ
ス
を
回
心
さ
せ
る
過
程
で
彼
女
に
邪
恋
を

抱
く
聖
者
パ
フ
ニ
ュ
ス
の
物
語
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
発
表
者
は
オ
ペ
ラ
に

お
け
る
宗
教
的
要
素
の
現
代
的
演
出
に
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
本
発
表
で

は
こ
の
オ
ペ
ラ
作
品
を
題
材
と
し
て
、
原
作
の
オ
ペ
ラ
化
に
お
け
る
脚
色

分
析
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
オ
ペ
ラ
化
当
時
の
宗
教
的
背
景
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

云
え
ば
中
東
・
イ
ン
ド
・
中
国
と
な
り
、
時
代
で
云
え
ば
前
五
世
紀
を
中

心
に
し
た
軸
の
時
代
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
を
基
点
に
し
て
い
る
。
儒
教
や
道

教
と
い
う
宗
教
形
態
で
は
な
く
、
老
賢
者
と
い
う
人
物
像
を
設
定
す
る
こ

と
で
、
た
と
え
ば
儒
教
が
礼
儀
の
体
系
あ
る
い
は
社
会
制
度
な
の
か
、
そ

れ
と
も
宗
教
な
の
か
と
い
う
袋
小
路
の
定
義
問
題
を
免
れ
る
利
点
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
人
物
像
は
そ
の
後
の
人
々
の
生
き
方
に
範
型

を
与
え
、
か
な
ら
ず
し
も
宗
教
的
伝
統
で
あ
る
必
要
が
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
た
ち
の
思
索
も
同
じ
意
義
を
帯
び
て
い
る
。

　

問
題
は
、
宗
教
者
の
三
類
型
の
う
ち
イ
ン
ド
的
類
型
を
神
秘
家
で
ま
と

め
ら
れ
る
か
に
あ
る
。
キ
ュ
ン
グ
ら
の
中
心
的
課
題
が
中
国
宗
教
と
キ
リ

ス
ト
教
と
の
対
話
に
あ
る
た
め
に
、
賢
者
類
型
の
的
確
さ
に
比
し
て
こ
の

部
分
は
い
く
ぶ
ん
疎
か
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人

た
ち
か
ら
六
派
哲
学
と
よ
ば
れ
る
イ
ン
ド
哲
学
お
よ
び
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

流
れ
と
、
ブ
ッ
ダ
や
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ラ
の
宗
教
創
始
者
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ

を
「
神
秘
的
合
一
」（
ウ
ニ
オ
・
ミ
ス
テ
ィ
カ
）
に
ま
と
め
る
こ
と
に
は

異
議
が
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
宗
教
者
類
型
で
ま
と
め
る
な
ら
、
呪
術
・
宗

教
・
科
学
で
と
り
あ
げ
た
「
反
復
も
し
く
は
再
現
可
能
性
」
に
焦
点
を
し

ぼ
る
ほ
う
が
生
産
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
預
言
者
・
賢
者
の
場
合
、
そ
の

再
生
産
（
再
現
・
反
復
）
が
歴
史
的
に
は
方
法
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
預
言
者
は
神
の
が
わ
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て

「
神
と
出
く
わ
す
」
の
で
あ
り
、
た
ほ
う
の
賢
者
た
ち
は
結
果
と
し
て
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
ト
バ
群
を
残
す
人
々
で
あ
っ
て
も
、
い
か
に
賢
者
に

な
る
か
へ
の
関
心
は
乏
し
い
（
論
語
で
は
孔
子
に
先
生
は
い
な
い
と
云

う
。
ま
た
天
師
道
以
下
の
道
教
の
神
仙
術
探
求
は
仙
人
に
な
る
方
法
で
あ

っ
て
賢
者
に
焦
点
は
な
い
）。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
の
イ
ン
ド
的
伝
統
は
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ス
の
瞑
想
曲
」
の
構
造
を
示
し
た
上
で
そ
れ
が
そ
の
後
の
場
面
で
効
果
的

な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
三
度
使
わ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
が
そ
れ

ぞ
れ
タ
イ
ス
の
真
の
回
心
、
ア
タ
ナ
エ
ル
の
喪
失
感
、
タ
イ
ス
と
ア
タ
ナ

エ
ル
を
隔
て
る
壁
を
示
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、

原
作
で
は
パ
フ
ニ
ュ
ス
の
自
己
満
足
の
た
め
の
犠
牲
者
と
し
て
受
動
的
に

回
心
を
受
け
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
タ
イ
ス
が
オ
ペ
ラ
に
お
い
て
は
回
心
へ

の
道
を
自
ら
能
動
的
に
選
び
取
っ
て
お
り
、
そ
の
脚
色
が
こ
の
音
楽
モ
テ

ィ
ー
フ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

た
。

　

フ
ラ
ン
ス
、
あ
る
い
は
マ
ス
ネ
が
こ
の
題
材
を
取
り
上
げ
た
時
代
的
背

景
と
し
て
は
、
第
三
共
和
制
に
お
い
て
一
層
進
行
す
る
脱
宗
教
化
の
流
れ

の
中
で
、
特
に
聖
職
者
の
世
俗
化
と
信
仰
の
個
人
化
、
道
徳
と
宗
教
の
関

係
に
つ
い
て
の
議
論
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
さ
ら
に
そ
の
中
で
も
、
オ
ペ
ラ
化
に
あ
た
っ
て
ア
タ
ナ
エ
ル
と
タ
イ

ス
の
対
照
的
な
立
場
を
よ
り
浮
き
彫
り
に
し
、
タ
イ
ス
が
自
ら
の
手
で
回

心
を
選
択
す
る
と
い
う
脚
色
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
社
会
の
中
で
女
性
た
ち
に
対
し
て
抑
圧
的
な
権
力
を
行
使
し
た
、
危
険

な
「
魂
の
救
済
者
」
で
あ
る
聖
職
者
へ
の
批
判
と
そ
の
犠
牲
者
と
な
っ
た

女
性
た
ち
へ
の
憐
れ
み
の
眼
差
し
が
窺
え
る
。

　

な
お
、
本
発
表
後
の
質
疑
応
答
の
中
で
は
『
黄
金
伝
説
』
の
時
代
的
背

景
も
考
慮
に
い
れ
た
考
察
を
要
す
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
オ
ペ
ラ
の
原
作
『
タ
イ
ス
』
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
実
在

し
た
と
さ
れ
る
高
級
娼
婦
タ
イ
ス
の
回
心
と
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
苦
行
者

パ
フ
ニ
ュ
ス
の
偉
業
が
描
か
れ
た
十
三
世
紀
の
『
黄
金
伝
説
』
か
ら
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、『
タ
イ
ス
』
に
お
い
て
は

そ
の
パ
フ
ニ
ュ
ス
の
偉
業
や
苦
行
の
動
機
と
し
て
タ
イ
ス
へ
の
邪
恋
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
女
神
イ
シ
ス
を
連
想
さ
せ
る
名

前
の
ヒ
ロ
イ
ン
「
タ
イ
ス
」
は
『
タ
イ
ス
』
に
お
い
て
そ
の
異
端
性
が
強

調
さ
れ
ず
、
一
度
受
洗
し
た
も
の
の
そ
の
後
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
最
終

的
に
は
ま
た
回
心
す
る
と
い
う
、
む
し
ろ
複
雑
な
キ
リ
ス
ト
教
的
背
景
を

持
つ
ヒ
ロ
イ
ン
像
と
な
っ
た
。

　

こ
の
原
作
が
オ
ペ
ラ
化
さ
れ
た
の
は
そ
の
わ
ず
か
四
年
後
で
あ
る
が
、

そ
の
際
に
は
い
く
つ
か
大
き
な
脚
色
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
パ

フ
ニ
ュ
ス
」
の
名
前
が
お
そ
ら
く
発
音
の
問
題
か
ら
「
ア
タ
ナ
エ
ル
」
に

変
更
さ
れ
た
こ
と
、
最
後
の
台
詞
が
変
え
ら
れ
る
な
ど
ア
タ
ナ
エ
ル
と
タ

イ
ス
の
二
人
の
物
語
に
よ
り
収
斂
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
タ
イ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
に
傾
倒
し
て
い
た
過
去
の
描
写
は
失
わ
れ
異
教

の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
熱
心
に
信
仰
す
る
場
面
の
み
が
登
場
し
タ
イ
ス
が

異
教
の
信
仰
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
オ
ペ

ラ
に
お
い
て
は
タ
イ
ス
対
ア
タ
ナ
エ
ル
と
い
う
対
立
構
造
が
簡
明
に
な

り
、
そ
の
異
教
対
キ
リ
ス
ト
教
の
構
図
が
、
タ
イ
ス
の
回
心
後
に
は
純
粋

な
信
仰
対
欺
瞞
に
満
ち
た
信
仰
の
構
図
に
変
容
す
る
様
が
明
示
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
原
作
で
は
タ
イ
ス
の
回
心
の
決
定
的
瞬
間
が
描
か
れ
て
い
な
い

も
の
の
、
オ
ペ
ラ
で
は
彼
女
の
回
心
の
過
程
が
た
だ
音
楽
に
よ
っ
て
の
み

表
わ
さ
れ
る
一
場
面
が
あ
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
本
発

表
に
お
い
て
は
特
に
こ
の
場
面
を
大
き
く
取
り
上
げ
、
こ
の
音
楽
「
タ
イ
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の
」
と
考
え
、
そ
れ
を
「
教
会
的
」
な
要
素
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ミ
サ
曲
に
関
し
て
は
、
彼
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
見
方

を
し
て
い
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
に
対
す
る

批
評
で
は
、
そ
の
「
非
教
会
的
」
な
側
面
を
指
摘
し
つ
つ
も
、「
ミ
サ
交

響
曲
」
や
「
未
来
の
ミ
サ
曲
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
お
り
、
そ
の
評
価

は
Ｒ
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
論
考
を
連
想
さ
せ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ヴ
ァ
ー
グ

ナ
ー
の
よ
う
に
、
そ
の
ミ
サ
曲
が
教
会
の
典
礼
に
適
う
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
音
楽
自
体
の
高
い
芸
術
性
や
崇
高
さ
を
重
視
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
作
曲
家
の
ミ
サ
曲
は
、「
非
教
会
的
」
で

あ
り
な
が
ら
も
通
俗
性
は
な
く
、
宗
教
的
な
崇
高
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ミ
サ
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
「
犠

牲
」
の
儀
式
で
あ
る
。「
犠
牲
」
は
神
と
向
か
い
合
う
人
類
全
体
に
対
し

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
感
謝
し
償
う
儀
式
は
、
人
類
全
体
が

教
会
に
集
い
、「
一
つ
の
も
の
」
と
し
て
臨
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
礼
拝
の
音
楽
は
人
類
全
体
に
適
合
す
る
普
遍
性
を
持
た
ね
ば
な
ら

な
い
。
彼
に
と
っ
て
教
会
音
楽
は
、
人
類
全
体
が
一
つ
と
な
っ
て
「
と
も

に
賛
美
し
、
参
加
す
る
」
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
（
普
遍
）
性
を
表
す
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。

　

ヴ
ィ
ッ
ト
は
、《
ミ
サ
・
ソ
レ
ム
ニ
ス
》
が
「
一
つ
の
共
同
体
へ
と
結

集
し
た
人
類
の
信
心
」
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
は
同
作
曲
家
の
《
第
九
交

響
曲
》
の
な
か
で
表
明
さ
れ
る
、
人
類
全
体
が
「
星
空
の
彼
方
の
神
」
の

も
と
で
一
つ
に
な
る
と
い
う
理
念
を
共
有
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
こ

の
ミ
サ
曲
は
「
一
つ
の
普
遍
的
教
会
へ
と
ま
と
め
ら
れ
た
人
類
に
よ
る

賛
歌
」
で
あ
り
、「
普
遍
的
教
会
」
と
は
現
実
の
個
々
の
教
会
を
超
え
た

音
楽
と
礼
拝 

│
│ 

Ｆ
・
Ｘ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
の
教
会
音
楽
論 

│
│清

水　

康
宏

　

本
発
表
は
、
総
ド
イ
ツ
・
セ
シ
リ
ア
協
会
の
創
立
者
で
あ
り
、
教
会
音

楽
家
・
司
祭
で
も
あ
っ
た
Ｆ
・
Ｘ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
の
教
会
音
楽
論
を
取
り
上

げ
、
彼
の
考
え
る
教
会
音
楽
の
あ
る
べ
き
姿
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ミ

サ
曲
に
対
す
る
彼
の
評
価
に
注
目
し
、
彼
の
考
え
る
「
教
会
的
」「
非
教

会
的
」
と
い
う
も
の
の
意
味
を
検
討
す
る
。

　

一
九
世
紀
半
ば
よ
り
南
ド
イ
ツ
を
中
心
に
展
開
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

音
楽
改
革
運
動
で
あ
る
「
セ
シ
リ
ア
運
動
」
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
や
パ

レ
ス
ト
リ
ー
ナ
様
式
な
ど
模
範
的
と
さ
れ
た
ア
・
カ
ペ
ラ
様
式
の
復
興
を

推
進
す
る
運
動
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ヴ
ィ
ッ
ト
の
も
と
で
組
織
化
さ

れ
た
が
、
こ
の
運
動
の
な
か
で
、
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
る
大
規
模
な
ミ
サ
曲
は
、
礼
拝
に
適
わ
な
い
と
し
て
し
ば

し
ば
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
運
動
は
彼
ら
の
ミ
サ
曲
の
よ
う

な
新
し
い
時
代
の
教
会
音
楽
を
否
定
す
る
よ
う
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
た

め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
後
進
性
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
ヴ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
ハ
イ
ド
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
教
会
音

楽
を
否
定
し
、
教
会
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
伝
統
主
義
的
な
人
物
と
し

て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。
本
発
表
は
そ
の
よ
う
な
見
方
を
さ
れ
て
き
た
セ

シ
リ
ア
運
動
と
ヴ
ィ
ッ
ト
の
論
考
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
「
非
教
会
的
」
と
い
う
言
葉
に
は
独
特
な
あ
い
ま
い

さ
が
あ
る
。
彼
は
ハ
イ
ド
ン
と
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ミ
サ
曲
に
含
ま
れ
る
オ

ペ
ラ
な
ど
の
影
響
に
よ
る
通
俗
性
を
「
非
教
会
的
」
と
し
、
一
方
で
Ｊ
・

Ｇ
・
ヴ
ェ
ッ
セ
ラ
ッ
ク
の
ミ
サ
曲
が
持
つ
よ
う
な
単
純
さ
を
「
崇
高
な
も
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お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
新
た
に
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
お
い
て
、
本
発
表
で
は
改
め
て
そ
の

宗
教
論
の
独
自
性
と
意
義
に
つ
い
て
、『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
を
分
析
し
つ

つ
、「
宗
教
の
受
容
史
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
。

　

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
は
、
バ
ッ
ハ
の
同
名
の
受
難

曲
（
初
演
一
七
二
七
年
）
を
考
察
の
主
軸
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か

し
そ
こ
で
彼
が
試
み
る
の
は
、
楽
曲
に
つ
い
て
の
音
楽
学
的
考
察
で
も
、

歴
史
学
的
源
泉
研
究
や
音
楽
社
会
学
的
検
討
で
も
な
け
れ
ば
、
福
音
書
に

お
け
る
受
難
物
語
に
つ
い
て
の
宗
教
学
的
・
宗
教
哲
学
的
分
析
で
も
な

い
。
聖
書
で
は
な
く
バ
ッ
ハ
の
受
難
曲
を
取
り
上
げ
、
特
に
そ
の
「
聴
き

手
」
を
著
作
全
体
の
鍵
と
す
る
こ
と
で
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
が
際
立
て
る

の
は
、
宗
教
と
い
う
領
域
に
お
け
る
「
受
容
」
と
い
う
行
為
の
意
味
と
機

能
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
の
受
難
曲
が
受
難
物
語
の
ひ
と
つ
の
変
奏
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
福
音
書
の
記
述
も
ま
た
ど
こ
ま
で
も
歴
史
学
的

に
分
析
の
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
宗
教
の
「
根
源
性
」
を
形
成

し
聖
性
を
生
成
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
い
う
失
わ
れ
た
起

源
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
受
容
」
と
い
う
行
為
に
認
め
ら
れ
る

独
自
の
過
程
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
「
受
容
美
学
」
の
展
開
と
同
調
し
つ
つ
、
さ
ら

に
こ
こ
で
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
が
強
調
す
る
の
は
、「
受
容
」
の
経
験
を

根
底
で
支
え
て
い
る
「
わ
か
ら
な
さ
（
無
理
解
）」
と
い
う
契
機
で
あ
る
。

我
々
は
教
義
や
信
仰
な
ど
の
特
定
の
条
件
を
厳
格
に
共
有
せ
ず
と
も
、
受

難
曲
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
受
難
物
語
を
読
む
こ
と
が
で

き
る
。「
受
容
」
の
自
由
は
こ
の
よ
う
に
一
部
で
原
体
験
か
ら
の
「
距
離

化
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
他
方
で
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
「
距
離
」
が
持
つ

「
カ
ト
リ
ッ
ク
（
普
遍
）
教
会
」
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
超

越
的
な
教
会
の
た
め
の
ミ
サ
曲
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
楽
曲
が
「
教
会
の

概
念
や
現
状
の
形
で
の
礼
拝
の
範
囲
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
」
と
考
え

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
「
普
遍
的
＝
全
人
類
的
」
と
い
う
意
味
で

の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
音
楽
の
可
能
性
を
、
こ
の
「
未
来
の
ミ
サ
曲
」
に
見

よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

教
会
音
楽
が
「
教
会
的
」
で
あ
る
と
い
う
自
明
の
前
提
が
失
わ
れ
た
時

代
、
ヴ
ィ
ッ
ト
は
「
教
会
的
」
を
問
い
続
け
た
。
教
会
音
楽
の
「
未
来
」

を
見
つ
め
る
彼
は
、
決
し
て
単
な
る
〝
伝
統
崇
拝
者
〞
で
は
な
い
。
彼
は

近
代
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
危
機
の
な
か
で
、
礼
拝
や
教
会
音
楽
の
あ

り
方
を
、
過
去
だ
け
で
は
な
く
現
在
と
「
未
来
」
も
見
据
え
な
が
ら
模
索

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

迂
回
の
宗
教
哲
学

│
│ 

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
隠
喩
学
の
宗
教
哲
学
的
射
程 
│
│下

田　

和
宣

　

本
発
表
は
、
二
十
世
紀
の
思
想
家
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
（
一

九
二
〇
―
一
九
九
六
）
に
お
け
る
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
、
後
期
著
作

『
マ
タ
イ
受
難
曲
』（
一
九
八
八
年
）
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
多
様
な
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
の
「
迂
回
」
を
思
索
の
方
法
と
す

る
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
っ
た
が
、
遺
稿
の
出
版
と
研
究
に
よ
っ
て
近

年
で
は
そ
の
核
心
に
固
有
の
現
象
学
的
・
人
間
学
的
洞
察
が
あ
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
流
れ
の
中
で
、

従
来
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
「
隠
喩
学
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
歴
史
記

述
お
よ
び
そ
の
神
話
・
宗
教
論
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
哲
学
の
体
系
に
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象
り
と
共
鳴 

│
│ 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
言
語
論 

│
│坪

光　

生
雄

　

哲
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
に
と
っ
て
、
言
語
へ
の
問
い

は
い
つ
で
も
中
心
的
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
本
発
表
で
は
、
そ
の

テ
イ
ラ
ー
の
言
語
論
が
、
と
り
わ
け
彼
の
宗
教
論
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
な
重
要
性
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
『
言
語
動
物
（T

he Language A
nim
al

）』（
二
〇
一
六
）
の
な
か
で
、

テ
イ
ラ
ー
は
言
語
の
本
性
を
め
ぐ
る
近
代
以
降
の
論
争
状
況
を
二
つ
の
理

論
的
立
場
の
対
抗
と
し
て
整
理
す
る
。
一
方
の
「
は
め
込
み
理
論
（en-

fram
ing theory

）」
に
お
い
て
、
言
語
は
、
言
語
外
の
独
立
的
対
象
の

記
述
や
情
報
の
エ
ン
コ
ー
ド
の
た
め
の
道
具
、
究
極
的
に
は
「
生
存
」
と

い
う
自
然
的
目
的
に
と
っ
て
有
用
な
道
具
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
テ
イ
ラ

ー
は
こ
う
し
た
道
具
的
言
語
理
解
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
コ
ン
デ
ィ

ヤ
ッ
ク
（
Ｈ
Ｌ
Ｃ
）
ら
の
思
想
に
代
表
さ
せ
る
。
他
方
、
テ
イ
ラ
ー
が
こ

れ
に
対
立
さ
せ
る
の
は
、
彼
が
言
語
の
「
構
成
理
論
（constitutive 

theory

）」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
の
陣
営
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
、

ハ
ー
マ
ン
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
三
者
（
Ｈ
Ｈ
Ｈ
）
が
指
導
的
な
役
割
を
演
じ

た
。
人
間
の
生
の
目
的
や
有
意
味
性
は
言
語
か
ら
独
立
に
す
で
に
そ
こ
に

あ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
語
が
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
、
と
い
う
の

が
彼
ら
の
理
論
の
基
本
的
な
合
意
点
で
あ
る
。
は
め
込
み
理
論
に
お
け
る

言
語
が
独
立
的
な
所
与
と
し
て
の
対
象
や
目
的
に
向
か
う
「
指
示
的-

道

具
的
」
な
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
構
成
理
論
は
そ
れ
ら
に
対
し

て
「
構
成
的-

表
現
的
」
な
関
係
と
し
て
言
語
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
言
語
動
物
』
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
目
標
は
、
上
述
の
Ｈ
Ｌ
Ｃ
的
な

言
語
観
を
批
判
し
て
Ｈ
Ｈ
Ｈ
の
立
場
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の

耐
え
難
い
「
わ
か
ら
な
さ
」
の
空
白
を
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
│
│

U
m
besetzung

と
呼
ば
れ
る
│
│
行
為
で
あ
る
。

　
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
の
中
心
的
課
題
は
、
受
難
曲
を
聴
く
と
い
う
「
受

容
」
行
為
を
可
能
と
す
る
「
地
平
」
な
い
し
「
背
景
」
を
探
査
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
起
源
の
不
在
と
無
理
解
が
問
題
と
な
る
以
上
、
そ
れ
ら
を
循

環
的
自
己
認
識
へ
と
回
収
し
よ
う
と
す
る
理
解
の
解
釈
学
と
は
異
な
っ
た

方
法
論
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
こ

で
の
問
題
意
識
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
「
隠
喩
学
」
の

枠
組
み
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。「
隠
喩
学
」
が
対
象
と
す
る
の
は
概
念

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
│
│
と
い
う
意
味
で
「
絶
対
的
」
と
さ
れ
る

│
│
い
く
つ
か
の
隠
喩
で
あ
る
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の

絶
対
的
隠
喩
が
実
体
と
し
て
の
意
味
内
容
を
持
つ
こ
と
な
く
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
概
念
的
体
系
的
思
考
の
「
触
媒
領
域
」
な
い
し
「
背
景
」
と
し
て

そ
の
つ
ど
機
能
す
る
と
い
う
│
│
「
背
景
隠
喩
法
」
と
呼
ば
れ
る
│
│
使

用
法
で
あ
る
。
そ
の
つ
ど
の
偶
然
的
な
「
受
容
」
と
し
て
の
様
々
な
結
晶

化
に
お
い
て
の
み
認
識
さ
れ
る
こ
う
し
た
隠
喩
の
「
迂
回
」
的
性
格
を
中

心
化
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
対
し
て
、「
受
容
」
に
対
す
る
「
起
源
」
の

優
位
と
い
う
従
来
の
位
階
秩
序
を
反
転
さ
せ
つ
つ
、
前
者
の
次
元
に
定
位

し
た
宗
教
哲
学
的
な
思
考
フ
レ
ー
ム
の
構
築
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
。

　

こ
う
し
た
理
論
設
定
を
踏
襲
し
つ
つ
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
は
キ
リ
ス
ト

の
受
難
と
い
う
謎
に
関
わ
る
「
宗
教
の
受
容
史
」
を
問
題
化
し
よ
う
と
す

る
。
そ
こ
に
は
規
範
／
記
述
、
宗
教
哲
学
／
宗
教
学
と
い
う
従
来
の
方
法

論
的
枠
組
み
を
超
え
た
宗
教
研
究
の
課
題
領
域
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
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tler language

）」
と
呼
ぶ
。
公
的
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
意
味
秩
序
を
欠

い
た
時
代
に
お
い
て
、
詩
は
、
伝
統
的
な
語
彙
に
は
頼
る
こ
と
な
く
、
新

し
い
仕
方
で
普
遍
的
・
超
越
的
な
実
在
を
顕
在
化
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ

れ
が
象
る
超
越
性
は
、
い
わ
ば
言
語
が
そ
の
周
囲
に
集
わ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ

オ
ン
に
実
際
に
与
り
、
語
ら
れ
る
言
葉
を
聞
き
、
個
人
的
に
「
共
鳴
」
す

る
場
合
に
の
み
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
現
実
と
な
る
。
ど
ん
な
言
葉
も
響

か
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
主
観
的
な
屈
折
を
く

ぐ
り
抜
け
た
先
で
、
し
か
し
な
お
も
可
能
な
交
わ
り
の
普
遍
性
に
開
か
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
テ
イ
ラ
ー
が
手
放
す
こ
と
の
な
い
希
望
で

あ
る
。

宗
教
へ
の
拒
絶
と
宗
教
の
ミ
メ
ー
シ
ス

│
│ 

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
場
合 

│
│

深
澤　

英
隆

　

近
代
に
お
け
る
宗
教
と
芸
術
と
の
関
係
は
、
複
雑
な
、
と
き
に
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
は
、

第
一
に
、
両
者
を
普
遍
的
実
体
で
あ
る
か
の
ご
と
く
捉
え
て
関
係
づ
け
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
一
方
で
第
二
に
、
宗
教
と
芸
術
は
近
代

の
社
会
分
化
の
な
か
で
準
実
体
的
な
独
立
性
を
も
っ
た
価
値
領
域
と
な
っ

た
こ
と
、
第
三
に
、
価
値
領
域
と
し
て
の
宗
教
と
芸
術
の
間
に
一
定
の
質

的
類
縁
性
と
競
合
関
係
が
あ
る
こ
と
が
、
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

通
常
「
宗
教
芸
術
」
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
の
は
、
後
に
宗
教
と
い

う
一
般
概
念
で
包
摂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
信
念-

実
践
体
系
に
奉
仕
す
る

技
芸
（ars
）
的
制
作
物
で
あ
り
、
宗
教
概
念
と
芸
術
概
念
が
形
を
な
し

て
か
ら
は
、
歴
史
を
遡
及
し
、
ま
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
に
ま
で
適
用

一
つ
の
重
要
な
論
点
と
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
文
字
通
り
」
の
意
味
を
も

つ
理
論
的
言
語
が
、
メ
タ
フ
ァ
ー
な
ど
の
修
辞
技
法
を
多
く
含
む
詩
的
・

物
語
的
な
言
語
に
対
し
て
優
越
す
る
と
い
う
見
方
に
挑
戦
す
る
。
指
示

的-
道
具
的
な
言
語
観
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
を
非
本
質
的
な
も
の
と
す
る
こ

と
で
、
言
語
の
創
造
性
、「
象
り
（figuring

）」
の
力
を
見
落
と
し
て
い

る
。
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
目
標
と
な
る
現
象
な
い
し
領
域（
Ａ
）に
、
そ
れ
と

は
異
な
る
何
か
他
の
も
の（
Ｂ
）を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
初
め
て

可
能
に
な
る
新
し
い
意
味
を
象
る
。
こ
の
種
の
言
語
使
用
で
は
、
新
し
い

表
現
形
式
の
「
発
明
」
と
現
象
そ
の
も
の
の
「
発
見
」
と
が
同
時
進
行
す

る
。
い
つ
で
も
先
立
っ
て
意
識
化
さ
れ
た
実
体
に
対
し
、
後
か
ら
恣
意
的

な
指
示
標
識
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
象
徴
と
し
て
の
象
り
に
お
い

て
は
、
ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
的
な
「
名
前
の
正
し
さ
」
が
決
定
的
で
あ
り
、
言

葉
の
恣
意
性
に
関
す
る
想
定
は
不
可
能
と
な
る
。「
霊
＝
息
吹
（spirit

）」

の
よ
う
な
言
葉
は
、
そ
う
し
た
象
り
の
好
例
で
あ
ろ
う
。「
霊
」
は
た
ん

な
る
「
呼
吸
」
以
上
の
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
そ
の
過
剰
な
意
味（
Ａ
）

は
、
気
息
に
関
す
る
身
体
性
の
経
験（
Ｂ
）と
無
関
係
に
は
そ
も
そ
も
開
示

さ
れ
な
か
っ
た
。
目
標
領
域
Ａ
は
、
資
源
と
な
る
領
域
Ｂ
と
の
関
連
で
は

じ
め
て
理
解
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
「
象
り
」
の
言
語
論

は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
言
語
と
身
体
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
強
調
す

る
。

　

メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
象
り
の
は
た
ら
き
が
言
語
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
詩
作
は
記
述
的
な
言
語
に
比
し
て
非
本
質
的

な
、
二
義
的
地
位
に
甘
ん
じ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
に
と

っ
て
詩
は
、
既
存
の
意
味
論
的
枠
組
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
言
語
の
構

成
的-

創
造
的
使
用
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
よ
り
繊
細
な
言
語
（sub-
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年
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
な
い
し
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム

と
の
関
連
を
め
ぐ
る
研
究
が
、
非
常
に
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ブ
ル
ト
ン
が
一
九
三
〇
年
の
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
第
二
宣
言
』
に
お
い

て
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
深
遠
、
誠
実
な
秘
教
化
（occultation

）」

を
目
指
す
と
の
こ
と
ば
を
残
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
後
晩
年
に
至
る
ま
で

著
作
の
そ
こ
こ
こ
で
、
ヘ
ル
メ
ス
主
義
的
な
象
徴
や
メ
タ
フ
ァ
ー
や
ア
リ

ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
用
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

Ｔ
・
Ｍ
・
ボ
ー
ド
ゥ
イ
ン
は
、
ブ
ル
ト
ン
と
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
の
関
わ
り

を
詳
し
く
跡
づ
け
た
う
え
で
、
後
者
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
「
複
雑
か

つ
多
層
的
に
」
し
た
も
の
の
、
ブ
ル
ト
ン
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
文
字
通

り
の
エ
ソ
テ
リ
シ
ス
ト
の
そ
れ
と
は
言
い
難
い
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る

（Bauduin 2014: 194

）。
こ
こ
で
も
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
実
在
論
へ
の

拒
絶
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
が
反
復
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
事
例
で
本
発
表
が
確
認
し
た
か
っ
た
の
は
、

そ
う
し
た
こ
と
と
は
一
見
縁
遠
い
よ
う
に
見
え
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に

あ
っ
て
も
、
宗
教
と
芸
術
の
強
い
緊
張
と
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
関
係
が

見
出
し
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
様
の
事
態
は
、
現
代
芸
術
に
お
い
て

も
、
豊
富
な
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
拒
否
と
ミ
メ
ー
シ
ス

が
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
の
か
と
の
問
い
は
、
本
発
表
の
問
題
設
定
を
超
え

る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
問
い
は
、
宗
教
と
芸
術
の
本
質
論

に
陥
る
こ
と
な
く
、
近
代
以
降
の
諸
事
例
に
現
れ
る
宗
教
的
・
芸
術
的
志

向
性
へ
の
立
ち
入
っ
た
分
析
を
通
じ
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。

さ
れ
る
概
念
と
し
て
宗
教
芸
術
の
概
念
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
既

成
宗
教
と
は
制
度
的
に
も
解
釈
的
に
も
結
び
つ
く
こ
と
な
く
、
し
か
し
宗

教
的
モ
チ
ー
フ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
作
品
を
「
宗
教
的
芸
術
」
と
し
て
類

型
的
に
分
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
以
上
二
者
に
加
え
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
で

流
通
す
る
問
題
的
概
念
で
あ
る
「
芸
術
宗
教
（K

unstreligion

）」
を
、

第
三
の
類
型
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
芸
術
宗
教
に
も
っ
と
も
特

徴
的
な
の
は
、
そ
れ
が
多
く
の
場
合
既
成
宗
教
に
対
し
拒
否
的
な
態
度
を

取
る
と
同
時
に
あ
る
種
の
宗
教
の
ミ
メ
ー
シ
ス
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
宗
教
的
真
理
請
求
を
立
て
る
こ
と
は
な
い
が
、
宗
教
的
な
る
も
の

と
戯
れ
、
そ
れ
を
偽
装
し
、
あ
る
仕
方
で
そ
れ
に
取
っ
て
代
ろ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
を
領
袖
と
す
る
国
際
的
芸
術
運
動
で
あ
っ
た
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
を
標
榜
し
、
キ
リ
ス
ト
教

会
に
対
し
て
は
つ
ね
に
戦
闘
的
な
否
定
の
姿
勢
を
貫
い
て
い
た
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
上
述
の
意
味
で
の
宗

教
芸
術
は
認
め
が
た
く
、
ま
た
宗
教
的
芸
術
と
い
う
こ
と
も
、
少
な
く
と

も
ブ
ル
ト
ン
の
思
想
地
平
に
お
い
て
見
る
限
り
、
語
り
が
た
い
。
一
方
芸

術
宗
教
の
概
念
の
母
体
で
も
あ
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
と
の
関
わ
り
を
見
る
な

ら
ば
、
ブ
ル
ト
ン
は
繰
り
返
し
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
を
称
揚
し
、
ま
た

臆
す
る
こ
と
な
く
過
大
な
救
済
論
的
意
味
を
芸
術
概
念
に
課
し
て
お
り
、

こ
の
点
で
も
ロ
マ
ン
主
義
に
近
い
。
も
っ
と
も
、
ロ
マ
ン
主
義
の
前
提
と

し
て
い
た
形
而
上
学
的
実
在
論
は
、
ブ
ル
ト
ン
に
は
欠
落
し
て
い
る
。
そ

も
そ
も
ブ
ル
ト
ン
の
超
現
実
へ
の
言
及
の
す
べ
て
を
通
じ
て
明
ら
か
な
の

は
、
内
在
と
も
超
越
と
も
受
け
取
れ
る
曖
昧
さ
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を

両
義
性
の
う
ち
に
と
ど
め
お
く
こ
と
へ
の
断
固
た
る
意
志
で
あ
る
。
近
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ち
、
か
つ
て
実
在
し
た
死
者
へ
の
倫
理
と
、
も
と
も
と
実
在
し
な
か
っ
た

対
象
へ
の
倫
理
と
の
間
に
区
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
点
に
、
根
本
的
な

課
題
を
残
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
課
題
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
上
か
ら
の
死
者
倫
理
の
意
義
が

改
め
て
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
で
、
国
内
で
画
期
的
な
思
索
を
お
こ
な
っ

た
の
が
、
末
木
『
他
者
／
死
者
／
私
』
で
あ
っ
た
。
末
木
は
死
者
こ
そ
が

他
者
の
な
か
の
他
者
で
あ
る
と
し
、
通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
途

絶
し
た
と
こ
ろ
で
死
者
は
語
る
と
い
う
。
し
か
し
、
末
木
に
お
い
て
も
、

そ
の
死
者
の
語
り
が
い
か
に
可
能
に
な
る
か
は
不
鮮
明
で
あ
る
。
そ
れ
以

上
に
注
目
す
べ
き
は
、
末
木
の
思
索
は
、
死
者
と
生
者
と
の
断
絶
を
強
調

す
る
一
方
で
、「
死
者
を
生
き
て
い
る
他
者
と
近
接
さ
せ
る
」
こ
と
で
、

他
者
論
的
死
者
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
独
我
論
的
立
場
は
否

定
さ
れ
る
も
の
の
、「
死
者
の
声
を
聞
く
」
こ
と
と
「
他
者
の
声
を
聞
く
」

こ
と
が
、
暫
定
的
に
で
は
あ
れ
、
等
価
に
「
分
か
り
え
な
い
も
の
」
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
法
に
は
、
下
か
ら
の
死
者
倫
理
が
陥

っ
た
の
と
は
別
の
意
味
で
、
死
者
の
、
死
者
と
し
て
の
固
有
の
地
位
を
失

わ
せ
る
危
険
性
（
死
者
が
他
者
一
般
に
回
収
さ
れ
る
危
険
性
）
が
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

こ
の
点
で
、
同
様
に
上
か
ら
の
死
者
倫
理
の
重
要
な
参
照
項
で
あ
る
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
は
検
討
に
値
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
他
者
の
死
が
私

を
触
発
し
、
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
私
を
外
傷
的
な
仕
方
で
構
成
す
る
と

す
る
。
そ
し
て
、
有
罪
な
者
と
し
て
の
生
き
残
り
の
者
と
い
う
仕
方
で
、

私
は
他
人
に
責
任
を
有
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
は
、
自
己
が
な
ぜ
死

者
に
敬
意
を
も
つ
べ
き
な
の
か
を
問
う
の
で
は
な
く
、
死
者
に
対
し
て
敬

意
を
有
す
る
主
体
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
か
と
い
う
仕
組
み
を
問
う

他
者
論
と
死
者
論 

│
│ 

死
者
倫
理
の
宗
教
哲
学
的
考
察 

│
│佐

藤　

啓
介

　

現
代
の
応
用
倫
理
学
に
お
い
て
、
死
者
を
め
ぐ
る
倫
理
は
未
だ
十
分
に

問
わ
れ
て
い
な
い
領
域
で
あ
る
。
死
者
倫
理
を
語
る
こ
と
の
困
難
は
、
死

者
が
非
存
在
で
あ
り
、
か
つ
、
現
代
の
私
た
ち
の
行
為
が
死
者
に
及
ば
な

い
と
い
う
点
に
あ
る
。
死
者
へ
の
倫
理
的
配
慮
に
つ
い
て
は
、
死
者
は
生

者
と
は
異
な
り
特
別
な
仕
方
で
配
慮
に
値
す
る
と
考
え
る
「
上
か
ら
の
死

者
倫
理
」
と
、
死
者
は
生
者
と
同
様
に
（
な
い
し
そ
れ
に
近
い
仕
方
で
）

配
慮
に
値
す
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
「
下
か
ら
の
死
者
倫
理
」
と
い

う
、
二
つ
の
方
向
性
が
あ
り
う
る
。
前
者
は
、
死
者
を
他
者
化
さ
せ
、
生

者
と
の
距
離
を
拡
大
す
る
方
向
へ
向
か
い
、
後
者
は
、
死
者
の
不
可
知
性

を
強
調
せ
ず
、
生
者
と
の
距
離
を
最
小
化
す
る
方
向
に
向
か
う
。

　

下
か
ら
の
死
者
倫
理
の
一
例
と
し
て
は
、
昨
今
の
分
析
形
而
上
学
な

ど
、
死
者
に
何
ら
か
の
意
味
で
の
存
在
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
「
存
在
論

的
対
応
」
の
戦
略
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
思
索
は
、
死
者
は
確
か
に
物
質

的
に
は
実
在
し
な
い
に
せ
よ
、
象
徴
的
・
物
語
的
・
社
会
的
に
は
そ
の
語

り
は
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
死
者
の
第
二
度
の
実
在
性
を
語
り
う

る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
二
度
の
実
在
性
は
、
私
た
ち
生
者
も
等

し
く
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
的
実
在
が
危
害
を
被
り
う
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
の
み
、
死
者
も
生
者
も
同
等
の
倫
理
的
配
慮
が
求
め
ら

れ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
思
索
は
、
確
か
に
一
定
の
死
者
倫
理
を
可
能

に
し
、
さ
ら
に
は
、
死
者
の
み
な
ら
ず
動
物
な
ど
の
非
人
間
的
存
在
者
に

も
拡
張
可
能
な
枠
組
み
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
存
在

や
空
想
上
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
、
も
と
も
と
実
在
し
な
い
対
象
へ
の
倫

理
的
配
慮
す
ら
も
、
等
価
に
語
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ



　　160

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第１部会

の
限
界
を
見
極
め
、「
内
容
豊
か
な
（content-full

）」、
複
数
形
の
生
命

倫
理
を
提
唱
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
発
表
で
は
そ
の
点
に
注
目
し
、
一

度
は
非
宗
教
的
生
命
倫
理
の
ト
ー
ン
を
形
成
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
が
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
再
び
特
定
の
宗
教
的
信
念
に
も
と
づ
く
生
命
倫
理
を

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
一

七
年
の
最
後
の
著
書A

fter G
od

（
神
な
き
時
代
）
を
手
掛
か
り
に
、

生
命
倫
理
の
「
原
則
主
義
」
へ
の
批
判
、
特
に
自
律
概
念
の
問
い
直
し
を

詳
し
く
見
て
い
く
。

　
「
生
命
倫
理
は
、
聖
な
る
も
の
を
追
い
求
め
る
こ
と
と
不
可
分
の
も
の

と
し
て
ま
ず
も
っ
て
経
験
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
考
え
る
エ
ン
ゲ
ル
ハ

ー
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
生
命
倫
理
は
禁
欲
的
で
儀
式
に
の
っ
と
っ
た
生
活

を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
生
活
の
内
に
の
み
存
在
し

う
る
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
生
命
倫
理
（Christian Bioethics

）
へ

と
舵
を
切
っ
た
。

　

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
、
特
定
の
宗
教
的
信
念
に
基
づ
か
な
い
道
徳
性
に

つ
い
て
問
い
直
す
中
で
、
Ｔ
・
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
Ｊ
・
チ
ル
ド
レ
ス
が
『
生

命
医
学
倫
理
』
に
お
い
て
う
ち
だ
し
た
「
原
則
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
考
え

方
を
批
判
し
た
。
彼
ら
が
提
唱
す
る
共
通
道
徳
（Com

m
on m

orality

）

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
自
律
・
無
危
害
・
仁
恵
・
正
義
の
四
つ
か
ら
な
る
原

則
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
背
景
を
持
つ
人
び
と
の
間
の
い
わ
ば
道
徳

上
の
「
最
大
公
約
数
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
そ
れ
が
実
際
に
「
共
通
」
な
も
の
か
ど
う
か
は
自
明
と
は
言
え

ず
、
例
え
ば
「
自
律
」
概
念
を
取
っ
て
み
て
も
、
少
な
く
と
も
エ
ン
ゲ
ル

ハ
ー
ト
は
四
つ
の
解
釈
を
挙
げ
ら
れ
る
と
主
張
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ

れ
ら
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
、
死
者
へ
の
倫
理
的
配
慮
が
議
論
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
末
木
同
様
、
他
者
と
死
者
と
を
近
接
さ
せ
、

私
と
の
距
離
を
隔
て
る
論
理
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
事
実
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

が
語
る
死
者
へ
の
責
任
は
、
他
者
へ
の
責
任
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
実
を
示
し

て
い
る
。
だ
が
同
時
に
、「
生
き
残
っ
た
者
と
し
て
の
罪
責
性
」
と
い
う

論
点
は
、
そ
う
し
た
一
般
化
に
抗
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
死
者
倫
理

の
固
有
性
を
か
ろ
う
じ
て
描
き
出
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
思
索
自
体
に
依
拠
す
る
か
は
別
と
し
て
、
末
木
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
検
討

を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
上
か
ら
の
死
者
倫
理
の
重
要
課
題
は
、「
死

者
と
他
者
一
般
と
の
適
切
な
分
化
」
に
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
に
お
け
る
「
神
な
き
時
代
」
の
生
命
倫
理

藤
枝　
　

真

　

Ｈ
・
Ｔ
・
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
組
織
的
な
生
命

倫
理
研
究
が
行
わ
れ
始
め
た
一
九
七
〇
年
代
か
ら
そ
の
中
心
的
な
役
割
を

演
じ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
生
命
倫
理
の
普
及
の
過
程
で
広
く
読
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
基
礎
づ

け
』（
原
著
一
九
八
六
年
、
邦
訳
一
九
八
九
年
）
は
、
生
命
倫
理
へ
の
姿

勢
は
「
非
宗
教
的
な
も
の
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
ト
ー

ン
を
定
め
た
と
言
え
る
。「
非
宗
教
的
（
世
俗
的
／secular

）」
と
は
、

こ
こ
で
は
道
徳
性
に
つ
い
て
特
定
の
宗
教
的
信
念
に
基
礎
づ
け
を
求
め
る

こ
と
を
し
な
い
姿
勢
の
こ
と
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
名
前
は
こ
の

よ
う
な
研
究
姿
勢
で
ま
ず
は
知
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
の
ち
に
彼
は
そ
の
非
宗
教
的
世
俗
的
生
命
倫
理
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「
信
頼
性
の
源
泉
と
し
て
の
自
律
」、「
価
値
や
目
的
と
し
て
の
自
律
」、

「
合
理
的
選
択
と
し
て
の
自
律
」、「
神
と
の
合
一
と
し
て
の
自
律
」
と
い

う
自
律
概
念
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
、
こ
こ
に

挙
げ
た
四
つ
す
べ
て
の
自
律
概
念
に
共
通
す
る
本
質
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る

「
家
族
的
類
似
性
」
が
あ
る
だ
け
だ
と
言
う
。

　

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
具
体
例
を
挙
げ
て
こ
の
非
宗

教
的
道
徳
性
の
状
況
を
考
察
す
る
。
一
元
的
な
「
自
律
」
概
念
も
な
く
、

共
通
道
徳
が
明
確
に
な
ら
な
い
よ
う
な
道
徳
多
元
主
義
が
存
在
し
て
い
る

状
況
下
で
、
た
と
え
ば
な
ぜ
非
宗
教
的
な
ヘ
ル
ス
ケ
ア
倫
理
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
が
う
ま
く
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
こ
で
求
め

ら
れ
る
も
の
は
、「
擬
似
的
」
法
律
家
と
し
て
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
倫
理
コ
ン

サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
自
己
決
定
能
力
を
と
も
な
わ
な
い
患
者
の
た

め
に
、
誰
が
代
わ
り
に
医
療
上
の
決
定
を
す
る
べ
き
か
や
、
ど
の
よ
う
な

事
前
指
示
書
が
有
効
で
あ
る
か
な
ど
を
決
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い

る
。
ヘ
ル
ス
ケ
ア
倫
理
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
臨
床
倫
理
は
、

現
代
の
非
宗
教
的
文
化
の
な
か
で
も
う
ま
く
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

　

手
続
き
を
こ
な
す
よ
う
な
臨
床
倫
理
が
非
宗
教
的
で
も
成
立
す
る
一
方

で
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
が
主
張
す
る
「
内
容
豊
か
な
」
生
命
倫
理
は
、
ど

の
よ
う
な
点
に
お
い
て
伝
統
的
既
成
宗
教
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
の
か
。

そ
の
点
に
つ
い
て
特
に
考
察
し
て
い
く
。
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枢
要
徳
の
歴
史
に
お
け
る
キ
ケ
ロ

│
│ 
ス
ト
ア
、
キ
ケ
ロ
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス 

│
│

山
田
庄
太
郎

　

賢
慮
、
節
制
、
勇
気
、
正
義
の
四
つ
の
徳
目
か
ら
成
る
枢
要
徳
は
、
信

仰
、
希
望
、
愛
の
三
つ
の
徳
目
か
ら
成
る
対
神
徳
と
あ
わ
せ
、
中
世
西
欧

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
重
要
な
倫
理
的
源
泉
と
な
っ
た
。

　

魂
の
卓
越
性
と
し
て
の
徳
と
い
う
概
念
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
遡
る
と
さ

れ
、
プ
ラ
ト
ン
は
『
国
家
』
の
中
で
魂
の
三
区
分
説
を
通
じ
、
賢
慮
、
節

制
、
勇
気
、
正
義
の
四
徳
に
特
別
な
地
位
を
与
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
四
徳
は
前
一
世
紀
に
は
知
恵
の
書
（
八
・
七
）
に
も
受
容
さ

れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
四
徳
に
「
枢
要
徳
（virtutes cardi-

nales

）」
の
語
を
あ
て
た
の
は
、
四
世
紀
の
ミ
ラ
ノ
司
教
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ

ス
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
『
教
役
者
の
義
務
に
つ
い
て

D
e O
fficiis M

inistrorum

』
と
呼
ば
れ
る
著
作
の
中
で
自
ら
の
徳
論

を
展
開
し
て
い
る
が
、
同
書
の
徳
論
は
、
基
本
的
に
前
一
世
紀
の
ラ
テ
ン

著
述
家
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
てD

e O
fficiis

』
に
従
っ
て
い
る
。

　

キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
て
』
は
、
前
二
世
紀
の
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者

パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
の
同
名
の
著
作
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
為

キ
ケ
ロ
の
徳
理
解
は
極
め
て
ス
ト
ア
的
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
我
々

が
自
然
を
導
き
手
と
す
る
時
、
す
な
わ
ち
理
性
的
存
在
と
し
て
、
衝
動

（appetitus

）
を
理
性
（ratio

）
に
従
属
さ
せ
る
そ
の
時
に
│
│
そ
れ

は
ま
た
パ
ト
ス
の
抑
制
を
意
味
す
る
│
│
諸
徳
が
生
じ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
徳
を
ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
か
と
い
う
点
で
は
、

キ
ケ
ロ
と
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
は
異
な
る
。
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
は
諸
徳
を
理

論
的
な
も
の
と
実
践
的
な
も
の
と
の
二
つ
に
分
類
し
た
と
さ
れ
る
が
、
キ

ケ
ロ
は
こ
の
分
類
を
意
図
的
に
無
視
し
、
諸
徳
を
「
真
理
の
認
識
と
運

用
」
に
関
わ
る
も
の
、「
社
会
関
係
の
維
持
」
に
関
わ
る
も
の
、「
魂
の
高

潔
さ
や
堅
固
さ
」
に
関
わ
る
も
の
、「
あ
ら
ゆ
る
行
為
と
言
動
に
つ
い
て

の
秩
序
と
限
度
」
に
関
わ
る
も
の
の
四
つ
に
分
類
す
る
（Cic. O

ff. 1. 
15

）。
こ
れ
ら
四
つ
の
類
に
つ
い
て
、『
義
務
に
つ
い
て
』
の
中
で
は
特

別
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
別
の
著
作
『
発
想
論D

e Inven-
tione

』
の
中
で
キ
ケ
ロ
は
賢
慮
（prudentia

）、
節
制
（tem

peran-
tia

）、
勇
気
（fortitudo

）、
正
義
（justitia

）
の
四
つ
を
類
と
し
、
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
の
徳
目
を
下
属
さ
せ
て
い
る
（Cic. Inv. 2. 159-

165

）。

　

徳
が
い
く
つ
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
メ
ノ
ン
』
以

来
、
既
に
長
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
徳
を
知
性
的
徳
と
倫
理
的
徳
と
に
分
け
、
さ

ら
に
同
書
第
二
巻
七
章
で
は
一
二
（
そ
の
後
に
論
じ
ら
れ
る
正
義
を
加
え

る
と
一
三
）
の
倫
理
的
徳
目
の
リ
ス
ト
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
パ
ナ
イ

テ
ィ
オ
ス
は
上
述
の
二
分
法
を
提
示
し
て
い
る
が
、
諸
徳
を
ど
の
よ
う
に

分
類
す
る
か
に
つ
い
て
、
ス
ト
ア
派
の
間
で
は
必
ず
し
も
見
解
の
一
致
が

見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
報
告
し

て
お
り
、
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
に
よ
る
二
分
法
以
外
に
も
、
徳
を
言
論
に
関

す
る
も
の
と
自
然
学
に
関
す
る
も
の
と
倫
理
学
に
関
す
る
も
の
と
に
分
け

る
三
分
法
や
、
四
分
法
、
あ
る
い
は
無
数
の
徳
目
を
立
て
る
と
い
っ
た

様
々
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

第
二
部
会
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吹
き
に
よ
っ
て
吹
き
入
れ
た
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
、
さ
ら
に
「
神
の
こ

の
息
吹
と
は
、
魂
の
理
性
を
意
味
し
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の

同
じ
箇
所
は
、
二
一
九
節
と
三
〇
〇
節
で
も
人
間
の
魂
の
問
題
に
関
連
し

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
三
二
節
で
は
、
ア
イ
テ
ー
ル
に
属
す
る
ダ

イ
モ
ー
ン
を
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
「
聖
な
る
天
使
」
と
呼
ん
だ
と
言
わ
れ
る
。

一
七
一
節
に
は
、
運
命
論
に
対
し
て
人
間
の
自
由
意
志
の
存
在
を
擁
護
す

る
文
脈
で
、
神
に
よ
る
予
言
・
神
託
の
例
と
し
て
、『
申
命
記
』
に
基
づ

く
記
述
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
夢
に
関
す
る
論
考
の
最
後
二
五
六
節
で
は
、

夢
に
は
複
数
の
種
類
が
あ
る
と
す
る
点
で
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
の
哲
学
は
プ
ラ

ト
ン
の
学
説
に
一
致
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

質
料
に
関
す
る
論
考
の
中
で
は
、
質
料
を
生
じ
た
も
の
と
す
る
説
と
し

て
、『
創
世
記
』
の
天
地
創
造
の
記
述
の
解
釈
が
、
か
な
り
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
二
七
六
節
で
は
、『
創
世
記
』
冒
頭
の
「
始
め
に
神

は
天
と
地
を
創
っ
た
。
地
は
見
え
る
も
の
で
も
形
あ
る
も
の
で
も
な
か
っ

た
」
と
い
う
箇
所
に
関
し
て
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
を
含
む
四
種
類
の
翻
訳
が
引

用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
始
め
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
問
題
に
さ
れ
、

「
始
め
」
は
時
間
的
な
意
味
で
は
な
い
こ
と
、
万
物
の
「
始
ま
り
」
は
神

の
知
恵
で
あ
る
こ
と
が
、『
箴
言
』
と
『
シ
ラ
書
』
を
引
用
し
な
が
ら
論

じ
ら
れ
る
。
本
節
と
次
節
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
失
わ
れ
た
『「
創
世
記
」
註

解
』
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
七
七
節
か
ら
は
、
神
が
始
め
に

創
っ
た
と
さ
れ
る
天
と
地
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
問

題
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
今
あ
る
よ
う
な
天
と
地
よ
り
も
「
も
っ
と
古

く
て
、
感
覚
よ
り
も
む
し
ろ
知
性
で
捉
え
る
べ
き
別
の
も
の
で
あ
る
」
と

言
わ
れ
る
。
続
く
二
七
八
節
で
は
、
原
初
の
天
と
地
と
は
、
今
あ
る
天
と

地
の
イ
デ
ア
で
あ
る
と
い
う
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
フ
ィ
ロ
ン
の
説
が

　

こ
の
よ
う
に
種
々
の
分
類
が
存
在
す
る
中
で
、
キ
ケ
ロ
は
賢
慮
、
正
義
、

勇
気
、
節
制
の
四
つ
の
徳
を
類
と
し
、
そ
の
下
に
下
位
の
諸
徳
を
配
置
す

る
。
こ
れ
は
キ
ケ
ロ
の
徳
論
を
、
ま
た
ひ
い
て
は
彼
の
義
務
論
を
大
き
く

特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
拡
大
を
続
け
る
徳
の
群
れ
を
再
び
プ
ラ
ト
ン

の
伝
統
へ
と
回
帰
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
こ
の
よ
う
な
キ
ケ
ロ
の
徳
論
を
受
容
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
知
恵
の
書
と
の
連
続
性
を
保
ち
な
が
ら
、
徳
に
関
す
る
ス
ト
ア

の
知
的
枠
組
み
を
受
容
す
る
。
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
も
自
然
は
徳

の
教
師
で
あ
り
（cf. A

m
br. O

ff. 1. 78

）、
理
性
に
よ
る
情
念
の
抑
制

（ibid. 1. 97

）
と
い
う
ス
ト
ア
的
倫
理
思
想
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
枢
要
徳
の
概
念
史
を
遡
る
時
、
我
々
は
プ
ラ
ト
ン
的
伝
統
と
共

に
、
こ
の
キ
ケ
ロ
的
ス
ト
ア
的
伝
統
を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
へ
の
言
及

土
屋　

睦
廣

　

本
発
表
で
は
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
プ
ラ
ト
ン
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」

註
解
』
に
お
け
る
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
説
へ
の
言
及
箇
所
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
思
想
的
背
景
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と

し
た
い
。

　

ま
ず
五
五
節
で
は
、
人
間
は
宇
宙
の
魂
と
同
じ
理
性
的
魂
に
与
っ
て
い

る
こ
と
を
確
証
す
る
た
め
に
、『
創
世
記
』
第
二
章
七
節
が
援
用
さ
れ
る
。

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
箇
所
を
、「
神
は
、
人
間
の
身
体
を
大
地
の
一

部
を
取
っ
て
、
そ
の
姿
に
従
っ
て
形
成
し
形
作
っ
た
が
、
生
命
を
天
球
か

ら
そ
れ
に
呼
び
寄
せ
て
、
そ
の
う
え
で
、
そ
の
内
奥
に
息
吹
を
自
ら
の
一
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隣
人
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い

│
│ 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
思
想 

│
│

須
藤　

英
幸

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
思
想
は
、
と
き
お
り
道
具
的
な
幸
福
主
義

と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
愛
の
対
象
を
、「
享
受
」

frui

の
対
象
（
目
的
）
と
「
使
用
」uti

の
対
象
（
手
段
）
と
に
二
分
す

る
（『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』1.4.4

）。
神
（
キ
リ
ス
ト
）
が
明
確
に
享
受

の
対
象
と
み
な
さ
れ
る
一
方
で
、
隣
人
が
ど
ち
ら
の
愛
の
対
象
と
み
な
さ

れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
（1.22.20

）。
本
発
表
で
は
、
貧
し
い
人
々
へ

の
施
し
が
勧
め
ら
れ
る
『
説
教
』
に
注
目
し
て
、
具
体
的
な
教
え
を
通
し

て
明
示
さ
れ
る
彼
の
隣
人
愛
思
想
を
考
察
す
る
。

　

は
じ
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
全
キ
リ
ス
ト
」totus Chris-

tus

と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
は
、

「
頭
」caput

と
し
て
は
天
に
お
ら
れ
る
が
、
彼
の
「
身
体
」corpus

や

「
器
官
」m

em
bra

で
あ
る
教
会
と
し
て
は
地
上
に
留
ま
る
の
で
あ
る

（『
説
教
』133.8

）。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
に
属
す
る
者
は
キ
リ
ス
ト
で

あ
る
と
も
言
え
、
こ
の
点
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
体
で
あ
る
教
会
の
労
苦
を

頭
と
し
て
担
う
こ
と
に
な
る
（『
説
教
』137.2

）。

　

次
に
、
貧
し
い
人
々
と
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
を
分
析
す
る
。『
説
教
』

38.8

で
は
、「
貧
し
い
人
が
窮
す
る
と
き
、
キ
リ
ス
ト
が
窮
し
て
い
る
」

と
述
べ
ら
れ
、
し
か
も
、
他
者
の
心
に
あ
る
善
悪
に
つ
い
て
の
判
断
を
人

間
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
（『
説
教
』359A

.11

）、
す
べ
て
の

貧
し
い
人
々
に
お
い
て
窮
す
る
キ
リ
ス
ト
と
出
会
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
愛
が
具
体
的
な
助
け
る
行
為
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
の

キ
リ
ス
ト
に
は
何
ら
の
不
足
も
存
し
な
い
の
で
、「
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
」

紹
介
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
れ
と
異
な
る
見
解
と
し
て
、「
非
物
体
的
な
本

性
」
が
天
と
呼
ば
れ
、
基
体
と
し
て
の
質
料
が
地
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
解

釈
が
語
ら
れ
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
こ
れ
を
支
持
す
る
。
二
七
八
節
の
最

後
で
は
、
神
に
よ
る
無
か
ら
の
創
造
を
擁
護
す
る
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
自
身
の
立
場
は
、
神
は
無
か
ら
宇
宙
を
創
造
し
た

の
で
は
な
く
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
無
秩
序
な
質
料
に
形
相
を
与
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
宇
宙
を
製
作
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
な
り
の
視
点
か
ら
『
創
世
記
』
の
解
釈
を
か
な
り
立
ち
入
っ

て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
フ
ィ
ロ
ン
や
キ
リ
ス
ト
教
思

想
家
た
ち
が
、『
創
世
記
』
解
釈
と
の
関
連
か
ら
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に

関
心
を
持
っ
た
の
と
は
逆
に
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

解
釈
と
の
関
連
か
ら
『
創
世
記
』
に
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
、
お
そ
ら
く
「
七
十
人
訳
」
の
ギ
リ
シ
ア
語
で
旧

約
聖
書
を
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
に
相
当
な
敬

意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
は
、
五
五
節
で
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
を
「
よ
り
神
聖
で

神
的
な
事
柄
の
把
握
に
お
い
て
よ
り
思
慮
深
い
一
派
の
、
あ
る
秀
で
た
学

説
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学

の
文
脈
の
中
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
ト
ア
派
と
並
べ
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ

思
想
を
も
考
察
に
値
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ル
キ
デ

ィ
ウ
ス
の
思
想
を
考
え
る
う
え
で
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ

る
。
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よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
を
得
る
と
い
う
構
造
が
ま
さ
に
隣
人
愛
に
お
い
て
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
貧
し
い
人
々
を
助
け
る
行
為
に
は
大
き
な
報
い
が
あ
る
と

い
う
視
点
か
ら
は
、
隣
人
が
手
段
的
な
使
用
の
対
象
と
み
な
さ
れ
う
る

が
、
実
際
的
に
は
、
報
い
を
含
む
隣
人
愛
の
構
造
が
キ
リ
ス
ト
と
分
か
ち

が
た
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
隣
人
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
と
出
会
う
と

い
う
意
味
で
、
隣
人
は
単
な
る
使
用
の
対
象
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
直
し
さ
（rectitudo

）
に
つ
い
て

矢
内　

義
顕

　

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
直
し
さ
」（rectitudo

）
は
、
聖
書
に
お
い
て
啓

示
さ
れ
た
、
神
と
被
造
物
（
と
り
わ
け
人
間
）
の
「
真
理
」
と
「
義
」
を
、

「
負
う
・
べ
き
で
あ
る
」（debere

）
の
二
義
性
を
介
し
て
、
統
一
的
に

理
解
す
る
た
め
に
彫
琢
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
彼
の
知
的
な
営
み
に
お
い

て
主
題
化
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
の
修
道
生
活
と
司
牧
生
活
を
律
す
る

中
心
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
直
し
さ
は
、
真
理
、
義
、
選
択
の
自
由
、

原
罪
・
罪
の
定
義
を
構
成
し
、
真
理
お
よ
び
義
と
相
互
に
定
義
し
合
う
と

は
い
え
、
真
理
と
義
の
類
概
念
・
上
位
概
念
で
あ
る
以
上
、
彼
の
著
作
の

中
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
定
義
は
示
さ
れ
ず
、
そ
れ
が
い
か
な
る
事
柄

を
指
示
す
る
概
念
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　

神
は
、
最
高
の
真
理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
最
高
の
真
理
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
神
が
最
高
の
直
し
さ
で
あ
る
こ
と
は
、
神
が
最
高
の
直
し
さ
で

あ
る
と
い
う
以
外
に
い
か
な
る
理
由
も
な
い
。
神
は
そ
の
直
し
さ
を
何
も

の
に
も
負
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
に
お
け
る
直
し
さ
は
、
そ
の
完
全
な

自
己
同
一
性
を
指
示
す
る
概
念
で
あ
る
。
他
方
、
被
造
物
は
そ
れ
ら
の
存

が
窮
す
る
人
々
へ
の
援
助
を
通
し
て
成
就
で
き
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は

「
ご
自
身
の
窮
す
る
人
々
」pauperes suis

の
う
ち
で
飢
え
る
こ
と
を

望
ま
れ
た
の
で
あ
る
（『
説
教
』386.6

）。
こ
の
よ
う
に
、
全
キ
リ
ス
ト

と
い
う
概
念
を
土
台
と
し
て
、「
神
へ
の
愛
」
と
「
隣
人
へ
の
愛
」
が
分

か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、
貧
し
い
人
々
へ
の
援
助
と
報
い
と
の
関
係
を
分
析
す
る
。
窮

す
る
人
々
を
助
け
る
こ
と
は
実
際
的
に
私
財
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、

天
に
積
ま
れ
た
私
財
に
は
「
永
遠
の
命
」
と
い
う
至
福
の
報
い
が
あ
る

（『
説
教
』9.21

）。
そ
し
て
、
窮
す
る
人
々
に
与
え
る
こ
と
こ
そ
、
私
財

を
天
に
移
す
方
法
で
あ
り
（『
説
教
』389.4

）、
こ
の
点
か
ら
、
窮
す
る

人
々
が
私
財
を
天
に
運
ぶ
「
運
搬
人
」laturarius

と
考
え
ら
れ
て
い
る

（『
説
教
』53A

.6, 389.4

）。

　

最
後
に
、
神
へ
の
愛
と
隣
人
へ
の
愛
と
が
含
意
さ
れ
る
「
愛
の
二
つ
の

翼
」
を
考
え
る
。『
説
教
』352.7

で
は
、「
愛
の
二
つ
の
翼
に
よ
っ
て
、

私
は
高
く
上
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
愛
の
二
つ
の
翼
を
満
た
し
な
さ

い
。
隣
人
を
あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

や
は
り
、
こ
こ
で
も
「
神
へ
の
愛
」
が
「
隣
人
へ
の
愛
」
を
通
し
て
成
就

さ
れ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
窮
し
て
い
る
人
々
に
施
す
行
為
が
、「
キ

リ
ス
ト
の
も
の
か
ら
キ
リ
ス
ト
に
与
え
る
」
行
為
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

（『
説
教
』114A
.4

）。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
所
持
す

る
も
の
で
、
神
か
ら
受
け
取
ら
な
か
っ
た
も
の
は
何
も
な
い
。
こ
の
意
味

で
、
神
に
憐
れ
み
を
受
け
た
人
間
が
神
に
感
謝
し
つ
つ
隣
人
を
憐
れ
む
行

為
こ
そ
、「
愛
の
二
つ
の
翼
」
を
満
た
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

報
い
と
し
て
の
永
遠
の
命
が
「
キ
リ
ス
ト
」
ご
自
身
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

（『
説
教
』9.21

）、
キ
リ
ス
ト
の
も
の
か
ら
キ
リ
ス
ト
に
与
え
、
そ
れ
に
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ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
最
後
の
著
作
に
信
仰
と
理
解
そ
し
て
意
志
の
直
し
さ

に
つ
い
て
述
べ
る
一
節
が
あ
る
。
そ
の
箇
所
を
肯
定
的
に
書
き
換
え
る

と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。「
誰
も
、
義
に
よ
ら
な
け
れ
ば
救
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
…
…
直
し
く
信
じ
、
理
解
す
る
こ
と
が
理
性
的
な
被
造
物
に

与
え
ら
れ
た
の
は
、
直
し
く
意
志
す
る
た
め
だ
が
、
そ
の
た
め
に
信
仰
の

直
し
さ
と
理
解
の
直
し
さ
を
用
い
る
。
実
際
、
直
し
い
理
解
に
従
っ
て
、

直
し
く
意
志
す
る
も
の
は
、
直
し
い
理
解
を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
信
仰
が
そ
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
直
し
く

働
く
こ
と
を
信
仰
に
従
っ
て
意
志
す
る
者
は
、
生
き
た
信
仰
を
も
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
る
」（『
自
由
選
択
と
神
の
予
知
、
予
定
お
よ
び
恩
恵
と
の
調

和
』
問
三
・
二
お
よ
び
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
七
八
章
も
参
照
）。
ア
ン
セ

ル
ム
ス
に
お
い
て
、
信
仰
の
理
解
と
い
う
知
的
な
営
み
は
、
信
仰
と
至
福

直
観
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
理
解
の
営
み
は
、
信
じ
る
べ

き
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
す
る
意
志
の
直
し
さ
で
あ
る
義
と
常
に
手
を
携
え

て
、
至
福
直
観
と
い
う
究
極
的
な
目
的
を
志
向
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
し

さ
は
、
彼
の
思
索
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
生
活
の
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
、
修

道
生
活
と
大
司
教
と
し
て
の
司
牧
生
活
に
と
っ
て
中
心
的
な
概
念
な
の
で

あ
る
。

『
二
原
理
の
書
』
に
お
け
る
悪
と
意
志
の
関
係
に
つ
い
て

村
上　
　

寛

　
『
二
原
理
の
書
』
に
限
ら
ず
カ
タ
リ
派
に
お
け
る
最
大
の
思
想
的
特
徴

は
二
元
論
で
あ
る
。
し
か
し
本
発
表
は
そ
の
再
評
価
で
も
論
理
的
妥
当
性

の
再
検
討
で
も
な
く
、
自
由
意
思
が
否
定
さ
れ
る
『
二
原
理
の
書
』
に
お

い
て
、
意
志
と
悪
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

在
の
真
理
・
直
し
さ
の
範
型
を
神
の
言
の
う
ち
に
も
ち
、
創
造
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
の
真
理
・
直
し
さ
を
分
有
し
、
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

被
造
物
は
各
々
の
直
し
さ
を
神
に
負
う
（debere

）
の
で
あ
る
。
そ
し

て
被
造
物
は
、
そ
の
存
在
と
行
為
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
存
在
す
べ
き

（debere
）
も
の
と
し
て
存
在
し
」、「
行
な
う
べ
き
こ
と
を
行
な
う
」
こ

と
で
、
こ
の
範
型
と
の
一
致
を
志
向
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
し
さ
は
、
神

と
被
造
的
な
世
界
と
の
関
係
・
構
造
を
指
示
す
る
と
同
時
に
、
被
造
物
が

遂
行
す
る
自
己
同
一
性
を
指
示
す
る
動
的
な
概
念
で
あ
る
。

　

理
性
的
な
被
造
物
で
あ
る
人
間
は
「
精
神
の
み
に
よ
っ
て
知
覚
可
能
な

直
し
さ
で
あ
る
真
理
」
を
認
識
し
、
意
志
す
べ
き
こ
と
を
意
志
す
る
意
志

の
直
し
さ
に
よ
っ
て
（『
真
理
に
つ
い
て
』
四
章
・
一
一
章
）、
神
の
直
し

さ
に
開
か
れ
、
神
の
直
し
さ
を
志
向
す
る
。
だ
が
、
最
初
の
人
間
が
犯
し

た
罪
の
ゆ
え
に
、
自
然
本
性
的
に
受
け
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
「
あ
る
べ
き

義
の
剥
奪
」
で
あ
る
原
罪
の
ゆ
え
に
（『
処
女
の
懐
胎
と
原
罪
に
つ
い
て
』

二
七
章
）、
意
志
の
直
し
さ
で
あ
る
義
、
す
な
わ
ち
、
神
が
人
間
の
意
志

に
望
む
こ
と
を
、
意
志
す
べ
き
こ
と
と
し
て
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
人
間
は
、
自
己
自
身
そ
し
て
神
と
分
裂
す
る
。
こ
の
た
め
、
受
肉
し

た
神
―
人
（D

eus-hom
o

）
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
義
に
よ
る
償
罪
（sa-

tisfactio

）
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
、
最
初
の
人

間
が
神
か
ら
奪
っ
た
「
栄
誉
」（honor

）、
す
な
わ
ち
、
神
が
要
求
す
る

神
の
意
志
へ
の
服
従
を
、
十
字
架
の
死
に
お
い
て
完
全
に
遂
行
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
が
神
に
支
払
う
べ
き
負
債
（debitum

）
を
償
っ
た
の

で
あ
る
。
人
間
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
義
を
と
お
し
て
、
自
己
自
身
そ
し

て
神
と
の
直
し
い
関
係
を
回
復
し
、
自
己
同
一
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
し
さ
は
救
済
論
的
な
概
念
で
も
あ
る
。



167　　

第２部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

の
三
つ
に
区
別
す
る
。
従
っ
て
、
あ
る
人
間
が
悪
を
為
し
う
る
と
は
、
許

さ
れ
て
存
続
し
て
い
る
悪
の
原
理
を
原
因
と
し
て
悪
を
為
し
う
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
善
を
為
し
う
る
と
は
善
の
原
理
に
秩
序
付
け
ら
れ
た
人
が

善
の
原
理
を
善
因
と
し
て
善
を
為
し
う
る
か
、
も
し
く
は
悪
し
き
原
理
に

秩
序
付
け
ら
れ
て
い
た
人
が
善
の
原
理
の
（
第
二
の
意
味
で
の
）
創
造
に

よ
っ
て
善
に
秩
序
付
け
ら
れ
、
善
を
為
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
意
志
（voluntas

）
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
身
体
的
欲
望
と
し
て
の
意
志
の
場
合
、
身
体
が
悪
の
原
理
に
属
す
る

以
上
、
そ
の
意
志
に
従
う
行
為
は
端
的
に
全
て
悪
で
あ
る
。
節
制
す
る
こ

と
に
関
わ
る
意
志
は
、
非
完
徳
者
と
完
徳
者
と
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
非
完
徳
者
の
場
合
、
善
悪
ど
ち
ら
の
秩
序
下
に
あ
る
の
か
が
未
確

定
で
あ
る
た
め
に
、
抑
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
意
志

は
、
成
否
ど
ち
ら
も
あ
り
え
、
ま
た
そ
れ
で
問
題
が
な
い
。
完
徳
者
の
場

合
、
そ
の
人
が
善
の
原
理
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
が
す
で
に
決
定
的
に
示

さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
、
抑
制
に
失
敗
す
る
こ
と
は
論
理
的
に

あ
り
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
善
き
も
の
が
悪
し
き
も
の
と
な
る
創
造
は

あ
り
え
な
い
た
め
に
、
善
の
原
理
の
支
配
下
に
あ
る
人
の
内
に
悪
の
原
理

に
由
来
す
る
働
き
が
結
果
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
『
二
原
理
の
書
』
は
時
間
的
存
在
で
あ
る
人
間
に
お
け
る
自
由
意
志
の

有
無
は
そ
も
そ
も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
お
そ
ら
く
自
由

意
思
の
否
定
と
い
う
論
証
そ
の
も
の
に
は
失
敗
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自

由
意
志
の
否
定
と
創
造
論
を
時
間
的
存
在
で
あ
る
人
間
に
適
用
し
た
場
合

に
導
か
れ
る
こ
と
は
、
意
志
の
善
悪
に
か
か
わ
ら
ず
行
為
と
し
て
の
結
果

の
み
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
と
意
志
を
巡
る

思
想
が
思
想
史
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
う
る
の
か
、
ま
た
こ

目
的
と
す
る
。

　
『
二
原
理
の
書
』
に
お
け
る
意
志
に
関
す
る
主
張
の
内
、
最
も
目
を
ひ

く
の
が
自
由
意
志
の
否
定
で
あ
る
が
、
ま
ず
著
者
が
自
由
意
志
を
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
理
解
の
特

徴
は
、
一
つ
が
素
朴
な
対
立
項
選
択
能
力
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
も

う
一
つ
が
「
善
悪
い
ず
れ
か
を
為
す
能
力
」
で
は
な
く
、「
善
を
為
す
能

力
」
と
「
悪
を
為
す
能
力
」
と
、
能
力
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
著
者
を
含
め
た
カ
タ
リ
派
が
絶
対
的
因
果
論
を
奉
じ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
も
の
だ
が
、
ラ
ッ
セ
ル
（B. Russel

）
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
あ
る
結
果
に
つ
い
て
厳
密
な
意
味
で
の
直
接
的
な
原
因
を
措
定
す
る

こ
と
は
難
し
い
。

　
『
二
原
理
の
書
』
で
は
、
天
使
の
問
題
と
し
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ

の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
使
は
非
質
料
的
存
在
で
あ
る

た
め
に
偶
有
性
を
持
た
ず
、
無
時
間
的
で
あ
る
た
め
に
、
無
時
間
的
な
次

元
に
お
い
て
は
矛
盾
対
立
す
る
能
力
が
一
つ
の
基
体
の
内
で
は
存
立
出
来

な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
無
時
間
的
領
域
に
お
い
て
は
、

生
じ
う
る
可
能
性
の
あ
る
原
因
は
永
遠
に
お
い
て
必
然
的
に
生
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
天
使
を
中
心
と
し
た
自
由
意
志
の
否
定
は
、
被
造
的
世

界
に
お
け
る
人
間
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
の
著
者
は
罪
と
し
て
の
悪
と
自
然
的
悪
を
区
別
し
て
い
な
い
。

そ
の
上
で
著
者
は
ま
ず
、
善
な
る
神
に
よ
る
創
造
或
い
は
製
作
を（
一
）善

い
も
の
の
本
質
に
何
か
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
、（
二
）悪
し
き
も
の
た

ち
の
本
質
に
善
き
働
き
へ
と
秩
序
付
け
る
た
め
に
何
か
が
付
け
加
え
ら
れ

る
こ
と
、（
三
）悪
で
あ
る
も
の
に
何
ら
か
の
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
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一
者
神
論
で
あ
り
、
一
な
る
神
の
「
一
性
」
の
意
味
す
る
「
不
可
分
性
」

の
観
点
か
ら
は
、
神
は
不
可
分
な
全
体
の
ま
ま
存
在
根
拠
と
し
て
、
多
で

あ
る
被
造
物
に
内
在
す
る
、
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
内
外
の
区
別
な
く

不
可
分
で
あ
る
全
体
と
し
て
の
「
一
」
な
る
も
の
が
複
数
あ
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
以
上
、
こ
の
内
在
は
、
彼
が
語
っ
た
様
に
事
態
と
し
て
は
超
越

と
し
て
の
包
有
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。「
体
が
魂
を
保
有
す
る
の
で

は
な
く
、
魂
が
そ
の
内
に
体
を
保
有
す
る
の
で
あ
る
」（Pr. 17

）。
神
と

被
造
物
の
関
係
に
考
え
合
わ
せ
る
と
、
被
造
物
の
内
に
「
一
な
る
全
体
と

し
て
の
神
」
が
存
在
根
拠
と
し
て
内
在
す
る
と
は
、
逆
に
神
に
よ
っ
て
被

造
物
が
包
み
込
ま
れ
て
い
る
事
態
を
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
は
、
神
の
内
に
一
切
の
被
造
物
が
あ
る
、
と
い
う
「
万
有
内
在
神

論
」（Panentheism

us

）
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の

場
合
の
内
在
は
、
被
造
物
の
側
か
ら
内
在
し
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
当

の
一
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
実
は
内
在
す
る
基
体
で
あ
る
被
造
物
が
包
み

込
ま
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
当
の
一
な
る
も
の
そ
の
も
の
に
内
在
し
て

い
る
と
い
う
あ
る
意
味
二
重
の
内
在
事
態
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
同
説
教

で
は
こ
の
後
、「
今
」（nû

）
と
言
う
時
間
の
最
小
の
う
ち
に
天
地
創
造

の
始
原
か
ら
最
後
の
審
判
の
終
極
迄
の
一
切
の
時
間
が
あ
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
る
。「
万
有
内
在
神
論
」
に
則
り
内
在
さ
れ
る
も
の
「
今
」（nû

）

に
よ
っ
て
内
在
す
る
も
の
「
時
間
」（zît

）
が
包
み
込
ま
れ
る
関
係
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
神
は
無
限
の
球
で
あ
り
、
そ
の
中
心
が
ど
こ
に
で
も
あ
り
、
そ
の
表

面
が
ど
こ
に
も
な
い
」
と
い
う
「
神
の
定
義
２

」
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

Panentheism
us

理
解
に
と
っ
て
は
、
内
に
含
む
一
切
の
も
の
に
無
限

の
場
所
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
同
時
に
場

の
よ
う
な
論
法
の
妥
当
性
や
そ
の
よ
う
な
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
の
価
値

な
ど
に
つ
い
て
論
究
を
進
め
る
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
二
十
四
人
の
哲
学
者
の
書
』
の

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
思
想
へ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て

田
島　

照
久

　

一
二
世
紀
の
西
洋
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
は
、『
二
十
四
人
の
哲
学

者
の
書
』
と
呼
ば
れ
た
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
「
二
十
四
の
神
の
定
義
」
と
そ

の
注
の
写
本
群
が
流
布
し
て
い
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
パ
リ
大
学
神
学

部
の
命
題
集
講
師
時
代
行
な
っ
た
最
初
期
の
「
復
活
祭
説
教
」（
一
二
九

四
年
）
以
来
こ
の
書
を
ラ
テ
ン
語
著
作
や
ド
イ
ツ
語
説
教
で
頻
繁
に
引
用

し
て
い
る
。「
ド
イ
ツ
語
説
教
九
」
で
は
、「
定
義
十
一
、
神
は
存
在
者
の

彼
方
に
あ
り
、
豊
か
さ
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
唯
一
の
者
と
し
て
、
必

然
的
に
あ
り
、
か
つ
満
足
し
て
い
る
」
を
採
り
上
げ
、
被
造
物
は
時
間
や

場
所
を
持
ち
、
神
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
存
在
す
る
限
り
、
神
は
す

べ
て
の
被
造
物
の
内
に
あ
る
、
と
し
た
上
で
、「
神
が
す
べ
て
の
被
造
物

の
内
に
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
そ
れ
ら
を
超
え

て
い
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
を
、
多
の
事
物
の
内
に
お
い
て

一
で
あ
る
も
の
は
必
然
的
に
そ
れ
ら
の
事
物
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る

と
、「
魂
は
そ
の
ま
ま
、
分
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
完
全
な
ま
ま
足
の
内

に
、
あ
る
い
は
目
の
内
に
、
そ
し
て
ど
の
体
の
部
分
に
も
あ
る
」
と
い
う

理
解
を
例
と
し
て
語
る
。『
出
エ
ジ
プ
ト
記
注
解
』（n. 92

）
で
は
、
知

性
的
霊
魂
で
あ
る
実
体
的
形
相
が
、
人
間
で
あ
る
基
体
の
す
べ
て
の
部
分

に
分
割
さ
れ
ず
に
内
在
す
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
彼
の
神
論

は
、
神
は
モ
ナ
ド
（
一
な
る
も
の
）
で
あ
る
と
す
る
「
定
義
一
」
同
様
、



169　　

第２部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

ス
が
行
っ
た
区
別
を
確
認
し
て
お
く
と
、
神
自
身
が
知
る
「
自
体
的
神
学

（theologia in se

）」
と
人
間
が
神
の
啓
示
で
あ
る
聖
書
に
基
づ
い
て
行

な
う
「
わ
れ
わ
れ
の
神
学
（theologia nostra

）」
と
が
区
別
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
知
ら
れ
る
事
柄
と
知
る
主
体
と
の
釣
り
合
い
関
係
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
神
学
」
が
、
い
わ
ゆ
る
「
啓
示
神

学
」
に
相
当
す
る
。
次
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
継
承
す
る
「
形
而
上
学
」

は
、「
あ
る
と
い
う
限
り
で
の
あ
る
も
の
（ens inquantum

 ens

）」
を

対
象
と
す
る
「
一
般
形
而
上
学
（m

etaphysica generalis

）」
と
「
至

高
原
因
／
第
一
動
者
／
第
一
存
在
者
」
と
い
っ
た
特
殊
な
在
り
方
を
す
る

存
在
者
で
あ
る
「
神
」
を
対
象
と
す
る
「
特
殊
形
而
上
学
（m

etaphy-
sica specialis

）」
と
に
区
分
さ
れ
る
が
、
後
者
の
位
置
づ
け
が
、
本
発

表
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

ス
コ
ト
ゥ
ス
は
、
学
問
全
体
を
、【
１

】「
論
証
の
結
論
知
（habitus 

conclusionis dem
onstrationis

）」
と
【
２

】「
多
く
の
知
の
集
合
体

（aggregatio m
ultorum

 habituum

）」
と
に
区
分
す
る
。
ま
た
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
分
析
論
後
書
』
で
の
論
証
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
導
入

す
る
。
そ
れ
は
、
①
「
原
因
か
ら
の
論
証
（dem

onstratio propter 
quid

）」
と
②
「
事
実
か
ら
の
論
証
（dem

onstratio quia

）」
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
両
者
を
組
み
合
わ
せ
て
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
、
神
に
つ
い
て
の

学
問
全
体
が
成
立
す
る
組
み
合
わ
せ
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。【
１

】

に
つ
い
て
は
、
論
証
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
①
原
因
か
ら
の
も
の
と
②

事
実
か
ら
の
も
の
と
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、【
１

】
の
①
に
つ
い
て
は
、

原
因
と
し
て
の
神
自
身
の
本
質
が
知
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
論
証
を
伴
っ

て
神
の
属
性
が
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
天
使
が
も
つ
形
而
上
学
に

充
て
ら
れ
る
。【
１

】
の
②
に
つ
い
て
は
、
人
間
が
感
覚
に
よ
っ
て
知
る

所
の
特
権
性
の
剥
奪
を
も
意
味
す
る
。
無
限
の
中
心
可
能
性
は
そ
れ
ぞ
れ

神
の
全
体
を
顕
わ
す
表
面
を
い
た
る
と
こ
ろ
に
現
出
さ
せ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。「
内
面
へ
の
沈
潜
、
敬
虔
な
祈
り
、
甘
美
な
法
悦
、
あ
る
い
は
神

の
特
殊
な
恩
寵
の
内
に
あ
る
ほ
う
が
、
か
ま
ど
の
火
の
そ
ば
や
、
馬
屋
に

い
る
よ
り
も
、
多
く
の
も
の
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
思
い
違
い
を

す
る
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
、
神
を
と
ら
え
、
そ
の
頭
に
マ
ン
ト
を
か
ぶ
せ

て
腰
か
け
の
下
に
押
し
こ
め
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」（Pr. 5b

）

と
語
ら
れ
、
従
来
の
権
威
的
神
の
場
と
、
そ
こ
で
の
在
り
方
の
特
権
性

が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
現
出
し
て
い
る
神
を
隠
し
て
し
ま
う
行
為
と
し

て
、
剥
奪
さ
れ
る
。「
神
は
、
神
の
内
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
に
お
い
て

全
体
的
に
あ
る
」
と
い
う
「
定
義
三
」
は
、
人
間
は
神
の
像
で
あ
り
、
そ

の
像
に
は
神
全
体
が
写
し
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
彼
の
独
自
の
理
解
と
整

合
的
に
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
「
神
が
全
体
的
に
あ
る
」
こ
と
は
、
子
で
あ

る
権
能
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
と
少
し
も
変
わ
ら
ぬ
神
の
子
が
誕
生
す
る
と

い
う
「
神
の
子
の
誕
生
」
教
説
を
可
能
な
ら
し
め
る
基
礎
を
与
え
て
い

る
。

ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
お
け
る
自
然
神
学
と
形
而
上
学

辻
内　

宣
博

　

ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
（D

uns Scotus

一
二
六
五
／
六
六
―
一

三
〇
八
）
が
、
人
間
の
自
然
本
性
的
理
性
な
い
し
は
合
理
的
な
論
拠
だ
け

を
通
じ
て
神
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
学
問
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
位
置
づ
け
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
素
描
す
る
こ
と
が
、
本

発
表
の
目
的
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、
神
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
る
神
学
に
つ
い
て
、
ス
コ
ト
ゥ
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ら
れ
る
途
は
確
保
さ
れ
る
、
と
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
考
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。

ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
の
知
性
論
に
お
け
る
数
の
概
念

比
留
間
亮
平

　

本
論
は
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
の
数
論
に
つ
い
て
、
特
に
『
ヘ
プ

タ
プ
ル
ス
』
に
お
け
る
天
使
の
本
質
を
「
数num

erus

」
で
あ
る
と
の

説
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
ヘ
プ
タ
プ
ル

ス
』
は
創
世
記
で
語
ら
れ
る
天
地
創
造
の
物
語
を
、
こ
の
地
上
世
界
だ
け

で
な
く
星
辰
界
や
知
性
界
も
含
め
た
諸
世
界
の
創
造
に
つ
い
て
同
時
並
行

的
に
語
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
注
釈
書
で
あ
る
。
本
論
で
は
知
性
論
＝
天

使
論
が
扱
わ
れ
る
第
三
論
を
中
心
に
見
て
い
く
が
、
そ
れ
は
以
下
の
言
葉

で
始
ま
る
。

一
性unitas

に
引
き
続
く
あ
ら
ゆ
る
数num

erus

は
一
性
に
よ

っ
て
完
全
と
な
り
完
成
す
る
。
一
性
は
自
足
し
て
お
り
、
何
か
を
望

む
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
の
豊
か
さ
に
よ
っ
て
満
ち
足
り
て
い
る
が

ゆ
え
、
全
く
単
一
的
で
あ
る
一
性
は
そ
れ
自
身
の
単
一
性
の
中
に
と

ど
ま
り
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
対
し
て
数
は
そ
の
本
性

に
お
い
て
多
的
で
あ
る
が
ゆ
え
、
数
は
一
性
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て

の
み
単
一
的
と
な
る
。

　

こ
こ
で
ピ
コ
は
数
を
一
に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ

こ
に
は
古
代
、
中
世
に
お
け
る
特
殊
な
「
数
」
理
解
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
今
日
の
一
般
的
用
法
と
は
異
な
り
、「
数
」
と
は
二
以
降
の
数
、
特

に
自
然
数
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
は
数
で
は
な
い
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
で
は
「
一
の
本
質
は
数
の
原
理
で
あ
る
こ

事
実
か
ら
論
証
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
人
間
が

も
つ
形
而
上
学
、
す
な
わ
ち
、
自
然
神
学
と
し
て
の
特
殊
形
而
上
学
に
充

て
ら
れ
る
。【
２

】
に
つ
い
て
は
、﹇
ａ
﹈
神
に
つ
い
て
の
結
論
知
の
集
合

体
と
﹇
ｂ
﹈
神
と
神
の
属
性
の
結
論
知
と
原
理
の
集
合
体
と
に
区
別
さ
れ

る
。﹇
ａ
﹈
は
、
ま
さ
に
神
そ
の
も
の
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
知
の
集

合
体
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
は
神
が
も
つ
形
而
上
学
に
充
て
ら
れ
る
。﹇
ｂ
﹈

は
、
さ
ら
に
、
①
「
原
因
か
ら
知
ら
れ
る
」
の
か
、
②
「
事
実
か
ら
知

ら
れ
る
」
の
か
と
い
う
下
位
区
分
が
導
入
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、【
２

】

﹇
ｂ
﹈
①
は
、
神
自
身
の
本
質
を
原
因
と
し
て
知
ら
れ
る
属
性
の
集
合
体

で
あ
る
た
め
、
神
が
も
つ
形
而
上
学
に
充
て
ら
れ
る
が
、【
２

】﹇
ｂ
﹈
②

は
、
人
間
の
感
覚
経
験
の
事
実
に
基
づ
く
た
め
、
人
間
が
も
つ
形
而
上

学
、
す
な
わ
ち
、
自
然
神
学
と
し
て
の
特
殊
形
而
上
学
に
充
て
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
素
描
さ
れ
た
自
然
神
学
と
し
て
の
「
特
殊
形
而
上
学
」

と
「
一
般
形
而
上
学
」
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
、
最
後
に

吟
味
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
学
問
が
何
か
ら
始
ま
る
か
と
い
う
「
起
源
の
優

先
性
（prioritas originis

）」
に
関
し
て
は
、
た
し
か
に
「
一
般
形
而

上
学
」
が
先
で
あ
る
が
、「
概
念
の
優
先
性
（prioritas intentionis

）」

に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
先
後
関
係
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
特
殊
な

存
在
者
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
的
前
提
と
し
て
「
あ
る
と
い

う
限
り
で
の
あ
る
も
の
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、「
あ
る
と

い
う
限
り
で
の
あ
る
も
の
」
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
特
殊
な
存
在
者
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
両
者
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
、

両
者
を
い
わ
ば
一
体
化
さ
せ
る
形
で
行
わ
な
け
れ
ば
、「
特
殊
形
而
上
学
」

は
完
全
な
学
問
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の
自
然
本
性

的
理
性
な
い
し
は
合
理
的
根
拠
だ
け
を
通
じ
て
、
神
の
存
在
や
属
性
が
知
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ピ
コ
の
以
下
の
よ
う
な
言
葉
も
、「
数
」
を
存
在
の
よ
り
本
質
的
な
属
性

と
捉
え
る
彼
の
立
場
を
証
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

知
性
的
な
本
性
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
我
々
は
数
的
に
秩
序

付
け
ら
れ
た
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
こ
の

こ
と
か
ら
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
す
べ
て
の
も
の
の
原
理
だ
と
語
っ
た
数

と
は
何
で
あ
る
の
か
が
理
解
さ
れ
る
。

ア
ン
ド
レ
ー
エ
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
』
の
理
想
と
現
実

シ
ュ
ル
ー
タ
ー
智
子

　

十
七
世
紀
ド
イ
ツ
で
活
動
し
た
ル
タ
ー
派
の
牧
師
Ｊ
・
Ｖ
・
ア
ン
ド
レ

ー
エ
の
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
』
は
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
に
端
を
発
す

る
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
の
系
譜
に
お
い
て
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
『
太
陽
の

都
』、
ベ
ー
コ
ン
の
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』
に
並
ぶ
古
典
的
作

品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ア
ン
ド
レ
ー
エ
が
こ
の
作
品
を
執
筆
し
た
直
接

的
な
理
由
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
契
機
、
す
な
わ
ち
、
薔
薇
十

字
運
動
と
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
『
太
陽
の
都
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ン
ド
レ
ー
エ
が
若
き
日
に
友
人
た
ち
と
起
草
し
、
そ
の
後
一
六
一
四
年

か
ら
匿
名
で
出
版
さ
れ
た
薔
薇
十
字
文
書
は
、
ド
イ
ツ
と
周
辺
諸
国
に
熱

狂
と
批
判
の
渦
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
同
年
に
漸
く
牧
師
と
し
て
の
職
を

得
た
ア
ン
ド
レ
ー
エ
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
出
版
は
不
本
意
で
あ
り
、
薔

薇
十
字
運
動
へ
の
関
与
を
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
』
に
よ
り
払
拭
し

た
い
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
獄
中
の
カ

ン
パ
ネ
ッ
ラ
か
ら
原
稿
を
受
け
取
っ
た
友
人
を
通
じ
て
、
出
版
前
の
『
太

陽
の
都
』
を
読
む
機
会
を
得
て
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
触
れ

た
こ
と
も
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
に
ル
タ
ー
派
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
構
想
さ
せ

と
」
で
あ
り
、
逆
に
「
数
と
は
一
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
多
さ
」
で
あ
る
と

の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
そ
れ
自
体
は
数
で
は
な
く
、
数
の
尺
度
、

数
の
単
位
、
ま
た
数
の
原
理
な
の
で
あ
る
。

　

ピ
コ
は
先
に
述
べ
ら
れ
た
一
と
数
の
関
係
を
、「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
者

の
習
慣
に
な
ら
い
」、
神
的
な
事
柄
に
適
用
す
る
旨
を
述
べ
る
。
神
こ
そ

は
ま
さ
に
他
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
に
よ
っ
て
存
在
し
、
自

ら
に
よ
っ
て
知
る
と
こ
ろ
の
「
一
」
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
天

使
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

天
使
は
一
性
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
彼
は
神

で
あ
る
と
か
、
多
く
の
神
が
存
在
す
る
と
か
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
で
は
一
性
で
な
い

と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
？　

天
使
に
残
さ
れ
て
い
る
の

は
、
そ
れ
が
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
数
は
多
的

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
不
完
全
で
あ
る
が
、
一
的
で
あ
る
限
り
に
お

い
て
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
使
に
お
け
る
不
完
全
性
は
天
使

に
お
け
る
多
性
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
天
使
に
お
け
る
完

全
性
は
神
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
一
性
の
分
有
に
帰
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

　

数
は
二
、
三
、
四
と
連
続
的
に
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
「
多
」
的
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
一
を
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
つ
ま

り
二
＝
二
×
一
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
「
一
」
的
で
あ
る
。
こ
の
一
と
数

の
関
係
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
神
と
天
使
の
関
係
に
引
き
う
つ
さ
れ
、
天

使
＝
数
と
な
る
。
一
般
的
に
言
わ
れ
る
の
と
同
様
、
ピ
コ
に
お
い
て
も
天

使
に
対
し
て
は
知
性
的
と
か
永
遠
的
と
か
不
可
視
的
と
い
っ
た
形
容
が
さ

れ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
天
使
は
ま
ず
「
数
的
」
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
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考
に
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

な
お
、
本
作
品
で
描
か
れ
る
理
想
的
キ
リ
ス
ト
教
を
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
宗
教
思
想
史
に
位
置
づ
け
る
う
え
で
、
今
後
の
手
が
か
り
と
な
る
の

は
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
が
本
書
の
冒
頭
で
献
辞
を
さ
さ
げ
る
相
手
、
ヨ
ハ

ン
・
ア
ル
ン
ト
の
思
想
で
あ
る
。
ア
ル
ン
ト
は
神
秘
主
義
的
な
神
学
思
想

を
展
開
し
、
敬
虔
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
る
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
に
も
影
響
を

与
え
た
人
物
だ
が
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
は
ア
ル
ン
ト
の
著
作
に
心
酔
し
、
後

の
著
作
で
は
、
異
端
を
疑
わ
れ
が
ち
な
ア
ル
ン
ト
の
神
学
を
擁
護
し
て
も

い
る
。

　

ま
た
、
本
作
品
の
冒
頭
に
あ
る
読
者
へ
の
挨
拶
で
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
批
判
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
自
身
が
属
す
る
ル
タ
ー
派

の
混
乱
、
薔
薇
十
字
運
動
へ
の
嫌
悪
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
が
書

か
れ
た
当
時
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
が
直
面
し
て
い
た
宗
教
的
状
況
を
示
唆
し

て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
本
作
品
に
お
い
て
も
、
読
者
に
ク
リ
ス
テ
ィ
ア

ノ
ポ
リ
ス
へ
の
出
発
を
誘
う
言
葉
、
数
字
や
空
間
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
、
錬

金
術
や
占
星
術
の
位
置
づ
け
な
ど
、
い
わ
ば
薔
薇
十
字
的
な
要
素
や
言
い

回
し
が
散
見
さ
れ
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら

な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
神
学
と
自
然
学

大
野　

岳
史

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
神
を
自
然
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

だ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
自
然
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
自
然
学
は
神

学
と
呼
ば
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、『
神
学
政
治
論
』
第
四

章
で
主
題
化
さ
れ
た
「
神
の
法
」
を
中
心
に
検
討
し
た
。

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
で
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
は
こ
の
作
品
で
い
か
な

る
社
会
を
理
想
と
し
て
描
き
、
そ
の
理
想
の
手
前
に
は
ど
の
よ
う
な
現
実

が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
か
。

　

全
部
で
百
章
か
ら
な
る
本
作
品
は
、
主
人
公
の
「
私
」
が
「
空
想
の

船
」
に
乗
り
「
学
問
の
海
」
へ
と
航
海
に
出
た
後
、
難
破
し
て
あ
る
島
に

漂
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
島
の
都
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
で

「
私
」
は
三
人
の
門
番
か
ら
試
験
を
受
け
た
後
、
三
人
の
従
者
を
従
え
て

街
に
入
る
。
中
心
に
塔
を
持
つ
正
方
形
の
街
は
、
外
側
に
農
業
と
手
工
業

の
区
画
お
よ
び
市
民
の
住
居
が
あ
り
、
内
側
に
は
政
治
・
教
育
・
宗
教
の

た
め
の
施
設
が
あ
る
。
職
人
た
ち
も
皆
教
育
を
受
け
、
学
識
を
備
え
て
い

る
こ
の
都
で
は
、
宗
教
、
司
法
、
学
問
の
各
管
轄
を
三
人
の
統
治
者
が
担

当
す
る
三
頭
政
治
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
作
品
で
特
に
重
点
的
に
描
か
れ

る
の
は
、
教
育
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
市
民
の
子
供
は
男
女
と
も
に
六

歳
に
な
る
と
全
寮
制
の
学
校
に
入
り
、
八
つ
の
講
堂
に
お
い
て
三
段
階
の

教
育
を
受
け
る
と
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
詳
述
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
街
の
観

察
を
終
え
た
主
人
公
が
、
宰
相
に
別
れ
を
告
げ
て
、
物
語
は
終
わ
る
。

　

本
作
品
の
舞
台
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
は
、
優
れ
た
社
会
規
範
、
神

学
を
頂
点
と
す
る
学
問
、
そ
し
て
経
験
と
祈
り
を
重
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教

を
基
盤
と
し
て
お
り
、
市
民
の
生
活
と
活
動
、
政
治
の
す
べ
て
が
、
神
を

目
指
す
理
想
的
な
社
会
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
世
俗
社
会
で

は
、
人
々
が
神
に
目
を
向
け
ず
、
神
学
者
は
世
俗
的
な
欲
に
ま
み
れ
、
学

者
は
詭
弁
を
弄
し
、
社
会
の
道
徳
は
乱
れ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
が
、
当

然
な
が
ら
そ
れ
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
を
取
り
巻
く
現
実
の
社
会
に
対
す
る

批
判
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
の
社
会
規
範
に

関
す
る
部
分
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
が
旅
行
で
滞
在
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
参
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可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
神
の
取
り
決
め
を
神
の
法
と
看
做
し
て
い
る
が
、
第

四
章
で
提
示
さ
れ
る
神
の
法
は
神
を
正
し
く
認
識
し
愛
す
る
仕
方
の
み
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
第
三
章
で
自
然
の
秩

序
と
神
の
取
り
決
め
を
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
神
の
法
で

あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
神
の
法
を
二
つ
に
分
け
る
た
め
に
は
、
神
の
取

り
決
め
を
神
の
法
と
看
做
す
だ
け
の
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
世
間
一
般
で
用
い
ら
れ
る
法
、
す
な
わ
ち

ひ
と
が
自
分
や
他
人
に
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
課
す
生
き
方
を
、
人
間

の
法
と
神
の
法
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
ひ
と
が
ひ
と
に
何
ら
か

の
目
的
で
課
す
の
だ
が
、
も
し
端
的
に
解
さ
れ
た
法
に
属
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
ひ
と
び
と
の
合
意
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
法
と

神
の
法
の
説
明
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
ひ
と
び
と
の
合
意
に
つ
い
て
は

ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
に
よ

る
神
の
法
と
端
的
に
解
さ
れ
た
法
の
対
応
に
つ
い
て
の
論
拠
は
、
不
十
分

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
神
の
法
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
注
意
す
る
な
ら
、

神
の
法
は
本
性
の
必
然
性
に
依
存
す
る
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の

生
き
方
の
み
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
、
神
学
の
諸
問
題
は
自
然
学
で
は
な
く
倫
理
学
に
属
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
神
の
法
を
神
の
命
令
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
こ
の
と

き
の
神
は
「
わ
た
し
た
ち
の
精
神
の
内
に
存
在
す
る
限
り
の
神
自
身
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
神
の
法
は
人
間
精
神
に
基
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ

ザ
に
お
い
て
神
の
法
を
対
象
と
す
る
学
と
自
然
の
法
を
対
象
と
す
る
学
が

同
一
視
さ
れ
る
の
は
、
神
の
法
と
い
う
言
葉
を
人
間
の
生
き
方
だ
け
で
な

　
『
神
学
政
治
論
』
第
四
章
で
、
は
じ
め
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
端
的
に
解
さ
れ

た
法
を
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
法
と
は
、
す
べ
て
の
個
体
に
共
通
の
点

で
、
あ
る
い
は
同
種
の
い
く
つ
か
の
個
体
だ
け
に
共
通
の
点
で
、
そ
れ
ら

の
個
体
が
従
っ
て
い
る
は
ず
の
何
か
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
法
は
、
本

性
の
必
然
性
に
依
存
す
る
法
と
ひ
と
び
と
の
合
意
に
依
存
す
る
法
に
分
け

ら
れ
る
。
前
者
は
も
の
の
本
性
な
い
し
定
義
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
も

の
で
あ
り
、
物
体
の
本
性
か
ら
帰
結
す
る
法
則
が
例
示
さ
れ
、
後
者
は
人

間
が
何
ら
か
の
理
由
で
自
分
と
他
人
に
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
も
自

然
の
一
部
で
あ
る
た
め
、
ひ
と
び
と
の
合
意
に
依
存
す
る
法
も
本
性
の
必

然
性
に
依
存
す
る
法
で
は
あ
る
が
、
本
性
の
必
然
性
は
一
般
的
な
事
柄
を

説
明
す
る
が
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
説
明
し
な
い
た
め
、
人
間
的
な

事
柄
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
す
る
ひ
と
び
と
の
合
意
に
依
存
す
る
法
が

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ロ
ナ
ル
ド
・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
分
類
が
、
神
の
法

に
も
適
用
で
き
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
性
の
必
然
性
に
依

存
す
る
法
は
神
の
導
き
な
い
し
取
り
決
め
に
対
応
し
、
ひ
と
び
と
の
合
意

に
依
存
す
る
法
が
神
を
正
し
く
認
識
し
愛
す
る
生
き
方
と
し
て
の
法
に
対

応
す
る
。
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
こ
れ
ら
二
つ
の
神
の
法
が
二
つ
の
仕
方
で
調

和
す
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
生
き
方
と
し
て

の
神
の
法
と
一
致
す
る
行
為
も
含
め
、
神
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
命
じ
ら

れ
て
い
る
。
第
二
に
、
人
間
は
世
界
を
本
性
の
必
然
性
に
よ
る
神
の
法
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り

で
、
生
き
方
と
し
て
の
神
の
法
に
従
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
神
を
自
然
か
ら
分

離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
自
然
の
正
し
い
理
解
が
神
を
正
し

く
認
識
す
る
こ
と
に
直
結
し
、
そ
う
し
た
神
を
認
識
し
愛
す
る
生
き
方
が



　　174

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第２部会

様
式
」、（
Ｃ
）「
世
界
の
状
態
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
教

義
学
が
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
自
己
意
識
の
叙
述
・
分
析
で
あ
る
以
上
、

「
人
間
の
状
態
の
叙
述
」
が
中
心
を
な
す
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己

意
識
は
同
時
に
、
自
己
を
規
定
す
る
他
者
の
意
識
と
も
結
び
つ
い
て
お

り
、
神
と
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
も
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ

の
二
種
類
の
系
列
を
縦
の
線
と
横
の
線
と
し
て
掛
け
合
わ
せ
る
と
、
３

×

３

の
合
計
９

の
固
有
の
主
題
か
ら
な
る
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
が
示
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
枡
目
に
固
有
の
ト
ピ
ッ
ク
が
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

か
か
る
図
式
に
従
っ
て
、『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
』
は
第
一
版
も
第
二
版

も
、
序
論
、
第
一
部
、
第
二
部
（
第
一
面
―
罪
の
意
識
の
展
開
）、
第
二

部
（
第
二
面
―
恩
恵
の
意
識
の
展
開
）
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
リ
ュ
ッ
ケ
宛
の
書
簡
で
告
白
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ

ハ
ー
は
、
自
分
の
本
来
的
意
図
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
第
二
部

か
ら
初
め
て
第
一
部
で
終
わ
る
と
い
う
逆
の
順
序
に
す
べ
き
か
、
最
後
ま

で
迷
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
「
い
っ
さ
い
が
ナ
ザ
レ

の
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
贖
罪
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
よ
う
な
、

敬
虔
の
目
的
論
的
方
向
に
属
す
る
唯
一
神
教
的
信
仰
方
法
と
定
義
す
る
彼

に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
自
己
意
識
の
分
析
と
し
て
教
義
学
を
展

開
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
的
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
罪
を

扱
う
贖
罪
論
（
救
済
論
）
か
ら
始
め
て
、
そ
の
あ
と
で
創
造
論
に
至
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
の
代
案
が
、
ど
う
し
て
も
彼
の
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
お
れ
ば
、
哲
学
的
思
弁
の
混
入
や
ス
ピ
ノ

ザ
主
義
的
汎
神
論
の
嫌
疑
も
か
け
ら
れ
ず
に
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う

し
な
か
っ
た
一
番
の
理
由
は
、「
ア
ン
テ
ィ
・
ク
リ
マ
ク
ス
と
い
う
例
の

形
式
に
対
す
る
非
常
に
強
烈
な
嫌
悪
感
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
序
論
か
ら

く
、
本
性
の
必
然
性
に
基
づ
く
す
べ
て
の
事
柄
に
適
用
す
る
場
合
か
、
あ

る
い
は
自
然
法
則
の
適
用
範
囲
を
物
理
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
心
理
的
な

も
の
に
ま
で
拡
張
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
』
に
つ
い
て
の
一
考
察

安
酸　

敏
眞

　

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
』
に
よ
っ
て
、
真
に
近

代
的
な
形
態
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
境
地
を
切
り
開
い
た
。
彼
は
従
来
の

教
義
学
の
よ
う
に
、
聖
書
や
信
条
書
の
論
題
を
詳
述
す
る
の
で
は
な
く
、

福
音
主
義
キ
リ
ス
ト
教
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
「
敬
虔
な
自
己
意
識
」

（das from
m
e Selbstbew

ußtsein
）
に
含
ま
れ
る
内
実
を
教
義
学
的

命
題
へ
と
仕
立
て
、
そ
れ
を
体
系
的
に
配
列
し
論
述
し
よ
う
と
試
み
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
「
教
義
学
」
よ
り
も
「
信
仰
論
」（Glaubensleh-

re

）
と
呼
ば
れ
る
方
が
相
応
し
い
。

　
『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
』
第
一
版
は
、
そ
の
斬
新
な
構
想
と
内
容
ゆ
え
に
、

多
方
面
か
ら
大
き
な
批
判
を
惹
き
起
こ
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
教
義
学
的

命
題
は
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
自
己
意
識
を
言
語
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
自
己
意
識
は
、
対
立
の
契
機
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
な
い
も
の
と
、
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
は

罪
の
意
識
が
前
面
に
出
て
く
る
も
の
と
、
恩
恵
の
意
識
が
前
面
に
出
て
く

る
も
の
と
に
細
分
さ
れ
る
の
で
、
教
義
学
的
命
題
は
、（
一
）罪
と
恩
恵
の

対
立
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、（
二
）罪
と
恩
恵
の
対
立
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
罪
の
意
識
の
展
開
、（
三
）罪
と
恩
恵
の
対
立
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
恩
恵
の
意
識
の
展
開
、
の
三
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
他
方
、

教
義
的
命
題
は
（
Ａ
）「
人
間
の
生
の
状
態
」、（
Ｂ
）「
神
の
属
性
と
行
動
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（m
it

）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
、
道
徳

的
行
為
と
は
他
者
の
苦
し
み
を
認
識
し
、
そ
れ
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
行

為
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
他
者
の
苦
し
み
の
認
識
」
が
、「
共
苦
」
で

あ
る
。
共
苦
と
い
う
こ
の
「
認
識
」
は
し
か
し
、
普
通
の
「
認
識
」
で
は

な
く
、「
直
覚
的
（intuitiv

）」
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
そ
れ
は
、
共
苦
が
「
個
体
化
の
原
理
を
見
破
る

こ
と
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
間
時
間
因
果
律
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
こ
の
表
象
世
界
を
超
え
て
、
物
自
体
で
あ
る
一
な
る
意
志
に
目

を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
他
者
は
（
実
は
）
私
と
同
じ
意
志
で
あ
り
、
他

者
の
苦
し
み
は
（
実
は
）
そ
の
ま
ま
私
の
苦
し
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
共
苦

の
形
而
上
学
的
な
基
礎
な
の
で
あ
る
。

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
共
苦
を
も
た
ら
す
「
個
体
化
の
原

理
の
見
破
り
」
に
は
、「
程
度
」
が
存
在
す
る
。
共
苦
の
程
度
が
最
高
度

に
達
す
る
と
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
自
分
の
苦
し
み
と
し
て
感

受
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
決
定
的
な
「
移
行
」
が
起
こ
り
、
世
界
へ

の
嫌
悪
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
の
事
態
を

「
徳
か
ら
禁
欲
的
苦
行
へ
の
移
行
」
と
特
徴
づ
け
る
。
意
志
の
否
定
は
結

果
と
し
て
禁
欲
的
苦
行
を
帰
結
す
る
か
ら
だ
。
意
志
の
否
定
に
到
達
し
た

者
は
、
自
ら
進
ん
で
苦
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
そ

の
者
は
「
内
的
な
喜
悦
と
真
の
天
上
の
安
寧
に
満
ち
た
」
状
態
へ
と
至

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
共
苦
か
ら
意
志
の
否
定
へ
の
「
移
行
」

で
あ
る
。

　

こ
の
「
移
行
」
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
る
。
ま
ず
、（
一
）共
苦
の
「
程

度
」
が
最
高
度
に
ま
で
高
ま
り
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
自
分
が

背
負
う
と
い
う
地
点
ま
で
至
り
、
次
い
で
、（
二
）そ
の
共
苦
に
よ
る
直
覚

本
論
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
を
考
え
る
と
、
現
行
の
順
序
の
方
が
良
い
と

判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
よ
れ
ば
、
序
論
は
教
義
学
そ
の
も
の
の
「
完
全

に
外
に
あ
る
暫
定
的
な
方
向
づ
け
と
し
て
の
み
意
図
さ
れ
た
」
も
の
で
あ

り
、
本
論
の
第
一
部
も
「
本
体
そ
の
も
の
に
属
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し

そ
れ
は
入
口
な
い
し
玄
関
の
間
と
し
て
属
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
も
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
暫
定
的
方
向
づ
け
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
序
論

が
、「
本
来
の
中
心
的
事
項
」
あ
る
い
は
「
全
体
の
正
真
正
銘
の
核
心
」

と
誤
解
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
彼
の
教
義
学
は
実
際
に
は
哲
学
で
あ
る
と
の
批

判
が
生
じ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
ス
ピ
ノ
ザ
的
汎
神
論
を
嗅
ぎ
つ
け
、

厳
し
く
糾
弾
し
た
り
す
る
者
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
』
は
序
論
や
第
一
部
に
力
点
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
第
二
部
こ
そ
が
真
の
核
心
で
あ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
も

そ
の
点
に
留
意
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
倫
理
学
と
救
済
論

竹
内　

綱
史

　

本
発
表
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
倫
理
学
と
救
済
論
の

繋
が
り
に
つ
い
て
考
え
た
。
主
著
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
で
語
ら
れ
る
、
共
苦
〔
同
情
（M

itleid

）〕
倫
理
学

か
ら
「
意
志
の
否
定
」
と
呼
ば
れ
る
救
済
へ
の
道
行
き
は
さ
ま
ざ
ま
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
共
苦
か
ら
意
志
の
否
定
へ
の
「
移
行
」、

言
い
換
え
る
と
、
倫
理
の
次
元
か
ら
宗
教
の
次
元
へ
の
「
移
行
」
が
、
ど

の
よ
う
に
果
た
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
。

　

共
苦
と
は
、
他
者
の
苦
し
み
（Leid

）
を
見
て
そ
の
苦
し
み
を
共
に
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こ
れ
ら
の
ど
の
パ
タ
ー
ン
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
読
む
べ
き
か

は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
「
わ
た
し
の
最
も
孤
独
な
放
浪
」
に
つ
い
て

中
路　

正
恒

１

．
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
中
に
は
「
最
も
孤
独
な
」（einsam

st

）
の
語

が
二
十
回
表
れ
る
。
そ
れ
は
概
ね
『
曙
光
』
以
降
は
彼
の
哲
学
の
核
心
を

な
す
永
遠
回
帰
の
思
想
と
密
接
す
る
仕
方
で
使
わ
れ
る
。『
曙
光
』
91
番

で
は
「
全
知
全
能
で
あ
っ
て
し
か
も
自
分
の
意
図
が
お
の
れ
の
被
造
物
に

よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
少
し
も
配
慮
し
な
い
神
」
は
善
意
を
も
ち

な
が
ら
己
の
意
図
を
明
瞭
に
表
現
（ausdrücken

）
で
き
ぬ
者
と
し
て

「
最
も
孤
独
な
者
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
同
書
423
番
で
は
岩
礁
の
立
つ
海

辺
の
風
景
が
観
察
さ
れ
、
岩
塊
や
岩
礁
は
「
最
も
孤
独
な
」
と
こ
ろ
を
探

し
求
め
て
い
る
よ
う
に
海
の
中
に
つ
き
進
ん
で
ゆ
く
と
描
か
れ
、
そ
の
孤

独
の
本
質
は
「
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。

２

．『FW

』341

と
『Za

』3-1

「
旅
び
と
」
に
お
い
て
は﹇einsam

st

﹈

が
所
有
冠
詞
（m

ein, dein

）
を
冠
し
て
用
い
ら
れ
「
最
高
の
孤
独
」
は

明
示
的
に
み
ず
か
ら
の
体
験
の
連
関
の
中
で
語
ら
れ
る
。
前
者
に
お
い
て

は
「
お
前
の
最
も
孤
独
な
孤
独
」
の
中
に
デ
ー
モ
ン
が
忍
び
込
ん
で
き
て

私
は
「
こ
の
人
生
、
お
前
が
今
生
き
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
人

生
を
、
お
前
は
も
う
一
度
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
無
数
回
に
わ
た
っ
て
生
き

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
啓
示
を
受
け
る
。
こ
の
教
え
は
自
分
が
別
の
時

空
で
別
の
過
去
（
と
未
来
）
を
も
っ
た
生
を
生
き
る
可
能
性
を
遮
断
す
る

が
、
今
後
の
生
に
つ
い
て
の
私
の
決
定
の
自
由
は
手
つ
か
ず
に
残
さ
れ

る
。
こ
の
啓
示
の
真
理
性
に
圧
倒
さ
れ
そ
こ
に
自
ら
を
賭
け
る
と
き
永
遠

的
認
識
が
「
鎮
静
剤
」
と
な
っ
て
、
意
志
の
否
定
が
生
じ
る
。
し
か
し
ど

ち
ら
の
段
階
に
も
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
一
）共
苦
の
全
面

化
に
つ
い
て
は
、
共
苦
が
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
背
負
う
ま
で

「
程
度
」
が
高
ま
る
こ
と
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ

こ
に
は
全
体
を
志
向
す
る
理
性
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ

な
い
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
共

苦
が
直
覚
的
に
世
界
全
体
の
苦
し
み
を
一
挙
に
把
握
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

共
苦
に
「
程
度
」
が
あ
る
と
は
言
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）最
高
度
の
共
苦
が
世
界
へ
の
嫌
悪
を
も
た
ら
す
と
は
、
人
助
け
の
無

際
限
さ
に
対
す
る
絶
望
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
す
べ
て
の
人
を
救

え
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
も
そ
も
人
助
け
は
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
絶
望
」
は
、
欺
瞞

で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
も
し
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
そ
の
よ
う
な
欺
瞞
を
働
い
て
い

る
の
で
は
な
い
の
な
ら
ば
、
共
苦
と
意
志
の
否
定
と
の
関
係
は
、
ど
う
考

え
る
べ
き
な
の
か
。
本
発
表
で
は
最
後
に
六
つ
の
解
釈
パ
タ
ー
ン
を
示
し

た
。
①
意
志
の
否
定
は
「
語
り
得
な
い
」
も
の
で
あ
る
（
宗
教
の
不
可
知

化
）。
②
意
志
の
否
定
は
共
苦
の
範
囲
内
で
あ
る
（
宗
教
の
倫
理
化
）。
③

共
苦
は
意
志
の
否
定
に
向
け
て
の
一
段
階
で
し
か
な
い
（
宗
教
の
た
め
の

倫
理
の
手
段
化
）。
④
意
志
の
否
定
は
共
苦
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
で
良
い
（
宗
教
と
倫
理
の
対
立
）。
⑤
意
志
の
否
定
は
共
苦
の
立
場
と

対
立
す
る
が
、
意
志
の
否
定
に
到
達
し
た
聖
人
は
共
苦
と
意
志
の
否
定
と

の
間
を
常
に
揺
れ
動
く
存
在
で
あ
る
た
め
、
実
際
上
は
反
倫
理
的
と
は
な

ら
な
い
。
⑥
意
志
の
否
定
は
共
苦
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
が
、
共
苦
と
は

別
の
形
で
世
界
を
救
済
す
る
。
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な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
蛇
は
「
最
も
重
た
い
も
の
、
最
も
黒
い
も
の
の
す

べ
て
」
と
し
て
の
生
成
の
全
体
を
表
す
。

５

．Za

の
「
最
も
孤
独
な
放
浪
」
は
い
つ
終
わ
る
の
か
。
形
式
的
に
は

第
四
部
の
終
り
で
獅
子
の
到
来
を
見
る
時
で
あ
る
。
だ
が
思
考
の
肯
定
的

な
本
質
は
牧
人
の
笑
い
を
提
示
し
た
時
に
最
初
の
完
成
を
見
て
い
る
。
そ

し
て
永
遠
回
帰
の
体
験
は
、
私
が
喉
を
蛇
に
領
有
さ
れ
て
言
葉
を
失
い
、

言
表
の
空
間
の
彼
方
に
消
え
、
神
の
死
の
体
験
で
あ
る
「
絶
え
間
の
な
い

落
下
（Stürzen

）」（FW
125

）
を
経
験
し
そ
こ
で
私
を
神
の
ま
な
ざ

し
す
ら
届
か
ぬ
無
と
し
て
把
握
し
、
確
認
し
、
そ
れ
ゆ
え
神
が
死
ん
で
い

る
こ
と
を
確
認
し
、
わ
れ
わ
れ
が
生
成
す
る
万
物
と
と
も
に
果
て
の
な
い

無
の
な
か
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
把
握
す
る
と
き
に
最
も
深
ま
る
。
対
し

て
蛇
の
頭
を
噛
み
切
る
牧
人
の
行
為
は
万
物
が
回
帰
す
る
と
捉
え
る
思
考

を
廃
棄
す
る
。
た
だ
牧
人
の
新
し
い
笑
い
を
わ
が
も
の
と
し
た
者
だ
け
が

ロ
ゴ
ス
を
越
え
て
生
を
活
気
づ
け
る
。

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
カ
ン
ト
論
に
お
け
る
自
由
と
倫
理
の
諸
問
題

岩
井
謙
太
郎

　

本
発
表
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
（A

lbert Schw
eitzer

）

の
『
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
』
に
お
け
る
自
由
と
自
然
の
問
題
を
考
察
し
、

カ
ン
ト
の
悪
論
に
お
け
る
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し

た
。
そ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
以
下
に
要
約
的
に
述
べ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ

ツ
ァ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
認
識
す
る
主
体

と
行
為
す
る
主
体
の
同
一
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を

前
提
に
、
一
々
の
個
別
的
な
主
体
の
行
為
は
英
知
的
自
己
に
よ
る
も
の

で
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
う
る
と
考
え
る
。
し
か

回
帰
の
倫
理
学
と
呼
ば
れ
る
べ
き
一
つ
の
宗
教
的
倫
理
学
説
が
導
か
れ
、

人
間
に
と
っ
て
は
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
際
し
て
「
お
前
は
こ
の
こ
と

を
今
一
度
、
ま
た
さ
ら
に
無
数
回
繰
り
返
す
こ
と
を
欲
す
る
か
」
と
い
う

問
い
へ
の
最
終
永
遠
の
答
え
を
確
認
し
封
印
す
る
こ
と
（Besiegelung

）

が
行
為
の
最
大
の
重
し
と
な
る
。
そ
れ
は
言
表
す
る
こ
と
の
彼
方
で
行
う

最
も
孤
独
な
行
為
で
あ
る
。

３

．『Za

』3-1-1
に
お
い
て
はZa

が
「
あ
あ
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の

最
も
孤
独
な
放
浪
を
始
め
た
の
だ
！
」
と
自
分
に
語
る
。
こ
れ
はZa

が

「
お
の
れ
の
最
後
の
頂
上
」
に
立
つ
こ
と
を
め
ざ
し
て
最
終
永
遠
の
確
認

と
封
印
を
し
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
最
後
の
頂
上
の
内
容
は
次
の
『Za

』

3-2

「
幻
影
と
謎
」
で
示
さ
れ
る
。
そ
こ
でZa

は
ま
ず
こ
び
と
か
ら
試

練
を
課
さ
れ
る
。
こ
び
と
は
「
お
前
は
自
分
自
身
を
高
く
投
げ
上
げ
た
、

だ
が
投
げ
上
げ
ら
れ
た
石
は
す
べ
て
落
ち
る
の
だ
」
と
重
力
の
本
性
を
語

りZa

は
そ
の
真
理
に
苦
し
む
が
、
や
が
て
「
勇
気
」（M

uth

）
を
発
見

す
る
。
勇
気
は
「
こ
れ
が
人
生
で
あ
っ
た
の
か
？　

よ
し
！
も
う
一
度
」

と
語
る
。
こ
れ
も
ま
た
人
生
の
永
遠
回
帰
の
も
と
で
の
最
終
永
遠
の
「
確

認
と
封
印
」
を
表
現
し
、「
よ
し
（W

ohlan

）
！
」
に
含
ま
れ
る
一
度
の

肯
定
が
墜
落
の
恐
怖
に
打
ち
勝
つ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

４

．「
幻
影
と
謎
」
２

に
お
い
て
は
、
前
後
に
広
が
り
を
も
っ
て
流
れ
る

現
在
の
瞬
間
を
出
発
点
に
「
永
遠
の
」
存
在
を
説
く
時
間
論
が
語
ら
れ
た

後
、
岩
礁
の
も
と
黒
く
重
た
い
蛇
に
口
か
ら
侵
入
さ
れ
、
喉
を
し
っ
か
り

と
領
有
さ
れ
、
言
葉
を
失
い
、
も
が
く
牧
人
の
幻
影
が
語
ら
れ
る
。
牧
人

はZa

の
全
力
の
叫
び
に
呼
応
し
て
蛇
の
頭
を
噛
み
切
り
吐
き
捨
て
る
。

そ
し
て
「
か
つ
て
地
上
で
人
間
が
彼
が
笑
っ
た
よ
う
に
笑
っ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
る
笑
い
を
笑
う
。
こ
の
時
彼
は
も
は
や
人
間
で
は
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採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
英
知
的
行
為
）、
以
後
の
行
為
に
対
し
て
い

わ
ば
恒
常
的
に
影
響
を
与
え
続
け
、
行
為
の
性
格
を
形
成
す
る
（
経
験
的

行
為
）
と
さ
れ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
英
知
的
自
己

は
、
無
時
間
的
な
側
面
を
有
し
つ
つ
も
、
経
験
的
に
形
成
さ
れ
た
英
知
的

自
己
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
な
英
知
的
自
己
と
相
関
す

る
、
行
為
の
自
然
的
連
関
も
、
単
な
る
自
然
現
象
で
は
な
く
英
知
的
自
己

と
連
関
し
た
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
自
由
意
志
で
選
択
し
た
悪

が
、
そ
れ
だ
け
で
自
己
完
結
せ
ず
に
、
現
象
と
し
て
の
行
為
（
他
者
の
行

為
）
に
お
い
て
も
影
響
を
与
え
続
け
、
悪
な
る
英
知
的
行
為
が
現
象
と
し

て
の
行
為
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
悪
な
る
英
知
的
行
為
と
、
そ
こ
か
ら
派

生
す
る
行
為
の
全
体
を
、
性
癖
で
あ
る
と
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』
を
解
釈

し
て
い
る
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
悪
の
問
題
を
克
服
す
る
た

め
に
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
『
宗
教
論
』
第
三
編
を
評
価
し
て
い
る
こ

と
を
考
察
し
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
悪
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
、『
宗
教
論
』
第
三
編
の
共
同
体
の
倫
理
を
重
視
す
る
。
悪

は
、
個
人
が
他
の
個
人
（
他
の
共
同
体
）
と
影
響
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
悪
の
共
同
性
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
こ
と
を
彼
は
評
価
す
る
。
悪
を
克
服
し
善
を
促
す
た
め

に
は
、
他
者
と
の
共
同
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
が
重
視
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。
以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
て
、『
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
』
に
お

け
る
、
悪
（
罪
責
）
を
巡
る
個
人
倫
理
と
共
同
体
の
倫
理
の
関
係
性
の
問

題
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
自
身
の
倫
理
思
想
―
と
り
わ
け
文
化
論
に
お

け
る
倫
理
―
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
に
は
様
々
な
難
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
善
悪
の
問

題
等
）。
そ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
も
懸
念
し
、
単
な
る
行
為
と
意
図
的
な
行

為
と
の
間
に
区
別
を
設
け
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
カ

ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
の
立
場
に
忠
実
で
な
い
こ
と
を
検
討
す
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
に
お
い
て
自
由
が
可
能
に
な
る
の
は
、
物
自
体
と
し
て

の
英
知
的
自
己
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
、
カ
ン
ト
は
人
間
を
「
自
由
な

る
行
為
と
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
お
け
る
対
立
の
も
と
に
置
い
た
の
で

あ
る
が
、
意
図
的
な
行
為
の
み
を
、
自
由
な
行
為
で
あ
る
と
カ
ン
ト
が

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と
で
、
自
由
な
る
行
為
と
自

然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
対
立
は
、
意
図
的
な
行
為
と
行
為
の
自
然
的
連
関
の

対
立
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
彼
は
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
を
明
確

化
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
「
自

然
」（N

atur

）
解
釈
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の

「
自
然
」
と
は
、
現
象
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
由
な
行
為
は

存
在
し
な
い
。
し
か
し
、「
自
然
的
連
関
」
の
「
自
然
」
と
は
、
自
由
と

連
関
し
た
自
然
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
自
然
的
連
関
」
の
「
自

然
」
も
、
無
制
約
的
な
原
理
へ
と
到
達
し
え
な
い
こ
と
に
お
い
て
、「
自

然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
「
自
然
」
と
共
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
意
図
的
な
行
為
と
行
為
の
自
然
的
連
関
の
対
立
が
、
カ
ン
ト
の
『
宗

教
論
』
に
お
け
る
悪
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』

に
お
け
る
悪
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
悪
の
問
題
と
は
「
悪
へ
の
性

癖
（H
ang

）」
の
問
題
で
あ
り
、
生
得
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
自

ら
が
招
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。『
宗
教
論
』
に
お
い
て
は
、
悪
は

自
由
意
志
に
よ
っ
て
積
極
的
に
選
択
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
悪

は
、
英
知
的
自
己
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
自
己
愛
を
動
機
と
す
る
格
率
を
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こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
絶
望
は
、
前
者
と
異
な
り
、
自
分
自
身
で
あ

ろ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
絶
望
者
は
、
前
者
よ
り
も
、
よ
り
多
く

自
己
反
省
を
行
い
、
そ
れ
で
も
っ
て
自
己
意
識
を
高
め
よ
う
と
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
絶
望
者
は
、
そ
の
自
己
意
識
を
無
限
に
高
め
る
能
力
を
用
い

て
、
神
の
御
許
に
囲
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
脱
し
、
自
ら
神
以
上

の
存
在
に
な
ろ
う
と
し
て
、
神
に
反
抗
す
る
。
そ
う
し
た
絶
望
者
は
、
自

分
が
神
か
ら
贈
り
与
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
た

め
、
神
に
対
す
る
真
剣
さ
な
ど
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。

　

以
上
の
と
お
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、『
世
界
観
の
心
理
学
』
の
中
で
、

絶
望
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
析
内
容
は
、
の
ち
の
『
哲
学
』
の

中
で
、
超
越
者
に
対
す
る
逸
脱
し
た
帰
依
と
反
抗
の
あ
り
方
と
し
て
反
映

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
逸
脱
し
た
帰
依
は
、
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

そ
う
し
た
帰
依
に
陥
る
者
は
、
自
ら
主
体
的
に
自
由
で
あ
ろ
う
と
し
な

い
。
む
し
ろ
、
神
性
、
す
な
わ
ち
超
越
者
と
の
恒
存
的
な
調
和
的
合
一
化

を
図
っ
た
り
、
ま
た
、
客
観
的
・
科
学
的
思
考
に
依
拠
す
る
弁
神
論
を
用

い
て
、
地
上
の
権
威
に
屈
従
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た

だ
ひ
た
す
ら
に
、
地
上
の
安
ら
ぎ
を
得
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ

う
し
た
逸
脱
し
た
帰
依
は
、
前
述
し
た
地
上
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
絶
望

と
同
様
の
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

次
い
で
、
逸
脱
し
た
反
抗
は
、
帰
依
と
比
べ
て
能
動
的
で
は
あ
る
が
、

主
観
性
の
恣
意
に
陥
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
反
抗
は
、
自
ら
の
自
由
で
も

っ
て
、
こ
の
世
の
意
味
を
神
な
し
に
創
造
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
行
為

は
、
神
に
対
す
る
畏
敬
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
侮
辱
を
意
味
す
る
。
ま

た
、
神
を
試
す
よ
う
な
仕
方
で
、
神
を
超
え
る
存
在
に
な
ろ
う
と
す
る
こ

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
『
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
絶
望
の
分
析中

村　

元
紀

　

本
発
表
は
、『
世
界
観
の
心
理
学
』
の
中
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
絶
望
に
つ
い
て
の
分
析
を
行

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
う
え
で
、
そ
の
分
析
内
容
が
、
の
ち
の

『
哲
学
』
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

ま
ず
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、『
世
界
観
の
心
理
学
』
の
中
で
、
絶
望
と
は
、

「
あ
ら
わ
に
な
る
」
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
状
態
の
こ
と
を
指
す
、
と

述
べ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら

わ
に
な
る
と
は
、「
無
限
性
と
有
限
性
、
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も

の
、
自
由
と
必
然
性
の
総
合
」
と
し
て
存
在
す
る
人
間
、
す
な
わ
ち
自
己

が
、
自
ら
意
識
（
自
覚
）
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
自
己
を
措
定
す
る
他
者

（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
神
）
を
意
識
す
る
こ
と
で
、「
こ

れ
こ
そ
、
こ
の
私
で
あ
る
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
自
己
確
信
を
得
る
形
で
、

自
己
そ
の
も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

次
い
で
、
そ
う
し
た
絶
望
の
あ
り
方
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
絶

望
し
て
自
分
自
身
で
あ
ろ
う
と
し
な
い
絶
望
（
地
上
的
な
も
の
に
つ
い

て
の
絶
望
）」、
お
よ
び
、「
絶
望
し
て
自
分
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
絶
望

（
反
抗
）」
の
二
つ
を
取
り
挙
げ
る
。

　

前
者
の
絶
望
は
、
地
上
的
な
快
や
幸
運
に
見
は
な
さ
れ
た
自
分
に
絶
望

し
、
別
の
自
分
に
な
ろ
う
と
し
て
、
自
己
逃
避
・
現
実
逃
避
を
す
る
絶
望

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
絶
望
者
は
、
子
供
が
「
私
に
、
私
に
」
と
せ

が
む
よ
う
に
、
与
格
で
も
っ
て
欲
求
を
表
現
す
る
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
受
動

的
で
あ
り
、
た
だ
外
か
ら
来
る
地
上
の
救
い
を
求
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
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神
学
と
形
而
上
学
の
展
開
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
③

こ
う
し
た
歴
史
的
な
展
開
が
「
イ
デ
ア
の
移
動
」
と
い
う
仕
方
で
整
理
さ

れ
る
こ
と
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。
問
題
は
こ
れ
ら
の
論
点
が
、
い
か
な

る
存
在
史
的
な
意
義
を
も
つ
の
か
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

フ
ィ
ロ
ン
が
イ
デ
ア
論
を
ユ
ダ
ヤ
教
の
う
ち
に
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
イ

デ
ア
は
神
の
精
神
の
内
へ
と
移
動
し
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
キ
リ
ス

ト
教
化
を
促
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
神
と
い
う
「
最

上
位
の
存
在
者
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
（
被
造
物
）
と
な
り
、
存
在
者

の
存
在
は
自
明
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、

イ
デ
ア
は
も
は
や
神
の
内
に
留
ま
る
こ
と
は
な
く
、
人
間
の
内
へ
移
動
し

た
。
そ
の
際
イ
デ
ア
は
、
さ
し
あ
た
り
人
間
の
感
覚
表
象
と
な
る
が
、
そ

の
「
不
確
か
さ
」
を
背
景
に
し
て
、
明
晰
判
明
に
認
識
で
き
る
自
然
科
学

の
数
学
的
な
存
在
概
念
（
延
長
）
の
「
確
か
さ
」
が
獲
得
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
人
間
の
主
観
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
（
表

象
）
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
デ
ア
は
神
の
精
神
か
ら
人
間
の
精
神
へ
移
動
す
る

が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
存
在
者
が
他
の
存
在
者
（
神
、
人
間
主
観
）

の
「
作
り
物
」
と
し
て
、
原
因-

結
果
連
関
の
な
か
で
説
明
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
作
り
物
と
し
て
の

存
在
者
の
あ
り
方
を
「
作
為
性
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
存
在
忘
却
の
本
質
に

あ
た
る
「
存
在
棄
却
（Seinsverlassenheit

）」
を
見
る
。
そ
れ
は
、

神
な
い
し
は
人
間
の
い
か
な
る
態
度
で
も
な
く
、
存
在
そ
れ
自
身
の
自
己

隠
蔽
的
な
動
向
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
洞
察
に
よ
っ
て
、
存
在
棄
却
と
し

て
の
作
為
性
は
、「
存
在
そ
れ
自
身
の
最
初
の
歴
史
、
最
初
の
始
源
の
歴

史
」（GA

65, 111

）、
つ
ま
り
は
存
在
史
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

と
か
ら
、
そ
の
行
為
は
恣
意
的
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
逸
脱

し
た
反
抗
は
、
前
述
し
た
反
抗
と
し
て
の
絶
望
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
世
界
観
の
心
理
学
』
の
中
で
行
わ
れ
た
絶
望
に

つ
い
て
の
分
析
が
、
の
ち
の
『
哲
学
』
の
中
で
は
、
逸
脱
し
た
帰
依
と
反

抗
の
あ
り
方
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
と
形
而
上
学
の
問
題

田
鍋　

良
臣

　

二
〇
一
四
年
春
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
遺
稿
「
黒
ノ
ー
ト
」
が
刊
行
さ
れ

て
以
来
、
そ
の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
た
「
ユ
ダ
ヤ
教
（Judentum

）」

に
関
す
る
批
判
的
な
文
言
が
、
い
わ
ゆ
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
あ
た
る
と
さ

れ
、「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
騒
動
へ
と
発
展
し
た
。

問
題
と
な
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
「
計
算
的
思
考
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
だ
が
計
算
の
問
題
や
、
他
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
関
係
づ
け

ら
れ
る
論
点
（「
基
盤
喪
失
性
」「
世
界
喪
失
性
」「
作
為
性
（M

achen-
schaft

）」
な
ど
）
は
す
べ
て
形
而
上
学
（
と
り
わ
け
近
代
哲
学
）
に
対

す
る
批
判
の
な
か
で
頻
出
す
る
文
言
で
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

「
黒
ノ
ー
ト
」
の
記
述
を
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
断
じ
る
前
に
、
ま
ず
は
存
在

史
的
思
索
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
と
形
而
上
学
の
問
題
と
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
発
表
で
は
そ
の
手
が
か
り
と
し

て
、
主
に
一
九
四
〇
年
前
後
の
演
習
で
散
発
的
に
語
ら
れ
た
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
の
フ
ィ
ロ
ン
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
解
に
注
目
す
る
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
フ
ィ
ロ
ン
解
釈
は
、
①
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
ユ

ダ
ヤ
の
創
造
思
想
に
結
び
つ
け
た
こ
と
、
②
そ
れ
が
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
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そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
作
為
性
が
形
而
上
学
の
歴
史
の
な
か
で
出
現

し
た
決
定
的
な
契
機
を
、「
ユ
ダ
ヤ-

キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
思
想
と
そ
れ

に
対
応
す
る
神
表
象
」
の
な
か
に
見
る
（ibid., 126

）。

　

こ
こ
に
フ
ィ
ロ
ン
の
存
在
史
的
な
意
義
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ロ
ン
が
イ
デ
ア
を
創
造
神
の
内
に
初
め
て
位
置
づ
け

た
こ
と
で
、
作
為
性
が
以
後
の
形
而
上
学
の
歴
史
を
通
じ
て
支
配
的
に
展

開
す
る
た
め
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
作
為
性
が
存
在
の（
非
）本
質
的
な
生
起
と
し
て
、

近
代
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
も
規
定
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
フ
ィ
ロ
ン
の
宗
教
哲
学
が
も
つ
存
在
史
的
な
射
程
は
測
り
知
れ
な

い
。

　

と
は
い
え
そ
の
こ
と
が
、「
黒
ノ
ー
ト
」
の
ユ
ダ
ヤ
批
判
と
ど
う
か
か

わ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
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二
十
一
世
紀
は
宗
教
間
対
話
の
時
代

│
│ 
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
神
学
か
ら 

│
│

髙
橋　

勝
幸

　
「
無
名
の
キ
リ
ス
ト
者
」
の
概
念
を
打
ち
出
し
た
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー

（
一
九
〇
四
―
八
四
）
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
下

で
哲
学
を
修
得
し
、
少
な
か
ら
ず
「
諸
宗
教
の
対
話
」
に
目
を
見
開
か
れ

て
い
た
と
言
え
る
。
バ
チ
カ
ン
の
険
邪
聖
省
よ
り
「
警
告
書
」
が
出
て
い

た
に
も
拘
ら
ず
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
で
は
ド
イ
ツ
司
教
団
の
神
学
顧
問

と
な
っ
て
い
る
。
ラ
ー
ナ
ー
が
師
事
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
シ
ュ
ラ
イ

ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
神
学
か
ら
諸
宗
教
間
の
対
話
の
意
味
を
理
解
し
て
い
た

よ
う
で
あ
り
、
こ
の
思
索
が
ラ
ー
ナ
ー
等
に
影
響
を
与
え
公
会
議
の
教
令

「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い
て
の
宣
言
」

（N
ostra A

etate

）
に
生
か
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
公
会
議
を
招
集

し
た
、
時
の
教
皇
ヨ
ハ
ネ
二
三
世
に
よ
っ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世

界
的
困
窮
・
冷
戦
期
の
時
代
的
背
景
と
無
神
論
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
と
若
者

の
教
会
離
れ
も
あ
っ
て
、
ラ
ー
ナ
ー
は
特
別
に
バ
チ
カ
ン
に
招
か
れ
た
経

緯
が
あ
る
。
教
皇
は
、
ラ
ー
ナ
ー
神
学
に
重
き
を
置
き
、
世
界
混
乱
の
解

決
の
道
を
委
ね
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
宗
教
・

教
会
と
世
界
の
危
機
的
状
況
が
よ
く
示
さ
れ
、
最
早
単
独
の
教
会
で
グ
ロ

ー
バ
ル
化
し
た
世
界
の
諸
問
題
に
対
峙
で
き
な
い
。
必
然
的
に
諸
宗
教
間

対
話
・
邂
逅
の
道
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
ラ
ー
ナ
ー
は
現
代
世
界
規
模
の

諸
問
題
解
決
の
先
鋒
と
し
て
最
も
適
任
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

ラ
ー
ナ
ー
は
、
公
会
議
に
お
い
て
ド
ミ
ニ
コ
会
の
イ
ヴ
・
コ
ン
ガ
ー
ル

等
と
共
に
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
西
洋
思
想
を
普
遍
絶
対
と
す
る
保
守
派
を
抑

え
て
、
開
か
れ
た
教
会
へ
の
進
歩
的
な
道
を
開
く
こ
と
で
指
導
的
役
割
を

果
た
し
た
。
そ
し
て
、
紀
元
四
世
紀
以
来
「
教
会
の
外
に
救
い
は
な
い
」

と
し
て
排
外
的
な
態
度
を
取
っ
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
「
開
か
れ
た

教
会
」
と
し
て
百
八
〇
度
の
方
針
転
換
を
成
し
遂
げ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で

は
、
宗
教
改
革
期
で
護
教
的
な
色
彩
の
強
く
な
っ
た
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議

（
一
五
四
五
―
六
三
）
の
教
令
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
活
動
方
針
は
違
反
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
常
に
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
イ
エ
ズ
ス
会
の

取
っ
た
「
適
応
主
義
」
が
、
ラ
ー
ナ
ー
等
の
進
歩
的
な
活
躍
も
あ
っ
て
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
適
応
主
義
」

（
後
に
「
典
礼
論
争
」
と
な
る
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
儒
服
を
着
て
の
中
国

布
教
も
含
め
て
）
ま
た
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
イ
エ
ズ
ス
会
リ
ダ
ク
シ
オ
ン

Reducciones del Paraguay

も
、
イ
エ
ズ
ス
会
ペ
ル
ー
管
区
長
で
も

あ
っ
た
ア
コ
ス
タ
（
一
五
四
〇
―
一
六
〇
〇
）
の
『
新
大
陸
自
然
文
化

史
』（
岩
波
・
大
航
海
時
代
叢
書
一
九
六
六
年
）
等
も
含
め
て
、
公
会
議

の
諸
教
令
に
よ
っ
て
疑
い
が
晴
れ
て
「
追
認
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
ま
た
、
二
十
一
世
紀
を
「
諸
宗
教
間
対
話
の
時
代
」
に
導
く
も
の

と
な
っ
て
く
る
。
西
洋
思
想
・
言
語
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
「
中
動

態
」
の
文
法
が
失
わ
れ
、
こ
の
哲
学
を
教
義
と
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
で

は
答
え
ら
れ
な
い
も
の
も
出
て
き
て
い
る
。
こ
の
東
西
思
想
の
対
立
に
つ

い
て
は
周
知
の
こ
と
で
も
、
こ
の
解
決
の
道
を
示
す
論
考
は
ま
れ
で
あ

る
。
本
稿
は
対
立
を
超
え
た
「
邂
逅
の
論
理
」
が
以
後
の
課
題
と
し
て
開

か
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
た
い
。
思
想
対
立
の
ま
ま
で
は
対
話
の
道
は
開

か
れ
な
い
。
即
ち
言
葉
や
形
に
表
さ
な
い
限
り
真
理
と
は
認
め
な
い
西
洋

第
三
部
会
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更
さ
れ
て
い
る
。
で
は
初
版
著
述
時
、
バ
ル
ト
の
胸
に
あ
っ
た
の
は
、
何

か
ら
の
「
転
換
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

バ
ル
ト
は
初
版
の
冒
頭
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

古
い
世
界
を
包
み
込
む
神
の
怒
り
か
ら
免
れ
る
た
め
に
、
人
間
の
義

の
道
が
開
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

バ
ル
ト
は
、
こ
の
言
葉
を
、
二
章
全
体
を
貫
く
主
題
と
し
て
想
定
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
バ
ル
ト
は
こ
こ
で
「
人
間
の
義
」
の
存
在
を
現

実
的
に
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
バ
ル
ト
は
「
人
間
の
義
」
に

関
し
て
「
い
か
に
も
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
権
利
に
よ
っ
て
、
神
の
怒
り
か
ら

救
助
さ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
得
る
」
と
述
べ
て
、「
人
間
の
義
」
を
人

間
中
心
的
に
捉
え
、
個
人
の
行
動
に
よ
り
未
来
や
運
命
を
左
右
で
き
る
か

の
よ
う
に
考
え
る
立
場
に
言
及
し
て
い
る
。
は
た
し
て
、「
人
間
の
義
」

と
は
人
間
が
自
己
の
力
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

初
版
で
は
人
間
の
義
が
、
神
の
怒
り
か
ら
免
れ
る
た
め
に
何
ら
か
の
役

に
立
つ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
様
な
こ
と
が
本
当
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
バ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
を
、
神
に
影
響
を
与
え
る
こ

と
の
で
き
る
存
在
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
世
で
は
、
神
に
対
し
て
全

く
無
力
で
あ
り
、
神
の
赦
し
を
願
う
だ
け
の
存
在
で
あ
っ
た
人
間
が
、
近

代
に
な
っ
て
自
然
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
、
自
己
の
存
在
に
自
信

を
持
ち
、
何
事
か
、
い
や
何
事
で
も
出
来
な
い
こ
と
は
な
い
と
、
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
神
に
対
し
て
誇
る
べ
き
何
物
を
も
持

っ
て
い
な
い
、
と
さ
れ
な
が
ら
、
神
に
対
し
て
自
己
の
行
動
を
誇
る
と
い

う
暴
挙
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

バ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
中
心
的
、
自
然
主
義
的
な
神
学
の
影
響

を
受
け
た
当
時
の
人
々
に
、
神
と
人
間
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
決
定
的
な

の
物
理
科
学
的
な
も
の
的
ロ
ゴ
ス
的
な
言
語
・
思
惟
方
法
で
は
、
見
え
な

い
「
こ
こ
ろ
」
の
こ
と
的
レ
ン
マ
的
世
界
は
語
れ
な
い
。
こ
の
た
め
論
証

出
来
な
い
も
の
と
し
て
、
仏
教
・
東
洋
の
思
想
は
問
題
外
と
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
で
は
水
と
油
の
関
係
で
「
対
話
」
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
真
逆
な
ま
ま
東
西
思
想
の
対
立
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
西
洋
の
モ
ノ
サ
シ
（
論
理
学
）
で
見
る
な
ら
欧
米
優
位
の
ま
ま

で
、
他
は
追
随
す
る
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
イ
ン
ド
の
陳
那
の
古
典

論
理
学
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
東
洋
的
な
「
即
の
論
理
」「
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
一
」「
一
即
多　

多
即
一
」
と
対
面
し
、
結
び
合
わ
さ
れ
る
と
「
東

西
論
理
思
想
の
総
合
」
が
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ラ
ー
ナ
ー
の
言

う
神
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
」
は
、
こ
の
根
源
的
い
の
ち
に
触
れ
る
も
の
を

指
し
て
い
る
と
言
え
る
。
根
源
的
い
の
ち
は
、
何
時
の
時
代
・
社
会
を
も

超
え
て
全
て
の
民
族
の
中
に
息
付
い
て
い
る
。
こ
の
共
通
の
土
俵
が
対

話
・
邂
逅
の
道
の
基
本
と
な
る
。

バ
ル
ト
『
ロ
ー
マ
書
』
に
見
る
「
人
間
の
義
」

│
│ 

初
版
と
二
版
を
比
較
し
て 

│
│

水
口　

隆
司

　

筆
者
は
本
論
考
で
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
『
ロ
ー
マ
書
』
の
初
版
（
私

訳
）
と
二
版
と
を
比
較
し
て
、
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
「
人
間
の
義
」

を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

筆
者
は
、
タ
イ
ト
ル
は
関
心
の
所
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
バ
ル
ト
の
著
述

の
意
図
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
二
章
「
人
間
の
義
」
の

後
半
の
十
四
節
か
ら
二
十
九
節
ま
で
に
当
て
ら
れ
て
い
る
小
見
出
し
も
、

初
版
は
「
総
て
の
価
値
の
転
換
」
で
あ
る
が
、
二
版
で
は
「
審
判
」
と
変
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の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
論
考
を
敷
衍
し
つ
つ
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
、
人
間
存
在
の
体
制
で
あ
る
「
世
界
内

存
在
」
を
開
示
す
る
「
根
本
的
情
態
性
」
と
し
て
の
「
不
安
」
に
つ
い
て

論
じ
た
。
不
安
を
人
間
存
在
の
根
底
に
認
め
る
こ
う
し
た
哲
学
的
人
間
学

と
は
別
に
、
社
会
哲
学
に
お
い
て
も
恐
怖
や
不
安
を
鍵
概
念
と
す
る
論
考

が
多
数
あ
る
。

　

宗
教
が
人
間
の
実
存
に
深
く
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
社
会
共
同

体
の
構
築
や
維
持
に
な
ん
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

恐
怖
や
不
安
と
い
っ
た
感
情
が
宗
教
や
そ
の
言
説
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し

て
い
る
の
か
、
そ
う
し
た
関
連
性
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
ど
う
い

っ
た
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の

考
察
を
加
え
る
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
宗
教
の
発
生
を
自
然
に
対
す
る
人
間
の
「
依

存
感
情
」
に
見
出
す
。
自
然
科
学
に
よ
る
説
明
が
不
可
能
で
あ
っ
た
時
代

に
お
い
て
は
、
生
命
を
死
の
危
険
に
晒
す
自
然
災
害
へ
の
恐
怖
か
ら
、
そ

う
し
た
自
然
現
象
を
神
格
化
し
祈
り
を
捧
げ
た
。
ま
た
、
資
本
主
義
の
生

成
と
展
開
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
に
よ
る
と
、
救
わ

れ
る
者
と
滅
び
に
至
る
者
は
予
め
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
二
重
予
定

説
」
は
、
自
分
が
ど
ち
ら
の
側
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
一
般
信
徒
を
不
安

に
陥
ら
せ
、
世
俗
内
禁
欲
を
促
進
さ
せ
た
。
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ラ
ポ
ポ
ー
ト

や
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
世
界
観
に
も
と
づ
く
今
日

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
も
、
恐
怖
と
不
安
の
感
情
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
。

　

宗
教
と
恐
怖
お
よ
び
不
安
の
感
情
の
関
連
性
を
認
め
つ
つ
も
、
キ
リ
ス

ト
教
神
学
は
、
他
方
で
聖
書
に
は
恐
怖
を
克
服
す
る
信
仰
と
い
う
モ
チ
ー

フ
が
多
数
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ

こ
と
を
宣
言
す
る
。「（
人
間
の
義
と
は
）
む
し
ろ
神
の
義
が
人
間
の
た
め

に
行
う
最
初
の
定
礎
的
な
行
為
を
意
味
す
る
」。
人
間
の
自
発
的
行
為
で

あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
し
た
こ
と
も
、
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
神
に
在
る

と
す
る
。
バ
ル
ト
は
こ
こ
で
も
、
神
の
人
間
に
対
す
る
絶
対
的
な
優
位
性

を
確
認
し
、
主
張
す
る
。
即
ち
、「
神
に
因
る
人
間
の
義
」
な
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
論
考
で
、
バ
ル
ト
が
「
人
間
の
義
」
を
肯
定
的
に
捉
え
て

い
る
部
分
を
、
重
点
的
に
抽
出
し
、
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
れ
が
当
初

の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
部
分
は
予
測

し
た
ほ
ど
で
は
な
く
、
思
っ
た
よ
り
も
少
な
か
っ
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
確
か
に
筆
者
が
検
討
し
た
の
は
『
ロ
ー
マ
書
』
の
一
部
、
二
章
だ

け
で
あ
り
、
全
体
に
目
を
通
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
第
二
章
が

「
人
間
の
義
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
ち
、
重
点
的
に
「
人
間
に
因
る
人
間

の
義
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
バ
ル
ト
は
最
終
的
に
二
十
八
節
か
ら
二
十
九
節
に
か
け
て
、

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

価
値
の
転
換
で
あ
る
。
神
は
人
間
の
義
を
正
当
と
認
め
る
の
で
は
な

く
、
反
対
に
、
不
信
仰
の
下
に
閉
じ
込
め
る
。

　

こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
や
は
り
バ
ル
ト
の
関
心
の
中
心
は
「
人
間
の

義
」
で
は
な
く
、「
神
の
義
」（
神
に
因
る
義
）
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
教
的
言
説
に
お
け
る
恐
怖
と
不
安
に
関
す
る
神
学
的
一
考
察上

原　
　

潔

　

恐
怖
や
不
安
に
苛
ま
さ
れ
る
人
間
と
い
う
表
象
は
時
代
を
越
え
て
広
く

散
見
さ
れ
る
が
、
恐
怖
と
不
安
と
を
区
別
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
人
間
学
的

に
分
析
す
る
哲
学
的
伝
統
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
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考
え
る
。「
福
音
と
律
法
」
と
い
う
語
順
で
バ
ル
ト
が
展
開
し
た
神
学
的

主
張
は
、
恐
怖
か
ら
救
済
へ
と
い
う
順
序
や
恐
怖
と
歓
喜
の
並
存
で
は
な

く
、
恐
怖
や
不
安
を
覚
え
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
信
仰
に
お
い
て
統
御
し
、

悪
や
不
正
義
を
敢
然
と
批
判
し
是
正
し
て
ゆ
く
道
筋
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
有
神
論
的
進
化
論

│
│ 

宗
教
と
科
学
の
接
点
と
し
て 

│
│

林　
　
　

研

　

宗
教
と
科
学
の
関
係
を
問
う
上
で
、
進
化
論
を
め
ぐ
る
議
論
は
避
け
て

通
れ
な
い
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
。
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
現
在
で
も

活
発
な
論
争
が
あ
る
。
し
か
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
説
が
発
表
さ
れ
た
十
九

世
紀
に
は
、
意
外
に
も
進
化
論
は
ス
ム
ー
ズ
に
受
容
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

状
況
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
は
、「
宗
教
と
科
学
」
研
究
に
と
っ
て
価

値
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ペ
イ
リ
ー
流
の
自
然
神
学
が
浸
透

し
て
い
た
た
め
、
聖
書
直
解
的
な
創
造
論
が
進
化
論
に
対
峙
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
当
時
の
課
題
は
進
化
論
と
自
然
神
学
、
特
に
デ
ザ
イ
ン
論
と
が

調
和
す
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。

　

進
化
論
を
受
け
入
れ
る
態
度
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
進
化
論
を
宇
宙
論
的

形
而
上
学
の
よ
う
に
捉
え
る
立
場
が
あ
っ
た
。
哲
学
者
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ

コ
ッ
シ
ュ
や
説
教
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ォ
ー
ド
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
を
含
む
彼
ら

の
主
張
は
、
進
化
が
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
過
程
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
流
の
進
化
論
は
目
的
論
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る

の
だ
が
、
彼
ら
は
そ
の
部
分
を
避
け
て
議
論
を
進
め
る
。
自
然
選
択
は
進

ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
「
恐
怖
の
治
療
法
」
と
い
う
小
論
文
に
お
い

て
、
恐
怖
の
抑
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
恐
怖
は

「
人
間
と
い
う
有
機
体
の
自
然
的
な
警
報
組
織
」
で
あ
り
、
と
き
に
創
造

的
で
も
あ
る
が
、
増
長
し
肥
大
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
「
異
常
な
恐
怖
」

は
、
感
情
を
荒
廃
さ
せ
心
理
を
破
壊
し
、
内
面
生
活
を
毒
し
歪
め
る
。
し

た
が
っ
て
、
恐
怖
を
取
り
除
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
恐
怖
の
手
綱
を
と

り
、
飼
い
慣
ら
す
こ
と
が
必
須
と
な
る
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
恐
怖
の
治

療
法
と
し
て
、
恐
怖
を
抱
く
理
由
の
分
析
（
心
理
分
析
）、
勇
気
、
愛
、

信
仰
の
四
つ
の
手
段
を
挙
げ
て
お
り
、
特
に
愛
と
信
仰
に
つ
い
て
は
キ
リ

ス
ト
教
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
い
る
。
人
種
差
別
の
根
本
に
あ
る
恐
怖

を
、
愛
に
よ
っ
て
克
服
し
、
人
種
差
別
の
解
消
と
い
う
苦
難
を
伴
う
運
動

を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
我
ら
と
共
に
い
る
神
へ
の
信
仰
と
そ
の
神
の
人

類
に
対
す
る
配
慮
、
ま
た
そ
れ
に
由
来
す
る
世
界
へ
の
信
頼
が
必
須
に
な

る
と
、
キ
ン
グ
は
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
「
信
仰
」
の
名
の
も
と
に
恐
怖
の
感
情
を

与
え
る
言
説
に
つ
い
て
、「
福
音
」
と
「
律
法
」
と
い
う
枠
組
み
概
念
の

も
と
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
福
音
と
律
法
」
と
い
う
順
序

が
重
要
に
な
る
。
信
仰
の
名
の
も
と
に
恐
怖
の
感
情
を
与
え
る
キ
リ
ス
ト

教
的
言
説
は
、
ま
ず
も
っ
て
律
法
に
よ
っ
て
恐
怖
や
不
安
を
煽
り
、
次
に

そ
の
避
難
所
と
し
て
福
音
と
い
う
救
済
機
関
を
売
り
込
む
。
そ
う
し
た

「
商
法
」
は
、
キ
ン
グ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
感
情
を
荒
廃
さ
せ
心
理
を
破

壊
し
、
内
面
生
活
を
毒
し
歪
め
、
と
き
に
他
者
に
対
す
る
暴
力
的
な
攻
撃

を
誘
発
す
る
事
態
へ
と
容
易
に
転
換
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
危
険
を
察
知

し
、
パ
ウ
ロ
は
「
断
罪
を
説
教
す
る
務
め
」
あ
る
い
は
「
文
字
を
通
し
て

死
な
し
め
る
務
め
」
に
対
し
て
最
大
の
警
告
を
発
し
た
の
だ
と
バ
ル
ト
は
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れ
る
パ
ー
ス
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
と
も
に
進
化
論
を
受
け
入
れ
つ
つ
信
仰
を

維
持
し
て
い
た
。
彼
ら
に
特
徴
的
な
の
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
取
り
入
れ
た

「
偶
然
」
の
要
素
を
、
目
的
性
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
嫌
う
の
で
は
な
く
、

機
械
的
な
世
界
観
か
ら
自
由
を
取
り
戻
す
も
の
と
見
た
こ
と
で
あ
る
。
パ

ー
ス
は
偶
然
を
組
み
入
れ
た
形
而
上
学
的
な
進
化
論
を
構
想
し
、
事
前
に

決
定
さ
れ
て
い
な
い
進
化
の
原
理
こ
そ
が
神
の
人
格
性
を
保
証
す
る
も
の

だ
と
考
え
た
。
彼
ら
の
世
界
観
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
か
ら
は
距
離
が
あ

り
、
一
般
信
徒
へ
の
説
得
力
に
は
乏
し
い
が
、
偶
然
が
神
的
で
あ
る
と
い

う
逆
転
の
発
想
を
示
し
た
価
値
は
高
い
。

　

十
九
世
紀
の
議
論
は
、
現
在
の
進
化
論
論
争
か
ら
見
れ
ば
未
熟
で
あ

り
、
合
理
性
も
乏
し
い
と
言
え
る
が
、
粗
削
り
で
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
解
釈

を
探
す
柔
軟
な
精
神
性
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。「
宗
教
と
科
学
」
研
究

へ
の
示
唆
と
し
て
は
、
教
義
を
再
構
成
す
る
熱
意
の
重
要
性
、
そ
の
際
科

学
理
論
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
価
値
観
の
逆
転
を
も
含
む
思
想
の
発
展
が
あ
り
う
る
こ
と
は
、
歴
史

の
教
訓
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
〇
世
紀
前
半
米
国
の

『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
の
他
宗
教
観

木
村　
　

智

　
「
宗
教
多
元
主
義
の
夜
明
け
」
と
言
わ
れ
る
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万

国
宗
教
会
議
の
の
ち
半
世
紀
に
わ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

界
で
は
多
元
主
義
の
気
風
は
停
滞
し
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
二
〇
世
紀
前

半
を
通
じ
て
、
社
会
的
に
は
移
民
排
斥
や
愛
国
主
義
が
高
ま
り
、
神
学
的

に
は
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
新
正
統
主
義
に
よ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批

化
の
主
た
る
原
因
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
偶
然
に
見
え
る
変
異
も
神
に
よ

っ
て
調
整
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
見
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
進
化

論
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
進
化
論
は
事
実
上
、
目
的
論
と
馴
染
み

や
す
い
ラ
マ
ル
ク
や
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
進
化
を

漸
進
的
発
達
と
同
じ
よ
う
に
み
な
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
を
避
け
て
通
っ
た

の
は
、
こ
の
立
場
の
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教

界
が
新
し
い
科
学
理
論
を
す
ぐ
さ
ま
取
り
入
れ
、
神
学
を
発
展
さ
せ
よ
う

と
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
反
応
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
的
土
壌
な
ら
で
は

の
長
所
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
理
論
に
真
っ
向
か
ら
向
き
合
い
、
神
学
と
調

和
さ
せ
よ
う
と
し
た
博
物
学
者
エ
イ
サ
・
グ
レ
イ
の
よ
う
な
立
場
が
あ

る
。
彼
は
自
然
選
択
を
受
容
し
、
こ
の
過
程
自
体
が
神
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ

る
も
の
だ
と
考
え
た
。
神
が
法
則
を
通
し
て
目
的
を
遂
行
す
る
と
い
う
見

解
で
あ
る
。
ま
た
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
言
う
変
異
が
、
原
因
の
わ
か
ら
な
い

現
象
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
神
の
働
く
場
を
こ
こ
に
求
め
た
。
こ
の
よ

う
に
、
グ
レ
イ
は
自
然
選
択
か
ら
説
明
を
始
め
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

典
型
的
な
神
学
問
題
を
も
た
ら
し
た
。
法
則
を
創
る
神
は
い
わ
ゆ
る
理
神

論
で
あ
る
し
、
自
然
選
択
過
程
の
無
慈
悲
さ
は
、「
悪
の
問
題
」
を
想
起

さ
せ
、
不
明
な
部
分
に
神
の
働
き
を
置
く
の
は
「
ギ
ャ
ッ
プ
の
神
」
の
議

論
を
呼
ぶ
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
以
降
の
宗
教
と
科
学
の
分
離
状
況
か
ら

考
え
る
な
ら
ば
、
科
学
者
が
熱
意
を
も
っ
て
宗
教
と
の
協
調
を
目
指
し
た

こ
と
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
十
九
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲

学
が
誕
生
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
哲
学
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化

論
を
ベ
ー
ス
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
古
典
的
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
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他
宗
教
を
包
摂
・
淘
汰
し
て
い
く
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　

の
ち
に
同
誌
上
で
、
こ
の
包
括
主
義
の
立
場
か
ら
一
九
三
二
年
の
『
宣

教
再
考
』
を
批
判
し
た
の
が
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
Ｅ
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
ジ
ョ

ー
ン
ズ
だ
っ
た
。
彼
は
『
宣
教
再
考
』
の
立
場
を
、
他
宗
教
と
の
共
存
や

最
終
的
真
理
の
合
一
を
認
め
た
「
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」
だ
と
批
判
す

る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
他
宗
教
の
長
所
を
包
摂
し
つ
つ
、
最
終
的
に
他
宗

教
を
「
置
換
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
言
う
。

　

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
包
括
主
義
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・

セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
で
主
流
だ
っ
た
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
一
九

三
〇
年
代
前
半
の
同
誌
全
体
の
中
で
見
る
と
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
明
ら
か
に

孤
立
し
て
い
る
。
む
し
ろ
同
誌
の
『
宣
教
再
考
』
へ
の
態
度
に
は
、
以
下

の
二
つ
の
一
般
的
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
性
を
擁

護
す
る
こ
と
へ
の
無
関
心
さ
だ
。
同
誌
は
、
諸
宣
教
団
体
に
よ
る
『
宣
教

再
考
』
批
判
の
動
向
を
逐
一
報
道
し
な
が
ら
も
、
同
誌
自
体
は
そ
の
よ
う

な
声
明
・
社
説
を
一
切
出
さ
ず
、
む
し
ろ
『
宣
教
再
考
』
の
他
宗
教
論
を

黙
認
・
容
認
す
る
よ
う
な
態
度
を
貫
い
て
い
る
。
第
二
に
、
同
誌
は
『
宣

教
再
考
』
的
な
宗
教
間
協
力
に
賛
同
す
る
傾
向
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
グ
ロ

ー
バ
ル
な
反
宗
教
の
風
潮
の
中
で
、
人
間
の
福
利
・
社
会
改
良
の
た
め
に

必
要
な
の
は
、
他
宗
教
と
の
共
存
・
協
力
だ
と
い
う
論
調
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
二
〇
世
紀
前
半
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』

誌
上
の
他
宗
教
観
の
変
化
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
〇
年
代
の
時

点
で
は
包
括
主
義
が
支
配
的
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
性
、
他
宗
教

の
包
摂
・
淘
汰
と
い
う
発
想
が
根
強
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
論
調
は
、
一

九
三
〇
年
代
前
半
ま
で
に
は
衰
退
す
る
。
同
誌
の
『
宣
教
再
考
』
の
報

道
・
論
評
の
仕
方
は
、
同
誌
が
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
性
を
擁
護
す
る
こ
と

判
が
相
次
い
だ
。
実
際
、
こ
の
時
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
目
立
っ
た
宗
教

間
対
話
・
協
力
は
行
わ
れ
ず
、
大
学
で
の
比
較
宗
教
学
な
ど
も
伸
び
な
か

っ
た
。

　

し
か
し
、
二
〇
世
紀
前
半
の
宗
教
間
の
関
係
に
は
吟
味
の
余
地
が
残
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
部
の
神
学
論

争
・
分
裂
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
無
宗
教
・
共
産
主
義
の
拡
張
は
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
（
中
道
〜
リ
ベ
ラ
ル
）
と
他
宗
教
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
変
え

た
の
か
。
ま
た
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
海
外
宣
教
に
お
け
る
他
宗
教
観

の
リ
ベ
ラ
ル
化
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
検
討
す

る
価
値
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
背
景
か
ら
本
発
表
で
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
国
内

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
他
宗
教
観
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
雑
誌

『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
を
分
析
す
る
。
特
に
着
目
す
る
の

は
、
同
誌
が
、
海
外
宣
教
の
報
告
書
『
宣
教
再
考
』（
一
九
三
二
年
）
を

い
か
に
報
道
・
論
評
し
た
か
で
あ
る
。『
宣
教
再
考
』
は
、
世
俗
主
義
・

物
質
主
義
に
対
す
る
諸
宗
教
の
共
同
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
的
優
越
性

の
放
棄
を
盛
り
込
ん
だ
極
め
て
リ
ベ
ラ
ル
な
文
書
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
の
『
宣
教
再
考
』
へ
の
反
応
を
調

べ
れ
ば
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
国
内
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
中
道
〜
リ
ベ
ラ

ル
）
の
他
宗
教
観
の
一
端
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

比
較
の
た
め
、
ま
ず
一
九
一
〇
年
代
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
』
上
の
他
宗
教
観
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
時
期
の
同
誌
の
他
宗
教
論

の
特
徴
は
、
十
九
世
紀
末
以
来
の
（
万
国
宗
教
会
議
で
も
支
配
的
だ
っ

た
）
包
括
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
宗
教
が
部
分
的
真
理
を
保
有
し
て

い
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
最
終
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
（
完
全
な
真
理
）
が
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と
神
学
の
代
表
者
で
あ
る
二
人
の
見
解
は
大
き
な
懸
隔
を
見
せ
る
。

　

二
つ
目
の
論
点
は
、「
受
容
」
の
概
念
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
心
理

療
法
に
お
い
て
「
受
容
」
は
治
療
過
程
の
核
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
理
想
と
現
実
と
の
乖
離
の
自
己
受
容
、
お
よ
び
そ

れ
を
促
す
た
め
に
療
法
家
か
ら
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
注
が
れ
る
受
容
の
態
度

と
い
う
二
種
類
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
受
容
」

は
、
人
間
が
実
存
的
不
安
を
克
服
す
べ
く
「
存
在
そ
れ
自
体
」
に
受
容
さ

れ
る
こ
と
、
お
よ
び
人
間
が
「
存
在
そ
れ
自
体
」
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
（
実
感
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
）
受
容
す
る
こ
と
で
「
存
在
そ
れ
自

体
」
か
ら
の
受
容
が
成
立
す
る
と
い
う
「
逆
説
的
な
受
容
」
を
示
す
。
こ

の
論
点
に
お
い
て
も
両
者
は
全
く
異
な
る
見
解
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
の
だ
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
身
の
「
受
容
」
を
心
理
学
か
ら
学
ん
だ

も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
両
者
は
相
違
点
よ
り
も
類
似
性
を
認
識
し
合
っ
て

い
る
。

　

三
つ
目
の
論
点
は
、
心
理
学
に
関
心
を
抱
く
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
な
ぜ
自
身

の
思
想
を
宗
教
的
神
学
的
な
言
語
を
用
い
て
説
明
す
る
の
か
、
と
い
う
ロ

ジ
ャ
ー
ズ
か
ら
の
質
問
を
嚆
矢
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

有
限
で
物
質
的
な
領
域
の
病
苦
（
水
平
的
次
元
）
は
心
理
学
者
に
担
わ
れ

る
が
、
存
在
論
的
な
次
元
に
起
因
す
る
実
存
的
不
安
は
無
限
的
究
極
的
な

も
の
と
の
関
わ
り
（
垂
直
的
次
元
）
を
促
す
神
学
者
が
担
う
べ
き
で
あ
る

と
述
べ
る
。
そ
の
た
め
、
神
学
と
心
理
学
と
は
相
補
的
関
係
に
あ
る
と
見

な
し
て
い
る
。
こ
の
話
を
受
け
て
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
、
心
理
療
法
に
お
け
る

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
一
対
一
の
場
面
に
お
い
て
も
人
智
を
超
え
た
大
い
な

る
存
在
と
の
関
わ
り
を
実
感
す
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に

同
調
的
な
態
度
を
示
す
。

へ
の
関
心
を
失
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
同
誌
が
他
宗
教
と
の
共
同
を
模
索

し
始
め
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

「
不
安
の
時
代
」
の
人
間
性
思
想

│
│ 
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
中
心
に 

│
│

今
野　

啓
介

　

本
発
表
は
、
神
学
者
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
人
間
性
心
理
学
に
お
け

る
位
置
づ
け
、
お
よ
び
神
学
者
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
含
ん
だ
組
織
と
し
て
の
人

間
性
心
理
学
に
対
す
る
再
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

自
身
の
著
作
で
も
心
理
療
法
や
精
神
分
析
学
に
積
極
的
に
言
及
し
、
人
間

性
心
理
学
者
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
マ
ズ
ロ
ー
か
ら
も
同
士
と
し
て
名
指

し
さ
れ
る
な
ど
、
心
理
学
領
域
と
の
親
和
性
を
保
ち
続
け
た
神
学
者
で
あ

っ
た
。
本
発
表
は
、
一
九
六
五
年
に
行
わ
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
カ
ー
ル
・

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
対
話
を
紹
介
し
、
そ
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
論
点
を
解

説
し
な
が
ら
、
各
論
点
を
人
間
性
心
理
学
の
文
脈
へ
と
敷
衍
す
る
と
い
う

形
式
を
採
用
し
た
。

　

最
初
の
論
点
は
、
人
間
本
性
の
様
相
で
あ
る
。
他
の
人
間
性
心
理
学
者

と
同
様
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
人
間
を
自
己
の
内
的
一
致
を
志
向
し
な
が
ら
自

己
実
現
を
目
指
そ
う
と
す
る
存
在
と
見
な
す
。
人
間
は
生
来
こ
の
よ
う
な

性
質
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
や
他
者
と
の
相
互
作
用
な
ど
の
外

的
影
響
に
よ
っ
て
内
的
一
致
が
妨
げ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
人
間
は
神
か
ら
授
か
っ
た
無
謬
の
性
質
と
実
存
的

不
安
を
も
た
ら
す
デ
ー
モ
ン
的
な
性
質
と
の
二
つ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る

と
考
え
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
は
後
に
人
間
性
心
理
学
者
メ
イ
へ
と
受

け
継
が
れ
る
が
、
こ
の
対
話
が
行
わ
れ
た
段
階
に
お
い
て
人
間
性
心
理
学
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タ
イ
ム
ズ
』
の
記
事
に
お
い
て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、

特
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
。

　

ニ
ー
バ
ー
は
一
九
三
〇
年
代
の
初
め
、
著
書
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳

的
社
会
』（
一
九
三
二
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
現
実
主
義
的
思
想
家
と
し

て
脚
光
を
浴
び
、
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
対
ソ
連
と
の
冷
戦
構
造

に
お
け
る
思
想
的
リ
ー
ダ
ー
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
立
場
か
ら
社
会
的
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
、「
ア
メ
リ
カ
の

預
言
者
」
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
グ
ラ
ハ
ム
が
全

国
的
な
脚
光
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
四
九
年
の
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
で
の
ク
ル
セ
ー
ド
（
伝
道
大
会
）
で
数
万
人
規
模
の
聴
衆
を
獲
得
し

た
と
き
で
、
以
後
、
ロ
ン
ド
ン
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
大
規
模
な
伝
道
大

会
を
成
功
さ
せ
て
、
大
衆
伝
道
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
ま
た
、

一
九
五
三
年
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
誕
生
以
後
、
頻
繁
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ

ウ
ス
に
出
入
り
し
、
各
大
統
領
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
「
大
統
領
の
牧
師
」
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
二
人
の
接
点
を
、
伝
記
本
に
よ
っ
て
調
べ
る
と
、
ほ
ぼ
二
つ
の
時

期
に
関
す
る
も
の
が
出
て
く
る
。
一
つ
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
グ
ラ
ハ
ム

が
大
衆
伝
道
者
と
し
て
頭
角
を
現
し
て
き
た
と
き
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の

手
法
や
説
教
の
内
容
を
批
判
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目

は
、
一
九
六
八
年
に
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
誕
生
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
内
で

日
曜
礼
拝
式
が
定
例
の
行
事
と
し
て
は
史
上
初
め
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
こ
に
グ
ラ
ハ
ム
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
為
政
者

と
宗
教
者
の
な
れ
あ
い
を
批
判
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
い
わ
ば
一
方
的
に
ニ
ー
バ
ー
が
グ
ラ
ハ
ム
を
批
判
し
て
い
た
と
い

う
だ
け
で
、
二
人
は
会
っ
た
こ
と
も
な
く
、
直
接
意
見
を
戦
わ
せ
た
こ
と

　

各
論
点
に
お
い
て
両
者
は
比
較
的
共
感
的
な
態
度
を
取
り
合
う
も
の

の
、
人
間
本
性
に
お
け
る
デ
ー
モ
ン
的
な
も
の
の
存
在
や
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

が
「
存
在
そ
れ
自
体
」
と
呼
ぶ
絶
対
的
存
在
の
前
提
な
ど
、
重
大
な
差
異

を
棚
に
上
げ
た
ま
ま
議
論
は
進
め
ら
れ
る
。
共
通
す
る
と
言
え
る
の
は
、

受
容
や
第
三
者
の
存
在
な
ど
が
各
々
の
理
論
形
成
に
お
け
る
「
行
程
」
と

し
て
関
わ
る
仕
方
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
心
理
学
が
人
間
性

の
変
化
や
治
療
行
程
に
関
心
を
持
つ
学
問
で
あ
り
、
学
者
間
で
用
語
の
統

一
性
が
な
い
こ
と
を
加
味
す
る
と
、「
行
程
」
に
対
す
る
関
心
を
示
す
性

向
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
概
括
の
た
め
の
新
た
な
視
点
で
あ

る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
人
間
性
心
理
学
の
言
説
に
お
け
る
様
相
を
拡
張
し
、

こ
れ
ま
で
「
ゆ
る
や
か
な
つ
な
が
り
」
と
し
て
し
か
定
義
で
き
な
か
っ
た

人
間
性
心
理
学
を
「
行
程
」
の
共
通
性
と
い
う
視
点
か
ら
類
型
化
す
る
た

め
の
着
想
を
与
え
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
』
に
み
る
ニ
ー
バ
ー
と
グ
ラ
ハ
ム
の
位
置

澤
井　

治
郎

　

本
発
表
の
大
き
な
問
題
関
心
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
の
な
か
で
、
神
学

者
や
宗
教
者
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー

バ
ー
（
一
八
九
二
―
一
九
七
一
）
と
福
音
伝
道
者
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム

（
一
九
一
八
―
二
〇
一
八
）
を
取
り
あ
げ
て
検
討
す
る
。
社
会
に
お
け
る

役
割
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
二
人
の
神
学
界
、
な
い
し
思
想
界
に
お
け
る

位
置
づ
け
を
み
る
だ
け
で
な
く
、
も
う
少
し
広
く
射
程
を
広
げ
て
、
二
人

が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
試
み
と
し
て
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
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Ｓ
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
教
会
論

│
│ 

Ｗ
・
Ｈ
・
ウ
ィ
リ
モ
ン
と
の
相
違
を
踏
ま
え
て 

│
│

徳
田　
　

信

　

ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
、
ヨ
ー
ダ
ー
か
ら
終
末
論
的
非
暴
力
の
教
会
倫
理
を
学

び
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
か
ら
美
徳
の
共
同
体
を
学
ん
だ
。
ま
た
、
デ
ュ
ー

ク
大
学
の
同
僚
ウ
ィ
リ
モ
ン
か
ら
幼
児
洗
礼
に
根
差
し
た
教
会
論
を
学
ん

だ
。
こ
の
ウ
ィ
リ
モ
ン
に
よ
っ
て
ハ
ワ
ー
ワ
ス
教
会
論
の
課
題
を
照
射
す

る
。

　

二
人
は
共
著
『
旅
す
る
神
の
民
』（
一
九
八
九
）
を
通
し
、
脱
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
立
場
を
世
に
知
ら
し
め
た
。
今
日
の
教
会
は
、

人
々
の
自
己
実
現
を
支
え
た
り
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
を
保
証
し
た
り
す
る

こ
と
が
自
ら
の
役
割
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
教
会
の
第
一
の
課
題

は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
道
を
歩
む
弟
子
た
ち
の
共
同
体
に
な
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
世
界
か
ら
の
隠
遁
で
は
な
く
、
こ
の
世
が
目
を
見
張

る
「
可
視
的
教
会
」
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。「
普
通
の
人
々
」
が
相
互
に

責
任
を
負
い
合
う
共
同
体
と
な
り
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
「
小
さ
な
政

治
」
を
現
出
す
る
こ
と
で
社
会
倫
理
の
足
場
と
な
る
。

　

か
か
る
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
教
会
理
解
は
ウ
ィ
リ
モ
ン
の
影
響
を
受
け
て
い

る
。
ウ
ィ
リ
モ
ン
に
よ
る
と
、
人
間
の
応
答
に
先
ん
じ
て
与
え
ら
れ
る
救

い
の
恩
寵
は
教
会
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
洗
礼
は
か
か
る
教

会
へ
の
入
会
儀
式
で
あ
る
。
ひ
と
は
洗
礼
に
よ
っ
て
神
の
家
族
に
迎
え
入

れ
ら
れ
、
そ
の
中
で
育
ま
れ
つ
つ
そ
の
一
員
と
し
て
の
あ
り
方
を
体
得
し

て
い
く
。
こ
う
し
て
恩
寵
の
中
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
受
け
た
恩
寵
に

応
答
す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
洗
礼
は
、
変
化
に
服
そ
う
と

い
う
意
志
（
あ
る
い
は
潜
在
的
な
意
志
）
を
明
示
し
な
い
人
物
に
は
授
け

も
な
い
。
お
互
い
の
人
生
、
キ
ャ
リ
ア
に
と
っ
て
、
互
い
は
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
二
人
な
の
か
。『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』

で
二
人
が
と
も
に
言
及
さ
れ
る
記
事
は
三
六
件
（
一
九
五
七
〜
二
〇
一

八
）
あ
る
。
そ
れ
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
二
人
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
い

て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
よ
く
分
か
る
。

　

ニ
ー
バ
ー
の
生
前
中
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
グ
ラ
ハ
ム
を
批
判
し
て
い
る
と

の
記
事
が
多
い
。
構
図
と
し
て
は
ニ
ー
バ
ー
を
高
く
、
グ
ラ
ハ
ム
を
低
く

評
価
す
る
記
事
が
多
く
、
基
本
的
に
宗
教
界
の
話
題
の
な
か
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
の
死
後
、
ニ
ー
バ
ー
は
も
は
や
消
え

た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
界
は
グ
ラ
ハ
ム
を
中
心
に
ま
わ

っ
て
い
る
と
い
っ
た
趣
旨
の
記
事
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
は
じ
め
ま
で
続
く

こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
グ
ラ
ハ
ム
率
い
る
福
音
派
は
、
政
治
へ
の
介
入

を
深
め
大
統
領
選
挙
な
ど
で
無
視
で
き
な
い
大
き
な
勢
力
に
成
長
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
イ
ノ
セ
ン
ス
神
話
が
混
合
し
た
よ
う
な

傾
向
を
危
惧
し
、
二
〇
〇
五
年
頃
か
ら
、
そ
れ
に
対
抗
し
う
る
知
的
、
冷

静
、
自
己
批
判
的
な
極
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
召
喚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
か
ら
、
現
在
、
グ
ラ
ハ
ム
は
宗
教
的
感
情
を
呼

び
起
こ
し
、
祝
福
を
与
え
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
冷
静
な

自
己
批
判
的
洞
察
を
可
能
に
す
る
存
在
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
社
会
を
動
か

す
二
つ
の
極
を
象
徴
す
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
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が
象
徴
す
る
現
代
教
会
の
現
実
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
問
い
か
け
で
あ
る
。

　

ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
教
会
を
成
熟
し
た
「
会
衆
」
の
集
ま
り
と
し
て
描
き
出

す
。
か
か
る
教
会
共
同
体
の
中
で
聖
書
が
説
教
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
育

ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
語
る
。
し
か
し
今
日
の
多
く
の
教
会
は
か
か

る
共
同
体
性
を
見
失
っ
て
久
し
い
の
で
あ
り
、
ウ
ィ
リ
モ
ン
か
ら
見
る
な

ら
ば
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
「
無
い
も
の
ね
だ
り
」
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

か
か
る
問
題
性
は
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
影
響
を
与
え
た
バ
ル
ト
に
起
因
す

る
。
バ
ル
ト
の
よ
う
に
視
点
を
上
（
キ
リ
ス
ト
論
的
超
越
）
に
固
定
さ
せ

る
と
き
足
元
（
現
実
認
識
）
が
危
う
く
な
る
。「
教
会
を
し
て
教
会
た
ら

し
め
よ
」
の
声
は
、
そ
の
「
教
会
」
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
時
、
空
回

り
す
る
。
ウ
ィ
リ
モ
ン
は
そ
の
現
実
を
見
据
え
て
い
る
ゆ
え
に
、「
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
」
を
排
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

地
球
外
の
物
質
を
め
ぐ
る
グ
ル
ジ
ェ
フ
の
祈
禱
論

宇
野　

功
一

　

ま
ず
、
グ
ル
ジ
ェ
フ
の
宇
宙
論
と
人
間
論
を
要
約
す
る
。
創
造
主
は

「
絶
対
者
」
と
い
う
意
志
を
持
つ
物
質
で
、
そ
の
物
質
を
流
出
さ
せ
て
宇

宙
を
創
造
し
た
。
流
出
経
路
は
無
数
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
創
造
の
光

線
」
と
い
う
。
地
球
を
含
む
径
路
は
、
絶
対
者
―
全
宇
宙
―
銀
河
系
（
ま

た
は
銀
河
系
の
諸
恒
星
）
―
太
陽
系
の
太
陽
―
太
陽
系
の
諸
惑
星
―
地
球

―
月
と
い
う
七
つ
の
世
界
を
結
ん
で
い
る
。
低
次
の
世
界
に
進
む
ほ
ど
、

物
質
は
劣
化
す
る
。
た
だ
し
木
に
水
が
浸
透
す
る
よ
う
に
、
あ
る
世
界
に

固
有
の
物
質
に
は
、
そ
れ
よ
り
高
次
の
世
界
の
物
質
が
浸
透
し
て
も
い

る
。
ま
た
、
天
体
は
外
に
向
け
て
な
ん
ら
か
の
物
質
を
放
射
し
て
い
る
。

る
べ
き
で
な
く
、
受
洗
候
補
者
（
幼
児
の
場
合
は
、
両
親
あ
る
い
は
保
護

者
）
へ
の
教
育
が
根
本
的
に
重
要
と
な
る
。
こ
う
し
て
ウ
ィ
リ
モ
ン
は
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
体
制
以
前
の
教
会
が
備
え
て
い
た
共
同
体
的
「
真

剣
さ
」
の
回
復
を
訴
え
る
。

　

そ
の
ウ
ィ
リ
モ
ン
は
長
年
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
チ
ャ
ペ
ル
で
学
生
や
教
職

員
、
立
ち
寄
っ
た
観
光
客
に
語
っ
て
き
た
。
デ
ュ
ー
ク
・
チ
ャ
ペ
ル
に
お

け
る
説
教
の
聴
き
手
は
、
教
会
員
の
「
会
衆
」
と
い
う
よ
り
も
「
通
り
過

ぎ
て
い
く
人
々
」
で
あ
り
「
観
光
客
」
で
あ
る
。
観
光
客
は
礼
拝
を
一
時

楽
し
む
だ
け
で
、
他
の
出
席
者
と
交
流
し
自
ら
の
信
仰
を
深
め
る
こ
と
な

く
、
そ
の
場
を
去
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
教
会
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
人
へ
の
福
音
』（
一
九
九
二
）
に
は
、
そ
こ

で
ウ
ィ
リ
モ
ン
が
語
っ
た
説
教
数
編
と
各
々
に
対
す
る
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
コ

メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
よ
る
と
、
か
か
る
「
通
り
過

ぎ
て
い
く
人
々
」
向
け
説
教
が
陥
り
や
す
い
「
罠
」
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

よ
う
に
福
音
を
現
代
人
一
般
の
経
験
に
合
わ
せ
て
「
翻
訳
」
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
リ
ン
ド
ベ
ッ
ク
の
言
う
「
経
験
―
表
出
主
義
」
で
あ
り
、

か
か
る
説
教
の
聴
き
手
は
「
す
で
に
知
っ
て
い
る
も
の
」
を
確
認
す
る
に

留
ま
る
。
し
か
し
福
音
の
告
知
は
、
人
々
の
具
体
的
な
人
生
、
す
な
わ
ち

経
済
的
・
政
治
的
習
慣
の
変
革
を
要
求
す
る
。
そ
の
変
革
が
行
わ
れ
る
の

は
礼
拝
共
同
体
と
し
て
の
教
会
で
あ
り
、
福
音
の
説
教
は
か
か
る
教
会
共

同
体
の
諸
慣
行
と
不
可
分
で
あ
る
。
そ
の
脈
絡
が
失
わ
れ
た
と
き
福
音
は

「
実
存
」
に
還
元
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
点
で
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
ウ
ィ
リ
モ
ン
説
教
に
実
存
化
の
傾
向
を
看
取

す
る
。
ウ
ィ
リ
モ
ン
は
そ
の
指
摘
に
同
意
し
つ
つ
も
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
日

常
の
牧
会
現
場
を
無
視
し
て
い
る
と
反
論
す
る
。
デ
ュ
ー
ク
・
チ
ャ
ペ
ル
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残
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
短
く
て
曖
昧
な
も
の
だ
が
、
前
々
段
を
踏
ま

え
れ
ば
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
資
料
一
で
は
、
地
球
の

大
気
圏
内
に
い
る
某
理
想
像
（
名
は
無
記
）
の
姿
を
想
像
し
、
そ
れ
に
向

け
て
自
分
の
大
気
が
線
状
に
伸
び
て
接
触
す
る
と
想
像
し
、
理
想
像
と
自

分
の
大
気
を
介
し
て
大
気
圏
内
に
あ
る
諸
物
質
が
自
分
の
肉
体
に
伝
達
・

吸
収
・
蓄
積
さ
れ
る
と
想
像
す
る
。
こ
の
さ
い
、
祈
禱
文
を
唱
え
る
か
否

か
は
定
か
で
な
い
。
資
料
二
で
は
、
惑
星
界
に
い
る
理
想
像
の
イ
エ
ス
の

姿
を
想
像
し
、
そ
れ
に
向
け
て
自
分
の
大
気
が
線
状
に
伸
び
て
接
触
す
る

と
想
像
し
、
イ
エ
ス
と
自
分
の
大
気
を
介
し
て
惑
星
界
に
あ
る
諸
物
質
が

自
分
の
肉
体
に
伝
達
・
吸
収
・
蓄
積
さ
れ
る
と
想
像
す
る
。
伝
達
と
吸
収

の
想
像
の
さ
い
に
は
「
私
は
」
と
唱
え
、
蓄
積
の
想
像
の
さ
い
に
は
「
存

在
す
る
」
と
唱
え
る
。
両
資
料
と
も
、
意
図
的
な
想
像
力
の
使
用
に
よ
っ

て
想
像
内
容
を
現
実
化
し
、
諸
物
質
を
肉
体
内
に
吸
収
す
る
形
で
あ
る
。

大
気
が
伸
び
る
距
離
と
い
う
点
で
は
、
短
い
分
だ
け
、
資
料
一
の
方
が
効

率
的
だ
ろ
う
。
吸
収
す
べ
き
物
質
の
数
と
い
う
点
で
は
、
地
球
の
放
射
物

質
が
混
在
し
て
い
な
い
分
だ
け
、
資
料
二
の
方
が
効
率
的
だ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
肉
体
の
み
を
有
し
て
い
る
修
行
者
が
こ
れ
ら
の
祈
り
に
よ
っ

て
諸
惑
星
の
放
射
物
質
を
充
分
に
肉
体
内
に
蓄
積
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
肉
体

内
に
星
幽
体
を
形
成
で
き
よ
う
。
一
方
、
既
に
星
幽
体
を
有
し
て
い
る
修

行
者
が
こ
れ
ら
の
祈
り
に
よ
っ
て
太
陽
の
放
射
物
質
を
充
分
に
星
幽
体
内

に
蓄
積
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
星
幽
体
内
に
精
神
体
を
形
成
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
理
想
像
が
今
な
お
実
体
を
有
し
て
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
と

い
う
主
張
と
、
人
間
が
最
大
限
に
進
化
し
て
も
絶
対
者
と
同
等
の
存
在
に

は
な
れ
な
い
と
い
う
暗
示
に
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
地
球
の
大
気
圏
内
に
は
地
球
の
放
射
物
質
と
他
の
諸
惑
星
の

放
射
物
質
と
太
陽
の
放
射
物
質
が
あ
り
、
惑
星
界
（
太
陽
系
の
う
ち
、
地

球
と
そ
の
大
気
圏
お
よ
び
太
陽
と
そ
の
周
辺
を
除
い
た
領
域
）
に
は
他
の

諸
惑
星
の
放
射
物
質
と
太
陽
の
放
射
物
質
が
あ
り
、
太
陽
と
そ
の
周
辺
に

は
太
陽
の
放
射
物
質
と
他
の
諸
恒
星
の
放
射
物
質
が
あ
る
。
人
間
の
肉
体

は
主
に
地
球
の
構
成
物
質
で
で
き
て
い
る
が
、
他
の
諸
惑
星
の
放
射
物
質

も
幾
ら
か
含
ん
で
い
る
。
両
者
は
混
合
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に

は
「
磁
気
」
と
い
う
混
合
物
質
（
物
理
学
上
の
、
磁
石
に
特
有
な
物
理
的

特
性
と
は
無
関
係
）
が
で
き
る
。
磁
気
の
一
部
は
肉
体
内
に
蓄
積
さ
れ
、

別
の
一
部
は
肉
体
外
に
出
て
肉
体
を
取
り
囲
む
。
後
者
を
人
間
の
「
大

気
」
と
い
う
。
人
間
は
修
行
に
よ
っ
て
、
肉
体
よ
り
も
高
次
の
体
を
最
大

で
三
つ
ま
で
形
成
で
き
る
。
質
の
低
い
方
か
ら
順
に
、
星
幽
体
（
他
の

諸
惑
星
の
放
射
物
質
か
ら
成
る
）、
精
神
体
（
太
陽
の
放
射
物
質
か
ら
成

る
）、
原
因
体
（
他
の
諸
恒
星
の
放
射
物
質
か
ら
成
る
）
で
あ
る
。
星
幽

体
と
精
神
体
は
肉
体
の
死
後
も
あ
る
程
度
の
期
間
は
生
き
延
び
る
（
い
ず

れ
も
具
体
的
な
期
間
は
不
明
）。
他
方
、
原
因
体
は
太
陽
系
の
諸
天
体
よ

り
も
高
次
の
物
質
で
で
き
て
い
る
た
め
、
太
陽
系
内
で
は
破
壊
さ
れ
得
ず

不
死
で
あ
る
。
過
去
に
生
き
て
い
た
宗
教
家
の
中
に
は
、
存
命
中
に
高
次

の
体
を
幾
つ
か
獲
得
し
、
肉
体
の
死
後
、
今
な
お
地
上
を
離
れ
た
ど
こ
か

に
存
在
し
て
い
る
者
が
い
る
。
彼
ら
を
「
理
想
像
」
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
、
一
者
に
よ
る
万
物
の
創
造
と
い
う
下
降
過
程
と
、
万
物

（
特
に
人
間
）
に
よ
る
一
者
へ
の
接
近
と
い
う
上
昇
過
程
と
の
結
合
は
、

古
今
東
西
の
神
秘
思
想
に
広
く
見
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
グ
ル
ジ
ェ
フ
は
他
の
天
体
の
放
射
物
質
を
肉
体
内
に
吸
収
す
る

た
め
の
祈
り
を
弟
子
た
ち
に
教
え
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
資
料
が
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一
九
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ヴ
ァ
ル
ナ
』
は
、
イ
ン
ド
の
賢
人
の
知

恵
に
表
れ
た
育
種
（
人
種
育
成
）
の
原
理
・
法
則
に
よ
っ
て
ア
ー
リ
ア
系

の
諸
民
族
の
世
界
史
に
お
け
る
興
亡
を
記
し
た
文
明
論
で
あ
っ
た
。
彼
に

よ
れ
ば
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
人
々
に
は
ア
レ
オ
イ
と
い
う
密
義
集
団
が
お

り
、
彼
ら
は
育
種
の
た
め
に
一
夫
多
妻
制
を
取
り
、
子
殺
し
も
行
わ
れ
て

い
た
と
い
う
。
彼
ら
は
太
陽
を
崇
拝
し
、
そ
の
育
種
に
よ
っ
て
優
れ
た
種

を
残
し
、
ア
ー
リ
ア
人
と
し
て
世
界
に
展
開
し
て
い
く
と
さ
れ
る
。
ポ
リ

ネ
シ
ア
か
ら
展
開
し
た
ア
ー
リ
ア
人
は
、
日
本
に
も
存
在
し
、
そ
れ
は
日

本
の
太
陽
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
、
そ
し
て
「
道
」
の
思
想
に
そ
の
特
徴
が
表

れ
て
い
る
と
、
ヘ
ン
チ
ェ
ル
は
主
張
し
た
。「
道
」
思
想
と
は
、
日
本
の

場
合
は
か
ん
な
が
ら
の
道
の
思
想
と
し
て
表
れ
、
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
神
話
の

神
々
も
「
道
の
戦
士
」
で
あ
る
と
主
張
し
、
ゲ
ル
マ
ン
神
話
と
日
本
神
話

を
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
。
こ
の
ヴ
ァ
ル
ナ
（
あ
る
い
は
リ
タ
）
の
法
則

を
認
識
す
る
こ
と
が
民
族
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
ア
ー
リ
ア
人

は
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
を
支
配
し
て
き
た
が
、
一
方
で
は
民
族
に
没
落
を

も
た
ら
す
別
の
原
理
が
存
在
し
た
。
ヘ
ン
チ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
セ

ム
主
義
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ッ
チ
ュ
ら
と
同
様
に
ヘ
ン
チ
ェ
ル
も
ユ
ダ
ヤ
教

の
神
は
、
悪
の
神
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
操
り
、
資
本
主
義
と
金
融
業
に

よ
っ
て
世
界
を
支
配
し
て
き
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
に

よ
る
支
配
の
原
理
を
セ
ム
主
義
と
呼
び
、
そ
れ
に
反
対
す
る
者
が
反
セ
ム

主
義
者
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
、
と
り
わ
け
、
一
婦
多

妻
制
を
否
定
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
婚
姻
観
を
批
判
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
が
ユ

ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
教
会
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
さ
え

主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
、『
ハ
ン
マ
ー
』

の
読
者
や
他
の
民
族
主
義
者
の
中
か
ら
で
さ
え
、
強
い
批
判
が
起
き
た
。

ヴ
ィ
リ
バ
ル
ト
・
ヘ
ン
チ
ェ
ル
に
見
る

世
紀
転
換
期
ド
イ
ツ
の
人
種
と
宗
教

齋
藤　

正
樹

　

本
報
告
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
ド
イ
ツ
で
台
頭

し
た
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
と
呼
ば
れ
る
民
族
主
義
と
宗
教
と
の
関
連
性
を
ヴ

ィ
リ
バ
ル
ト
・
ヘ
ン
チ
ェ
ル
の
思
想
を
通
じ
て
検
討
し
た
。
従
来
、
ナ
チ

ズ
ム
の
起
源
と
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム
の
根
幹
を
成
す
反
セ
ム
主
義
や
人
種
主

義
が
注
目
さ
れ
て
き
た
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
が
、

近
年
の
研
究
で
は
宗
教
と
の
関
係
性
が
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ン
チ
ェ

ル
は
、
そ
の
種
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、

と
り
わ
け
彼
の
入
植
地
「
ミ
ッ
ト
ガ
ル
ト
」
計
画
は
、
ナ
チ
親
衛
隊
に
少

な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
彼
の
思
想
と
宗
教

の
関
わ
り
に
関
し
て
は
検
討
の
余
地
が
十
分
に
あ
り
、
本
報
告
で
も
彼
の

主
著
『
ヴ
ァ
ル
ナ
』
を
主
に
用
い
、
彼
の
人
種
論
と
宗
教
の
関
係
を
明
ら

か
に
し
た
。

　

ヘ
ン
チ
ェ
ル
は
、
一
八
五
八
年
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
立
憲
王
国
の
ウ
ー
チ
に

生
ま
れ
た
。
イ
エ
ナ
大
学
の
著
名
な
動
物
学
者
で
あ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ

ッ
ケ
ル
の
下
で
学
び
、
遺
伝
学
に
関
す
る
博
士
号
を
取
得
し
た
。
そ
の
後
、

ヘ
ッ
ケ
ル
や
後
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
科
学
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
オ
ス
ト
ヴ
ァ
ル

ト
の
下
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
務
め
、
サ
リ
チ
ル
酸
に
関
す
る
開
発
で
特
許

に
従
事
、
そ
の
こ
と
は
ヘ
ン
チ
ェ
ル
に
莫
大
な
利
益
を
も
た
ら
し
た
。
ヘ

ン
チ
ェ
ル
は
そ
の
後
、
帝
政
期
の
著
名
な
反
セ
ム
主
義
者
テ
オ
ド
ー
ル
・

フ
リ
ッ
チ
ュ
と
知
り
合
い
、
彼
の
雑
誌
に
多
く
の
記
事
を
寄
せ
、
民
族
主

義
者
の
間
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
彼
は
後
に
フ
リ
ッ
チ

ュ
が
出
版
し
た
雑
誌
『
ハ
ン
マ
ー
』
の
主
要
著
者
の
一
人
と
な
っ
た
。
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も
、
偏
り
な
く
示
す
必
要
が
あ
る
。

　

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
社
会
的
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
、
一
貫
性

が
あ
る
。
一
九
世
紀
の
後
半
、「
多
く
の
社
会
主
義
者
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
ス
ト
だ
っ
た
」
の
は
間
違
い
な
く
、
こ
の
観
察
を
無
視
し
て
は
、
社
会

主
義
の
一
側
面
は
見
失
わ
れ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
一
貫
性
あ
る
自
己
理
解

に
沿
っ
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
を
理
解
し
た
い
。

　
『
自
伝
』
の
冒
頭
の
序
は
、
二
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
つ
め
は
「
ロ

バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
と
そ
の
旧
友
の
一
人
と
の
伝
記
執
筆
に
関
す
る
対

話
」、
二
つ
め
は
「
第
二
の
導
入
的
対
話
」
で
あ
り
、
後
者
は
か
な
り
長

い
。

　

そ
の
第
二
の
対
話
の
終
わ
り
の
数
頁
で
、
人
類
の
未
来
を
全
面
的
に
変

え
る
と
い
う
試
み
が
、
最
終
的
に
う
ま
く
行
く
と
確
信
し
て
い
る
根
拠
は

何
か
、
と
問
う
質
問
に
対
し
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
「
成
功
が
確
実
に
な
る

ま
で
効
果
の
あ
る
援
助
を
す
る
と
約
束
さ
れ
た
卓
越
し
た
ス
ピ
リ
ッ
ト
た

ち
が
い
て
、
私
は
日
々
そ
の
手
助
け
を
い
た
だ
い
て
い
る
」
と
答
え
て
い

る
。
こ
の
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
答
え
に
続
い
て
、「
古
く
か
ら
の
友
人

や
信
頼
で
き
る
弟
子
の
多
く
は
、
貴
方
が
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
出
現

spiritual m
anifestation

を
信
じ
て
い
る
こ
と
に
、
強
く
反
対
」
し
て

い
る
、
と
い
う
反
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
オ
ー
ウ
ェ
ン

は
、「
彼
ら
の
反
対
は
よ
く
承
知
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
彼
ら
が
正
し
く
、

私
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
応

じ
、
自
ら
の
確
信
の
妥
当
性
、
真
理
性
、
有
効
性
を
判
断
す
る
実
例
と
し

て
、「
世
界
へ
向
け
た
演
説
」
と
い
う
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
か
ら
の
通
信
」
を

「
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
公
刊
し
よ
う
」
と
、
対
話
を
締
め
く
く
っ
て
い

る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
を
守
る
た
め
に
は
資
本
主
義
か
ら
離
れ
、
ヴ

ァ
ル
ナ
の
法
則
に
従
っ
た
コ
ロ
ニ
ー
で
人
種
を
育
成
す
べ
き
だ
と
ヘ
ン
チ

ェ
ル
は
主
張
し
、
の
ち
に
『
ミ
ッ
ト
ガ
ル
ト
』
を
出
版
し
、
入
植
活
動
を

開
始
し
た
。
結
局
、
彼
の
計
画
は
人
手
不
足
に
よ
っ
て
潰
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
一
方
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
ヘ
ン
チ
ェ
ル
の
試
み
は
後
の
ナ
チ

ス
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
文
明
論
に
お
い
て
優
生

思
想
・
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
強
く
結
び
つ
い
た
陰
謀
論
に
基
づ
く
極

め
て
素
朴
な
宗
教
観
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
陰
謀
論
と
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
の
結
び
つ
き
は
現
在
で

も
見
ら
れ
る
が
、
ヘ
ン
チ
ェ
ル
も
そ
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
『
自
伝
』
の
未
邦
訳
部
分
を
め
ぐ
っ
て

津
城　

寛
文

　

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
、
短
い
事
典
項
目
で
は
社
会
改
革
者
、
空

想
的
社
会
主
義
者
と
さ
れ
、
や
や
立
ち
入
っ
た
記
述
で
は
、
晩
年
の
心
霊

主
義
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
）
へ
の
傾
倒
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本

で
は
、『
自
伝
』
そ
の
他
の
紹
介
翻
訳
の
や
や
偏
っ
た
作
業
に
よ
っ
て
、

一
面
的
な
オ
ー
ウ
ェ
ン
像
が
構
築
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
偏
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
初
期
の
社
会
改
革
思
想
か
ら
、
晩
年
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
回
心
が
、
全
面
的
に
否
定
的
な
も
の
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
翻
訳
紹
介
の
段
階
で
作
品
の
偏
っ
た
取
捨
選
択
が
あ
る

こ
と
、
と
く
に
『
自
伝
』
に
大
幅
な
削
除
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
論
争

的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
批
判
、
評
価
す
る
場
合
、
何
を
否
定
、
評
価
し
て

い
る
の
か
、
ま
ず
は
判
断
材
料
を
、
主
張
に
有
利
な
材
料
も
不
利
な
材
料
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て
論
ず
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
、「
い
つ
か
ど
こ
か
」
を
構
想
す
る
の

み
で
な
く
、「
今
こ
こ
」
を
「
今
こ
こ
」
の
視
点
と
は
全
く
異
な
る
視
点

か
ら
〈
創
り
出
す
〉
と
い
う
特
徴
も
持
つ
。
扱
わ
れ
る
小
説
は
い
ず
れ

も
、
社
会
を
秩
序
化
す
る
原
理
と
し
て
、「
今
こ
こ
」
に
は
存
在
し
な
い

は
ず
の
宗
教
を
描
く
こ
と
で
、
そ
れ
を
「
今
こ
こ
」
で
創
り
出
そ
う
と
す

る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
著
名
な
人
物
が
書
い
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

で
は
な
く
、
通
俗
的
な
文
学
作
品
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
そ
れ
ら

が
開
示
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
世
界
に
は
、
三
三
年
上
半
期
に
社
会
内
で
共
有

さ
れ
て
い
た
「
今
こ
こ
」
に
つ
い
て
の
通
俗
的
理
解
が
読
み
取
れ
る
。
さ

ら
に
、
こ
う
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
構
想
は
ナ
チ
ズ
ム
（
国
民
社
会
主
義
）
の

極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
理
解
を
提
示
し
て
お
り
、
現
実
の
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ

が
歩
む
現
実
路
線
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
国

民
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
当
時
の
理
解
の
重
要
な
一
面
を
反
映
し
て
い

る
。
即
ち
、
三
三
年
の
う
ち
に
、
資
本
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
勢
力
と
結
託

し
た
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
体
制
が
歩
ん
だ
道
と
は
別
の
、
も
う
一
つ
の
国
民
社

会
主
義
革
命
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
テ

ク
ス
ト
の
特
徴
は
以
下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

　
（
一
）民
衆
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
た
ド
イ
ツ
精
神
の
復
興
を
国

民
社
会
主
義
に
求
め
て
い
た
理
想
主
義
的
構
想
で
あ
る
こ
と
。
一
九
世
紀

以
来
の
「
第
三
帝
国
」
言
説
に
見
ら
れ
る
、
全
く
新
た
な
千
年
王
国
的
な

社
会
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
〈
民
衆
〉
の
生
活
環
境
の
改
善
と
階
級
を
超

え
た
〈
民
族
〉
の
一
体
性
を
実
現
す
る
民
衆
・
民
族
共
同
体V

olksge-
m
einschaft

を
支
え
る
宗
教
性
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。（
二
）ド
イ
ツ
国

家
を
精
神
的
に
支
え
る
「
ド
イ
ツ
宗
教
」
は
民
衆
・
民
族
共
同
体
の
共
通

感
覚
を
醸
し
出
す
た
め
の
儀
礼
的
枠
組
み
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

　
「
す
べ
て
貴
方
の
心
の
妄
想
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
承
知

の
上
で
、
老
い
て
な
お
意
気
盛
ん
な
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
、
敢
え
て
「
公
衆
の

利
益
の
た
め
に
」
と
断
っ
て
刊
行
し
た
部
分
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ

た
の
か
、
少
な
く
と
も
資
料
と
し
て
、
確
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

オ
ー
ウ
ェ
ン
が
共
感
を
も
っ
て
紹
介
し
た
「
世
界
へ
向
け
た
演
説
」
の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
す
べ
て
の
人
に
必
須
な
必
要
物essential w

ants

、

自
然
な
必
要
物natural w

ants

、
納
得
で
き
る
労
働agreeable la-

bour

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
人
類
が
、
適
切
な
労
働
で
、

不
足
な
く
生
活
す
る
と
い
う
、
シ
ン
プ
ル
な
ア
イ
デ
ア
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン

そ
の
人
の
、
青
年
期
か
ら
晩
年
ま
で
一
貫
し
た
、
基
本
的
な
主
張
そ
の
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
、「
ス
ピ
リ
ッ
ト
か
ら
の
通
信
」
の

一
言
一
句
に
、
す
べ
て
賛
成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
制
度
、
シ
ス

テ
ム
の
重
要
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
演
説
と
意
見
を
異
に
す
る
」
と
し
て
、

逐
一
、
反
論
し
て
い
る
。

　
「
全
生
涯
に
及
ぶ
た
く
ま
し
さ
を
示
し
た
」
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
お
い
て

「
惜
し
む
べ
し
」
と
嘆
か
れ
る
、
社
会
主
義
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と

の
密
接
な
つ
な
が
り
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
社
会
の
「
具
体
的
（
マ
テ
リ

ア
ル
）」
な
側
面
に
偏
っ
た
オ
ー
ウ
ェ
ン
像
は
、
多
少
と
も
描
き
直
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

宗
教
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
想

│
│ 

近
代
ド
イ
ツ
の
政
治
的
文
脈
に
お
い
て 

│
│

久
保
田　

浩

　

本
発
表
は
ナ
チ
ズ
ム
が
政
権
を
掌
握
し
た
一
九
三
三
年
の
ド
イ
ツ
で
出

版
さ
れ
た
三
つ
の
未
来
小
説
を
事
例
と
し
て
宗
教
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
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〈
民
衆
〉、
排
外
主
義
的
な
〈
民
族
〉、
と
い
う
二
つ
の
方
向
に
分
断
さ
れ

て
し
ま
い
が
ち
なV

olk

やN
ation

を
有
機
的
統
合
体
へ
と
変
え
て
い

く
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
民
衆
・
民
族
共
同
体
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
社
会
主
義
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
両
立
を
可
能
に
す
る
も
の
、
そ
れ
が

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
は
ず
の

「
ド
イ
ツ
宗
教
」
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
心
理
療
法
に
み
ら
れ
る
「
神
」
認
識
の
考
察

妹
尾　

美
加

　

Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
（
以
下
フ
ラ
ン
ク
ル
）
は
独
自
の
心
理
療
法

「
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
及
び
実
存
分
析
を
創
始
し
た
。
こ
の
心
理
療
法
は
信
仰

の
有
無
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
「
神
」
あ
る
い
は
「
宗
教
」

に
つ
い
て
の
強
調
は
見
ら
れ
な
い
。
対
象
が
治
療
者
で
あ
る
か
患
者
で
あ

る
か
を
問
わ
ず
、
誰
に
で
も
適
用
で
き
る
心
理
療
法
と
す
る
た
め
に
は
必

要
な
配
慮
で
あ
る
。
同
様
に
臨
床
医
に
と
っ
て
も
無
神
論
者
で
も
宗
教
的

な
治
療
者
の
手
に
よ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
「
宗
教
性
」
を
不
要
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
フ

ラ
ン
ク
ル
は
「
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
を
行
う
者
は
、
人
間
の
宗
教
性
と
い
う
現

象
を
取
り
上
げ
、
人
間
の
宗
教
性
と
い
う
現
象
を
本
質
的
に
人
間
的
な
現

象
と
し
て
扱
う
の
で
す
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
最
も
普
遍
的
な
意
味
で

宗
教
を
扱
う
」
と
し
、
特
定
の
宗
教
を
想
起
さ
せ
る
「
神
」
を
使
わ
ず
、

「
理
解
を
超
え
た
最
終
的
な
意
味
で
あ
る
『
超
越
者
』」
あ
る
い
は
「
超
越

し
た
意
味
の
『
超
意
味
』」
と
い
う
語
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
図
を
理
解
し
つ
つ
も
我
々
は
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
の

「
神
」
に
つ
い
て
な
お
関
心
を
持
つ
。「
超
越
者
」
や
「
超
意
味
」
が
意
味

と
。
こ
う
し
た
宗
教
構
想
は
、
一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
を
残
し
つ
つ

も
、
他
方
で
明
瞭
に
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
主
な
一
因
は
、
三
二
年
以
降
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
宗
教
団
体

の
大
同
団
結
の
動
き
が
見
ら
れ
、
事
実
三
三
年
に
「
ド
イ
ツ
信
仰
運
動
」

と
し
て
組
織
化
し
た
こ
と
に
あ
る
。
故
に
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
今

こ
こ
」
で
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
自
分
た
ち
の
宗
教
を
ド
イ
ツ
精
神
の

復
興
に
導
く
べ
き
将
来
的
所
与
と
し
て
表
象
す
る
と
い
う
、
行
為
遂
行
的

言
説
と
な
っ
て
い
る
。（
三
）ゲ
ル
マ
ン
・
ド
イ
ツ
の
原
社
会
・
法
制
度
と

し
て
母
権
制
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
の
バ
ッ
ハ
オ

ー
フ
ェ
ン
に
遡
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
一
九
世
紀
末
以
来
の
人
種
育

成
思
想
の
流
行
と
い
う
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
同
時
に
こ
の
人

種
育
成
思
想
は
、
社
会
革
命
に
必
然
的
に
伴
う
、「
新
た
な
知
」
の
構
築

の
試
み
と
い
う
動
向
の
中
に
お
い
て
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
「
新
た
な
知
」
構
築
の
試
み
は
近
代
に
お
い
て
、
社
会
変
革
思

想
と
相
俟
っ
て
多
様
な
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
が
、
例
え
ば
北
方
神
話
の
英

雄
を
ひ
な
型
と
す
る
、
新
た
な
社
会
秩
序
を
も
た
ら
す
救
世
主
と
い
う
モ

チ
ー
フ
は
、
人
種
育
成
思
想
と
融
合
し
、
そ
の
よ
う
な
来
る
べ
き
救
世
主

の
人
種
的
育
成
の
必
要
性
と
い
う
考
え
と
し
て
結
実
し
て
い
く
。
小
説
で

描
か
れ
る
母
権
制
社
会
や
母
に
対
す
る
顕
彰
行
為
も
、
ド
イ
ツ
的
精
神
の

体
現
者
を
出
産
す
る
、
つ
ま
り
純
化
さ
れ
た
人
種
を
産
み
育
て
る
女
性

性
・
母
性
に
関
す
る
「
新
た
な
知
」
の
一
部
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
は
、
来
る
べ
き
宗
教
が
、

人
種
育
成
主
義
的
なV

olk

理
解
に
基
づ
く
社
会
主
義
社
会
つ
ま
り
「
民

衆
・
民
族
共
同
体
」
を
支
え
る
も
の
と
し
て
実
現
し
て
い
る
姿
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
宗
教
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
統
合
・
結
集
さ
れ
る
べ
き
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死
ん
で
い
く
仲
間
を
み
た
。
収
容
所
に
収
監
さ
れ
る
前
に
既
に
何
千
人
も

の
患
者
を
診
て
き
た
彼
は
、
人
間
が
個
々
に
内
在
す
る
「
無
意
識
の
神
」

を
感
じ
た
。
無
神
論
者
で
あ
っ
た
者
が
臨
終
の
際
に
人
間
の
世
界
を
超
え

た
超
越
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
、
自
分
を
超
え
た
何

か
に
護
ら
れ
て
い
る
の
を
感
じ
安
ら
か
に
眠
り
に
つ
く
こ
と
も
体
験
し
た

の
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
る
と
、「
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
は
―
少
な
く
と
も
初
め
は

精
神
療
法
で
あ
り
、
医
学
に
属
す
る
が
―
た
ん
に
、
い
わ
ゆ
る
「
意
味
へ

の
意
志
」
だ
け
に
で
は
な
く
、
あ
る
究
極
の
意
味
、
超
―
意
味
（Ü

ber-
Sinn

）
へ
の
意
志
に
も
関
わ
り
あ
う
べ
き
資
格
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
し
て
宗
教
上
の
信
仰
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
超
意
味
へ
の
信
仰
で
あ

り
、
超
意
味
へ
の
信
頼
で
あ
る
」。

　

彼
が
示
唆
す
る
「
人
生
の
意
味
」
や
「
神
」
の
探
求
は
、
混
迷
す
る
現

代
社
会
で
の
心
理
療
法
に
お
い
て
再
考
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
宗
教
観

│
│ 「
意
味
」
の
根
源
と
し
て
の
神 

│
│

釘
宮　

明
美

　
『
あ
る
心
理
学
者
の
強
制
収
容
所
体
験
』（
邦
題
『
夜
と
霧
』）
の
著
者

と
し
て
知
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
精
神
科
医
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想

は
、
精
神
医
学
や
心
理
・
精
神
療
法
に
留
ま
ら
な
い
宗
教
的
な
射
程
と
哲

学
的
基
盤
を
有
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
と
ア

ド
ラ
ー
の
個
人
心
理
学
を
批
判
的
に
摂
取
し
て
、
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
と
実
存

分
析
の
理
論
を
構
築
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
単
な
る
衝

動
や
心
理
に
還
元
さ
れ
な
い
「
意
味
」
を
志
向
す
る
精
神
的
な
存
在
で
あ

す
る
内
容
の
詳
細
を
理
解
し
た
い
か
ら
で
あ
る
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
「
神
」

に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
ま
ず
彼
が
ユ
ダ
ヤ
教
信
者
で
あ
る
こ
と
に
注
目

し
よ
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
理
解
で
は
「
神
」
は
「
神
は
考
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
、
言
葉
で
は
言
い
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
神
は
、
た
だ
信
じ
、
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
つ
ま
り
神
が

「
超
越
者
」
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
人
間
か

ら
神
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
事
が
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
可
能
と
す

る
の
は
神
が
人
間
に
「
話
し
か
け
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
神
」
は
人

間
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
神
で
あ
り
、
し
か
も
、
限
ら
れ
た
時
間
で
は
な
く

「
常
に
、
永
遠
に
」
関
わ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
フ
ラ
ン
ク
ル
は
神
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
人
間
が
神
の
被

造
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
神
と
の
関
係
に
お
け
る
自
己
認
識

を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
人
間
は
、
自
分
が
何
か
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
被
造
性
に
つ
い
て
自
分
を
理
解
し
な
い

限
り
、
正
し
い
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
」、
あ
る
い
は

「
人
間
は
自
分
自
身
の
尺
度
に
は
な
り
え
な
い
。
人
間
が
自
分
の
事
を
測

り
う
る
の
は
む
し
ろ
、
絶
対
な
る
も
の
、
一
つ
の
絶
対
価
値
、
つ
ま
り
神

に
お
い
て
で
あ
る
」「
人
間
は
み
ず
か
ら
を
神
の
似
姿
と
し
て
理
解
す
る

か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
失
敗
し
て
自
分
自
身
の
戯
画
に
な
る
か
、
そ
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ク
ル
の
「
神
」
が
「
意
味
」
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

強
制
収
容
所
で
は
、
も
は
や
生
き
延
び
る
か
否
か
に
意
味
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
そ
こ
で
死
と
い
う
犠
牲
を
も
っ
て
し
て
も
自
分
の
死
が
別
の
強

制
収
容
所
に
居
る
家
族
の
苦
し
み
を
取
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
神
に
祈
り



　　198

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第３部会

生
じ
、
人
間
は
実
存
そ
の
も
の
に
お
い
て
彼
固
有
の
問
い
に
対
す
る
答
え

を
遂
行
す
る
」（『
医
師
に
よ
る
魂
の
配
慮
』）
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
我
々
が
「
問
わ
れ
た
者
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
に
「
問
い
を

与
え
る
者
」
と
は
何
者
な
の
か
。
制
約
さ
れ
た
状
況
の
中
で
あ
っ
て
も
人

生
に
意
味
を
与
え
る
「
態
度
価
値
」
と
は
、
人
間
の
「
良
心
」
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「
良
心
」
の
起
源
を
人
間
に
内
在

し
人
間
を
超
越
す
る
宗
教
的
次
元
、「
超
越
の
呼
び
か
け
」
と
理
解
す
る
。

「
人
間
は
超
越
の
呼
び
か
け
が
彼
の
内
に
響
き
渡
る
（per-sonare

）
程

度
に
応
じ
て
の
み
人
格
（person

）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
超
越
の
呼
び

か
け
を
人
間
は
良
心
に
お
い
て
聴
き
取
る
」（『
意
識
さ
れ
な
い
神
』）。
我

と
汝
と
の
倫
理
的
・
人
格
的
な
応
答
関
係
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
け

る
神
と
人
間
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
考
え
で
は
、
呼

び
か
け
を
受
け
止
め
る
「
良
心
」
は
、
反
省
的
意
識
よ
り
も
深
部
に
あ
る

非
反
省
的
な
無
意
識
の
根
底
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
普
段
は
意
識
さ

れ
な
い
が
、
制
約
さ
れ
た
状
況
や
困
難
の
中
で
期
せ
ず
し
て
立
ち
現
れ
、

「
人
間
が
神
に
対
し
て
志
向
的
な
関
係
を
常
に
既
に
有
し
て
い
る
」（
同
）

こ
と
が
露
わ
に
さ
れ
る
。
人
生
を
問
わ
れ
た
者
と
し
て
体
験
す
る
と
き
、

何
ら
か
の
使
命
を
課
せ
ら
れ
た
者
と
し
て
受
け
止
め
る
と
き
、
そ
こ
に
は

使
命
を
委
託
し
た
「
超
越
的
な
審
級
」
の
存
在
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
人
生

が
「
超
越
的
委
託
者
」
へ
の
方
向
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
、
人
生
の
使
命
と

そ
の
「
委
託
者
」
が
意
識
性
と
責
任
性
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
る
人
間
を
フ

ラ
ン
ク
ル
は
「
宗
教
的
人
間
（hom

o religious

）」
と
呼
ぶ
。
心
理
・

精
神
療
法
の
目
的
は
心
の
治
療
で
、
宗
教
の
目
的
は
魂
の
救
済
で
あ
る
と

し
、
精
神
医
学
と
宗
教
の
次
元
に
一
線
を
画
し
た
が
、
そ
の
思
想
と
生
き

様
の
中
核
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

る
。
人
間
存
在
を
構
成
す
る
身
体
・
心
・
精
神
の
三
つ
の
次
元
の
中
で
フ

ラ
ン
ク
ル
は
「
精
神
的
な
も
の
を
含
む
領
域
」
を
重
視
し
、
人
間
を
「
意

識
存
在
と
責
任
存
在
」
の
統
合
と
し
て
把
握
し
た
。
存
在
の
「
意
味
」
へ

の
欲
求
が
充
た
さ
れ
な
い
と
き
、
人
は
「
実
存
的
欲
求
不
満
」
に
陥
り

「
実
存
的
空
虚
感
」
に
苛
ま
れ
病
む
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
。
こ
う
し
た
苦

悩
を
抱
え
る
者
に
対
し
、
人
間
の
「
意
味
へ
の
意
志
」
に
呼
び
か
け
、
そ

れ
を
目
覚
め
さ
せ
る
の
が
「
ロ
ゴ
ス
」
を
用
い
た
「
セ
ラ
ピ
ー
」
す
な
わ

ち
「
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
（Logo-therapie

）」
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は

時
代
を
覆
う
「
還
元
主
義
」
と
「
汎
決
定
論
」
に
否
定
的
で
、
人
間
は
ど

の
よ
う
に
制
約
さ
れ
た
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
自
ら
態
度
を
決
定
す
る

「
自
由
と
責
任
」
を
も
つ
と
強
調
す
る
。
こ
の
自
由
と
は
「
何
か
か
ら
の

自
由
」
で
は
な
く
「
何
か
に
向
か
っ
て
の
自
由
」
で
あ
り
、
人
間
は
各
自

の
人
生
の
「
意
味
に
対
す
る
責
任
」
を
負
っ
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ク
ル
の
理
論
は
強
制
収
容
所
へ
の
移
送
以
前
に
早
く
も
構
想
さ

れ
、
骨
子
が
発
表
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
理
論
に
確
証
を
与
え
た
の
は
自

ら
の
収
容
所
体
験
で
あ
っ
た
。
解
放
後
、
短
期
間
の
う
ち
に
成
っ
た
『
医

師
に
よ
る
魂
の
配
慮
』
と
『
あ
る
心
理
学
者
の
強
制
収
容
所
体
験
』
に
は
、

我
々
が
人
生
の
「
意
味
」
を
問
う
の
で
は
な
く
、
我
々
自
身
が
「
問
わ
れ

た
者
」
と
し
て
人
生
の
「
意
味
」
を
体
験
す
る
の
だ
と
い
う
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
転
回
が
語
ら
れ
て
い
る
。
人
生
は
そ
の
都
度
、
我
々
に
問
い
を
提
出

し
て
お
り
、
人
は
そ
の
問
い
に
正
し
く
「
応
答
す
る
（antw

orten

）」

「
責
任
（V
er-antw

ortung

）」
が
あ
る
の
だ
、
と
。
我
々
は
日
常
の
出

来
事
を
通
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
、
語
り
か
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
問
い
か

け
に
対
し
て
日
々
の
務
め
や
具
体
的
行
為
、
各
自
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
を

果
た
す
こ
と
で
応
え
て
い
く
。「
現
存
在
の
責
任
の
う
ち
に
そ
の
答
え
は
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ギ
ュ
イ
ヨ
ン
の
解
釈
は
ど
う
だ
ろ
う
か
│
│
こ
れ
が
本
発
表
の
問
い
で

あ
る
。
ボ
ス
ュ
エ
へ
の
応
答
の
書
『
弁
明
』（
一
六
九
四
年
）
で
は
、「
暗

く
赤
裸
な
信
仰
」
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
そ
れ
が
幻
視
や
啓
示
な
ど
の

「
目
に
見
え
る
奇
蹟
」
を
退
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、

他
方
で
は
信
仰
の
内
な
る
「
目
に
見
え
な
い
奇
蹟
」
が
語
ら
れ
る
。
彼
女

の
信
仰
の
「
闇
」
は
多
義
的
で
あ
る
。

　

ギ
ュ
イ
ヨ
ン
に
お
い
て
ヨ
ハ
ネ
的
な
信
仰
観
念
は
、
被
造
物
か
ら
の
徹

底
的
な
離
脱
の
果
て
の
自
己
無
化
と
い
う
北
方
神
秘
思
想
的
な
モ
チ
ー
フ

に
沿
う
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
自
己
愛
」
の
根
本
否

定
と
い
う
テ
ー
マ
と
結
び
つ
い
て
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
純
粋
愛
の
教
説
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
。
神
へ
と
向
か
う
魂
の
道
程
が
海
に
流
れ
込
む
川
の
流
れ

に
喩
え
て
語
ら
れ
る
『
奔
流
』
で
は
、
三
つ
の
段
階
が
区
別
さ
れ
る
。
こ

の
う
ち
、
幻
視
や
脱
魂
な
ど
超
常
の
体
験
に
恵
ま
れ
る
第
二
段
階
の
「
光

溢
れ
る
道
」
に
対
し
て
、
第
三
段
階
の
「
信
仰
に
お
け
る
受
動
的
な
道
」

で
は
、「
喪
失
」
や
「
剥
奪
」
や
「
死
」
な
ど
信
仰
の
「
闇
」
の
否
定
的

側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
道
の
完
成
は
す
な
わ
ち
「
赤
裸
な
信
仰
」
の

完
成
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
純
粋
な
愛
」
の
完
成
を
意
味
す
る
。
か

く
し
て
自
己
無
化
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
の
信
仰
は
、
フ
ェ
ヌ

ロ
ン
の
純
粋
愛
に
極
め
て
接
近
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

し
か
し
、「
赤
裸
な
信
仰
」
と
魂
の
「
死
」
は
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
の
神
秘

主
義
の
最
終
段
階
で
は
な
い
。
彼
女
は
そ
こ
か
ら
「
神
的
な
甦
り
の
生

命
」
あ
る
い
は
「
使
徒
的
生
命
」
を
語
り
、
こ
の
状
態
に
あ
る
魂
の
「
自

由
と
平
安
」
を
語
る
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
の
い
う
自
由
は
、
す
べ
て
神
的
な
事

柄
に
関
す
る
「
容
易
さ
」
で
あ
り
「
自
然
さ
」
で
あ
る
。
真
に
自
由
な
状

態
に
あ
る
魂
は
、
そ
の
自
然
さ
ゆ
え
に
「
平
凡
」
で
あ
り
、
他
の
人
び
と

ギ
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人
と
信
仰
の
闇

渡
辺　
　

優

　

近
世
神
秘
主
義
の
黄
昏
を
決
定
づ
け
、
以
後
の
神
秘
主
義
理
解
を
深
く

規
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
「
静
寂
主
義
（
キ
エ
テ
ィ
ス
ム
）
論
争
」、
こ

の
事
件
の
震
源
と
な
っ
た
人
物
が
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人
（
一
六
四
八
―
一
七

一
七
年
）
で
あ
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
を
神
秘
主
義
に
誘
い
、
論
争
の
焦
点
と

な
っ
た
「
純
粋
愛
」
の
教
説
を
体
系
化
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
も
彼
女
だ
っ

た
。
し
か
し
、
啓
蒙
の
世
紀
以
降
「
狂
女
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
き

た
彼
女
に
つ
い
て
、
然
る
べ
き
研
究
に
よ
っ
て
正
当
な
評
価
が
与
え
ら
れ

る
に
は
、
二
〇
世
紀
も
後
半
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
四
〇
巻

を
超
え
る
彼
女
の
著
作
に
つ
い
て
も
長
ら
く
学
問
的
な
校
訂
版
は
存
在
し

な
か
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
主
要
著
作
の
校
訂
版
が
相
次
い
で
出

版
さ
れ
、
近
世
神
秘
主
義
研
究
の
な
か
で
新
た
な
関
心
を
呼
び
つ
つ
あ

る
。

　

近
世
西
欧
神
秘
主
義
に
お
い
て
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
（
以
下
、
ヨ
ハ
ネ
）

の
「
暗
夜
の
信
仰
」
論
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
か
。
こ
れ
が
発
表
者

の
大
き
な
問
い
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
は
、「
超
常
の
体
験
」
へ
の
拘
泥
を
厳

に
戒
め
る
一
方
、
見
え
ざ
る
神
を
求
め
て
暗
夜
に
彷
徨
う
魂
に
燃
え
立
つ

「
愛
の
炎
」
を
歌
っ
た
。
多
義
性
に
富
む
暗
夜
の
信
仰
論
は
、
し
か
し
、

十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
禁
欲
的
な
「
冷
た
い
夜
」
と
し
て
一
義

的
に
解
釈
さ
れ
、
否
定
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ヨ
ハ
ネ

の
教
説
は
静
寂
主
義
論
争
で
も
争
点
と
な
っ
た
が
、
端
的
に
無
理
解
を
示

し
た
ボ
ス
ュ
エ
に
対
し
て
よ
り
正
確
な
理
解
を
示
し
た
と
い
え
る
フ
ェ
ヌ

ロ
ン
に
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
冷
た
い
夜
」
の
信
仰
理
解
に
帰
着
し

て
ゆ
く
。
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）
は
、
生
活
を
共
に
し
て
い
た
修
道
女
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
マ

ザ
ー
テ
レ
サ
の
信
仰
の
暗
闇
（darkness

）
を
明
ら
か
に
し
た
た
め
、

多
く
の
人
々
の
驚
き
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
Ｂ
・
コ
ロ
デ
ィ
エ
ジ
ュ
ッ
ク
が
一
九
九
九
年
に
神
の
愛
の
宣
教
者
会

に
よ
っ
て
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
列
福
列
聖
請
願
者
と
し
て
任
命
さ
れ
て
、

『
来
て
、
私
の
光
と
な
り
な
さ
い
』
に
所
収
さ
れ
た
私
文
書
を
含
め
た
三

万
五
千
頁
に
お
よ
ぶ
列
福
列
聖
請
願
書
を
、
バ
チ
カ
ン
に
提
出
し
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
請
願
書
を
と
お
し
て
信
仰
の
闇
の
事
実
を
知
っ
た
う
え

で
、
バ
チ
カ
ン
は
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
を
列
福
列
聖
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
は
、
聖
人
は
信
仰
の
闇
を
体
験
す
る
も
の
が
多

い
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
信
仰
の
暗
闇
の
体
験
は
、
キ

リ
ス
ト
教
正
教
の
二
世
紀
に
ま
で
遡
り
う
る
砂
漠
の
父
祖
の
信
仰
か
ら
始

ま
り
、
中
世
の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
（John of the Cross /San Juan 

de la Cruz

一
五
四
二
―
一
五
九
一
）
を
へ
て
、
現
代
の
Ｊ
・
チ
ャ
ッ

プ
マ
ン
（John Chapm

an

一
八
六
五
―
一
九
三
三
）
や
Ｔ
・
マ
ー
ト

ン
（T

hom
as M

erton

一
九
一
五
―
一
九
六
八
）
に
い
た
る
神
秘
主

義
の
思
潮
に
属
す
る
。
神
秘
主
義
に
は
、
肯
定
の
道
と
否
定
の
道
が
あ
る

が
、
Ｊ
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
が
そ
の
著
作
『
霊
性
に
つ
い
て
の
書
簡
』（
一

九
三
五
年
、T

he Spiritual Letters

）
で
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
時
代
状
況
は
、
宗
教
が
真
実
で
は
な
く
信
仰
を
も
た
な
い
こ
と
こ
そ

真
実
だ
、
と
い
う
感
覚
に
満
ち
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
感
覚
を
Ｔ
・
マ

ー
ト
ン
は
、
そ
の
著
作
『
霊
想
祈
禱
』（
一
九
七
一
年
、Contem

pla-
tiave Prayer

）
や
『
霊
想
の
た
め
の
新
し
い
種
』（
一
九
六
一
年
、N

ew
 

Seeds of Contem
ption

）
の
な
か
で
、
何
も
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
、

ど
ん
な
に
神
を
信
じ
よ
う
と
し
て
も
空
し
く
、
ど
こ
ま
で
突
き
詰
め
て
い

と
見
分
け
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
い
か
に
神
的
な
状
態
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
己
自
身
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
魂
は
恒
常

的
に
「
漠
然
と
し
て
判
明
さ
に
欠
け
る
認
識
」
に
置
か
れ
る
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
、
神
に
近
づ
く
魂
の
最
終
段
階
で
あ
る
「
使
徒
的
状
態
」
に
お
い

て
は
、
こ
の
暗
き
認
識
を
破
る
も
の
と
み
え
る
事
態
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
「
こ
と
ば
を
発
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
彼
女
が
「
自
動
書
記
」
と
呼

ば
れ
る
状
態
で
著
作
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
信
仰

の
闇
を
め
ぐ
る
解
釈
と
い
う
視
角
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
き
、
受
動
性
と

い
う
従
来
の
論
点
以
上
に
、
自
己
と
他
者
の
関
係
性
や
認
識
の
根
源
的
共

同
性
と
い
っ
た
論
点
が
提
起
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
語
る
信
仰

の
内
な
る
「
目
に
見
え
な
い
奇
蹟
」
の
内
実
を
探
る
こ
と
で
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
神
秘
主
義 

│
│ 

暗
闇
の
体
験
と
苦
悩 

│
│中

里　
　

巧

　

修
道
女
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
（
一
九
一
〇
―
一
九
九
七
）
は
、
多
く
の
年
月

を
要
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
列
福
列
聖
認
定
の
慣
例
を
破
っ
て
、
二
〇

〇
三
年
に
は
福
人
と
な
り
、
死
後
二
〇
年
足
ら
ず
の
二
〇
一
六
年
に
は
、

聖
人
と
な
っ
た
。
晩
年
の
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る

な
し
に
か
か
わ
ら
ず
周
囲
の
多
数
の
人
々
か
ら
す
で
に
、
愛
を
放
射
し
奇

跡
お
こ
な
う
生
き
た
聖
人
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
七
年

に
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
が
創
設
し
た
神
の
愛
の
宣
教
者
会
の
司
祭
Ｂ
・
コ
ロ

デ
ィ
エ
ジ
ュ
ッ
ク
（Brian K

olodiejchuk

一
九
七
七
―
）
が
刊
行
し
た

『
来
て
、
私
の
光
と
な
り
な
さ
い
―
コ
ル
カ
タ
の
聖
人
の
私
文
書
集
―
』

（Com
e Be M

y Light: T
he Private W

riting of the Saint of 
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っ
て
も
神
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
取
れ
ず
、
心
の
な
か
に
暗
闇
が
広
が
っ

て
い
く
次
元
が
否
定
の
道
で
あ
る
と
云
い
、
Ｊ
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
は
、
如

何
に
否
定
の
道
が
耐
え
が
た
く
救
い
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
祈
る

こ
と
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
云
う
。
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
神
秘
主
義

は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
位
相
の
信
仰
体
験
で
あ
り
、
Ｐ
・
ム
レ
イ
（Paul 

M
urray

）
の
著
作
『
私
は
夜
の
イ
エ
ス
を
愛
し
た
』（
二
〇
〇
八
年
、I 

loved Jesus in the N
ight

）
や
二
〇
一
七
年
ア
メ
リ
カ
の
ア
ヴ
ェ
マ

リ
ア
大
学
で
開
催
さ
れ
た
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
神
秘
主
義
に
か
ん
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
と
め
た
『
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
と
神
秘
主
義
』（
二
〇
一
八
年
、

M
other T

eresa and the M
ystics

）
な
ど
、
彼
女
の
神
秘
主
義
に
か

ん
す
る
最
近
の
研
究
成
果
を
中
心
に
、
彼
女
の
神
秘
主
義
の
本
質
を
探

る
。
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旧
約
聖
書
に
お
け
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
思
想

塩
野
谷
恭
輔

　

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
何
だ
ろ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
そ
れ
は
旧
約
聖
書

と
呼
ば
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
？　

こ
の
問
い
を
考
え
る
前
に
、
辞
書
的
な
定
義
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。

　

O
xford D

ictionary
曰
く
、
終
末
論
的
な
意
味
と
し
て
の
メ
シ
ア
的

用
語
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
理
想
的
な
王
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
言
及
し
て

い
る
預
言
者
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
申
命
記
的
イ

ザ
ヤ
と
し
て
知
ら
れ
る
預
言
者
の
託
宣
も
、
確
か
に
終
末
論
的
な
雰
囲
気

を
纏
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
彙
は
メ
シ
ア
的
で
は
な

い
し
、
ダ
ビ
デ
家
の
王
と
い
う
観
念
も
欠
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
神
殿
再

建
が
「
メ
シ
ア
的
情
況
」
の
中
心
的
な
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
神
殿
崩
壊
以
後
で
あ
り
、
ゼ
ル
バ
ベ
ル
に
よ
る
ユ
ダ
王
国
の
回
復

が
失
敗
し
た
こ
と
で
、
ダ
ビ
デ
王
朝
の
回
復
と
い
う
主
題
は
終
末
論
的
な

領
域
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
上
記
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
終
末
論
的
な
イ
メ
ー

ジ
と
ダ
ビ
デ
家
の
王
権
と
い
う
観
念
と
は
、
元
々
は
結
び
つ
い
て
お
ら

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
旧
約
聖
書
に
お
け
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
は
そ
れ
自
体
、
逆
説
的
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

ユ
ダ
ヤ
学
者
の
Ｈ
・
Ｌ
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
は
、
ダ
ビ
デ
家
の
子
孫
が
神

に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
版
図
を
回
復
し
、
離
散
し
た
ユ
ダ

ヤ
人
を
帰
還
さ
せ
る
と
い
っ
た
メ
シ
ア
概
念
は
、
厳
密
に
聖
書
以
後
的

（post-biblical

）
な
概
念
で
あ
る
と
前
置
き
し
た
上
で
、
聖
書
に
お
け

る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
前
史
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
る
と
述
べ
て
い

る
。
彼
は
か
か
る
前
史
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
る
。（
一
）ダ
ビ
デ
の
権
力

が
最
高
潮
に
達
し
た
時
。
神
が
ダ
ビ
デ
と
そ
の
子
孫
を
、
と
き
の
終
わ
り

ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
を
統
治
さ
せ
る
よ
う
に
選
ん
だ
の
で
あ
り
、
異
民
族
に

対
す
る
支
配
の
権
能
を
も
与
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
教
義
が
生
ま
れ
た
。

（
二
）ソ
ロ
モ
ン
死
後
に
ダ
ビ
デ
王
国
が
崩
壊
す
る
と
、
王
国
の
か
つ
て
の

版
図
と
支
配
権
の
回
復
を
謳
う
教
義
な
い
し
希
望
が
掲
げ
ら
れ
た
。（
三
）

イ
ザ
ヤ
書
に
お
い
て
、「
王
の
永
続
性
」
か
ら
「
将
来
の
王
の
特
性
」
へ

と
重
点
が
移
さ
れ
た
。

　

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
聖
書
的
な
前
史
に
お
い
て
三
つ
目
の
段
階

が
無
け
れ
ば
、
ポ
ス
ト
聖
書
的
な
メ
シ
ア
概
念
の
誕
生
に
は
至
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

　

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の
記
述
の
時
系
列
は
、
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
の

記
述
を
基
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
聖
書（
内
）的
な
歴
史
観

に
則
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
こ
に
別
の
歴
史

観
、
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
編
集
史
と
い
う
近
代
聖
書
学
の
歴
史
観
を
併
記

す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
第
二
イ
ザ
ヤ
（
四
〇
―
五
五
章
）
は
捕
囚

期
以
降
、
サ
ム
エ
ル
記
も
最
終
編
集
は
捕
囚
直
後
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

編
集
史
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
両
書
と
も
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の（
三
）の
段
階
の

テ
ク
ス
ト
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ザ
ヤ
書
に
お
け
る
メ
シ

ア＝

王
権
観
は
、
そ
の
時
代
の
唯
一
の
見
解
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
当
時

存
在
し
て
い
た
様
々
な
王
権
観
の
う
ち
の
一
つ
な
い
し
複
数
が
、
テ
ク
ス

第
四
部
会
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通
ら
せ
た
」（
王
下
一
六
・
三
）
と
非
難
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

し
ば
し
ば
人
身
供
犠
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
対
す
る
祭
儀
で
は
な
く
、
モ
レ
ク
神

（
レ
ビ
二
〇
・
二
な
ど
）
や
バ
ア
ル
神
（
エ
レ
一
九
・
五
）
へ
の
祭
儀
と

し
て
断
罪
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
人
身
供
犠
は

し
ば
し
ば
カ
ナ
ン
も
し
く
は
他
の
民
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
に
対
し
て
で
は
な
く
、
モ
レ
ク
神
も
し
く
は
バ
ア
ル
神
と
い
う

ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
以
外
の
神
々
に
対
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。

　

次
に
、
第
二
の
点
と
し
て
、
人
身
供
犠
の
記
事
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
言
及
さ

れ
、
そ
の
名
に
よ
っ
て
人
身
供
犠
へ
の
非
難
や
禁
止
が
語
ら
れ
て
い
る
箇

所
を
検
討
し
た
。
た
と
え
ば
、「
あ
な
た
の
子
孫
か
ら
あ
な
た
は
モ
レ
ク

に
渡
し
、
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
神
の
名
を
汚
し
て
は
な
ら
な

い
。
私
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
〔
で
あ
る
〕。」（
レ
ビ
一
八
・
二
一
）
と
さ
れ
、
占
い

や
ま
じ
な
い
、
呪
術
な
ど
と
並
び
言
及
さ
れ
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
で
は
な
い

も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
申
一
八
・
九
な
ど
）。
ま
た

「
初
子
の
供
犠
」
と
し
て
母
の
最
初
の
子
で
あ
る
初
子
を
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
も

の
だ
と
す
る
言
及
が
出
エ
ジ
プ
ト
記
を
中
心
に
多
く
見
ら
れ
た
が
、
人
間

（
と
ロ
バ
）
の
初
子
に
関
し
て
は
動
物
に
よ
る
代
替
が
指
示
さ
れ
て
い
た

（
た
と
え
ば
、
出
三
四
・
一
九
な
ど
）。
こ
の
よ
う
に
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
名
前

と
共
に
言
及
さ
れ
る
人
身
供
犠
の
う
ち
、
初
子
の
供
犠
に
つ
い
て
は
代
替

が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
人
身
供
犠
は
、「
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
怒
ら
せ

る
も
の
」、「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
名
を
汚
す
も
の
」
と
さ
れ
て
お
り
、
し
ば
し
ば

占
い
や
ま
じ
な
い
の
類
と
並
べ
ら
れ
、
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
た
。

　

最
後
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
語
ら
れ
る
三
つ
の
人
身
供
犠
が
物
語
の

中
心
を
な
し
、
あ
る
い
は
、
人
身
供
犠
が
物
語
に
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら

す
記
事
を
順
に
検
討
し
た
。
人
身
供
犠
の
実
施
や
実
施
未
遂
に
よ
り
、
そ

ト
に
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
見
な
し
て
よ
い
。

　

ま
た
、
イ
ザ
ヤ
書
の
王
権
観
は
、
サ
ム
エ
ル
記
や
詩
篇
や
そ
の
他
の
テ

ク
ス
ト
に
採
用
さ
れ
た
王
権
理
解
と
交
流
・
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た

だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
編
集
作
業
内
部
で
の
見
解
の
衝
突
の
軌
跡
と
し
て

イ
ザ
ヤ
書
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、

同
様
の
こ
と
は
サ
ム
エ
ル
記
や
詩
篇
を
読
む
と
き
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
発
表
で
提
起
し
た
い
の
は
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の
言
う（
三
）の
メ
シ
ア

ニ
ズ
ム
の
問
題
は
、
サ
ム
エ
ル
記
や
詩
篇
を
如
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
研

究
す
る
こ
と
で
も
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

人
身
供
犠
と
ヤ
ハ
ウ
ェ 

│
│ 

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
け
る
二
面
性 

│
│

岩
嵜　

大
悟

　

本
発
表
で
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
け
る
人
身
供
犠
の
特
徴
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
人
身
供
犠
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
関
係

に
注
目
し
、
①
イ
ス
ラ
エ
ル
の
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
習
慣
と
し
て
の

人
身
供
犠
、
②
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
と
人
身
供
犠
の
禁
止
・
代
替
の
関
係
、
③
人

身
供
犠
を
含
む
物
語
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
人
身
供
犠
に
関
連
す
る
と

思
わ
れ
る
記
事
を
検
討
し
た
。

　

ま
ず
、
第
一
の
点
と
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
は
、
し
ば
し
ば
人
身

供
犠
は
イ
ス
ラ
エ
ル
外
部
の
習
慣
で
あ
り
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
で
は
な
い
他

の
神
々
を
崇
拝
す
る
「
異
教
」
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
カ

ナ
ン
の
た
め
の
供
犠
」（
詩
一
〇
七
・
三
八
）
と
さ
れ
た
り
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
王
が
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
ら
の
前
か
ら
追
い
出
し
た
民

た
ち
の
〔
す
る
〕
忌
み
嫌
う
こ
と
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
子
ら
を
火
の
中
に
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と
を
神
が
確
証
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
苦
難
の
理
由
は
遂

に
ヨ
ブ
に
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ヨ
ブ
は
苦
し
み
な
が
ら
も
神

を
呪
う
こ
と
も
神
か
ら
心
が
離
れ
る
こ
と
も
な
く
、
神
へ
の
ヨ
ブ
の
信
仰

は
終
始
い
さ
さ
か
も
揺
ら
が
な
か
っ
た
。
ヨ
ブ
に
は
神
や
苦
難
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
の
か
。
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
『
ヨ
ブ

記
』
の
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
探
る
。

　

神
に
嘉
さ
れ
て
幸
福
に
暮
ら
し
て
い
た
義
人
ヨ
ブ
に
突
如
苦
難
が
降
り

か
か
る
。
ヨ
ブ
は
家
畜
と
牧
童
た
ち
を
こ
と
ご
と
く
失
い
、
子
ど
も
た
ち

全
員
を
亡
く
す
が
、「
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
与
え
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
取
ら
れ
る
」
と

言
い
、
全
身
を
悪
性
の
腫
れ
物
に
侵
さ
れ
、
妻
に
「
神
を
呪
っ
て
死
に
な

さ
い
」
と
言
わ
れ
て
も
、
妻
を
諭
し
て
「
私
た
ち
は
神
か
ら
良
い
こ
と
を

受
け
る
の
だ
か
ら
、
悪
い
こ
と
も
受
け
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
た
。

ヨ
ブ
の
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、
神
は
人
間
に
福
も
禍
も
与
え
る
と
の
ヨ
ブ

の
認
識
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
認
識
ゆ
え
か
、
ヨ
ブ
は
苦
難
の
理
由
を
神

に
問
う
て
も
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
ヨ
ブ
は
苦
し
み
の
あ
ま
り
、
ヨ
ブ
を
慰
問
し
た
友
人
た
ち
を

前
に
、
自
ら
が
生
ま
れ
生
き
て
い
る
こ
と
を
呪
い
か
こ
つ
。
友
人
た
ち
は

一
様
に
、
苦
難
は
ヨ
ブ
の
罪
へ
の
神
の
罰
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
。
ヨ
ブ

は
彼
ら
に
、
自
分
は
正
し
く
生
き
て
き
た
の
に
苦
難
に
遭
っ
た
の
だ
と
言

い
返
し
、
悪
人
が
栄
え
て
い
る
事
実
も
示
し
て
、
応
報
の
破
れ
を
指
摘
す

る
。
ヨ
ブ
は
神
が
応
報
の
神
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
察
知
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
ヨ
ブ
は
、
当
初
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
苦
難

の
理
由
を
神
に
問
い
、
苦
難
の
不
当
さ
を
神
に
訴
え
、
神
に
激
し
く
抗
議

す
る
。
こ
こ
に
は
神
を
応
報
の
神
と
考
え
る
、
友
人
た
ち
と
も
共
有
す
る

ヨ
ブ
の
神
理
解
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
ヨ
ブ
は
神
を
「
私
の
敵
」
と
呼
び

れ
ぞ
れ
の
物
語
で
、
土
地
獲
得
・
子
孫
増
大
の
約
束
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
）、

神
的
な
力
の
獲
得
と
勝
利
（
エ
フ
タ
）、
劣
勢
の
挽
回
と
勝
利
（
モ
ア
ブ

の
王
メ
シ
ャ
）
を
得
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
は
人
身
供
犠
は
イ
ス
ラ
エ
ル
や
ヤ

ハ
ウ
ェ
宗
教
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
の
外
部
か
ら
持

ち
込
ま
れ
習
慣
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
と
結
び
付
け
ら
れ
て
言
及
さ

れ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
共
に
言
及
さ
れ
る
場
合
は
、
人
身
供
犠
に
対
す
る
否

定
的
な
言
及
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
人
身
供
犠
を
行
う
こ
と
へ
の
非
難
や
断

罪
を
行
っ
て
い
た
。
他
方
、
人
身
供
犠
を
語
る
三
つ
の
物
語
で
は
、
人
身

供
犠
が
物
語
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
モ
ア
ブ
の
王
メ
シ
ャ

の
物
語
で
特
に
明
確
な
よ
う
に
、
物
語
に
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
聖
書
物
語
で
人
身
供
犠
が
語
ら
れ
る
場
合
、
人
身
供
犠
は

効
果
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
人
身
供
犠
は
し
ば
し
ば
イ
ス
ラ
エ
ル
の
外
部
の
も
の

と
さ
れ
、
人
身
供
犠
を
行
う
こ
と
は
忌
む
べ
き
こ
と
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
怒
ら

せ
る
こ
と
と
し
つ
つ
も
、
物
語
で
人
身
供
犠
の
実
施
・
未
遂
・
誓
願
が
さ

れ
る
こ
と
で
、
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
身
供

犠
に
対
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
は
拒
絶
し
つ
つ
も
、
そ
の
効
果
を
認
め
る

と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ブ
が
認
識
し
た
こ
と

宮
下　

聡
子

　
『
ヨ
ブ
記
』
に
は
義
人
ヨ
ブ
の
苦
難
の
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ブ

の
苦
難
は
、
神
へ
の
ヨ
ブ
の
信
仰
も
し
ょ
せ
ん
ご
利
益
信
仰
で
あ
ろ
う
と

勘
ぐ
る
サ
タ
ン
に
、
ヨ
ブ
の
信
仰
は
純
粋
に
神
の
た
め
の
信
仰
で
あ
る
こ
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る
も
の
で
、
そ
れ
以
外
の
理
由
は
な
い
。

　

神
は
ヨ
ブ
を
祝
福
し
、
ヨ
ブ
の
境
遇
を
元
通
り
に
し
、
家
畜
は
以
前
の

二
倍
の
数
を
与
え
た
。
祝
福
の
内
容
か
ら
し
て
苦
難
の
補
償
の
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
う
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ヨ
ブ
も
こ
の
祝
福
を
苦
難
の
補
償

と
思
い
は
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヨ
ブ
に
は
も
は
や
祝
福
の
意
味
は
問

題
で
は
な
く
、
神
の
祝
福
を
た
だ
あ
り
が
た
く
受
け
る
ば
か
り
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

な
ぜIbn T

ibbon

は
属
性
論
に
お
け
る

h. āl

を‘inyan

と
訳
し
た
の
か

法
貴　
　

遊

　

状
態
（h. āl

）
と
い
う
概
念
は
、
神
や
被
造
物
の
属
性
を
考
察
す
る
た

め
に
、
カ
ラ
ー
ム
の
学
の
一
派
で
あ
る
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
学
派
の
ア
ブ
ー
・

ハ
ー
シ
ム
（
九
三
三
年
没
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
状
態
概
念
は
ユ
ダ

ヤ
教
カ
ラ
イ
派
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
一
方
、
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
（
一
二

〇
四
年
没
）
は
こ
れ
を
言
語
上
の
虚
構
物
と
み
な
し
て
批
判
し
た
。
本
発

表
で
は
、
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の
状
態
へ
の
批
判
が
イ
ブ
ン
・
テ
ィ
ッ
ボ
ン

（
一
二
三
〇
年
没
）
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
翻
訳
さ
れ
た

の
か
、
そ
し
て
そ
の
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
訳
を
ど
の
よ
う

に
読
ん
だ
の
か
を
論
じ
た
。

　

状
態
と
は
、
主
語
＋
述
語
か
ら
成
る
文
章
全
体
の
含
意
を
意
味
表
示
す

る
概
念
で
あ
る
。「kaw

n Zaydun ‘ālim
an　

ザ
イ
ド
が
知
る
も
の

と
し
て
在
る
こ
と
」
と
い
う
言
語
表
記
は
、
今
こ
こ
で
ザ
イ
ド
が
知
る
も

の
と
し
て
現
実
に
性
質
付
け
ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
事
態
に
対
応
す
る
。

kaw
n A

 B
と
い
う
形
式
の
状
態
そ
れ
自
体
は
、
存
在
す
る
と
も
し
な

な
が
ら
「
私
の
証
人
」、「
私
の
保
証
人
」
と
も
仰
ぎ
、
神
に
「
暴
虐
」
と

叫
び
な
が
ら
「
私
を
贖
う
者
」
と
し
て
も
待
望
す
る
。
ヨ
ブ
の
こ
の
態
度

か
ら
は
、
神
の
い
わ
ば
正
負
両
面
を
ヨ
ブ
が
見
抜
い
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
怒
り
の
神
」
と
「
愛
の
神
」（
Ａ
・
ヴ
ァ
イ
ザ

ー
）、「
打
つ
神
」
と
「
癒
す
神
」（
浅
野
順
一
氏
）、「
敵
な
る
神
」
と
「
友

な
る
神
」（
関
根
正
雄
氏
）、「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
中
の
悪
」
と
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の

中
の
善
」（
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
）
等
と
表
現
さ
れ
得
る
よ
う
な
神
の
両
面

を
ヨ
ブ
は
見
抜
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

や
が
て
神
が
ヨ
ブ
に
現
れ
る
が
、
神
は
ヨ
ブ
の
苦
難
に
は
一
切
触
れ

ず
、
自
ら
の
手
に
な
る
宇
宙
の
万
象
や
と
り
わ
け
怪
獣
に
つ
い
て
、
あ
な

た
が
そ
れ
ら
を
据
え
た
の
か
、
あ
な
た
は
そ
れ
ら
を
統
べ
、
制
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
ヨ
ブ
に
た
た
み
か
け
る
。
ヨ
ブ
は
自
ら
を
「
つ
ま
ら
な

い
者
」
と
認
め
て
口
を
つ
ぐ
み
、
神
に
降
伏
し
、
悔
い
た
。
ヨ
ブ
は
神
と

自
ら
と
で
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
、

「
神
の
超
越
性
を
超
越
性
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
」（
十
津
守
宏

氏
）
た
の
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ブ
が
悔
い
た
の
は
、
神
を
応
報
の
神
と
考
え
た

こ
と
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
尤
も
ヨ
ブ
も
、
当
初
神
は
人
間
に
福
も
禍
も

与
え
る
と
認
識
し
、
応
報
の
破
れ
を
前
に
神
は
応
報
の
神
で
は
な
い
と
察

知
し
、
神
の
正
負
両
面
を
見
抜
き
も
し
た
の
で
あ
る
が
、
抜
き
が
た
く
神

を
応
報
の
神
と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
考
え
ゆ
え
に
ヨ
ブ
は
苦
難
の

理
由
が
気
に
も
な
り
、
神
を
責
め
も
し
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ブ
は
悔
い
て
次

の
よ
う
に
考
え
を
改
め
た
と
見
ら
れ
る
。
神
は
超
越
者
で
あ
り
、
人
間
は

神
に
つ
い
て
応
報
の
神
で
あ
る
と
も
応
報
の
神
で
な
い
と
も
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
人
間
に
は
神
を
規
定
す
る
こ
と
は
一
切
で
き
な

い
。
身
に
降
り
か
か
っ
た
苦
難
も
、
人
間
に
は
は
か
り
得
な
い
神
慮
に
よ



　　206

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第４部会

み
、「
存
在
す
る
の
で
も
し
な
い
の
で
も
な
い
概
念
」
は
「
た
だ
言
わ
れ

た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
実
在
は
な
い
と
主
張
し
た
。
一
方
エ
フ
ォ
デ

ィ
は
、「
た
だ
言
わ
れ
た
も
の
」
と
い
う
彼
の
注
釈
も
参
照
し
つ
つ
、「
存

在
す
る
の
で
も
存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
概
念
」
と
は
普
遍
者
で
あ
る
と

主
張
し
た
。
つ
ま
り
彼
は
こ
の
記
述
を
、
普
遍
概
念
は
言
語
的
な
存
在
と

し
て
在
る
が
、
言
語
外
に
は
個
体
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
含
意
を
持
っ

た
表
現
で
あ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

　

マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の
誤
解
と
イ
ブ
ン
・
テ
ィ
ッ
ボ
ン
に
よ
る
整
理
を
通
し

て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
お
け
る
言
語
と
実
在
の
対
応
に
関
す
る
議
論
が
、
新

た
な
領
域
に
入
っ
た
と
言
え
る
。
エ
フ
ォ
デ
ィ
の
注
釈
に
そ
の
一
例
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ
ブ
ラ
イ
語
年
代
記
に
お
け
る
十
字
軍
の
迫
害
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
殉
教

志
田　

雅
宏

　

一
〇
九
六
年
に
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ン
地
方
で
起
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
は
、

中
世
ユ
ダ
ヤ
史
に
お
け
る
悲
劇
的
な
出
来
事
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ

に
お
け
る
第
一
回
十
字
軍
の
一
団
が
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
、
マ

イ
ン
ツ
な
ど
各
都
市
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
を
襲
撃
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
多

く
は
改
宗
を
拒
み
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
を
守
っ
て
殉
教
す
る
こ
と
（
キ
ド

ゥ
シ
ュ
・
ハ︲

シ
ェ
ム
「
神
の
名
の
聖
別
」）
を
選
ん
だ
。
こ
の
一
〇
九
六

年
の
迫
害
に
つ
い
て
は
、
後
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
三
つ
の

ヘ
ブ
ラ
イ
語
年
代
記
が
現
存
す
る
が
、
本
発
表
で
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る

『
マ
イ
ン
ツ
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
』
を
取
り
上
げ
、
十
字
軍
の
聖
戦
思
想
と
ユ

ダ
ヤ
人
殉
教
に
つ
い
て
の
描
写
と
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
。

　

第
一
に
、『
マ
イ
ン
ツ
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
』
に
お
け
る
十
字
軍
描
写
の
最

い
と
も
言
わ
れ
ず
、「
立
ち
現
れ
る
（tajaddada

）」
と
言
わ
れ
る
。

　

マ
イ
モ
ニ
デ
ス
は
『
迷
え
る
者
の
導
き
』
の
中
で
、
こ
の
状
態
概
念
を

批
判
し
て
い
る
。
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
学
派
は
状
態
を
「
存
在
す
る
の
で
も
存

在
し
な
い
の
で
も
な
い
概
念
（m

a ‘nā

）」
と
し
て
提
示
す
る
が
、
存
在

す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
の
間
に
中
間
な
ど
な
い
か
ら
、
こ
の
主
張
は
言

語
的
虚
構
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
態
の
描
写
は
多

く
の
点
で
不
正
確
で
あ
る
。
い
か
に
不
正
確
な
の
か
は
文
字
数
の
関
係
で

言
え
な
い
が
、
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
は
、
状
態
を
不
正
確
な
し
方
で
提
示
し
た

あ
と
で
、
批
判
を
加
え
た
こ
と
を
押
え
て
お
き
た
い
。

　
『
迷
え
る
者
の
導
き
』
を
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
翻
訳
し
た
イ
ブ
ン
・
テ
ィ
ッ

ボ
ン
は
、h. āl

と
い
う
語
に‘inyan
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
。‘inyan

は
多
義
的
な
術
語
で
あ
るm

a ‘nā
（
意
味
、
概
念
、
も
の
）
の
訳
語
に

も
あ
て
ら
れ
た
た
め
、
一
層
多
義
的
な
語
と
な
っ
た
。
彼
の
訳
文
は

「‘inyan

と
は
存
在
す
る
の
で
も
し
な
い
の
で
も
な
い‘inyan

で
あ
る
」

と
な
る
が
、
も
は
や
状
態
概
念
の
原
形
を
留
め
て
い
な
い
。
カ
ラ
ー
ム
の

学
は
言
語
と
実
在
の
対
応
に
つ
い
て
精
緻
な
理
論
を
構
築
し
た
が
、
マ
イ

モ
ニ
デ
ス
は
こ
れ
を
正
し
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
イ
ブ
ン
・
テ
ィ
ッ
ボ

ン
は
彼
の
著
作
に
見
ら
れ
る
混
乱
し
た
術
語
の
用
法
を
整
理
し
、
言
語
表

記
（to ’ar

）
に
対
応
す
る
も
の
（
意
味
、
実
体
、
性
質
、
状
況
）
を
全

て‘inyan

と
訳
す
こ
と
で
、
言
葉
と
実
在
の
関
係
を
明
瞭
に
し
よ
う
と

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

イ
ブ
ン
・
テ
ィ
ッ
ボ
ン
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
訳
を
読
ん
だ
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人

（
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
ラ
ケ
ラ
と
エ
フ
ォ
デ
ィ
）
は
、『
迷
え
る
者
の
導
き
』
内

部
の
整
合
性
が
と
れ
る
よ
う
に
該
当
箇
所
を
読
ん
だ
が
、
両
者
の
解
釈
は

異
な
る
。
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
ラ
ケ
ラ
は
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の
本
来
の
意
図
を
汲
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な
信
仰
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
、
ま
さ
に
聖
戦
の
戦
士
の
ご
と
く
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
見
た
十
字
軍
や
改
宗
儀
礼
、
彼
ら
自
身
の
抵
抗

の
戦
い
の
描
写
に
は
、
十
字
軍
の
聖
戦
思
想
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
深
く
影
響

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
殉
教
で
は
十
字
軍
に
よ
る

殺
害
の
み
な
ら
ず
、
改
宗
を
拒
否
し
て
自
ら
命
を
断
っ
た
り
、
家
族
や
息

子
・
娘
の
命
を
親
が
奪
う
と
い
う
場
面
も
み
ら
れ
る
。
年
代
記
で
は
こ
う

し
た
過
激
な
殉
教
に
つ
い
て
の
ユ
ダ
ヤ
法
に
照
ら
し
た
議
論
は
な
さ
れ

ず
、
彼
ら
の
行
動
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
奉
献
や
神
殿
に
お
け
る
動
物

犠
牲
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
自
己
犠
牲
と
し
て
の
供
犠
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
自
分
自
身
や
家
族
の
命
を
断
つ
場
面
で
は
「
ほ
ふ

る
」
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
、
殉
教
が
神
へ
の
犠
牲
、
贖
罪
の
た
め
の
供

犠
と
し
て
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
敬
虔
な
信
仰
者
と
し
て
神
に
命
を
さ
さ

げ
、
そ
の
者
は
来
た
る
世
に
お
け
る
報
酬
を
享
け
る
と
い
う
贖
罪
の
信
仰

が
、
十
字
軍
の
そ
れ
よ
り
も
一
層
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
点
の
特
徴
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、『
マ
イ
ン
ツ
・
ア
ノ
ニ
マ

ス
』
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
殉
教
の
描
写
に
は
、
十
字
軍
を
生
み
出
し
た
西

欧
中
世
の
聖
戦
思
想
や
清
め
と
穢
れ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
贖
宥
状
制
度
に
よ

っ
て
強
化
さ
れ
た
贖
罪
信
仰
が
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
も
強
く
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
十
字
軍
に
よ

る
迫
害
に
直
面
し
た
ラ
イ
ン
地
方
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
彼
ら
自
身
に
と
っ
て

の
聖
戦
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

大
の
特
徴
は
、
彼
ら
が
そ
の
当
初
か
ら
明
確
な
反
ユ
ダ
ヤ
的
性
格
を
持
っ

て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
。
第
一
回
十
字
軍
の
招
集
を
呼
び
か

け
た
ク
レ
ル
モ
ン
公
会
議
で
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
神
の
敵
で
あ
る
異
教
徒

と
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
外
に
い
る
ム
ス
リ
ム
と
さ
れ
た
が
、
年
代
記
で

は
ユ
ダ
ヤ
人
も
ま
た
神
の
敵
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
殺
害
し
た

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
神
の
復
讐
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
害
す
る
こ
と
に
よ
る

贖
罪
が
十
字
軍
の
理
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人

が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
遺
体
を
辱
め
、
井
戸
に
毒
を
流
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒

た
ち
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
反
ユ
ダ
ヤ
的
中
傷
が
語
ら
れ
る
。
他

方
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
十
字
軍
を
罪
深
い
自
分
た
ち
に
対
し
て
神
が
差
し
向
け

た
異
教
徒
の
軍
勢
と
い
う
聖
書
的
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
、
彼
ら
に
よ
る
襲

撃
は
罪
を
犯
し
た
自
分
た
ち
へ
の
神
罰
で
あ
る
と
し
、
断
食
や
悔
い
改
め

を
通
じ
て
贖
罪
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
十
字
軍
に
よ
る
ユ
ダ

ヤ
人
迫
害
に
つ
い
て
は
双
方
の
立
場
か
ら
宗
教
的
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
、

一
方
で
は
聖
戦
、
他
方
で
は
神
罰
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
贖
罪
と

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
年
代
記
で
は
十
字
軍
や
キ

リ
ス
ト
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
礼
に
対
す
る
侮
蔑
的
な
表
現
が
繰
り
返

さ
れ
る
。
中
で
も
特
徴
的
な
の
は
、
洗
礼
や
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
墳
墓

教
会
を
「
穢
れ
」
と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
十
字
軍
の
聖

戦
思
想
の
基
盤
で
あ
る
清
め
と
穢
れ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
逆
転
さ
せ
、
異
教

徒
に
よ
る
穢
れ
を
清
め
る
と
い
う
彼
ら
の
行
動
理
念
を
徹
底
的
に
貶
め
る

こ
と
を
意
図
す
る
。
ま
た
、
十
字
軍
の
襲
撃
に
抵
抗
す
る
ユ
ダ
ヤ
民
衆
の

戦
い
の
場
面
で
は
、
民
衆
が
聖
書
の
族
長
た
ち
を
神
の
戦
士
と
し
て
称

え
、
心
の
中
の
偶
像
を
取
り
去
り
、
シ
ェ
マ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
祈
り
を
唱

え
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
彼
ら
は
、
戦
い
に
優
れ
た
腕
で
は
な
く
、
敬
虔
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次
が
「
ニ
ッ
ド
ゥ
イ
」
で
あ
り
、
最
も
重
い
の
が
「
ヘ
レ
ム
」
で
あ
る
。

刑
が
本
人
に
如
何
な
る
改
悛
の
念
も
生
じ
さ
せ
な
い
場
合
、
最
終
的
に

は
、
破
門
の
中
で
最
も
厳
し
い
「
ヘ
レ
ム
」
が
科
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ゲ
ニ
ザ
文
書
の
記
述
に
依
れ
ば
、
多
額
の
負
債
を
一
切
返

済
し
な
い
債
務
者
に
対
し
て
、
債
権
者
が
、
同
じ
く
債
権
者
で
あ
り
格
上

の
有
力
者
を
通
し
て
債
務
者
に
圧
力
を
か
け
て
欲
し
い
と
願
い
出
て
い

る
。
そ
の
際
に
、
負
債
を
返
済
し
な
い
者
は
、
誰
で
あ
れ
ユ
ダ
ヤ
共
同
体

か
ら
「
破
門
す
る
」、
と
脅
せ
ば
、
債
務
者
は
「
破
門
」
を
恐
れ
て
負
債

を
返
済
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
期
待
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
そ
の

上
で
、
も
し
債
務
者
が
そ
れ
で
も
返
済
を
し
な
い
場
合
に
は
、
本
物
の
破

門
状
を
作
成
し
、
債
務
者
に
自
ら
の
過
ち
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
に
そ
れ
を

送
り
付
け
る
、
と
強
い
決
意
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
明
ら

か
な
こ
と
は
、
こ
の
「
破
門
」
が
ア
ラ
ビ
ア
語
のsham

āt

で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
元
来
「
他
人
の
不
幸
に
接
し
た
際
の
腹

黒
い
喜
び
」
を
意
味
し
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
破
門
」
と

は
何
の
関
係
も
無
い
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
・
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
、「
破
門
」

と
い
う
単
語
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
な
く
、
通
常
ア
ラ
ビ
ア
語
の
単
語
が
用

い
ら
れ
る
。

　

相
互
の
信
頼
か
ら
成
り
立
つ
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
で
は
、
そ
の
信
頼
を
著
し

く
損
ね
る
者
に
対
し
て
は
「
破
門
」
と
い
う
制
裁
が
科
さ
れ
た
が
、
初
め

か
ら
「
破
門
」
を
科
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
警
告
が
発
せ
ら
れ
て
自
ら
の

非
を
改
め
る
よ
う
促
す
た
め
の
猶
予
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で

も
態
度
を
改
め
な
い
場
合
に
は
、
正
式
な
破
門
状
が
送
り
付
け
ら
れ
て

「
破
門
」
が
正
式
に
科
さ
れ
る
、
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。

ゲ
ニ
ザ
文
書
に
見
る
「
破
門
（N

iddui

）」
の
機
能
に
つ
い
て嶋

田　

英
晴

　

本
発
表
で
は
、
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
下
の
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
、

商
業
を
中
心
と
す
る
経
済
活
動
に
従
事
し
て
成
功
を
収
め
た
理
由
の
一
端

を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
も
そ
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
「
残
り

の
者
」
と
し
て
「
生
き
残
る
」
こ
と
は
、
神
に
対
し
て
極
め
て
敬
虔
で
あ

る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
は
、
戒
律
を
可
能
な

限
り
遵
守
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ユ
ダ
ヤ
社
会
と
ホ
ス
ト
社

会
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
の
間
の
差
異
化
を
促
進
し
、
信
徒
同
士
の

内
的
結
合
力
が
強
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
信
徒
同
士
の
親
密

な
関
係
に
基
づ
く
各
地
の
共
同
体
間
の
絆
を
基
盤
に
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒

は
、
元
来
信
頼
関
係
が
不
可
欠
の
様
々
な
経
済
活
動
を
、
円
滑
か
つ
有
利

に
営
む
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
信
頼
関
係
を
基
盤

と
し
た
ユ
ダ
ヤ
社
会
の
秩
序
は
、
如
何
に
し
て
維
持
さ
れ
続
け
た
の
で
あ

ろ
う
か
？　

本
発
表
で
は
、
数
々
の
要
因
の
中
か
ら
、
特
に
「
破
門
」
と

い
う
制
度
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。

　

ユ
ダ
ヤ
に
お
い
て
、
最
も
重
い
宗
教
的
制
裁
は
、
宗
教
共
同
体
か
ら
の

「
破
門
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
共
同
体
で
生
き
る
者
に
と
っ
て
、

社
会
と
の
交
渉
を
実
質
的
に
殆
ど
全
て
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
書

に
お
け
る
「
追
放
」
や
「
破
門
」
は
、
タ
ル
ム
ー
ド
時
代
及
び
そ
の
後
の

中
世
に
お
い
て
ラ
ビ
達
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
が
、
そ
の
目
的
は
集
団

の
団
結
を
保
つ
こ
と
、
及
び
彼
ら
の
命
令
に
従
う
よ
う
強
制
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
権
威
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
の
「
破
門
」
に
は
、
刑
の
軽
重
に
よ
り
少
な
く
と
も

三
種
類
の
区
別
が
あ
る
。
最
も
軽
い
の
が
「
ネ
ズ
ィ
フ
ァ
ー
」
で
あ
り
、
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行
し
、
翻
訳
の
冒
頭
に
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
へ
の
献
辞
を
つ
け
て
、
ボ
ネ

の
著
作
を
反
駁
す
る
か
、
反
駁
で
き
な
い
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
改
宗
せ

よ
、
と
迫
っ
た
。
こ
の
献
辞
は
、
公
的
な
宗
教
論
争
に
関
わ
る
こ
と
を
慎

重
に
避
け
て
い
た
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
を
苦
境
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ボ
ネ
の
論
証
を
正
面
か
ら
論
駁
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら

の
大
反
発
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
っ
た
し
、
ボ
ネ
の
論
証
を
論
駁
し
な
い
こ

と
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
劣
位
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ

か
ね
な
い
懸
念
が
存
在
し
た
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
し
ば
し
熟
考
し

た
あ
と
で
、
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
へ
の
公
の
書
状
を
執
筆
す
る
こ
と
で
事
態
の

収
拾
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
宛
の
書
状
で
、
自
分
が
公
の

宗
教
論
争
を
避
け
よ
う
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
宗
教
的
少

数
派
と
し
て
身
を
守
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
公
的
発
言
に
は
慎
重
で
あ
ら

ざ
る
を
得
な
い
点
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
以
下
の
二

点
で
あ
る
。

　

第
一
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
内
在
的
な
理
由
で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー

ン
は
、
宣
教
師
的
な
拡
張
の
精
神
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
と
対
比
し
な
が

ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
寛
容
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
強
調

す
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
戒
律
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
し
か
拘
束
力
を
も
た
な
い
以

上
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
戒
律
の
も
と
に
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
人
を
改
宗
さ

せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

別
の
宗
教
の
人
々
も
、
理
性
に
し
た
が
っ
て
自
ら
の
生
活
を
律
し
て
い
る

限
り
は
、「
有
徳
な
民
」
と
呼
ば
れ
、
永
遠
の
至
福
に
与
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
は
、
相
互
の
宗
教
的
偏
見
へ
の
寛
容
な
態
度
と
い
う
理
由
で
あ

不
寛
容
を
生
き
抜
く
技
法

│
│ 

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
事
件 

│
│

後
藤　

正
英

　

本
発
表
で
は
、
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
哲
学
者
モ

ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
が
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
と
の
論
争
に
お
い
て
不

寛
容
と
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
メ
ン
デ

ル
ス
ゾ
ー
ン
の
宗
教
的
寛
容
論
が
も
つ
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
事
件
と
は
、
一
七
六
九
年
に
ス
イ
ス
の
牧
師
ラ
ー
ヴ
ァ

タ
ー
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
公
開
改
宗
要
求

を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
メ
ン
デ
ル
ス

ゾ
ー
ン
の
生
涯
に
お
け
る
転
換
点
と
な
っ
た
。
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
論
争
の
発

生
す
る
直
前
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
名
声
は
頂
点
に
達
し
つ
つ
あ
っ

た
。
し
か
し
、
名
声
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
く
名
を
知

ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
知
識
人
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
律
法
を
順
守
す

る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
続
け
る
こ
と
の
二
重
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
そ
の
後
半
生
に
お
い
て
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
吸
収
し
た
人
物
が
、
な
ぜ
キ

リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
翻
弄
さ
れ
続
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
は
千
年
王
国
思
想
の
持
主
で
あ
り
、
そ
の
信
条
は
、
ユ

ダ
ヤ
教
徒
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
集
団
改
宗
さ
せ
る
こ
と
で
神
の
国
の

到
来
を
早
め
よ
う
と
す
る
点
に
あ
っ
た
。
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
は
ス
イ
ス
の
哲

学
者
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ネ
が
刊
行
し
た
『
哲
学
的
転
生
』
を
読
み
、
こ
の
書

物
の
中
に
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
裏
付
け
を
得
る
証
拠
を
得
た
と
の

思
い
を
強
く
し
た
。
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
は
、
自
ら
ボ
ネ
の
著
作
の
翻
訳
を
刊
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教
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
理
解
の
な
か
に
、
相
反
す
る
解
釈
が
併
存
し
て
い
る
可

能
性
を
提
示
す
る
。

　

一
九
四
〇
年
代
前
半
の
時
代
背
景
を
振
り
返
る
と
、
一
九
四
二
年
に
改

革
派
か
ら
ラ
ビ
の
称
号
を
取
得
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
の

指
導
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｓ
・
ワ
イ
ズ
が
い
ち
早
く

ヒ
ト
ラ
ー
の
毒
ガ
ス
使
用
に
よ
る
虐
殺
の
情
報
を
電
報
に
よ
っ
て
入
手
し

た
こ
と
に
よ
り
、
米
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
惨

劇
が
伝
わ
っ
て
い
た
。
先
行
研
究
者
の
一
人
、
ア
ー
ロ
ン
・
バ
ー
マ
ン
に

よ
る
と
、
元
来
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
否
定
的
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
に
さ

え
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
黙
認
す
る
立
場
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
同
胞
の
救
済
の
問
題
と
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る

国
家
建
設
の
問
題
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
前
者
の
問
題
に
対
応
す
る
う
え

で
、
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
世
論
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
を
黙
認
す
る
立

場
に
な
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
内

で
生
じ
た
異
な
る
二
つ
の
見
解
（
親
シ
オ
ニ
ス
ト
と
非
シ
オ
ニ
ス
ト
）
は

と
い
う
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
非
シ
オ
ニ
ス
ト
の
ラ
ビ
た
ち
に
よ
る
声

明
（
一
九
四
二
年
八
月
一
二
日
）
で
は
、
い
か
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
が
ユ

ダ
ヤ
の
民
に
と
っ
て
特
別
な
感
情
を
有
す
る
場
所
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ユ
ダ
ヤ
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
悲
惨
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
政

治
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
見
解
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
親
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
立
場
を
代
表
す
る
一
人
で

あ
る
、
ラ
ビ
・
ア
バ
・
ヒ
レ
ル
・
シ
ル
バ
ー
の
一
九
四
四
年
に
出
さ
れ
た

ス
ピ
ー
チ
（“Zionism

, W
hat it is: W

hat it is not ”

）
で
は
、
ア
メ

リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ

へ
忠
誠
を
疑
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
を
強
調
し
つ
つ
、
そ
の
一

る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
も
つ
偏
見
に
つ
い
て

は
、
道
徳
的
に
直
接
危
害
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
な
ら
ば
、
寛
容
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、

独
断
論
者
と
懐
疑
論
者
の
間
で
中
道
の
道
を
取
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
一

方
で
、
徹
底
し
た
吟
味
の
結
果
と
し
て
自
分
が
獲
得
し
た
確
信
に
は
自
信

を
も
つ
べ
き
だ
が
（
こ
れ
が
独
断
論
で
あ
る
）、
他
方
で
、
ど
ん
な
に
自

分
が
確
信
を
持
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
確
信
に
よ
っ
て
隣
人

を
裁
か
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
自
分
の
確
信
に
対
し
て
懐
疑
の
精
神

を
も
ち
、
安
易
に
他
人
に
押
し
付
け
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
す
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
ラ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
に
対
し
て
も
こ
の

中
間
の
道
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

米
国
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
両
極
性

│
│ 

一
九
四
〇
年
代
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
解
釈 
│
│

石
黑　

安
里

　

本
報
告
の
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
が
一
貫
し
て
シ
オ

ニ
ズ
ム
運
動
な
い
し
シ
オ
ニ
ズ
ム
思
想
に
反
対
の
姿
勢
を
示
し
て
き
た
の

か
、
こ
の
点
を
歴
史
的
に
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
問
い

を
検
討
す
る
に
は
、「
シ
オ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る
か
と
い
う
点
を
抜
き
に
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た

本
報
告
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
も

の
で
あ
る
が
、
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
自
体
も
時
代
状
況
に
応
じ
て
、「
ユ
ダ

ヤ
教
」
の
枠
組
み
を
変
容
さ
せ
て
き
て
い
る
た
め
、「
ユ
ダ
ヤ
教
」
の
定

義
も
同
時
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
本
報
告

で
は
史
料
を
用
い
な
が
ら
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
米
国
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
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宮
沢
賢
治
童
話
の
宗
教
世
界

大
澤
千
恵
子

　

宮
沢
賢
治
童
話
の
宗
教
性
に
つ
い
て
は
、
賢
治
の
選
ん
だ
文
学
領
域
が

児
童
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
法
華
経
的
世
界
観
を
表
出
す
る

受
け
皿
に
な
り
得
た
し
、
物
語
を
創
作
し
た
り
改
稿
し
た
り
す
る
過
程

で
、
よ
り
一
層
法
華
経
的
な
世
界
観
を
味
得
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
そ
の
要
因
は
、
児
童
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
特
徴
的
な
物
語
構
造

に
あ
る
。

　

児
童
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
物
語
の
中
に
現
実
世
界
と
別
世
界
と
が

描
か
れ
て
い
る
多
重
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
古
来
、
最
も
魅

惑
的
で
原
初
的
な
別
世
界
は
、
死
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
の
多
重
構
造

は
生
と
死
の
相
克
を
超
越
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語

の
中
の
現
実
時
空
の
死
が
終
わ
り
で
は
な
く
、
現
実
で
は
死
ん
だ
け
れ
ど

も
、
別
世
界
で
は
生
き
て
い
る
と
い
う
死
生
観
が
矛
盾
な
く
物
語
の
中
に

内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
た
ち

が
こ
の
世
と
は
異
な
る
別
世
界
へ
と
入
っ
て
い
き
、
様
々
な
不
可
思
議
な

出
来
事
に
遭
遇
す
る
が
、
や
が
て
元
の
現
実
世
界
に
帰
還
す
る
の
が
基
本

形
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
別
世
界
に
は
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
異
な
る
超
自
然
的
な
存

在
が
登
場
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
各
文
化
圏
の
伝
承
や

宗
教
と
不
可
分
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
作
者
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
要
素
も
多
分
に
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
が
、
死
後
の
世
界
に
関
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
土
着
的

な
他
界
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
賢
治
は
「
法
華
文
学
」
の
創
作
を
意
図

し
、
形
式
と
し
て
児
童
文
学
（
童
話
）
を
選
択
し
た
際
、
児
童
文
学
フ
ァ

方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
パ
レ
ス
チ
ナ
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
ホ
ー
ム
ラ

ン
ド
と
見
做
す
の
は
、
他
の
ア
メ
リ
カ
人
の
先
祖
の
出
身
地
を
大
切
に
想

う
気
持
ち
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
史
料
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
暫
定
的
な
結
論
と
し
て
以
下
の
二
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。
①
親
シ
オ
ニ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
非
シ
オ
ニ
ス
ト
に
お
い

て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
が
想
定
さ

れ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
本
報
告
で
取
り
扱
っ
た
史
料
で

は
、
ア
ハ
ッ
ド
・
ハ
ア
ム
へ
の
直
接
的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
点
は
一
九
一
〇
〜
二
〇
年
代
と
は
異
な
り
、
一
九
四
〇
年
代
の
特
徴
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
②
し
か
し
、
政
治
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
容
認
す
る

か
ど
う
か
で
、
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
内
部
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
見
解
は

二
分
さ
れ
て
い
た
点
が
確
認
で
き
る
。

　

し
か
し
、
本
報
告
は
ま
だ
予
備
的
考
察
の
段
階
で
あ
り
仮
説
を
提
示
す

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、
本
研
究
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と

は
、
改
革
派
の
ラ
ビ
で
あ
る
と
同
時
に
自
ら
も
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ズ
ム

運
動
の
担
い
手
と
な
っ
た
一
部
の
ラ
ビ
た
ち
の
ユ
ダ
ヤ
教
理
解
に
つ
い
て

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
報
告
者
の
現
時
点
で
の
見
通
し
と
し
て
、
ユ
ダ

ヤ
教
観
な
い
し
シ
オ
ニ
ズ
ム
観
に
言
及
し
た
史
料
が
限
ら
れ
て
い
る
場

合
、
例
え
ば
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
な
ど
他
の
概
念
を
い
か
に
再
解
釈
し
て
い
る

の
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
改
革
派
の
な

か
で
シ
オ
ニ
ズ
ム
思
想
に
親
和
的
な
ラ
ビ
た
ち
の
そ
の
動
機
と
彼
ら
の
ユ

ダ
ヤ
教
解
釈
を
理
解
す
る
糸
口
に
な
る
と
捉
え
て
い
る
。
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軸
に
、
賢
治
は
死
者
の
救
済
を
通
し
て
、
よ
り
一
層
生
き
る
こ
と
の
意
味

を
見
つ
め
な
お
し
た
と
い
え
よ
う
。
死
者
と
生
者
の
救
済
は
、
換
言
す
れ

ば
、
生
命
の
永
遠
性
と
人
間
の
生
き
る
力
へ
の
信
頼
で
あ
る
。

　

賢
治
童
話
の
宗
教
世
界
は
、
生
と
死
の
相
克
を
超
越
す
る
多
重
構
造
を

も
つ
児
童
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
舞
台
に
、
法
華
経
的
な
仏
陀
観
、
宇
宙

観
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
信
仰
と
創
作
の
双
方
に
、
生
命
の
永
遠
性
と

現
実
を
力
強
く
生
き
る
力
へ
の
信
頼
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

近
代
の
居
士
禅
に
お
け
る
『
臨
済
録
』
受
容
と
反
響

│
│ 

前
田
利
鎌
の
場
合 

│
│

飯
島　

孝
良

　

日
本
に
お
い
て
『
臨
済
録
』
が
ど
の
よ
う
な
視
点
で
読
ま
れ
て
き
た
か

を
考
え
る
と
、
ま
ず
近
代
以
前
の
禅
門
で
は
、「
抄
物
」「
密
参
録
」（
宗

門
で
受
け
継
が
れ
た
カ
ナ
書
き
の
解
釈
集
・
参
考
書
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
解
釈
は
高
僧
の
提
唱
を
通
じ
て
近
代
以
後
の
居
士
に
も
影
響
を
与
え
た

が
、
戦
後
の
禅
学
で
は
、
宗
門
的
な
読
み
方
か
ら
禅
籍
を
脱
却
さ
せ
て
唐

宋
代
の
口
語
中
国
語
と
し
て
読
み
直
そ
う
と
い
う
狙
い
が
み
ら
れ
た
た

め
、
日
本
の
宗
門
で
旧
来
み
ら
れ
た
禅
籍
理
解
を
教
条
的
で
あ
る
と
し

て
、
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
面
が
あ
る
。
た
だ
、
禅
籍
が
居
士

に
受
容
さ
れ
る
際
に
は
、
宗
門
で
の
読
み
方
が
一
般
に
も
共
有
さ
れ
る
過

程
が
み
ら
れ
る
。
宗
門
内
の
理
解
を
〈
そ
の
時
代
に
成
立
し
た
禅
籍
解
釈

の
在
り
方
の
一
例
〉
と
し
て
見
直
す
こ
と
で
、「
禅
文
化
」
の
日
本
的
展

開
を
文
献
か
ら
捉
え
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　

例
え
ば
哲
学
者
の
前ま

え

田だ

利と

鎌が
ま

（
一
八
八
一
―
一
九
三
一
）
に
お
い
て

ン
タ
ジ
ー
の
特
性
で
あ
る
多
重
構
造
に
則
っ
て
自
己
の
物
語
を
創
作
、
改

稿
し
た
と
い
え
る
が
、
と
り
わ
け
、
法
華
経
的
世
界
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た

想
像
力
を
自
由
に
羽
ば
た
か
せ
て
、
銀
河
宇
宙
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
壮
大

な
イ
メ
ー
ジ
世
界
の
構
築
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

賢
治
童
話
「
ひ
か
り
の
素
足
」
に
も
、
別
世
界
が
描
か
れ
て
お
り
、
日

本
的
死
生
観
言
説
で
あ
る
賽
の
河
原
や
鬼
が
登
場
し
た
り
、
法
華
経
如
来

寿
量
品
で
明
か
さ
れ
る
仏
の
本
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
久
遠
の
本
仏
を
彷
彿

と
さ
せ
る
人
物
が
現
れ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
児
童
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

の
多
重
世
界
の
中
に
は
、
本
来
な
ら
矛
盾
し
た
り
、
両
極
に
あ
っ
た
り
す

る
よ
う
な
も
の
が
、
一
つ
の
世
界
の
中
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
死
者
と
生
者
の
双
方
が
異
な
る
形
で
救
済

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
特
徴
で
あ
る
。「
ひ
か
り
の
素
足
」
で
も
、

弟
・
楢
夫
と
そ
の
ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
も
救
済
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

他
界
を
垣
間
見
て
生
還
し
た
一
郎
も
ま
た
救
済
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。
現
実
で
は
死
ん
だ
け
れ
ど
も
死
ん
で
い
な
い
と
い
う
生
死
の
超
越
を

可
能
に
す
る
児
童
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
多
重
構
造
は
、
死
ん
だ
ら
す
べ

て
が
終
わ
り
と
い
う
近
代
社
会
で
支
配
的
な
現
実
中
心
的
死
生
観
と
真
っ

向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

賢
治
が
無
意
識
の
う
ち
に
も
近
代
小
説
で
は
な
く
童
話
を
選
択
し
た
要

因
は
そ
こ
に
あ
る
。
法
華
経
を
信
仰
し
て
い
た
賢
治
に
と
っ
て
の
童
話
の

創
作
は
、
ほ
か
の
ど
の
文
学
領
域
よ
り
も
自
ら
の
宗
教
思
想
を
体
現
で
き

る
舞
台
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
代
表
作
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
も
、
自

ら
の
力
で
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
乗
り
越
え
て
生
き
よ
う
と
す
る
主
人
公

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
姿
が
最
終
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
現
実
と
は
異
な
る
位
相

の
死
後
の
生
を
確
信
し
て
い
る
児
童
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
死
生
観
を
基
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と
し
て
共
感
を
以
て
評
価
す
る
。
柳
田
聖
山
（
一
九
二
二
―
二
〇
〇
六
）

も
、『
臨
済
録
』
へ
の
興
味
が
当
初
は
「
宗
門
の
伝
統
的
な
提
唱
や
、
わ

ず
か
ば
か
り
の
参
禅
の
経
験
に
よ
る
の
で
あ
り
、
一
方
で
は
前
田
利
鎌
氏

の
『
臨
済
・
荘
子
』
の
、
す
ぐ
れ
た
文
章
に
魅
せ
ら
れ
た
た
め
」（「
臨
済

義
玄
の
人
間
観
」『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
六
九
、
六
五

頁
）
と
言
い
、
臨
済
に
あ
る
反
体
制
的
・
伝
統
批
判
的
な
野
人
の
性
格

（
＝「
根
源
的
な
絶
対
自
由
人
」）
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
と
高
く
評
価

し
、
柳
田
自
身
の
『
臨
済
録
』
解
釈
に
も
影
響
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
居
士
禅
で
見
出
さ
れ
た
『
臨
済
録
』
理
解
に
つ
い
て

は
、
参
禅
に
よ
る
個
性
あ
る
体
験
知
だ
け
で
は
な
く
、「
抄
物
」
な
ど
で

確
認
し
得
る
宗
門
に
伝
統
的
な
解
釈
と
の
影
響
関
係
も
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。
少
な
く
と
も
利
鎌
は
、
文
献
と
し
て
『
臨
済
録
』
に
向
き
合
い
、

哲
学
を
修
め
な
が
ら
参
禅
も
し
た
綜
合
的
立
場
と
も
言
え
る
も
の
で
、
こ

れ
は
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
五
―
一
九
六
六
）
の
姿
勢
と
も
共
通
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
①
体
験
知
の
重
視
や
人
物
の
影
響
関
係
な
ど
「
思
想
的
背

景
」
か
ら
、
そ
し
て
②
文
献
が
時
代
毎
に
ど
の
よ
う
な
必
要
性
か
ら
「
読

ま
れ
た
」
か
（
そ
れ
は
「
読
み
替
え
」「
誤
読
」
も
含
む
）
│
│
こ
の
両

面
か
ら
分
析
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
世
か
ら
近
現
代
に
か
け
て
、
時
代
毎

に
文
献
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
そ
の
文
献
の
理
解
が
ど
の
よ
う
に
受

け
継
が
れ
て
い
っ
た
か
を
後
追
い
し
て
い
く
作
業
こ
そ
「
思
想
史
」
的
作

業
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

は
、
居
士
・
岡
夢
堂
へ
師
事
す
る
中
で
『
臨
済
録
』
の
提
唱
に
接
す
る
一

方
、
自
身
の
知
性
を
以
て
冷
静
に
読
み
解
い
た
も
の
と
い
え
る
。
利
鎌

は
、「
臨
済
は
旧
来
の
思
想
、
│
│
特
に
仏
門
に
お
け
る
伝
統
的
な
一
切

の
反
生
命
的
偶
像
の
破
壊
者
、
し
た
が
っ
て
人
間
生
命
の
徹
底
的
解
放
者

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
破
邪
顕
正
の
剣
は
、
最
強
力
な
論
理
、
す
な
わ

ち
最
も
深
刻
な
体
験
そ
の
も
の
で
あ
る
」（『
宗
教
的
人
間
』
雪
華
社
、
一

九
七
〇
、
五
九
頁
）
と
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
は
、
近
代
以
前

か
ら
日
本
で
伝
統
的
な
『
臨
済
録
』
理
解
の
片
鱗
が
み
え
て
く
る
。
例
え

ば
、『
臨
済
録
』
に
お
い
て
師
匠
の
黄
檗
と
そ
の
弟
子
の
臨
済
の
関
係
が

「
賊
は
是
れ
小
人
、
智
君
子
に
過
ぎ
た
り
」
と
評
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、

利
鎌
は
「
こ
れ
な
ど
は
黄
檗
を
君
子
に
比
し
、
臨
済
を
小
才
の
利
い
た
曲

者
と
い
っ
て
、
臨
済
を
悪
し
ざ
ま
に
批
評
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

実
際
は
彼
の
機
鉾
を
賞
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
体
、
禅
門
で

は
、
語
抑よ

く

下げ

意
托た

く

上じ
ょ
うと
い
っ
て
、
く
さ

0

0

す
時
に
は
賞
め
、
賞
め
る
時
に
は

く
さ

0

0

す
よ
う
な
癖
が
あ
る
」（
前
掲
書
二
一
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た

認
識
は
、
抄
物
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
日
本
の
臨
済
宗
に
伝
統
的
な
理
解
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
利
鎌
の
臨
済
論
は
戦
後
の
中
国
禅
学
者
に
も
相
当
の
影
響
を

与
え
て
お
り
、
入
矢
義
高
（
一
九
一
〇
―
一
九
九
八
）
の
看
方
で
は
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
或
い
は
「
思
想
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
」
の
大
正
期
と
は
、「
か
つ
て
の
明
治
政
府
の
上
か
ら
の
「
近
代
化
」

政
策
が
、
実
は
そ
の
見
せ
か
け
の
文
明
主
義
の
裏
に
、
原
理
主
義
的
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
非
情
さ
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
へ
の
反
撥
が
導
き
出
し
た

時
代
」（
前
田
利
鎌
『
臨
済
・
荘
子
』
解
説
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
、

二
五
三
頁
）
と
指
摘
し
、
利
鎌
の
臨
済
論
は
そ
の
精
神
を
代
表
す
る
も
の
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西
有
穆
山
（
一
八
二
一
―
一
九
一
三
、
文
政
四
―
明
治
四
三
）。
穆
山

は
二
十
歳
の
時
江
戸
に
出
て
、
吉
祥
寺
に
お
い
て
『
眼
蔵
』
の
講
義
を
聞

い
て
よ
り
生
涯
に
わ
た
っ
て
『
眼
蔵
』
の
普
及
に
努
め
た
。
廃
仏
毀
釈
に

抗
し
宗
門
の
伝
統
を
生
か
し
広
め
よ
う
と
し
た
。
今
日
も
な
お
、
西
有
穆

山
顕
彰
会
の
存
続
活
躍
が
そ
の
功
績
を
明
示
し
て
い
る
。（『
西
有
穆
山
と

い
う
人
の
在
り
方
』
二
〇
一
九
刊
参
照
）。

　

橋
田
邦
彦
は
『
釈
意
』
第
一
巻
に
詳
細
な
『
眼
蔵
』
研
究
の
史
的
回
顧

を
し
て
、
穆
山
を
評
価
し
『
正
法
眼
蔵
啓
迪
』
は
必
読
す
べ
き
も
の
と
し

て
推
奨
し
て
い
る
。
日
本
精
神
史
の
研
究
者
和
辻
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い

る
。
田
辺
元
も
ま
た
宗
門
、
こ
ち
ら
は
真
宗
系
で
あ
る
が
、
仏
教
界
の
腐

敗
堕
落
の
攻
撃
で
は
和
辻
と
軌
を
一
に
す
る
が
、
穆
山
の
『
啓
迪
』
の
み

は
評
価
し
て
い
る
。
田
辺
に
よ
る
と
『
眼
蔵
』
の
解
説
に
は
見
る
べ
き
も

の
は
な
い
と
し
て
『
眼
蔵
』
に
関
す
る
当
時
の
思
想
界
の
在
り
方
を
一
蹴

し
て
い
る
。

　

も
し
橋
田
の
業
績
も
ま
た
田
辺
の
歯
牙
に
も
か
け
ぬ
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
概
念
に
終
始
す
る
哲
学
こ
そ
実
践
に
よ
る
体
験
的
「
行
」
を
軽
視
す

る
も
の
と
し
て
『
眼
蔵
』
の
味
読
か
ら
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
応
酬
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
橋
田
が
西
田
哲
学
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
と
は
別

の
こ
と
で
あ
る
。

　

橋
田
は
難
解
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
『
御
抄
』
を
て
が
か
り
に
『
眼

蔵
』
の
解
釈
を
深
め
て
い
く
。
橋
田
に
と
っ
て
『
眼
蔵
』
は
流
動
の
書
で

あ
り
「
行
」
の
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
命
の
真
相
を
示
し
て
お
り
全
体
観

を
説
く
。
全
体
は
全
機
と
も
言
わ
れ
『
眼
蔵
』
に
そ
の
項
目
が
あ
る
。
橋

田
の
高
弟
杉
靖
三
郎
は
「
禅
の
打
出
す
る
人
間
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の

積
極
的
な
活
動
│
│
生
命
の
流
動
、
な
い
し
は
体
験
に
生
き
る
こ
と
│
│

橋
田
邦
彦
に
お
け
る
道
元

淺
野　
　

章

　

医
学
部
生
理
学
の
教
授
と
し
て
橋
田
邦
彦
が
道
元
に
注
目
す
る
に
至
っ

た
の
は
生
と
は
何
か
と
い
う
根
底
的
な
問
い
に
発
す
る
。

　

道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
、
正
治
二
―
建
長
五
）。
曹
洞
宗
の
開

祖
。
只
管
打
坐
の
禅
風
の
下
弟
子
の
養
成
（
京
都
か
ら
越
前
へ
、
後
の
永

平
寺
）、『
正
法
眼
蔵
』（『
眼
蔵
』）
は
畢
生
の
大
作
。
京
都
の
俗
弟
子
の

も
と
で
病
没
。

　

橋
田
邦
彦
（
一
八
八
二
―
一
九
四
五
、
明
治
一
五
―
昭
和
二
〇
）。
旧

姓
藤
田
。
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
生
理
学
教
授
、
第
一
高
等
学
校
校
長
、

第
二
次
近
衛
内
閣
、
東
条
内
閣
の
文
部
大
臣
。
戦
犯
容
疑
者
召
喚
に
出

発
、
直
後
自
死
。『
正
法
眼
蔵
釈
意
』（『
釈
意
』）
四
巻
は
『
眼
蔵
』
研
究

書
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
『
正
法
眼
蔵
』
を
手
に
し
た
も
の
は
異
口
同
音
に
そ
の
難
解
さ
と
と
も

に
思
想
の
深
さ
に
「
驚
嘆
」
の
声
を
発
し
、
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
る
。

『
道
元
と
世
阿
弥
』
の
著
者
西
尾
実
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
叙
述
は
活
気

に
満
ち
て
い
る
（
同
書
、
九
三
頁
以
下
参
照
）。『
正
法
眼
蔵
』
は
筆
写
さ

れ
て
受
け
継
が
れ
宗
門
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
印
刷
技
術
の
進

歩
も
あ
り
江
戸
時
代
後
半
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
哲
学

思
想
界
に
お
い
て
は
、
和
辻
哲
郎
「
沙
門
道
元
」
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た

と
さ
れ
る
、
田
辺
元
は
和
辻
の
紹
介
を
謝
し
つ
つ
、『
正
法
眼
蔵
哲
学
私

観
』
を
著
し
た
。

　

因
み
に
、「
沙
門
道
元
」
に
お
い
て
和
辻
は
当
時
明
治
以
降
の
宗
門
を

堕
落
と
非
難
攻
撃
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
方
に
偏
し
た
見
方
で
あ
る
。

例
え
ば
、
西
有
穆
山
の
ご
と
き
傑
僧
を
無
視
し
て
い
る
。
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の
究
極
の
根
拠
た
る
「
空
の
空
」
に
至
る
こ
と
が
最
上
の
目
的
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
和
辻
は
「
凡
夫
の
立
場
」
と
「
智
慧
の
立
場
」
等
に
分

け
て
表
現
し
て
き
た
二
つ
の
重
層
的
な
立
場
の
延
長
上
に
、
竜
樹
が
『
中

論
』
で
強
調
し
た
真
俗
二
諦
と
言
わ
れ
る
「
世
俗
的
真
理
（
世
俗
諦
）」

と
、「
勝
義
の
真
理
（
勝
義
諦
、
第
一
義
諦
）」
を
組
み
込
ん
で
「
空
の
立

場
」
を
意
義
づ
け
た
。
あ
く
ま
で
自
力
を
通
し
て
為
す
は
た
ら
き
が
「
般

若
」
で
あ
り
、
法
に
作
用
を
与
え
る
能
動
因
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
竜
樹

の
哲
学
を
も
と
に
、
現
象
世
界
の
事
象
は
「
空
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら

れ
る
も
の
と
解
し
た
和
辻
は
、「
根
源
た
る
空
に
帰
る
運
動
」
が
「
実
践

の
原
理
で
も
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
勝
義
の
真
理
た
る
も
の
の
修
得
を
目

指
し
て
「
第
一
義
空
」
に
向
か
う
「
道
徳
」
は
、「
空
」
と
い
う
真
理
に

帰
ろ
う
と
す
る
志
向
性
を
も
っ
て
「
宗
教
」
の
修
行
的
行
為
と
等
し
く
な

る
。「
否
定
」
に
よ
る
智
慧
の
発
動
を
自
ら
展
開
さ
せ
て
、「
空
」
に
近
づ

く
こ
と
を
目
ざ
す
の
が
、「
菩
薩
」
と
し
て
の
生
き
方
で
あ
り
、
竜
樹
が

提
唱
し
た
菩
薩
の
修
行
は
、「
空
に
帰
る
」
こ
と
が
前
提
で
あ
る
と
同
時

に
目
的
と
な
る
の
だ
と
和
辻
は
解
釈
し
た
。「
空
を
体
現
せ
ん
と
す
る
は

た
ら
き
」
と
し
て
の
生
き
方
を
目
指
す
菩
薩
が
「
慈
悲
」
を
発
揮
で
き
る

所
以
は
、
否
定
の
作
用
を
用
い
た
個
人
の
自
覚
に
基
づ
く
、「
我
」
の
棄

却
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
私
」
を
無
に
す
る
こ
と
が
慈
悲
に
つ
な
が
る

と
い
う
和
辻
の
発
想
が
あ
る
。
智
慧
に
よ
る
反
省
的
思
考
を
は
た
ら
か
せ

て
空
に
帰
る
こ
と
を
目
的
に
据
え
た
日
常
的
な
哲
学
実
践
の
く
り
返
し

が
、
人
間
界
の
仮
象
的
価
値
判
断
や
そ
れ
に
対
す
る
執
着
を
放
棄
す
る
こ

と
に
つ
な
が
り
、
絶
対
無
差
別
の
境
地
に
至
る
。
世
俗
的
価
値
や
執
着
を

放
棄
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
そ
れ
自
体
と
し
て
の
尊
さ
が
現
わ

れ
、
菩
薩
の
境
涯
を
生
き
る
人
に
お
い
て
「
慈
悲
」
の
行
為
と
し
て
体
現

を
展
開
す
る
底
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（『
現
代
禅
講
座
』
二
、

角
川
書
店
）。
杉
は
Ｈ
・
セ
リ
エ
の
ス
ト
レ
ス
説
の
訳
者
で
も
あ
る
。
感

謝
の
有
効
性
を
説
く
が
生
体
の
全
体
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
橋
田
に
お
け

る
道
元
が
生
か
さ
れ
た
例
と
も
い
え
よ
う
。
橋
田
の
『
生
理
学
』
は
医
学

の
専
門
書
で
あ
る
が
、
そ
の
自
著
の
序
文
に
は
道
元
の
影
響
が
脈
打
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
生
と
は
何
か
の
問
い
に
発
し
た
橋
田
本
来
の
目
的
の
達
成

を
見
る
。
若
く
し
て
学
ん
だ
陽
明
学
の
知
識
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
研
究
室
を
道
場
と
称
し
て
実
践
体
験
的
「
行
」
の
場
に
生
か
す
べ
く

『
眼
蔵
』
の
講
義
を
続
け
た
。
余
技
で
は
な
く
学
の
根
底
と
し
て
で
あ
り
、

日
本
に
お
け
る
「
科
学
す
る
心
」
の
主
張
へ
と
展
開
す
る
。

和
辻
哲
郎
の
仏
教
哲
学
に
お
け
る
「
空
」
の
構
造

山
本
栄
美
子

　

和
辻
哲
郎
が
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
「
間
柄
」
の
は
た
ら
き
と
し
て
人

間
の
存
在
構
造
の
関
係
性
を
表
現
し
た
着
想
の
根
源
に
は
、
竜
樹
を
通
し

て
学
ん
だ
「
空
」
の
運
動
性
が
あ
っ
た
。
本
発
表
に
お
い
て
は
、
和
辻
の

生
前
に
お
け
る
未
刊
の
書
『
仏
教
倫
理
思
想
史
』（『
和
辻
哲
郎
全
集
』

第
十
九
巻
に
所
収
）
を
紐
解
き
、
竜
樹
の
哲
学
に
基
づ
く
和
辻
独
自
の

「
空
」
の
哲
学
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
仏
」
に
勝
る
上
位
概

念
と
し
て
「
空
」
を
据
え
、
空
観
に
よ
る
道
徳
に
基
づ
く
世
界
の
実
現
を

構
想
す
る
に
至
っ
た
和
辻
の
思
考
過
程
を
と
ら
え
た
い
。

　

和
辻
に
と
っ
て
、
行
為
た
る
「
為
作
」
を
反
省
し
て
そ
の
否
定
に
向
か

わ
し
め
る
も
の
が
「
明
」
で
あ
り
、「
智
慧
」
で
あ
る
。
智
慧
の
立
場
に
立

つ
、
す
な
わ
ち
否
定
の
反
省
的
思
考
を
常
に
適
用
さ
せ
て
己
を
よ
り
高
い

立
場
へ
と
止
揚
さ
せ
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
、
最
終
的
に
存
在
・
現
象



　　216

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第４部会

の
言
う
根
本
的
転
換
と
は
、
禅
語
の
「
大
死
一
番
乾
坤
新
た
な
り
」
と
い

っ
た
言
葉
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
転
換
で
あ
る
。
西
谷
は
、
自
己
が
自
己
や

世
界
の
存
在
の
根
底
に
現
れ
て
き
た
虚
無
を
自
覚
す
る
こ
と
を
「
大
死
」

に
、
自
己
本
来
の
面
目
が
現
れ
て
く
る
こ
と
を
「
乾
坤
新
た
な
り
」
に
当

て
は
め
て
い
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
自
己
本
来
の
面
目
が
現
れ
て
く
る
場

と
は
、「
空
」
の
場
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
西
谷
は
「
虚
無
の
自
覚
」

を
経
験
し
た
自
己
は
、
空
の
場
へ
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
西
谷
は
虚
無
の
自
覚
を
、
空
の
場
へ
転

換
す
る
際
の
重
要
な
経
験
と
し
て
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

し
か
し
、
西
谷
は
他
の
箇
所
で
、
虚
無
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
空
の
立
場
に
転
換
し
て
い
な
い
場
合
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
の
例
の
一
つ
と
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
挙
げ
ら

れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
西
谷
の
論
じ
方
か
ら
、

「
虚
無
の
自
覚
」
を
通
っ
て
も
、
空
の
場
に
転
換
す
る
場
合
と
そ
う
で
な

い
場
合
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
本
発
表
で
は
、

『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
虚
無
の
自
覚
に
つ
い
て
の
西
谷
の
記
述
を

手
掛
か
り
に
、
こ
の
区
別
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
試
み
た
。

　

ま
ず
は
、
西
谷
が
虚
無
の
自
覚
に
積
極
的
な
意
味
を
見
て
い
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
理
由
を
確
認
し
た
。
西
谷
は
、
自
己
が
虚
無
を
自
覚
す
る
こ
と

に
、「
意
識
の
場
」
を
突
破
す
る
積
極
的
な
意
味
を
見
て
い
る
。
意
識
の

場
と
は
、
我
々
が
通
常
生
き
て
い
る
、
主
客
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
場
で

あ
る
。
西
谷
は
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
一
切
の
も
の
の
あ
り
の
ま
ま

の
姿
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
意
識
の

場
が
破
ら
れ
、
一
切
の
も
の
が
本
来
の
姿
で
現
前
す
る
空
の
場
へ
と
転
換

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
空
に
帰
る
生
き
方
を
目
指
し
て
否
定
の
哲
学
作
用

を
繰
り
返
す
限
り
、
他
者
を
見
捨
て
な
い
と
い
っ
た
「
利
他
」
の
気
持
ち

が
生
じ
、
利
他
を
志
向
す
る
慈
悲
に
基
づ
い
た
実
践
を
為
す
こ
と
が
で
き

る
の
が
菩
薩
の
生
き
方
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
う
し
た
「
菩
薩
の
理
念
」
に
基
づ
い
て
「
空
観
が
慈
悲
の
道
徳
と
な

る
ゆ
え
ん
」
を
明
ら
か
に
し
た
と
和
辻
は
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、「
菩
薩

道
は
一
切
の
道
徳
の
根
底
に
置
か
れ
る
」
べ
き
で
、
主
に
大
乗
の
仏
教
者

が
目
指
す
べ
き
と
さ
れ
て
き
た
宗
教
的
な
修
道
に
限
定
さ
れ
ず
、
よ
り
普

遍
的
な
高
次
の
「
倫
理
」
の
実
践
へ
と
昇
華
で
き
る
こ
と
を
和
辻
は
確
信

し
て
い
る
。
こ
の
実
践
は
、
決
し
て
仏
教
者
・
宗
教
者
で
な
く
て
も
、
自

己
の
認
識
を
通
し
て
自
覚
的
に
自
力
で
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、「
空

観
の
実
現
を
永
遠
の
課
題
と
し
て
、
常
に
反
省
的
思
考
に
立
っ
て
、
現
前

の
現
象
・
表
象
を
考
察
し
て
対
処
し
て
い
く
生
き
方
」
を
、
人
間
が
生
き

て
い
く
上
で
の
「
行
」
と
見
な
そ
う
と
し
て
い
た
志
向
が
看
取
で
き
る
。

「
仏
」
に
勝
る
上
位
概
念
と
し
て
「
空
」
を
据
え
る
に
至
っ
た
「
空
観
に

基
づ
く
道
徳
の
実
現
」
と
い
う
和
辻
の
構
想
は
、
近
年
に
お
い
て
末
木
文

美
士
ら
に
よ
っ
て
、
仏
教
を
「
非
宗
教
化
」
し
た
近
代
の
代
表
的
人
物
と

し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
む
し
ろ
「
仏
教
」
と
い
う
特
殊
な

宗
教
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
た
「
空
」
を
「
解
放
」
で
き
た
と
和
辻
自
身
は

捉
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
虚
無

酒
井　

梨
帆

　

西
谷
啓
治
は
、『
宗
教
と
は
何
か
』（
一
九
六
一
）
の
中
で
、
我
々
の
生

の
根
本
的
な
転
換
の
契
機
と
し
て
、
虚
無
の
現
前
を
挙
げ
て
い
る
。
西
谷
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宗
教
学
者
・
岸
本
英
夫
の
死
の
受
容
過
程
に
つ
い
て

長
崎　

誠
人

　

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
十
年
間
に
わ
た
る
ガ
ン
と
の
闘
い
の
果

て
に
六
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
宗
教
学
者
・
岸
本
英
夫
の
生
死
観
は
こ
れ
ま

で
評
価
が
二
分
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
発
病
以
前
か
ら
近
代
主
義
的
・
合

理
主
義
的
な
立
場
を
鮮
明
に
し
、
ガ
ン
発
病
後
も
な
お
伝
統
的
来
世
観
や

霊
魂
観
を
拒
否
す
る
と
述
べ
て
き
た
岸
本
が
、
晩
年
「
宇
宙
の
霊
に
か
え

る
」
や
「
大
き
な
宇
宙
の
生
命
力
」
と
い
う
伝
統
的
来
世
観
や
霊
魂
観
と

も
解
さ
れ
う
る
言
葉
を
自
ら
の
生
死
観
と
も
取
れ
る
よ
う
に
語
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

宮
家
準
や
窪
寺
俊
之
は
、
死
の
恐
怖
に
よ
っ
て
合
理
的
信
念
が
揺
ら

ぎ
、
あ
る
い
は
合
理
的
に
割
り
切
れ
な
い
魂
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
た
め

に
、
そ
れ
ま
で
否
定
し
て
き
た
他
界
や
自
己
の
霊
を
信
じ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
岸
本
は
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
た
の
だ
と
理
解
す
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
岸
本
が
述
べ
る
「
宇
宙
の
霊
に
か
え
る
」
や
「
大

き
な
宇
宙
の
生
命
力
」
は
、
伝
統
的
な
霊
魂
観
と
は
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
岸
本
は
死
に
よ
っ
て
肉
体
的
生
命
の
活
動
が
終
わ
れ
ば
「
こ

の
自
分
の
意
識
の
存
続
」
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
霊
魂
で
あ
ろ

う
が
生
命
力
で
あ
ろ
う
が
「
死
後
の
生
命
の
存
続
」
な
ど
意
味
が
な
い
と

考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の
言
葉
か
ら
、
岸
本
が
近
代
合
理
主
義

の
立
場
か
ら
転
回
し
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

一
方
、
中
村
み
ど
り
は
、
個
人
の
生
命
か
ら
自
己
意
識
が
無
く
な
っ
た

「
純
粋
な
意
味
で
の
生
命
力
」
だ
け
が
死
後
に
残
り
、
そ
れ
が
「
大
き
な

宇
宙
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
溶
け
込
む
こ
と
が
「
宇
宙
の
霊
に
か
え
る
」
の

意
味
で
あ
り
、
こ
れ
が
岸
本
の
終
生
一
貫
し
た
生
死
観
だ
っ
た
と
い
う
。

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
虚
無
を
自
覚
し
て
も
空
の
場
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の

例
と
し
て
、
西
谷
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
を
取
り
上

げ
た
。
西
谷
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
機
械
論
的
世
界
観
の
う
ち
に
生
き
る

人
間
の
主
体
性
が
、
神
と
徹
底
的
に
対
決
さ
れ
た
よ
う
な
立
場
だ
と
考

え
、
そ
の
態
度
を
あ
る
程
度
肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
西
谷
は
、
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
お
け
る
虚
無
は
、
ま
だ
「
自
己
」
か
ら
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

虚
無
だ
と
言
う
。
自
己
の
「
外
」
に
、
虚
無
が
対
象
的
に
見
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
立
場
は
、
根
本
的
に
は
主
客
が
離
れ
て
い
る
場
で
あ
る
意
識
の
場

と
等
し
い
。
西
谷
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
虚
無
を
表
象
す
る

「
自
己
」
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

西
谷
に
よ
れ
ば
、
虚
無
を
自
己
の
「
外
」
に
表
象
す
る
自
己
を
も
無
に

し
な
け
れ
ば
、
本
当
に
空
の
場
に
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た

め
、
自
己
や
世
界
の
存
在
の
根
底
に
虚
無
を
自
覚
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ

れ
が
ま
だ
自
己
か
ら
表
象
的
に
見
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
自
覚
は
不
徹

底
で
あ
り
、
空
の
場
へ
転
換
す
る
よ
う
な
自
覚
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
も
し
虚
無
の
自
覚
が
、
自
己
が
虚
無
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
よ
う

な
自
覚
、
ま
た
は
「
自
己
が
」
と
い
う
あ
り
方
の
脱
落
が
起
こ
る
よ
う
な

自
覚
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
自
覚
は
西
谷
が
「
大
死
一
番
乾
坤
新
た
な

り
」
と
い
っ
た
言
葉
で
表
し
て
い
る
よ
う
な
根
本
的
な
転
換
を
意
味
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
谷
が
言
う
虚
無
の
自
覚
に
は
、

空
の
場
に
転
換
す
る
よ
う
な
自
覚
と
、
意
識
の
場
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う

よ
う
な
自
覚
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
区
別
を
決
定
す
る

も
の
は
、
自
己
の
「
外
」
に
「
も
の
」
を
表
象
す
る
よ
う
な
あ
り
方
の

「
自
己
」
が
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
だ
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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意
的
に
、「
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
経
験
的
感
性
的
事
柄
が
死
と
対
置
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
死
に
対
す
る
考
え
か
た
」
が
わ
か
り
、
死
が
「
親

し
み
や
す
い
も
の
、
そ
れ
と
出
合
い
得
る
も
の
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

終
生
近
代
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
岸
本
が
、
み
ず
か
ら
の
死
の
問
題
を

解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
力
に
な
っ
た
の
が
死
を
「
別
れ
の
と
き
」
と
す
る

非
合
理
的
な
見
方
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
た
、
岸
本

の
死
の
受
容
の
過
程
は
、
伝
統
的
来
世
観
も
霊
魂
観
も
も
た
な
い
が
、
経

験
に
つ
な
が
れ
た
人
間
の
超
越
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、「
宗
教
」
と
呼

ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

霜
山
徳
爾
の
宗
教
観

寺
尾　

寿
芳

　

霜
山
徳
爾
は
自
ら
の
専
攻
を
「
臨
床
心
理
学
」
や
「
精
神
病
理
学
」
と

し
た
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
宗
教
哲
学
に
多
大
な
関
心
を
示
し
た
。「
思

弁
的
な
理
論
家
や
体
系
家
で
は
な
く
」、
あ
く
ま
で
臨
床
家
を
自
認
し
た

も
の
の
、
折
に
触
れ
て
「
宗
教
哲
学
、
心
理
学
専
攻
」
と
宗
教
哲
学
を
心

理
学
に
優
先
さ
せ
た
。

　

霜
山
の
著
作
に
は
患
者
の
治
癒
や
寛
解
に
関
す
る
実
証
的
な
症
例
は
ま

ず
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
病
理
的
現
象
に
古
典
を
契
機
と
し
た

解
釈
の
光
を
過
剰
に
浴
び
せ
る
こ
と
で
、
痛
み
そ
の
も
の
を
直
視
し
、
人

間
に
内
在
す
る
超
越
性
を
自
覚
す
る
道
と
し
て
「
宗
教
哲
学
」
を
理
解
し

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
心
理
療
法
は
、
治
療
者
と
病

者
と
の
立
場
の
違
い
を
超
え
、
宗
教
的
超
越
性
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
る
形

で
、
と
も
に
生
き
る
人
間
の
自
己
理
解
〈
人
間
と
は
何
か
〉
を
自
覚
す
る

道
で
あ
る
。

た
だ
、
発
病
前
は
そ
れ
が
観
念
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
発
病
後

の
「
生
命
飢
餓
状
態
」
を
満
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
晩

年
の
岸
本
は
個
人
的
な
生
命
と
は
区
別
さ
れ
た
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
輝

か
し
い
実
体
で
あ
り
、
ま
た
人
間
に
と
っ
て
光
に
も
等
し
い
〈
生
命
〉
を

肯
定
し
た
。
そ
し
て
、
成
瀬
仁
蔵
の
思
想
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
使
命
と
も
い
う
べ
き
仕
事
に
専
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
生
命
〉

が
拡
充
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
自
分
自
身
の
生
命
と
も
感
得
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
生
死
を
超
え
た
幸
福
が
実
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。

　

中
村
の
主
張
は
概
ね
首
肯
で
き
る
が
、
岸
本
の
心
境
の
変
化
、
す
な
わ

ち
観
念
的
な
生
死
観
が
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
ゆ
く
変
化
の
説
明
は
物
足

り
な
い
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
岸
本
に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
死
を

「
別
れ
の
と
き
」
と
見
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

成
瀬
仁
蔵
の
記
念
日
で
の
講
演
の
た
め
に
、
そ
の
告
別
講
演
を
読
み
、

岸
本
は
死
は
「
別
れ
の
と
き
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
岸
本
に

と
っ
て
の
大
き
な
転
機
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
に
対
し
て
も
日

常
の
別
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
準
備
を
す
れ
ば
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
信
じ
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
死
は
「
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
見
方
は
、

成
瀬
の
告
別
講
演
を
前
提
と
し
て
論
理
必
然
的
に
導
出
さ
れ
た
結
論
で
は

な
く
、
恣
意
的
な
結
論
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
非
合
理
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
岸
本
は
以
前
、
経
験
を
超
え
る
と
い
う
意
味
で
超
越
的
な

「
己
の
死
」
を
、
こ
れ
も
超
越
的
な
「
無
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
理
解
し

よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
合
理
的
で
は
あ
る
が
、
死
は
「
絶
対
的
な
他

者
」
の
ま
ま
で
、
死
の
問
題
の
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
恣
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ら
も
希
望
の
灯
と
考
え
る
霜
山
の
思
想
に
相
応
す
る
概
念
と
い
え
よ
う
。

　

霜
山
は
思
索
の
到
達
点
を
示
唆
す
る
著
作
で
あ
る
『
素
足
の
心
理
療

法
』
に
お
い
て
、「
自
灯
明
」、「
共
業
性
」、「
施
無
畏
」、「
居
塵
出
塵
」、

「
含
羞
性
」、「
畏
敬
性
」、「
五
体
投
地
」、「
雑
華
荘
厳
」、「
待
機
性
」、

「
常
啼
性
」、「
作
務
」
と
い
っ
た
仏
教
的
鍵
概
念
を
多
用
す
る
が
、
そ
れ

ら
は
一
方
で
は
〈
大
き
さ
〉
で
あ
る
宗
教
性
を
喚
起
す
る
「
強
さ
」
を
も

ち
つ
つ
、
他
方
、
そ
の
内
実
で
は
最
終
的
解
決
の
不
在
に
耐
え
る
覚
悟
を

伴
っ
た
〈
小
さ
さ
〉
つ
ま
り
「
弱
さ
」
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
叙
述
を
通
じ
て
総
体
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を

涵
養
し
、
そ
の
諦
観
の
域
に
共
に
と
ど
ま
る
同
伴
者
た
る
こ
と
こ
そ
が
、

霜
山
に
と
っ
て
の
心
理
療
法
が
果
た
す
べ
き
使
命
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

霜
山
の
こ
う
し
た
心
理
療
法
的
な
宗
教
哲
学
は
、
強
い
情
動
の
出
現
や

転
移
な
ど
に
よ
っ
て
提
供
者
と
対
象
者
の
区
別
が
あ
い
ま
い
に
な
る
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
現
場
に
お
い
て
も
示
唆
深
い
。
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
が
治
療
者
（
提
供
者
）
／
病
者
（
対
象
者
）
が
回
互
反

転
す
る
機
序
を
受
容
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
既
成
の
公
共
性
理
解
に

潜
む
排
除
し
つ
つ
包
摂
す
る
と
い
う
「
剥
き
出
し
の
生
」
の
仕
組
み
を
、

「
排
除
／
包
摂
」・「
す
る
／
さ
れ
る
」
を
と
も
に
経
験
す
る
な
か
で
暴
露

す
る
「
密
航
者
」
あ
る
い
は
「
密
通
者
」（
磯
前
順
一
）
と
し
て
機
能
す

る
意
味
で
、
宗
教
と
公
共
空
間
を
「
他
者
論
的
転
回
」
か
ら
接
近
す
る
際

に
有
益
な
実
践
宗
教
学
的
「
資
源
」
と
な
り
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

フ
ロ
イ
ト
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
霜
山
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
死
へ
の
同

調
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
死
を
契
機
と
す
る
超
越
性
の
自
覚
は
、
天
へ
の

上
昇
と
し
て
の
「
蒼
穹
」
と
地
へ
の
下
降
と
し
て
の
「
大
地
」
と
い
う
対

照
的
に
描
写
さ
れ
な
が
ら
も
、
と
く
に
後
者
に
お
い
て
土
俗
的
な
「
文
化

の
底
」
を
見
出
し
、
そ
こ
へ
の
下
降
の
道
行
き
で
病
者
と
同
伴
す
る
こ
と

に
心
理
療
法
家
の
存
在
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
宗
教
哲
学
的
に

は
長
谷
正
當
等
が
指
摘
す
る
逆
超
越
（trans-descendance

）
の
覚
醒

と
も
い
え
る
。
し
か
し
霜
山
に
お
い
て
体
系
化
は
避
け
ら
れ
、「
幻
の
精

神
病
理
学
」
と
し
て
〈
救
わ
れ
な
い
〉
次
元
に
徹
し
続
け
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
苦
痛
の
現
場
で
精
神
疾
患
の
病
者
た
ち
が
垣
間
見
せ
る
厳

し
い
破
綻
頽
落
の
現
実
に
霜
山
は
ひ
た
す
ら
寄
り
添
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
深
い
洞
察
を
秘
め
る
が
他
方
で
天
才
的
な
能
力
を
要
す
る
自
己
差
異
化

の
徹
底
で
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
の
道
を
歩
み
つ
つ
も
、
そ
の
道
行
を
貫

徹
す
る
に
足
る
能
力
を
欠
く
病
者
の
現
実
に
寄
り
添
う
必
要
を
認
識
す
る

こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
自
己
否
定
と
自
己
回
復
が
矛
盾
的
回
互
的
に
要
請
さ
れ
る
の

だ
が
、
こ
う
し
た
相
反
す
る
方
向
性
が
非
統
合
的
に
持
続
す
る
非
連
続
の

連
続
に
と
っ
て
親
和
的
な
概
念
と
し
て
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ

テ
ィ
（negative capability

）」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

精
神
科
医
の
帚
木
蓬
生
は
同
概
念
を
「
負
の
能
力
も
し
く
は
陰
性
能
力
」

と
と
ら
え
、「
ど
う
に
も
答
え
の
出
な
い
、
ど
う
に
も
対
処
の
し
よ
う
の

な
い
事
態
に
耐
え
る
能
力
」
あ
る
い
は
「
性
急
に
証
明
や
理
由
を
求
め
ず

に
、
不
確
実
さ
や
不
思
議
の
中
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
」
と
定
義
す

る
が
、
ま
さ
し
く
宗
教
と
は
歴
史
世
界
に
蓄
積
さ
れ
た
心
的
伝
統
の
偉
大

な
蓄
積
で
あ
り
、
か
つ
仮
象
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
逆
に
、
仮
象
で
あ
り
な
が
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一
六
世
紀
の
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
る
東
洋
宣
教
と
音
楽

深
堀　

彩
香

　

現
在
、
キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
研
究
は
研
究
者
が
少
な
く
、
衰
退
の
一
途
を

辿
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
音
楽
学
の
中
で
キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
は
西
洋
音

楽
や
日
本
音
楽
、
民
俗
音
楽
、
洋
楽
受
容
研
究
等
に
短
絡
的
に
当
て
は
め

ら
れ
な
い
た
め
、
非
常
に
曖
昧
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の

研
究
で
は
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
東
洋
で
行
わ
れ
た
音
楽
活
動
が
宣
教
の

一
端
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
お
よ
び
修
道
会
の
組

織
体
制
、
世
界
宣
教
の
構
図
と
い
っ
た
基
本
的
な
こ
と
さ
え
も
見
過
ご
さ

れ
て
き
た
。

　

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
本
発
表
で
は
十
六
世
紀
に
イ
エ
ズ
ス
会
が
音
楽

を
用
い
な
が
ら
宣
教
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
彼
ら
の
東
洋
宣
教
に

焦
点
を
あ
て
、
宣
教
地
の
人
々
の
キ
リ
ス
ト
教
化
と
音
楽
の
使
用
法
と
の

関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
を
通
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
に

お
い
て
音
楽
に
着
目
す
る
意
義
を
示
し
、
当
該
研
究
の
今
後
の
発
展
性
や

可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
の
東
洋
宣
教
で
特
に
重
要
で
あ
っ
た
ゴ
ア
、
マ
カ
オ
、
日

本
で
実
践
さ
れ
た
音
楽
活
動
を
比
較
し
た
結
果
、
五
つ
の
共
通
点
が
浮
か

び
上
が
っ
た
。
ひ
と
つ
は
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
歌
と
楽
器
演
奏
の

修
得
を
目
的
と
し
た
音
楽
の
授
業
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
も

う
ひ
と
つ
は
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
制
限
さ
れ
て
い
た
多
声
に
よ
る
歌
唱

が
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
管
区
規
定
に
よ
り
東
洋
で
は
認
め
ら
れ
て
い
た
点
で

あ
る
。
三
つ
目
は
、
小
型
で
利
便
性
の
高
い
ク
ラ
ヴ
ォ
、
オ
ル
ガ
ン
、
ヴ

ィ
オ
ラ
・
ダ
ル
コ
と
い
っ
た
西
洋
楽
器
が
特
に
重
宝
さ
れ
、
教
会
暦
の
祝

祭
日
等
に
は
管
楽
器
や
打
楽
器
に
よ
っ
て
祝
祭
的
雰
囲
気
が
作
ら
れ
て
い

た
点
で
あ
る
。
四
つ
目
は
、「
土
地
の
楽
器instrum

entos da terra

」

が
使
用
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
日
本
と
マ
カ
オ
で
は
宣
教
活
動
に
琵
琶

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
が
、
ゴ
ア
に
関
す
る
資
料
に
は

具
体
的
な
楽
器
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
、

世
俗
的
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
の
要
素
が
、
特
に
歌
や
踊

り
の
形
で
宣
教
活
動
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
点
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ゴ

ア
で
は
当
時
イ
ベ
リ
ア
で
流
行
っ
て
い
た
フ
ォ
リ
ア
が
、
日
本
で
は
能
狂

言
や
盆
踊
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
風
の
西
洋
舞
踊
が
、
マ
カ
オ
で
は
中
国
舞
踊

や
イ
ン
ド
風
の
歌
が
披
露
さ
れ
た
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
関
係
の
な
い

要
素
を
宣
教
活
動
に
導
入
す
る
行
為
は
、
当
然
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
中
で
も

問
題
視
さ
れ
、
幾
度
と
な
く
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
度
に
、

イ
エ
ズ
ス
会
の
会
憲
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
っ
て
も
、「
異
教
の

地
で
の
宣
教
に
有
用
で
あ
れ
ば
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
」、「
宣
教
地
の

責
任
者
の
判
断
に
よ
る
」
と
い
う
よ
う
な
特
別
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
し

た
が
っ
て
、
音
楽
に
関
し
て
は
宣
教
地
の
状
況
に
応
じ
て
使
用
さ
れ
て
い

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
東
洋
宣
教
で
積
極
的
に
音
楽
が
用
い
ら
れ
た
背
景
の
ひ
と

つ
に
は
、
音
楽
が
キ
リ
ス
ト
教
の
典
礼
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ

り
な
が
ら
も
、
教
理
に
直
接
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
柔
軟
性
に
富
ん
だ

性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
度
に
多
く
の
人
に

届
き
、
言
葉
だ
け
で
発
信
す
る
よ
り
人
々
の
注
目
を
集
め
や
す
い
点
も
宣

教
に
有
用
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
元
来
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
音
楽
の
使
用
に

第
五
部
会
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潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
こ
の
よ
う
な
信
仰
組
織
を
基
盤
に
し
て
、
信
仰
を
隠

匿
し
て
保
持
し
、
同
時
に
寺
請
制
度
に
表
面
的
に
組
込
ま
れ
、
非
キ
リ
シ

タ
ン
と
と
も
に
村
社
会
を
営
み
、
祭
事
等
も
実
施
し
た
。
彼
ら
は
村
社
会

と
信
仰
組
織
の
双
方
に
帰
属
し
、
村
に
留
ま
り
生
活
し
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
幕
末
期
に
長
崎
浦
上
村
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が

フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
一
変
す
る
。
潜
伏
キ
リ
シ

タ
ン
は
隠
匿
し
て
い
た
信
仰
を
公
表
す
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
な
る
信
仰

秩
序
を
形
成
し
始
め
た
。
自
身
が
生
活
し
て
い
る
村
に
留
ま
る
こ
と
な

く
、
他
地
域
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
積
極
的
に
交
流
し
始
め
、
場
所
（
村
・

国
）
を
越
え
た
信
仰
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
始
め
た
。
潜
伏
キ
リ
シ

タ
ン
の
基
盤
は
村
社
会
か
ら
広
域
的
な
信
仰
共
同
体
へ
と
変
化
し
た
。
そ

し
て
、
信
仰
組
織
内
部
も
刷
新
さ
れ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
に
よ
る
何

ら
か
の
組
を
形
成
し
、
組
分
け
も
行
っ
た
。
旧
来
の
信
仰
と
一
線
を
画
し
、

そ
れ
ま
で
の
信
仰
は
古
宗
と
さ
れ
、
刷
新
さ
れ
た
信
仰
は
新
宗
と
さ
れ

た
。
ま
た
、
何
ら
か
の
位
も
確
立
さ
れ
、
位
を
授
け
ら
れ
た
者
は
ロ
ザ
リ

オ
や
経
典
本
が
授
受
さ
れ
た
。
ま
た
、
役
割
も
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

経
典
を
伝
授
す
る
役
や
洗
礼
名
を
名
付
け
る
役
、
代
表
で
あ
る
総
代
役
等

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
結
束
を
強
め
、
自
ら
を
白
組
、
非

キ
リ
シ
タ
ン
を
黒
組
と
い
い
、
双
方
は
分
裂
状
態
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
刷
新
さ
れ
た
信
仰
組
織
は
さ
ら
に
拡
充
し
て
い
く
。
浦
上
村

や
大
明
寺
村
等
で
は
礼
拝
所
が
建
て
ら
れ
、
場
所
を
越
え
て
や
っ
て
く
る

キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
の
集
会
と
礼
拝
の
場
と
な
っ
た
。
特
に
浦
上
村
で
は
礼

拝
所
は
五
ヶ
所
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
組
織
の
変
化
に
伴
い
、
儀
礼
の
内

容
も
変
化
し
た
。
洗
礼
は
、
潜
伏
期
間
に
誤
謬
が
生
じ
た
と
さ
れ
、
触
頭

が
授
洗
し
た
幼
児
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
に
よ
り
改
め
て
洗
礼
が
授
け

慎
重
な
修
道
会
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
ら
が
宣
教
地
で
ど
の
よ
う
に
音
楽
を

活
用
し
た
か
と
い
う
点
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
宣
教
活
動
の
核
心

に
迫
る
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

今
後
は
、
日
本
の
諸
宗
教
の
音
楽
や
芸
能
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
考
察

し
た
り
、
儀
礼
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
を
扱
う
な
ど
、

他
分
野
・
他
領
域
と
関
連
さ
せ
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
る
新
た
な
捉
え

方
を
試
み
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
試
み
を
通
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
の

再
評
価
と
当
該
研
究
の
活
性
化
に
繋
げ
て
い
き
た
い
。

近
代
移
行
期
に
お
け
る
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
組
織
の
転
換

内
藤　

幹
生

　

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
厳
し
い
禁
教
下
で
何
代
に
も
わ
た
り
信
仰
を
保

持
し
継
承
で
き
た
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
信
仰
組
織
を
形
成
し
て
い
た

こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
信
仰
組
織
を
基
盤
に
村
社
会
に
順
応
し
、

日
常
生
活
を
営
ん
で
い
た
。
信
仰
組
織
と
村
社
会
の
二
つ
の
属
性
に
よ
り

潜
伏
下
で
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
り
方
は
幕
末

期
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
と
接
触
し
た
こ
と
に
よ
り
大
き
く
変
化
す
る
。

本
発
表
で
は
、
長
崎
近
郊
の
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
を
事
例
に
し
て
、
近
代
移

行
期
に
お
い
て
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
組
織
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、

そ
れ
が
彼
ら
が
実
在
し
た
村
社
会
に
ど
う
影
響
し
た
か
検
討
し
、
そ
の
時

代
的
意
義
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。

　

キ
リ
シ
タ
ン
は
、
取
締
り
が
厳
重
化
す
る
と
、
潜
伏
し
、
保
持
・
継
承

す
る
手
段
を
模
索
し
、
地
下
信
仰
に
よ
る
信
仰
組
織
を
形
成
し
た
。
そ
れ

は
、
信
者
の
代
表
で
あ
る
惣
頭
―
洗
礼
等
の
信
仰
に
関
わ
る
役
割
を
担
う

触
頭
―
信
者
の
世
話
役
で
あ
る
聞
役
と
い
う
役
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
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（
創
刊
号
）
か
ら
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
）
十
二
月
末
日
ま
で
を
対
象

と
し
た
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
以
下
の
知
見
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

分
析
対
象
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
」
を
使

用
し
、
キ
ー
ワ
ー
ド
「
宗
教
」
で
検
出
さ
れ
た
対
象
期
間
の
全
記
事
で
あ

る
。
こ
の
検
索
方
法
で
は
、「
宗
教
」
の
語
が
使
用
さ
れ
た
記
事
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
に
限
ら
ず
、「
ヨ
ミ
ダ
ス
」
が
宗
教
に
関
す
る
と
分
類
し
た

範
囲
で
記
事
が
検
出
さ
れ
る
。
検
出
さ
れ
た
記
事
の
総
件
数
は
、
一
〇
〇

五
件
（
一
八
七
四
年
、
五
件
。
七
五
年
、
一
三
一
件
。
七
六
年
、
二
五
〇

件
。
七
七
年
、
一
四
九
件
。
七
八
年
、
二
〇
一
件
。
七
九
年
、
九
三
件
。

八
〇
年
、
六
二
件
。
八
一
年
、
一
一
四
件
）。

　

こ
の
一
〇
〇
五
件
の
記
事
中
、「
宗
教
」
が
使
用
さ
れ
た
記
事
は
、
わ

ず
か
十
二
件
で
あ
っ
た
。
以
下
、
掲
載
年
月
日
、
掲
載
欄
、
内
容
を
列
記

す
る
。
①
一
八
七
五
年
五
月
十
日
付
「
寄
書
」
欄
（
読
者
か
ら
の
投
書
）、

②
③
④
一
八
七
五
年
五
月
二
十
八
・
三
十
日
、
六
月
二
日
付
「
稟
告
」
欄

（「
教
門
雑
誌
」
発
刊
の
広
告
。
内
容
同
一
）、
⑤
一
八
七
八
年
十
一
月
六

日
付
「
稟
告
」
欄
（
小
幡
篤
次
郎
訳
『
弥
児
氏
宗
教
三
論
』
の
広
告
）、

⑥
一
八
八
〇
年
二
月
十
四
日
付
「
新
聞
」
欄
（
脱
獄
し
て
国
外
逃
亡
し
た

元
水
夫
が
米
国
で
信
仰
に
め
ざ
め
「
凶
悪
を
そ
の
ま
ま
で
い
て
は
宗
教
の

旨
に
も
背
く
」
と
自
首
し
た
こ
と
を
報
じ
る
）、
⑦
一
八
八
〇
年
十
一
月

二
十
一
日
付
「
稟
告
」
欄
（
英
国
博
士
ミ
ッ
チ
ョ
ル
氏
の
講
演
「
印
度
国

現
今
之
性
理
道
徳
及
び
宗
教
の
景
況
」
の
告
知
）、
⑧
一
八
八
一
年
五
月

十
一
日
付
「
新
聞
」
欄
（
全
文
を
左
記
）、
⑨
⑩
一
八
八
一
年
七
月
八
・

十
七
日
付
「
稟
告
」
欄
（
小
崎
弘
道
訳
纂
『
宗
教
要
論
』
の
広
告
。
内
容

同
一
）、
⑪
一
八
八
一
年
十
一
月
四
日
付
「
新
聞
」
欄
（
島
地
黙
雷
ら
に
よ

る
仏
教
演
説
会
開
催
の
知
ら
せ
。
そ
の
演
題
に
「
宗
教
と
社
会
に
関
係
」

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
行
事
の
内
容
も
変
化
し
た
。
例
え
ば
ク
リ
ス
マ
ス
は
、

潜
伏
下
で
は
ナ
タ
リ
ヤ
と
よ
ば
れ
る
キ
リ
ス
ト
（
デ
ウ
ス
）
の
誕
生
祝
い

と
酒
宴
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
冬
至
の
行
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
信
仰
組

織
が
変
化
し
て
か
ら
は
正
式
な
ク
リ
ス
マ
ス
が
開
催
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
を
迎
え
て
、
パ
ン
や
牛
肉
を
携
え
て
実
施
し
た
と
記

録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
浦
上
四
番
崩
れ
と
よ
ば
れ
る
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
事
件
を
経

て
、
禁
教
解
除
と
な
り
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
解
放
さ
れ
た
。
改
組
さ
れ

た
信
仰
組
織
は
正
式
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
組
織
と
な
っ
た
。
キ
リ
シ
タ

ン
が
存
在
す
る
村
で
は
教
会
も
建
設
さ
れ
た
。
潜
伏
期
の
役
職
は
正
式
な

役
職
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
近
代
移
行
期
に
お
い
て
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
組
織
の

あ
り
方
は
変
化
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
と
接
触
し
た
こ
と
で
信
仰
意

識
を
変
化
さ
せ
た
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
新
た
な
る
信
仰
秩
序
を
構
築
さ
せ

よ
う
と
模
索
し
、
新
し
い
形
の
信
仰
組
織
を
形
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
展
開
過
程
を
経
て
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
近
代
の
社
会
秩
序
に
組

み
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

明
治
初
期
の
新
聞
に
お
け
る
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
言
説
分
析

高
橋　

直
子

　
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
何
を
表

象
す
る
の
か
│
│
「
宗
教
」
の
定
義
や
概
念
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
日

常
で
用
い
ら
れ
る
「
宗
教
」
を
捉
え
た
い
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と

し
て
、
明
治
前
期
の
新
聞
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
言
説
分
析
を
試
み
て
い

る
。
本
発
表
で
は
、「
読
売
新
聞
」
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
十
一
月
二
日
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の
発
行
部
数
を
誇
っ
た
「
読
売
新
聞
」
の
⑧
「
宗
教
」
に
バ
イ
ア
ス
を
想

定
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

明
治
憲
法
第
二
八
条
の
成
立
過
程
お
よ
び
公
布
当
初
の
解
釈
に
つ
い
て

髙
瀬　

航
平

　
「
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
『
宗
教
の
自
由
』
は
不
充
分
に
し
か
保
証
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
」。
こ
う
し
た
命
題
が
、
従
来
の
研
究
の
定
説
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
当
時
の
人
び
と
は
、
明
治
国
家
の
政
教
関
係
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
、
明
治
国
家
が
「
宗
教
の

自
由
」
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
様
の
、
と
き
に
は
そ

れ
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
先
進
国
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ズ
レ
は
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
上
記
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
後
者
の
認
識
の
形
成

過
程
を
辿
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
発
表
は
、「
宗
教
の
自
由
」
を
保
証
し
た
明
治
憲
法
第
二
八

条
の
起
草
過
程
に
注
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、
憲
法
起
草
過
程
に
な
さ
れ

た
海
外
制
度
調
査
（
翻
訳
・
現
地
調
査
・
海
外
学
者
の
講
義
）
に
よ
っ

て
、
明
治
政
府
が
「
宗
教
の
自
由
」
に
つ
い
て
何
を
学
び
取
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。

　

憲
法
公
布
ま
で
に
明
治
政
府
の
官
僚
が
有
し
た
「
宗
教
の
自
由
」
理
解

は
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
、
憲
法
に
よ
り
「
宗
教
の
自
由
」

を
明
文
で
保
証
す
る
こ
と
は
常
識
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
翻
訳
書
に
よ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
憲
法
比
較
に
よ
り
官
民
ど
ち
ら
に
も
共
有
さ
れ
た
。

二
、
と
は
い
え
ど
の
よ
う
な
政
教
関
係
を
採
用
す
れ
ば
「
宗
教
の
自
由
」

が
保
証
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
タ
イ
プ
が
想
定
さ
れ
る
こ

「
宗
教
の
沿
革
」）、
⑫
一
八
八
一
年
十
二
月
一
日
付
「
新
聞
」
欄
（
⑪
の

演
説
会
第
二
回
開
催
の
知
ら
せ
。
演
題
に
「
宗
教
と
社
会
の
関
係
第
二

回
」）

　

⑧
は
、
以
下
に
全
文
を
引
用
す
る
。「
神
道
総
裁
有
栖
川
幟
仁
親
王
ハ

御
勤
務
中
年
俸
二
千
円
賜
は
る
旨
を
此
ほ
ど
仰
せ
出
さ
れ
神
道
ハ
宗
教
に

有
ら
ず
政
事
の
一
部
分
な
り
と
い
ふ
事
に
定
ま
ッ
た
に
付
て
ハ
ま
た
教
導

職
を
廃
さ
れ
る
と
い
ふ
説
も
有
る
と
い
ふ
」

　

ま
ず
、
一
〇
〇
五
件
の
宗
教
関
連
記
事
に
お
い
て
、
使
用
が
多
い
の
は

「
信
心
」
ほ
か
「
信
仰
」「
宗
旨
」「
教
法
」
な
ど
で
あ
り
、「
宗
教
」
の
語

の
使
用
は
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
わ
ず
か

十
二
件
の
記
事
の
う
ち
、
九
件
は
書
籍
の
広
告
や
講
演
（
演
題
）
の
告
知

で
あ
り
、
使
用
例
か
ら
す
れ
ば
、
専
門
用
語
（
学
術
／
キ
リ
ス
ト
教
／
真

宗
）
の
印
象
を
帯
び
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
当
時
の
「
読
売
新
聞
」
読
者
に
と
っ
て
、「
宗
教
」
は
な
じ
み

の
薄
い
言
葉
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

で
は
何
故
、
⑧
は
「
宗
教
」
を
用
い
た
の
か
。「
小
新
聞
」
の
嚆
矢
で

あ
り
、
報
道
本
位
と
大
衆
啓
発
を
主
義
と
し
た
「
読
売
新
聞
」
で
は
、

「
大
新
聞
」
の
よ
う
に
宗
教
論
争
（「
宗
教
」「
れ
り
じ
う
ん
」／「
治
教
」

「
も
れ
る
」
等
）
や
祭
神
論
争
を
掲
載
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
大
新

聞
」「
小
新
聞
」
が
、
身
分
制
的
階
層
秩
序
（
士
族
／
平
民
）
の
温
存
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
構
造
を
反
映
し
、
互
い
に

断
絶
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
⑧

は
あ
え
て
「
宗
教
」
を
用
い
、
読
者
の
誤
解
・
混
乱
を
回
避
し
よ
う
と
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
恣
意
的
な
使
用
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
後
「
宗
教
」
否
定
の
論
説
が
現
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
最
大
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教
を
口
実
と
し
た
列
強
の
介
入
を
よ
り
危
惧
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

お
雇
い
外
国
人
か
ら
指
摘
さ
れ
た
宣
教
師
に
よ
る
「
外
教
」
の
国
内
布
教

を
食
い
止
め
る
か
、
宣
教
師
布
教
を
口
実
と
し
た
外
国
の
政
治
的
介
入
を

食
い
止
め
る
か
、
両
者
を
比
較
し
た
と
き
、
明
治
政
府
は
前
者
と
引
き
換

え
に
後
者
を
防
止
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
防
止
の
た
め

の
手
段
こ
そ
、
平
等
主
義
的
な
「
宗
教
の
自
由
」
の
保
証
の
公
言
で
あ
っ

た
。
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
そ
の
他
宗
教
と
平
等
な
処
遇
を
約
束
す
る

こ
と
は
、
そ
の
宣
教
の
公
認
を
意
味
し
た
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
外
国
政

府
か
ら
天
皇
（
政
府
）
へ
と
宣
教
師
の
保
護
権
を
取
り
返
す
狙
い
も
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
明
治
政
府
は
ロ
ー
マ
教
皇

の
権
威
を
利
用
し
、
ま
た
海
外
の
新
聞
報
道
に
も
配
慮
し
て
い
た
。
つ
ま

り
平
等
主
義
的
な
「
宗
教
の
自
由
」
の
約
束
は
、
内
地
雑
居
を
見
据
え
た

条
約
改
正
の
一
環
と
し
て
積
極
的
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
期
社
会
事
業
と
キ
リ
ス
ト
教

│
│ 

遠
友
夜
学
校
を
て
が
か
り
と
し
て 

│
│

森
上　

優
子

　

本
報
告
は
、
キ
リ
ス
ト
者
新
渡
戸
稲
造
（
一
八
六
二
―
一
九
三
三
）
と

新
渡
戸
の
妻
メ
リ
ー
が
明
治
二
十
七
年
に
設
立
し
た
遠
友
夜
学
校
の
特
色

の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
明
治
後
期
以
降
の
新
渡

戸
が
行
っ
た
社
会
教
育
活
動
の
先
駆
と
し
て
、
ま
た
、
明
治
期
の
社
会
事

業
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

社
会
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
は
、
明
治
中
期
は
そ
の
先
駆
的
な
施
設
が

創
設
さ
れ
た
時
期
と
さ
れ
る
。
当
時
、
活
動
し
た
人
物
と
し
て
名
前
が
挙

と
。
本
発
表
は
便
宜
的
に
そ
れ
ら
を
「
分
離
主
義
」・「
調
停
主
義
」・「
平

等
主
義
」
の
三
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
。
分
離
主
義
と
は
政
治
と
宗
教
の
完

全
な
分
離
を
進
め
る
立
場
、
調
停
主
義
と
は
政
府
か
ら
特
定
宗
教
へ
の
支

援
を
認
め
る
立
場
、
平
等
主
義
と
は
政
府
が
す
べ
て
の
宗
教
に
権
利
や
資

源
を
平
等
・
公
正
に
分
配
す
る
立
場
で
あ
る
。
な
か
で
も
調
停
主
義
的

「
宗
教
の
自
由
」
は
、
予
想
さ
れ
る
「
外
教
」
流
入
へ
の
対
策
と
し
て
、

ド
イ
ツ
人
法
学
者
（
グ
ナ
イ
ス
ト
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
）
の
お
墨
付
き
で
あ
っ

た
。
三
、
し
か
し
同
時
に
明
治
政
府
は
欧
米
諸
国
で
喧
伝
さ
れ
る
「
宗
教

の
自
由
」
の
限
界
や
現
実
も
認
識
し
て
い
た
。
文
明
の
達
成
と
し
て
称
揚

さ
れ
る
「
宗
教
の
自
由
」
も
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
を
前
提
と
し
て
い
る

こ
と
、
非
キ
リ
ス
ト
教
国
が
そ
れ
を
安
易
に
認
め
る
と
欧
米
列
強
に
内
政

干
渉
の
口
実
と
し
て
利
用
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
、
た
と
え
憲
法
で
「
宗
教

の
自
由
」
が
保
証
さ
れ
て
い
て
も
政
府
が
特
定
宗
教
を
抑
圧
す
る
こ
と
が

容
認
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
政
府
が

海
外
制
度
調
査
を
行
な
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で

は
い
わ
ゆ
る
「
文
化
闘
争
」
が
勃
発
し
て
い
た
こ
と
も
預
か
っ
て
い
た
。

要
す
る
に
明
治
政
府
は
、「
宗
教
の
自
由
」
の
保
証
が
現
実
に
は
欧
米
諸

国
で
さ
え
建
前
に
留
ま
っ
て
い
る
状
況
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
保
証
を
安
易
に

約
束
す
る
危
険
性
も
認
識
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
「
宗
教
の
自
由
」
の

中
で
も
「
国
教
」
や
「
公
認
教
」
を
設
け
る
調
停
主
義
的
立
場
を
採
用
す

る
こ
と
が
、
現
実
的
な
選
択
肢
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
明
治
政
府
は
、
憲
法
公
布
時
、
平
等
主
義
的
な
「
宗

教
の
自
由
」
を
選
択
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
他
の

「
宗
教
の
自
由
」
よ
り
外
交
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
明
治
一
〇
年
代
後
半
、
政
府
官
僚
は
宗
教
そ
の
も
の
よ
り
も
宗
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教
育
の
特
徴
で
も
あ
る
。
遠
友
夜
学
校
で
は
具
体
的
に
リ
ン
カ
ン
の
精
神

を
重
視
し
た
。
新
渡
戸
は
開
校
当
初
か
ら
週
一
回
、
修
身
講
話
を
行
い
、

そ
の
な
か
で
リ
ン
カ
ン
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
の
ち
の
第
一
高
等
学
校

長
時
代
の
科
外
講
義
な
ど
で
も
リ
ン
カ
ン
に
関
し
て
言
及
し
た
こ
と
は
教

え
子
の
回
想
か
ら
わ
か
る
。
新
渡
戸
に
よ
れ
ば
、
リ
ン
カ
ン
と
は
、
キ
リ

ス
ト
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
と
も
に
生
涯
を
通
し
て
も
っ
と
も
尊
敬
す
る
人
物

の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
新
渡
戸
の
蔵
書
に
は
リ
ン
カ
ン
に
関
す
る

も
の
も
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
新
渡
戸
は
、
リ
ン
カ
ン
を
ど
の
よ
う
な
人

物
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ぎ
の
こ
と
ば
は
そ
の
て
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
予

の
愛
唱
す
る“W

ith m
alice tow

ard none, w
ith charity for all. ”

（
何
人
に
も
害
を
加
へ
ず
、
凡
て
の
人
に
対
す
る
に
愛
を
以
て
す
）」（「
人

物
崇
拝
」『
随
想
録
』（
一
九
〇
七
））、「
一
生
懸
命
仕
事
を
し
て
」、「
正

直
な
人
」（「
木
の
片
に
習
字
し
た
リ
ン
コ
ル
ン
」『
名
士
の
少
年
時
代
よ

り
崇
拝
せ
る
英
雄
』（
一
九
一
三
））、
ま
た
、「
理
想
を
翻
訳
」
す
る
、
す

な
わ
ち
、
理
想
を
実
現
す
る
人
物
（『
自
警
』
二
十
五
章
「
理
想
と
実
現
」

（
一
九
一
六
））
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
愛
」「
正
直
」「
理
想
」
の
実
現
は
、
遠
友

夜
学
校
が
育
成
を
目
指
し
た
人
間
像
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
新
渡

戸
の
社
会
教
育
活
動
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
新
渡
戸
が
ア
メ
リ
カ
と
接
し
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
遠

友
夜
学
校
の
教
育
活
動
は
そ
の
思
想
を
日
本
に
移
植
す
る
試
み
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

が
る
の
は
従
来
、
石
井
十
次
（
孤
児
教
育
会
、
後
の
岡
山
孤
児
院
）、
片

山
潜
（
キ
ン
グ
ス
レ
ー
館
）、
留
岡
幸
助
（
家
庭
学
校
）
な
ど
で
あ
り
、

新
渡
戸
と
遠
友
夜
学
校
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
、
ほ
と
ん
ど
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

遠
友
夜
学
校
は
札
幌
に
お
け
る
貧
民
教
育
や
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
を
行

っ
た
。
新
渡
戸
は
設
立
以
来
、
昭
和
八
年
に
な
く
な
る
ま
で
校
長
を
務
め
、

彼
の
死
後
は
メ
リ
ー
が
そ
の
後
任
を
務
め
、
昭
和
十
九
年
に
閉
校
し
た
。

学
校
運
営
に
携
わ
っ
た
の
は
、
宮
部
金
吾
や
有
島
武
郎
を
は
じ
め
と
す
る

新
渡
戸
の
親
友
や
札
幌
農
学
校
の
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

新
渡
戸
が
夜
学
校
の
設
立
を
構
想
し
た
の
は
、
明
治
十
五
年
頃
に
ま
で

遡
る
。「
札
幌
市
民
学
園
」
の
構
想
（「
貧
し
い
両
親
を
も
っ
た
、
粗
野
な

子
ど
も
た
ち
や
、
労
働
者
の
少
年
な
ど
出
面
の
子
弟
に
対
す
る
夜
学
校
」

の
設
立
な
ど
）
が
宮
部
金
吾
宛
書
簡
（
明
治
十
八
年
十
一
月
十
三
日
）
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
新
渡
戸
の
社
会
事
業
へ
の
高
い
関

心
は
、
明
治
中
期
に
お
い
て
遠
友
夜
学
校
の
ほ
か
に
も
実
を
結
ん
で
い

る
。
そ
れ
は
北
海
道
出
獄
人
保
護
会
の
設
立
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
留
岡
幸
助
（
一
八
六
四
―
一
九
三
四
）
と
の
交
流
が
注
目
さ
れ
る
。

『
留
岡
幸
助
日
記
』
に
は
、
明
治
二
十
四
、
二
十
五
年
に
新
渡
戸
と
留
岡

と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
新
渡
戸
の

社
会
事
業
活
動
に
着
目
す
る
と
き
、
札
幌
農
学
校
勤
務
時
代
は
注
目
す
べ

き
時
期
と
い
え
る
。

　

遠
友
夜
学
校
で
の
教
育
は
、
新
渡
戸
が
「
人
格
を
養
成
し
明
る
い
気
分

の
人
を
養
う
目
的
」（
新
渡
戸
来
校
時
の
講
話
「
学
問
よ
り
実
行
」（
一
九

三
一
））
と
の
べ
る
よ
う
に
、
人
格
教
育
が
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
。
人

格
教
育
は
新
渡
戸
の
教
育
思
想
の
根
本
を
な
す
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
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じ
像
」
に
「
化
」
わ
っ
て
い
く
と
す
る
。
こ
う
し
た
「
神
の
肖
像
」
理
解

に
も
と
づ
い
て
、
柏
木
は
、「
神
の
肖
像
」
を
内
に
も
つ
個
々
の
人
間
の

尊
厳
を
強
調
し
、
国
家
や
天
皇
の
偶
像
化
に
抗
っ
た
の
で
あ
る
。

　

柏
木
の
信
仰
は
、
し
ば
し
ば
「
正
統
的
」
と
評
さ
れ
る
。「
神
の
肖
像
」

の
理
解
も
、
た
し
か
に
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
の
枠
組
み
に
収

ま
っ
て
は
い
る
。
た
だ
し
彼
の
人
間
観
は
、
神
と
人
間
の
断
絶
を
強
調
す

る
バ
ル
ト
的
な
「
新
正
統
主
義
」
の
人
間
観
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
柏
木

は
、
人
間
の
内
な
る
「
神
の
肖
像
」
を
強
調
し
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に
倣

う
こ
と
で
神
と
人
間
の
「
懸
隔
」
を
縮
め
う
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
柏
木

の
「
楽
観
的
人
生
観
」
は
、
む
し
ろ
バ
ル
ト
が
乗
り
超
え
よ
う
と
し
た
、

近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
立
場
に
近
い
。
イ
エ
ス
を
「
教
育
家
」
と

位
置
付
け
る
見
解
も
、
啓
蒙
主
義
以
降
の
イ
エ
ス
を
良
き
教
師
と
す
る
見

方
に
通
じ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、「
神
の
肖
像
」「
神
の
像
」
を
対
照
的
な
仕
方
で
理
解

し
て
い
る
柏
木
と
バ
ル
ト
が
、
共
に
国
家
の
偶
像
化
に
対
す
る
鋭
い
批
判

者
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル
ト
が
懸
念
す
る
通
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
以
外
の
啓
示
を
認
め
る
自
然
神
学
的
態
度
は
、
歴
史
や
民
族
、
国
家
に

お
け
る
神
の
啓
示
を
容
認
す
る
姿
勢
に
つ
な
が
り
う
る
。
し
か
し
柏
木
の

場
合
、「
神
の
肖
像
」、
す
な
わ
ち
神
と
人
間
の
接
触
点
は
、
一
貫
し
て

個
々
の
人
間
の
内
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
柏
木
は
、
個
々
の
人
間
の
内
に

あ
る
「
神
の
肖
像
」
を
語
る
が
、
国
家
や
民
族
に
お
け
る
啓
示
を
語
ら
な

い
。
む
し
ろ
国
家
は
「
神
の
肖
像
」
た
る
人
間
の
「
方
便
」
に
過
ぎ
な
い

こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
柏
木
に
お
い
て
、「
楽
観
的
人
生
観
」
と
国
家
の

偶
像
化
へ
の
批
判
が
両
立
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
当
時
の
日
本
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
り
、
人
間
を
個

柏
木
義
円
の
「
神
の
肖
像
」
論

杉
田　

俊
介

　
「
神
の
像
」「
神
の
似
姿
」
と
し
て
の
人
間
。
創
世
記
一
章
二
十
六
節
か

ら
二
十
七
節
に
由
来
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
理
解
の
基
本
で
あ
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
を
記
し
た
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
祭
司
た
ち
は
、
王
の
み
を

「
神
の
像
」「
神
の
似
姿
」
と
す
る
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
王
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
、
そ
し
て
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
偶
像
崇
拝
に
抗
う
た
め
に
、
王
の
み
な

ら
ず
す
べ
て
の
人
間
が
「
神
の
像
」
と
し
て
造
ら
れ
た
と
す
る
こ
の
箇
所

を
記
し
た
。
つ
ま
り
苦
難
に
対
す
る
「
抵
抗
の
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
、
こ

の
テ
キ
ス
ト
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
初
期
キ
リ
ス
ト

教
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の
偶
像
化
に
抗
う
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。

も
っ
と
も
後
に
キ
リ
ス
ト
教
が
既
成
宗
教
化
す
る
と
、
創
世
記
一
章
二
十

六
節
か
ら
二
十
七
節
が
も
つ
「
抵
抗
の
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
の
側
面
は
顧

み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。

　

以
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
き
、
柏
木
義
円
（
日
本
組
合
基
督
教
会
牧

師
、
一
八
六
〇
―
一
九
三
八
）
の
議
論
は
注
目
に
値
す
る
。
柏
木
は
、
晩

年
に
至
る
ま
で
、
く
り
か
え
し
「
神
の
肖
像
」
と
し
て
の
個
人
の
尊
厳
と

自
由
の
重
要
性
を
訴
え
、
国
家
や
天
皇
の
偶
像
化
を
批
判
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
柏
木
の
姿
勢
は
、
結
果
的
に
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
祭
司
や
、

初
期
キ
リ
ス
ト
者
の
精
神
を
回
復
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

　

で
は
、
柏
木
は
「
神
の
肖
像
」
を
思
想
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い

た
の
か
。
柏
木
は
「
神
の
肖
像
」
を
、
す
べ
て
の
人
間
の
内
に
あ
る
「
霊

性
」
に
お
い
て
見
出
す
。
そ
し
て
、
人
間
は
「
教
育
家
」
た
る
イ
エ
ス
キ

リ
ス
ト
に
倣
っ
て
、「
霊
性
修
養
の
学
校
」
で
あ
る
こ
の
世
を
生
き
、「
霊

性
」＝「
神
の
肖
像
」
を
養
っ
て
い
く
こ
と
で
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
と
「
同
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介
し
た
。

　

そ
も
そ
も
、
神
に
よ
る
「
記
憶
」
と
は
、
神
に
よ
る
神
の
「
記
憶
」
を

指
し
、
神
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
は
光
栄
と
生
命
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
記
憶
」
は
「
生
者
の
記
憶
」
と
「
死
者
の
記
憶
」
に
大
別
さ
れ
、

「
記
憶
」
を
祈
る
こ
と
が
、
他
者
に
代
わ
っ
て
自
分
が
祈
る
こ
と
で
（
他

者
の
）
神
恩
・
幸
福
・
健
康
を
賜
る
よ
う
祈
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
死
者

救
済
的
な
点
か
ら
、
日
本
の
供
養
文
化
と
の
混
淆
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
実
際
に
日
本
正
教
会
で
行
わ
れ
て
い
る
儀
礼
、

パ
ニ
ヒ
ダ
、
月
例
パ
ニ
ヒ
ダ
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
特
に
月
例
パ
ニ

ヒ
ダ
が
日
本
独
自
の
死
者
儀
礼
で
あ
り
、
毎
月
の
「
月
命
日
の
よ
う
に
」

実
施
さ
れ
る
と
い
う
儀
礼
の
性
格
か
ら
、
日
本
正
教
会
の
死
者
に
お
け
る

実
践
が
、
儀
礼
レ
ベ
ル
で
日
本
の
供
養
文
化
と
混
淆
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
ま
た
現
在
行
わ
れ
て
い
る
日
本
正
教
会
の
死
者
の
た
め
の
儀
礼

実
践
を
、
亡
く
な
っ
た
時
点
か
ら
数
え
て
行
う
直
線
的
な
儀
礼
と
、
月
間

お
よ
び
年
間
で
行
わ
れ
る
周
期
的
な
儀
礼
に
分
類
し
た
結
果
、
日
本
正
教

会
の
場
合
、
信
徒
が
亡
く
な
っ
た
時
、
三
日
祭
、
九
日
祭
、
四
〇
日
祭
、

一
年
祭
な
ど
、
そ
の
人
の
死
か
ら
数
え
て
行
う
年
祭
が
行
わ
れ
、
一
年
経

つ
と
月
例
パ
ニ
ヒ
ダ
や
墓
地
祈
禱
と
い
っ
た
周
期
的
な
儀
礼
に
移
行
し
、

そ
の
後
名
前
も
呼
ば
れ
な
い
集
合
的
な
死
者
（「
神
の
僕
婢
」
に
一
括
さ

れ
る
）
へ
と
、
ま
と
め
ら
れ
祈
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
移
行
を
、
個
性
を
持
つ
死
者
が
徐
々
に
非
個

性
的
な
集
合
的
な
死
者
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
二
〇
〇
六
年
に
大
阪
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
の

敷
地
に
竣
工
さ
れ
た
納
骨
堂
に
お
け
る
新
し
い
実
践
に
つ
い
て
紹
介
し
た

と
し
て
尊
ぶ
発
想
が
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。
柏
木
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、「
日
本
に
て
は
由
来
或
る
階
級
の
尊
厳
は
認
め
ら
れ
た
で
あ
ら
ふ
が
、

嘗
て
人
其
れ
自
身
の
尊
厳
が
認
め
ら
れ
た
事
は
無
か
つ
た
」。
そ
れ
ゆ
え

に
日
本
に
お
い
て
は
、「
神
の
肖
像
」
と
し
て
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間

の
尊
さ
を
強
調
す
る
柏
木
の
議
論
が
、
時
代
に
対
す
る
鋭
い
批
判
た
り
え

た
の
で
あ
る
。

日
本
正
教
会
の
儀
礼
実
践

│
│ 

神
に
よ
る
「
記
憶
」
と
死
者
へ
の
祈
り 

│
│

佐
﨑　
　

愛

　

日
本
の
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
（
以
下
日
本
正
教
会
）
は
、
宣
教
師
ニ
コ

ラ
イ
が
一
八
六
一
年
に
来
日
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
後
、
正
教

会
で
は
日
本
に
お
い
て
土
着
化
を
図
る
中
で
、
教
義
で
あ
る
神
に
よ
る

「
記
憶
」
概
念
と
日
本
の
供
養
文
化
と
の
混
淆
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

よ
う
な
外
来
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
へ
の
土
着
化
に
着
目
し
た

先
行
研
究
は
、
そ
の
受
容
形
態
や
形
態
分
類
な
ど
非
常
に
数
多
く
分
厚
い

が
、
教
義
や
儀
礼
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
検
討
す
る
も
の
は
管
見
の
限
り

な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
発
表
で
は
、
日
本
正
教
会
の
死
者
へ
の

祈
り
パ
ニ
ヒ
ダ
お
よ
び
月
例
パ
ニ
ヒ
ダ
を
事
例
と
し
て
、
死
者
へ
の
儀
礼

実
践
の
中
で
、
神
に
よ
る
「
記
憶
」
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、

よ
り
具
体
的
に
は
日
本
正
教
会
で
信
徒
が
亡
く
な
っ
た
際
、
ど
の
よ
う
な

経
緯
を
経
て
集
合
的
記
憶
と
し
て
祈
ら
れ
る
故
人
の
個
性
が
、
非
個
性
的

な
記
憶
へ
と
変
化
す
る
の
か
に
焦
点
を
当
て
た
。
ま
た
こ
れ
を
踏
ま
え
、

近
年
新
し
く
竣
工
さ
れ
た
大
阪
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
に
あ
る
納
骨
堂
で
の

永
代
供
養
の
事
例
も
、「
記
憶
」
に
お
け
る
新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
紹
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保
護
と
監
督
を
目
的
と
す
る
宗
教
団
体
法
は
、
一
九
三
九
年
に
公
布
、

一
九
四
〇
年
に
施
行
し
た
。
既
存
の
宗
教
団
体
は
、
同
法
に
基
づ
く
団
体

と
し
て
新
た
に
設
立
認
可
を
受
け
る
が
、
文
部
省
は
各
団
体
に
統
合
再
編

を
求
め
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
日
本
天
主
公
教
教
団
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
日
本
基
督
教
団
と
な
っ
た
。
日
本
聖
公
会
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
国
教
会
を
起
源
と
し
て
、
立
教
大
学
な
ど
の
関
係
校
は
米
国
聖
公

会
が
設
立
し
た
。
敵
国
と
な
っ
た
英
米
と
の
関
わ
り
ゆ
え
、
戦
時
中
の
聖

公
会
は
苦
境
に
直
面
し
た
。
聖
公
会
で
は
、
日
本
基
督
教
団
へ
の
合
同
、

又
は
非
合
同
を
め
ぐ
り
内
部
で
の
議
論
が
起
き
、
一
九
四
三
年
に
組
織
を

解
消
し
た
。
各
個
教
会
は
教
団
に
属
さ
な
い
単
立
教
会
と
な
り
、
後
に
複

数
の
教
会
は
教
団
に
合
同
し
た
。
広
安
の
転
身
は
、
聖
公
会
の
受
難
が
契

機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

広
安
は
、
広
島
福
山
に
生
れ
た
。
生
家
の
宗
旨
は
浄
土
宗
で
あ
る
が
、

兄
謙
一
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
教
を
知
る
。
兄
は
ク
ラ
ー
ク
の
遺
風
に
憧
れ

北
海
道
帝
国
大
学
に
学
び
、
後
に
旭
川
で
開
業
医
と
な
る
。
広
安
は
、
福

山
誠
之
館
中
学
校
を
経
て
、
聖
公
会
の
福
山
基
督
教
会
（
現
・
福
山
諸
聖

徒
教
会
）
に
て
長
老
の
横
田
金
熊
か
ら
洗
礼
、
神
戸
地
方
部
監
督
ジ
ョ

ン
・
バ
ジ
ル
・
シ
ン
プ
ソ
ン
か
ら
信
徒
按
手
を
受
け
た
。

　

英
国
聖
公
会
宣
教
協
会
（
Ｃ
Ｍ
Ｓ
）
の
支
援
で
、
東
京
の
立
教
大
学
予

科
と
文
学
部
宗
教
学
科
に
学
ぶ
。
神
学
者
の
菅
円
吉
か
ら
指
導
を
受
け
、

終
生
に
亘
り
師
事
し
た
。
こ
の
頃
は
聖
公
会
神
学
校
と
の
二
重
学
籍
で
、

将
来
の
聖
職
者
と
な
る
べ
く
、
研
鑽
を
積
ん
だ
。

　

一
九
四
〇
年
三
月
に
卒
業
後
、
四
月
に
は
神
戸
教
区
米
子
基
督
教
会

（
現
・
米
子
聖
ニ
コ
ラ
ス
教
会
）
に
伝
道
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
神
学
者

と
し
て
研
究
も
励
み
、
弁
証
法
神
学
者
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
翻
訳
を
進
め

い
。
大
阪
府
吹
田
市
に
あ
る
大
阪
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
の
敷
地
内
に
は
、

一
部
の
正
教
会
の
み
保
有
す
る
納
骨
堂
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
納
骨
堂
に

関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
み
る
と
、
大
阪
の
納
骨
堂
で
は
パ
ニ
ヒ
ダ

や
墓
地
祈
禱
の
他
、
納
骨
堂
に
お
け
る
新
し
い
取
り
組
み
で
あ
る
「
永
代

供
養
」
も
受
け
付
け
て
い
る
。
永
代
供
養
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
「
た
と

え
無
縁
に
（
縁
故
者
が
い
な
く
）
な
っ
て
も
〜
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
代

の
ニ
ー
ズ
に
答
え
つ
つ
、
集
合
的
な
名
前
の
呼
ば
れ
な
い
「
神
の
僕
婢
」

に
な
っ
て
も
、
教
会
単
位
で
祈
り
続
け
て
い
か
れ
る
よ
う
な
形
態
が
と
ら

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
納
骨
堂
は
視
覚
的
に
神
に
よ
る
「
記
憶
」
を
体
験
で

き
る
場
で
あ
り
、「
永
代
供
養
」
を
含
め
、
よ
り
信
徒
に
安
心
感
を
与
え

る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
ハ
リ

ス
テ
ィ
ア
ニ
ン
（
正
教
徒
）
た
ち
は
、
月
例
パ
ニ
ヒ
ダ
や
永
代
供
養
な

ど
、
非
個
性
的
な
死
者
の
た
め
の
儀
礼
の
数
を
新
た
に
増
や
し
、
死
者
の

た
め
に
繰
り
返
し
祈
る
回
数
を
増
や
す
こ
と
で
、
死
者
と
共
に
あ
る
教
会

を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
だ
納
骨
堂
に

関
す
る
情
報
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
追
っ
て
調
査
を
続
け
た
い
と
考
え

て
い
る
。

文
部
省
に
勤
務
し
た
日
本
聖
公
会
の
広
安
孝
夫

大
澤　

広
嗣

　

本
報
告
は
、
戦
時
中
に
日
本
聖
公
会
の
伝
道
師
か
ら
文
部
省
の
職
員
に

転
身
し
た
、
広
安
孝
夫
（
一
九
一
〇
―
一
九
五
九
）
を
対
象
と
し
て
、
当

人
の
履
歴
を
手
掛
か
り
に
、
同
時
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
界
と
宗
務
行

政
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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に
難
く
な
い
。
広
安
は
、
賀
川
豊
彦
と
親
交
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

賀
川
は
、
教
会
外
部
で
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
を
行
っ
た
が
、
広
安
も
教
会

の
外
で
活
動
し
た
ゆ
え
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
戦
中
戦
後
の
行
政
に

お
い
て
、
一
公
務
員
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
自
己
の
立
場
の
範
囲
か
ら

キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

紀
元
前
三
世
紀
中
国
の
喪
葬
改
革

│
│ 

北
京
大
学
蔵
秦
簡
『
泰
原
有
死
者
』 │
│

池
澤　
　

優

　

二
〇
一
〇
年
に
北
京
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
秦
始
皇
帝
時
代
の
文
書
の
中

に
『
泰
原
有
死
者
』
と
称
さ
れ
る
木
牘
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
死
者
が

三
年
後
に
生
き
か
え
り
、
死
者
の
好
み
や
墓
で
の
祭
祀
の
や
り
方
を
語
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
内
容
は
一
九
八
六
年
に
甘
粛
省
天
水
放
馬

灘
一
号
秦
墓
で
発
掘
さ
れ
た
紀
元
前
三
世
紀
初
頭
の
秦
簡
『
丹
』
に
も
見

ら
れ
る
。『
丹
』
で
は
『
泰
原
有
死
者
』
よ
り
も
蘇
生
の
事
情
を
述
べ
る

部
分
が
長
い
が
、
主
要
な
目
的
は
や
は
り
墓
祭
の
や
り
方
を
伝
授
す
る
点

に
あ
り
、
内
容
に
信
憑
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
蘇
生
譚
の
形
式
を
借
り
た

の
で
あ
る
。
紀
元
前
三
世
紀
に
こ
の
よ
う
な
文
書
が
出
現
す
る
背
景
は
以

下
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。

　

先
ず
、
こ
の
よ
う
な
文
書
は
喪
葬
や
死
者
祭
祀
に
関
与
し
て
い
た
宗
教

者
に
よ
り
作
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。『
丹
』
で
は
人
間
の
寿
命
を
管
理

す
る
神
「
司
命
」
の
部
下
と
し
て
「
司
命
史
公
孫
強
」
が
登
場
す
る
が
、

そ
れ
は
司
命
神
の
部
下
を
僭
称
し
た
宗
教
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
話
の

中
で
は
死
者
を
墓
か
ら
掘
り
出
す
役
目
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
宗

教
者
が
こ
の
種
の
テ
キ
ス
ト
の
背
景
に
あ
り
、
墓
祭
に
関
す
る
指
示
も
彼

た
。
一
九
四
二
年
三
月
に
、
広
安
は
突
如
と
し
て
伝
道
師
を
辞
職
す
る
。

神
戸
教
区
監
督
の
八
代
斌
助
は
、
聖
公
会
の
非
合
同
を
主
張
し
て
い
た
。

広
安
は
、
合
同
の
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
道
師
の
辞
職
後

は
、
地
元
の
福
山
市
立
高
等
女
学
校
教
員
、
東
京
の
内
務
省
都
市
研
究
会

事
務
局
に
勤
務
し
た
。

　

広
安
は
、
一
九
四
四
年
六
月
に
文
部
省
教
学
局
宗
教
課
の
嘱
託
と
な

る
。
宗
教
活
動
の
経
験
と
神
学
の
知
識
が
あ
り
、
政
府
内
部
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
な
ど
の
宗
教
団
体
と
宗
教
結
社
の
調
査
に
関
わ
っ
た
。
宗
教
団
体
法

の
影
響
で
人
生
が
変
わ
っ
た
広
安
は
、
一
九
四
五
年
の
同
法
廃
止
と
新
た

な
宗
教
法
人
令
の
制
定
、
一
九
五
一
年
の
宗
教
法
人
法
の
切
替
え
に
関
わ

る
。
こ
の
頃
ま
で
に
職
制
変
更
で
文
部
事
務
官
と
な
る
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
宗
教
文
化
資
料
課
編
・
文
部
省
宗
教
研
究
会
訳
『
日
本
の
宗

教
』（
国
民
教
育
普
及
会
、
一
九
四
八
年
）
で
は
翻
訳
責
任
者
を
務
め
た
。

自
身
の
研
究
も
進
め
、
主
な
著
書
に
『
カ
ト
リ
ッ
ク
概
説
』（
中
央
出
版

社
、
一
九
五
二
年
）、『
嵐
の
中
の
教
会
│
│
反
神
思
想
史
小
論
』（
ヨ
ル

ダ
ン
社
、
一
九
五
七
年
）、
訳
書
に
バ
ル
ト
『
死
人
の
甦
り
』（
復
活
社
、

一
九
五
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　

日
本
社
会
党
所
属
の
衆
議
院
議
員
で
聖
公
会
信
者
で
も
あ
る
猪
俣
浩
三

は
、
一
九
五
六
年
に
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
、
立
正
交
成
会
（
現
・
立
正

佼
成
会
）
を
強
く
批
判
し
た
。
猪
俣
は
、
広
安
が
同
会
に
通
じ
て
い
た
と

し
て
名
指
し
す
る
が
、
全
く
の
誤
解
に
基
づ
く
追
求
で
あ
っ
た
。
広
安

は
、
文
部
省
調
査
局
宗
務
課
の
在
職
中
の
一
九
五
九
年
、
脳
出
血
の
た
め

四
九
歳
で
没
し
た
。
既
に
、
東
京
教
区
神
田
基
督
教
会
へ
教
籍
を
移
し
て

お
り
、
聖
公
会
の
信
徒
と
し
て
帰
天
し
た
。

　

相
反
す
る
立
場
へ
転
身
し
た
広
安
は
、
大
い
に
苦
労
し
た
こ
と
は
想
像
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供
物
を
奪
っ
て
、
倉
庫
や
厨
房
に
入
れ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
鬼
」
は
冥
界
の
官
吏
か
、
無
縁
の
死
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。『
丹
』

に
お
い
て
も
、
供
物
を
放
置
せ
ず
、
速
や
か
に
撤
収
せ
よ
と
い
う
指
示
が

あ
り
、
こ
れ
は
供
物
を
放
置
す
れ
ば
他
の
死
者
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
意
識

を
表
し
て
い
る
。「
鬼
」
が
冥
界
の
官
吏
な
の
か
、
無
縁
の
死
者
な
の
か
、

ど
ち
ら
な
の
か
は
決
め
が
た
い
。
死
後
を
地
上
と
同
じ
官
僚
制
の
世
界
で

あ
る
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
告
地
策
の
最
も
早
い
例
は
紀
元
前
一
八
三
年
の
も

の
な
の
で
、
前
者
の
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
『
丹
』
の

「
其
の
鬼
は
賤
し
け
れ
ど
も
、
它（
他
）に
於
い
て
富
む
」
の
部
分
を
「
冥

界
で
は
貧
窮
し
て
い
る
死
者
も
他
の
死
者
に
献
げ
ら
れ
た
供
物
を
奪
う
こ

と
で
富
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、「
鬼
」

は
無
縁
の
死
者
で
あ
り
、
冥
界
は
死
者
た
ち
が
秩
序
も
な
く
併
存
し
て
い

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
紀
元

前
三
世
紀
の
死
後
世
界
は
、
秩
序
の
な
い
危
険
な
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
二
元
論
的
思
考

│
│ 

真
実
の
女
神
の
例
を
中
心
に 

│
│

肥
後　

時
尚

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
世
界
が
対
に
な
る
、
も
し
く
は
相
互
補
完
す
る

二
つ
の
要
素
で
成
立
す
る
と
考
え
る
二
元
論
的
な
思
考
法
を
有
し
て
い

た
。
例
え
ば
、
彼
ら
は
エ
ジ
プ
ト
を
「
二
つ
の
国
」
や
「
二
つ
の
岸
」、

「
上
下
エ
ジ
プ
ト
」
と
表
現
し
、
世
界
を
東
方
と
西
方
、
昼
と
夜
、
生
前

の
世
界
と
死
後
の
世
界
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

二
元
論
的
思
考
の
実
相
は
先
行
研
究
で
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
点

ら
の
考
え
を
反
映
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
冥
界
神
と
し
て
の
司

命
は
具
体
的
に
は
描
か
れ
ず
、
死
後
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
は
曖
昧
で
あ
る
。

　

第
二
に
、『
泰
原
有
死
者
』
で
死
体
を
縛
ら
な
い
こ
と
（
縛
る
と
死
者

の
魄
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
）
や
冥
界
で
は
黄
金
、
銭
、
絹
織
物
の
代

わ
り
に
黄
圈
（
も
や
し
）、
黍
粟
、
白
菅
（
茅
）
を
財
産
と
す
る
と
論
じ

る
が
、
研
究
者
は
、
こ
れ
は
質
素
な
喪
葬
を
行
う
こ
と
、
屈
肢
葬
の
よ
う

な
秦
国
の
風
俗
を
や
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
れ
は
正

し
い
が
、
秦
の
風
俗
を
東
方
風
に
改
変
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
な
ら
ば
、

長
江
中
流
域
か
ら
出
土
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
泰
原
有
死
者
』
は
赴
任
し

た
秦
人
官
吏
だ
け
が
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
汎
用
性
を
持
た
な
く
な

る
。
む
し
ろ
死
体
を
縛
ら
な
い
と
は
、『
儀
礼
』
の
葬
送
儀
礼
に
見
え
る

よ
う
な
、
死
体
を
大
量
の
衣
服
で
包
み
紐
で
縛
る
こ
と
は
や
る
な
と
い
う

意
味
と
考
え
た
い
。
と
い
う
の
は
、『
丹
』
で
死
者
は
多
く
の
衣
服
を
望

ま
な
い
と
言
い
、『
泰
原
有
死
者
』
で
は
斂
衣
は
死
者
生
前
の
衣
服
を
用

い
よ
と
い
う
指
示
が
あ
り
、
共
に
衣
服
の
随
葬
を
節
約
す
る
こ
と
を
志
向

す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
死
体
を
束
縛
す
る
こ
と
は
死
者
の
魄

を
束
縛
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
身
体
内
の
魄
こ
そ
が
死
後
存
在

に
他
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
を
反
映
し
て
い
る
。
春
秋
時
代
以
前
の
霊
魂

観
で
は
、
魂
は
天
上
に
お
り
、
定
期
的
に
宗
廟
に
降
り
て
来
て
祭
祀
を
享

け
る
と
考
え
ら
れ
た
の
に
対
し
、
戦
国
時
代
に
は
死
体
と
霊
魂
（
魄
）
は

一
体
で
、
墓
が
霊
魂
の
住
居
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
墓
祭
と
い
う
儀
礼
に
合
致
す
る
霊
魂
観
で
あ

る
。

　

第
三
に
、『
泰
原
有
死
者
』
に
お
い
て
は
、
祭
祀
対
象
と
な
る
死
者
と

は
別
に
「
鬼
」
と
い
う
存
在
が
お
り
、
そ
れ
が
死
者
の
随
葬
品
の
衣
服
や
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エ
ジ
プ
ト
中
王
国
時
代
頃
に
お
い
て
す
で
に
二
柱
の
マ
ア
ト
の
概
念
は

「
男
性
と
女
性
」
や
「
日
中
の
船
と
夜
の
船
」、「
太
陽
と
月
」
と
い
っ
た

複
数
の
二
元
論
的
思
考
の
組
み
合
わ
せ
と
重
な
り
合
っ
て
関
連
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
後
の
時
代
に
男
神
と
女

神
の
組
み
合
わ
せ
で
描
写
さ
れ
る
「
二
柱
の
マ
ア
ト
」
の
図
像
や
、
先
行

研
究
で
提
示
さ
れ
た
「
二
柱
の
マ
ア
ト
」
を
現
世
と
死
後
の
世
界
の
女
神

の
一
組
と
す
る
思
想
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
新
王
国
時
代
以
降
に

現
れ
る
図
像
学
的
な
「
二
柱
の
マ
ア
ト
」
の
特
徴
が
遅
く
と
も
中
王
国
時

代
頃
に
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
思
想
の
中
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ア
ー
シ
プ
に
よ
る
儀
礼
の
特
徴

細
田
あ
や
子

　

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ア
ー
シ
プ
（āšipu

）
は
、
呪
術
師
、
邪
術
師
、
祓

魔
師
、
エ
ク
ソ
シ
ス
ト
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
訳
語
だ
け
で

は
包
括
し
き
れ
な
い
事
柄
を
行
い
、
宗
教
的
な
専
門
知
識
を
持
っ
た
職
能

者
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ー
シ
プ
に
よ
る
儀
礼
の
特
徴
を
考
察

す
る
際
、「
ア
ー
シ
プ
の
要
覧
」（Exorcist ’s M

anual

）
と
呼
ば
れ
る

資
料
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
七
点
の
粘
土
板
が
確
認
さ
れ

て
い
る
が
、
破
損
が
少
な
く
行
数
が
多
く
解
読
で
き
るK

A
R 44

（V
A
T
 

8275

）
が
研
究
上
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
ッ
シ
ュ
ル
出
土

で
、
ア
ッ
シ
ュ
ル
神
殿
に
仕
え
た
ア
ー
シ
プ
で
あ
っ
た
キ
ツ
ィ
ル
・
ア
ッ

シ
ュ
ル
の
家
の
書
庫
か
ら
見
つ
か
っ
た
。
前
七
世
紀
の
文
書
と
み
な
さ
れ

る
。
そ
の
内
容
や
特
徴
に
関
し
、
研
究
者
の
間
で
最
も
議
論
さ
れ
て
い

る
の
は
、
構
成
と
編
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
か
で
も
Ｅ
・
フ
ラ
ー
ム

が
依
然
と
し
て
残
る
状
況
に
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
こ
の
思
考
法
の
理
解

を
深
め
る
た
め
、「
二
柱
の
真
実
の
女
神
」
の
事
例
を
と
り
あ
げ
、
二
元

論
的
思
考
が
組
み
込
ま
れ
た
こ
の
特
殊
な
女
神
の
実
体
を
検
討
し
た
。

　

秩
序
や
真
実
、
正
義
の
意
味
等
を
包
括
す
る
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
抽
象
概

念
「
マ
ア
ト
」（

）
は
、
し
ば
し
ば
真
実
を
司
る
女
神
と
し
て
神
格

化
さ
れ
る
。
マ
ア
ト
女
神
は
通
常
一
柱
の
女
神
の
姿
で
資
料
上
に
現
れ
る

が
、
一
部
の
史
資
料
の
な
か
で
「
二
柱
の
マ
ア
ト
」（

）
と
呼
ば
れ

る
二
柱
の
女
神
の
姿
で
描
写
さ
れ
る
。
本
来
一
柱
の
女
神
で
あ
る
マ
ア
ト

が
二
柱
の
女
神
と
な
っ
た
理
由
に
は
、
何
ら
か
の
エ
ジ
プ
ト
の
二
元
論
的

思
考
が
関
連
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は

依
然
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

古
王
国
時
代
の
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
」
や
「
パ
レ
ル
モ
・
ス
ト

ー
ン
」、
中
王
国
時
代
の
「
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
」
上
の

の
事
例

は
、
こ
の
語
が
独
立
し
た
二
柱
の
女
神
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
太
陽
神

の
船
や
下
界
の
神
ソ
カ
ル
の
船
と
い
っ
た
様
々
な
意
味
を
示
す
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
事
例

の
な
か
で
、

の
指
す
内
容
と
二
元
論
的
思
考
の
関
係
性
を
示
す
直

接
的
な
言
及
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
の
例
外
と
し
て
、「
コ
フ

ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
」
の
呪
文
の
な
か
で
男
性
と
女
性
の
一
組
の
限
定
符
を

語
尾
に
伴
う

の
事
例
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
事
例
の
限
定
符
か
ら
、

中
王
国
時
代
頃
に
は
「
二
柱
の
マ
ア
ト
」
を
男
神
と
女
神
の
一
組
と
す
る

二
元
論
的
な
観
念
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
で
、
双
数
形
の
「
二
柱
の
マ
ア
ト
」
で
は
な
く
、
単
数
形
で
記
さ

れ
た
マ
ア
ト
の
語
に
関
連
す
る
習
合
関
係
は
「
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
」

の
な
か
で
複
数
に
わ
た
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
た
。
各
事
例
の
検
証
か
ら
、
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ま
れ
て
い
る
。
と
く
に
秘
め
ら
れ
た
知
識
、
隠
さ
れ
た
計
画
、
公
に
は
さ

れ
て
い
な
い
唱
え
ご
と
も
身
に
着
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
第
二
部
に
は
、
第
一
部
と
は
異
な
り
二
人
称
の
動
詞
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
ア
ー
シ
プ
と
な
る
べ
き
人
物
へ
の
直
接
的
な
教
え
の
意
味
合
い

が
強
い
。
そ
れ
は
、
限
ら
れ
た
者
し
か
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
秘
義

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
第
三
部
は
短
く
、
四
一
―
四
二
行
の
部
分
で

あ
る
。
こ
の
短
い
終
結
部
の
段
落
は
、
奥
義
を
知
っ
た
ア
ー
シ
プ
に
対
す

る
祝
福
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
文
書
か
ら
、
ア
ー
シ
プ
は
学
ぶ
べ
き
事
柄
の
研
鑽
を
積
み
、
修
行

を
し
て
知
識
や
技
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
ら
は

多
岐
に
わ
た
り
、
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
や
宇
宙
に
関
す
る
高
度
な
知
恵

へ
と
到
達
す
る
。
な
か
に
は
隠
さ
れ
た
秘
密
の
教
え
も
伝
授
さ
れ
る
。
彼

ら
は
難
解
な
こ
と
を
秘
匿
し
つ
つ
伝
承
し
て
い
た
一
種
の
エ
リ
ー
ト
集
団

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
構
成
や
内
容
の
「
ア
ー
シ

プ
の
要
覧
」
は
、
ア
ー
シ
プ
と
な
る
た
め
の
指
南
書
、
ア
ー
シ
プ
へ
の
階

梯
の
書
と
い
え
る
。

　

ア
ー
シ
プ
の
ほ
か
に
、
書
記
、
天
文
予
兆
占
い
師
、
内
臓
占
い
師
、
医

療
行
為
者
、
神
殿
で
哀
歌
を
歌
う
祭
司
な
ど
ウ
ン
マ
ー
ヌ
と
よ
ば
れ
る
職

能
者
が
存
在
し
て
い
た
。
ア
ー
シ
プ
は
彼
ら
の
知
や
技
術
に
も
通
じ
、
宇

宙
全
体
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ー
シ

プ
に
よ
る
儀
礼
は
、
宇
宙
論
や
生
と
死
に
対
す
る
深
い
洞
察
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

が
説
得
力
を
も
っ
て
詳
述
し
て
い
る
（E. Frahm

, “T
he ‘Exorcist ’s 

M
anual ’: Structure, Language, ‘Sitz im

 Leben
’, ” in G. V

an 
Buylaere et al. (eds.), Sources of E

vil: Studies in M
esopota-

m
ian E

xorcistic Lore, Leiden/Boston 2018, pp. 9-47

）。

　

フ
ラ
ー
ム
に
よ
る
と
、
三
部
構
成
の
う
ち
の
第
一
部
は
一
―
二
七
行
の

箇
所
で
あ
る
。
従
来
、
二
七
行
目
は
次
の
段
落
の
見
出
し
と
解
釈
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
第
一
部
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
ア
ー
シ
プ

の
要
覧
」
の
一
行
目
と
二
七
行
目
に
は
、「
ア
ー
シ
プ
ー
ト
ゥ
（
ア
ー
シ

プ
の
技
）
の
課
題
の
初
め
の
語
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ー
シ
プ
が
習
得

し
実
践
す
べ
き
事
柄
（
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
、
病
気
治
療
、
占
い
な
ど
）
の

題
目
を
意
味
す
る
。
神
殿
に
お
い
て
祭
司
と
し
て
行
う
儀
礼
、
王
の
た
め

に
行
う
儀
礼
、
季
節
に
応
じ
た
月
ご
と
の
儀
礼
な
ど
の
題
目
が
記
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
病
気
の
診
断
と
治
療
、
災
禍
を
払
う
唱
え
ご
と
や
儀
礼
な

ど
が
続
く
。
い
く
つ
も
の
儀
礼
が
列
挙
さ
れ
、
目
録
の
よ
う
な
段
落
と
な

っ
て
い
る
。
な
か
に
は
前
三
千
年
紀
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
儀
礼
や
唱
え
ご

と
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
診
断
占
い
と
観
相
占
い
の
シ
リ
ー
ズ
や
、
護
符

や
占
い
に
用
い
ら
れ
る
宝
石
、
石
や
植
物
に
か
ん
す
る
儀
礼
の
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
二
七
行
目
に
言
及
さ
れ
て
い
る
、
エ
サ
ギ

ル
・
キ
ー
ン
・
ア
プ
リ
と
い
う
前
一
一
世
紀
の
有
名
な
学
者
（
ウ
ン
マ
ー

ヌ
）
に
帰
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
部
は
二
八
―
四
〇
行
で
、
よ
り
高
度
な
内
容
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
る
。
ア
ー
シ
プ
は
、
知
恵
の
神
、
ア
ー
シ
プ
ー
ト
ゥ
の
神
エ
ア
の
庇
護

の
も
と
に
あ
る
が
、
知
恵
や
知
識
を
得
て
専
門
職
と
な
る
た
め
の
事
柄
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ナ
ン
ブ
ル
ビ
儀
礼
や
、「
エ
ヌ
ー
マ
・
ア
ヌ
・
エ
ン

リ
ル
」、「
シ
ュ
ン
マ
・
ア
ー
ル
」
な
ど
高
度
で
権
威
あ
る
卜
占
文
書
が
含
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な
い
な
ら
ば
」（ESO

D
 405-409

）
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
に

呪
い
の
言
葉
が
続
く
の
で
あ
り
、ESO

D

の
書
板
を
神
と
し
て
扱
う
こ

と
が
厳
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
タ
イ
ナ
ト
版
」
が
実
際

に
神
殿
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
様
の
実
践
が
ア
ッ
シ
リ
ア
の
支

配
下
に
行
き
わ
た
っ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

　

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
神
話
で
は
、
最
高
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
神
々
と

人
々
の
命
運
（
天
命
）
は
、「
天
命
の
書
板
」
に
記
さ
れ
、
最
高
神
の
印

章
が
押
さ
れ
て
初
め
て
確
定
さ
れ
る
。
ま
た
「
天
命
の
書
板
」
は
最
高
神

が
所
持
す
る
一
部
だ
け
と
さ
れ
て
い
た
。ESO

D

の
書
板
は
大
量
生
産

が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
誓
約
者
の
た
め
に
書
か
れ
、
す
べ

て
の
書
板
に
最
高
神
ア
ッ
シ
ュ
ル
の
印
章
が
押
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
原

文
書
と
し
て
の
「
天
命
の
書
版
」
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
エ
サ
ル
ハ

ド
ン
は
も
は
や
そ
れ
ら
を
「
天
命
の
書
板
」
と
は
呼
ば
ず
、
ア
デ
ー
（
誓

約
）
と
し
た
。
ま
たESO

D
 393

に
は
「
未
来
永
劫
、
ア
ッ
シ
ュ
ル
は

あ
な
た
方
の
神
で
あ
る
」（
制
定
事
項
⑤
）
と
あ
り
、
ア
ッ
シ
ュ
ル
が
万

民
に
よ
っ
て
礼
拝
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
、
あ
る
種
の
宗
教
改
革
を
断
行

し
た
。
さ
ら
にESO

D

の
書
板
に
押
さ
れ
た
ア
ッ
シ
ュ
ル
の
三
つ
の
印

章
の
印
影
に
よ
っ
て
、
ア
ッ
シ
リ
ア
王
の
ア
ッ
シ
ュ
ル
を
礼
拝
す
る
姿
を

示
し
て
礼
拝
の
見
本
と
し
た
と
い
え
る
。
す
で
に
十
三
世
紀
の
ア
ッ
シ
リ

ア
に
は
「
天
命
の
書
板
」
を
礼
拝
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
当
時
の

ア
ッ
シ
リ
ア
王
ト
ゥ
ク
ル
テ
ィ
・
ニ
ヌ
ル
タ
一
世
（
在
位
前
一
二
四
三
―

一
二
〇
七
年
）
が
ア
ッ
シ
ュ
ル
神
殿
に
奉
納
し
た
祭
壇
の
一
つ
（
高
さ
五

七
・
五
㎝
）
か
ら
類
推
で
き
る
。
そ
の
正
面
に
は
、
王
が
「
天
命
の
書
板
」

を
礼
拝
す
る
様
子
が
浮
彫
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
浮
彫
の
面
の
下
方
に
あ

る
銘
文
か
ら
、
こ
の
祭
壇
は
、「
神
ヌ
ス
ク
の
祭
壇
」
と
い
う
名
を
も
つ

誓
約
文
書
を
礼
拝
す
る
ア
ッ
シ
リ
ア
宗
教
の
発
展
形
態
と
そ
の
後

渡
辺　

和
子

　

ア
ッ
シ
リ
ア
王
エ
サ
ル
ハ
ド
ン
（
在
位
前
六
八
〇
―
六
六
九
年
）
の
時

代
に
ア
ッ
シ
リ
ア
は
最
大
版
図
を
ほ
ぼ
達
成
し
た
が
、
軍
事
力
だ
け
に
よ

る
広
大
な
領
地
の
支
配
は
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
王
が
死
ん
だ

直
後
に
懸
念
さ
れ
る
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
を
防
ぐ
た
め
に
、
エ
サ
ル

ハ
ド
ン
は
前
六
七
二
年
に
、
次
の
ア
ッ
シ
リ
ア
王
を
息
子
の
一
人
ア
ッ
シ

ュ
ル
バ
ニ
パ
ル
に
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
を
別
の
息
子
シ
ャ
マ
シ
ュ
・
シ
ュ

ム
・
ウ
キ
ン
に
す
る
こ
と
を
決
め
て
大
規
模
な
誓
約
儀
礼
を
行
い
、
ア
ッ

シ
リ
ア
内
外
の
要
人
を
招
集
し
て
誓
約
さ
せ
、
そ
の
全
員
に
最
高
神
ア
ッ

シ
ュ
ル
の
三
つ
の
印
章
を
押
し
た
「
王
位
継
承
誓
約
文
書
」（ESO

D

と

略
す
）
を
与
え
た
。
こ
の
誓
約
文
書
は
粘
土
板
と
し
て
は
最
大
（
四
五
×

三
〇
×
七
㎝
）
で
あ
り
、
誓
約
者
が
各
々
の
任
地
に
持
ち
帰
る
こ
と
に
よ

り
、
ア
ッ
シ
リ
ア
支
配
下
で
の
全
域
配
布
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

の
歴
史
的
信
憑
性
を
疑
う
研
究
者
も
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
に
ト
ル
コ

南
部
の
テ
ル
・
タ
イ
ナ
ト
の
遺
跡
の
神
殿
でESO

D

の
「
タ
イ
ナ
ト
版
」

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
に
わ
か
に
信
憑
性
が
高
ま
っ
た
。「
タ
イ
ナ

ト
版
」
の
発
見
と
公
刊
（Lauinger 2012

）
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
知
ら

れ
て
い
た
「
ニ
ム
ル
ド
版
」
九
部
と
「
ア
ッ
シ
ュ
ル
版
」
の
断
片
に
よ
っ

て
は
十
分
に
復
元
で
き
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
箇
所
、
特
に§35

に
あ

る
「
関
係
節
」
が
復
元
さ
れ
、
宗
教
史
学
的
に
も
重
要
な
事
実
が
浮
上
し

て
き
た
。§35

の
後
半
に
はESO

D

の
誓
約
文
書
に
つ
い
て
「
こ
の
偉

大
な
君
主
（
ア
ッ
シ
ュ
ル
）
の
印
章
（
が
押
さ
れ
た
文
書
）、
神
々
の
王

で
あ
る
ア
ッ
シ
ュ
ル
の
印
章
が
押
さ
れ
て
い
る
、
あ
な
た
方
の
前
に
置
か

れ
た
（
こ
の
文
書
を
）
あ
な
た
方
の
神
の
ご
と
く
（kī ilīkunu

）
守
ら
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極
）
を
生
じ
、
数
一
が
陰
陽
を
生
じ
、
陰
陽
は
五
行
を
生
じ
、
五
行
は
万

物
を
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
発
表
者
は
特
に
、
無
極
と
太
極
の
関
係
に
注
目

し
た
。
無
極
と
太
極
の
関
係
に
つ
い
て
、
朱
子
は
無
極
と
太
極
は
全
く
同

じ
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
陸
象
山
は
無
極
は
太
極
を
生
ず
る
、
あ
る
い

は
無
極
は
太
極
に
先
行
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
回
儒
で
あ

る
王
岱
與
は
無
極
と
太
極
は
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
よ
う
な
夫
婦
関
係
に
あ
る

と
説
い
た
。
す
な
わ
ち
、
太
極
（
エ
バ
）
は
無
極
（
ア
ダ
ム
）
の
一
部

（
骨
）
で
あ
り
、
無
極
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
両

者
は
朱
子
や
陸
象
山
が
説
い
た
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、
包
括
的
な
関
係

に
あ
り
、
森
羅
万
象
は
「
大
父
」
で
あ
る
無
極
と
「
万
物
母
」
で
あ
る
太

極
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
王
は
『
正
教
真
詮
』
夫
婦
篇

の
中
で
「
無
極
は
な
ん
と
い
う
大
な
る
も
の
だ
、
乃
ち
夫
婦
の
始
ま
り
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

宇
宙
創
造
論
に
つ
い
て
、
王
は
基
本
的
に
中
国
思
想
の
自
然
生
成
論
を

認
め
る
が
、
人
間
だ
け
は
別
の
方
法
で
創
造
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
王
の

人
間
創
造
論
は
、
一
神
教
の
創
世
記
に
則
っ
て
い
る
。

　

王
は
『
正
教
真
詮
』
元
始
篇
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い

る
。
天
地
万
物
が
創
ら
れ
た
後
、
第
六
日
に
神
は
天
仙
に
五
方
〔
西
南
東

北
中
央
〕
の
土
を
取
れ
と
命
じ
た
。
そ
の
土
で
人
祖
〔
最
初
の
人
〕
ア
ダ

ム
（
人
極
）
の
身
体
を
創
り
、
そ
れ
か
ら
真
性
を
賦
与
し
た
と
い
う
。
す

な
わ
ち
神
は
太
極
か
ら
生
じ
た
五
行
の
一
つ
で
あ
る
土
を
用
い
て
、
自
ら

人
極
を
創
っ
た
の
で
あ
る
。
人
極
は
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
は
異
な

り
、
太
極
か
ら
そ
の
ま
ま
化
生
し
て
き
た
存
在
で
は
な
い
。
太
極
は
万
物

の
母
で
あ
る
が
、
人
間
の
母
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
も
自

然
万
物
と
同
じ
く
「
気
」
か
ら
化
生
し
た
と
い
う
宋
学
の
主
張
と
は
本
質

こ
と
、
そ
し
て
神
ヌ
ス
ク
は
王
の
祈
り
を
常
時
神
ア
ッ
シ
ュ
ル
の
前
で
繰

り
返
す
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
こ
の
祭
壇
は
神
ヌ
ス
ク

の
よ
う
に
と
り
な
し
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
奉
納
さ
れ
て
い

る
。
元
来
、
ア
ッ
シ
ュ
ル
と
呼
ば
れ
た
土
地
の
神
格
化
で
あ
る
神
ア
ッ
シ

ュ
ル
は
、
標
準
化
さ
れ
た
像
や
シ
ン
ボ
ル
を
も
つ
こ
と
が
遅
れ
た
が
、
や

が
て
「
天
命
の
書
板
」
が
神
ア
ッ
シ
ュ
ル
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
た
と
い
え

る
。
エ
サ
ル
ハ
ド
ン
は
、
誰
も
が
神
ア
ッ
シ
ュ
ル
を
礼
拝
す
る
こ
と
を
、

書
板
の
礼
拝
に
よ
っ
て
広
め
た
。
そ
れ
は
少
し
後
の
時
代
に
、「
偶
像
」

礼
拝
を
忌
避
し
、
像
で
表
現
さ
れ
な
い
神
に
よ
る
「
契
約
の
書
」
を
神
聖

視
す
る
宗
教
の
形
成
に
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

回
儒
思
想
の
研
究 

│
│ 

王
岱
與
を
例
に
し
て 

│
│

丁　
　

小
麗

　
「
回
儒
」
と
は
「
回
回
」（
ム
ス
リ
ム
）
の
儒
学
者
を
意
味
す
る
言
葉
で

あ
り
、
中
国
史
上
初
め
て
漢
文
で
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
書
物
を
著
し
た

人
々
を
指
す
。
彼
ら
は
独
自
の
用
語
を
用
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
文
化

を
表
現
し
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
儒
教
を
始
め
と
す
る
中
国
思
想
を
援
用
し

て
著
作
活
動
を
行
っ
た
。
本
発
表
は
、
回
儒
の
先
駆
者
で
あ
る
王
岱
與

（
一
五
七
三
―
一
六
一
九
年
生
ま
れ
、
一
六
五
七
―
一
六
五
八
年
没
）
の

創
造
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
回
儒
思
想
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
思

想
と
儒
教
思
想
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
王
岱
與
の
思
想
に
お
け
る
「
創
造
論
」
に
つ
い
て
紹
介

し
た
。
王
岱
與
の
創
造
論
は
、
宇
宙
創
造
論
と
人
間
創
造
論
の
二
つ
に
大

別
さ
れ
る
。

　

王
岱
與
の
宇
宙
創
造
論
で
は
、
真
一
（
真
主
）
が
数
一
（
無
極
・
太



235　　

第５部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

大
学
・
民
間
に
よ
る
研
究
機
関
が
設
立
さ
れ
、
専
門
雑
誌
も
発
刊
さ
れ

て
、
多
く
の
研
究
者
が
世
界
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
研
究
活
動
に

従
事
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
で
、
既
に
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
研
究
の
第
一
の
目
的
は
、
研
究
対
象
と
な
る
一
次

資
料
を
出
来
る
限
り
調
査
し
、
重
要
資
料
の
全
体
概
要
を
紹
介
す
る
こ

と
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
各
時
代
の
研
究
に
関
し
て
、
で
き
る
限
り
客
観

的
に
分
析
・
評
価
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
史
の
継
承
な

ど
を
時
系
列
的
に
追
い
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
と
先
駆
的
研
究
者

た
ち
の
仕
事
を
総
括
し
、
継
承
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
研
究
に
方
向
性
と

課
題
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
日
本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー

ム
研
究
に
手
薄
な
部
分
を
補
う
の
み
な
ら
ず
、
ま
っ
た
く
新
し
い
研
究
視

点
を
も
た
ら
す
こ
と
と
し
て
非
常
に
意
義
が
あ
る
。

　

研
究
課
題
は
「
日
本
・
中
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ

ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
資
料
の
収
集
・
利
用
の
促
進
と
資
料
学
の
開
拓
」

で
、
い
く
つ
か
の
サ
ブ
テ
ー
マ
に
分
け
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
研
究
成

果
と
し
て
『
日
本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
史
―
中
国
篇
』
春
風
社
、

二
〇
一
九
年
（
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ム
ス
リ
ム
は
日
本
で
ど
う
論
じ
ら
れ

て
き
た
か
―
明
治
期
に
お
け
る
研
究
の
萌
芽
、
満
州
事
変
を
機
に
し
た

「
回
民
工
作
」
の
要
請
と
研
究
の
活
発
化
、
戦
後
の
中
断
を
経
て
、
世
界

イ
ス
ラ
ー
ム
の
な
か
の
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
へ
―
研
究
の
開
始
か
ら
現

代
ま
で
の
研
究
史
を
整
理
・
再
評
価
す
る
）
と
、『
中
国
現
代
宗
教
学
術

史
―
イ
ス
ラ
ー
ム
篇
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
九
年
（
中
国
の
現
代
イ
ス
ラ

ー
ム
学
術
研
究
の
発
展
と
変
化
過
程
で
の
「
時
代
背
景
」「
哲
学
・
政
治

学
分
野
の
研
究
」
人
物
、
機
構
及
び
そ
の
学
術
刊
行
物
」「
学
術
会
議
」

「
参
考
書
と
史
料
整
理
」「
歴
史
分
野
の
研
究
」「
教
学
分
野
の
研
究
」「
文

的
に
異
な
る
も
の
と
言
え
る
。
王
は
「
人
」
に
つ
い
て
、
左
の
よ
う
に
中

国
思
想
の
最
も
根
本
的
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
仁
」
と
関
連
付
け
て
説

明
し
た
。

　

人
と
い
う
者
は
仁
で
あ
り
、
渾
一
に
し
て
未
分
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
極

と
な
る
。
一
は
二
と
化
し
、
こ
れ
は
夫
婦
と
な
る
。
人
極
は
元
来
一
人
で

あ
り
、
夫
婦
は
二
人
で
あ
る
。
一
人
な
る
者
は
人
で
あ
り
、
二
人
な
る
者

は
仁
で
あ
る
。（『
正
教
真
詮
』
人
品
）

　

フ
ラ
ン
ス
漢
学
者
の
ア
ン
ヌ
・
チ
ャ
ン
は
、「
仁
」
は
「
人
」
と
「
二
」

で
、
人
は
他
人
と
の
関
係
の
中
で
初
め
て
人
間
的
に
な
れ
る
と
い
う
こ

と
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
儒
教
的
「
仁
」
の
一
側
面
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
王
は
同
じ
く
「
仁
」
を
「
二
人
の
人
」
と
解
釈
し
な
が
ら
も
、

こ
こ
で
の
「
人
」
は
ア
ダ
ム
と
エ
バ
を
指
す
と
し
た
。
そ
し
て
エ
バ
が
創

ら
れ
る
以
前
の
ア
ダ
ム
を
「
人
極
」
と
名
付
け
た
。

　

本
発
表
で
は
以
上
の
よ
う
に
王
岱
與
の
創
造
論
に
つ
い
て
論
じ
た
上

で
、
彼
が
儒
教
の
理
論
を
用
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
を
語
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
史
資
料
の
収
集
・
利
用
の
促
進
と
資
料
学
の
開
拓

阿
里
木
托
和
提

　

人
間
・
社
会
研
究
領
域
で
は
、
研
究
課
題
に
関
す
る
資
料
の
収
集
・
利

用
と
い
う
段
階
は
極
め
て
重
要
な
研
究
段
階
で
、
現
在
ま
で
発
表
者
が

取
り
組
ん
で
き
た
研
究
課
題
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
史
資
料
の
収

集
・
利
用
の
促
進
と
資
料
学
の
開
拓
」（Constructing a System

 of 
Collecting and Studying Source M

aterial for Islam
ic A
rea 

Studies

）
で
あ
る
。
世
界
各
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
は
、
政
府
・
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に
関
し
て
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー
研
究
の
分
野
に
お
い
て
研
究
者
間
で

意
見
と
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
研
究
史
上
の
現
状
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
こ
で
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー
は
何
故
お
よ
そ
十
世
紀
も
離
れ
た

ア
イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
に
強
い
共
感
を
覚
え
た
の
か
、
さ
ら
に
、
こ
の
二
人

の
知
識
人
を
結
び
つ
け
る
神
秘
主
義
思
想
と
は
如
何
な
る
思
想
的
特
質
を

も
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
軸
に
、
シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー
に
よ
る

ア
イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
認
識
と
理
解
の
具
体
的
な
検
証
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま

で
本
格
的
な
学
術
的
関
心
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
シ
ャ
リ
ー
ア
テ

ィ
ー
の
神
秘
主
義
思
想
本
体
の
実
証
的
な
考
察
を
進
め
る
上
で
の
可
能
な

道
筋
を
呈
示
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
発
表
の
趣
旨
で
あ
る
。

　

シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー
は
一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
革
命
以
前
の
イ
ラ
ン
社

会
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
を
再
解
釈
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
イ
ラ
ン

社
会
の
意
識
変
革
に
導
く
た
め
の
一
つ
の
世
界
観
と
し
て
提
示
し
た
人
物

で
あ
る
。
奇
し
く
も
、
彼
の
死
後
二
年
が
経
っ
た
一
九
七
九
年
に
イ
ラ

ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命
が
起
こ
っ
た
た
め
に
、
革
命
以
前
の
イ
ラ
ン
で

人
々
か
ら
絶
大
な
人
気
を
誇
り
、
彼
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
意
識
の
覚
醒
を
目

指
し
て
活
発
な
講
演
活
動
を
行
っ
て
い
た
シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー
は
「
イ
ラ

ン
革
命
の
教
師
」
や
「
イ
ラ
ン
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
と
み
な
さ
れ
て

き
た
。
一
方
で
、
ア
イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
・
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
は
、
セ
ル
ジ
ュ

ー
ク
朝
期
の
神
秘
主
義
者
で
あ
る
。
学
者
の
家
系
に
生
ま
れ
、
ア
ラ
ビ
ア

語
、
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
古
典
詩
、
ペ
ル
シ
ア
詩
、
神
秘

学
、
哲
学
な
ど
に
精
通
し
、
ア
ブ
ー
・
ハ
ー
ミ
ド
・
ガ
ザ
ー
リ
ー
（
一
一

一
一
年
没
）
と
と
も
に
、
彼
の
弟
で
あ
る
ア
フ
マ
ド
・
ガ
ザ
ー
リ
ー
（
一

一
二
六
年
没
）
の
思
想
に
影
響
を
受
け
て
、
神
学
的
・
哲
学
的
課
題
の
神

秘
学
的
直
覚
知
に
よ
る
克
服
を
目
指
し
た
が
、
そ
の
非
妥
協
的
な
言
葉
か

化
及
び
他
の
分
野
の
研
究
」
な
ど
系
統
立
て
て
整
理
・
分
析
す
る
）
を
出

版
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
行
っ
た
重
要
資
料
の
収
集
と
保
存
、
紹
介
は
、

今
後
の
研
究
や
論
述
に
信
頼
性
の
あ
る
根
拠
を
提
供
す
る
意
味
で
、
大
き

な
意
義
あ
る
成
果
で
あ
り
、
多
く
の
具
体
的
な
研
究
方
法
と
経
験
を
積
み

上
げ
て
き
た
。

　

そ
し
て
次
は
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
セ

ン
タ
ー
に
研
究
滞
在
し
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域

研
究
資
料
の
収
集
・
利
用
の
促
進
と
資
料
学
の
開
拓
」
と
い
う
課
題
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
。
そ
こ
で
の
本
研
究
で
は
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
し
、

全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
調
査
（
デ
ー
タ
収
集
、
整
理
、
分
析
）
と
、
研

究
対
象
と
な
る
一
次
資
料
を
出
来
る
限
り
調
査
分
析
す
る
こ
と
、
重
要
資

料
の
全
体
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
と
し
た
い
。
こ
れ

ら
の
各
時
代
の
研
究
に
関
し
て
も
、
で
き
る
限
り
客
観
的
な
分
析
・
評
価

を
加
え
た
い
。

　

今
回
の
報
告
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
と
こ
れ
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る

新
た
な
研
究
課
題
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

イ
ラ
ン
知
識
人
の
言
説
に
み
る
神
秘
主
義
と
文
化
的
固
有
性

村
山
木
乃
実

　

本
発
表
で
は
、
現
代
イ
ラ
ン
知
識
人
ア
リ
ー
・
シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー

（
一
九
三
三
―
一
九
七
七
）の
、
中
世
期
の
神
秘
家
ア
イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
・

ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
（
一
一
三
一
年
没
）
理
解
を
通
し
て
、
こ
の
二
人
の
知
識

人
の
共
振
の
な
か
に
浮
か
び
上
が
る
神
秘
主
義
の
特
徴
を
考
察
す
る
と
と

も
に
、
二
人
に
共
通
す
る
主
題
と
し
て
の
文
化
的
固
有
性
の
問
題
に
も
ふ

れ
る
。
シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー
の
文
学
作
品
に
み
ら
れ
る
神
秘
主
義
的
思
想
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ム
ス
リ
ム
知
識
人
に
よ
る
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
言
論
と
「
現
実
理
解
の
法
学
」

黒
田　

彩
加

　

二
〇
一
一
年
以
降
の
ア
ラ
ブ
諸
国
で
の
政
治
変
動
、
特
に
、
各
地
で
の

過
激
派
の
台
頭
は
、「
国
家
の
イ
ス
ラ
ー
ム
性
と
は
何
か
」
を
問
い
直
す

動
き
を
、
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
間
に
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、「
中
道
主
義
」

の
よ
う
な
概
念
を
打
ち
出
す
動
き
も
、
各
国
で
広
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
思
想
と
深
い
関
係
に
あ
る
の
が
、「
現
実
理
解
の
法
学
」
と
呼
ば
れ
る
、

イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
上
の
動
き
で
あ
る
。
前
近
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
た

ち
が
想
定
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
「
現
実
」
を
認
識
し
、
適
切
な
法
解

釈
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
、
法
学
上
の
革
新
運
動
で
あ
り
、
必
ず
し
も
す

べ
て
の
ウ
ラ
マ
ー
・
知
識
人
が
こ
の
語
を
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

の
運
動
の
萌
芽
自
体
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
観
察
で
き
る
。

　

本
発
表
で
は
、
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
い
て
「
穏
健
派
」
と
目
さ

れ
る
二
人
の
著
名
な
ム
ス
リ
ム
知
識
人
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
の
国
家
観

や
、
い
わ
ゆ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
相
当
す
る
概
念
と
さ
れ
る
、
イ
ス
ラ
ー
ム

法
学
に
お
け
る
「
内
乱
」
概
念
の
相
違
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
過
激
派
が

存
在
感
を
高
め
る
な
か
で
の
「
現
実
理
解
の
法
学
」
の
現
状
を
把
握
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
。

　

第
一
に
と
り
あ
げ
た
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ビ
ン
・
バ
イ
ヤ
は
、
モ
ー
リ

タ
ニ
ア
出
身
の
マ
ー
リ
ク
学
派
の
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
り
、「
現
実
理
解
の
法

学
」
の
提
唱
者
で
あ
る
。「
ア
ラ
ブ
の
春
」
以
降
、
穏
健
派
ウ
ラ
マ
ー
の

代
表
格
と
さ
れ
た
ユ
ー
ス
フ
・
カ
ラ
ダ
ー
ウ
ィ
ー
の
政
治
的
立
場
が
変
容

す
る
な
か
で
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
な
ど
の
支
援
を
受
け
て
、
政
治
的
存

在
感
を
高
め
て
い
る
。

　

ビ
ン
・
バ
イ
ヤ
は
、
現
代
に
対
処
す
べ
き
政
治
的
現
実
と
し
て
、
二
〇

ら
、
ま
た
政
治
的
策
謀
に
よ
っ
て
、
三
十
三
歳
の
若
さ
で
処
刑
さ
れ
た
。

彼
の
独
創
的
な
神
秘
思
想
の
本
質
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
議
論
が
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
両
者
の
神
秘
主
義
的
傾
向
に
み
ら
れ
る
共
通
性
と
し

て
、「
既
成
の
知
的
秩
序
へ
の
挑
戦
と
ウ
ラ
マ
ー
批
判
」
を
取
り
上
げ
る

と
と
も
に
、
文
化
的
固
有
性
の
問
題
に
「
ぺ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
神
秘
思
想

構
築
と
民
衆
へ
の
働
き
か
け
」
と
い
う
角
度
か
ら
触
れ
た
。
シ
ャ
リ
ー
ア

テ
ィ
ー
が
理
想
と
す
る
神
秘
主
義
は
、
聖
職
者
の
よ
う
な
神
と
人
間
の
介

在
者
の
存
在
を
認
め
な
い
。
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
の
ウ
ラ
マ
ー
に

対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
両
者
と
も
ア
ラ
ビ
ア
語

の
ク
ル
ア
ー
ン
へ
の
崇
敬
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
、
特
に
ア
イ
ヌ
ル
・
ク

ザ
ー
ト
は
ア
ラ
ビ
ア
語
執
筆
に
お
い
て
も
代
表
的
著
作
が
あ
る
と
は
言

え
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
独
創
的
な
神
秘
主
義
思
想
の
記
述
の
過
程
に

は
、
独
自
の
文
化
的
持
続
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
シ
ー
ア
派
初
代
イ
マ

ー
ム
・
ア
リ
ー
の
純
粋
シ
ー
ア
主
義
を
唱
道
し
た
シ
ャ
リ
ー
ア
テ
ィ
ー

は
、
神
秘
家
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
ル
・
ク
ザ
ー
ト
の
ア
リ
ー
へ
の
敬
愛
と
い

う
共
通
の
文
化
認
識
を
介
し
て
、
ア
イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
と
自
ら
を
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
自
ら
が
直
面
し
て
い
る
葛
藤
の
根
が
イ
ラ
ン
の
イ
ス
ラ

ー
ム
・
シ
ー
ア
派
の
現
状
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
契
機
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
二
人
の
独
創
的
な
思
想
家
の
思
想
的
軌
跡

に
文
化
的
固
有
性
の
一
つ
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

本
発
表
で
は
発
表
時
間
上
ふ
れ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
、
両
者
に
共
通

す
る
イ
ラ
ン
文
化
的
固
有
性
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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プ
ト
政
府
や
世
俗
的
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
、
ジ
ハ
ー

ド
主
義
者
と
平
和
的
政
治
活
動
を
行
う
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
の
双
方
が
一

枚
岩
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
現
状
へ
の
批
判
、
す
な
わ
ち
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
概

念
の
相
対
化
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
。

　

以
上
の
比
較
に
よ
っ
て
、「
穏
健
派
」
と
目
さ
れ
る
知
識
人
勢
力
の
政

治
論
・
法
学
論
の
間
に
も
、
ス
ン
ナ
派
伝
統
主
義
（
非
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
）
と
、
近
代
教
育
を
受
け
た
知
識
人
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
的
言
論

と
し
て
分
類
可
能
な
相
違
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
一
見
広
く
共
有
さ
れ

て
い
る
「
現
実
理
解
の
法
学
」
の
よ
う
な
運
動
が
、
現
実
の
認
識
如
何
に

よ
っ
て
、
異
な
る
軌
道
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
集
落
に
お
け
る
諸
儀
礼
の
変
化

佐
島　
　

隆

　

ト
ル
コ
共
和
国
を
中
心
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
米
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
な
ど
に
居
住
し
て
い
る
「
ア
レ
ヴ
ィ
ー
」
と
い
う
自
称
／
他
称
の
人
々

を
見
る
と
、
そ
の
中
心
的
な
活
動
に
「
ジ
ェ
ム
儀
礼
」
と
い
う
諸
儀
礼
が

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所

で
あ
る
と
観
察
で
き
る
こ
と
が
あ
り
、「
ア
レ
ヴ
ィ
ー
」
の
思
考
、
思
想
、

道
徳
、
世
界
観
が
見
て
取
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

ジ
ェ
ム
儀
礼
に
つ
い
て
一
九
九
五
年
か
ら
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
毎

年
、
調
査
、
観
察
や
直
接
聞
き
取
り
を
す
る
と
、
幾
つ
か
の
変
化
が
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
変
化
は
、
地
域
や
場
所
に
よ
る
違
い
が
あ
り
、
集
団
に
よ

っ
て
も
違
い
が
あ
る
。
時
代
や
時
間
に
よ
っ
て
伝
統
と
新
た
な
も
の
と
が

入
り
交
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
国
内
移
動
が
激
し
い
ト
ル
コ
国
内
に
お
い
て

は
地
方
か
ら
都
市
へ
の
移
動
に
よ
る
変
化
、
ト
ル
コ
人
以
外
の
多
民
族
存

一
一
年
以
降
の
政
治
変
動
に
よ
る
社
会
の
不
安
定
化
を
挙
げ
る
。
こ
う
し

た
社
会
不
安
の
背
景
を
、
彼
は
、
近
代
以
降
、「
公
正
（
ア
ド
ル
）」
の
概

念
が
肥
大
化
し
、
統
治
者
か
ら
専
門
家
た
る
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
「
諮

問
」
と
い
う
伝
統
的
な
制
度
か
ら
、
大
衆
が
政
治
参
加
を
要
求
す
る
成
熟

な
き
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
見
出
す
。
そ
の
解
決

策
は
、
統
治
者
と
被
統
治
者
の
関
係
の
再
考
に
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、

「
内
乱
」
に
つ
い
て
も
、
不
正
な
統
治
者
で
あ
っ
て
も
、
共
同
体
に
安
定

が
も
た
ら
さ
れ
、
言
葉
に
よ
る
不
信
仰
が
な
い
限
り
は
、
彼
に
対
す
る
反

乱
は
内
乱
に
相
当
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
ビ
ン
・
バ
イ
ヤ
の
思
想
は
、
ス

ン
ナ
派
伝
統
主
義
へ
の
回
帰
と
総
括
で
き
る
。

　

第
二
に
と
り
あ
げ
た
サ
リ
ー
ム
・
ア
ウ
ワ
ー
は
、
世
俗
的
な
近
代
教
育

を
享
受
し
た
エ
ジ
プ
ト
人
の
法
曹
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
改
革
派

に
対
し
て
大
き
な
思
想
的
影
響
を
持
っ
た
人
物
で
あ
り
、
カ
ラ
ダ
ー
ウ
ィ

ー
と
も
関
わ
り
が
深
い
。
ア
ウ
ワ
ー
は
、
一
貫
し
て
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
的

な
権
威
に
基
づ
く
市
民
国
家
」
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
統
治
者
の

交
代
を
自
由
選
挙
で
行
う
国
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
唯
一
、
イ
ス
ラ
ー
ム

法
の
一
般
原
則
に
矛
盾
す
る
立
法
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
件
に
課
す
国
家

で
あ
り
、
穏
健
な
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
主
流
を
ゆ
く
思
想
で
あ
る
。
ま

た
、
自
由
で
正
統
性
の
あ
る
統
治
、
尊
厳
あ
る
生
活
や
表
現
の
自
由
に
向

け
て
、
大
衆
が
自
己
充
足
の
た
め
に
政
治
に
参
画
し
て
ゆ
く
と
い
う
構
想

を
持
つ
点
で
、
大
衆
よ
り
統
治
者
に
対
し
て
深
い
信
頼
を
抱
く
ビ
ン
・
バ

イ
ヤ
と
は
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
け
る
「
内
乱
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
エ
ジ
プ
ト
法

で
も
内
乱
罪
に
相
当
す
る
こ
の
概
念
の
運
用
が
、
恣
意
的
で
あ
る
現
実
を

問
題
視
す
る
。
ア
ウ
ワ
ー
の
批
判
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
概
念
が
エ
ジ
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レ
ヴ
ィ
ー
リ
キ
に
関
連
す
る
活
動
へ
と
特
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
も
観
察

で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
都
市
の
協
会
や
ワ
ク
フ
に
お
い
て
は
、
移
住
し
て
き

た
ア
レ
ヴ
ィ
ー
の
人
々
が
都
市
で
暮
ら
す
た
め
に
必
要
な
活
動
、
子
ど
も

の
受
験
・
補
習
、
死
者
の
遺
体
搬
送
や
遺
体
処
理
に
関
す
る
諸
活
動
が
あ

り
う
る
。（
死
者
の
追
悼
に
つ
い
て
は
「
ア
レ
ヴ
ィ
ー
」
儀
礼
の
中
に
含

ま
ず
、
葬
儀
に
限
定
し
た
活
動
へ
の
変
化
と
も
観
察
で
き
る
。）
理
念
的

に
ア
レ
ヴ
ィ
ー
の
思
想
や
思
考
と
関
連
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
う
る
言
葉

や
実
践
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
〇
一
〇
年
用
の
教
科
書
を
見
る

と
、
例
え
ば
ミ
ュ
サ
ー
ヒ
プ
の
解
釈
が
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
構
成
員
の
犠
牲
的

兄
弟
関
係
で
あ
っ
た
の
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
関
係
（
預
言
者
ム
ハ

ン
マ
ド
と
ア
リ
ー
な
ど
と
の
教
友
関
係
）
へ
と
解
釈
し
直
さ
れ
て
い
る
。

　

地
域
社
会
に
お
け
る
ジ
ェ
ム
儀
礼
の
中
に
は
（
ア
レ
ヴ
ィ
ー
が
イ
ス
ラ

ー
ム
の
異
端
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
な
い
と
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら

ず
）
二
〇
〇
〇
年
頃
以
降
、
ジ
ェ
ム
儀
礼
の
中
に
ス
ン
ニ
ー
派
ム
ス
リ
ム

や
イ
ス
ラ
ー
ム
等
に
お
い
て
使
わ
れ
る
術
語
や
言
葉
が
聞
か
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
に
引
き
寄
せ
た
解
釈
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
経
済
的
に
は
、
組
織
の
会
員
の
会
費
等
、
そ
し
て
ワ
ク
フ
方
式
に
近

い
方
法
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
部
の
ア
レ
ヴ
ィ
ー

系
組
織
の
場
合
に
は
、
ト
ル
コ
政
府
の
宗
務
庁
の
方
向
に
寄
り
添
い
始
め

て
い
る
よ
う
に
も
見
て
取
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
コ
ー
ラ
ン
に
つ
い

て
、
コ
ー
ラ
ン
を
勉
強
す
る
姿
勢
を
示
す
人
々
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

在
の
認
定
に
よ
る
変
化
、
社
会
的
経
済
的
政
治
的
文
化
的
宗
教
的
な
背
景

に
よ
り
、
様
々
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
政
教
分
離
を
背
景
に
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
組
織
の
作
り
方
に
も
協
会
や
ワ
ク
フ
を
根
拠
地
と

す
る
活
動
へ
と
変
化
し
て
も
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
頃
を
境
に
し
て
前
後
を

対
比
さ
せ
る
と
、
地
域
社
会
の
中
で
の
ア
レ
ヴ
ィ
ー
活
動
の
実
施
か
ら
、

協
会
や
ワ
ク
フ
な
ど
の
組
織
を
中
心
に
し
た
ア
レ
ヴ
ィ
ー
共
同
体
の
活
動

へ
の
変
化
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
地
域
社
会
の
集
落
を
一
つ
の
単

位
に
し
て
ア
レ
ヴ
ィ
ー
活
動
を
し
て
い
た
も
の
が
、
都
市
部
を
中
心
に
し

て
様
々
な
出
身
者
の
集
団
で
あ
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
組
織
を
形
成
す
る
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
も
ア
レ
ヴ
ィ
ー
儀
礼
に
大
き
な
変
化
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
を
、「
ジ
ェ
ム
儀
礼
」
を
中
心
に
し
て
見
て
み
た

い
。

　

九
〇
年
代
お
よ
び
そ
の
時
の
状
態
が
残
る
ア
ン
カ
ラ
郊
外
や
中
央
ア
ナ

ト
リ
ア
の
地
域
社
会
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
当
該
集
落
や
周
辺
の
複
数

の
集
落
に
よ
っ
て
、
儀
礼
が
実
施
さ
れ
た
。
ア
レ
ヴ
ィ
ー
共
同
体
的
な
関

係
を
ジ
ェ
ム
儀
礼
が
つ
な
い
だ
。
例
え
ば
、
夫
婦
単
位
で
ア
レ
ヴ
ィ
ー
関

係
に
導
く
ミ
ュ
サ
ー
ヒ
プ
リ
キ
の
ジ
ェ
ム
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
共

同
体
の
秩
序
を
乱
し
た
場
合
に
は
、
ハ
ル
ク
・
マ
フ
ケ
メ
（
民
衆
裁
判
）

が
行
わ
れ
、
そ
の
集
団
か
ら
の
追
放
等
が
あ
り
得
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は

一
定
期
間
の
後
に
共
同
体
に
復
帰
す
る
ジ
ェ
ム
儀
礼
が
行
な
わ
れ
、
集
落

と
し
て
の
ま
と
ま
り
と
も
重
な
る
「
ま
と
ま
り
」
を
つ
く
る
。
死
に
際
し

て
葬
式
を
行
な
う
集
落
も
あ
り
う
る
が
、
一
年
後
の
追
悼
儀
礼
を
ジ
ェ
ム

儀
礼
の
一
つ
と
し
て
行
な
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
頃
以
降
に
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
や
ア
ン

カ
ラ
の
よ
う
な
都
市
部
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
ム
儀
礼
が
ア
レ
ヴ
ィ
ー
／
ア
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ー
ム
諸
国
の
産
業
育
成
に
投
資
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
、
利
子
禁
止
の

無
利
子
銀
行
は
そ
の
四
〇
年
弱
の
歴
史
の
中
で
産
業
育
成
促
進
の
役
割
を

果
た
さ
ず
終
焉
の
方
向
へ
と
向
か
っ
た
。
預
金
は
投
資
預
託
と
し
、
利
益

を
確
定
し
た
後
の
配
当
で
あ
れ
ば
最
初
か
ら
ハ
ラ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
れ
は

イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
時
点
か
ら
機
能
し
て
い
た
。
無
利
子
銀

行
の
強
調
は
投
資
活
動
で
の
元
本
保
証
な
し
と
し
て
事
業
推
進
者
の
善
管

注
意
義
務
の
免
除
へ
と
作
用
し
、
ま
た
事
業
主
へ
の
追
加
投
資
に
よ
る
事

業
経
営
の
強
化
と
安
定
化
支
援
の
妨
害
と
し
て
作
用
し
た
。
つ
ま
り
ハ
ラ

ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
強
調
は
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
生
活
の
コ
ス
ト
高
や
投
資

活
動
の
不
安
定
を
助
長
す
る
結
果
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

　

原
則
ハ
ラ
ー
ル
を
前
提
と
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
法
理
学
に
お
い
て
は
ハ
ラ

ー
ル
の
強
調
は
拡
大
解
釈
と
し
て
作
用
し
ム
ス
リ
ム
の
生
活
を
圧
迫
す

る
。
つ
ま
り
ハ
ラ
ー
ル
と
ハ
ラ
ー
ム
は
善
と
悪
の
よ
う
な
二
項
対
立
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
ア
ッ
ラ
ー
（
神
）
の
創
造
し
た
世
界
と
万
物
そ
れ
自
体

は
原
則
ハ
ラ
ー
ル
で
、
そ
の
ハ
ラ
ー
ル
の
中
に
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
の
ハ

ラ
ー
ム
が
あ
る
。『
ク
ル
ア
ー
ン
』
の
禁
止
規
定
は
刑
法
解
釈
と
同
じ
く

法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
行
為
は
犯
罪
と
な
ら
な
い
と
の
原
則
を
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
と
『
ハ
デ
ィ
ー
ス

（
預
言
者
言
行
録
）』
に
明
示
さ
れ
た
禁
止
で
な
け
れ
ば
原
則
ハ
ラ
ー
ル
と

い
う
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
理
学
の
伝
統
で
あ
る
。
我
々
が
生
き
る
現
実
世

界
が
原
則
ハ
ラ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
禁
止
行
為
で

あ
る
ハ
ラ
ー
ム
（
禁
止
）
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
ハ
ラ
ー
ル
と
ハ

ラ
ー
ム
概
念
は
時
間
と
空
間
領
域
で
理
解
し
な
く
て
な
ら
な
い
。
例
え

ば
、
恒
久
的
な
ハ
ラ
ー
ム
は
三
親
等
婚
姻
で
、
断
食
月
で
の
飲
食
や
夫
婦

の
性
的
関
係
は
恒
久
的
な
ハ
ラ
ー
ム
で
は
な
く
日
没
の
到
来
に
よ
り
ハ
ラ

イ
ス
ラ
ー
ム
法
理
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ー
ル
概
念

四
戸　

潤
弥

　

ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
）
は
（
ア
ッ
ラ
ー
が
許
し
た
）
ハ
ラ
ー

ル
の
世
界
の
生
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
る
と
強
調
し
た
形
で
の
ハ
ラ
ー

ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
を
中
心
と
し
て
盛
ん
で

あ
る
。
強
調
が
食
の
場
合
、
食
に
止
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
性
に
お
い

て
豚
肉
と
ア
ル
コ
ー
ル
の
完
全
な
排
除
と
い
う
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
味
の
素
事
件
（
二
〇
〇
〇
年
）
は
製
造
工
程
に
直
接
関
係

の
な
い
触
媒
の
問
題
だ
っ
た
が
、
同
国
の
ハ
ラ
ー
ル
委
員
会
は
科
学
的
根

拠
を
無
視
し
て
ハ
ラ
ー
ル
で
な
い
と
し
た
。
同
委
員
会
の
判
断
は
イ
ス
ラ

ー
ム
法
理
学
に
お
け
る
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
や
『
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
預
言
言
行

録
）』
の
テ
キ
ス
ト
、
つ
ま
り
文
理
解
釈
の
ダ
ラ
ー
ラ
（
テ
キ
ス
ト
の
精

神
、
そ
の
観
念
か
ら
理
解
さ
れ
る
意
味
）
の
適
用
で
豚
肉
と
関
係
づ
け
ら

れ
る
も
の
の
禁
止
と
の
法
判
断
か
、
あ
る
い
は
イ
シ
ャ
ー
ラ
（
直
接
的
に

理
解
さ
れ
る
意
味
に
付
随
す
る
意
味
）
で
、
豚
肉
の
禁
止
か
ら
付
随
的
に

理
解
さ
れ
る
意
味
内
容
の
適
用
で
、
豚
肉
と
関
連
あ
る
発
酵
菌
利
用
が
否

定
さ
れ
た
法
判
断
と
推
定
で
き
る
。
味
の
素
製
品
に
は
豚
肉
が
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
が
ハ
ラ
ー
ル
で
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
最
近
で
は
製
造
工
程

や
使
用
に
際
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
を
使
用
し
な
い
ハ
ラ
ー
ル
製
品
（
装
身

具
、
家
具
調
度
品
）
ま
で
売
り
出
さ
れ
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
は

購
入
の
コ
ス
ト
高
と
な
っ
て
負
の
作
用
を
も
た
ら
す
も
の
だ
。
ア
ル
コ
ー

ル
と
豚
肉
は
飲
酒
が
禁
止
で
あ
る
が
、
飲
酒
以
外
の
利
用
は
ハ
ラ
ー
ル
で

あ
る
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
見
解
だ
。
特
に
ア
ル
コ
ー
ル
は
消
毒
剤
と
し

て
多
方
面
で
の
利
用
が
な
さ
れ
、
利
用
で
き
な
い
と
す
れ
ば
ム
ス
リ
ム
た

ち
の
生
活
で
は
不
利
に
作
用
す
る
。
オ
イ
ル
ダ
ラ
ー
を
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
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る
な
か
で
、
コ
ー
ラ
ン
に
一
度
も
出
現
し
な
い
こ
の
語
が
選
択
さ
れ
た
と

い
う
事
実
は
「
身
分
法
」
の
意
味
を
理
解
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
。

　

一
九
五
六
年
の
憲
法
と
は
、
現
在
の
共
和
国
体
制
が
確
立
す
る
ナ
セ
ル

の
時
代
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
「
身
分
法
」
の
領
域

の
み
を
管
轄
と
す
る
裁
判
所
が
廃
止
さ
れ
、
司
法
制
度
の
中
央
集
権
化
が

完
成
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、「
家
族
は
社
会
の
基
礎
」

と
さ
れ
る
こ
と
で
、
ウ
ス
ラ
つ
ま
り
核
家
族
は
純
粋
に
私
的
な
集
団
で
は

な
く
な
り
、
夫
と
妻
の
権
利
義
務
を
含
め
、
家
族
の
あ
り
よ
う
が
社
会
の

あ
り
よ
う
を
決
め
る
も
の
と
し
て
、
公
的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な

る
。

　

社
会
学
等
の
専
門
用
語
と
し
て
は
、
ウ
ス
ラ
は
核
家
族
、
ア
ー
イ
ラ
は

拡
大
家
族
と
使
い
分
け
ら
れ
る
が
、
母
語
話
者
の
感
覚
で
は
両
者
の
違
い

は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
代
表
的
な
ア
ラ
ビ
ア
語
辞
典
を
見
る
と
、
元

来
、
養
わ
れ
る
者
た
ち
を
意
味
す
る
ア
ー
イ
ラ
が
時
に
血
縁
を
超
え
た
大

き
な
繋
が
り
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
ウ
ス
ラ
に
は
、「
共
通
の
事
柄
が

結
び
付
け
る
集
団
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
職
場
の
チ
ー
ム
な
ど
が
そ
の

用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ウ
ス
ラ
は
選
択
的
、
合
理

的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ー
イ
ラ
は
道
徳
的
な
文
脈

で
語
ら
れ
う
る
も
の
、
つ
ま
り
個
人
の
意
志
を
超
え
た
次
元
で
成
り
立
つ

も
の
で
あ
り
、
否
応
な
く
そ
の
構
成
員
に
忠
誠
を
迫
っ
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、
ウ
ス
ラ
は
別
の
意
味
で
聖
化
さ
れ
て
い

く
。「
身
分
法
」
の
補
足
説
明
で
は
、
こ
の
法
律
の
正
統
性
が
コ
ー
ラ
ン

の
章
句
を
繰
り
返
し
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
コ
ー

ラ
ン
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
章
の
一
節
を
引
き
、
ウ
ス
ラ
は
愛
と
情
け
の
念
に
基

ー
ル
へ
と
移
行
す
る
。
カ
ア
バ
（
神
の
家
）
領
域
で
の
ハ
ラ
ー
ム
は
巡
礼

が
終
わ
り
、
そ
の
領
域
の
外
へ
出
れ
ば
ハ
ラ
ー
ル
へ
と
移
行
す
る
。
豚
肉

以
外
の
肉
が
な
い
場
合
に
は
ハ
ラ
ー
ル
へ
と
移
行
す
る
。
ハ
ラ
ー
ル
は
原

状
態
へ
の
復
帰
、
法
理
学
上
で
は
法
的
解
除
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。

　

欧
米
言
語
や
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
言
語
に
訳
さ
れ
、
強
い
影
響
を
与
え

た
ユ
ー
セ
フ
・
カ
ラ
ダ
ー
ウ
ィ
ー
（
一
九
六
〇
）『
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け

る
ハ
ラ
ー
ル
と
ハ
ラ
ー
ム
』
は
そ
の
刺
激
的
な
タ
イ
ト
ル
に
よ
り
ハ
ラ
ー

ル
と
ハ
ラ
ー
ム
を
二
項
対
立
の
よ
う
に
際
立
た
せ
、
今
日
の
ハ
ラ
ー
ル
・

ビ
ジ
ネ
ス
流
行
の
端
緒
と
な
っ
た
が
、
そ
の
強
調
の
負
の
作
用
を
意
識
す

る
必
要
が
あ
る
。

家
族
法
の
イ
ス
ラ
ム
性
と
社
会
の
世
俗
性

│
│ 

エ
ジ
プ
ト
身
分
法
を
め
ぐ
っ
て 

│
│

八
木
久
美
子

　

エ
ジ
プ
ト
で
は
一
九
世
紀
末
か
ら
法
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
、
家
族
に

関
す
る
法
、
い
わ
ゆ
る
「
身
分
法
」
だ
け
が
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
の
主

要
な
見
解
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
イ
ス
ラ
ム
法
の
ま
ま
残
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
法
の
存
在
が
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ス
ラ
ム

性
を
象
徴
す
る
役
割
を
帯
び
た
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
家
族
と
い
う

「
私
的
」
な
領
域
こ
そ
が
イ
ス
ラ
ム
の
領
域
で
あ
る
と
い
う
、
イ
ス
ラ
ム

法
の
本
質
を
損
な
う
よ
う
な
見
方
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　

一
九
五
六
年
の
憲
法
に
初
め
て
「
家
族
は
社
会
の
基
礎
」
と
明
記
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
際
に
家
族
を
意
味
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
た
の

は
ウ
ス
ラ
で
あ
り
、
こ
れ
は
通
常
、
核
家
族
と
訳
さ
れ
る
。
家
族
と
訳
さ

れ
う
る
ア
ラ
ビ
ア
語
に
は
、
ア
ー
イ
ラ
な
ど
他
に
も
複
数
の
語
が
存
在
す
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づ
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
べ
き
家
族
と
は
、
個
人

の
意
志
を
超
え
た
血
に
よ
る
つ
な
が
り
で
も
な
け
れ
ば
、
生
産
活
動
の
単

位
で
も
な
く
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
タ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
家
庭

愛
」
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
の
「
近
代
家
族
」
と
さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
と

同
時
に
、
イ
ス
ラ
ム
の
教
え
を
体
現
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

ア
ー
イ
ラ
は
、
忠
誠
心
、
帰
属
意
識
の
向
け
ら
れ
る
対
象
と
い
う
点

で
、
国
家
と
競
合
す
る
可
能
性
を
持
つ
。
ア
ー
イ
ラ
で
は
な
く
、
ウ
ス
ラ

こ
そ
公
的
な
意
味
を
持
つ
単
位
と
す
る
こ
と
で
、
人
々
を
ア
ー
イ
ラ
の
成

員
で
は
な
く
、
ひ
と
り
一
人
切
り
離
さ
れ
た
国
民
と
し
、
国
家
に
帰
属
意

識
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
ア
ー
イ
ラ
に
代
わ
っ

て
、
国
家
が
そ
の
成
員
、
つ
ま
り
国
民
を
庇
護
す
る
と
い
う
形
で
、
人
々

を
国
家
の
管
理
下
に
置
く
。
そ
の
う
え
で
、「
身
分
法
」
を
イ
ス
ラ
ム
法

と
等
号
で
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
国
家
は
イ
ス
ラ
ム
の
守
護
者
、
あ
る
い
は
エ

ジ
プ
ト
社
会
の
イ
ス
ラ
ム
性
の
管
理
者
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
支
配
の
正

統
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

　

世
俗
主
義
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ブ
世
界
で
は
、
宗
教
的
な
権
威
を
持
つ

者
、
ウ
ラ
マ
ー
が
国
家
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
国
家
権
力
を
握
る
一
般

信
徒
が
宗
教
の
あ
り
か
た
を
制
御
す
る
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。

世
俗
主
義
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
ウ
ス
ラ
と
い
う
語
を
め
ぐ

る
一
連
の
動
き
は
、
こ
の
種
の
世
俗
主
義
を
完
成
に
近
づ
け
る
た
め
の
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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古
事
記
に
お
け
る
「
悪
神
」
と
禍
津
日
神

稲
田
　
智
宏

　

禍
津
日
神
の
神
格
に
関
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
凶
悪
事
を
も
た
ら
す
神
と
本

居
宣
長
が
主
張
し
、
平
田
篤
胤
が
こ
れ
を
否
定
し
て
以
来
、
悪
神
か
善
神

か
、
ま
た
ど
ち
ら
で
も
な
い
か
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
見
解

の
な
か
で
禍
津
日
神
を
悪
神
と
す
る
説
明
と
し
て
は
、
例
え
ば
村
岡
典
嗣

は
「
悪
神
と
は
、
所
謂
禍
津
日
神
、
荒
振
神
、
邪
神
の
類
ひ
」
と
い
い
、

小
野
祖
教
は
「
マ
ガ
ツ
ヒ
が
悪
神
で
な
け
れ
ば
説
明
は
つ
か
な
い
」
も
の

で
「
マ
ガ
ツ
ヒ
の
荒
び
は
せ
む
す
べ
な
き
こ
と
」
と
い
い
、
上
田
賢
治
は

「
悪
神
・
禍
津
日
神
の
荒
び
」
が
神
話
に
説
か
れ
「
穢
れ
を
物
実
と
し
て

生
ま
れ
た
神
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
以
上
、（
略
）
悪
神
と
理
解
す
る

の
が
正
当
」
と
い
い
、
西
宮
一
民
は
「
神
そ
の
も
の
は
そ
の
《
本
性
》
に

よ
つ
て
威
力
を
発
動
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
善
悪
に
は
本
来
無
関

係
な
存
在
」
だ
が
、
直
毘
神
が
そ
の
禍
を
直
そ
う
と
す
る
と
い
う
『
古
事

記
』
の
文
脈
か
ら
悪
神
と
判
断
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

禍
津
日
神
の
神
格
判
断
に
お
い
て
、「
悪
神
」
と
「
荒
び
」
が
用
い
ら
れ

て
い
た
り
す
る
。

　

し
か
し
神
格
を
判
断
す
る
中
核
と
な
る
『
古
事
記
』
で
「
荒
」「
悪
」

「
禍
」
の
使
用
例
を
比
較
す
る
と
、「
荒
ぶ
る
神
」
は
「
言
向
け
和
平
す
」

つ
ま
り
言
葉
に
よ
っ
て
従
え
さ
せ
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
、「
悪
し
き
神
」

や
「
悪
し
き
人
」
は
武
器
に
よ
っ
て
討
ち
滅
ぼ
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
区

別
さ
れ
、
景
行
天
皇
と
倭
建
命
の
言
葉
か
ら
も
荒
神
の
荒
ぶ
る
程
度
の
甚

だ
し
い
も
の
が
悪
神
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
禍
」
は
禍
津
日

神
に
関
連
し
て
の
使
用
例
の
み
で
あ
り
、
荒
神
や
悪
神
の
行
為
等
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
つ
ま
り
禍
津
日
神
は
ま
さ
に
禍
の
神
で
あ
っ
て
、

荒
ぶ
る
神
と
も
悪
し
き
神
と
も
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
本
居
宣
長
は
『
直

毘
霊
』
に
「
禍
津
日
神
の
御
心
の
あ
ら
び
」、
ま
た
『
く
ず
花
』
に
「
禍

津
日
神
の
あ
ら
び
」
と
表
現
す
る
が
、
前
述
の
上
田
ら
の
説
明
は
こ
の
表

現
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
西
宮
の
理
解
は
文
脈
か
ら
悪

神
と
判
断
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
禍
の
内
容
が
不
明
な
ま
ま
悪
神
の
語
で

禍
津
日
神
を
語
っ
て
よ
い
か
疑
問
と
な
る
。
そ
こ
で
禍
津
日
神
の
「
禍
」

と
は
何
か
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
は
伊
耶
那
岐
命
の
黄
泉
国

か
ら
の
呪
的
逃
走
と
禊
祓
の
場
面
を
比
較
す
る
と
、
伊
耶
那
美
命
が
多
く

の
人
草
を
絞
り
殺
す
と
い
う
呪
言
と
伊
耶
那
岐
命
が
そ
れ
以
上
の
産
屋
を

立
て
る
と
い
う
会
話
、
こ
れ
と
禊
に
よ
る
禍
津
日
神
お
よ
び
直
毘
神
の
出

現
が
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
禍
あ
れ
の
意
味
と
思
わ
れ
る

高
木
神
の
「
こ
の
矢
に
麻
賀
礼
」
は
天
若
日
子
の
死
を
招
来
し
、
こ
の
場

合
の
禍
も
明
確
に
死
と
結
び
つ
く
。
さ
ら
に
言
八
十
禍
津
日
前
と
い
う
地

名
が
允
恭
天
皇
記
に
伝
え
ら
れ
る
甜
白
檮
前
（
甘
樫
丘
の
先
端
）
で
曙
立

王
が
行
っ
た
宇
気
比
は
、
葉
広
熊
白
檮
を
枯
ら
し
た
り
す
る
が
、
こ
れ
も

死
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
甘
樫
丘
に
禍
津
日
神
と
い
う
避
け

る
べ
き
悪
神
を
祀
る
地
と
思
わ
せ
る
伝
承
や
記
録
は
な
く
、
言
八
十
禍
津

日
前
で
乱
れ
た
氏
姓
を
正
す
た
め
の
神
判
が
行
わ
れ
た
記
事
に
お
い
て
も

そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
つ
ま
り
倫
理
的
な
悪
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
西
宮
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
神
は
「
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
威
力
を

発
動
す
る
だ
け
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
『
古
事
記
』
の
文
脈
で
は
討
ち
滅

ぼ
さ
れ
る
べ
き
悪
神
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
て
み
る
と
御
門

第
六
部
会



　　244

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第６部会

い
て
で
あ
る
。
三
宮
制
と
は
全
て
の
修
験
の
山
に
該
当
す
る
と
は
い
え
な

い
ま
で
も
、
上
宮
、
中
宮
、
下
宮
か
ら
構
成
さ
れ
る
山
岳
宗
教
組
織
を
い

う
。
そ
の
中
宮
の
試
考
で
あ
る
。

　
『
塩
尻
拾
遺
』
巻
六
十
一
（
芽
垣
内
本
）
に

白
山
今
越
前
国
に
属
す
故
、
白
山
賢
聖
院
二
百
石
を
領
せ
り
。
さ
れ

ど
、
加
賀
国
白
山
領
七
十
四
石
也
。
故
に
加
越
両
国
、
此
の
山
を
諍

ひ
、
訟
に
及
び
し
こ
と
度
々
な
り
と
か
や
。
今
は
両
国
の
主
の
主
維

を
は
な
れ
て
、
関
東
の
御
沙
汰
な
り
と
か
や
。
凡
て
平
泉
寺
（
越

前
）
白
山
寺
（
加
賀
）
須
原
等
の
人
、
各
々
白
山
は
我
が
山
な
り
と

思
へ
り
《（　

）
は
脚
注
》

と
、
著
者
天
野
信
景
の
博
識
と
世
伝
と
を
録
す
が
、
た
と
え
問
題
と
す
る

箇
所
が
虚
構
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
世
伝
の
虚
実
が
雑
じ
る
こ
と
こ
そ
が
修
験
道
に
と
っ
て
重
要
と
信
じ

る
。「
平
泉
寺
（
越
前
）
白
山
寺
（
加
賀
）
須
原
」
と
あ
る
こ
と
に
着
目
し

た
い
。「
須
原
」
は
洲
原
白
山
社
で
（
所
在
地
は
須
原
。
社
名
は
洲
原
）、

か
っ
て
美
濃
馬
場
下
山
七
社
の
別
宮
だ
と
推
考
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
平

泉
寺
（
越
前
）
白
山
寺
（
加
賀
）」
は
二
馬
場
の
下
宮
（
白
山
で
は
本
宮

と
称
す
る
）
で
あ
る
こ
と
は
『
源
平
盛
衰
記
』「
三
箇
の
馬
場
願
書
の
事
」

で
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
美
濃
馬
場
で
は
別
宮
を
し
て
、
美
濃
馬

場
本
宮
に
仕
立
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
本
来
の
美
濃
馬
場
本
宮
で
あ
る
長
滝
寺
は
と
い
え
ば
、
中
宮

も
し
く
は
本
地
中
宮
と
称
し
、
平
泉
寺
も
先
出
と
異
な
り
白
山
中
宮
と
自

称
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
名
称
は
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
の
「
六
波

羅
下
知
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
二
四
九
号
）
に
あ
り
、
そ
れ
に
加
賀
馬

場
の
「
白
山
中
宮
佐
羅
別
宮
」
と
あ
る
「
白
山
中
宮
」
の
借
用
で
あ
る
ら

祭
祝
詞
の
「
四
方
四
角
よ
り
疎
び
荒
び
来
む
天
の
麻
我
都
比
と
云
ふ
神
の

言
は
む
悪
事
」
と
い
う
姿
は
『
古
事
記
』
以
降
の
信
仰
で
あ
り
、
こ
れ
を

も
っ
て
記
の
禍
津
日
神
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

禍
津
日
神
は
死
と
い
う
禍
を
発
動
す
る
神
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

罰
や
必
然
的
で
不
可
避
の
死
で
あ
り
、
倫
理
的
な
悪
で
は
な
い
。
ゆ
え
に

悪
神
と
し
て
討
ち
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
伊
耶
那
岐
命
の
産
屋
発
言

と
同
じ
く
直
毘
神
の
出
現
と
い
う
対
処
が
取
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
禍
津
日
神
は
『
古
事
記
』
の
悪
神
や
荒
神
と
は
異
な
る
た

め
、
禍
津
日
神
の
神
格
を
論
じ
る
場
合
、
前
述
四
氏
の
よ
う
に
悪
や
荒
と

い
う
語
を
使
用
す
る
の
は
不
適
切
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

白
山 

│
│ 

中
宮
試
考 

│
│

小
林
　
一
蓁

　

紫
式
部
が
白
色
に
興
味
を
示
し
、「
名
に
高
き
越
の
白
山
」（『
紫
式
部

集
』
八
二
）
と
詠
い
、
日
本
三
名
山
の
一
山
と
し
て
勢
威
を
ふ
る
え
た
の

は
、
何
を
も
っ
て
の
こ
と
な
の
か
。
高
く
何
を
誇
示
で
き
た
の
か
、
常
に

考
え
て
し
ま
う
。『
塩
尻
』
巻
之
九
に
日
本
三
不
足
と
し
て
「
鞍
馬
無
福

人
、
八
幡
無
武
勇
、
多
賀
無
寿
長
」
と
あ
る
よ
う
に
、
白
山
神
の
示
現
や

霊
験
、
見
神
も
時
を
お
っ
て
薄
れ
て
い
く
こ
と
は
信
仰
の
順
流
と
い
え
よ

う
。
が
、
輓
近
に
到
っ
て
も
時
世
装
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
信
仰
要
素
は

連
々
と
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
、
信
仰
組
織
と
て
例
外

で
は
な
か
ろ
う
。

　

白
山
は
「
越
の
白
山
」、「
北
国
白
山
」
な
ど
と
通
称
さ
れ
る
が
、
白
山

修
験
道
の
階
梯
と
し
て
、
そ
の
中
宮
の
眺
望
を
試
み
た
い
。
つ
ま
り
三
宮

制
（
五
来
氏
『
修
験
道
入
門
』
第
一
章
「
山
伏
の
開
祖
」
で
命
名
）
に
つ
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中
江
藤
樹
の
谷
川
寅
へ
の
教
え

鈴
木
　
保
實

　

谷
川
寅
は
『
岡
田
氏
本
年
譜
』
に
よ
れ
ば
寛
永
十
五
年
（
一
九
三
八
）

藤
樹
三
十
一
歳
の
時
「
業
を
門
に
う
く
」
と
あ
る
。
医
学
を
学
ぶ
と
は
書

か
れ
て
い
な
い
が
、『
門
弟
子
並
研
究
者
伝
』
に
備
前
侯
に
つ
か
え
御
医

師
と
し
て
二
百
五
十
石
の
禄
を
食
ん
で
い
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
藤
樹
の

下
で
医
学
の
業
も
学
ん
だ
医
学
の
弟
子
の
一
人
と
し
て
見
、
藤
樹
が
与
え

た
手
紙
三
通
か
ら
そ
の
教
え
を
み
て
い
く
。

　

谷
川
寅
入
門
の
頃
の
藤
樹
と
医
生
の
状
況
。
入
門
の
年
に
、
大
野
了
佐

が
大
洲
よ
り
医
学
を
更
に
学
ぶ
た
め
に
来
た
。
藤
樹
は
こ
の
年
の
夏
に

『
持
敬
図
説
』・『
原
人
』
を
著
す
。
寛
永
十
六
年
。
先
生
三
十
二
歳
夏
『
藤

樹
規
』・『
学
舎
座
右
戒
』
を
作
り
諸
生
に
示
す
。
三
月
山
田
権
が
予
州
か

ら
医
を
学
び
に
来
る
。
谷
川
は
他
の
学
生
と
共
に
藤
樹
の
講
義
を
受
け
、

了
佐
や
山
田
権
の
影
響
を
う
け
て
医
も
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
藤
樹
は
こ
の

夏
か
ら
毎
日
清
晨
に
孝
経
拝
誦
を
塾
生
と
共
に
実
施
。
谷
川
も
山
田
も
門

下
生
と
し
て
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。
十
七
年
。
藤
樹
三
十
三
歳
。
こ
の

年
に
『
性
理
会
通
』
を
読
み
、
毎
月
一
日
太
乙
神
を
祭
る
よ
う
に
な
る
。

此
の
祭
り
は
妻
高
橋
氏
の
死
の
正
保
三
年
夏
四
月
ま
で
続
く
。
秋
『
翁
問

答
』
を
著
す
。
冬
『
王
竜
渓
語
録
』
を
得
。
谷
川
が
藤
樹
の
も
と
で
何
年

学
ん
だ
か
未
確
定
で
は
あ
る
が
、
そ
の
退
塾
時
ま
で
の
幾
年
か
は
藤
樹
の

講
義
と
日
々
の
塾
で
の
実
践
、
塾
生
間
の
影
響
も
受
け
医
も
学
べ
る
環
境

の
中
で
医
を
習
得
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

正
保
二
年
先
生
三
十
八
歳
の
夏
の
「
答
谷
川
子
」
の
手
紙
。
医
学
面
の

指
導
の
言
葉
は
無
く
、
実
生
活
の
対
人
関
係
に
つ
い
て
う
ま
く
い
か
な
い

心
の
持
ち
方
を
問
わ
れ
て
、「
す
く
み
」、「
自
己
心
上
之
邪
を
克
去
り
」

し
い
。
本
宮
で
あ
る
平
泉
寺
や
長
滝
寺
が
な
ぜ
白
山
中
宮
、
本
地
中
宮
と

時
代
の
移
変
と
と
も
に
自
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
名
乗
り

は
単
な
る
仮
構
と
は
お
も
わ
れ
ず
、
こ
こ
に
中
宮
を
解
く
鍵
が
あ
り
、
中

宮
と
は
何
か
を
起
義
で
き
よ
う
。

　

本
宮
と
は
白
山
坐
神
が
最
初
に
勧
請
さ
れ
た
下
白
山
で
あ
り
、
そ
の
勢

力
強
大
に
と
も
な
い
、
そ
れ
は
本
宮
が
上
宮
（
白
山
で
は
奥
の
院
と
称
）

を
影
響
下
に
置
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
本
宮
に
対
等
、
対
峙

す
る
態
度
で
中
宮
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か

も
禁
中
に
お
け
る
后
妃
の
皇
后
と
中
宮
同
様
に
、
本
宮
よ
り
後
の
名
称
発

生
で
あ
ろ
う
。

　

越
前
と
美
濃
馬
場
共
通
の
本
来
の
中
宮
で
あ
る
白
山
中
居
社
の
衰
廃
の

ま
ま
に
、
禅
定
道
の
文
字
通
り
の
中
居
と
な
っ
た
時
点
、
そ
れ
は
鎌
倉
末

か
ら
南
北
朝
時
代
だ
ろ
う
が
、
平
泉
寺
、
長
滝
寺
そ
れ
ぞ
れ
が
最
も
強
盛

を
誇
っ
た
時
期
に
、
白
山
中
宮
、
本
地
中
宮
と
主
張
し
だ
し
た
の
は
、
奥

の
院
を
も
差
配
す
る
と
い
う
覇
権
が
絡
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
三
宮
制
は

変
化
は
す
る
も
の
の
、
白
山
修
験
道
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
足
枷
と
し
て
働
い
て
も
お
り
、
平
泉
寺
、
長
滝
寺
は
中
宮
と

専
称
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
に
立
ち
、
中
宮
を
意

味
付
け
る
と
、
第
一
に
御
山
の
里
に
立
地
し
、
奥
の
院
を
も
影
響
下
に
置

く
覇
権
を
有
す
る
こ
と
は
、
白
山
命
名
已
往
の
御
山
信
仰
の
発
祥
地
と
想

定
さ
れ
る
。
第
二
に
中
宮
よ
り
山
内
は
女
人
禁
制
だ
っ
た
と
結
論
付
け
ら

れ
よ
う
。
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中
と
名
づ
け
、
温
和
に
し
て
物
に
ふ
れ
て
節
に
あ
た
っ
て
背
か
な
い
の
で

和
と
名
づ
け
る
。
中
和
の
外
に
愛
敬
な
く
愛
敬
の
外
に
中
和
は
な
い
。

「
仁
愛
」
の
「
仁
」
の
状
態
も
『
大
学
』
や
『
中
庸
』
に
い
う
「
明
明
徳
」

「
止
於
至
善
」「
致
知
」「
慎
独
」
の
こ
と
と
説
く
。
最
晩
年
の
「
貌
言
視

聴
思
」
に
至
る
前
の
思
索
段
階
の
教
え
と
推
定
す
る
。

　

藤
樹
は
学
問
と
は
聖
人
に
至
る
道
を
学
ぶ
こ
と
と
体
認
し
、
こ
の
谷
川

寅
へ
の
教
え
も
そ
の
根
幹
は
「
本
体
を
見
付
け
一
心
の
主
宰
と
す
る
」
こ

と
。
そ
れ
は
「
五
事
を
正
し
て
良
知
に
至
る
」
こ
と
と
し
た
。
藤
樹
は
聖

人
に
至
る
た
め
の
道
を
教
え
た
の
で
あ
る
。

山
崎
闇
斎
の
神
学
思
想
と
そ
の
基
盤
と
し
て
の
「
山
王
」
信
仰
に
つ
い
て

久
保
　
隆
司

　

本
稿
は
「
山
王
」
と
の
関
係
性
を
媒
介
に
、
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九
―

一
六
八
二
）
の
神
学
思
想
の
基
盤
理
解
を
深
め
る
た
め
の
予
備
的
作
業
で

あ
る
。
闇
斎
の
幼
少
期
か
ら
の
思
想
形
成
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
、
解

釈
学
の
導
入
と
傍
証
の
有
機
的
併
用
の
手
法
は
、
文
献
的
制
約
の
超
克
に

一
定
の
妥
当
性
と
有
効
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
闇
斎
は
、
二
十
代
前
半
の

朱
子
学
へ
の
「
転
向
」
後
、
仏
教
を
排
斥
し
た
こ
と
か
ら
、
通
常
、
否
定

的
な
文
脈
を
除
い
て
、
仏
教
と
の
関
係
に
言
及
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
本

稿
は
、
闇
斎
の
成
人
後
の
姿
勢
と
成
人
以
前
に
養
わ
れ
た
基
盤
と
の
断
絶

で
は
な
く
、
連
続
性
に
注
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、
神
仏
習
合
の
代
表

格
・
山
王
的
環
境
と
の
関
係
性
の
検
討
で
あ
り
、
闇
斎
の
神
学
思
想
の
底

流
、
無
意
識
的
な
基
盤
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
「
山
王
」
と
い
う
神
的
存
在
と
そ
の
環
境
に
は
、
例
え
ば
、
比
叡
山
系

（
近
江
大
津
側
）
の
太
古
の
磐
座
信
仰
か
ら
、
古
代
の
最
澄
、
円
珍
ら
に

「
自
己
心
上
の
独
を
御
慎
み
あ
る
べ
く
候
」「
能
御
体
認
」「
唯
自
反
慎
独

の
心
に
て
」
等
、
心
術
の
言
葉
を
も
ち
い
て
そ
れ
を
正
す
た
め
の
実
践
方

法
を
述
べ
、
そ
の
「
体
認
」
を
促
し
て
い
る
。
正
保
三
年
先
生
三
十
九
歳

の
春
の
「
答
谷
川
寅
」
の
手
紙
。
こ
こ
で
も
医
学
面
の
指
導
の
言
葉
は
な

く
、
心
の
工
夫
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
。
春
正
月
二
十
五
日
、
次
男
鐺
が

生
ま
れ
、
仲
条
太
が
医
を
学
び
に
来
る
。
夏
四
月
三
十
日
、
夫
人
高
橋
氏

が
二
十
六
歳
で
死
に
、
太
乙
神
の
祭
り
を
止
め
、
以
後
祭
ら
な
く
な
っ
た

が
毎
朝
の
孝
経
拝
誦
は
続
け
て
い
た
。
こ
の
手
紙
で
藤
樹
は
谷
川
に
、

「
本
体
」
を
見
付
け
、「
忠
信
を
主
と
す
る
取
入
」
を
せ
よ
と
説
く
。
こ
の

こ
と
は
藤
樹
が
「
本
体
」
こ
そ
見
付
け
る
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
を
藤
樹
は

「
明
徳
」「
孝
徳
」「
良
知
」「
独
」
等
と
も
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
本
来
誰

に
で
も
天
よ
り
賦
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、「
意
念
」
の
黒
雲
に

よ
っ
て
お
お
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
正
す
た
め
に
は
「
本
体
」
を
見
付
け

だ
し
、
そ
れ
を
我
が
心
の
主
宰
と
す
る
こ
と
が
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
だ

と
説
く
。

　
「
与
谷
川
氏
」
成
立
年
代
未
詳
。
こ
れ
は
三
つ
の
質
問
に
答
え
る
内
容

で
、
一
つ
目
は
「
名
利
の
欲
」
に
と
ら
わ
れ
て
志
が
立
た
な
い
こ
と
へ
の

答
え
と
し
て
明
徳
を
第
一
の
宝
と
せ
よ
と
説
く
。
二
つ
目
は
「
心
術
」
の

ポ
イ
ン
ト
は
「
格
物
致
知
」
で
、「
格
物
致
知
」
の
要
は
「
慎
独
」
だ
。

「
視
聴
言
動
思
」
の
道
に
違
う
処
を
正
し
て
、
自
己
の
「
良
知
」
の
本
体

に
た
ど
り
着
き
、「
良
知
」
が
常
に
明
ら
か
な
る
よ
う
に
「
視
聴
言
動
思
」

の
五
事
を
正
せ
。「
良
知
」
の
実
体
は
愛
親
敬
親
の
心
で
、
赤
子
の
愛
敬

こ
そ
天
性
の
真
情
だ
。
人
欲
の
愛
敬
と
混
乱
せ
ず
、
こ
れ
を
体
認
せ
よ
と

説
く
。
三
つ
目
は
「
愛
敬
」
を
得
心
で
き
な
い
こ
と
へ
の
答
え
。「
良
知
」

の
実
体
は
「
愛
敬
」
で
、
こ
の
心
は
常
に
内
に
あ
っ
て
発
露
し
な
い
の
で
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ス
」
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
闇
斎
は
、
表
層
的
な
神
仏
習
合

の
奥
に
根
ざ
す
根
源
的
存
在
を
受
け
入
れ
、
大
切
に
し
た
が
、
そ
こ
に
朱

子
学
が
言
説
化
と
構
造
化
を
も
た
ら
し
、
独
自
の
神
学
が
形
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

近
世
前
半
の
闇
斎
の
神
学
思
想
を
、
Ｈ
・
オ
ー
ム
ス
は
「
徳
川
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
と
し
た
。
公
的
な
知
識
（
朱
子
学
的
な
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
原

理
）
か
ら
の
構
造
化
や
、
啓
蒙
的
意
識
（
社
会
変
革
を
目
指
す
）
の
存
在

が
そ
の
神
学
に
見
ら
れ
、
完
全
な
形
で
言
説
の
二
様
式
：
神
話
的
物
語
と

言
説
的
議
論
が
働
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
本
で
唯
一
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
「
山
王
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
母

胎
と
す
る
神
仏
習
合
の
山
王
一
実
神
道
は
、
宗
教
・
儀
礼
的
観
点
か
ら
の

徳
川
体
制
維
持
を
目
的
と
す
る
補
完
性
か
ら
、
そ
の
政
治
体
制
と
と
も
に

崩
壊
し
た
。
一
方
、
尊
皇
を
最
重
要
視
す
る
神
儒
兼
学
の
闇
斎
神
学
は
、

明
治
期
以
降
も
、
近
代
日
本
社
会
の
構
造
に
、
変
容
し
な
が
ら
も
基
盤
を

与
え
続
け
た
と
推
察
す
る
。
以
上
の
仮
説
の
妥
当
性
を
よ
り
高
め
る
た

め
、
今
後
、
さ
ら
な
る
探
究
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

神
社
祭
式
の
理
論
と
実
践 

│
│ 

関
係
法
令
の
変
遷
に
着
目
し
て 

│
│

竹
内
　
雅
之

　

本
発
表
で
は
、
現
在
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る
祭
り
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
神
社
祭
式
の
淵
源
を
近
代
の
法
制
に
求
め
、
そ
の
制
定
過
程
を

検
討
す
る
。
明
治
八
年
に
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
神
社
祭
式
は
神
祇
行

政
を
預
か
る
政
府
の
意
向
に
よ
り
、
あ
る
い
は
全
国
の
神
職
に
よ
る
実
践

に
よ
り
、
順
次
改
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
大
學
の
神

道
祭
祀
学
者
に
し
て
礼
典
師
範
で
あ
る
青
戸
波
江
（
一
八
五
七
―
一
九
二

よ
る
神
仏
習
合
的
運
動
、
本
地
垂
迹
説
、
本
覚
思
想
と
王
法
護
持
の
中
心

寺
院
と
し
て
の
天
台
教
団
の
確
立
と
日
吉
神
社
や
信
徒
と
の
独
特
な
関
係

性
、
中
世
の
慈
遍
に
よ
る
伊
勢
神
道
な
ど
の
積
極
的
導
入
に
よ
る
皇
統
中

心
の
神
学
思
想
の
強
化
、
近
世
に
は
日
吉
の
申
し
子
の
猿
・
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
日
吉
神
社
の
復
興
、
江
戸
初
期
の
天
海
の
山
王
一
実
神
道
の
構
築
と

東
照
権
現
と
な
っ
た
徳
川
家
康
の
神
格
化
ま
で
、
千
年
を
超
え
て
様
々
な

信
仰
や
意
志
が
詰
ま
っ
て
い
る
。「
山
王
」
を
取
り
巻
く
様
々
な
集
積
を

整
理
す
る
補
助
線
と
し
て
、「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
概
念
を
ユ
ン
グ
心
理

学
か
ら
援
用
す
る
。
古
代
か
ら
の
宗
教
的
な
神
性
や
そ
の
象
徴
は
集
合
的

無
意
識
に
由
来
す
る
と
の
ユ
ン
グ
心
理
学
の
仮
説
を
「
山
王
」
解
釈
に
適

用
し
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
「
山
王
」
の
存
在
感
を
核
と
し
て
、

多
重
的
、
多
義
的
に
形
成
、
累
積
さ
れ
た
無
意
識
的
な
心
象
の
複
合
体
を
、

「
山
王
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
仮
に
呼
ぶ
。
ユ
ン
グ
心
理
学
的
概
念
の
導

入
は
、
宗
教
的
な
心
象
風
景
の
分
析
に
お
い
て
有
効
な
試
み
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、「
山
王
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
、
闇
斎
思
想
の
根
源
、
重

要
な
母
胎
と
仮
定
す
る
。
例
え
ば
、
闇
斎
自
身
の
生
と
死
に
関
す
る
重
要

な
逸
話
に
は
、
神
仏
習
合
で
有
名
な
日
吉
神
社
・「
山
王
」
が
強
く
関
わ

っ
て
い
る
。
青
年
期
、
三
教
一
致
支
持
の
臨
済
禅
僧
・
闇
斎
は
、
儒
教
へ

転
回
し
、
還
俗
し
た
。
し
か
し
、
闇
斎
が
生
涯
に
わ
た
り
、
本
質
的
な
存

在
レ
ベ
ル
（
仏
教
以
前
か
ら
）
の
「
山
王
」
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
な

ら
、
生
涯
に
渡
っ
て
「
山
王
」
と
の
強
い
関
係
性
を
維
持
・
意
識
す
る
の

も
当
然
と
な
る
。
闇
斎
の
生
育
歴
な
ら
び
に
そ
の
神
学
と
の
諸
々
の
意
味

あ
る
関
連
事
項
、
例
え
ば
、
心
神
、
神
籬
磐
境
伝
、
大
己
貴
神
、
大
黒
信

仰
、
国
常
立
神
、
天
照
大
神
、
猿
田
彦
神
、
庚
申
信
仰
な
ど
が
集
合
的
に

織
り
な
す
布
置
（
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
は
、「
山
王
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
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参
向
す
る
神
宮
・
神
社
の
祭
祀
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
明
治
四
年
の
は

じ
め
に
は
神
祇
官
京
都
出
張
所
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
神
祇
省
官
員

は
東
京
よ
り
全
国
神
社
に
参
向
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
五
年
の

五
十
ば
か
り
の
出
張
祭
祀
の
う
ち
官
祭
と
し
て
執
行
さ
れ
た
の
は
約
半
数

で
あ
る
。
表
向
き
に
は
祭
日
あ
る
い
は
次
第
が
未
定
の
た
め
神
社
限
り
の

例
祭
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
中
央
官
員
の
不
足
は
否
め
な
い
。

　

神
社
例
祭
と
な
ら
び
祈
年
祭
も
ま
た
重
視
さ
れ
て
い
た
。
四
年
五
月
に

は
神
社
制
度
が
改
正
さ
れ
官
幣
大
中
社
・
国
幣
中
小
社
が
列
格
さ
れ
た
。

八
月
、
神
祇
官
が
廃
さ
れ
神
祇
省
が
置
か
れ
る
。
九
月
、
神
祇
省
神
殿
に

鎮
座
す
る
皇
霊
が
宮
中
に
奉
遷
さ
れ
る
。
そ
し
て
翌
五
年
二
月
四
日
、
神

祇
省
奉
行
の
祈
年
祭
で
は
社
格
制
度
が
確
立
し
た
た
め
、
官
幣
大
社
二
十

九
社
・
同
中
社
六
社
・
同
小
社
一
社
の
官
幣
が
神
宮
幣
・
神
殿
幣
に
加
わ

る
。
こ
の
年
の
幣
帛
は
現
物
で
あ
っ
た
が
翌
六
年
よ
り
金
幣
（
現
金
）
に

変
更
さ
れ
た
。
幣
帛
が
現
金
に
変
更
さ
れ
る
と
官
国
幣
社
の
序
列
が
見
分

け
に
く
く
な
る
が
、
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
の
試
案
に
よ
る
と
、
幣
帛

に
か
え
神
饌
を
社
格
の
指
標
と
す
る
動
き
が
み
て
と
れ
る
。

　

祝
詞
、
幣
帛
、
神
饌
な
ど
の
神
社
祭
祀
の
基
本
構
成
は
古
来
不
変
で
あ

る
が
、
近
代
の
国
家
祭
祀
に
お
い
て
は
案
、
雲
脚
臺
、
三
方
な
ど
の
祭
器

具
が
規
格
化
さ
れ
、
神
饌
の
台
数
が
細
か
く
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
神
職
の

神
拝
作
法
や
起
居
進
退
の
取
り
決
め
も
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
神
社

に
お
け
る
祭
り
、
あ
る
い
は
神
職
講
習
会
に
お
け
る
検
討
を
経
て
決
定
さ

れ
て
い
る
。
戦
後
、
神
社
は
国
家
の
管
理
を
離
れ
た
が
、
な
お
理
論
と
実

践
は
神
社
祭
式
の
両
輪
で
あ
り
、
時
代
に
対
応
し
た
機
能
的
な
神
社
祭
式

が
豊
か
な
祭
り
の
発
展
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

九
）
は
『
神
社
祭
式
行
事
作
法
教
範
』
の
な
か
で
「
祭
式
に
関
す
る
必
読

書
」
と
し
て
「
神
社
祭
式
」（
明
治
八
年
）・「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」（
明

治
四
十
年
）・「
神
社
祭
祀
令
」（
大
正
三
年
）・「
神
宮
祭
祀
令
」（
同
）・

「
神
社
祭
式
」（
同
）
を
掲
げ
、
明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
制
定
さ
れ

た
こ
れ
ら
の
法
令
を
神
社
祭
祀
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。

法
令
の
変
遷
を
み
る
と
こ
れ
ら
の
理
論
が
形
骸
化
し
た
も
の
で
は
な
く
祭

り
の
実
践
を
と
お
し
て
、
よ
り
現
実
的
に
よ
り
緻
密
に
改
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
に
神
社
祭
式
の
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
、
そ
の
往

還
の
具
体
例
を
み
て
ゆ
く
。

　

式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」（
明
治
八
年
）
は
式
部
寮
が
神
社
に
お
け
る

恒
例
祭
祀
に
つ
い
て
祭
祀
の
淵
源
・
式
次
第
・
祝
詞
・
神
饌
を
ま
と
め
た

法
令
で
あ
る
。「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」（
明
治
四
十
年
）
は
内
務
省
が
定

め
た
「
神
社
祭
式
」
の
細
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
式
次
第
を
構
成
す
る

行
事
と
神
職
の
動
作
の
詳
細
が
統
一
さ
れ
た
。
大
正
三
年
に
は
式
部
寮
に

よ
る
「
神
社
祭
式
」
は
勅
令
「
神
社
祭
祀
令
」・
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」

に
整
備
さ
れ
た
。「
神
社
祭
祀
令
」
は
「
皇
室
祭
祀
令
」「
神
宮
祭
祀
令
」

と
と
も
に
、
明
治
四
年
の
国
家
祭
祀
の
指
針
「
四
時
祭
典
定
則
」
が
具
現

化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
明
治
八
年
か
ら
大
正
三
年
ま
で
が
法
令
整

備
の
主
要
な
期
間
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
明
治
八
年
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」

成
立
ま
で
の
試
行
錯
誤
の
過
程
を
示
す
。

　

明
治
四
年
十
月
の
「
四
時
祭
典
定
則
」
は
神
祇
省
が
示
し
た
国
家
祭
祀

の
包
括
的
な
規
則
で
、
元
始
祭
を
は
じ
め
と
す
る
三
十
ほ
ど
の
国
家
の
祭

祀
が
大
祭
・
中
祭
・
小
祭
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
を
所
管
す
る

担
当
が
明
記
さ
れ
る
。
同
時
に
祭
場
も
、
皇
廟
、
神
嘉
殿
代
、
八
神
殿
、

神
祇
省
と
記
載
さ
れ
る
。
祭
場
が
明
記
さ
れ
な
い
祭
祀
は
神
祇
省
官
員
が
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教
批
判
に
用
い
た
礼
楽
論
的
な
「
道
」
論
を
『
古
事
記
』
に
も
向
け
る
な

ら
、
当
然
そ
の
よ
う
な
結
論
に
至
ろ
う
。
し
か
し
、
宣
長
は
そ
う
し
た
相

対
化
を
断
固
と
し
て
退
け
、
再
び
「
聖
人
の
道
」
だ
け
を
「
造
り
事
」
と

貶
め
る
反
論
を
し
て
い
る
。
こ
の
奇
妙
な
論
争
は
一
見
、
宣
長
の
「
神
の

道
」
が
礼
楽
論
的
な
「
道
」
論
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
の
よ

う
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
若
年
時
の
書
簡
や
随
筆
に
お
い
て

宣
長
も
多
門
と
同
様
の
相
対
主
義
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
古

伝
説
を
礼
楽
論
的
に
考
察
す
る
作
業
を
経
た
上
で
、
あ
た
か
も
徂
徠
が
聖

人
の
礼
楽
を
通
し
て
世
界
を
見
る
こ
と
を
選
択
し
、
経
書
の
鬼
神
概
念
を

そ
の
ま
ま
肯
定
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
を
信
じ
る
立
場
か
ら
の
み
発

言
す
る
と
い
う
態
度
を
貫
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
不
可
知
論
を
前
提

と
す
る
一
種
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
よ
り
、
古
伝
説
絶
対
主
義
を

「
古
道
」
の
徒
の
正
し
い
ふ
る
ま
い
と
し
て
選
び
取
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
、『
答
問
録
』
そ
の
他
で
の
発
言
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

明
示
的
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
宣
長
は
儒
教
の
礼
楽
論
を
拒
絶
し
て
い

た
。
明
確
に
礼
楽
思
想
に
基
づ
い
た
聖
武
天
皇
の
宣
命
に
対
し
、「
礼
も

楽
も
様
々
な
「
わ
ざ
」
の
う
ち
の
一
つ
で
し
か
な
く
、
こ
れ
ら
を
特
別
に

治
国
の
術
と
し
て
論
じ
る
の
は
漢
国
の
習
慣
に
過
ぎ
な
い
（
日
本
の
古
道

に
は
関
わ
り
が
な
い
）」
と
註
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宣
長
の
古
道
論

の
内
実
を
見
る
と
、
日
本
古
来
の
「
わ
ざ
」・「
て
ぶ
り
」
全
般
が
「
神
の

道
」
に
か
な
う
直
き
心
の
あ
り
よ
う
と
一
体
で
あ
る
よ
う
な
、
言
わ
ば
自

然
発
生
的
な
礼
楽
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
、『
古
事
記
伝
』

や
諸
書
か
ら
の
抜
き
書
き
に
は
、
神
事
お
よ
び
婚
礼
や
喪
礼
な
ど
、
儒
教

の
主
要
な
礼
に
相
当
す
る
日
本
古
来
の
「
わ
ざ
」
を
再
構
成
す
る
こ
と
へ

の
強
い
関
心
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
神
事
と
並
ん
で
「
古
へ
の
て
ぶ

国
学
者
に
お
け
る
礼
楽
論

井
関
　
大
介

　

本
発
表
で
は
、
本
居
宣
長
に
よ
る
礼
楽
論
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
儒
者
の
礼
楽
論
で
は
、
型
に
則
っ
た
実
践
に
よ
っ
て
無
意
識
裡
に
心

が
変
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
文
化
的
装
置
で
あ
る
礼
楽
に
よ
っ
て
、
中
国

古
代
の
聖
人
が
治
国
平
天
下
を
実
現
し
て
い
た
と
考
え
る
。
中
で
も
祭
祀

儀
礼
は
重
要
な
礼
で
あ
る
が
、
特
に
荻
生
徂
徠
の
礼
楽
論
に
お
い
て
は
、

鬼
神
も
聖
人
の
仮
構
し
た
概
念
と
さ
れ
、
為
政
者
が
自
身
の
謀
を
鬼
神
に

仮
託
し
て
民
に
施
す
と
い
っ
た
詐
術
性
を
も
含
み
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
と

さ
え
評
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
徂
徠
か
ら
宣
長
へ
の
影
響
は
様
々
に
論
じ

ら
れ
て
き
た
が
、
宣
長
の
古
道
論
の
中
で
も
神
信
仰
に
関
わ
る
面
に
つ
い

て
は
、
徂
徠
の
礼
楽
論
的
な
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

　

と
こ
ろ
が
、『
直
毘
魂
』
で
宣
長
は
、「
聖
人
の
道
」
を
「
人
を
あ
ざ
む

く
道
」「
世
人
を
な
つ
け
治
め
む
た
め
の
、
た
ば
か
り
事
」
と
酷
評
し
て

お
り
、「
道
」
を
為
政
者
の
制
作
し
た
礼
楽
制
度
と
す
る
徂
徠
の
論
を
確

か
に
踏
ま
え
て
い
る
。
一
方
、「
神
の
道
」
は
人
智
に
よ
る
作
為
で
な
く

神
か
ら
の
伝
え
で
、
人
の
「
真
心
」
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
差
異
化
す

る
が
、
こ
の
主
張
は
『
古
事
記
』
の
神
話
以
外
に
根
拠
を
持
た
ず
、
当
時

の
知
識
人
達
に
は
受
け
容
れ
難
い
立
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、『
直
毘

魂
』
草
稿
を
読
ん
だ
儒
学
者
で
あ
る
市
川
多
門
は
、「
神
の
所
為
」
云
々

は
修
辞
と
し
て
差
し
引
き
、
宣
長
の
主
張
は
結
局
「
聖
人
の
作
為
」
に
対

す
る
「
自
然
」
の
優
越
と
い
う
老
荘
的
立
場
で
あ
る
と
見
た
上
で
、
日
本

の
神
も
実
は
人
間
で
あ
り
、「
神
の
道
」
も
自
然
の
ま
ま
で
は
な
く
人
間

の
作
為
で
あ
る
と
し
て
「
聖
人
の
道
」
と
横
並
び
に
論
じ
る
。
宣
長
が
儒
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何
が
不
足
し
て
い
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
近
代
以
降
の
研
究
蓄
積
が
あ
る

儒
家
神
道
・
復
古
神
道
な
ど
学
派
神
道
の
テ
キ
ス
ト
中
心
の
神
道
思
想
史

（
思
想
史
学
分
野
）
と
、
近
年
進
展
著
し
い
近
世
的
身
分
編
成
・
本
所
論

な
ど
の
近
世
神
社
史
（
歴
史
学
分
野
）
研
究
と
の
間
を
「
つ
な
ぐ
」
研
究

が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
十
七
世
紀
の
儒
家
神
道
に
よ
る
神
道
復

興
の
主
張
と
、
十
九
世
紀
の
復
古
神
道
の
普
及
と
の
間
の
時
代
的
な
断
絶

を
「
つ
な
ぐ
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
特
に
形
成
期
で
あ
る
十

八
世
紀
前
半
期
の
実
態
把
握
が
重
要
で
あ
る
。

　

復
古
神
道
形
成
期
の
考
察
に
お
い
て
、
荷
田
春
満
と
そ
の
門
人
た
ち
の

学
問
と
活
動
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
ま
さ
に
神
道
思
想
と
神
社
・
神
職
の

活
動
を
「
つ
な
ぐ
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
春
満
の
学
説
形
成
は
、
元
禄

七
（
一
六
九
四
）
年
の
稲
荷
社
「
本
願
」
寺
院
の
愛
染
寺
と
社
家
の
間
の

訴
訟
に
お
い
て
、「
唯
一
神
道
」
化
を
目
指
す
社
家
の
主
張
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
こ
れ
に
際
し
、
春
満
は
荷
田
氏

独
自
の
稲
荷
由
緒
を
作
成
し
、
元
禄
十
三
年
に
江
戸
に
出
府
、
稲
荷
社
に

お
け
る
自
家
の
立
場
の
確
立
を
め
ざ
し
た
。
春
満
の
門
人
網
は
、
神
田
明

神
を
中
心
と
し
て
江
戸
で
形
成
さ
れ
た
既
存
の
神
職
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基

盤
と
し
て
、「
唯
一
神
道
」
の
神
社
、
も
し
く
は
そ
れ
を
指
向
す
る
神
職

に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
た
。
元
禄
当
時
、
神
道
を
め
ぐ
る
江
戸
の
状
況
は
、

垂
加
派
は
神
職
へ
浸
透
の
度
合
い
が
低
く
、
吉
川
神
道
で
は
、
惟
足
が
元

禄
七
年
に
没
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
非
吉
田
・
吉
川
、
非
垂
加
の
立
場

で
あ
る
春
満
の
学
問
の
異
質
性
は
顕
著
で
あ
る
。

　

復
古
神
道
の
成
立
す
る
場
・
担
い
手
に
注
目
す
る
と
、
神
田
明
神
（
東

京
都
千
代
田
区
神
田
神
社
）
の
芝
崎
好
高
、
浜
松
諏
訪
社
（
静
岡
県
浜
松

市
五
社
諏
訪
神
社
）
の
杉
浦
国
頭
、
子
易
明
神
社
（
神
奈
川
県
伊
勢
原
市

り
」
が
残
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
が
和
歌
で
あ
る
が
、
初
期
の
歌
論
で

は
、
和
歌
を
音
楽
の
一
種
と
し
て
論
じ
、「
人
情
に
通
じ
、
物
の
こ
こ
ろ

を
わ
き
ま
へ
、
恕
心
を
生
じ
、
心
ば
せ
を
や
は
ら
ぐ
る
に
、
歌
よ
り
よ
き

は
な
し
」（『
排
蘆
小
船
』）
と
、「
風
を
移
し
俗
を
易
ふ
る
は
楽
よ
り
善
き

は
莫
し
」（『
孝
経
』）
に
擬
え
た
か
の
よ
う
な
表
現
で
、
人
情
を
「
化
す

る
」
歌
の
機
能
を
強
調
し
て
い
た
。
ま
た
、
古
風
だ
け
で
な
く
後
世
風
の

歌
に
高
い
価
値
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
上
で
、
儒
教
の
礼
の
歴
史
的
変
遷

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
晩
年
の
宣
長
は
そ
の
痕
跡
を
払
拭
し
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
儒
教
の
礼
楽
論
を
意
識
し
て
日
本
の
「
わ
ざ
」・「
て
ぶ

り
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
組
み
立
て
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
り
、

さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。

近
世
中
期
復
古
神
道
の
形
成
と
国
学

松
本
　
久
史

　
「
復
古
神
道
」
は
神
道
史
理
解
の
た
め
に
大
正
期
頃
か
ら
使
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
近
代
的
な
用
語
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
と
す
る
範
囲
は
、
研

究
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
四
大
人
を
中
心
と
し
た
国
学
者
の
神

道
思
想
に
限
定
し
た
も
の
か
ら
、
神
社
・
神
職
だ
け
で
は
な
く
草
莽
の
民

衆
層
の
社
会
的
活
動
を
含
む
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

復
古
神
道
研
究
の
現
状
の
課
題
は
二
つ
の
点
で
、
発
表
者
が
か
つ
て
指

摘
し
た
近
世
国
学
研
究
の
問
題
点
と
重
な
り
合
う
（
松
本
久
史
『
荷
田
春

満
の
国
学
と
神
道
史
』
弘
文
堂
、
平
成
十
七
年
）。
ひ
と
つ
は
、
思
想
内

容
の
分
析
や
比
較
が
中
心
的
な
関
心
で
あ
る
こ
と
、
次
に
特
に
篤
胤
以
降

の
十
九
世
紀
に
時
代
が
偏
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
宗
教
史
上
の
復

古
神
道
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
解
明
す
べ
き
課
題
と
し
て
は
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で
、
一
九
一
八
年
よ
り
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
史
学
科
で
、
一
九
二

二
年
か
ら
は
國
學
院
大
學
で
神
祇
史
を
講
じ
、
内
務
省
を
退
い
た
一
九
三

八
以
降
は
東
京
帝
大
神
道
講
座
教
授
の
立
場
で
、
厳
格
な
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ

ン
神
道
研
究
者
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の

発
表
で
は
宮
地
の
東
大
教
授
時
代
の
著
述
を
中
心
に
、『
三
十
番
神
絵
像

説
』（
一
九
三
八
年
七
月
刊
行
）、「
住
吉
明
神
の
御
影
に
つ
い
て
」（『
国

華
』
六
〇
〇
号
、
一
九
四
〇
年
十
一
月
）
お
よ
び
國
學
院
大
学
伝
統
文
化

リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
神
道
美
術
序
言
」
か
ら
宮
地
の
神
道
美
術
観

を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
説
と
表
象
の
分
析
を
通
し
て
近
代
の
制
度
で

あ
る
「
神
祇
史
」「
神
道
史
」
の
フ
レ
ー
ム
形
成
を
補
完
す
る
絵
画
・
彫

刻
等
の
表
象
が
果
た
し
た
役
割
が
明
ら
か
と
な
り
、
再
帰
的
に
布
置
さ
れ

た
「
近
代
神
道
学
」
に
お
け
る
言
説
の
形
成
と
変
形
全
般
に
関
わ
る
シ
ス

テ
ム
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
一
連
の
表
象
へ
の
関
心
が
い
か
に
テ
ク
ス
ト

生
産
の
実
践
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
『
三
十
番
神

絵
像
説
』
で
宮
地
は
、
三
十
番
神
信
仰
の
淵
源
を
灌
頂
経
・
千
手
経
に
求

め
、
ま
た
中
国
五
代
の
三
十
仏
礼
拝
が
日
本
に
伝
播
し
て
天
神
地
祇
結
番

の
神
と
な
っ
た
経
緯
を
、
天
台
側
の
資
料
と
し
て
は
『
叡
岳
要
記
』、
ま

た
『
台
記
』
な
ど
の
公
卿
日
記
を
引
用
し
、
こ
れ
が
禁
闕
守
護
と
な
っ
た

経
緯
を
論
証
す
る
。
つ
い
で
鎌
倉
期
以
降
日
蓮
宗
内
で
の
三
十
番
神
信
仰

受
容
と
吉
田
兼
益
と
の
交
渉
の
結
果
、
兼
倶
の
神
代
再
臨
の
神
々
を
日
蓮

に
伝
授
し
た
と
い
う
唯
一
神
道
の
主
張
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

検
討
に
際
し
使
用
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
旧
蔵

資
料
の
中
で
『
番
神
問
答
記
』、『
法
華
神
道
秘
訣
』
と
し
て
確
認
さ
れ
て

お
り
、
旧
神
道
研
究
室
保
存
資
料
が
研
究
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
つ
い
で
「
百
王
の
守
護
」
と
さ
れ
た
三
十
番
神
そ
れ
ぞ

比
比
多
神
社
）
の
鵜
川
直
積
、
菊
間
八
幡
宮
（
千
葉
県
市
原
市
菊
間
八
幡

神
社
）
の
根
本
胤
満
な
ど
、
江
戸
出
府
直
後
の
元
禄
十
三
〜
正
徳
四
（
一

七
一
四
）
年
ご
ろ
に
入
門
し
た
神
職
た
ち
の
共
通
項
は
、
社
内
の
神
仏
分

離
を
実
現
、
も
し
く
は
指
向
し
、
神
葬
祭
や
霊
祭
を
実
施
し
て
い
る
。
ま

た
、
地
域
神
社
・
も
し
く
は
社
内
に
お
け
る
立
場
の
確
立
を
目
指
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
元
禄
七
年
当
時
の
稲
荷
社
に
お
け
る
荷
田
家
の
立
場
と
重

な
り
合
う
。
春
満
の
提
供
し
た
古
典
研
究
と
は
、
祭
神
・
由
緒
の
確
定
や

神
職
家
系
の
形
成
、
祓
・
祝
詞
・
神
拝
作
法
な
ど
祭
典
の
改
訂
に
関
わ

り
、
神
職
に
と
っ
て
は
頗
る
「
実
用
的
」
で
あ
り
、
現
場
神
職
の
「
ニ
ー

ズ
」
に
対
応
し
た
学
問
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
春
満
の
門
人
は
吉
田
家
を
執
奏
と
し
た
神
社
の
神
職
が
中
心

で
あ
る
事
実
が
示
す
も
の
は
何
か
。
彼
ら
に
は
反
吉
田
的
行
動
は
な
く
、

神
社
の
現
場
に
お
い
て
は
吉
田
神
道
と
復
古
神
道
は
補
完
的
関
係
性
に
あ

っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
学
問
（
復
古
神
道
）
と
職
分
（
吉
田
神
道
）

の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
、
神
葬
祭
の
実
施
に
お
い
て
も
、
復
古
神
道
受
容

者
と
吉
田
配
下
神
職
は
排
他
的
関
係
に
な
い
。
復
古
神
道
と
吉
田
神
道
は

同
時
並
行
的
に
幕
末
ま
で
拡
大
し
て
い
く
。
従
来
の
思
想
史
的
分
析
で
は

見
え
な
い
も
の
、
歴
史
学
的
方
法
で
は
見
え
な
い
も
の
を
、
復
古
神
道
の

史
的
展
開
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
今
後
、
展
望
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
神
祇
史
」
と
表
象 

│
│ 

宮
地
直
一
の
神
道
美
術
観 

│
│

石
倉
　
孝
祐

　

戦
前
期
に
お
け
る
神
道
研
究
に
お
い
て
、
実
証
史
学
の
立
場
か
ら
大
き

な
足
跡
を
残
し
た
研
究
者
に
宮
地
直
一
が
い
る
。
宮
地
は
内
務
省
神
社
局

考
証
課
長
と
し
て
神
社
行
政
の
実
務
に
携
わ
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
方
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や
神
宝
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
祭
祀
に
関
す
る
遺
品
、
由
緒
関
係
遺
品
・
奉

納
品
・
建
築
さ
ら
に
は
「
発
掘
品
」
を
指
摘
す
る
な
ど
、
こ
の
時
期
の
宮

地
直
一
が
神
祇
史
の
言
説
か
ら
よ
り
広
範
な
神
道
史
の
再
構
築
を
、
神
道

美
術
の
表
象
を
通
じ
て
希
求
し
て
い
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

金
子
白
夢
牧
師
の
女
性
観

菅
原
　
研
州

　

本
報
告
は
、
近
代
・
戦
前
に
か
け
て
、
主
と
し
て
神
戸
や
福
井
、
名
古

屋
な
ど
で
活
動
し
た
日
本
基
督
教
団
の
金
子
白
夢
牧
師
（
一
八
七
三
―
一

九
五
〇
）
の
女
性
観
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

既
に
一
部
の
婦
人
運
動
関
係
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
通
り
、

市
川
房
枝
（
一
八
九
三
―
一
九
八
一
）
は
名
古
屋
在
住
時
に
、
当
時
の
名

古
屋
で
結
成
さ
れ
て
い
た
文
化
人
グ
ル
ー
プ
に
出
入
り
し
て
お
り
、
そ
の

過
程
で
金
子
か
ら
受
洗
し
た
。

　

市
川
本
人
の
述
懐
で
は
、
強
い
信
仰
心
を
抱
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
教
会
に
少
し
で
も
献
金
す
べ
き
と
思
っ
て
と
も
か
く
も
受
洗
し
た
の

で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
市
川
は
文
化
人
グ
ル
ー
プ
の
名
称
に
つ
い
て

「
木
曜
会
」
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
会
を
主
催
し
て
い
た
長
野

浪
川
牧
師
、『
名
古
屋
新
聞
』
主
筆
・
取
締
役
を
務
め
、
戦
後
に
は
名
古

屋
市
長
と
し
て
伊
勢
湾
台
風
の
後
処
理
に
当
た
っ
た
小
林
橘
川
、
同
じ
く

『
名
古
屋
新
聞
』
主
筆
で
あ
っ
た
与
良
松
三
郎
な
ど
の
記
録
に
よ
っ
て
、

市
川
が
金
子
か
ら
受
洗
し
た
時
期
と
推
定
さ
れ
る
大
正
三
〜
五
年
頃
の
文

化
人
グ
ル
ー
プ
の
名
称
は
「
清
話
会
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
開
催
曜
日
に

因
む
名
称
は
「
水
曜
会
」
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
後
に
そ
の
会
は
政
治
色

れ
の
図
像
に
つ
い
て
個
別
解
説
を
施
し
、
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
各
神
像

の
像
容
、
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
な
ど
へ
の
言
及
は
詳
細
を
極
め
、
宮
地
自
身

の
神
道
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
へ
の
関
心
が
窺
え
る
。
次
に
論
文
「
住
吉
明
神

の
御
影
に
つ
い
て
」
で
あ
る
が
、
住
吉
神
影
に
つ
い
て
『
住
吉
大
社
神
代

記
』
を
引
用
し
「
等
し
く
人
間
の
形
象
を
以
て
し
た
古
人
の
純
な
る
信
仰

形
態
」
と
述
べ
、
住
吉
神
の
「
現
形
」
し
た
姿
を
論
じ
る
。
こ
れ
は
図
像

的
に
は
「
白
髪
の
老
翁
杖
を
た
づ
さ
は
」
る
姿
に
「
影
向
」
し
た
と
述
べ

て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
住
吉
神
の
形
象
の
図
像
的
固
定
化
の
過
程
に

お
い
て
、
宮
地
が
三
十
番
神
信
仰
の
関
与
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
当
該
論
文
中
、
三
十
番
神
に
言
及
す
る
箇
所
は
複
数
あ
り
、
こ
の
時

期
の
宮
地
の
問
題
関
心
が
偲
ば
れ
る
。
さ
ら
に
「
神
宣
と
神
容
と
相
俟
つ

て
全
き
を
な
し
、
こ
の
種
の
神
容
は
神
宣
を
発
せ
ん
た
め
に
人
間
界
に
近

づ
か
れ
つ
つ
あ
る
状
態
の
描
写
」
と
み
な
し
、
表
象
と
言
説
の
相
関
す
る

神
聖
顕
現
の
様
態
を
論
じ
る
。
最
後
に
「
神
道
美
術
序
言
」
に
お
け
る
宮

地
の
神
道
美
術
へ
の
関
心
で
あ
る
が
、
文
中
、「
蘇
山
君
」
の
業
績
に
触

れ
、「
神
像
神
器
図
集
」
ま
た
「
藝
苑
巡
礼
の
會
」
に
言
及
す
る
と
こ
ろ

か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
美
術
史
研
究
者
で
あ
り
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
も

知
ら
れ
た
堀
口
蘇
山
の
未
刊
の
著
作
へ
の
序
文
草
稿
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

量
さ
れ
、「
昨
昭
和
十
五
年
の
秋
、
大
倉
集
古
館
に
於
い
て
紀
元
二
千
六

百
年
を
奉
祝
す
べ
く
、
未
曽
有
と
も
称
す
べ
き
組
織
的
な
神
道
美
術
展
覧

会
が
開
催
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
執
筆
時
期
が
判
明
す
る
。
未
完

の
当
該
論
文
に
み
ら
れ
る
宮
地
の
問
題
関
心
は
、
仏
教
と
の
融
合
を
評
価

し
、
異
文
化
を
も
包
摂
す
る
態
度
に
神
道
の
独
自
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
と
と
も
に
神
道
美
術
の
範
疇
の
中
で
「
第
一
類　

内
部
遺
品　

御
神

霊
関
係
遺
品　

御
神
像
・
御
霊
代
」
と
し
て
特
筆
し
、
殿
内
装
飾
の
工
芸
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し
、
女
性
は
恋
愛
に
よ
る
結
婚
を
し
、
平
和
な
家
庭
を
築
く
こ
と
が
出
来

る
と
奨
励
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
特
に
市
川
が
主
張
し
た
「
良
妻
賢
母
主
義
」

に
つ
い
て
、
金
子
と
の
同
異
点
を
探
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
市
川
は
自

ら
が
受
け
た
教
育
や
、
家
庭
環
境
な
ど
か
ら
、
旧
来
の
「
良
妻
賢
母
主

義
」
を
批
判
し
た
が
、
金
子
は
む
し
ろ
、「
結
婚
」
や
「
良
妻
賢
母
」
と

い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
、
女
性
の
素
晴
ら
し
さ
を
讃
歎
す
る
も
の
の
、
根

底
に
横
た
わ
る
価
値
観
は
旧
弊
的
な
そ
れ
で
あ
り
、
明
ら
か
に
市
川
の
立

場
と
は
相
違
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

市
川
の
自
伝
か
ら
は
、
洗
礼
を
受
け
た
金
子
に
つ
い
て
、
余
り
詳
し
い

こ
と
を
記
さ
ず
に
、
冷
淡
な
関
係
で
あ
っ
た
印
象
も
受
け
た
の
だ
が
、
金

子
を
始
め
文
化
人
グ
ル
ー
プ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
と
、
女
性
観
に
つ
い

て
共
有
出
来
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

N
itobe Inazō ’s R

eligious V
iew

s and Involvem
ent in

W
om

en
’s Education

Stephanie M
idori K

O
M
A
SH

IN

　

新
渡
戸
稲
造
の
教
育
や
国
際
政
治
に
お
け
る
活
躍
に
つ
い
て
は
よ
く
研

究
さ
れ
て
い
る
が
、
英
語
圏
で
は
、
新
渡
戸
の
宗
教
観
に
つ
い
て
は
今
ま

で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
新
渡
戸
の
宗
教
観
が
、
新
渡
戸
の
様
々

な
女
性
層
と
の
関
わ
り
方
、
お
よ
び
新
渡
戸
の
女
子
教
育
へ
の
関
与
の
仕

方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
分
析
し
て
み
た
い
。

　

ま
だ
普
通
に
用
い
て
い
な
い
時
代
に
、
新
渡
戸
は
国
際
連
盟
の
仕
事

で
「Fem

inism

」
と
い
う
言
葉
を
書
い
て
い
た
（
全
集
第
十
五
巻
、
三

一
四
頁
、「W

hat the League of N
ations H

as D
one and Is D

o-

が
強
く
な
っ
た
た
め
、
大
正
八
年
頃
に
は
分
裂
し
て
、
教
育
改
革
や
社
会

活
動
を
議
論
す
る
「
市
民
大
学
」
が
組
織
さ
れ
た
。
金
子
や
長
野
が
参
加

し
た
の
は
そ
ち
ら
の
会
で
あ
り
、
し
か
も
、
市
川
が
指
摘
し
た
「
木
曜

会
」
と
は
、「
市
民
大
学
」
参
加
者
が
金
子
を
専
任
の
講
師
と
仰
い
で
組

織
さ
れ
た
も
の
で
、
大
正
九
年
か
ら
の
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
、

大
正
七
年
に
名
古
屋
を
離
れ
て
上
京
し
た
市
川
が
参
加
し
た
の
は
、「
清

話
会
（
水
曜
会
）」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
名
古
屋
在
住
時
の
市
川
は
、
キ
リ
ス
ト
教
界
の
総
合
雑
誌
で
あ

っ
た
『
六
合
雑
誌
』
に
、「
結
婚
問
題
」（
一
九
一
六
年
四
月
号
）、「
不
徹

底
な
る
良
妻
賢
母
主
義
」（
同
年
六
月
号
）
を
投
稿
し
た
。

　

一
方
、
金
子
に
は
『
女
性
の
愛
と
美
』（
東
洋
出
版
、
一
九
二
四
年
）

と
い
う
著
作
が
存
在
し
、
内
容
は
「
女
性
美
礼
讃
」「
恋
愛
美
礼
讃
」「
結

婚
美
礼
讃
」
の
三
章
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
〜
二
〇
〇
程
度
の
短
文

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
金
子
の
説
教
は
、
非
常
に
情
熱
的
に
語
る
も
の
と

い
う
評
価
も
あ
る
が
、
そ
の
心
情
が
文
章
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
内
容
で
あ

る
。
金
子
自
身
は
「
女
性
美
」「
恋
愛
美
」「
結
婚
美
」
を
、
以
下
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
。

　

ま
ず
、『
女
性
の
愛
と
美
』
に
お
い
て
、「
来
た
る
べ
き
新
文
明
を
生
み

出
す
力
は
、
女
性
礼
讃
の
懐
か
ら
の
み
生
ま
れ
来
る
」
と
の
基
本
的
立
場

を
挙
げ
、「
女
性
美
」
と
は
神
が
天
地
創
造
で
最
後
に
生
み
出
し
た
最
高

傑
作
で
あ
る
と
主
張
し
、
宗
教
的
に
は
人
格
的
価
値
の
最
高
美
を
表
し
う

る
霊
器
と
ま
で
礼
賛
し
た
。「
恋
愛
美
」
と
は
、
愛
と
は
神
で
あ
る
と
の

立
場
か
ら
、
愛
の
無
限
性
、
絶
対
性
、
永
遠
性
な
ど
を
礼
賛
し
、
我
々
人

間
の
幸
福
を
保
障
す
る
も
の
と
し
た
。「
結
婚
美
」
に
つ
い
て
は
、
神
が

定
め
た
使
命
を
人
間
が
実
行
す
る
た
め
の
最
高
の
方
法
が
結
婚
で
あ
る
と
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庭
の
徳
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
彼
は
、
女
性
が
愛
に
優
れ

て
い
る
と
称
賛
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
献
身
や
自
己
犠
牲
を
自
ら
示

し
た
模
様
に
基
づ
い
て
、
女
性
の
自
己
犠
牲
を
讃
え
た
。
現
代
に
お
け
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
本
質
論
者
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

優
れ
た
女
子
教
育
と
は
、
刺
繍
、
裁
縫
、
編
物
、
英
語
、
音
楽
や
家
事

な
ど
の
科
目
を
含
め
、
看
護
婦
、
病
院
の
付
添
婦
、
慈
善
団
体
・
矯
正
団

体
の
主
事
な
ど
に
な
る
よ
う
に
生
徒
の
個
人
的
な
見
識
と
道
徳
的
美
徳
を

完
璧
に
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
彼
は
理
解
し
て
い
る
。「
新
し
き
女
」
に

は
、「
弱
点
を
矯
正
」
す
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
「
宗
教
の
力
」

と
「
宗
教
心
」
が
必
要
だ
と
述
べ
た
新
渡
戸
（
全
集
第
二
十
二
巻
、
一
九

二
頁
、「
新
婦
人
観
」）
は
、
女
子
教
育
観
に
基
づ
い
て
、
メ
ア
リ
ー
と
一

緒
に
貧
窮
し
た
恵
ま
れ
な
い
老
若
男
女
の
た
め
に
設
立
し
た
札
幌
遠
友
夜

学
校
、
ス
ミ
ス
女
学
校
、
北
鳴
学
校
、
普
連
土
学
園
、
東
京
女
子
大
学
な

ど
に
お
け
る
女
子
教
育
を
擁
護
す
る
活
動
を
行
な
っ
た
。

　

新
渡
戸
が
「
私
は
太
平
洋
の
橋
に
な
り
た
い
の
で
す
」
と
述
べ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
、
女
性
観
に
つ
い
て
も
、
彼
は
明
治
以

前
の
女
性
観
と
彼
の
時
代
の
「
新
婦
人
観
」（
同
右
）
の
懸
け
橋
に
な
っ

た
、
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
姉
妹
に
も
っ
と
も

必
要
な
の
は
、（
中
略
）
確
固
た
る
性
格
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
旧

来
の
美
徳
の
保
持
と
立
派
に
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
」
と
励
ま
し
た

（
全
集
第
二
十
巻
、
四
四
六
頁
、「
413 

人
の
子
と
神
の
娘
」）。
昔
か
ら
継

承
さ
れ
た
古
い
伝
統
の
全
て
を
捨
て
る
わ
け
で
な
く
、
流
行
中
で
あ
る
考

え
を
丸
ご
と
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
新
渡
戸
は
、
ク
エ
ー
カ
ー

派
の
思
想
に
基
づ
い
た
新
旧
が
入
り
交
じ
る
独
特
な
女
性
観
を
示
し
て
い

る
。

ing

」）。
そ
し
て
、「
女
性
の
地
位
の
向
上
は
今
や
日
本
で
最
大
の
社
会
問

題
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
全
集
第
二
十
二
巻
、
五
〇
頁
、「
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
」）。
日
本
に
は
影
響
力
を
も
つ
十
一
人
の
女
性
天
皇
が
存
在

し
、
奈
良
時
代
に
は
女
性
が
社
会
的
に
自
由
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
が
残

さ
れ
て
お
り
、
新
渡
戸
は
そ
の
よ
う
な
時
代
を
復
活
で
き
る
と
論
じ
た
。

そ
れ
に
加
え
、
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
宗
教
的
援
助
と
し
て
、
ク
エ

ー
カ
ー
（
友
会
徒
）
に
「
女
学
校
」
を
設
立
す
る
た
め
の
協
力
を
頼
ん
だ

時
、「
今
、
わ
が
国
で
、
そ
れ
以
上
に
あ
な
た
方
の
注
意
と
ご
努
力
を
必

要
と
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
活
動
分
野
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
」

と
強
調
し
て
い
る
（
同
右
）。

　

札
幌
農
学
校
で
生
ま
れ
た
新
し
い
教
派
の
札
幌
バ
ン
ド
の
教
授
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ペ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
ク
エ
ー
カ
ー
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
に
ち

な
ん
だ
名
前
で
あ
る
た
め
、
札
幌
バ
ン
ド
に
ク
エ
ー
カ
ー
的
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
当
然
だ
ろ
う
。
英
国
非
国
教
徒
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
ク
エ
ー
カ
ー
の
ス
タ
イ
ル
を
札
幌
バ

ン
ド
に
紹
介
し
た
よ
う
に
も
思
う
。
当
時
、
札
幌
バ
ン
ド
の
一
員
だ
っ
た

新
渡
戸
は
、
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
の
『
衣
装
哲
学
』
の
お
か
げ
で
非
国

教
徒
の
ク
エ
ー
カ
ー
派
の
創
始
者
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
こ
と
を

初
め
て
知
っ
た
。
後
に
、
彼
は
留
学
中
に
ク
エ
ー
カ
ー
に
な
っ
た
。
最
初

か
ら
女
性
の
ク
エ
ー
カ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
は
多
く
、
男
女
平
等
の
た
め
に
ク

エ
ー
カ
ー
は
動
力
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
留
学
時
代
に
ク
エ
ー
カ
ー
の
女

性
の
活
動
に
協
力
し
た
た
め
、
新
渡
戸
は
、
宗
教
と
女
性
の
地
位
の
向
上

に
は
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
。

　

新
渡
戸
の
女
性
観
は
人
間
性
を
三
段
階
（
外
界
物
質
界
、
思
考
の
世

界
、
霊
的
平
面
）
で
捉
え
る
視
点
に
根
ざ
し
て
い
る
。
女
性
は
特
別
な
家



255　　

第６部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）
H
erald

紙
の
出
版
者
Ｌ
・
ク
ロ
プ
シ
ュ
の
出
資
に
よ
り
創
刊
し
た
自
己

啓
発
雑
誌
で
あ
る
。
男
女
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
る
い
は
男
女
に
共
通
す
る
記
事

内
容
で
、
各
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
人
物
の
成
功
譚
の
ほ
か
、
人
生
に
お

け
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
や
、
教
訓
を
説
く
物
語
や
詩
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

　
「
成
功
」
の
語
り
手
と
し
て
同
誌
が
宣
伝
も
兼
ね
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

る
人
物
に
は
、
男
性
執
筆
陣
は
聖
職
者
が
最
も
多
く
、
次
い
で
著
述
家
、

政
治
家
、
裁
判
官
と
い
っ
た
人
物
（
計
十
四
名
）
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
し
て

女
性
執
筆
陣
は
禁
酒
運
動
指
導
者
、
著
述
家
と
い
っ
た
人
物
（
計
四
名
）

が
名
を
連
ね
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

社
会
の
中
心
的
地
位
に
あ
る
人
物
が
「
成
功
」
を
語
る
あ
る
種
の
権
威
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

刊
行
当
初
の
記
事
か
ら
は
、
同
誌
が
女
性
の
社
会
的
な
「
成
功
」
の
促

進
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

女
性
の
「
成
功
」
に
関
す
る
記
述
に
は
、
家
庭
に
お
け
る
女
性
に
関
す
る

も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
自
律
的
な
女
性
、
自
己
実
現
を
し
た
女
性
、
先

駆
者
と
し
て
の
女
性
、
苦
難
に
打
ち
勝
つ
女
性
と
い
う
よ
う
な
女
性
像
が

主
に
成
功
者
の
モ
デ
ル
と
し
て
示
さ
れ
、
ま
た
、
そ
う
し
た
女
性
を
主
題

に
し
た
記
事
が
毎
月
一
定
数
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ー
デ
ン
は

同
誌
及
び
自
著
で
、
宗
教
的
信
念
に
基
づ
く
「
成
功
」
を
頻
繁
に
説
い
て

い
る
。
編
集
長
で
あ
る
マ
ー
デ
ン
の
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
語
り
は
、
同

誌
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
成
功
譚
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。

　

報
告
者
が
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
〇
二
年
以
降
か
ら
女
性
向
け
の
記

事
と
し
て
「
家
庭
」
や
「
妻
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
内
容
の
も
の
が
掲
載
さ

一
九
世
紀
末
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
に
お
け
る
女
性

飯
田
　
陽
子

　

本
研
究
で
は
、
一
九
世
紀
末
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
（N

ew
 

T
hought

）
に
お
け
る
女
性
に
焦
点
を
当
て
、
女
性
の
自
己
啓
発
・
自

己
実
現
の
あ
り
方
な
ど
、
女
性
の
生
き
方
の
周
り
に
あ
る
考
え
方
の
言
説

の
分
析
を
通
じ
て
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
社
会
の
マ
ー

ジ
ナ
ル
な
領
域
に
お
け
る
女
性
の
宗
教
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
よ

り
具
体
的
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
ニ
ュ
ー

ソ
ー
ト
に
お
け
る
癒
し
の
系
譜
が
女
性
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
自
己
啓

発
の
流
れ
は
よ
り
男
性
的
な
展
開
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
の
よ
り

具
体
的
な
検
討
を
行
う
。

　

ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
流
れ
を
汲
み
、
ま

た
今
日
の
成
功
哲
学
・
自
己
啓
発
の
一
源
流
と
も
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
史
研
究
に
お
い
て
は
、
経
済
的
な
成
功
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
唱
え
る
低
俗

な
宗
教
で
あ
る
と
の
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
末
以

降
、
女
性
史
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を
女
性
の
エ

ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
促
し
た
運
動
と
し
て
位
置
づ
け
、
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
を

含
む
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
領
域
の
女
性
の
宗
教
性
に
関
す
る
研
究
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
国
内
の
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
サ

イ
エ
ン
ス
お
よ
び
教
祖
Ｍ
・
Ｂ
・
エ
デ
ィ
を
論
じ
た
研
究
が
井
門
富
二

夫
、
生
駒
孝
彰
、
葛
西
賢
太
等
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ニ
ュ
ー

ソ
ー
ト
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
報
告
で
は
分
析
の
対
象
と
し
てSuccess

誌
（
一
八
九
七
年
創
刊
）

の
初
期
の
刊
行
物
に
お
け
る
女
性
の
「
成
功
」
に
関
す
る
記
述
に
注
目
し

た
。
同
誌
は
自
己
啓
発
の
著
述
家
Ｏ
・
Ｓ
・
マ
ー
デ
ン
がChristian 
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）」
と
通
称
さ
れ
る
法
案
の
審
議
が
進
め
ら
れ
、
う
ち
い
く
つ

か
は
成
立
に
至
っ
た
。
各
州
で
差
異
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
人
工
妊
娠

中
絶
可
能
期
間
を
胎
児
の
心
拍
が
確
認
で
き
る
以
前
に
限
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
一
般
に
妊
娠
第
五
週
か
ら
第
六
週
ご
ろ
だ
が
、
こ
の
時
期

に
は
自
分
の
妊
娠
に
気
付
か
な
い
女
性
も
多
い
。
心
拍
法
は
人
工
妊
娠
中

絶
の
選
択
を
と
る
こ
と
を
困
難
に
し
、
実
質
的
な
禁
止
に
近
い
効
果
を
持

つ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

本
発
表
で
は
ま
ず
、
心
拍
法
案
成
立
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
ト
ラ
ン
プ

政
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て
情
報
を
整
理
し
た
。
選
挙
期
間
中
以
来
、
ト
ラ

ン
プ
は
宗
教
右
派
―
特
に
白
人
の
福
音
派
―
を
支
持
層
と
し
て
重
視
し
、

彼
ら
が
望
む
変
化
を
後
押
し
す
る
と
の
姿
勢
を
明
白
に
し
て
き
た
。
前
任

者
の
死
去
・
退
職
に
伴
い
、
ト
ラ
ン
プ
は
既
に
二
名
の
連
邦
最
高
裁
判
所

判
事
を
指
名
し
、
最
高
裁
の
顔
触
れ
は
保
守
優
位
に
傾
い
て
い
る
。
ト
ラ

ン
プ
が
二
〇
二
〇
年
以
降
も
大
統
領
を
務
め
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る

中
、
プ
ロ
ラ
イ
フ
派
は
今
こ
そ
ロ
ウ
判
決
を
覆
す
好
機
と
勢
い
づ
い
て
い

る
。

　

本
発
表
は
次
に
、
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
「
心
拍
」
と
い
う
言
葉
に

考
察
を
加
え
た
。
近
年
、
人
間
の
感
情
に
着
目
し
た
研
究
が
人
文
社
会
系

の
様
々
な
分
野
で
進
ん
で
い
る
が
、
福
音
派
の
文
化
の
中
で
は
感
情
―
と

く
に
感
傷
（sentim

entality

）
―
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
プ
ロ
ラ
イ
フ
派
は
胎
児
も
人
間
の
赤
ん
坊
に
他
な
ら
な
い
と
し
、

無
力
な
彼
ら
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
主
張
の
ポ
イ
ン
ト

を
置
い
て
お
り
、
感
傷
は
プ
ロ
ラ
イ
フ
派
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
ま
さ

に
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
脈
打
ち
始
め
た
鼓
動
を
人
為
的

に
止
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
法
制
化
し
よ
う
と
す
る
心
拍
法
は
、
直
観

れ
は
じ
め
、
一
九
〇
五
年
一
月
号
に
は“Successful H

om
e ”

と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
記
事
が
、
女
性
向
け
の
記
事
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
成
功
の
主
体
が
女
性
自
身
か
ら
、
家
庭
と
い
う
場
に
変
化
し
て

い
る
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
同
誌
に
お
け
る
女
性
の

「
成
功
」
言
説
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
い
か
に
し
て
起
こ

っ
た
の
か
、
と
い
う
点
や
、
も
と
も
と
は
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
と
い
う
ア
メ
リ

カ
社
会
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
領
域
で
形
成
さ
れ
た
考
え
が
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ム
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
「
成
功
」
を
語
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
上
で
、
そ
の
宗
教
性
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の

か
な
ど
に
つ
い
て
、
当
時
の
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
系
の
雑
誌
な
ど
を
通
じ
て
分

析
し
て
い
き
た
い
。

米
国
に
お
け
る
プ
ロ
ラ
イ
フ
派
の
動
向

│
│ 「
心
拍
法
案
」
に
関
す
る
新
展
開 

│
│

佐
藤
　
清
子

　

近
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
の
対
立
に
揺
れ
続
け
て

お
り
、
保
守
派
の
一
角
に
は
「
宗
教
右
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
存
在

す
る
。
彼
ら
は
信
仰
を
背
景
に
性
や
家
族
に
ま
つ
わ
る
道
徳
的
問
題
に
強

い
関
心
を
抱
き
、
人
工
妊
娠
中
絶
禁
止
を
訴
え
る
立
場
（
プ
ロ
ラ
イ
フ

派
）
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
プ
ロ
ラ
イ
フ
派
と
、
女
性
の
選
択
の
自
由
を

支
持
す
る
人
び
と
（
プ
ロ
チ
ョ
イ
ス
派
）
の
対
立
は
、
全
米
で
人
工
妊
娠

中
絶
が
合
法
化
さ
れ
た
一
九
七
三
年
（
ロ
ウ
判
決
）
以
降
も
継
続
し
て
い

る
が
、
二
〇
一
八
年
後
半
か
ら
、
こ
の
対
立
に
は
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ

る
。

　

二
〇
一
九
年
、
全
米
の
様
々
な
州
で
並
行
的
に
、「
心
拍
法
案
（heart-
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ク
ィ
ア
研
究
と
仏
教
思
想
の
関
連
性
に
つ
い
て

宇
治
　
和
貴

　

一
切
衆
生
の
平
等
な
救
済
を
説
く
仏
教
教
団
に
お
い
て
、「
平
等
」
が

ど
れ
ほ
ど
教
団
内
の
具
体
的
な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
筆
者
は
現
在
「
ク
ィ
ア
仏
教
学
の
構

築
」
に
取
り
く
ん
で
い
る
。
本
発
表
で
は
「
ク
ィ
ア
仏
教
学
の
構
築
」
に

む
け
た
、
一
試
論
と
し
て
「
ク
ィ
ア
研
究
と
仏
教
思
想
の
関
連
性
に
つ
い

て
」
検
討
し
た
。
目
的
は
、
な
ぜ
「
ク
ィ
ア
仏
教
学
」
が
必
要
な
の
か
、

と
い
う
点
と
、
具
体
的
な
仏
教
教
団
に
お
け
る
平
等
性
の
確
保
の
た
め

に
、「
ク
ィ
ア
仏
教
学
」
的
視
点
が
ど
の
よ
う
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
を
考
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
、「
ク
ィ
ア
仏
教

学
」
構
築
の
意
義
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

　

ク
ィ
ア
理
論
に
つ
い
て
森
山
至
貴
は
『LGBT

を
読
み
解
く
―
ク
ィ

ア
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
入
門
』
に
お
い
て
①
差
異
に
基
づ
く
連
帯
の
思
考
、
②

否
定
的
な
価
値
づ
け
の
積
極
的
な
引
き
受
け
に
よ
る
価
値
転
倒
、
③
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
両
義
性
や
流
動
性
に
対
す
る
着
目
、
の
三
つ
の
特
徴
を

も
つ
理
論
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
構
築
性
の
主

張
や
、
異
性
愛
規
範
に
関
す
る
疑
義
の
視
点
を
基
礎
と
し
た
理
論
だ
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
ク
ィ
ア
理
論
の
形
成
に
お
い
て
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー

の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
概
念
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー

研
究
に
援
用
し
、
不
変
の
生
物
学
的
「
性
別
」
と
い
う
発
想
へ
の
批
判
原

理
を
生
み
だ
し
た
。
こ
の
視
点
の
根
底
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
相
互
依

存
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
原
則
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
相
互
依
存
の
関
係
性
を
仏
教
で
は
、
縁
起
と
し
て
表
現
し
て
き
た
。
鍋

島
直
樹
は
「
仏
教
の
人
間
観
―
親
鸞
思
想
を
基
盤
と
し
て
―
」
の
な
か

的
分
か
り
や
す
さ
ゆ
え
に
よ
り
一
層
、
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
が
で
き

る
。
分
か
り
や
す
さ
を
評
価
す
る
態
度
は
、
英
訳
さ
れ
た
聖
書
を
文
字
通

り
読
め
ば
、
そ
の
意
味
は
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
、
福
音
派
に
特

徴
的
な
直
解
主
義
的
聖
書
理
解
に
も
通
じ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
ま
た
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
米
国
で
公
開
さ
れ
た
プ
ロ

ラ
イ
フ
派
の
映
画
『U

nplanned

』
の
紹
介
も
行
っ
た
。
人
工
妊
娠
中

絶
手
術
を
含
む
生
殖
医
療
を
提
供
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
、Planned Par-

enthood

で
働
い
て
い
た
主
人
公
が
プ
ロ
ラ
イ
フ
派
に
転
じ
る
ま
で
を

描
い
た
、
実
話
に
基
づ
く
こ
の
映
画
で
は
、
本
物
ら
し
く
見
え
る
（
が
、

実
際
に
は
科
学
的
誤
り
が
指
摘
さ
れ
る
）
胎
児
の
様
子
が
生
々
し
く
描
写

さ
れ
る
。
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
視
覚
表
現
で
人
工
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
拒

否
感
を
煽
る
こ
の
映
画
は
、
感
情
を
動
か
す
こ
と
で
人
を
動
か
そ
う
と
す

る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
作
品
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

赤
ん
坊
の
命
を
救
う
と
い
う
大
義
は
、
殺
人
を
罪
と
し
て
忌
む
宗
教
的

な
人
々
の
強
い
感
情
的
反
応
を
引
き
お
こ
す
。
心
拍
が
確
認
で
き
る
か
ど

う
か
で
人
工
妊
娠
中
絶
の
可
否
を
決
め
る
と
い
う
心
拍
法
の
基
準
は
、
す

べ
て
の
人
工
妊
娠
中
絶
に
反
対
す
る
と
い
う
、
多
く
の
プ
ロ
ラ
イ
フ
派
の

人
々
の
主
張
か
ら
は
実
は
後
退
し
て
い
る
。
ま
た
、
胎
外
で
の
生
存
可
能

性
に
依
拠
し
た
ロ
ウ
判
決
の
基
準
と
も
も
ち
ろ
ん
異
な
っ
て
い
る
。
だ

が
、
こ
の
基
準
は
人
々
の
素
朴
な
感
傷
に
訴
え
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
ら
を
動
か
し
、
ひ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
を
動
か
す
力
を
持
ち
得
る

の
で
あ
る
。
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が
不
可
欠
だ
と
指
摘
す
る
。

　

つ
ま
り
、
仏
教
学
か
ら
ク
ィ
ア
理
論
に
応
答
す
る
場
合
、
現
実
の
仏
教

教
団
の
な
か
に
あ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
差
別
を
発
見
し
、
そ

の
原
因
が
何
か
を
探
り
、
仏
教
学
研
究
に
お
い
て
探
求
す
べ
き
課
題
と
し

て
位
置
づ
け
る
実
践
的
な
研
究
と
し
て
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
ク
ィ
ア
理
論
は
実
践
的
課
題
と
不
可
分
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
「
ク
ィ
ア
仏
教
学
」
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
に
お
け

る
不
平
等
や
差
別
の
問
題
を
放
置
せ
ず
、
平
等
の
実
現
を
願
い
、
不
平
等

を
根
底
か
ら
批
判
す
る
よ
う
な
主
体
的
な
実
践
を
生
み
だ
す
仏
教
学
研
究

の
開
拓
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

富
士
信
仰
と
し
て
の
丸
山
教
会

大
谷
　
正
幸

　

伊
藤
六
郎
兵
衛
（
一
八
二
九
―
一
八
九
四
）
は
、
明
治
期
に
そ
の
ユ
ニ

ー
ク
な
信
仰
人
生
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
宗
教
家
で
あ
る
。
武
州
橘
樹
郡
登

戸
村
（
現
・
神
奈
川
県
川
崎
市
）
に
生
ま
れ
た
彼
は
、
妻
の
病
気
を
発
端

と
し
て
信
仰
生
活
に
入
り
、
地
元
の
富
士
講
に
参
加
し
て
い
る
う
ち
に
修

行
者
と
し
て
頭
角
を
表
し
て
い
っ
た
。

　

彼
が
加
入
し
た
富
士
講
は
「
丸
山
講
」
と
い
い
、
先
達
は
別
に
い
た
が

そ
の
内
に
伊
藤
が
講
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
生
き
神

様
と
よ
ば
れ
、
熱
狂
的
な
崇
拝
と
多
額
の
献
金
を
集
め
る
彼
に
官
憲
が
マ

ー
ク
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
丸
山
講
は
、
富
士
講
を
糾
合
し
て
国
家
の
教

化
に
供
し
よ
う
と
し
て
い
た
宍
野
半
が
率
い
る
富
士
一
山
教
会
（
後
に
特

立
し
て
神
道
枎
桑
教
）
と
合
同
す
る
こ
と
で
難
を
逃
れ
た
。
彼
ら
は
「
枎

桑
教
会
丸
山
講
社
」
と
し
て
、
豊
富
な
マ
ン
パ
ワ
ー
と
資
金
力
を
背
景
に

で
、
こ
の
縁
起
の
相
互
依
存
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
視
点
に
加

え
、
各
自
が
己
の
偏
見
に
も
と
づ
い
て
相
互
依
存
し
て
い
る
が
ゆ
え
に

様
々
な
差
別
が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ク
ィ
ア
仏
教
学
の
構
築
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
視
点
を
提
供
し
て
く
れ

る
も
の
が
、
ク
ィ
ア
神
学
に
お
け
る
営
み
で
あ
る
。
朝
香
知
己
は
「
ク
ィ

ア
神
学
の
可
能
性
」
に
お
い
て
ク
ィ
ア
理
論
に
対
す
る
神
学
的
応
答
と
し

て
ク
ィ
ア
神
学
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
る
と
、
ク
ィ
ア
理
論
に
対
す
る

仏
教
学
的
応
答
を
ク
ィ
ア
仏
教
学
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

朝
香
は
、
ク
ィ
ア
神
学
は
ク
ィ
ア
と
さ
れ
た
人
々
の
経
験
に
立
脚
す
る
こ

と
で
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
を
ク
ィ
ア
と
位
置
付
け

る
異
性
愛
規
範
を
疑
問
視
す
る
神
学
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ

れ
ま
で
の
神
学
の
内
部
に
ク
ィ
ア
性
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、
固
定
的
で
単

一
の
規
制
を
強
制
す
る
も
の
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
ク
ィ
ア
化
す
る
こ

と
を
意
図
す
る
も
の
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
学
か
ら
ク
ィ

ア
理
論
に
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
化
さ
れ
が
ち
な
神
学
そ
の
も

の
を
相
対
化
し
、
教
説
や
教
義
は
真
理
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
人
間
の
営

み
の
産
物
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
教
説
や
教
義
も
歴
史
状
況

に
お
け
る
価
値
観
の
制
約
を
受
け
て
人
為
的
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と

理
解
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
解
釈
に
よ
っ
て
差
別
的
表
現
の
克
服
が
可
能

と
な
る
学
問
と
し
て
ク
ィ
ア
神
学
を
位
置
付
け
て
い
る
の
だ
。

　

日
本
に
お
け
る
ク
ィ
ア
理
論
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
で
あ
る
風
間
孝
は

「
ク
ィ
ア
は
ど
こ
か
ら
き
た
か
」
に
お
い
て
、
ク
ィ
ア
理
論
は
実
践
的
な

被
差
別
の
経
験
か
ら
出
発
し
、
具
体
的
状
況
の
な
か
で
「
自
分
た
ち
が
解

放
さ
れ
て
い
く
た
め
の
理
論
」
と
し
て
成
立
し
て
き
た
の
で
、
い
く
ら
議

論
が
進
展
し
て
も
、
そ
こ
に
は
具
体
的
実
践
を
射
程
に
入
れ
た
問
題
意
識
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登
戸
周
辺
で
は
有
力
な
寄
生
地
主
だ
っ
た
。
向
ケ
丘
遊
園
の
土
地
買
収
に

協
力
し
た
り
、
地
元
で
事
業
を
広
く
手
掛
け
た
実
業
家
と
し
て
の
側
面
が

あ
っ
た
よ
う
だ
。
教
団
本
拠
地
と
地
元
経
済
の
現
代
的
な
関
係
は
、
明
治

期
の
ト
ラ
ブ
ル
メ
イ
カ
ー
で
あ
っ
た
教
団
の
在
り
よ
う
と
対
照
的
で
あ

り
、
今
後
の
課
題
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

　
「
丸
山
教
会
」
の
時
代
に
は
、
ま
だ
角
行
系
の
富
士
講
の
信
仰
習
俗
が

見
ら
れ
た
。
関
東
地
方
、
特
に
神
奈
川
県
地
方
で
は
、
登
山
講
と
し
て
の

無
尽
が
行
わ
れ
た
り
、
富
士
講
の
も
の
と
変
わ
ら
な
い
石
碑
や
富
士
塚
も

建
立
さ
れ
た
。
私
は
、
こ
う
し
た
習
俗
に
対
し
て
、
従
来
の
角
行
系
の
富

士
講
を
研
究
す
る
際
に
行
わ
れ
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
外
に
通
用
す
る

か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
彼
ら
を
富
士
信
仰
の

一
派
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
彼
ら
を
研
究
し
説
明
す
る
上
で
有
効
で

あ
ろ
う
。

明
治
二
〇
年
代
の
宗
教
保
守
運
動

│
│ 

井
上
哲
次
郎
・
鳥
尾
得
庵
・
内
藤
耻
叟 

│
│

栗
田
　
英
彦

　

明
治
二
〇
年
代
の
国
家
と
宗
教
を
め
ぐ
る
重
要
な
出
来
事
と
し
て
、
内

村
鑑
三
不
敬
事
件
（
明
治
二
五
年
）
と
そ
れ
に
続
く
「
教
育
と
宗
教
の
衝

突
」
論
争
が
あ
る
。
こ
の
論
争
で
キ
リ
ス
ト
教
を
非
国
家
主
義
で
あ
る
と

批
判
し
た
の
が
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
―
一
九

四
四
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
仏
教
者
の
多
く
は
「
宗
派
的
感
情
」
に
駆

ら
れ
、
井
上
の
主
張
に
追
従
す
る
の
み
だ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
（
例
え
ば

姉
崎
正
治
「
宗
教
」『
太
陽
』
四
巻
九
号
、
一
八
九
八
年
な
ど
）。
し
か

し
、
こ
の
背
景
に
は
、
以
前
か
ら
続
く
宗
教
保
守
運
動
の
流
れ
が
あ
り
、

枎
桑
教
会
内
部
で
も
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
が
管
長
職
の
奪
取
に
失
敗

し
、
宍
野
の
死
後
に
合
同
を
解
消
し
て
神
道
本
局
に
転
属
し
た
。
以
後
彼

ら
は
「
神
道
丸
山
教
会
」
と
し
て
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
に
「
丸

山
教
」
と
な
る
ま
で
存
続
し
た
。

　

丸
山
教
会
の
時
代
は
、
丸
山
講
の
時
期
か
ら
現
代
を
通
じ
て
勢
力
の
最

盛
期
で
あ
り
、
約
一
三
八
万
人
の
信
徒
が
い
た
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
し

か
し
「
み
組
騒
動
」
の
名
で
代
表
さ
れ
る
、
特
に
中
部
地
方
で
の
熱
狂
的

な
活
動
と
そ
れ
に
伴
う
ト
ラ
ブ
ル
は
世
論
の
反
発
を
招
き
、
ま
た
具
体
性

も
実
現
性
も
乏
し
い
理
想
世
界
を
標
榜
す
る
う
ち
に
自
壊
・
衰
退
し
た
。

彼
ら
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
多
く
が
こ
の
時
代
を
取
り
上
げ
て
い
る

が
、「
丸
山
講
」・「
枎
桑
教
会
丸
山
講
社
」・「
神
道
丸
山
教
会
」・「
丸
山

教
」
と
変
遷
し
て
い
く
中
で
、
し
ば
し
ば
「
丸
山
教
」
と
し
て
一
括
り
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
私
は
強
い
違
和
感
を
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
富

士
信
仰
の
歴
史
と
し
て
彼
ら
を
組
み
込
も
う
と
す
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
民

衆
思
想
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
以
て
す
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
く
、
そ
の

点
か
ら
も
富
士
信
仰
の
視
点
か
ら
見
た
「
彼
ら
」
の
説
明
を
改
め
て
用
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
丸
山
教
会
」
と
後
身
の
「
丸
山
教
」
は
あ
き
ら
か
に
指
向
が
異
な
っ

て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
い
ま
だ
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

に
見
え
る
。「
丸
山
教
」
は
、
富
士
信
仰
か
ら
出
発
し
た
そ
の
経
緯
に
も

か
か
わ
ら
ず
富
士
信
仰
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
丸
山
教
初
代
管

長
（
六
郎
兵
衛
か
ら
数
え
て
三
世
教
主
と
称
さ
れ
る
）
の
伊
藤
葦
天
（
一

八
八
三
―
一
九
七
四
）
は
、「
和
合
・
た
ん
せ
い
」（
不
争
と
勤
勉
）
を
標

語
に
、
明
治
中
期
か
ら
衰
勢
に
向
か
う
教
団
を
立
て
直
し
た
。
葦
天
は
文

壇
や
知
識
人
に
顔
の
広
い
俳
人
・
郷
土
史
家
と
し
て
知
ら
れ
る
一
方
で
、
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び
論
考
を
寄
せ
、「
国
体
」
を
本
と
し
た
教
育
を
主
張
し
て
い
た
。

　

一
方
、
も
と
も
と
『
倫
理
新
説
』（
明
治
一
六
年
）
な
ど
で
普
遍
的
な

個
人
倫
理
の
根
拠
を
探
求
し
て
い
た
井
上
だ
っ
た
が
、
帰
国
直
後
は
「
宗

教
の
統
一
」
お
よ
び
「
国
教
」
を
定
め
る
必
要
を
説
く
よ
う
に
な
る
。
明

治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
、
教
育
勅
語
の
「
官
定
解
釈
」
と
さ
れ
る
『
勅

語
衍
義
』
を
刊
行
す
る
が
、
こ
こ
に
は
、
井
上
の
普
遍
的
・
個
人
的
倫
理

の
志
向
と
「
国
教
」
の
問
題
意
識
の
両
方
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
そ
の
序
文
に
「
故
ナ
ク
主
君
を
侮
漫
シ
、
若
ク
ハ
傷
害
セ
バ
、
上
下

ノ
秩
序
ヲ
乱
ル
ノ
端
緒
ニ
シ
テ
誰
レ
カ
之
レ
ヲ
怖
レ
ザ
ラ
ン
ヤ
」
と
あ
る

の
を
見
て
、
内
藤
（
も
し
く
は
そ
の
関
係
者
）
が
「
故
」
あ
れ
ば
主
君
を

傷
害
し
て
も
よ
い
の
か
と
糾
弾
を
仕
掛
け
る
。
宗
教
保
守
運
動
の
陣
営
か

ら
は
「
国
体
」
の
外
部
に
別
の
倫
理
を
置
い
て
い
る
と
見
え
た
の
だ
ろ

う
。
井
上
は
そ
の
批
判
を
受
け
て
序
文
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
は
、
そ
う
し
た
宗
教
保
守
運
動
か
ら
の
突

き
上
げ
が
あ
っ
た
後
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
鳥
尾
ら
の
運
動
は
、
明
治
二
〇
年
代
の
国
家
と
宗
教
を

め
ぐ
る
動
向
に
お
い
て
、「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
以
前
か
ら
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
は
単
に
「
宗
派
的
感
情
」
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
鳥
尾
が
万
国
東
洋
学
会
や
シ
ュ
タ
イ
ン
を
通
じ
て
学
ん
で
い

た
よ
う
に
、
西
洋
哲
学
・
東
洋
学
・
国
法
学
の
影
響
を
消
化
し
、
そ
の
上

で
保
守
す
べ
き
原
理
と
し
て
神
儒
仏
を
超
宗
派
的
に
合
同
し
て
「
国
教
」

と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
近
代
的
な
「
宗
教
」
運

動
で
あ
っ
た
。
個
人
倫
理
か
ら
「
国
教
」
に
飛
躍
し
た
井
上
に
は
そ
う
し

た
原
理
的
な
突
き
詰
め
が
曖
昧
で
あ
り
、
内
藤
は
そ
の
点
を
突
く
こ
と
で

教
育
勅
語
の
原
理
性
（
天
皇
へ
の
忠
義
）
を
際
立
た
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
ド
イ
ツ
国
法
学
な
ど
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
潮
も
絡
ん
で
い

た
。
本
発
表
で
は
、
近
代
的
な
宗
教
運
動
の
一
つ
と
し
て
宗
教
保
守
運
動

を
捉
え
、
そ
の
上
で
そ
の
流
れ
に
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
を
め
ぐ
る
井

上
の
言
説
を
位
置
づ
け
る
。

　

な
お
こ
こ
で
「
宗
教
保
守
運
動
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
明
治
一
七

（
一
八
八
四
）
年
頃
か
ら
活
発
化
し
、
政
府
の
欧
化
政
策
や
キ
リ
ス
ト
教

公
許
構
想
を
批
判
し
た
仏
教
系
、
神
道
系
、
儒
学
者
の
運
動
を
指
し
て
い

る
。
仏
教
系
で
は
在
家
仏
教
者
の
陸
軍
中
将
鳥
尾
得
庵
（
一
八
四
七
―
一

九
〇
五
）
を
首
魁
と
し
た
明
道
協
会
が
著
名
で
あ
り
、
本
発
表
で
は
鳥
尾

得
庵
と
そ
の
周
辺
の
動
き
に
焦
点
を
当
て
る
。

　

明
道
協
会
の
運
動
に
手
を
焼
い
た
伊
藤
博
文
や
井
上
馨
ら
政
府
首
脳

は
、
明
治
一
九
年
、
鳥
尾
に
欧
州
巡
回
を
命
じ
た
。
鳥
尾
は
そ
の
道
行
き

で
留
学
中
で
あ
っ
た
井
上
と
合
流
し
、
と
も
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た

万
国
東
洋
学
会
に
出
席
、
さ
ら
に
国
教
の
必
要
を
説
く
国
法
学
者
シ
ュ
タ

イ
ン
を
訪
ね
て
い
る
。
両
者
は
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
、
西
洋
哲
学
は
法
律
的

思
想
を
持
つ
が
東
洋
哲
学
は
持
た
な
い
と
言
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
反
論

し
た
と
い
う
。「
哲
学
」
と
「
国
教
」
の
必
要
を
痛
感
し
た
鳥
尾
は
、
帰

国
後
、
宗
教
軋
轢
を
批
判
し
、
諸
宗
教
の
宗
派
性
を
超
え
る
べ
く
明
治
二

〇
年
に
東
洋
哲
学
会
を
組
織
す
る
。
翌
年
に
は
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
形
で
保

守
党
中
正
派
を
結
成
し
、
ま
た
神
道
家
の
川
合
清
丸
（
一
八
四
八
―
一
九

一
七
）
と
と
も
に
、
神
道
・
儒
道
・
仏
道
を
三
道
合
わ
せ
て
「
国
教
」
と

す
る
こ
と
を
目
指
す
日
本
国
教
大
道
社
も
始
め
て
い
る
。
東
洋
哲
学
会
・

保
守
党
中
正
派
・
大
道
社
に
は
、
水
戸
学
の
史
家
で
当
時
東
京
帝
国
大
学

教
授
で
あ
っ
た
内
藤
耻
叟
（
一
八
二
七
―
一
九
〇
三
）
も
参
加
し
、
そ
の

機
関
誌
（『
東
洋
哲
学
会
叢
書
』『
保
守
新
論
』『
大
道
叢
誌
』）
に
た
び
た
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あ
る
と
思
ひ
ま
す
」（
同
号
七
頁
）、「
大
体
筧
博
士
の
説
を
参
考
に
し
て

申
し
上
げ
て
み
ま
す
」（
同
）
と
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
『
風
俗
習
慣
と
随

神
の
実
修
』（
清
水
書
店
、
大
正
七
年
）
を
参
照
し
た
講
義
と
推
測
す
る
。

　

大
正
十
五
年
頃
発
行
と
推
定
さ
れ
る
「
随
神
大
孝
道
田
口
興
徳
会
」
名

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
記
載
の
同
会
の
会
則
「
第
五
条
」
中
に
は
、「「
皇
国
運

動
（
ヤ
マ
ト
バ
タ
ラ
キ
）」
等
ヲ
実
習
シ
テ
心
身
ノ
鍛
錬
ニ
努
力
ス
」
と

あ
り
、
筧
克
彦
提
唱
の
「
皇
国
運
動
（
日
本
体
操
）」
を
実
施
し
て
い
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
皇
国
運
動
（
日
本
体
操
）」
に
て
も
用
い
ら
れ
る
「
天
皇
陛
下

（
す
め
ら
み
こ
と
）　

弥
栄（
い
や
さ
か
）」
の
唱
和
の
導
入
も
筧
よ
り
の
影

響
を
示
す
事
例
で
あ
る
。
長
男
の
影
山
正
治
が
編
輯
兼
発
行
人
と
な
り
、

影
山
庄
平
も
編
纂
の
指
導
に
あ
た
っ
た
蛇
腹
状
の
神
拝
詞
集
『
神
拝
綱

要
』（
大
東
塾
出
版
部
、
昭
和
十
七
年
十
二
月
）
収
録
の
「
念
誦
」
に
は

「
天
皇　

弥
栄　

々
　々

々
々
」
の
文
言
が
含
ま
れ
る
。
同
書
掲
載
の
「
祭

祀
の
心
得
」
の
「
一
、
朝
夕
の
個
人
参
拝
」
に
は
、「
修
理
固
成
光
華
明

彩
の
八
字
を
六
回
、
天
業
恢
弘
天
下
光
宅
を
二
回
、
天
皇
弥
栄
を
三
回
念

誦
す
べ
し
」
と
あ
り
、
神
拝
行
事
中
に
於
け
る
「
念
誦
」
の
仕
方
が
解
説

さ
れ
て
い
る
。
神
道
修
成
派
の
「
修
理
固
成
光
華
明
彩
」、『
日
本
書
記
』

の
「
神
武
天
皇
紀
」
の
文
言
に
由
来
す
る
「
天
業
恢
弘
天
下
光
宅
」、
こ

の
両
者
と
筧
克
彦
提
唱
の
「
天
皇
陛
下
弥
栄
」
が
「
天
皇　

弥
栄
」
の
表

記
に
変
化
し
て
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。

　

影
山
庄
平
と
「
弥
栄
」
に
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
終
戦
に
際
し
て
行
わ

れ
た
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
五
日
の
影
山
庄
平
と
大
東
塾
生
十
三
名
の
集

団
自
刃
で
あ
る
。
大
東
塾
十
四
烈
士
自
刃
記
録
編
纂
委
員
会
編
『
大
東
塾

十
四
烈
士
自
刃
記
録
』（
大
東
塾
出
版
部
、
昭
和
三
十
年
八
月
初
版
、
平

影
山
庄
平
に
お
け
る
筧
克
彦
の
影
響

島
岡
　
昇
平

　

影
山
庄
平
に
つ
い
て
、
発
表
者
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
の
神
道
宗
教

学
会
第
七
十
二
回
学
術
大
会
研
究
発
表
に
て
「
影
山
庄
平
と
『
大
孝
』
に

つ
い
て
の
一
考
察
」
と
題
し
、
先
行
研
究
の
概
観
、
影
山
庄
平
と
仏
教
関

係
者
と
の
交
遊
、
所
属
し
て
い
た
神
道
修
成
派
の
位
置
づ
け
の
変
化
、
影

山
庄
平
の
主
宰
す
る
随
神
大
孝
道
の
機
関
紙
『
大
孝
』
に
つ
い
て
の
報
告

等
と
と
も
に
、
影
山
庄
平
が
筧
克
彦
よ
り
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
指
摘

し
た
。
本
発
表
で
は
、
そ
の
指
摘
を
よ
り
詳
細
、
明
確
に
す
る
た
め
、
影

山
庄
平
に
お
け
る
筧
克
彦
の
影
響
を
外
面
的
な
部
分
よ
り
調
査
、
整
理
し

た
現
段
階
の
成
果
を
報
告
す
る
。

　

影
山
庄
平
と
筧
克
彦
に
つ
い
て
、『
大
孝
』
第
三
号
（
随
神
大
孝
道
、

昭
和
八
年
四
月
十
日
）
二
面
掲
載
の
「
教
主
の
動
静
」
に
は
、
昭
和
八
年

三
月
、
神
道
修
成
派
の
講
習
会
に
て
講
師
を
つ
と
め
る
た
め
に
上
京
し
た

折
、
随
神
大
孝
道
顧
問
の
鷲
尾
順
敬
を
訪
問
し
協
議
を
行
っ
た
後
、「
筧

博
士
」
と
の
接
触
を
試
み
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
影
山
庄
平
翁
遺

稿
集
（
大
東
塾
十
四
烈
士
遺
稿
集
上
巻
）』（
大
東
塾
十
四
烈
士
遺
稿
集
編

纂
委
員
会
編
、
大
東
塾
出
版
部
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
初
版
、
昭
和
五
十

四
年
十
二
月
再
版
）
収
録
の
影
山
庄
平
か
ら
長
男
の
影
山
正
治
宛
の
昭
和

十
四
年
三
月
三
日
付
書
簡
に
、
随
神
大
孝
道
の
教
規
作
成
に
関
連
し
て

「
何
れ
筧
さ
ん
あ
た
り
の
二
、
三
人
に
も
御
相
談
も
願
ひ
完
成
し
た
い
」

（
同
書
五
八
九
頁
）
と
あ
る
。
影
山
庄
平
歿
後
に
整
理
さ
れ
た
講
義
録
「
新

年
の
意
義
と
新
年
の
行
事
」（『
不
二
』
昭
和
三
十
年
一
月
号
、
不
二
歌
道

会
）
に
は
、「
私
は
正
月
の
行
事
を
、
一
生
涯
の
渡
り
方
と
し
て
、
朝
、

昼
、
一
月
、
一
年
、
一
生
に
亘
つ
て
説
か
れ
て
ゐ
る
筧
克
彦
さ
ん
の
儘
で
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な
立
場
に
あ
る
達
人
と
い
う
石
原
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
）。

　

二
、「
本
化
の
四
菩
薩
の
一
人
に
擬
す
る
」（
田
中
芳
谷
「
末
法
二
重
説

を
め
ぐ
る
問
題
」
田
中
香
浦
『
日
蓮
主
義
の
研
究
』
真
世
界
社
、
一
九
八

一
年
、
二
〇
九
頁
を
参
照
。
一
九
四
二
年
代
に
、
石
原
の
側
近
の
メ
ン
バ

ー
が
、
石
原
を
上
行
・
無
辺
行
・
浄
行
・
安
立
行
菩
薩
の
一
人
に
位
置
付

け
た
と
す
る
）。

　

三
、「
生
仏
」（
井
上
義
郎
「
名
古
屋
に
於
け
る
石
原
将
軍
座
談
会
感

想
」『
王
道
文
化
』
第
六
巻
第
八
号
、
精
華
会
、
一
九
四
三
年
八
月
、
三

七
―
三
八
頁
を
参
照
。
井
上
は
、
東
亜
連
盟
運
動
の
理
論
的
実
践
的
最
高

指
導
者
、
衆
生
を
救
済
す
る
「
生
仏
」
と
い
う
譬
え
を
用
い
て
石
原
を
紹

介
し
て
い
る
）。

　

四
、「
ギ
リ
シ
ャ
の
神
の
姿
」（
井
上
房
子
・
石
井
サ
カ
イ
・
小
野
知
慧

「
棚
倉
ま
こ
と
会
だ
よ
り
」『
王
道
文
化
』
第
七
巻
第
六
号
、
精
華
会
、
一

九
四
四
年
六
月
、
三
三
―
三
四
頁
を
参
照
。
霊
術
（
精
神
療
法
）
を
実
践

す
る
石
原
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
）。

　

五
、「
地
涌
大
菩
薩
」（
田
中
生
「
鶴
岡
行
」『
東
亜
連
盟
』
第
七
巻
第

一
一
・
一
二
号
、
東
亜
連
盟
同
志
会
、
一
九
四
四
年
十
一
月
、
二
七
頁

（『
東
亜
連
盟　

復
刻
版
』
第
一
六
巻
、
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
六
三

頁
）
を
参
照
。
末
法
に
お
け
る
法
華
経
の
行
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
石
原
莞
爾

に
付
せ
ら
れ
て
い
る
）。

　

六
、「
今
日
蓮
」（
昭
和
二
三
年
二
月
二
六
日
、
石
原
か
ら
、
山
形
県
赤

湯
の
農
家
の
主
婦
、
遠
藤
な
み
宛
の
葉
書
が
『
日
蓮
聖
人
の
大
霊
と
石
原

莞
爾
の
生
涯
』
で
紹
介
さ
れ
た
。
遠
藤
な
み
は
、「
東
亜
連
盟
運
動
の
集

会
に
参
加
し
て
い
た
石
原
に
単
独
会
見
を
求
め
、『
今
日
蓮
と
い
わ
れ
る

将
軍
さ
ま
に
日
本
国
を
建
て
直
し
て
い
た
だ
か
ね
ば
』
と
至
情
を
吐
露

成
九
年
二
月
十
版
）
に
よ
る
と
、
そ
の
直
前
の
現
場
で
の
儀
式
に
て
奏
上

さ
れ
た
「
復
奏
」
の
最
後
の
文
言
が
「
天
皇
弥
栄
」
で
あ
る
（
同
書
二
九

頁
）。
さ
ら
に
、「
自
刃
に
関
す
る
予
定
書
」
記
載
の
自
刃
方
法
に
も
、
最

後
に
一
同
に
て
「
弥
栄
」
を
唱
え
、
影
山
庄
平
が
「
い
ざ
」
と
発
し
、

「
一
同
同
時
に
割
腹
自
刃
」
と
あ
る
（
同
書
九
七
頁
）。

　

筧
が
提
唱
し
普
及
さ
せ
た
「
弥
栄
」
の
語
句
が
影
山
庄
平
と
そ
の
息
子

の
影
山
正
治
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
現
在
も
関
係
団
体
の
神
拝
行
事
に
て

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
筧
克
彦
の
思
想
・
信
仰
の
一
つ
の
継
承
・
展

開
の
事
例
と
し
て
も
着
目
出
来
る
だ
ろ
う
。

石
原
莞
爾
関
係
者
の
石
原
莞
爾
論

内
村
　
琢
也

　

本
報
告
で
は
、
石
原
莞
爾
関
係
者
の
中
で
特
に
石
原
の
傾
倒
者
と
目
さ

れ
る
人
々
（
東
亜
連
盟
運
動
に
関
わ
っ
た
人
々
や
国
柱
会
青
年
部
の
団
体

で
あ
る
精
華
会
会
員
（
ま
こ
と
会
会
員
も
含
ま
れ
る
））
が
、
ど
の
よ
う

に
石
原
像
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
か
に
関
心
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
主

に
一
九
四
〇
年
（
精
華
会
の
会
合
に
お
け
る
石
原
の
指
導
）
以
降
か
ら
一

九
四
九
年
に
か
け
て
、
石
原
莞
爾
関
係
者
が
、『
東
亜
連
盟
』（
東
亜
連
盟

運
動
の
機
関
誌
）、『
王
道
文
化
』（
精
華
会
の
機
関
誌
）、『
涌
山
先
生
の

憶
ひ
出
』、『
誇
り
高
き
哲
人　

追
悼
保
坂
富
士
夫
』
等
の
資
料
で
生
前
の

石
原
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
下
記
の
よ

う
に
例
示
し
た
。

　

一
、「
吾
等
が
同
志
の
先
覚
者
」（
羽
陽
信
三
「
精
華
会
の
再
出
発
」

『
王
道
文
化
』
第
二
巻
第
三
号
、
精
華
会
、
一
九
四
〇
年
三
月
、
精
華
会
、

二
四
頁
を
参
照
。
東
亜
連
盟
問
題
や
民
族
協
和
の
問
題
に
対
し
て
指
導
的
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教
性
に
つ
い
て
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

中
島
久
万
吉
（
一
八
七
三
―
一
九
六
〇
）
は
、
初
代
衆
議
院
議
長
で
あ

る
中
島
信
行
の
長
男
で
、
男
爵
・
貴
族
院
議
員
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
古

河
鉱
業
の
ト
ッ
プ
経
営
層
に
加
わ
り
、
日
本
工
業
倶
楽
部
の
創
設
に
関
わ

る
な
ど
戦
前
の
日
本
財
界
の
中
枢
に
い
た
人
物
で
あ
る
。
昭
和
恐
慌
の
さ

な
か
の
一
九
三
〇
年
に
商
工
省
の
外
局
で
あ
る
臨
時
産
業
合
理
局
の
常
務

顧
問
と
し
て
民
間
に
お
い
て
産
業
合
理
化
運
動
を
指
導
し
た
。
そ
し
て
一

九
三
二
年
に
商
工
大
臣
と
な
り
製
鉄
合
同
を
実
現
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
政

友
会
と
民
政
党
の
仲
立
ち
を
す
る
政
民
連
携
を
企
画
す
る
と
軍
部
関
係
者

か
ら
に
ら
ま
れ
、
足
利
尊
氏
事
件
と
い
う
筆
禍
事
件
に
あ
い
大
臣
辞
任
に

追
い
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
帝
人
事
件
に
も
連
座
し
、
政
界
か
ら
は
完
全
に

失
脚
し
た
。
そ
の
後
、
中
島
は
円
覚
寺
に
通
い
は
じ
め
て
、
大
乗
経
典
の

注
釈
（
後
に
出
版
さ
れ
る
）、
只
管
打
坐
の
修
行
を
帝
人
公
判
の
前
後
に

お
い
て
四
年
も
精
進
し
た
。
ロ
ン
グ
ラ
ン
の
公
判
で
は
全
員
の
無
罪
判
決

が
下
さ
れ
た
が
、
精
神
的
修
養
を
経
た
中
島
は
高
僧
の
よ
う
な
精
神
的
深

み
に
達
し
、
財
界
二
世
た
ち
に
請
わ
れ
て
、
素
修
会
を
私
的
に
一
九
四
一

年
頃
か
ら
主
宰
し
た
。
戦
後
の
一
九
五
六
年
に
は
高
尾
山
仏
舎
利
塔
の
建

設
に
尽
力
し
、
仏
滅
二
五
〇
〇
年
祭
と
か
さ
な
っ
た
。
同
じ
年
に
「
仏
教

文
化
行
」
を
実
践
し
て
い
る
自
分
は
、
道
元
禅
師
を
基
盤
と
し
て
「
正
法

眼
蔵
を
外
し
て
人
生
も
禅
談
も
成
立
し
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
島
は
、
自
称
は
在
家
居
士
で
あ
り
、
大
乗
経
典
や
陽
明

学
な
ど
を
思
想
的
根
拠
に
し
た
価
値
観
を
持
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
た
。

だ
が
彼
の
宗
教
性
に
は
明
治
学
院
で
の
中
等
教
育
を
通
じ
て
徹
底
的
な
キ

リ
ス
ト
教
精
神
も
植
え
込
ま
れ
て
い
た
。
本
人
は
こ
の
学
校
を
「
宗
教
学

校
」
と
形
容
し
て
い
る
ほ
ど
で
、
同
窓
生
に
は
島
崎
藤
村
も
い
た
。
中
島

し
、
以
後
、
書
信
を
送
っ
た
り
、
石
原
の
宅
を
訪
問
し
た
り
し
た
」
入
江

辰
雄
『
日
蓮
聖
人
の
大
霊
と
石
原
莞
爾
の
生
涯
』
近
代
文
芸
社
、
一
九
九

六
年
、
ⅲ
を
参
照
）。

　

七
、「
正
師
」（
武
田
邦
太
郎
「
清
き
『
わ
と
う
道
場
』（
※
一
九
四
九

年
二
月
二
〇
日
脱
稿
）」
伊
地
知
清
孝
編
『
涌
山
先
生
の
憶
ひ
出
』
発
行

者
・
有
馬
光
喜
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
、
三
六
頁
を
参
照
。
武
田
邦
太
郎

は
「
大
聖
霊
信
仰
」
を
提
唱
し
た
伊
地
知
則
彦
と
石
原
を
仏
道
修
業
に
お

け
る
正
師
と
呼
ん
で
い
る
）。

　

本
報
告
で
取
り
上
げ
た
、
石
原
莞
爾
関
係
者
の
石
原
莞
爾
論
（「
吾
等

が
同
志
の
先
覚
者
」、「
本
化
の
四
菩
薩
の
一
人
に
擬
す
る
」、「
生
仏
」、

「
ギ
リ
シ
ャ
の
神
の
姿
」、「
地
涌
大
菩
薩
」、「
今
日
蓮
」、「
正
師
」）
は
、

一
九
四
〇
か
ら
一
九
四
九
年
に
か
け
て
生
前
の
石
原
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
で
、
時
事
問
題
の
達
人
、
法
華
経
の
行
者
、
霊
術
（
精
神
療
法
）
の
実

践
者
や
救
世
主
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
、
紙
媒
体
を
通
じ
て
広
め

ら
れ
た
カ
リ
ス
マ
論
で
あ
る
。

　

カ
リ
ス
マ
・
石
原
の
死
後
、
石
原
関
係
者
は
ど
の
よ
う
に
石
原
に
つ
い

て
論
じ
て
い
く
の
か
と
い
う
石
原
の
神
格
化
と
死
者
表
象
の
研
究
や
東
亜

連
盟
運
動
と
近
代
民
間
精
神
療
法
（
太
霊
道
や
西
勝
造
の
西
式
健
康
法

等
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

財
界
人
の
宗
教
性

│
│ 

中
島
久
万
吉
は
仏
教
徒
か
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か 

│
│

村
山
　
元
理

　

本
報
告
は
村
山
（
二
〇
一
五
）
の
博
士
論
文
に
基
づ
き
、
経
営
史
の
視

点
だ
け
で
な
く
、
宗
教
思
想
的
な
視
点
か
ら
も
一
人
の
財
界
人
の
も
つ
宗
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自
然
と
無
礙
一
体
と
な
り
、
日
用
の
行
業
偏
に
自
然
の
道
に
順
い
、
死
ぬ

る
時
は
一
如
融
然
と
し
て
自
然
に
復
る
。
順
逆
得
失
、
只
自
然
の
制
裁
に

委
し
て
疑
わ
な
い
」
と
語
る
。
西
田
幾
多
郎
の
教
え
子
で
、
財
界
で
活
躍

し
た
河
合
良
成
に
よ
れ
ば
、
中
島
は
「
財
界
や
政
治
に
関
係
し
た
こ
と
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
仮
相
で
あ
っ
て
、
本
来
禅
道
と
俳
道
と
を
交
え
た
よ
う

な
風
格
の
人
で
あ
っ
た
」。
今
後
も
経
済
人
と
宗
教
と
の
関
係
を
探
求
し

て
い
く
。

近
代
日
本
に
お
け
る
「
国
式
」
の
葬
儀

│
│ 「
喪
主
」
を
軸
と
し
て 

│
│

大
番
　
彩
香

　

本
報
告
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
「
国
式
」（
な
ら
び
に
「
国
礼
」「
国

式
国
礼
」「
国
儀
国
礼
」
等
）
と
表
現
さ
れ
た
葬
儀
に
つ
い
て
の
調
査
報

告
で
あ
る
。
調
査
結
果
と
し
て
は
、
府
県
社
以
下
の
神
官
が
関
与
す
る
葬

儀
に
関
し
て
、「
国
式
」（
同
前
）
と
称
さ
れ
る
場
合
、
神
職
が
主
導
す
る

な
ど
の
宗
教
的
傾
向
は
僅
少
で
、
む
し
ろ
一
氏
子
で
あ
る
喪
主
の
存
在
が

重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
実
態
が
窺
え
た
。

　

調
査
対
象
と
し
た
期
間
は
、
内
務
省
達
乙
第
七
号
・
同
達
丁
第
一
号
に

よ
り
葬
儀
関
与
が
府
県
社
以
下
神
官
に
の
み
規
定
さ
れ
た
明
治
十
五
（
一

八
八
二
）
年
を
経
て
自
葬
（
こ
こ
で
い
う
自
葬
と
は
、
宗
教
を
問
わ
ず
喪

主
が
自
ら
執
行
す
る
葬
儀
の
場
合
を
指
す
）
解
禁
が
内
務
卿
口
達
と
し
て

府
県
長
官
へ
達
せ
ら
れ
た
同
十
七
年
か
ら
、
昭
和
初
期
で
あ
る
。
調
査
対

象
と
し
た
主
な
媒
体
は
、
全
国
神
職
会
の
『
全
国
神
職
会
会
報
』（
明
治

三
十
二
年
創
刊
）、
内
務
省
神
社
局
内
神
社
協
会
の
『
神
社
協
会
雑
誌
』

（
同
三
十
五
年
創
刊
）
で
あ
り
、
前
者
か
ら
神
職
ら
自
身
が
捉
え
て
い
た

は
ど
こ
に
も
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
語
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
当
時
に
お

い
て
、
洗
礼
を
受
け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
国
会
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ

た
中
島
文
書
に
は
、
占
領
期
に
お
い
て
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
が
中
島
を
「
熱

心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
と
し
て
第
三
者
に
紹
介
し
て
い
る
手
紙
が
発
見
さ

れ
た
。
こ
の
文
面
は
い
か
に
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
彼
が
書
き
残
し
た
文
章
か
ら
推
測
で
き
る
こ

と
は
、
大
乗
経
典
に
精
通
し
、
さ
ら
に
西
洋
思
想
、
詩
や
文
学
、
世
界
史

に
も
造
詣
の
あ
る
中
島
は
、
広
義
の
宗
教
心
を
大
切
に
す
る
人
で
あ
っ

た
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
共
通
な
普
遍
的
原
理
を
信
じ
る
立
場
か
ら
物
事
を

語
り
、
そ
う
し
た
彼
の
信
仰
心
の
深
さ
か
ら
、
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
者
と
も

理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

知
的
好
奇
心
が
高
く
、
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
の
精
神
に

言
及
し
な
が
ら
宗
教
教
育
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
「
宗
教
教
育
の
振
興
を

待
つ
の
み
」（
一
九
五
六
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

宗
教
教
育
と
は
、
単
な
る
有
益
な
教
訓
を
得
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
曾
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
教
育
が
、
た
だ
に
キ
リ
ス

ト
教
社
会
の
入
門
と
い
っ
た
意
義
の
も
の
で
な
く
、
言
わ
ば
別
の
世
界
へ

の
入
門
で
、
通
常
人
の
容
易
に
推
測
出
来
ぬ
霊
的
真
実
を
ひ
ら
い
て
、
人

間
生
活
の
本
義
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
如
く
、
人
類
を

「
神
秘
の
発
見
に
よ
る
歓
喜
」
に
導
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
別
な
論
考
で
、
中
島
は
諸
宗
教
で
の
言
葉
は
違
っ
て
も
、
宗
教
的
情

念
に
つ
い
て
は
、
同
一
線
は
存
在
す
る
と
思
う
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て

セ
ク
ト
化
し
た
日
本
仏
教
を
こ
え
て
、
純
一
の
仏
法
を
求
め
て
護
持
し
て

い
き
た
い
と
語
る
。
道
元
の
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
も
宗
教
の
中
心
は
自

然
で
あ
り
、
自
然
は
進
修
向
上
の
第
一
問
題
と
み
な
す
。「
心
身
と
も
に
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こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
昭
和
七
・
八
（
一
九
三
二
・
一
九
三
三
）
年
、

『
神
社
協
会
雑
誌
』「
論
叢
」
に
「
府
県
社
以
下
神
社
の
神
職
が
神
葬
祭
を

執
行
し
得
る
法
制
上
の
根
拠
（
一
）
〜
（
三
完
）」
を
発
表
し
た
の
が
出
雲

の
国
幣
小
社
佐
太
神
社
宮
司
・
朝
山
皓
で
あ
る
。
朝
山
は
、
府
県
社
以
下

の
神
官
が
葬
儀
を
執
行
す
る
こ
と
に
対
し
、
明
治
五
年
の
太
政
官
布
告
第

一
九
三
号
を
根
拠
と
し
て
、
氏
子
で
あ
る
喪
主
よ
り
依
頼
を
受
け
た
場
合

に
つ
き
「
職
務
権
限
」
で
神
葬
祭
を
行
い
得
る
、
と
論
じ
た
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
神
職
ら
自
身
に
よ
る
、
府
県
社
以
下
の
神
官

が
関
与
す
る
「
国
式
」（「
国
礼
」「
国
式
国
礼
」「
国
儀
国
礼
」
等
）
の
葬

儀
に
つ
い
て
の
一
言
説
と
し
て
、
喪
主
が
執
行
し
、
神
職
が
補
佐
す
る
と

い
う
葬
儀
の
あ
り
方
を
理
想
と
す
る
立
場
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
、
内
務
省
神
社
局
の
方
針
を
確
認
す
れ
ば
、
流
動
的
で
あ
り
つ
つ
、
府

県
社
以
下
神
官
が
関
与
す
る
葬
儀
は
諸
宗
教
の
葬
儀
と
同
じ
く
喪
主
の
依

託
に
よ
っ
て
行
い
得
る
と
判
断
し
て
い
た
と
い
え
る
。
最
終
的
に
内
務
省

神
社
局
は
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
朝
山
の
論
で
代
弁
す
る
形
式
を
と
り
、

諸
宗
教
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
府
県
社
以
下
神
官
が
関
与
す
る
「
国

式
」（
同
然
）
の
葬
儀
の
〈
主
体
者
〉
を
神
職
で
は
な
く
一
氏
子
で
あ
る

喪
主
に
す
る
こ
と
で
、
未
解
決
問
題
の
善
処
を
図
っ
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

宮
地
常
磐
の
葬
儀
に
つ
い
て

黒
田
　
宗
篤

　

宗
教
団
体
と
し
て
の
「
宮
地
神
仙
道
」
の
幽
冥
観
を
如
実
に
表
現
し
て

い
る
も
の
に
「
引
導
文
」
が
あ
る
。
こ
の
「
引
導
文
」
は
、「
各
宗
旨
ノ

界
ニ
入
ル
」
と
し
、
宮
地
再
来
（
水
位
）
の
霊
的
地
位
や
死
後
ど
の
よ
う

神
葬
祭
の
態
様
を
、
後
者
か
ら
府
県
社
以
下
神
官
が
関
与
す
る
葬
儀
へ
の

内
務
省
神
社
局
の
方
針
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
該

時
期
の
神
葬
祭
を
め
ぐ
る
様
相
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
調
査
の

目
標
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
当
該
時
期
に
お
け
る
戦
没
軍
人
の
公
葬
に
つ
い
て
の
論
考
は
、

す
で
に
藤
田
大
誠
「
近
代
神
職
の
葬
儀
関
与
を
め
ぐ
る
論
議
と
仏
式
公
葬

批
判
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
八
号
、

平
成
二
十
六
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
本
調
査
で
は
、

公
葬
に
加
え
て
特
殊
な
例
と
い
え
る
招
魂
祭
や
偉
勲
者
の
国
葬
等
は
含
ま

ず
、
地
域
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
と
し
て
の
神
葬
祭
に
焦
点
を
あ
て
た
。

　

ま
ず
、『
全
国
神
職
会
会
報
』
で
は
、
諸
宗
教
と
対
比
さ
せ
「
国
家
の

宗
祀
に
従
事
す
る
も
の
」
で
あ
る
神
職
が
行
う
葬
儀
を
「
国
式
」（「
国

礼
」「
国
式
国
礼
」「
国
儀
国
礼
」
等
）
と
す
る
こ
と
を
志
向
し
な
が
ら

も
、
宗
教
の
自
由
や
自
葬
解
禁
と
い
う
社
会
風
潮
に
即
し
た
神
葬
祭
の
態

様
を
模
索
す
る
議
論
が
始
終
見
受
け
ら
れ
た
。
神
職
に
よ
る
葬
儀
関
与
の

妥
当
性
が
未
解
決
問
題
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
議
論
で
は
、
神
職
は
葬

儀
を
「
介
助
」
す
る
補
佐
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
と
見
做
す

傾
向
が
存
在
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
内
務
省
神
社
局
で
は
、
明
治
後
期
以
降
、
府
県
社
以
下

の
神
官
に
よ
る
葬
儀
へ
の
関
与
に
つ
い
て
極
め
て
流
動
的
な
判
断
が
な
さ

れ
て
お
り
、『
神
社
協
会
雑
誌
』
内
「
解
疑
」（
神
職
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
疑

問
へ
の
回
答
形
式
）
欄
で
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
以
後
、
明
確
な

見
解
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
最
終
的
な
見
解
は
、
明
治
十
七
年
の
自
葬
解

禁
に
よ
っ
て
「
何
人
と
雖
ど
も
喪
主
の
依
託
に
よ
り
葬
儀
を
執
行
」
し
得

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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次
に
常
磐
の
送
葬
行
列
で
あ
る
が
、『
家
牒
』
に
お
い
て
判
明
し
た
の

は
、
高
知
藩
作
成
の
『
神
葬
祭
略
式
』
と
高
知
県
神
道
事
務
分
局
作
成
の

『
折
衷
葬
祭
式
』
の
影
響
下
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宮
地
再
来

の
独
自
の
神
学
の
影
響
は
薄
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
葬
儀
当
日

に
は
、「
佩
刀
華
士
族
ノ
外
ハ
省
ク
ベ
シ
」（『
折
衷
葬
祭
式
』）
と
さ
れ
る

「
凳
子
」
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
神
官
と
い
う
よ
り
も
佩
刀
の
華
士
族
の

扱
い
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
宮
地
家
代
々
の
霊
舎
の
霊
璽
は
、

「
黄
金
玉
四
百
十
一
匁
の
奇
玉
」（『
家
牒
』）
で
あ
る
と
い
う
。

　

次
に
『
家
牒
』
掲
載
の
十
日
祭
祝
詞
を
調
査
す
る
と
、
祭
典
は
、「
親

族
家
族
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
族
公
開
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
常
磐

の
魂
は
、
第
一
に
「
皇
産
霊
神
乃
御
許
尓
位
高
久
」
と
あ
る
よ
う
に
皇
産

霊
神
の
元
に
位
高
く
留
ま
り
、「
天
津
日
乃
御
囶
尓
毛
御
霊
通
比
給
比
天
」

と
あ
る
よ
う
に
現
世
に
も
通
う
と
の
願
い
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、「
幽
冥

乃
御
掟
乎
過
津
事
無
久
忠
尓
仕
給
比
天
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
幽
冥
の
掟
に

忠
実
に
仕
え
る
こ
と
、「
家
乃
守
神
止
座
天
幸
魂
止
或
波
合
比
伴
比
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
家
の
守
り
神
と
あ
る
場
合
は
、
幸
魂
を
合
わ
せ
伴
っ
て
家

名
を
守
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

常
磐
が
所
属
し
た
高
知
県
神
道
事
務
分
局
の
『
折
衷
葬
祭
式
』
に
お
い

て
は
、
一
般
の
被
葬
者
の
「
本
津
御
魂
」
は
、
当
初
は
、「
家
乃
守
止
鎮
里

坐
天
」
と
あ
る
よ
う
に
天
上
で
は
な
く
「
家
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

後
、
幸
魂
、
奇
魂
は
、
地
方
を
守
る
産
土
大
神
の
指
揮
下
に
あ
っ
て
、
神

の
朝
廷
の
為
に
働
き
、
高
天
原
に
参
上
し
て
天
神
に
仕
え
る
大
御
神
た
ち

の
恵
み
で
「
天
津
眞
區
」
に
い
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
常
磐
の
本
津

魂
は
、「
高
天
神
室
乃
高
丘
乃
天
津
真
区
」
に
お
い
て
「
人
」
の
生
死
の

大
元
を
総
て
掌
る
「
皇
産
霊
神
乃
御
許
」
な
の
で
一
般
の
霊
よ
り
も
格
上

な
経
路
で
死
者
の
霊
魂
が
幽
界
に
帰
着
す
る
の
か
と
い
っ
た
内
容
が
如
実

に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
『
異
境
備
忘
録
』
が
、
小
説

研
究
を
も
志
し
た
宮
地
再
来
（
嘉
永
五
年
―
明
治
三
十
七
年
）
に
よ
る
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
メ
モ
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
世
界
観
を
受
容
し
た
「
引
導
文
」
の
再
検
証
も
同
時
に
必
要
と
な
っ
て

い
る
。
本
報
告
で
は
、
宮
地
再
来
の
実
父
で
あ
る
宮
地
常
磐
の
葬
儀
を
通

し
て
、
実
際
の
宮
地
家
に
お
け
る
「
霊
魂
」
の
扱
い
を
検
討
し
た
い
。

　

宮
地
再
来
が
代
々
の
子
孫
の
た
め
に
編
纂
し
た
著
作
に
『
家
牒
』
が
あ

る
。『
家
牒
』
の
構
成
は
、
序
文
、
金
玉
萬
堂
之
卦
、
吉
凶
雑
録
、
宮
地

家
代
々
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
常
磐
の
葬
儀
に
関
す
る
記
録

は
、
幕
末
期
の
常
磐
に
よ
る
神
葬
祭
運
動
と
彼
の
送
葬
行
列
、
十
日
祭
の

祝
詞
、
墓
石
図
等
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
常
磐
の
神
葬
祭
運
動
に
つ
い
て
は
、
天
保
十
年
の
太
宰
府
天
満

宮
参
拝
の
折
に
「
神
主
但
馬
」
と
共
に
神
葬
祭
を
発
願
し
、
以
後
、
天
保

十
一
年
、
嘉
永
四
年
、
嘉
永
六
年
、
安
政
元
年
、
慶
応
四
年
の
五
度
に
わ

た
っ
て
京
都
で
神
葬
祭
運
動
を
行
っ
た
。
特
に
朝
廷
に
お
け
る
神
葬
祭
解

禁
直
前
期
の
「
閏
四
月
二
日
」
に
も
上
申
を
辦
事
局
御
役
所
に
行
い
「
願

之
通
聞
届
候
事　

追
テ
神
葬
祭
式
之
儀
ハ
一
般
ヘ
相
達
候
事
」
と
の
回
答

を
得
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、「
神
葬
祭
ノ
基
ヲ
開
ク
」
と
さ
れ
た
。

　

当
時
の
常
磐
の
思
想
は
、
鹿
持
雅
澄
の
『
試
非
言
』（
文
久
元
年
）
と

常
磐
の
『
石
鎚
神
名
考
』（
明
治
二
年
）
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
天
満
宮

へ
の
崇
敬
が
格
別
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
仏
教
を
「
畏
モ
天
皇
ノ
知
食
皇
国

候
得
者
決
テ
仏
ノ
物
ニ
テ
ハ
有
之
間
敷
」（『
石
鎚
神
名
考
』）
と
す
る
仏

教
否
定
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
視

座
が
、
彼
の
神
葬
祭
運
動
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
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な
っ
て
ゆ
き
、「
御
奉
公
の
精
神
」
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
、
日
本
独

自
の
同
調
圧
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

国
体
明
徴
運
動
以
降
、
黙
禱
は
批
判
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
く
、
一
九

四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
の
皇
紀
二
六
〇
〇
年
祭
に
際
し
て
設
置
さ
れ
た
神

祇
院
は
、「
国
礼
の
統
一
」
の
も
と
に
、
こ
の
黙
禱
儀
礼
の
廃
止
を
提
言

し
た
。
黙
禱
が
キ
リ
ス
ト
教
起
源
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
廃
止
の
理
由
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
黙
禱
は
神
祇
院
の
批
判
を
越
え
て
す
で

に
全
国
に
浸
透
し
て
お
り
、
そ
れ
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
大
政
翼
賛
会
文
化
部
、
文
部
省
、
神
祇
院
の
三
者
が
協

議
し
、「
黙
禱
は
日
本
人
の
日
常
生
活
に
融
合
、
慣
習
化
さ
れ
て
い
る
。

国
民
全
体
が
敬
神
感
謝
の
意
を
表
す
る
適
切
な
形
式
で
あ
る
」
と
い
う
見

解
が
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

敗
戦
後
、
神
道
指
令
な
ら
び
に
宗
教
法
人
令
を
受
け
て
、
文
部
省
は

「
公
葬
に
つ
い
て
」
の
通
達
を
各
地
方
長
官
宛
て
に
出
し
て
お
り
、
戦
没

者
の
慰
霊
祭
が
公
の
場
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
禁
止
さ
れ
た
。
敗

戦
後
、
全
国
一
斉
に
黙
禱
を
捧
げ
る
機
会
と
な
っ
た
の
は
一
九
五
一
年
六

月
二
二
日
に
行
わ
れ
た
貞
明
皇
太
后
の
大
喪
儀
で
あ
る
。
政
府
は
、
六
月

一
一
日
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、「
哀
悼
の
意
を
表
す
」
た
め
、「
天
皇
拝

礼
と
同
時
刻
に
」
黙
禱
を
公
務
員
に
要
請
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
を
受
け

て
各
学
校
で
も
黙
禱
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
は
一
九

五
一
年
六
月
二
三
日
付T

he N
ippon T

im
es

読
者
投
稿
欄
へ
掲
載
さ

れ
た
「
国
家
宗
教
へ
の
嘆
か
わ
し
い
回
帰
」
と
題
さ
れ
た
美
濃
ミ
ッ
シ
ョ

ン
の
主
管
者
で
あ
るElizabeth A

. W
hew
ell

に
よ
る
投
書
記
事
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
宣
教
師
た
ち
は
、
文
部
省
の
「
黙
禱
の
要
請
」
に
つ
い
て

書
面
に
よ
る
抗
議
を
占
領
軍
総
司
令
部
へ
も
出
し
て
お
り
、
民
間
情
報
教

の
扱
い
を
再
来
が
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
宮
地
常
磐
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、「
引
導
文
」

に
み
ら
れ
る
所
謂
「
宮
地
神
仙
道
」
の
内
容
と
は
、
ほ
ぼ
無
関
係
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
な
お
、
宮
地
常
磐
の
遺
骨
は
、
終
戦
後
、

墓
石
の
あ
る
津
田
墓
地
上
二
段
の
東
側
か
ら
妙
国
寺
西
の
上
方
の
納
骨
堂

に
改
祀
さ
れ
た
。

近
代
日
本
に
お
け
る
黙
禱
儀
礼
の
定
着
と
解
釈
を
め
ぐ
る
論
争粟

津
　
賢
太

　

現
在
、
戦
没
者
や
災
害
・
大
事
故
の
犠
牲
者
た
ち
の
追
悼
式
・
慰
霊
祭

の
様
々
な
機
会
に
み
ら
れ
る
沈
黙
の
儀
礼
で
あ
る
「
黙
禱
」
は
、
第
一
次

世
界
大
戦
の
戦
没
者
を
追
悼
す
る
た
め
英
国
で
始
ま
っ
た
。
こ
の
黙
禱
儀

礼
の
日
本
へ
の
導
入
は
関
東
大
震
災
の
犠
牲
者
た
ち
に
対
す
る
慰
霊
と
し

て
、
ま
ず
は
皇
室
か
ら
行
わ
れ
た
。
当
時
の
裕
仁
皇
太
子
は
前
々
年
に
欧

州
を
訪
問
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
英
国
の
無
名
戦
士
の
墓
や
戦
没
者
記
念

碑
を
訪
れ
て
い
た
。
震
災
の
犠
牲
者
た
ち
の
慰
霊
と
し
て
皇
太
子
は
英
国

式
に
二
分
間
の
黙
禱
を
捧
げ
て
い
る
。
黙
禱
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
式
・
神

式
い
ず
れ
で
も
な
い
追
悼
・
弔
意
の
表
し
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和

期
に
入
る
と
、
黙
禱
は
靖
国
神
社
に
お
け
る
春
秋
の
例
大
祭
、
臨
時
大
祭
、

あ
る
い
は
陸
海
軍
記
念
日
に
お
い
て
、
次
第
に
一
般
化
し
、
定
着
し
て
い

っ
た
。
こ
れ
ら
の
機
会
に
は
東
京
市
中
で
市
民
に
対
し
、
あ
る
い
は
学
校

で
児
童
に
対
し
、
一
定
の
時
刻
に
黙
禱
に
参
加
す
る
よ
う
呼
び
か
け
ら
れ

て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
皇
室
が
範
を
示
し
、
軍
隊
や
学
校
が
媒
介
と
な
っ

て
、
こ
の
集
合
的
な
儀
礼
は
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
戦

争
の
激
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
儀
礼
は
全
体
主
義
を
支
え
る
よ
う
な
儀
礼
と
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育
局
（
Ｃ
Ｉ
Ｅ
）
宗
教
課
も
こ
の
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
四
月
八
日
の
閣
議
決
定
に
よ
り
、
同
年
五

月
二
日
に
第
一
回
目
の
「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
が
新
宿
御
苑
に
お
い
て

実
施
さ
れ
た
。
閣
議
決
定
で
は
、「
本
式
典
は
、
宗
教
的
儀
式
を
伴
わ
な

い
も
の
と
す
る
」
と
規
定
す
る
と
共
に
、「
本
式
典
中
の
一
定
の
時
刻
に

お
い
て
、
全
国
民
が
一
斉
に
黙
禱
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
」
と
し
て
い
る
。

　

現
在
の
黙
禱
儀
礼
は
政
教
分
離
・
信
教
の
自
由
の
確
保
と
い
う
観
点
か

ら
宗
教
的
儀
礼
・
儀
式
を
伴
わ
な
い
も
の
／
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
を
補

完
・
代
替
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
黙
禱
は
そ
の
導
入
か
ら

特
定
の
宗
派
を
超
え
た
国
家
儀
礼
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を

特
徴
づ
け
る
歴
史
―
社
会
的
な
過
程
が
あ
り
、
今
日
の
黙
禱
儀
礼
の
性
格

に
影
響
を
与
え
て
い
る
。



269　　

第７部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

親
鸞
に
お
け
る
回
心
の
意
義

│
│ 「
化
身
土
文
類
」
観
経
隠
顕
引
文
を
通
し
て 

│
│

蟹
谷
　
　
誓

　

親
鸞
は
信
の
一
念
に
お
い
て
当
来
の
往
生
浄
土
は
決
定
し
、
現
生
に
正

定
聚
に
住
す
る
と
こ
ろ
に
弥
陀
の
救
い
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
弥
陀
の
救
済
論
理
か
ら
窺
え
ば
、
回
心
は
弘
願
に
通
底
し
た

回
心
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
表
層
の
構
造
に
お
い
て
は
、
主

に
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』「
信
文
類
」
で
示
さ
れ
る
煩
悩
具
足
・

罪
悪
深
重
の
凡
夫
の
回
心
と
、「
化
身
土
文
類
」
で
明
か
さ
れ
る
要
門
の

行
者
の
そ
れ
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
「
化
身
土
文
類
」
観
経
隠
顕
釈
に
お
い
て
、
親
鸞
は
『
大
経
』
の
三
心

と
『
観
経
』
の
三
心
の
同
異
を
問
い
、
釈
家
つ
ま
り
善
導
の
意
に
依
り

「
有w

顕
彰
隠
密　

ノ

義q

」（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
以
下
、『
聖
典
全
』）

二
、
一
八
七
）
と
示
し
た
上
で
、
顕
と
彰
の
義
を
「
斯　

レ

乃　
チ

此　
ノ

『
経　

ノ

』
隠
彰　

ノ

義
也
」（『
聖
典
全
』
二
、
一
八
八
）
と
、
顕
と
隠
彰
で
結
ぶ
。
二
経
の
三

心
を
「
依　

レ
バ

w

顕　
ノ

義　
ニq

異　
ナ
リ、

依　
レ
バ

w

彰　
ノ

義　
ニq

一
也
」（『
聖
典
全
』
二
、
一
八
九
）
と

示
す
こ
と
か
ら
、
三
心
に
関
し
て
は
隠
顕
に
つ
い
て
一
文
両
義
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
一
経
の
説
相
は
、
顕
説
要
門
義
の
文
で
は
あ
る

が
、
唯
隠
彰
弘
願
を
示
す
文
と
、
一
文
両
義
の
文
が
混
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
観
経
隠
顕
釈
で
は
、
さ
ら
に
『
観
経
』
に
顕
と
彰
（
＝

隠
彰
）
が
あ
る
と
示
し
た
後
、「
是
以
『
経　

ニ
ハ』」（『
聖
典
全
』
二
、
一
八

八
）
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
十
三
文
例
と
呼
ば
れ
る
引
文
が
続
く
。
隠
顕
を

示
す
例
と
し
て
十
三
文
例
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
一
文
両
義
の
文
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
善
導
・
曇
鸞
・
道
綽
の
順
に
計
十

七
の
釈
文
が
引
用
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
引
文
の
う
ち
、
善
導
の
釈
文
中
の
五
箇
所
の
「
回　

シ
テ」
の
解
釈
が

注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
例
と
し
て
、『
往
生
礼
讃
』
の
引
文
中
、

「
然　

ニ

今　
ノ

時　
ノ

衆
生
、
悉　

ク

為　
ニw

煩
悩　

ノq

繋
縛　

セ

、ラ
レ
テ

未　
ダp

勉　
レw

悪
道
生
死
等　

ノ

苦　
ヲz

随　
テp

縁　
ニ

起　
シ
テ

p

行　
ヲ

、
一
切　

ノ

善
根
具　

サ
ニ

速　
ヤ
カ
ニ

回　
シ
テ、
願　

ゼ
ム

e

往w

生　
ム
ト

阿
弥
陀
仏
国　

ニq

」（『
聖
典

全
』
二
、
一
九
二
―
一
九
三
）
と
示
さ
れ
た
「
回　

シ
テ」
は
、「
縁
に
随
ひ
て

行
を
起
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
要
門
義
（
顕
）
の
見
方

で
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
に
応
じ
た
自
力
行
に
よ
っ
て
」
浄
土
往
生
を
願
う

と
い
う
意
で
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
弘
願
義
（
彰
）
の
見
方
で

は
、「
今
の
世
の
衆
生
は
、
悪
道
生
死
等
の
苦
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
だ
か
ら
、
自
力
聖
道
門
の
一
切
の
行
を
ひ
る
が
え
し
て
」
浄
土
往
生

を
願
う
、
要
門
か
ら
弘
願
へ
の
転
向
と
し
て
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞

の
「
回　

シ
テ」

と
い
う
語
の
解
釈
に
要
門
義
・
弘
願
義
の
両
義
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

　

観
経
隠
顕
引
文
は
、
基
本
的
に
要
門
義
で
意
を
取
る
の
が
妥
当
で
あ
る

が
、
要
門
は
自
力
諸
行
往
生
の
者
に
浄
土
を
願
わ
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ

て
い
る
教
え
で
あ
る
。
聖
道
門
の
人
を
受
け
入
れ
る
法
門
と
し
て
、
表
層

の
構
造
で
は
こ
れ
ま
で
の
行
を
変
え
る
必
要
が
な
く
、
こ
の
世
で
悟
り
を

開
く
と
い
う
目
的
さ
え
変
え
れ
ば
よ
い
点
で
第
十
九
願
は
聖
道
門
の
行
者

に
と
っ
て
入
り
や
す
い
。
た
だ
し
、
そ
の
教
え
の
根
底
に
は
弘
願
に
誘
引

し
よ
う
と
は
た
ら
く
仏
意
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖
道
門
の
人
々
を

弘
願
他
力
へ
と
誘
引
す
る
は
た
ら
き
を
根
底
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
面
に

鑑
み
れ
ば
、
先
述
の
「
回　

シ
テ」
の
例
な
ど
安
易
に
一
意
の
み
で
は
意
が
取
れ

第
七
部
会
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こ
ま
で
読
み
と
る
か
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
注

釈
書
は
二
条
の
内
実
を
「
他
力
信
心
の
標
準
を
示
し
た
も
の
」
と
解
し
て

来
た
が
、
本
発
表
で
は
二
条
を
「
親
鸞
に
よ
る
異
義
批
判
を
著
者
唯
円
が

編
集
し
た
も
の
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
、
通
説
と
佐
藤
説
の
妥
当
性

を
検
討
す
る
。

　

佐
藤
に
よ
れ
ば
、
①
東
国
の
念
仏
者
は
幾
度
と
な
く
上
京
し
て
お
り
、

そ
の
背
景
に
特
別
な
事
件
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
②
「
お
ほ
き
な
る

あ
や
ま
り
な
り
」
と
い
う
辞
句
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
つ
き
は
な
し
た

口
調
で
叱
り
つ
け
て
い
る
と
は
速
断
で
き
な
い
。
③
「
こ
ゝ
ろ
に
く
ゝ
と

は
心
で
う
ら
む
す
が
た
で
あ
り
、
善
鸞
は
実
子
な
の
で
ま
こ
と
の
教
え
を

授
け
、
我
ら
他
人
に
は
無
益
な
教
え
を
授
け
た
こ
と
を
憎
ん
だ
」
と
い
う

通
説
の
想
定
は
間
違
い
で
、
こ
の
文
は
上
京
し
た
門
弟
た
ち
を
思
い
や
っ

て
、
親
鸞
自
身
が
設
け
た
仮
定
（
問
わ
ず
語
り
）
で
あ
る
、
と
い
う
。

　

し
か
し
、
①
佐
藤
が
「
門
弟
た
ち
の
通
例
の
旅
」
と
す
る
論
拠
は
建
長

四
年
の
書
簡
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
よ
る
こ
の
手
紙
に
は
、
異
義
に
惑
わ
さ

れ
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ
と
や
、
善
知
識
や
同
行
を
侮
る
こ
と
を
、
厳
し

く
誡
め
る
文
も
記
さ
れ
て
い
る
。
善
鸞
義
絶
四
年
前
の
も
の
で
は
あ
る

が
、
関
東
の
門
弟
た
ち
周
辺
に
は
異
義
に
迷
う
人
々
の
存
在
が
あ
り
、
親

鸞
も
そ
れ
を
把
握
し
て
い
た
。
②
確
か
に
口
調
か
ら
速
断
は
で
き
な
い

が
、「
お
ほ
き
な
る
あ
や
ま
り
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
前
に
あ
る

「
念
仏
以
外
に
も
往
生
の
道
や
教
え
を
親
鸞
が
知
っ
て
い
る
」
と
思
う
こ

と
が
大
き
な
誤
り
（
異
義
）
を
示
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
異
義
批
判

は
現
実
に
起
き
た
異
義
に
対
し
て
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
内
実
か
ら
原
因
と
な
る
異
義
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
異
義
の
内
容
か
ら
二
条
は
ど
う
い
う
背
景
の
上
に
成
り
立
つ
の
か
を

な
い
箇
所
も
あ
る
。「
化
身
土
文
類
」
全
体
の
流
れ
の
上
で
、
観
経
隠
顕

の
意
を
妨
げ
な
け
れ
ば
、
意
を
一
つ
に
確
定
さ
せ
な
く
て
も
よ
い
と
考
え

ら
れ
る
。
仏
が
「
要
門
は
方
便
だ
」
と
説
い
て
し
ま
え
ば
、
何
か
行
を
し

な
け
れ
ば
と
思
う
自
力
諸
行
往
生
の
者
は
、
は
じ
め
か
ら
救
わ
れ
な
い
こ

と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
仏
は
一
切
の
衆
生
を
救
お
う
と
要
門
を

設
け
て
い
る
。
こ
こ
に
、
親
鸞
が
釈
家
の
意
に
依
っ
て
『
観
経
』
に
二
つ

の
教
え
が
あ
る
と
い
う
仏
意
を
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
あ
り
、
回

心
の
根
底
に
弥
陀
の
普
遍
的
な
救
済
論
理
を
も
ち
な
が
ら
、
凡
愚
な
る
者

が
、
心
を
ひ
る
が
え
し
て
本
願
に
帰
す
る
と
い
う
意
に
と
ど
ま
ら
ず
、
要

門
の
行
者
に
お
け
る
自
力
行
に
対
し
て
、
浄
土
往
生
へ
と
誘
引
し
よ
う
と

向
け
ら
れ
た
救
済
構
造
を
重
層
的
に
見
出
し
て
い
る
点
に
回
心
の
意
義
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
歎
異
抄
』
第
二
条
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て

木
村
元
太
郎

　
『
歎
異
抄
』
は
親
鸞
教
義
に
対
す
る
異
義
を
テ
ー
マ
と
し
た
ひ
と
つ
の

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
二
条
の
物
語
は
、
関
東
の
門
弟
た
ち
が

京
都
の
親
鸞
を
訪
ね
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
な
ぜ
訪
れ
た
の
か
明
確
な
理

由
は
記
さ
れ
な
い
。
こ
の
「
門
弟
た
ち
の
訪
問
」
と
い
う
出
来
事
の
背
景

に
つ
い
て
、
通
説
で
は
親
鸞
の
長
子
善
鸞
が
「
自
分
だ
け
に
聞
か
さ
れ
た

教
え
が
あ
る
」
と
、
多
く
の
門
弟
を
言
い
惑
わ
し
た
事
件
（
以
下
、
善
鸞

事
件
）
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
確
か
な
文
献
上
の
根
拠
が
な
い
こ
と
か

ら
、
佐
藤
正
英
は
『
歎
異
抄
論
釈
』（
二
〇
〇
五
年
）
の
中
で
「
従
来
の

通
説
は
、
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
（
以
下
、
佐
藤

説
）。
こ
う
し
た
解
釈
の
違
い
は
、
二
条
に
記
さ
れ
た
親
鸞
の
言
葉
を
ど
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存
覚
の
唱
導
僧
的
性
格
に
つ
い
て

田
中
　
了
輔

　
『
浄
土
見
聞
集
』
は
『
十
輪
経
』・『
十
王
経
』
等
に
基
づ
い
て
、
死
後

地
獄
に
お
ち
、
中
陰
の
間
に
十
王
に
よ
る
罪
悪
の
裁
断
を
受
け
る
こ
と
を

明
か
し
た
前
半
部
分
と
、『
教
行
信
証
』
等
か
ら
要
文
を
引
い
て
、
信
一

念
に
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
す
る
と
い
う
浄
土
真
宗
の
宗
義
を
示
し
、

聞
信
を
勧
め
る
後
半
部
分
の
二
段
に
分
け
ら
れ
る
。
と
く
に
前
半
の
十
王

説
示
か
ら
は
存
覚
の
傑
出
し
た
文
章
表
現
力
を
窺
う
こ
と
が
で
き
、
後
世

に
絵
解
き
説
教
に
も
利
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
真
宗
説
教
に
お
い
て
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
存
覚
の
唱
導
僧
的
性
格
の
一
面
を
示

す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
の
み
ら
れ

る
『
浄
土
見
聞
集
』
の
十
王
説
示
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

存
覚
の
唱
導
僧
的
性
格
を
考
え
た
い
。

　
『
浄
土
見
聞
集
』
末
尾
の
記
述
、
龍
溫
師
の
『
浄
土
見
聞
集
玩
索
記
』

の
解
説
に
よ
れ
ば
、
本
書
前
半
の
十
王
説
示
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
三
つ

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
生
死
流
転
の
苦
相
を
示
し
て
出
離

を
勧
め
、
浅
智
愚
闇
の
者
を
生
死
出
離
の
要
法
を
説
く
弘
願
門
に
誘
引
す

る
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
般
の
浄
土
教
と
同
様
に
先
に
厭
離
、
後
に

欣
求
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
愚
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
真
宗
の
宗
義
を

示
す
た
め
で
あ
る
。
第
三
に
、
世
間
に
流
布
し
て
お
り
、
逆
修
・
追
善
の

仏
事
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
十
王
信
仰
に
つ
い
て
、
門
信
徒
か
ら
の

解
説
の
要
請
に
応
え
る
た
め
で
あ
る
。
と
く
に
第
三
の
目
的
と
、
例
え
ば

存
覚
が
叡
憲
律
師
の
所
望
に
よ
っ
て
『
信
貴
鎮
守
講
式
』
を
製
作
し
て
い

た
事
な
ど
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
存
覚
が
真
宗
門
徒
の
み
な
ら
ず
、
他
宗

の
僧
侶
か
ら
も
教
え
を
請
わ
れ
る
ほ
ど
仏
教
教
理
に
精
通
し
て
お
り
、
か

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
「
こ
こ
ろ
に
く
く
（
何
か
奥
が
あ
り
そ
う
だ

と
）
思
う
」
と
い
う
文
章
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
訪
れ
た
門
弟
た
ち
に

は
親
鸞
の
教
え
（
あ
る
い
は
親
鸞
自
身
）
に
、
何
ら
か
の
疑
い
や
不
満
が

あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
親
鸞
を
た
だ
慕
っ
て
来
た
「
通
例
の
旅
」
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
報
恩
の
巡
礼
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
こ
こ
ろ
に
く
く
」
は

思
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
続
く
文
章
に
あ
る
「
念
仏
は
浄
土
に
生

ま
れ
る
タ
ネ
な
の
か
地
獄
へ
堕
ち
る
業
な
の
か
、
と
い
う
詮
索
な
ど
ま
っ

た
く
必
要
な
い
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
は
、「
念
仏
す
る
人
は
地
獄
へ
堕

ち
る
」
と
い
う
異
義
へ
の
回
答
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
二
条
の
内
実
を

「
問
わ
ず
語
り
」
と
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
二
条
の
背
景
に
は
門
弟
た
ち
が
異
義
に
迷
い
親
鸞

に
不
審
を
抱
く
現
状
が
あ
っ
た
事
と
、
そ
の
内
容
か
ら
「
念
仏
以
外
に
も

往
生
の
道
や
教
え
を
親
鸞
が
知
っ
て
い
る
」「
念
仏
は
地
獄
に
堕
ち
る
業

で
あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
異
義
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
②
の
口

調
に
よ
る
判
断
を
除
く
、
①
と
③
の
佐
藤
説
は
妥
当
で
は
な
い
、
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
善
鸞
の
主
張
は
「
念
仏
以
外
に
も
往
生
の
道
や
教
え

を
親
鸞
が
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
異
義
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
二
条
の

物
語
が
善
鸞
事
件
以
前
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
が
な
い
限

り
、
通
説
を
訂
正
す
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
二
条
の
背
景

に
あ
る
も
の
は
、
善
鸞
事
件
を
含
め
た
門
弟
の
不
審
や
、
信
心
を
見
失
い

つ
つ
あ
る
関
東
教
団
の
乱
れ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
異
義
や
混
乱
に
対
す
る

「
親
鸞
の
揺
る
ぎ
な
い
回
答
」
を
記
し
た
物
語
が
二
条
で
あ
る
、
と
解
す

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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す
と
こ
ろ
に
存
覚
の
本
意
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、『
浄
土
見

聞
集
』
に
お
い
て
、
民
衆
に
も
流
布
し
て
い
た
厭
離
穢
土
を
勧
め
る
十
王

信
仰
に
つ
い
て
説
く
こ
と
も
、
欣
求
を
先
と
し
、
厭
離
を
後
と
す
る
の
を

真
宗
流
と
す
る
の
も
、
存
覚
の
恣
意
的
な
解
釈
で
は
な
く
、
全
て
あ
く
ま

で
も
衆
生
教
化
の
た
め
の
方
便
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
、
親
鸞
教
義
を
継
承
し
つ
つ
も
、
時
代
や
社
会
の
要
請
に
柔
軟
に
対
応

し
て
い
っ
た
存
覚
の
布
教
・
伝
道
の
姿
勢
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

存
覚
上
人
に
お
け
る
「
二
河
譬
」
の
理
解

隅
倉
　
浩
信

　

今
回
は
、
親
鸞
の
流
れ
を
汲
む
、
本
願
寺
第
三
世
・
覚
如
の
長
子
・
存

覚
上
人
（
以
下
、
存
覚
と
略
す
）
の
「
二
河
譬
（
二
河
白
道
の
譬
喩
）」

理
解
の
特
色
を
考
察
し
た
。「
二
河
譬
（
二
河
白
道
の
譬
喩
）」
と
は
、
中

国
の
浄
土
教
家
・
善
導
が
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」「
回
向
発
願
心
釈
」
に

説
い
た
譬
喩
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
法
然
の
門
下
の
多
く
が
こ
の
譬
喩
に

影
響
を
受
け
、
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」、『
愚
禿
鈔
』、『
浄
土
文

類
聚
鈔
』、『
一
念
多
念
文
意
』、『
高
僧
和
讃
』「
消
息
」
で
こ
の
二
河
譬

を
受
容
し
て
い
る
。

　

親
鸞
歿
後
約
三
十
年
後
に
生
ま
れ
た
存
覚
の
生
き
た
時
代
に
は
、
真
宗

門
徒
集
団
に
お
け
る
異
義
の
流
行
、
浄
土
異
流
の
盛
行
、
日
蓮
宗
の
勢
力

拡
大
な
ら
び
に
法
然
の
念
仏
往
生
の
教
説
へ
の
批
判
、
山
寺
聖
道
諸
僧
に

よ
る
専
修
念
仏
へ
の
非
難
弾
圧
等
が
起
こ
っ
て
い
た
。
存
覚
に
お
け
る
行

信
論
の
基
本
的
立
場
は
、
法
然
浄
土
宗
を
正
統
に
継
承
す
る
の
は
親
鸞
の

教
説
に
あ
り
、
善
導
・
法
然
の
念
仏
往
生
の
立
場
か
ら
称
名
正
定
業
説
に

立
脚
し
つ
つ
、
称
名
念
仏
に
つ
い
て
行
者
の
機
功
を
借
り
な
い
名
号
の
法

つ
そ
の
依
頼
に
応
え
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
事
が
窺
え
る
。

　

さ
て
、
こ
の
十
王
説
示
に
関
連
し
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
本
書

に
親
鸞
の
厭
欣
理
解
に
つ
い
て
の
存
覚
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
親
鸞
著
述
の
上
に
は
、
厭
欣
に
つ
い
て
の
記
述
は
極
め
て
少
な

く
、
ま
た
そ
の
先
後
に
つ
い
て
も
一
定
の
規
矩
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

親
鸞
の
厭
欣
思
想
に
つ
い
て
と
く
に
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
『
愚
禿

鈔
』
に
お
い
て
も
、
竪
出
の
教
え
を
厭
離
為
本
、
横
出
の
教
え
を
欣
求
為

本
と
明
確
に
分
類
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
横
超
の
教
え
が
厭
欣
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
説
か
れ
な
い
。
横
超
の
教
え
が

そ
う
い
っ
た
厭
欣
の
先
後
の
よ
う
な
問
題
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

暗
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
真
宗
の
宗
義
に
お
け
る
厭
欣
に
つ
い
て

の
詳
細
な
解
説
は
親
鸞
の
著
作
の
上
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
存
覚

は
な
ぜ
こ
こ
で
真
宗
の
理
解
と
し
て
、
欣
求
を
先
に
し
、
厭
離
を
後
に
す

る
と
い
う
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、『
浄
土
見
聞
集
』
製
作
の
目
的
は
、
浅
智
愚
闇
の

者
を
真
宗
の
教
え
に
誘
引
す
る
こ
と
、
ま
た
愚
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
真

宗
の
宗
義
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
『
愚
禿
鈔
』
に
暗
示

さ
れ
る
、
厭
欣
の
ど
ち
ら
が
先
か
後
か
を
問
題
と
し
な
い
と
い
う
よ
う
な

深
遠
な
真
宗
の
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
存
覚
は
、
一
般
の
浄
土
教
に
お
い
て
厭
離
を
先
と
し
、
欣
求
を
後

に
す
る
こ
と
に
対
置
し
て
、
真
宗
に
お
い
て
は
欣
求
を
先
と
し
、
厭
離
を

後
と
す
る
と
い
う
一
応
の
分
類
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
真
宗

の
教
義
が
他
の
浄
土
教
義
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
、
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
と
い
う
は
か
ら
い
を
超
え

て
他
力
の
信
心
を
得
れ
ば
、
往
生
は
定
ま
る
と
い
う
真
宗
の
肝
要
を
し
め
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力
の
道
と
釈
せ
ら
る
。
こ
れ
す
な
は
ち
行
者
の
お
こ
す
と
こ
ろ
の
信
心

と
、
如
来
の
願
心
と
ひ
と
つ
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
な
り
。
し
た
が
ひ

て
、
清
浄
の
心
と
い
へ
る
も
如
来
の
智
心
な
り
と
あ
ら
は
す
こ
こ
ろ
な

り
。
も
し
、
凡
夫
我
執
の
心
な
ら
ば
清
浄
の
心
と
は
釈
す
べ
か
ら
ず
。

…
…
一
念
解
了
の
心
お
こ
れ
ば
、
仏
心
と
凡
心
と
ま
た
く
ひ
と
つ
に
な
る

な
り
」（
聖
典
全
書
四
、
四
九
三
頁
）
と
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
白
道
」

を
衆
生
の
信
心
と
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
と
示
し
た
親
鸞
の
理
解
を
継
承
し

て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
の
文
の
直
前
に
は
、
第
十
八
願
成
就
文
の
一
念
に

つ
い
て
、
存
覚
は
、
顕
に
は
「
称
名
の
一
念
」
で
、「
隠
」
に
は
「
安
心

の
一
念
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
真
実
の
称
名
（
顕
）
に
は
必
ず
信

心
が
そ
の
根
底
（
隠
）
に
あ
る
こ
と
、
信
行
は
不
離
一
体
の
関
係
に
あ
る

こ
と
を
示
し
た
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
存
覚
が
、
親
鸞
教
学

を
法
然
浄
土
教
の
埒
内
で
解
釈
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
本

願
寺
第
八
代
蓮
如
の
「
機
法
一
体
」
説
へ
と
展
開
す
る
。

　

以
上
、
存
覚
は
二
河
譬
の
理
解
に
お
い
て
、
善
導
・
法
然
の
念
仏
往
生

の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
親
鸞
の
理
解
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
知

ら
れ
る
。

『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
他
者
と
し
て
の
「
道
俗
」

鶴
留
　
正
智

　
『
教
行
信
証
』
は
誰
に
対
し
て
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
共
有
を
試
み
る

か
、
あ
る
い
は
有
限
な
他
者
に
対
し
て
書
か
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
明
示

的
に
書
か
れ
て
い
る
か
、
書
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
法
的
に

確
か
な
こ
と
か
。

　

有
限
な
他
者
の
概
念
を
規
定
し
た
と
き
に
、「
主
上
臣
下
」
や
、
教
説

徳
に
よ
る
理
解
を
示
し
て
い
る
。
存
覚
の
言
う
「
所
行
能
信
」
と
示
さ
れ

る
行
信
論
は
、
他
力
回
向
の
行
信
を
顕
す
た
め
に
は
最
適
な
配
当
で
あ

り
、
現
実
の
行
者
の
上
に
お
け
る
他
力
回
向
の
行
信
と
い
う
こ
と
を
明
瞭

に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
親
鸞
は
、
火
（
瞋
恚
）
と
水
（
貪
欲
）
の
河
の
中
間
に
伸
び
る

「
白
道
」
は
、
衆
生
の
「
信
心
」
と
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
力
」
が
二
重
に

譬
え
ら
れ
た
「
本
願
力
回
向
の
信
心
」
が
譬
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理

解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
存
覚
が
二
河
譬
に
言
及
し
て
い
る
箇
所

と
し
て
ま
ず
『
教
行
信
証
』
の
註
釈
書
『
六
要
鈔
』（
聖
典
全
書
四
、
一

一
九
頁
）
に
お
い
て
、
白
道
の
幅
「
四
、
五
寸
」
に
つ
い
て
、「
所
行
」

で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
が
、「
広
大
無
礙
無
上
」
の
「
大
善
」
で

あ
る
か
ら
、「
能
信
」
の
信
心
も
ま
た
広
大
で
あ
る
と
示
し
、
貪
欲
・
瞋

恚
の
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
白
道
は
「
狭
小
」
に
見
え
る
が
、
実
は

広
大
で
あ
り
、
四
大
・
五
薀
で
構
成
さ
れ
た
凡
夫
の
上
に
発
さ
れ
た
信
心

で
あ
る
か
ら
「
四
、
五
寸
」
と
い
う
と
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
毒
蛇
・
悪
獣
の
よ
う
な
凡
夫
の
身
心
に
本
願
力
回
向
の
は
た
ら
き

の
場
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
親
鸞
の
理
解
（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
や

『
愚
禿
鈔
』）
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
存
覚
は
、「
信
」
に
関

す
る
段
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
行
」
を
示
す
『
無
量
寿
経
』
の
弥

勒
付
属
の
文
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
の
段

の
解
釈
は
、
名
号
を
体
と
し
て
、
信
心
と
称
名
が
起
こ
る
と
い
う
「
所
行

能
信
・
行
信
不
離
」
と
い
う
存
覚
の
基
本
的
な
立
場
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
存
覚
は
『
浄
土
真
要
鈔
』
で
「
白
道
」
に
つ
い
て
、「〈
中
間
の
白

道
〉
は
、
あ
る
と
き
は
行
者
の
信
心
と
い
は
れ
、
あ
る
と
き
は
如
来
の
願
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自
釈
に
お
い
て
、
命
令
形
は
ま
ず
二
つ
の
序
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
こ
で
の
対
象
は
「
行
に
迷
ひ
、
信
に
惑
ひ
、
信
昏
く
、
識
寡
く
、

悪
重
く
、
障
り
多
き
も
の
」（「
総
序
」）、
あ
る
い
は
「
浄
邦
を
欣
ふ
徒

衆
、
穢
域
を
厭
ふ
庶
類
」（「
別
序
」）
で
あ
る
。
命
令
の
助
動
詞
、「
べ

し
」
は
「
知
る
べ
し
」
と
し
て
頻
出
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
対
象
は
明
記

さ
れ
な
い
。
ま
た
命
令
の
助
動
詞
「
べ
し
」
は
親
鸞
自
身
を
対
象
と
す
る

箇
所
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
再
帰
的
に
自
己
の
行
動
に
強
い
意
志
を
示

し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
の
ほ
か
に
「
道
俗
」
の
語
が
「
化
身
土
巻
」
に
二
度
、

「
思
量
せ
よ
」
と
、
命
令
形
の
対
象
に
な
る
文
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
こ
の
「
道
俗
」
の
語
は
そ
れ
以
外
の
ケ
ー
ス
で
は
ほ
と
ん
ど
常
に
命

令
の
助
動
詞
「
べ
し
」
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
呼
び
か
け
の
対
象
と

読
め
る
。
そ
の
例
は
他
の
語
と
比
較
し
て
際
立
っ
て
多
い
。
さ
ら
に
「
道

俗
」
の
語
句
に
親
鸞
は
女
性
を
含
む
と
解
説
し
て
い
る
（『
尊
号
真
像
銘

文
』）
か
ら
、
親
鸞
の
自
認
す
る
性
が
男
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
女

性
を
含
む
「
道
俗
」
を
親
鸞
一
人
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た

「
道
俗
」
が
呼
び
か
け
の
対
象
と
し
て
出
る
例
は
、「
行
巻
」
と
『
教
行
信

証
』
全
体
の
末
尾
で
も
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、『
教
行
信
証
』
は
「
道
俗
」
を
対
象
と
し
て
、
彼
ら
に
か

つ
て
な
か
っ
た
「
思
量
」
を
す
る
こ
と
を
、
非
過
去
の
命
令
形
を
用
い
て

呼
び
か
け
て
い
る
と
、
明
晰
か
つ
判
明
に
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
か
つ
て
「
至
心
回
向
」
の
主
体
が

如
来
で
あ
る
こ
と
が
敬
語
の
訓
点
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
と
同
様
に
重

要
で
あ
っ
て
、
他
者
の
問
題
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
文
法
上
の
特
質
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。

の
登
場
人
物
が
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
文
法
的
に
そ
れ
が
明
確

に
他
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
彼
ら
が
親
鸞
の
メ
タ
フ
ァ
ー

で
あ
る
可
能
性
を
な
お
含
む
。
ま
た
『
教
行
信
証
』
の
読
者
を
考
え
る
際

に
、
そ
れ
が
文
脈
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
推
測
の
域
を
出
な

い
。
ま
た
そ
の
読
者
が
単
に
さ
さ
げ
る
対
象
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、

直
接
的
に
は
読
む
以
上
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
誰
か

の
経
験
と
い
う
事
実
（
平
叙
文
）
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
読

者
が
何
か
を
行
為
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
な
し
か
た
で
記
述
さ
れ
て

い
る
（
命
令
形
命
令
文
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
経
験
の
共
有
が
企
図

さ
れ
て
い
る
と
正
確
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
で
に
親
鸞
自
身
が
「
欲
ふ
て
」、「
欲
は
ば
」
と
読
め
る
と
こ
ろ
を

「
お
も
へ
」
と
命
令
形
で
解
釈
し
て
い
る
（『
尊
号
真
像
銘
文
』）。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
往
生
や
出
離
生
死
を
願
う
こ
と
が
、
仮
言
的
で
は
な
く
定
言
的

な
要
求
に
な
り
、
自
己
の
判
断
で
は
な
く
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
に
よ
っ

て
起
こ
さ
れ
る
も
の
に
転
換
す
る
。
と
は
い
え
こ
の
場
合
、
親
鸞
か
ら
有

限
な
他
者
に
対
す
る
命
令
文
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
無
限
な
他
者
か
ら
親

鸞
へ
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
親
鸞
個
人
に
向
け
ら
れ
た

も
の
か
、
そ
れ
と
も
複
数
の
対
象
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
、
文
法
的
に
明

確
で
な
い
。
ま
た
命
令
形
に
敬
語
表
現
が
加
わ
れ
ば
、
そ
れ
は
無
限
な
他

者
に
対
す
る
も
の
に
な
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
当
初
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
親
鸞
を
第
一
人
称
と

し
、
有
限
な
他
者
を
第
二
人
称
の
動
作
主
格
に
す
る
、
敬
語
で
は
な
い
文

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、

形
式
上
の
問
題
で
伝
聞
を
免
れ
得
な
い
引
文
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、

自
釈
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
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親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
讃
篇
、
一
五
九
頁
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
は

末
法
で
あ
り
、
釈
迦
の
遺
法
は
隠
滅
し
て
し
ま
い
、
証
を
と
る
も
の
も
な

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
娑
婆
の
教
主
で
あ
る
釈
尊
が
い
な
い

今
、
正
に
第
二
の
教
主
と
し
て
和
国
に
誕
生
し
た
の
が
聖
徳
太
子
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

親
鸞
は
『
高
僧
和
讃
』
跋
文
に
お
い
て
、
太
子
の
誕
生
が
仏
滅
後
一
千

五
百
二
十
一
年
に
当
た
る
と
述
べ
て
い
る
。『
高
僧
和
讃
』
は
正
像
千
五

百
年
説
を
取
る
た
め
、
そ
の
説
に
従
う
と
、
太
子
の
誕
生
は
末
法
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
聖
徳
太
子
は
末
法
の
人
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は
晩
年

に
な
る
と
正
像
二
千
年
説
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
は
じ
め
に

現
れ
る
の
は
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』（
以
下
『
七
十
五
首
和
讃
』）
で
あ

る
。
そ
の
和
讃
で
は
正
像
二
千
年
説
を
取
る
『
文
松
子
伝
』
に
依
っ
て
、

「
像
法
五
百
余
歳
に
ぞ　

聖
徳
太
子
の
御
よ
に
し
て　

仏
法
繁
昌
せ
し
め

つ
つ　

い
ま
は
念
仏
さ
か
り
な
り
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
讃

篇
、
二
四
一
頁
）
と
詠
い
、
太
子
を
像
法
の
人
と
す
る
。

　

親
鸞
は
太
子
を
末
法
の
人
、
像
法
の
人
と
捉
え
て
い
る
と
理
解
で
き
た

が
、
太
子
が
二
つ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
れ

ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
親
鸞
に
と
っ
て
太
子

が
単
な
る
歴
史
上
の
偉
人
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
親
鸞
は
太
子
が
有
情
利
益
の
た
め
に
、
印
度
で
は
勝
鬘
夫
人
、
中
国

で
は
南
岳
恵
思
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
と
讃
嘆
す
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に

と
っ
て
太
子
は
空
間
や
時
間
に
制
限
さ
れ
ず
、
一
個
人
を
通
り
越
し
た

「
仏
法
興
隆　

衆
生
済
度
」
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
太
子
は
像
法
や
末
法
に
生
ま
れ
、「
仏
法
興
隆　

衆
生

済
度
」
の
は
た
ら
き
を
な
し
た
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

末
法
の
教
主 

│
│ 

親
鸞
の
太
子
信
仰
と
末
法
史
観
の
関
わ
り 

│
│

廣
田
　
　
至

　

親
鸞
は
『
大
日
本
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
百
十
四
首
）『
皇
太
子
聖

徳
奉
讃
』（
十
一
首
）
に
お
い
て
、「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇　

広
大
恩
徳
謝

し
が
た
し　

一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り　

奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ
」

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
讃
篇
、
二
〇
五
頁
、
二
五
一
頁
）
と
聖

徳
太
子
を
和
国
の
教
主
と
讃
嘆
し
て
い
る
。
親
鸞
は
な
ぜ
太
子
を
和
国
の

教
主
と
仰
い
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
親
鸞
が
生
き

た
和
国
と
は
、
末
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
、
本
発
表
は
親
鸞
の
末
法
史
観
を
明
ら
か
に
し
て
、
親
鸞
の
太
子

信
仰
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
。

　

和
国
の
教
主
に
つ
い
て
、
文
字
通
り
解
釈
す
る
と
、
和
国
と
は
日
本
の

こ
と
で
あ
り
、
教
主
と
は
教
え
を
弘
め
た
人
で
あ
る
か
ら
、
聖
徳
太
子
は

日
本
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
と
言
え
る
。
親
鸞
が
太
子
を
和
国
の
教
主
と
仰

ぐ
の
は
、
親
鸞
の
求
道
の
歴
程
が
太
子
な
し
に
は
在
り
得
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に
と
っ
て
太
子
は
、
師
法
然
の
も
と
へ
行
く

よ
う
に
差
し
向
け
た
発
遣
の
教
主
で
あ
る
。
そ
し
て
、
太
子
の
存
在
な
し

に
法
然
と
の
値
遇
は
な
く
、
太
子
は
法
然
ま
で
辿
り
着
い
た
血
脈
を
龍
樹

ま
で
遡
る
き
っ
か
け
と
な
る
重
大
な
役
割
を
担
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
人
が
和
国
に
誕
生
し
た
こ
と
を
讃
嘆
し
て
、
和
国
の
教
主
と
仰
ぐ
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
般
的
に
教
主
と
言
え
ば
釈
尊
で
あ
る
の
に
、
そ
の
上
で
な

ぜ
太
子
が
和
国
の
教
主
と
讃
仰
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
正
像
末
和
讃
』

の
冒
頭
に
は
、「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て　

二
千
余
年
に
な
り
た

ま
ふ　

正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き　

如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」（『
定
本
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あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
仏

説
の
み
に
依
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
説
人
に
よ
る
経
は
信
用
に
足
り
な
い

と
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
を
考
慮
す
れ
ば
、
聖
道
門
の
教
が
時
機
不
相
応

の
教
で
あ
る
と
さ
れ
た
理
由
は
、
経
典
の
説
人
が
仏
で
は
な
く
聖
弟
子
を

は
じ
め
と
す
る
仏
以
外
の
説
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
想
定
で
き

る
。
も
し
仮
に
聖
道
門
の
説
人
が
仏
以
外
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

既
述
の
聖
道
門
を
説
い
た
還
相
の
菩
薩
の
具
体
相
と
「
説
人
差
別
」
の
関

係
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
聖
道
門
と
経
典
の
説
人
が
如

何
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
「
行
巻
」
お
よ
び
『
愚
禿
鈔
』
に
お
け
る
二

教
対
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。「
行
巻
」
一
乗
海
釈
で
は
、
二

教
対
（
念
仏
対
諸
善
）
で
四
十
七
対
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
中
で
「
自
説
他

説
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
ま
た
、『
愚
禿
鈔
』
で
は
、
同
じ
く
二
教
対
で

「
自
説
不
説
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
に
関
し
て
は
、
従
来
か

ら
三
つ
の
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
、「
随
自
意
・
随
他
意
」
で

あ
り
、
二
つ
は
、「
説
人
差
別
」
の
意
で
あ
り
、
三
つ
は
、「
弥
陀
の
自

説
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
ま
ず
『
愚
禿
鈔
』
の
「
自
説
不

説
」
は
『
漢
語
灯
録
』
所
収
の
『
往
生
要
集
詮
要
』
の
「
自
説
不
自
説
」

の
語
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
『
往
生
要
集
』

「
念
仏
証
拠
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、『
般
舟
三

昧
経
』
を
引
用
し
、
念
仏
は
弥
陀
が
自
ら
説
い
た
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
自
説
不
説
」
と
は
、
弥
陀
の
自
説
か
否
か
と
い
う
意
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
次
に
「
行
巻
」
一
乗
海
釈
の
場
合
を
考
え
て
い
く
。「
行
巻
」

一
乗
海
釈
と
『
愚
禿
鈔
』
の
二
教
対
を
比
べ
た
場
合
、
両
者
に
は
若
干
の

表
現
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、「
自
説
他
説
」
と
「
自
説
不
説
」
の
語
も
同

　

親
鸞
の
太
子
信
仰
と
末
法
史
観
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

『
七
十
五
首
和
讃
』
で
は
正
像
二
千
年
説
を
取
る
『
文
松
子
伝
』
に
基
づ

い
て
、
像
法
の
人
と
す
る
。
こ
れ
は
太
子
を
像
法
時
代
の
理
想
像
で
あ
る

「
像
法
の
と
き
の
智
人
」
と
し
て
敬
慕
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
親
鸞
は
太
子
の
伝
記
に
依
る
こ
と
で
、
歴
史
的
な
太
子
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
は
法
然
を
は
じ
め
と
す
る
七
高
僧
に
出
遇
わ

せ
て
く
れ
た
存
在
と
し
て
、
太
子
を
讃
仰
す
る
場
合
に
は
、
正
像
千
五
百

年
説
を
取
り
、
末
法
の
人
と
す
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
が
生
き
た
和
国
は
末

法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
自
ら
の
人
生
を
決
定
付
け
た
太
子
を
末

法
の
教
主
と
仰
ぐ
の
で
あ
る
。

親
鸞
に
お
け
る
「
説
人
差
別
」
の
一
考
察

逸
見
世
自
在

　

本
論
は
親
鸞
に
お
け
る
聖
道
門
と
還
相
回
向
の
菩
薩
（
以
下
、
還
相
の

菩
薩
と
略
す
）
と
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
発
表
し
た
論

文
（「
親
鸞
に
お
け
る
聖
道
門
観
」『
真
宗
学
』
一
三
九
号
）
で
は
、『
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』「
化
身
土
巻
」（
以
下
、「
化
巻
」
と
略
す
）
に

お
い
て
、
聖
道
門
が
「
利
他
教
化
地
方
便
権
門
道
路
」
と
さ
れ
た
こ
と
に

注
目
し
、
そ
の
語
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
当
該
語
が

示
す
内
容
は
、
権
教
と
し
て
の
聖
道
門
を
還
相
の
菩
薩
が
説
い
た
と
す
る

結
論
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
さ
ら
に
権
教
を
説
い
た
還
相
の
菩

薩
の
具
体
相
を
「
説
人
差
別
」
に
注
目
し
考
察
し
て
い
く
。
親
鸞
は
、

「
化
巻
」
に
お
い
て
聖
道
門
を
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
時
機
不
相
応
の

教
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
経
典
の
説
人
（「
説
人

差
別
」）
に
五
種
（
仏
説
、
聖
弟
子
説
、
天
仙
説
、
鬼
神
説
、
変
化
説
）
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親
鸞
の
神
祇
観

水
岡
　
知
典

　

神
仏
習
合
的
な
信
仰
形
態
が
主
流
と
な
っ
て
き
た
日
本
に
お
い
て
阿
弥

陀
仏
一
仏
帰
依
と
神
祇
不
拝
を
徹
底
し
た
親
鸞
の
態
度
は
特
異
な
も
の
と

し
て
、
日
本
の
宗
教
思
想
研
究
に
お
い
て
注
目
を
集
め
て
き
た
。
今
回

の
発
表
に
お
い
て
は
、「
本
地
垂
迹
説
の
認
否
」、「
神
祇
不
拝
と
神
祇
護

念
・
神
祇
不
軽
」、
そ
し
て
「
魔
王
波
旬
を
通
し
て
考
え
る
善
神
と
悪
神

の
関
係
」
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
か
ら
、
親
鸞
の
神
祇
観
に
つ
い
て
、
改

め
て
検
討
を
行
っ
た
。

　
「
本
地
垂
迹
説
の
認
否
」
に
お
い
て
は
、
日
本
の
神
祇
を
仏
菩
薩
の
応

迹
と
と
ら
え
る
本
地
垂
迹
説
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
い
か
な
る
立
場
を
と
っ

て
い
た
の
か
を
論
じ
た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
親
鸞
が
行
っ
た
引
用

や
註
の
中
に
イ
ン
ド
・
中
国
の
応
現
思
想
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
点
、
聖

徳
太
子
を
阿
弥
陀
仏
の
応
化
身
と
み
な
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
親
鸞
に

（
限
定
的
で
は
あ
っ
て
も
）
本
地
垂
迹
説
的
な
発
想
が
見
ら
れ
る
と
の
指

摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
発
表
者
と
し
て
は
、
親
鸞
著
述
に
お
け

る
こ
れ
ら
の
記
述
は
直
ち
に
本
地
垂
迹
説
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き

ず
、
親
鸞
著
作
に
本
地
垂
迹
説
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い

る
。

　

親
鸞
は
、
行
者
と
神
祇
の
関
係
に
つ
い
て
、
神
祇
を
崇
拝
の
対
象
と
し

な
い
と
い
う
神
祇
不
拝
、
神
祇
が
行
者
を
守
護
す
る
と
い
う
神
祇
護
念
、

神
祇
を
軽
ん
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
神
祇
不
軽
、
と
い
う
三
種
類
の

考
え
方
を
示
し
て
い
る
。「
神
祇
不
拝
と
神
祇
護
念
・
神
祇
不
軽
」
に
お

い
て
は
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
考
え
方
の
相
互
関
係
を
整
理
し
た
。
神
祇
護

念
を
神
祇
の
守
護
を
期
待
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
神
祇
不
拝
と

様
の
事
例
と
考
慮
す
れ
ば
、
二
つ
の
対
は
同
じ
内
容
で
あ
る
と
言
え
る
。

よ
っ
て
、「
自
説
他
説
」
の
「
自
説
」
も
弥
陀
の
自
説
の
意
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
自
説
他
説
」
の
「
他
」
が
何
を
意
味

す
る
か
と
い
う
問
題
が
惹
起
す
る
。
例
え
ば
、
深
励
と
山
辺
・
赤
沼
は

「
他
」
を
釈
迦
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
応
化
身
と
し
て

の
釈
迦
教
を
「
大
聖
自
説
」
や
「
無
問
自
説
」
す
る
一
方
、「
他
説
」
と

し
た
文
言
は
な
く
、
引
用
元
の
『
往
生
要
集
詮
要
』
の
「
不
自
説
」
の
語

を
あ
え
て
「
他
説
」
と
し
た
理
由
を
考
慮
す
れ
ば
、
釈
迦
以
外
の
可
能
性

も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
釈
迦
以
外
で
「
他
」
と
な

り
う
る
可
能
性
と
し
て
諸
仏
を
検
討
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
親
鸞
は
方
便
を

説
く
存
在
と
し
て
、
弥
陀
、
釈
迦
以
外
に
諸
仏
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
本
論
の
場
合
、
念
仏
は
弥
陀
が
自
ら
説
き
、
対
す
る
諸
善

は
諸
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
と
す
る
構
造
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
諸

仏
の
還
相
の
姿
を
「
説
人
差
別
」
の
中
の
仏
以
外
の
説
人
ら
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
仮
に
諸
仏
の
還
相
の
姿
が
「
説
人
差

別
」
の
な
か
の
仏
以
外
の
説
人
ら
で
あ
れ
ば
、
聖
道
門
の
教
え
を
説
い
た

還
相
の
菩
薩
の
具
体
相
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
道
門
を
代
表

と
す
る
「
諸
善
」
は
聖
弟
子
を
は
じ
め
と
す
る
還
相
の
菩
薩
ら
を
し
て
説

か
し
め
ら
れ
た
釈
尊
一
代
教
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
説

人
に
よ
る
も
の
は
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
も
は
や
時
機
不
相
応
で
あ

り
、
仏
自
説
で
あ
る
念
仏
の
み
に
依
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
親
鸞

の
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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点
か
ら
神
祇
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
親
鸞
に

と
っ
て
、
仏
教
的
真
理
の
体
現
者
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
を
脇
に
置
き
、
利
益

等
を
求
め
て
神
祇
を
拝
む
こ
と
は
仏
道
か
ら
外
れ
た
行
い
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
反
仏
教
的
な
神
祇
崇
拝
を
行
う
こ
と
は
戒
め
ら
れ
る
一
方
で
、
阿

弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
身
に
起
こ
る
利
益
に
つ
い
て

神
祇
に
感
謝
す
る
こ
と
は
、
行
者
が
仏
道
に
向
か
う
こ
と
を
妨
げ
ず
、
む

し
ろ
支
え
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

虎
関
師
錬
に
よ
る
禅
宗
伝
来
の
見
直
し 

│
│ 

東
福
寺
を
中
心
に 

│
│

鄭
　
　
美
景

　

日
本
へ
の
禅
宗
の
伝
来
と
は
、
天
台
宗
や
真
言
宗
の
補
強
の
た
め
に
南

宋
禅
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
次
第
に
純
粋
禅
に
傾
い
て
い
く

に
つ
れ
、
禅
宗
の
法
系
に
組
み
入
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
禅
僧
た
ち
が
登
場

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
が
栄
西
で
あ
り
、
彼
に

よ
っ
て
禅
が
芽
生
え
て
い
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
従
来
の
見
解
は
、
南
宋
禅
伝
来
以
前
の
道
璿
、
行
表
、
最

澄
に
つ
な
が
る
北
宗
禅
の
伝
統
と
区
別
し
、
南
宗
禅
を
正
統
な
禅
宗
と
し

て
見
な
す
し
、
栄
西
を
禅
宗
の
伝
来
師
と
し
て
位
置
付
け
る
、
元
亨
二
年

（
一
三
二
二
）
成
『
元
亨
釈
書
』
三
〇
巻
の
中
に
構
築
さ
れ
て
い
る
虎
関

師
錬
の
独
自
の
歴
史
像
と
相
通
ず
る
。
直
林
不
退
は
『
元
亨
釈
書
』
に
つ

き
、
そ
れ
以
前
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
史
書
や
僧
伝
は
あ
え
て
排
除
す
る

一
方
、
中
国
の
史
書
や
梁
・
唐
・
宋
の
三
高
僧
伝
と
禅
宗
の
灯
史
を
礼
讃

す
る
傾
向
や
、
達
磨
か
ら
聖
徳
太
子
と
い
っ
た
奈
良
朝
以
前
の
日
本
へ
の

禅
の
受
容
を
取
り
上
げ
、
他
宗
よ
り
先
行
し
て
日
本
に
禅
が
も
た
ら
さ
れ

た
と
い
う
、
禅
宗
か
つ
臨
済
宗
中
心
の
歴
史
像
に
基
づ
い
て
叙
述
さ
れ
て

い
う
大
原
則
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
帰
依
を
徹

底
す
る
こ
と
に
よ
り
行
者
が
期
待
せ
ず
と
も
神
祇
の
守
護
を
得
ら
れ
る
と

い
う
意
味
に
解
釈
す
れ
ば
、
神
祇
護
念
は
神
祇
不
拝
と
一
体
と
な
っ
て
、

神
祇
が
行
者
に
従
属
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。
神

祇
不
軽
は
、
行
者
の
守
護
者
と
し
て
の
神
祇
を
行
者
も
ま
た
尊
重
す
る
と

い
う
こ
と
で
、
神
祇
護
念
か
ら
導
か
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
神
祇
不
拝
と

神
祇
不
軽
は
直
ち
に
矛
盾
す
る
訳
で
は
な
い
が
、「
崇
拝
す
る
」
と
い
う

こ
と
と
「
軽
ん
じ
る
」
と
い
う
こ
と
を
避
け
る
べ
き
両
極
と
し
た
場
合
、

行
者
と
し
て
と
る
べ
き
態
度
が
そ
の
間
の
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
点

で
、
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
魔
王
波
旬
を
通
し
て
考
え
る
善
神
と
悪
神
の
関
係
」
で
は
、
親
鸞
著

述
の
中
に
、
他
化
天
の
大
魔
王
で
あ
る
波
旬
を
善
神
と
す
る
記
述
と
悪
神

と
す
る
記
述
が
混
在
し
て
い
る
理
由
を
考
察
し
た
。
個
々
の
神
々
を
実
体

的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
同
じ
神
が
善
神
で
も
あ
り
悪
神
で

も
あ
る
と
い
う
記
述
は
理
解
し
が
た
い
。
し
か
し
、
神
祇
と
い
う
も
の
を

行
者
の
身
に
起
こ
る
利
益
や
災
厄
の
象
徴
的
存
在
と
み
な
せ
ば
、
同
じ
神

が
行
者
の
姿
勢
次
第
で
、
あ
る
い
は
仏
道
に
行
者
を
近
づ
け
る
善
神
と
な

り
、
あ
る
い
は
仏
道
か
ら
遠
ざ
け
る
悪
神
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う

る
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が
神
祇
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
念
頭
に
あ
っ
た
の

は
、
個
別
の
神
の
性
質
を
明
か
す
こ
と
で
は
な
く
、「
神
」
と
い
う
言
葉

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
利
益
や
災
厄
に
対
し
て
、
行
者
が
い
か
に
向
き
合
う
べ

き
か
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
発
表
者
の
理
解
で
あ
る
。

　

発
表
者
が
以
上
三
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
し
、
親
鸞
の
神
祇
観
に

一
貫
す
る
も
の
と
し
て
読
み
取
っ
た
の
は
、
行
者
が
神
祇
に
従
属
す
る
と

い
う
関
係
性
を
排
し
、
仏
道
に
向
か
う
行
者
を
中
央
に
据
え
て
、
そ
の
視
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利
尊
氏
・
直
義
の
兄
弟
、
一
条
経
道
と
い
っ
た
時
代
の
為
政
者
と
接
近
で

き
る
人
物
で
あ
っ
た
点
な
ど
、
円
爾
よ
り
契
嵩
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。

　

殊
に
東
福
寺
は
、
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
に
起
き
た
第
一
回
目
の
火

災
で
伽
藍
全
体
が
失
わ
れ
て
以
来
、
漸
く
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
に
上

棟
さ
れ
た
仏
殿
さ
え
も
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
虎
関
の
東
福
寺
住
持

期
に
未
完
成
の
ま
ま
焼
か
れ
る
と
い
う
不
運
が
長
ら
く
続
い
て
い
た
。
ち

な
み
に
、
そ
れ
以
後
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
に
仏
殿
が
上
棟
さ
れ
、
法

堂
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
上
棟
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま

り
、
鎌
倉
時
代
に
摂
政
・
関
白
で
あ
っ
た
九
条
道
家
に
よ
っ
て
国
家
寺
院

と
し
て
建
て
ら
れ
た
東
福
寺
は
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
と
い
う
激
変
期
に
お

い
て
伽
藍
ま
で
失
わ
れ
、
経
済
的
に
も
、
存
立
的
に
も
危
機
を
抱
え
て
い

た
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
時
代
の
背
景
の
中
で
、
北
宋
の
儒
学
者

に
よ
っ
て
排
仏
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
契
嵩
が
禅
宗
を
起
こ
し
た
よ
う

に
、
虎
関
も
新
た
な
禅
宗
中
心
の
歴
史
像
を
打
ち
出
し
、
聖
一
派
の
復
興

を
図
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

夢
窓
疎
石
に
お
け
る
方
便
の
思
想

余
　
　
新
星

　

本
稿
は
、
夢
窓
疎
石
に
お
け
る
方
便
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で

あ
る
。

　

夢
窓
疎
石
は
、
そ
の
教
化
に
お
い
て
、
経
典
や
語
録
の
講
説
を
通
じ
て

教
え
導
く
、
所
謂
「
理
致
」
と
い
う
方
式
を
多
く
採
用
し
た
。
ま
た
、
夢

窓
は
顕
密
諸
宗
か
ら
儒
教
道
教
や
神
祇
信
仰
に
至
る
ま
で
の
教
説
の
存
在

意
義
を
広
汎
に
認
め
、
教
化
の
中
に
適
宜
取
り
入
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
接

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
元
亨
釈
書
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
思
想
は
、
仏
教
を
排
斥
す
る
思
想
に

反
対
し
、
儒
仏
一
致
思
想
や
禅
宗
の
正
統
的
な
思
想
を
確
立
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
江
南
の
仏
教
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
北
宋
の
仏
日
契
嵩
の
思

想
と
似
て
い
る
。
契
嵩
は
『
伝
法
正
宗
記
』
九
巻
や
『
伝
法
正
宗
定
祖

図
』
一
巻
と
い
っ
た
、
禅
宗
中
心
に
再
改
編
し
た
禅
宗
史
書
と
、
政
治
に

協
助
で
き
る
宗
教
の
立
場
を
明
か
し
た
『
輔
教
編
』
三
巻
等
を
著
し
て
、

嘉
祐
七
年
（
一
〇
六
二
）
仁
宗
に
上
進
し
入
蔵
へ
の
勅
許
を
賜
っ
た
。
つ

ま
り
、
本
発
表
で
は
、『
元
亨
釈
書
』
に
見
ら
れ
る
禅
宗
中
心
の
歴
史
観

が
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
、
建
武
の
新
政
（
一
三
三
三
―
三
六
）、
室
町
幕

府
の
成
立
と
い
っ
た
歴
史
上
の
み
な
ら
ず
禅
宗
史
上
の
大
転
換
期
を
経
な

が
ら
、
東
福
寺
が
臨
済
宗
の
東
福
寺
派
大
本
山
と
し
て
歩
ん
で
い
く
、
あ

る
い
は
室
町
幕
府
を
通
じ
て
禅
寺
の
官
寺
化
と
中
央
集
権
的
制
度
を
発
足

さ
せ
る
に
重
要
な
土
台
に
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
。

　

直
林
は
、『
元
亨
釈
書
』
に
込
め
ら
れ
た
思
想
は
虎
関
の
法
系
上
の
祖

父
に
当
た
る
東
福
寺
開
山
円
爾
弁
円
を
祖
と
す
る
聖
一
派
の
存
在
を
発
揚

さ
せ
、
独
自
な
禅
風
を
世
に
問
わ
ん
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
に
あ
る
と

主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
時
代
思
潮
の
主
流
に
位
置
し
た
と

さ
れ
る
南
都
仏
教
伝
統
を
叙
述
し
た
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
成
『
三
国

仏
法
伝
通
縁
起
』
三
巻
は
、『
元
亨
釈
書
』
が
書
か
れ
た
十
一
年
前
東
大

寺
戒
壇
院
の
僧
凝
然
に
よ
る
も
の
の
、
東
福
寺
開
基
九
条
道
家
や
、
開
山

円
爾
弁
円
の
も
つ
歴
史
像
と
変
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、「
上
元
亨
釈
書
表
」

『
元
亨
釈
書
』
巻
一
に
は
虎
関
が
日
本
に
宗
記
の
無
い
こ
と
を
契
嵩
に
無

念
を
吐
露
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
鑑
み
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
禅
宗

史
書
を
上
呈
し
大
蔵
経
に
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
や
、
後
醍
醐
天
皇
、
足
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ら
教
化
を
展
開
し
、
同
時
に
そ
こ
を
目
指
し
て
い
く
。
そ
の
教
化
の
手
段

は
、
自
ず
か
ら
教
・
禅
の
分
際
を
超
越
し
た
も
の
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

夢
窓
の
禅
思
想
は
、
包
括
的
で
調
和
し
た
様
態
を
呈
し
た
わ
け
で
あ
る
。

尼
門
跡
寺
院
と
白
隠
禅
師
の
関
係
に
つ
い
て

竹
下
ル
ッ
ジ
ェ
リ
・
ア
ン
ナ

　

一
般
に
『
白
隠
年
譜
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
『
龍
澤
開
祖
神
機
獨
妙

禪
師
年
譜
』（
文
政
三
年
、
一
八
二
〇
）
に
よ
る
と
、
白
隠
禅
師
（
白
隠

慧
鶴
、
一
六
八
五
―
一
七
六
八
）
は
六
七
歳
の
時
（
寛
延
四
年
、
一
七
五

一
）、
京
都
滞
在
中
に
何
回
か
、
宝
鏡
寺
門
跡
で
あ
る
皇
女
浄
照
明
院
宮

と
、
光
照
院
門
跡
で
あ
る
浄
明
心
院
宮
に
参
上
し
、
法
話
を
行
っ
た
こ
と

が
あ
る
。

　

前
年
の
冬
に
、
白
隠
禅
師
は
『
虚
堂
録
』
を
講
じ
る
た
め
に
播
州
明
石

の
竜
谷
寺
に
お
り
、
年
明
け
て
備
前
岡
山
と
井
山
に
行
っ
た
。
そ
の
年
の

四
月
に
、
竜
谷
寺
の
虚
堂
録
会
に
参
じ
た
京
の
豪
商
の
世
継
政
幸
と
と
も

に
京
都
に
戻
り
、
世
継
の
自
邸
に
泊
ま
っ
た
。
京
都
滞
在
中
、
白
隠
禅
師

は
妙
心
寺
の
養
源
院
で
の
『
碧
巌
録
』
を
講
じ
た
が
、
そ
の
時
に
両
宮
は

こ
の
法
座
に
参
加
し
た
。

　

他
の
白
隠
の
作
品
（『
於
仁
安
佐
美
』
巻
之
下
、
一
七
五
二
）
に
よ
る

と
、
京
都
滞
在
中
の
三
カ
月
の
間
、
白
隠
は
宝
鏡
寺
、
ま
た
は
光
照
寺
で

『
禅
門
宝
訓
』
の
提
唱
を
数
回
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
白
隠
と
両
宮
に
つ
い
て
最
も
教
え
て
く
れ
る
作
品
は
、『
於
仁

安
佐
美
』
巻
之
上
（
一
七
五
一
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
白
隠
が
両
宮
に
京

都
か
ら
駿
州
の
松
蔭
寺
に
帰
っ
て
か
ら
書
い
た
書
簡
（
寛
延
四
年
九
月
十

五
）
で
あ
り
、
の
ち
に
『
於
仁
安
佐
美
』
巻
之
上
を
名
つ
け
ら
れ
た
。
こ

化
の
仕
方
は
、
夢
窓
の
在
世
時
か
ら
質
疑
や
批
評
を
受
け
て
き
た
。
夢
窓

は
、
そ
れ
ら
は
衆
生
を
引
導
す
る
た
め
の
方
便
だ
、
と
質
疑
に
対
し
て
回

答
し
た
。
方
便
ま
た
は
手
段
に
関
し
て
は
、『
夢
中
問
答
集
』
を
は
じ
め

と
す
る
夢
窓
の
著
述
で
度
々
論
及
さ
れ
、
夢
窓
の
思
想
を
構
成
す
る
極
め

て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
拙
論
で
は
、『
夢
中
問
答
集
』・『
西
山
夜
話
』・『
夢
窓
国
師
語

録
』
に
基
づ
き
、
ま
ず
夢
窓
の
思
想
構
造
に
つ
い
て
分
析
し
た
上
で
、
夢

窓
に
お
け
る
方
便
思
想
の
内
容
を
検
証
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
夢
窓

の
教
化
手
段
が
包
括
的
な
様
態
を
呈
し
た
内
在
的
理
路
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
た
。

　

夢
窓
の
禅
思
想
は
、「
本
分
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。

「
本
分
」
と
は
、
一
切
の
衆
生
が
本
来
的
に
具
え
て
い
る
仏
の
円
満
な
悟

り
を
意
味
す
る
。
修
行
等
に
よ
っ
て
「
本
分
」
を
契
証
す
る
こ
と
が
、
夢

窓
の
禅
学
の
宗
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夢
窓
の
思
想
に
は
、
根
本
智
と
後

得
智
の
論
理
構
造
が
内
在
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
衆
生
は
ひ
と
り
ひ

と
り
に
具
わ
っ
て
い
る
本
分
の
大
智
を
契
証
し
て
か
ら
、
後
得
智
と
し
て

の
方
便
手
段
を
用
い
て
現
実
世
界
に
は
た
ら
き
出
て
、
衆
生
救
済
に
当
た

っ
て
い
く
、
と
い
う
思
考
様
式
が
通
貫
し
て
い
る
。
現
実
態
の
迷
え
る
衆

生
を
引
導
し
、
本
分
に
至
ら
せ
る
た
め
に
は
、
衆
生
の
機
根
や
性
分
に
応

じ
た
適
切
な
方
便
手
段
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
夢
窓
は
、
善
知
識
の
教

化
の
方
便
手
段
を
「
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
」
と
表
現
し
て
い
る
。
禅
門
の
理

致
・
機
関
、
五
家
の
宗
風
、
顕
密
諸
宗
の
教
化
、
儒
教
道
教
な
い
し
外
道

世
俗
の
言
論
ま
で
、
み
な
衆
生
を
引
導
す
る
た
め
の
方
便
と
し
て
活
用
で

き
る
、
と
夢
窓
は
考
え
る
。

　

夢
窓
の
立
脚
点
は
、
仏
と
同
じ
円
満
な
覚
り
の
境
地
で
あ
る
。
そ
こ
か
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う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
白
隠
禅
師
の
書
物
で
あ
る
『
於
仁
安
佐
美
』

巻
之
上
は
、
非
常
に
貴
重
な
資
料
に
な
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
①
黙
照

邪
と
念
仏
禅
、
枯
坐
の
批
判
、
②
養
生
と
禅
病
に
つ
い
て
の
体
験
談
、
③

作
務
と
動
中
の
工
夫
の
勧
め
、
④
菩
薩
の
威
儀
と
上
求
菩
提
下
化
衆
生
の

教
え
、
⑤
宮
門
跡
の
日
常
生
活
に
対
す
る
注
意
、
⑥
昔
の
尼
僧
の
事
例
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
〜
④
ま
で
は
、
白
隠
禅
師
の
ど
の
作
品
に
も

表
わ
れ
る
内
容
で
あ
る
が
、
昔
の
尼
僧
の
事
例
は
、
本
書
と
徳
川
幕
府
に

よ
っ
て
検
閲
さ
れ
た
『
邊
鄙
以
知
吾
』
の
み
に
見
ら
れ
る
。
⑥
に
関
し
て

は
、
白
隠
禅
師
は
以
下
の
禅
宗
の
女
性
修
行
者
を
取
り
上
げ
る
。
先
ず
、

景
愛
寺
の
開
山
で
あ
る
無
外
如
大
禅
尼
（
一
二
二
三
―
一
二
九
八
）
と
い

う
女
性
禅
師
と
江
戸
時
代
の
黄
檗
宗
の
法
嗣
で
あ
っ
た
了
然
元
總
（
一
六

四
六
―
一
七
一
一
）、
そ
し
て
室
町
期
の
慧
春
比
丘
尼
。

源
信
の
念
仏
思
想
の
変
化
に
つ
い
て

│
│ 

特
に
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
を
中
心
に 

│
│

廣
澤
彌
々
子

　

十
世
紀
の
貴
族
社
会
で
「
念
仏
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
例
は
、

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
や
『
三
宝
絵
詞
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の

文
か
ら
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
「
念
仏
」
の
語
は
「
称
名
念
仏
」

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
源
信
は
「
念
仏
」
に
主
眼
を

あ
て
、
往
生
極
楽
の
教
理
と
実
践
の
体
系
を
組
織
し
た
書
物
で
あ
る
『
往

生
要
集
』
を
著
し
た
。

　
『
往
生
要
集
』「
問
答
料
簡
」
尋
常
念
相
に
お
い
て
は
、
定
業
・
散
業
・

有
相
業
・
無
相
業
の
四
種
に
分
け
、
無
相
業
が
最
上
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
源
信
は
、
称
名
念
仏
は
こ
の
う
ち
の
有
相
業
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
書
簡
は
、
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
ま
じ
り
の
法
語
で
あ
る
。

　

皇
女
浄
照
明
院
宮
と
浄
明
心
院
宮
は
第
一
一
四
代
・
中
御
門
天
皇
の
第

四
皇
女
と
第
五
皇
女
で
あ
り
、
共
通
の
母
は
清
水
谷
石
子
（
一
七
〇
三
―

一
七
三
五
、
歌
人
・
公
家
の
清
水
谷
実
業
の
娘
）
と
い
う
女
官
で
、
両
宮

は
姉
妹
で
、
浄
照
明
院
宮
の
方
が
五
歳
上
で
あ
っ
た
。

　

浄
照
明
院
宮
は
逸
巌
理
秀
女
王
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
幼
名
は
嘉
久

宮
で
あ
る
。
宝
鏡
寺
の
第
二
二
世
の
理
豊
女
王
の
元
で
得
度
し
、
門
跡
を

継
承
し
た
。
浄
照
明
院
宮
の
日
常
に
つ
い
て
は
、
宝
鏡
寺
に
残
さ
れ
た
文

書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
情
報
が
あ
る
。
例
え
ば
、
浄
照
明
院

宮
は
、
輪
王
寺
宮
の
門
跡
で
あ
っ
た
公
遵
法
親
王
（
一
七
二
二
―
一
七
八

八
）
と
少
な
く
と
も
十
三
回
手
紙
を
交
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
病
弱
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
白
隠
禅
師
の
書
簡
か
ら
も
わ
か
る
（「
何
と
ぞ
御
不
例

ま
す
ま
す
御
快
気
ま
し
ま
し
た
」、『
於
仁
安
佐
美
』
巻
之
上
、
二
丁
）。

ま
た
、
白
隠
は
養
生
や
禅
病
に
つ
い
て
書
の
中
で
し
ば
し
ば
触
れ
る
。

　

結
局
、
皇
女
浄
照
明
院
宮
は
四
〇
歳
の
年
齢
で
明
和
元
年
（
一
七
六

四
）
に
遷
化
し
た
。
墓
所
は
真
如
寺
内
の
宝
鏡
寺
宮
墓
地
に
あ
る
。

　

光
照
院
門
跡
で
あ
る
浄
明
心
院
宮
に
つ
い
て
は
、
皇
女
浄
照
明
院
宮
よ

り
情
報
が
少
な
い
。
幼
称
は
亀
宮
で
あ
り
、
大
融
尊
乗
女
王
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
だ
が
、
光
照
院
に
徳
川
時
代
中
記
録
さ
れ
続
け
た
日
記
に
浄

明
心
院
宮
の
日
常
に
関
す
る
情
報
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

　

両
宮
、
特
に
浄
照
明
院
宮
の
日
常
に
つ
い
て
多
少
解
明
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
修
行
を
し
た
か
仏
事
や
法
会
を
含
め
て
宗
教

生
活
に
関
す
る
も
の
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
西
口
順
子
「
近
世
の
宝
鏡
寺

宮
―
浄
照
明
宮
逸
厳
理
長
の
入
寺
と
得
度
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
薗
田
香
融

編
『
日
本
仏
教
の
史
的
展
開
』
塙
書
房
、
一
九
九
九
、
五
三
五
頁
）。
そ
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と
あ
る
、
源
信
の
思
想
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

源
信
は
永
延
二
年
に
「
二
十
五
三
昧
式
」
を
著
し
て
お
り
、『
往
生
要

集
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
死
者
の
供
養
方
法
が
説
か
れ
て
い

る
。
結
衆
が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
称
名
念
仏
を
行
う
よ
う
書
か
れ
て
い

る
。

　
『
往
生
要
集
』
で
は
、
称
名
念
仏
は
観
想
念
仏
に
堪
え
ら
れ
な
い
者
の

た
め
の
行
で
あ
り
、
平
生
に
仏
名
を
称
え
て
も
無
量
の
罪
を
滅
ぼ
す
こ
と

は
で
き
な
い
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。『
往
生
要
集
』
執
筆
時
に
お
け
る
源

信
の
念
仏
は
観
想
念
仏
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方

で
、
源
信
が
臨
終
時
の
称
名
念
仏
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
う

か
が
え
た
。

　
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
で
は
「
称
名
も
観
念
も
共
に
往
生
の
因
に
な
る
」

と
述
べ
て
お
り
、
称
名
念
仏
で
の
往
生
を
受
容
す
る
姿
勢
へ
と
変
化
し
て

い
る
。
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
完
成
の
翌
年
に
発
足
し
た
、
二
十
五
三
昧

会
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
源
信
は
指
導
者
と
し
て
会
に
参
加
し
「
二
十

五
三
昧
式
」
を
著
し
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
た
実
践
を
行
う
に
つ
れ
て
、
源

信
の
念
仏
に
対
す
る
思
想
が
変
化
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

双
盤
念
仏
の
成
立
と
変
遷 

│
│ 

芸
能
化
さ
れ
た
声
明 

│
│

坂
本
　
　
要

　

双
盤
念
仏
は
尺
鉦
と
か
尺
一
と
い
う
半
径
一
尺
も
し
く
は
一
尺
三
寸
の

大
き
な
鉦
を
横
叩
き
に
叩
き
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
も
の
で
、
も
と
は
双

盤
の
名
に
あ
る
よ
う
に
二
枚
鉦
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
て
僧
が
叩
き
、
浄

土
宗
の
儀
礼
と
し
て
成
り
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
念
仏
は
引
声
の
唱
え
で

あ
る
。
引
声
念
仏
に
双
盤
鉦
が
伴
っ
た
の
は
双
盤
鉦
の
出
て
く
る
江
戸
時

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
問
答
料
簡
」
臨
終
念
相
で
は
臨
終
に
お
け
る
念
仏

修
行
の
方
法
、
特
に
臨
終
の
称
名
念
仏
に
よ
る
滅
罪
に
つ
い
て
説
か
れ
、

平
生
に
仏
名
を
称
え
て
も
無
量
の
罪
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
観

念
が
成
就
す
れ
ば
無
量
の
罪
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
源
信
は
念
仏
を
無
相
業
↓
色
相
観
察
↓
称
名

の
順
に
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
源
信
は
理
観
で
あ
る
無
相
業
が
最
も

優
れ
て
い
る
と
し
、
称
名
念
仏
は
能
力
の
劣
っ
た
者
の
行
と
み
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
事
よ
り
、『
往
生
要
集
』
執
筆
時
に
お
け
る
源
信

の
念
仏
は
、「
観
想
念
仏
」
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

源
信
は
「
問
答
料
簡
」
往
生
多
少
に
お
い
て
、「『
大
経
』
に
は
「
我
等

今
幸
遇
釈
尊
遺
法
億
劫
時
一
適
預
少
善
往
生
流
。
応
務
勤
修
。
莫
失
時

為
。」
と
説
い
て
あ
る
が
、『
小
経
』
に
は
「
不
可
以
少
善
根
・
福
徳
因
縁

得
生
彼
国
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
」
と
の
問
い
を
立
て

て
い
る
。
問
い
に
対
し
「
大
小
无
定
。
相
待
得
名
。
望
大
菩
薩
名
之
少

善
。
望
輪
廻
業
名
之
為
大
。
是
故
二
経
義
不
違
害
。」（『
浄
真
全
』
一
、

一
二
一
五
頁
）
と
答
え
て
い
る
が
、
答
に
は
経
論
な
ど
の
引
用
は
さ
れ
て

い
な
い
。
簡
略
な
回
答
の
た
め
説
得
力
に
欠
け
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て

源
信
最
晩
年
の
『
小
経
』
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
で

は
、『
十
二
部
経
』
等
を
挙
げ
、
た
だ
信
心
を
も
っ
て
称
念
す
る
こ
と
が

い
け
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
説
き
、
最
後
に
称
名
も
観
念
も
共
に
往
生
の

因
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
で
は
称

名
念
仏
も
重
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

慶
滋
保
胤
を
は
じ
め
と
す
る
僧
侶
に
よ
っ
て
寛
和
二
年
に
結
成
さ
れ
た

二
十
五
三
昧
会
に
、
源
信
は
指
導
者
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。『
二
十
五

三
昧
会
結
縁
過
去
帳
』
に
は
、「
往
生
の
業
は
称
名
念
仏
で
足
る
べ
し
」
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叩
き
に
特
徴
が
あ
り
、
法
要
で
は
雷
落
と
し
で
本
尊
の
戸
帳
の
開
閉
を
行

っ
た
。
民
間
で
は
こ
の
部
分
を
聞
か
せ
ど
こ
ろ
と
し
て
芸
能
化
し
て
発
達

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

役
鉦
で
は
「
六
字
詰
め
」
の
念
仏
を
唱
え
、
後
半
七
五
三
等
の
鉦
を
叩

く
。
大
き
く
み
る
と
平
鉦
と
役
鉦
は
同
じ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

平
鉦
は
最
低
三
人
以
上
で
叩
く
の
で
、
一
人
一
人
が
順
に
唱
え
、
掛
け
念

仏
と
い
っ
て
叩
き
手
が
二
手
に
分
か
れ
て
念
仏
を
掛
け
合
う
と
こ
ろ
が
入

り
、
役
鉦
よ
り
時
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
。
役
鉦
は
二
枚
で
叩
く
場
合
が

多
い
。
ち
な
み
に
役
鉦
は
元
来
役
僧
と
い
う
僧
侶
が
叩
い
た
も
の
を
在
家

が
叩
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
雲
版
と
い
っ
て
雲
形
の
鉦
と
太
鼓
を
両
腕
で
叩
く
叩
き
方
が
あ

る
。
滋
賀
県
と
鎌
倉
光
明
寺
周
辺
に
広
ま
っ
て
い
る
。
滋
賀
県
で
は
楷
定

念
仏
と
い
い
、
安
土
浄
厳
院
か
ら
広
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
現
在
鎌
倉
光
明

寺
系
寺
院
や
滋
賀
県
で
は
在
家
の
人
が
叩
く
。
こ
の
楷
定
念
仏
は
法
要
の

前
後
の
僧
の
入
退
場
時
と
法
要
中
に
叩
か
れ
、
法
要
中
は
六
字
詰
の
念
仏

が
唱
え
ら
れ
る
。

　

全
国
的
に
見
て
双
盤
鉦
に
万
治
二
年
（
一
六
五
九
年
）
以
前
の
も
の
が

見
つ
か
ら
な
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
双
盤
を
使
う
念
仏
は
こ
の
前
後
に
関

東
十
八
檀
林
で
浄
土
宗
の
儀
軌
と
し
て
成
立
し
、
民
間
に
下
降
し
た
と
み

ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
に
善
光
寺
・
名
越
派
で
合
図
鉦
と
し
て
使
わ
れ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

代
の
一
六
五
〇
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
双
盤
念
仏
は
民
間
に
下
降

し
、
法
要
の
一
端
を
担
う
な
ど
し
て
、
独
自
の
叩
き
方
を
編
み
出
し
て
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
関
西
で
は
鉦
講
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

双
盤
念
仏
は
僧
侶
の
行
う
双
盤
と
在
俗
の
人
の
講
や
連
中
に
よ
る
双
盤

が
あ
る
。
仮
に
前
者
を
寺
院
双
盤
と
後
者
を
民
間
双
盤
と
し
て
お
く
。
寺

院
双
盤
は
浄
土
宗
の
法
要
に
行
う
双
盤
で
、
一
人
が
二
枚
鉦
を
向
き
合
わ

せ
て
叩
く
。
二
枚
鉦
で
叩
く
の
で
双
盤
と
い
う
説
と
二
枚
の
鉦
が
雙
調
と

盤
渉
調
を
奏
で
る
か
ら
と
い
う
説
が
あ
る
。
現
行
の
僧
に
よ
る
叩
き
方
か

ら
後
者
の
説
が
強
い
。
浄
土
宗
の
双
盤
念
仏
は
現
在
鎌
倉
光
明
寺
と
東
京

芝
増
上
寺
の
儀
軌
に
よ
っ
て
広
ま
っ
て
い
る
。

　

長
野
の
善
光
寺
と
浄
土
宗
の
旧
名
越
派
・
九
州
の
鎮
西
派
に
は
刻
む
よ

う
に
叩
く
独
特
の
叩
き
方
が
あ
り
、
共
通
し
て
い
る
。
名
越
派
は
福
島
県

い
わ
き
市
に
本
山
を
置
き
東
北
・
北
海
道
に
教
線
を
延
ば
し
た
た
め
、
こ

の
地
方
に
は
名
越
流
の
叩
き
方
を
す
る
寺
が
多
い
。
最
も
古
い
鉦
は
福
島

県
喜
多
方
市
の
旧
名
越
派
寺
院
に
あ
っ
た
。
他
に
西
山
浄
土
宗
諸
派
や
山

口
県
の
大
日
比
派
に
は
独
特
の
唱
え
方
・
叩
き
方
が
あ
る
。

　

民
間
双
盤
は
在
家
の
人
が
叩
く
も
の
で
双
盤
講
・
鉦
講
・
鉦
張
り
と
言

っ
て
、
四
枚
鉦
か
ら
八
枚
鉦
、
多
い
と
こ
ろ
で
は
十
六
枚
の
鉦
を
使
い
、

掛
け
合
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
長
く
伸
ば
し
て
唱
え
る
。
双
盤
鉦
は
同
じ

向
き
に
並
べ
て
叩
く
の
で
並
び
鉦
双
盤
と
し
て
お
く
。

　

関
東
の
双
盤
念
仏
に
は
平
鉦
（
ヒ
ラ
ガ
ネ
）
と
役
鉦
（
ヤ
ク
ガ
ネ
）
を

区
別
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
平
鉦
は
四
〇
分
ほ
ど
か
け
て
、
前
半
の
座
付

き
・
六
字
詰
め
と
い
う
引
声
の
念
仏
の
部
分
に
掛
け
念
仏
が
続
き
、
後
半

の
七
五
三
の
玉
入
れ
・
山
道
上
り
下
り
・
雷
落
と
し
等
の
鉦
の
乱
打
を
と

も
な
う
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
念
仏
は
後
半
の
激
し
い
鉦
の
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義
敞
「
真
宗
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
の
成
立
」『
援
助
的
人
間
関
係
』
永
田

文
昌
堂
、
一
九
八
八
、
太
田
、
前
掲
二
〇
〇
一
）、
他
派
の
教
学
構
造
と

比
較
し
た
。
次
い
で
浄
土
門
各
派
の
「
要
門
（
行
門
・
真
門
含
む
）
対
弘

願
」
の
関
係
を
中
心
に
展
開
し
、
構
造
上
の
共
通
性
を
見
出
し
た
。
こ
の

理
由
と
し
て
、
各
派
に
よ
っ
て
教
学
に
関
す
る
専
門
用
語
の
概
念
に
異
な

り
が
あ
る
た
め
、
専
門
用
語
を
中
心
に
考
察
し
た
場
合
、
比
較
困
難
に
な

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
六
点
が
ま
と
め
と
な
る
。

　

一　

現
実
の
状
況
を
要
門
と
し
て
三
角
形
の
図
上
部
に
配
置
し
、
仏
の

意
識
次
元
を
弘
願
と
し
て
三
角
形
が
重
な
る
図
下
部
に
配
置
し
た
。
弘
願

↓
要
門
へ
の
「
法
」
と
し
て
の
ベ
ク
ト
ル
は
浄
土
門
に
お
い
て
は
教
学
問

わ
ず
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
西
山
派
に
お
い
て
要
門
は
「
観

門
」
即
「
法
」
で
あ
る
た
め
、
聖
道
門
で
あ
る
行
門
の
概
念
が
存
在
す

る
。
こ
の
概
念
は
西
光
氏
が
提
示
さ
れ
た
初
期
の
概
念
に
近
い
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

二　

聖
道
門
↓
要
門（
真
宗
で
は
真
門
含
む
）↓（
法
）↓
弘
願
の
よ
う
に

「
気
づ
き
」
の
概
念
が
広
が
り
、
法
の
流
れ
は
こ
れ
と
は
逆
の
流
れ
に
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
操
作
を
目
的
と
し
た
」
自
力
的
な
見

解
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

三　

鎮
西
教
義
に
お
け
る
自
力
は
一
見
弘
願
へ
向
か
う
と
見
ら
れ
る

が
、
こ
の
世
の
現
象
面
の
還
元
さ
れ
る
作
用
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

「
法
」
の
ベ
ク
ト
ル
と
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
自
力
と
他

力
が
並
列
で
あ
る
た
め
（
杉
紫
朗
『
西
鎮
教
義
概
論
』
百
華
苑
、
一
九
二

四
、
石
田
充
之
『
日
本
浄
土
教
の
研
究
』
百
華
苑
、
一
九
五
二
）、
概
念

の
混
乱
が
生
じ
や
す
い
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
鎮
西
教
義
の
構
造

に
関
し
て
は
関
係
者
内
部
か
ら
の
発
信
が
必
要
で
あ
る
。

仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
構
造
か
ら
の
進
展
に
向
け
て

太
田
　
俊
明

　

発
表
者
は
以
前
「
西
光
義
敞
氏
が
提
示
し
た
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

（
Ｄ
Ｐ
Ａ
）」
に
つ
い
て
真
宗
以
外
（
西
山
派
）
の
立
場
か
ら
論
証
を
行
っ

た
。
そ
こ
か
ら
西
山
派
と
真
宗
に
は
共
通
し
た
構
造
が
あ
り
、
浄
土
思
想

に
お
け
る
全
文
他
力
の
立
場
か
ら
は
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
自
体
可
能
と

し
た
（
太
田
俊
明
「
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
一
考
察
」『
西
山

学
会
年
報
』
十
、
二
〇
〇
一
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
、「
西
光
義
敞
氏
の
仏
教

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
構
造
を
拡
大
化
す
れ
ば
多
対
多
も
し
く
は
一
対
多
と
な

る
。
故
に
、
円
形
か
ら
円
環
的
な
構
造
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
他

力
あ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
。
更
に
、
こ
の
拡
大
し

た
構
造
は
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け

る
意
識
構
造
と
酷
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
西
山
各
派
で
行
わ
れ
て
い
る
五

重
相
伝
の
内
容
と
酷
似
す
る
」（
太
田
俊
明
「
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
構

造
に
関
す
る
一
考
察
」『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』
十
九
、
二
〇
一
一
）

と
い
う
展
開
を
示
し
た
。
ま
た
そ
の
際
、
構
想
を
進
展
化
さ
せ
る
た
め
に

「
他
の
教
学
と
の
比
較
検
討
」
を
は
じ
め
五
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
。
し

か
し
鎮
西
教
義
に
関
し
て
こ
の
構
造
展
開
が
成
立
す
る
の
か
疑
問
が
生
じ

て
い
た
。
そ
こ
で
今
回
は
鎮
西
教
義
と
の
比
較
考
察
を
「
要
門
」
対
「
弘

願
」
の
関
係
を
中
心
に
試
み
た
。
そ
の
際
対
抗
概
念
と
し
て
真
宗
と
西
山

派
の
類
似
概
念
を
も
っ
て
対
応
し
た
。
ま
た
真
宗
に
つ
い
て
は
発
表
者
が

要
門
・
弘
願
の
関
係
の
も
の
を
新
た
に
思
案
し
た
。
そ
の
上
で
得
ら
れ
た

デ
ー
タ
を
元
に
西
光
氏
が
提
示
さ
れ
た
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
構
造
が

浄
土
門
全
体
に
成
立
す
る
の
か
考
察
し
た
。

　

先
ず
西
光
氏
が
提
示
さ
れ
た
モ
デ
ル
を
元
に
図
を
複
数
作
成
し
（
西
光
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の
と
し
て
伝
え
て
き
て
お
り
、
マ
イ
ナ
ス
の
心
の
働
き
が
生
じ
た
と
き
の

対
象
法
を
、
経
験
的
に
ま
と
め
て
い
た
。

　

す
で
に
『
摩
訶
止
観
』
で
は
、
陰
入
界
（
五
蘊
、
十
二
処
、
十
八
界
）

す
な
わ
ち
私
た
ち
の
普
通
の
認
識
を
気
づ
き
の
対
象
と
し
て
覚
知
し
て
い

る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起
き
る
と
捉
え
て
い
た
。
そ
れ
は
止
や
観
の

観
察
は
、
普
通
の
認
識
の
あ
り
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
意
識
の
流

れ
に
逆
ら
う
よ
う
な
も
の
で
、
様
々
な
こ
と
が
起
き
る
こ
と
に
気
づ
い
て

い
た
の
で
あ
る
。
欲
望
や
怒
り
の
気
持
ち
や
愚
痴
の
気
持
ち
が
生
じ
て
く

る
の
は
「
煩
悩
境
」
と
表
現
さ
れ
、
覚
知
の
対
象
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
に

は
、
過
去
の
体
験
を
思
い
出
す
も
の
は
業
相
境
、
体
験
と
は
関
係
な
く
生

じ
る
幻
覚
的
な
も
の
は
「
魔
事
境
」
と
表
現
さ
れ
、
人
に
よ
っ
て
は
、
観

察
の
中
で
自
然
と
起
き
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
に

対
す
る
具
体
的
な
対
処
法
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
現
代
的
な

視
点
か
ら
読
み
直
し
て
み
た
い
。

　

そ
の
具
体
的
な
治
療
方
法
は
、
天
台
智
顗
に
よ
れ
ば
、
五
種
類
ま
た
は

六
種
類
に
分
類
さ
れ
た
。『
次
第
禅
門
』
に
示
さ
れ
た
六
種
を
挙
げ
れ
ば
、

一
、
対
治
の
治
、
二
、
転
の
治
、
三
、
不
転
の
治
、
四
、
兼
の
治
、
五
、

転
を
兼
ね
不
転
を
兼
ね
る
治
、
六
、
対
に
非
ず
転
に
非
ず
兼
に
も
非
ざ
る

治
、
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ（
一
）対
峙
に
よ
る
治
療
、（
二
）

方
向
を
変
え
る
こ
と
に
よ
る
治
療
、（
三
）方
向
を
変
え
な
い
こ
と
に
よ
る

治
療
、（
四
）兼
ね
る
こ
と
に
よ
る
治
療
、（
五
）方
向
を
変
え
方
向
を
変
え

な
い
を
兼
ね
る
治
療
、（
六
）真
正
面
か
ら
で
も
な
く
方
向
を
変
え
る
で
も

な
く
兼
ね
る
の
で
も
な
い
治
療
、
の
六
つ
に
な
ろ
う
。
な
お
、『
摩
訶
止

観
』
で
は
五
種
を
挙
げ
、
そ
れ
は
小
乗
の
対
処
法
と
位
置
づ
け
、
大
乗
の

対
処
法
は
「
す
べ
て
は
空
で
あ
る
」
と
認
知
し
て
乗
り
越
え
て
い
く
第
一

　

四　

真
宗
教
義
に
対
し
て
も
「
要
門
と
真
門
」
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細

な
考
察
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

五　

た
だ
そ
れ
で
も
、
発
表
者
個
人
の
見
解
と
し
て
浄
土
思
想
内
に
お

い
て
は
教
団
の
枠
を
超
え
て
「
西
光
義
敞
氏
が
提
唱
さ
れ
た
仏
教
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
構
造
」
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　

六　

ま
た
こ
の
構
造
は
単
に
「
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
構
造
」
の
問
題

に
留
ま
ら
ず
、
教
学
の
構
造
の
在
り
方
。
祖
師
の
人
間
観
。
ま
た
現
代
に

振
り
向
け
る
な
ら
ば
人
間
と
人
間
の
関
係
、
自
然
観
、
曳
い
て
は
人
間
と

人
工
知
能
等
と
の
関
係
ま
で
延
引
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

止
観
に
お
け
る
負
の
側
面
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て

蓑
輪
　
顕
量

　

仏
教
の
瞑
想
は
心
の
観
察
を
意
味
し
、
現
在
、
心
理
学
や
教
育
学
、
脳

科
学
な
ど
、
様
々
な
方
面
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
心
理
学
、
と

り
わ
け
臨
床
心
理
学
の
分
野
で
の
応
用
は
著
し
い
。
臨
床
心
理
士
の
方
に

よ
る
ス
ト
レ
ス
軽
減
の
療
法
と
し
て
市
民
権
を
得
つ
つ
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
心
の
観
察
を
続
け
て
い
る
と
、
様
々
に
マ
イ

ナ
ス
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
過

去
の
い
や
な
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
幻
覚
の
よ
う
な
も
の
が

出
て
き
た
り
し
て
、
大
い
に
患
者
を
悩
ま
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
ど

う
乗
り
越
え
る
か
。
一
部
の
人
た
ち
に
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
危
険

な
側
面
も
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
は
、
主
に
サ
マ
タ
の
観
察
か
ら
生
じ

る
た
め
、
実
際
の
療
法
で
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
の
み
を
収
拾
さ
せ
る
方
向

に
あ
る
と
い
う
が
、
し
か
し
、
仏
教
の
伝
統
で
は
、
止
も
観
も
大
切
な
も
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悉
檀
が
そ
れ
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
。

　

六
つ
の
治
療
の
う
ち
、
簡
便
な
も
の
は
方
向
を
変
え
る
治
療
で
あ
り
、

そ
れ
は
心
に
生
じ
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
も
の
を
用
い
て
治
療
す
る
こ
と

で
あ
る
。
宋
代
臨
済
宗
の
公
案
の
使
用
方
法
も
こ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
最
初
に
示
さ
れ
た
「
対
治
の
治
」
が
基
本
で
あ
り
、
逆
の
も
の

を
実
習
す
る
こ
と
で
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
し
た
。
貪
欲
に
は
不
浄
観
、
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
の
よ
う
な
場
合
に
は
入
息
出
息
観
な
ど
で
あ
る
。
な
お
興
味
深

い
の
は
魔
事
境
へ
の
対
処
法
で
あ
る
。
㈠
最
初
に
生
じ
そ
う
な
と
き
に
自

覚
し
て
叱
る
、
㈡
起
き
て
し
ま
っ
た
ら
詳
し
く
観
察
す
る
、
㈢
強
い
心
で

拒
む
と
示
さ
れ
る
。
拒
む
時
に
は
、
信
の
力
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、
覚
知

し
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
何
が
生
じ
て
も
、

そ
の
ま
ま
覚
知
し
て
い
く
こ
と
で
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
体
験
的
に
気
づ

い
て
い
た
と
言
え
る
。
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黒
田
眞
洞
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
へ
の
影
響

鷹
司
　
誓
榮

　
『
大
乗
仏
教
大
意
』
は
一
八
九
三
年
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
に
際
し

て
配
布
す
る
目
的
で
黒
田
眞
洞
が
著
し
、
佛
教
学
会
が
翻
訳
を
行
っ
た
二

七
頁
の
短
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、
日
本
仏
教
の
説
明
が
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
に
向
け
、
当
時
浄
土
宗
内
に
お
い
て
も
、

『
浄
土
教
報
』
明
治
二
十
五
年
七
月
十
五
日
第
百
十
四
号
の
社
説
等
に
こ

の
会
議
開
催
に
関
し
積
極
的
に
望
む
姿
勢
を
示
し
て
い
る
記
事
等
も
み
ら

れ
、
こ
れ
ら
か
ら
当
時
日
本
仏
教
界
を
挙
げ
て
の
事
業
と
し
て
日
本
仏
教

の
紹
介
が
大
々
的
に
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
翌
年
一
八
九
四
年
に
出
版
し
た
『
東
方
聖

典
』
第
四
九
巻
の
第
二
部
に
、
自
ら
翻
訳
し
た
『
金
剛
般
若
経
』
を
掲
載

し
、
そ
の
前
書
き
部
分
に
お
い
て
『
大
乗
仏
教
大
意
』
に
関
し
次
の
よ
う

な
見
解
を
述
べ
た
。「
極
端
な
懐
疑
論
的
あ
る
い
は
不
可
知
論
的
と
も
い

え
る
思
想
が
現
在
の
大
乗
仏
教
徒
に
お
い
て
は
ご
く
一
般
的
な
見
解
で
あ

る
こ
と
が
一
八
九
三
年
九
月
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
大
会
に
於
て
は
っ
き
り

と
述
べ
ら
れ
た
。
日
本
の
主
な
宗
派
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
代
表
が
そ
の

大
会
に
黒
田
眞
洞
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
大
乗
仏
教
の
教
義
概
要
を
提
出
し

て
い
る
。
こ
の
概
要
は
日
本
の
六
つ
の
宗
派
の
学
者
ら
に
よ
っ
て
厳
密
に

校
閲
さ
れ
た
も
の
で
一
八
九
三
年
に
東
京
で
認
可
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
以
下
が
彼
の
書
い
て
い
る
大
乗
仏
教
の
基
本
原
理
で
あ
る
。」

と
し
て
、
こ
れ
に
続
け
、『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
「
第
伍
萬
法
唯
心
」
と

題
す
る
章
の
ほ
ぼ
全
文
を
続
け
て
引
用
し
た
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
、
自

ら
翻
訳
を
行
っ
た
『
金
剛
般
若
経
』
に
つ
き
、
そ
の
解
釈
の
裏
付
け
と
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
『
金
剛
般
若
経
』
は
そ
れ
ま
で
に
も
度
々
欧
米
語
へ
の
翻
訳
が
行
な
わ

れ
て
お
り
、
主
な
も
の
と
し
て
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
自
身
が
同
書
に
、

一
八
三
七
年
、M

ém
oires de I ’A

cadém
ie de St. Pétersbourg

に

掲
載
さ
れ
たIsaak Jacob Schm

idt

に
よ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
お

よ
び
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
の
独
訳
、
一
八
六
四
年
にJournal of the 

R
oyal A

siatic Society

に
掲
載
さ
れ
たSam

uel Beal

に
よ
る
中
国

語
か
ら
の
英
訳
等
を
挙
げ
て
い
る
。Isaak Jacob Schm

idt

は
チ
ベ

ッ
ト
語
の
文
法
書
や
辞
書
を
編
纂
し
て
お
り
、
そ
の
著
書
は
近
年
に
至
る

ま
で
参
考
に
さ
れ
続
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
業
績
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
学
者
で
あ
る
。
ま
たSam

uel Beal

は
ミ
ュ
ラ
ー
と
の
接
点
も
あ
る
。

一
八
八
三
年
出
版
の
『
東
方
聖
典
』
第
十
九
巻
に
お
い
て
マ
ッ
ク
ス
・
ミ

ュ
ラ
ー
はSam

uel Beal

の
翻
訳
に
よ
る
『
仏
所
業
讃
』
の
英
訳
を
掲

載
し
て
い
る
。『
仏
所
業
讃
』
は
仏
伝
と
し
て
仏
教
聖
典
と
し
て
も
最
も

重
要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
翻
訳
の
序
文
でSam

uel Beal

は

南
條
文
雄
、
及
び
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
校
正
に
多
大
な
感
謝
を

記
し
て
お
り
、
当
時
よ
り
日
本
と
の
交
流
も
あ
っ
た
こ
と
等
も
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
『
金
剛
般
若
経
』
翻
訳
の
歴
史
を
踏
ま
え
、
改
め
て
当
該
経

典
を
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
自
ら
翻
訳
掲
載
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い

と
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
に
翻
訳
を
行
っ
て
き
た
東
洋
学
の
碩
学
の
解
釈
を

退
け
、「
趣
を
変
え
た
翻
訳
」
を
行
う
と
同
書
中
に
述
べ
て
お
り
そ
の
理

由
と
し
て
、
黒
田
眞
洞
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
み
を
大
き
く
取
り
上
げ

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
。
ま
た
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ

第
八
部
会
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し
た
。
世
紀
転
換
期
に
差
し
掛
か
っ
た
時
期
と
一
致
す
る
同
論
争
は
、
近

代
日
本
に
お
け
る
最
大
の
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
僧
侶
の
あ

り
方
と
実
践
は
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
論

争
は
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
部
分
的
に
言
及
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
そ
の
中

身
自
体
は
十
分
に
吟
味
さ
れ
ず
、
そ
の
整
理
と
検
討
は
未
だ
不
十
分
で
あ

る
。
本
報
告
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
同
論
争
は
、
仏
教
改
良
、
宗
門

に
お
け
る
妻
帯
の
公
許
・
黙
許
の
是
非
、
そ
し
て
「
女
人
」
論
な
ど
多
く

の
問
題
が
、
絡
み
つ
つ
展
開
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

具
体
的
に
、
第
一
節
に
お
い
て
、
報
告
者
は
、
池
田
英
俊
、
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ジ
ャ
フ
ィ
な
ど
の
先
学
者
た
ち
に
よ
る
同
論
争
に
対
す
る
評
価
を
検

討
し
た
。「
自
戒
自
省
の
精
神
」
を
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
池
田
の

営
為
に
お
い
て
、
戒
律
問
題
が
教
界
に
お
い
て
広
く
論
じ
ら
れ
た
こ
と
自

体
が
、
仏
教
の
近
代
化
を
産
み
出
す
精
神
的
基
盤
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
加
え
、
池
田
の
研
究
を
踏
ま
え
た
ジ
ャ
フ
ィ
は
、
明
治
後
期

に
お
い
て
、
肉
食
妻
帯
へ
の
関
心
は
教
学
中
心
か
ら
実
際
的
な
方
向
へ
と

シ
フ
ト
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
に
共
通
す
る
の
は
革

新
主
義
的
な
見
方
で
あ
り
、
こ
の
論
争
に
胚
胎
し
た
戒
律
実
践
の
矛
盾
や

葛
藤
が
閑
却
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
問
題
提
起
を
お
こ
な
っ
た
。

　

次
に
第
二
節
で
は
、
同
論
争
に
お
い
て
展
開
し
た
公
許
論
と
黙
許
論
に

お
い
て
、
当
時
、「
梵
妻
」
と
呼
ば
れ
た
（
基
本
的
に
真
宗
を
除
く
）
僧
侶

の
女
性
配
偶
者
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
し
た
。
当
時
の
僧
界
で
は
、「
梵

妻
」
を
「
娼
婦
」
や
「
乞
食
」
の
類
と
見
做
す
こ
と
で
排
撃
し
、
宗
門
は

妻
帯
を
公
許
す
る
こ
と
で
、
良
家
の
子
女
を
迎
え
、
檀
信
徒
と
の
関
係
強

化
の
利
益
が
叫
ば
れ
た
。
か
か
る
展
開
に
お
い
て
、
シ
ニ
カ
ル
で
は
あ
る

が
、「
男
性
」
僧
侶
の
妻
帯
の
語
り
は
、「
破
戒
」
に
よ
る
堕
落
か
ら
、

ー
は
同
前
書
に
お
い
て
「
字
義
通
り
の
経
典
翻
訳
を
行
っ
た
場
合
、
そ
れ

が
反
復
の
多
い
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
手
法
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
ス
タ
イ
ル
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
真
実
を
も
伝
え
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
る
」
と
し
て
お
り
、
聖
典
翻
訳
に
関
し
て
言
語
解
釈
以
上
に
そ
の
聖
典

の
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
事
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
大
乗
仏
教
理
解
に
つ
い
て
、
当
時

『
大
乗
仏
教
大
意
』
が
そ
の
起
爆
剤
の
役
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

さ
ら
に
黒
田
眞
洞
の
大
乗
仏
教
理
解
の
基
盤
は
『
大
乗
仏
教
大
意
』
中

の
「
分
別
事
識
」
と
い
っ
た
言
葉
の
使
用
等
か
ら
『
大
乗
起
信
論
』
及
び

法
蔵
の
『
大
乗
起
信
論
義
記
』
等
、
華
厳
教
学
の
影
響
が
あ
る
も
の
と
推

測
し
、
か
か
る
思
想
の
系
譜
及
び
そ
の
後
の
影
響
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究

の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

誰
が
た
め
の
持
戒
か 

│
│ 

明
治
後
期
に
お
け
る
戒
律
論
争
の
検
討 

│
│

亀
山
　
光
明

　

い
わ
ゆ
る
「
仏
教Buddhism

」
の
体
系
に
お
い
て
、
戒
・
定
・
慧

の
三
学
の
一
端
を
占
め
る
戒
律
が
重
要
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
方
、
こ
の
列
島
に
展
開
し
た
、「
日
本
仏
教
」
な
る
も
の
を
叙
述
す
る

に
あ
た
り
、
し
ば
し
ば
戒
律
軽
視
の
特
徴
が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
り
、「
肉
食
妻
帯
」
を
含
意
す
る
「
妻
帯
仏
教
」
な
る
言
葉
も

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
一
つ
の
「
タ
ブ
ー
」
と

し
て
、
概
し
て
正
面
か
ら
の
検
討
は
避
け
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
右
の
問
題
を
踏
ま
え
、
本
報
告
で
は
、
明
治
後
期
の
仏
教
界
に

巻
き
起
こ
っ
た
僧
侶
の
持
戒
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
争
の
一
側
面
を
検
討
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た
（『
正
真
仏
教
』
一
九
三
六
年
）
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
顕
教
の
経
典
全
体
を
般
若
経
（
経
典
と
し
て
の
般
若
波
羅

蜜
）
と
す
る
理
解
は
、
何
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
慧
海
著

『
西
蔵
伝
印
度
佛
教
歴
史　

上
』（
一
九
二
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
ゲ
ル
ク
派
の
仏
教
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
彼
自
身
の
仏
教
理

解
に
お
い
て
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、
大
乗
仏
説
非
仏
説
論
の
観
点
か
ら
、
慧
海
の
経
典
観
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
彼
は
、
前
述
の
『
在
家
仏
教
』
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
言

及
す
る
（『
在
家
仏
教
』
三
二
頁
以
降
）。
結
論
と
し
て
、
彼
は
大
乗
仏
説

論
の
立
場
を
取
る
。
彼
は
そ
の
「
第
十
四　

原
始
経
と
布
衍
改
作
の
大
乗

経
存
在
」
の
項
目
に
お
い
て
「
そ
れ
で
そ
の
時
に
於
け
る
ウ
パ
ー
サ
カ
菩

薩
等
は
、
こ
の
大
弊
害
を
破
っ
て
、
仏
陀
の
正
義
を
示
す
た
め
に
、
自
分

等
に
伝
う
る
仏
説
と
、
従
来
の
阿
含
及
び
そ
の
思
想
を
大
に
布
衍
し
ま
た

広
大
し
て
出
来
た
経
典
を
、
大
方
等
部
即
ち
大
方
広
部
と
名
づ
け
、
仏
陀

本
来
の
意
義
を
表
わ
し
た
も
の
な
れ
ば
、
大
乗
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
」

（『
在
家
仏
教
』
三
〇
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
、
在
家
仏
教
者
（
ウ
パ
ー

サ
カ
菩
薩
）
た
ち
が
阿
含
経
典
を
敷
衍
さ
せ
て
大
乗
経
典
が
形
成
さ
れ
た

と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

続
け
て
彼
は
、
阿
含
経
典
が
大
乗
経
典
へ
と
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
例
え
ば
阿
含
経
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
五
蘊
皆
空
経
』
が
、
や
が

て
大
乗
経
典
の
『
大
般
若
経
』
へ
と
発
展
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
阿
含
経

典
と
大
乗
経
典
と
の
連
続
性
を
示
し
な
が
ら
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
続
け

て
、
仏
陀
は
本
来
、
大
乗
の
み
を
説
い
た
と
の
説
を
展
開
す
る
。
つ
ま
り
、

「
第
十
五　

仏
陀
は
毫
も
小
乗
を
説
か
な
か
っ
た
事
実
」
の
項
目
で
は
、

「
女
性
」
の
退
廃
へ
と
論
争
の
力
点
が
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

最
後
に
報
告
者
は
、
肉
食
妻
帯
論
の
推
進
者
と
し
て
、
日
蓮
主
義
者
た

ち
が
大
き
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
発
揮
し
た
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
よ
り
具
体

的
に
は
、
田
辺
善
知
（
一
八
七
〇
―
一
九
三
三
）
に
よ
る
一
九
〇
一
年
公

刊
の
『
肉
食
妻
帯
│
│
日
本
仏
教
』
を
題
材
と
し
て
考
察
し
た
。
田
辺

は
、「
大
乗
」
に
内
包
さ
れ
た
日
本
仏
教
の
視
角
と
日
蓮
教
学
の
問
題
か

ら
妻
帯
の
正
当
化
を
試
み
て
お
り
、
彼
の
仏
教
理
解
と
時
代
的
な
コ
ン
テ

キ
ス
ト
と
の
関
係
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
仏
教

に
お
け
る
「
小
乗
」
論
の
展
開
や
日
蓮
像
の
変
遷
と
い
っ
た
多
く
の
問
題

を
胚
胎
し
て
い
る
が
、
今
後
は
本
報
告
で
扱
っ
た
題
材
を
個
別
に
深
め
る

こ
と
に
努
め
た
い
。

河
口
慧
海
の
経
典
観

庄
司
　
史
生

　

河
口
慧
海
（
一
八
六
六
―
一
九
四
五
）
は
経
典
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
河
口
慧
海
に
よ

る
『
華
厳
経
』『
法
華
経
』『
般
若
経
』
理
解
に
関
す
る
考
察
を
進
め
て
き

た
（
本
誌
別
冊
九
〇
号
か
ら
九
二
号
ま
で
）。
本
稿
で
は
、
以
上
を
ふ
ま

え
、
慧
海
に
よ
る
大
乗
仏
説
論
を
加
え
、
彼
の
経
典
観
に
つ
い
て
改
め
て

考
察
す
る
。

　

前
号
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
慧
海
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
彼
が
提
唱
す
る

在
家
仏
教
者
が
所
依
と
す
べ
き
経
典
は
特
定
の
一
、
二
の
経
典
で
は
な

く
、
一
切
蔵
経
全
体
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（『
在
家
仏
教
』
一
九
二
六
年
）。

さ
ら
に
慧
海
は
顕
教
の
経
典
全
体
を
般
若
経
と
理
解
し
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン

ス
を
ま
と
め
た
経
典
と
い
う
意
味
で
『
般
若
心
経
』
を
重
視
す
る
に
至
っ
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せ
ず
、
個
人
格
を
保
持
す
る
。
綱
島
は
こ
の
神
人
関
係
を
「
神
子
」
や

「
父
子
」
と
表
現
す
る
。
そ
し
て
、「
神
子
」
と
し
て
の
あ
り
方
の
自
覚
が

真
に
人
を
救
済
し
、
こ
の
あ
り
方
を
他
者
に
伝
え
る
こ
と
が
伝
道
で
あ

り
、
神
子
の
自
覚
を
持
つ
者
が
集
え
ば
そ
こ
に
神
の
国
が
実
現
し
て
い
る

と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
最
晩
年
の
綱
島
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
教
が
「
神
子
の
自

覚
」
を
根
本
に
据
え
る
歴
史
的
宗
教
だ
と
考
え
、
二
つ
の
宗
教
を
援
用
し

て
「
神
子
の
自
覚
」
を
論
じ
た
。
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
一
種
の
宗
教
多
元

主
義
だ
と
解
釈
で
き
る
が
、
綱
島
は
さ
ら
に
自
ら
実
際
に
称
名
念
仏
を
行

っ
て
い
た
。
歴
史
的
宗
教
に
は
囚
わ
れ
な
い
「
神
子
の
自
覚
」
を
信
奉
し

た
綱
島
が
、
な
ぜ
歴
史
的
宗
教
の
形
式
で
念
仏
し
た
の
か
。
あ
る
書
簡
で

綱
島
は
、
念
仏
を
称
え
る
と
「
何
と
な
く
光
明
海
中
に
摂
取
さ
る
ゝ
思
ひ

い
た
し
候
也
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
何
と
な
く
」
摂
取
さ
れ
る
思

い
が
す
る
と
い
う
記
述
に
綱
島
独
自
の
念
仏
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
表
わ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
綱
島
の
思
想
枠
組
み
を
綱
島
の
念
仏
論
に

適
用
し
、
神
と
偕
に
「
楽
し
む
」
念
仏
と
「
働
く
」
念
仏
に
分
け
て
こ
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
分
析
し
た
。

　

一
方
で
、
祈
り
は
神
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、「
神
子
の
自
覚
」
を
有
す
る

者
の
口
か
ら
自
ず
と
発
せ
ら
れ
る
と
綱
島
は
主
張
す
る
。
念
仏
と
は
、
浄

土
教
典
や
親
鸞
の
思
想
が
描
出
す
る
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
を
通
し
て
、
如

来
と
の
父
子
的
関
係
が
実
現
す
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
実
現
の

う
ち
で
生
き
、
悦
楽
す
る
（
神
と
偕
に
楽
し
む
）
な
か
で
自
ず
と
念
仏
が

口
か
ら
出
る
。
他
方
で
綱
島
は
、
念
仏
す
る
こ
と
自
体
が
個
人
格
の
積
極

的
な
活
動
（
神
と
偕
に
働
く
）
だ
と
捉
え
る
。
こ
の
活
動
は
「
自
他
の
霊

魂
」
を
変
革
し
、
他
者
の
心
に
「
神
子
の
自
覚
」
を
生
じ
さ
せ
、
同
志
た

「
従
来
多
く
の
学
者
等
が
大
乗
非
仏
説
と
云
う
こ
と
を
唱
え
て
、
小
乗
の

み
を
仏
陀
が
親
し
く
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
併
し
こ
れ
は
阿

含
部
を
公
平
に
詳
審
に
研
究
し
な
い
所
か
ら
生
ず
る
誤
解
で
あ
っ
て
、
か

り
に
詳
審
に
研
究
し
た
者
が
あ
っ
て
も
恐
ら
く
は
宗
見
派
執
の
た
め
に
、

知
ら
ず
識
ら
ず
に
そ
の
偏
見
を
正
当
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
来
仏

陀
は
小
乗
を
少
し
も
説
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
は
た
だ
大
乗
の
み

即
ち
無
上
法
の
み
説
か
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
一
九
二
四
年
か

ら
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
・
二
巻
に
収
め
ら
れ
る

「
阿
含
部
」
中
の
漢
訳
阿
含
経
に
み
ら
れ
る
「
大
乗
」
や
「
無
上
法
」
等

の
経
文
を
示
す
こ
と
で
、
阿
含
も
大
乗
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
仏
陀
は
大
乗

以
外
を
説
い
て
い
な
い
、
と
い
う
大
乗
仏
説
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
上
で
、

本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
、
在
家
仏
教
者
は
一
切
蔵
経
を
所
依
と
す
べ
き
で
あ

る
と
の
結
論
を
導
き
出
す
に
至
る
（『
在
家
仏
教
』
三
二
―
三
六
頁
）。

　

以
上
の
見
解
に
説
得
性
が
十
分
備
わ
っ
て
い
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、

こ
の
よ
う
な
点
に
彼
の
経
典
観
、
ひ
い
て
は
仏
教
観
の
特
徴
が
示
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

綱
島
梁
川
の
念
仏

古
荘
　
匡
義

　

最
晩
年
の
綱
島
梁
川
（
一
八
七
三
―
一
九
〇
七
）
は
、
神
秘
体
験
を
経

て
到
達
し
た
「
神
子
の
自
覚
」
を
中
核
に
据
え
た
思
想
を
展
開
し
た
。
そ

の
思
想
は
「
神
と
偕
に
楽
し
み
神
と
偕
に
働
く
」
と
簡
潔
に
表
現
さ
れ

る
。
神
の
実
在
を
感
じ
、
神
と
偕
に
あ
る
こ
と
を
「
楽
し
み
」、
そ
の
喜

び
や
感
謝
の
う
ち
で
、
神
の
自
己
実
現
に
参
与
す
べ
く
自
覚
的
に
「
働

く
」。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
、
神
と
の
共
在
に
喜
悦
す
る
も
神
に
融
合
は
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さ
て
、
宗
教
多
元
的
な
発
想
は
、
山
頂
（
究
極
的
な
真
理
）
に
到
る
複

数
の
登
山
道
（
歴
史
的
諸
宗
教
）
に
よ
く
た
と
え
ら
れ
る
が
、
綱
島
は
い

わ
ば
同
時
に
複
数
の
登
山
道
を
実
際
に
登
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
営
為
が

「
可
能
」
か
、「
正
し
い
」
や
り
方
か
、
異
論
も
あ
ろ
う
が
、
最
晩
年
の
綱

島
は
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。

加
藤
咄
堂
と
「
倫
理
宗
教
」
の
問
題

│
│ 

一
九
〇
〇
年
前
後
を
中
心
と
し
て 

│
│

山
口
　
陽
子

　
「
修
養
」
な
る
宗
教
性
を
帯
び
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
探
求
は
、
近
代
日
本

の
社
会
史
や
文
化
史
を
考
察
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
は
岡
田
正
彦
が
教

え
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
創
出
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
主
要
な
発
進
者

で
あ
っ
た
仏
教
者
の
営
為
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
八
九
九
年
七

月
の
条
約
改
正
に
は
内
地
雑
居
が
必
須
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
キ
リ
ス
ト
教

の
「
蔓
延
」
を
懸
念
し
一
八
九
九
年
八
月
に
文
部
省
訓
令
十
二
号
（
い
わ

ゆ
る
「
宗
教
と
教
育
の
禁
止
令
」）
が
出
さ
れ
、
学
校
教
育
か
ら
の
宗
教

教
育
の
排
除
と
い
う
教
育
の
分
水
嶺
と
な
る
。
外
国
人
の
雑
居
や
日
清
戦

争
の
勝
利
に
よ
る
社
会
の
弛
緩
状
態
に
加
え
て
青
年
の
煩
悶
や
自
己
追
究

の
欲
求
は
、
新
た
な
道
徳
を
必
要
と
す
る
。
栗
田
英
彦
は
、
哲
学
者
の
井

上
哲
次
郎
（
一
八
五
五
―
一
九
四
四
）
が
「
新
し
い
宗
教
に
関
す
る
意

見
」（
一
八
九
九
年
十
月
講
演
、
十
二
月
『
哲
学
雑
誌
』
掲
載
）
で
提
唱

し
た
「
倫
理
的
宗
教
」
と
そ
の
批
判
が
「
修
養
」
概
念
の
創
出
に
つ
な
が

っ
た
と
、
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る
。
本
報
告
は
、
後
に
修
養
論
者
と
な

る
在
家
仏
教
者
の
加
藤
咄
堂
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
九
）
が
、
こ
れ
を
発

端
と
す
る
第
二
次
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
下
で
、
井
上
の
「
倫
理

ち
と
の
「
神
の
国
」
を
実
現
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
活
動
は
「
一
個
神
秘

な
る
法
悦
底
の
源
泉
よ
り
、
自
然
法
爾
に
湧
出
す
べ
き
」
も
の
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
綱
島
に
と
っ
て
個
人
格
の
活
動
は
法
悦
の
う
ち
か
ら

「
自
然
法
爾
」
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
積
極
的
、
自
覚
的
な
も

の
で
も
あ
る
。
こ
の
活
動
を
、
活
動
す
る
個
人
格
の
自
力
か
神
の
純
他
力

か
、
と
い
う
二
項
で
捉
え
る
と
、
こ
の
活
動
が
法
悦
に
は
還
元
不
可
能
な

形
で
法
悦
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
表
現
で
き
な
い
。
そ
こ
で
綱

島
は
、
個
人
格
の
自
覚
に
不
磨
の
一
位
地
を
与
え
る
べ
く
、
神
人
関
係
を

可
能
に
す
る
力
を
神
人
一
団
の
「
融
会
力
」
と
表
現
す
る
（
こ
の
表
現
の

是
非
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
）。

　

で
は
、
歴
史
的
宗
教
に
は
囚
わ
れ
な
い
「
神
子
の
自
覚
」
を
有
す
る
綱

島
が
、
な
ぜ
歴
史
的
宗
教
の
形
式
で
念
仏
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
綱
島
は
歴

史
的
宗
教
に
対
し
て
二
重
の
態
度
を
取
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
宗
教
が

提
供
す
る
神
や
如
来
は
「
予
の
実
験
内
容
を
詮
表
す
る
の
符
号
」
に
過
ぎ

な
い
と
捉
え
つ
つ
、
神
や
如
来
の
歴
史
性
を
重
要
視
す
る
。
と
い
う
の
も
、

綱
島
に
と
っ
て
宗
教
は
第
一
義
的
に
情
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
格
と
人

格
神
と
の
情
的
な
関
わ
り
が
信
を
形
成
す
る
が
、
人
格
神
と
情
的
に
関
わ

る
た
め
に
は
、
人
格
神
が
歴
史
的
宗
教
の
教
説
や
物
語
、
模
範
的
偉
人
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
綱
島

は
、「
神
子
の
自
覚
」
を
自
他
の
心
に
深
く
伝
え
る
た
め
に
、
浄
土
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
や
物
語
、
祈
り
を
適
宜
選
択
し
て
援
用
す
る
。
こ
こ

で
生
じ
る
ズ
レ
、
す
な
わ
ち
「
神
子
の
自
覚
」
を
深
め
伝
道
す
る
方
法
の

歴
史
性
と
、「
神
子
の
自
覚
」
が
も
た
ん
と
す
る
超
歴
史
性
と
の
間
の
ズ

レ
が
、
念
仏
し
た
綱
島
の
心
に
「
何
と
な
く
」
摂
取
さ
れ
る
思
い
を
生
み

出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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る
言
葉
で
道
徳
感
化
を
禅
宗
と
結
ん
で
い
く
語
り
を
確
認
し
た
。
修
養
に

つ
な
が
る
過
程
と
し
て
そ
の
語
り
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
井
上
と

咄
堂
に
は
、
道
徳
の
考
究
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
咄
堂
は
井
上
と

類
似
し
た
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
受
容
を
有
し
な
が
ら
国
民
教
育
へ
と
展

開
し
、
禅
宗
に
よ
る
道
徳
感
化
は
、
後
の
修
養
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
と
な
る
。

明
治
後
期
・
大
正
期
に
お
け
る
人
格
と
仏
教

│
│ 

境
野
黄
洋
を
中
心
と
し
て 

│
│

呉
　
　
佩
遥

　

本
報
告
は
、
明
治
後
期
か
ら
宗
教
言
説
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
「
人
格
」
概
念
を
中
心
に
、
世
紀
転
換
期
に
巻
き
起
こ
っ
た
新
仏
教

運
動
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
境
野
黄
洋
（
一
八
七
一
―
一
九
三
三
）
に

焦
点
を
当
て
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。「
人
格
」
と
い
う
言
葉
は
、
英

語
の
「personality

」
の
訳
語
と
し
て
明
治
二
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
登

場
し
た
が
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
宗
教
言
説
と
の
親
和
性
が

高
ま
り
、「
人
格
」
の
養
成
に
役
立
つ
と
い
う
語
り
方
が
成
立
し
て
い
っ

た
（
碧
海
寿
広
『
近
代
仏
教
の
な
か
の
真
宗
』
法
藏
館
、
二
〇
一
四
年
）。

本
報
告
で
は
、「
健
全
な
る
信
仰
」
を
綱
領
に
掲
げ
た
新
仏
教
運
動
の
旗

手
の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
教
史
学
者
で
も
あ
っ
た
境
野
に
と
っ
て
、

「
人
格
」
が
信
仰
上
の
諸
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
重
要
な
概
念
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

ま
ず
、
境
野
が
「
人
格
の
偉
大
な
る
顕
現
」（『
新
仏
教
』
六
―
一
、
一

九
〇
五
年
）
で
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
と
い
う
問
題
に
「
歴
史
」

と
い
う
新
た
な
視
角
を
提
供
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
と
釈
迦
の
「
人
格
」
の

的
宗
教
」
に
対
し
、
倫
理
と
宗
教
を
如
何
に
語
っ
た
の
か
を
時
代
の
コ
ン

テ
キ
ス
ト
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

咄
堂
は
、
一
九
〇
〇
年
一
月
に
「
教
育
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
」（『
禅

宗
』
五
九
）
に
お
い
て
、「
徳
育
」
に
「
宗
教
」
が
必
要
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
一
九
〇
一
年
一
月
に
「
現
今
の
倫
理
宗
教
問
題
」（『
禅
宗
』
七

〇
）
を
発
表
し
、
井
上
の
提
唱
に
対
し
「
倫
理
宗
教
」
な
る
構
想
を
示

す
。
現
今
の
宗
教
は
徳
育
の
基
礎
に
な
り
え
な
い
と
、
井
上
は
時
代
に
適

応
し
た
新
宗
教
を
「
倫
理
的
宗
教
」
と
し
て
諸
宗
教
の
結
合
点
を
一
つ
の

実
在
と
捉
え
、
そ
の
実
在
を
倫
理
的
、
万
有
的
、
人
格
的
に
三
分
す
る
。

咄
堂
は
、
井
上
の
倫
理
的
実
在
重
視
に
賛
成
し
つ
つ
他
を
斥
け
る
こ
と
に

反
対
し
、
実
在
の
全
て
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
人
格
的
実
在
を
仏
、
万
有

的
実
在
を
法
、
倫
理
的
実
在
を
僧
と
し
て
仏
教
信
仰
の
三
宝
に
置
き
換
え

る
。
さ
ら
に
仏
教
を
「
哲
学
」
と
し
て
の
智
、「
倫
理
」
と
し
て
の
意
、

「
宗
教
」
と
し
て
の
情
に
分
け
、
ま
た
仏
教
の
各
宗
を
「
哲
学
宗
」、「
倫

理
宗
」、「
感
情
宗
」
の
三
つ
に
配
し
、「
倫
理
宗
」
と
し
て
の
禅
宗
と
結

ぶ
。
咄
堂
は
良
心
に
よ
る
自
己
制
裁
を
「
倫
理
宗
教
」
と
定
義
し
、
一
九

〇
〇
年
代
か
ら
台
頭
す
る
禅
と
い
う
宗
教
的
実
践
と
結
び
つ
け
て
、
国
民

道
義
の
頽
廃
を
克
服
す
る
目
的
で
、
国
民
教
育
を
語
っ
て
い
く
。
ま
た

咄
堂
は
、
仏
教
徒
の
務
め
と
し
て
、「
憲
法
擁
護
の
精
神
を
涵
養
せ
よ
」

（『
明
教
新
誌
』
四
二
二
九
号
。
一
八
九
九
年
一
月
）
で
、
仏
教
の
国
家
主

義
を
も
っ
て
、
国
体
の
養
成
や
憲
法
擁
護
の
精
神
を
国
民
に
伸
長
し
よ
う

と
す
る
が
、
こ
こ
に
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
教
育
勅
語
や
憲
法
を
支

え
る
側
か
ら
の
同
意
が
見
ら
れ
る
。

　
「
徳
育
」
に
「
宗
教
」
が
必
要
と
す
る
咄
堂
が
、
井
上
の
「
倫
理
的
宗

教
」
に
対
し
、「
宗
教
と
教
育
の
禁
止
令
」
を
背
景
に
、「
倫
理
宗
教
」
な
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明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
境
野
は
日
本
の
各
宗
派
の
祖
師
に

関
心
を
寄
せ
、「
人
格
」
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
そ
の
祖
師
像
の
再
構

築
に
没
頭
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
宗
祖
を
「
人
格
」
と
い
う
枠
組

み
で
理
解
し
、
そ
の
「
人
格
」
へ
の
敬
慕
と
賛
美
を
通
し
て
自
ら
の
信
仰

を
表
す
と
い
う
語
り
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
思
想
的

営
為
は
、
宗
教
伝
統
の
再
解
釈
を
通
し
、
新
た
な
信
仰
の
あ
り
方
を
探
っ

た
試
み
と
し
て
、
今
後
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

大
正
期
に
お
け
る
大
谷
光
瑞
像
の
形
成
と
展
開

楽
　
　
　
星

　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
第
二
十
二
世
法
主
・
大
谷
光
瑞
（
鏡
如
、
一
八
七

六
―
一
九
四
八
）
は
、
一
九
一
四
年
ま
で
合
計
三
回
、
い
わ
ゆ
る
「
大
谷

探
検
隊
」
を
中
央
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
に
派
遣
し
、
仏
跡
の
発
掘
調
査
や
探

検
活
動
を
行
う
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
の
後
、
法
主
を
辞
任
し
た

光
瑞
は
中
国
に
滞
在
し
、
国
際
情
勢
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
中
で

も
中
国
を
主
要
な
語
り
の
対
象
と
し
た
ア
ジ
ア
論
―
例
え
ば
「
帝
国
の
危

機
」（
一
九
一
七
年
）
や
『
慨
世
余
言
』（
一
九
一
七
年
）
―
を
次
々
と
発

表
し
、
国
内
外
の
知
識
人
の
注
目
を
集
め
て
い
た
。
例
え
ば
、
大
正
期
を

代
表
す
る
評
論
家
の
一
人
で
あ
る
北
昤
吉
（
一
八
八
五
―
一
九
六
一
）
は

同
時
代
の
ア
ジ
ア
主
義
に
論
及
す
る
際
、「
自
衛
的
亜
細
亜
主
義
」
の
代

表
者
と
し
て
光
瑞
を
取
り
上
げ
た
際
に
、
彼
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

本
発
表
で
は
、
大
正
期
に
お
け
る
大
谷
光
瑞
の
ア
ジ
ア
論
に
対
し
て
、
い

く
つ
か
の
知
識
人
の
評
論
を
取
り
上
げ
、
当
該
時
期
の
光
瑞
像
を
考
察
す

る
。

　

ま
ず
は
日
本
の
新
聞
記
者
・
随
筆
家
で
あ
る
大
庭
景
秋
（
一
八
七
二
―

比
較
を
通
し
て
両
教
の
相
違
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
宗
教
の
特
徴
と
本
質
が
そ
の
「
祖
師
」
の

「
人
格
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
彼
の
認
識
が
潜
在
し
て
お
り
、
そ

の
「
人
格
」
を
以
て
崇
拝
す
る
と
い
う
新
し
い
態
度
を
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
る
。
い
わ
ば
、「
超
人
格
」
と
し
て
の
釈
迦
で
は
な
く
、
そ
の
「
人

格
」
へ
の
信
仰
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
人
格
」
と
い
う
言
葉
が
ブ
ー
ム
化
す
る
中
で
、
境
野
が
あ

く
ま
で
も
歴
史
上
に
存
在
し
た
人
間
と
し
て
の
釈
迦
の
「
人
格
」
と
そ
の

感
化
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
彼
は
歴
史
上
に
存
在
し
た
釈

迦
と
、
そ
の
後
に
想
像
さ
れ
た
釈
迦
を
区
別
す
る
必
要
性
を
覚
え
、
そ
し

て
、
こ
れ
が
彼
に
よ
る
大
乗
仏
教
の
捉
え
方
と
も
関
連
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
彼
は
大
乗
仏
教
の
「
教
義
中
心
」
の
価
値
を
肯
定
し
つ
つ
、
釈
迦

に
関
す
る
歴
史
的
な
事
実
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
人
格
」

の
感
化
を
求
め
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
（「
人
格
中
心
の
仏
教
と
教
義

中
心
の
仏
教
」『
新
仏
教
』
七
―
九
、
一
九
〇
六
年
）。

　

世
紀
転
換
期
に
お
い
て
、
大
乗
仏
教
の
位
置
付
け
の
問
題
が
日
本
列
島

に
お
け
る
仏
教
者
の
信
仰
の
正
当
化
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
大
乗

仏
教
が
歴
史
上
に
実
際
に
存
在
し
た
釈
迦
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
「
大
乗
非
仏
説
」
を
中
心
的
な
課
題
と
し
て
、
議
論
は
加
熱

し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
一
九
〇
一
年
に
上
梓
さ
れ
た
村
上
専
精

（
一
八
五
一
―
一
九
二
九
）
の
『
仏
教
統
一
論
』（
金
港
堂
）
で
あ
る
。
彼

は
近
世
か
ら
続
い
て
き
た
「
大
乗
非
仏
説
」
を
認
め
な
が
ら
も
、
大
乗
仏

教
の
意
義
を
力
説
し
、
自
ら
の
「
信
仰
」
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
上

述
し
た
境
野
の
姿
勢
は
、
彼
が
師
事
し
て
い
た
村
上
と
共
通
す
る
側
面
を

持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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方
、
吉
野
や
李
な
ど
の
思
想
家
は
光
瑞
の
ア
ジ
ア
主
義
思
想
、
殊
に
彼
の

対
中
国
政
策
を
問
題
視
し
、
彼
の
軍
国
主
義
的
な
一
面
を
批
判
す
る
。
本

発
表
は
以
上
の
知
識
人
の
大
谷
光
瑞
に
関
す
る
評
論
の
考
察
を
通
し
て
、

大
正
期
に
光
瑞
は
宗
教
家
、
探
検
家
だ
け
で
は
な
く
、
言
論
人
と
し
て
の

一
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。

東
本
願
寺
伝
道
講
究
院
に
み
る
布
教
理
念

春
近
　
　
敬

　

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
、
真
宗
大
谷
派
に
伝
道
講
究
院
が
設
置
さ

れ
た
。
本
発
表
は
、
同
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
行
な
わ
れ
た
第
一
回
の
同

院
の
課
程
に
み
ら
れ
た
布
教
の
理
念
に
つ
い
て
、『
第
一
回
伝
道
講
究
院

紀
要
』
お
よ
び
初
代
院
長
の
多
田
鼎
（
一
八
七
五
―
一
九
三
七
）
の
著
作

を
手
掛
か
り
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

伝
道
講
究
院
は
「
宗
門
有
為
ノ
伝
道
者
ヲ
シ
テ
更
ニ
必
要
ナ
ル
講
究
及

ビ
訓
練
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
」（
伝
道
講
究
院
規
定
第
五
条
）
こ
と
を
目
的
と

す
る
伝
道
者
養
成
機
関
で
、
講
究
員
は
大
谷
大
学
お
よ
び
前
身
の
真
宗
大

谷
大
学
の
卒
業
生
か
ら
選
抜
さ
れ
た
。
講
究
員
に
は
手
当
が
支
給
さ
れ
、

修
了
者
は
三
年
以
上
の
本
山
へ
の
服
務
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
講
究
員
は

京
都
の
岡
崎
別
院
に
合
宿
し
て
真
宗
学
・
仏
教
学
・
伝
道
学
な
ど
の
講
義

を
受
け
、
八
月
の
一
ヶ
月
間
は
福
井
の
吉
崎
別
院
に
移
動
し
て
北
陸
の
別

院
・
寺
院
へ
の
伝
道
実
習
を
行
な
っ
た
。
九
月
の
修
了
式
後
は
、
既
に
本

山
の
職
務
に
あ
っ
た
者
を
除
い
て
そ
の
場
で
寺
務
総
長
か
ら
布
教
使
の
辞

令
が
交
付
さ
れ
た
。

　

同
院
設
置
に
先
立
ち
、
一
九
二
一
年
に
布
教
研
究
会
が
設
置
さ
れ
、
宗

門
か
ら
雑
誌
『
教
化
』
が
創
刊
さ
れ
た
（
一
九
二
五
年
『
宗
報
』
と
と
も

一
九
二
四
）
が
一
九
一
七
年
に
雑
誌
『
日
本
人
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
大
谷

光
瑞
師
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
大
庭
は
大
谷
光
瑞
の
「
帝
国
の
危
機
」

を
日
蓮
宗
の
宗
祖
で
あ
る
日
蓮
（
一
二
二
二
―
一
二
八
二
）
の
「
立
正
安

国
論
」
と
同
一
視
し
、
光
瑞
を
高
く
評
価
し
た
。
ま
た
新
仏
教
運
動
の
代

表
的
な
人
物
で
あ
る
高
島
米
峰
（
一
八
七
五
―
一
九
四
九
）
も
『
仏
心
鬼

語
』
に
お
い
て
大
谷
光
瑞
を
論
じ
た
。
大
谷
光
瑞
の
南
洋
事
業
に
お
け
る

ゴ
ム
園
経
営
な
ど
の
事
業
も
本
願
寺
布
教
の
一
環
と
し
て
考
え
る
高
島

は
、
光
瑞
が
仏
教
を
以
て
ア
ジ
ア
の
精
神
的
紐
帯
を
用
い
て
、
そ
の
「
精

神
的
汎
亜
細
亜
主
義
」
を
世
界
ま
で
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
役
者
で
あ
る
吉
野
作
造
（
一
八

七
八
―
一
九
三
三
）
の
「
大
谷
光
瑞
師
の
『
帝
国
之
危
機
』
を
読
む
」
及

び
中
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
李
大
釗
（
一
八
八
九
―
一
九
二
七
）

の
「
大
亜
細
亜
主
義
と
新
亜
細
亜
主
義
」
も
あ
る
。
吉
野
は
光
瑞
を
「
軍

国
主
義
と
ア
ジ
ア
主
義
を
掲
げ
て
い
る
」
人
物
と
判
定
し
、
そ
の
主
張
を

「
排
外
的
鎖
国
的
臭
味
の
あ
る
ア
ジ
ア
主
義
」
と
し
て
否
定
す
る
。
李
は

大
谷
光
瑞
の
名
前
を
取
り
上
げ
、
二
つ
の
側
面
か
ら
彼
の
主
張
を
批
判
し

た
。
第
一
に
、「
大
亜
細
亜
主
義
」
は
中
国
併
呑
主
義
で
あ
り
、
同
文
同

種
の
名
目
の
下
に
中
国
を
独
占
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
し
た
。
ま

た
第
二
に
、「
大
亜
細
亜
主
義
」
は
実
際
に
大
日
本
主
義
で
あ
り
、
日
本

人
が
ア
ジ
ア
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
利
用
し
て
ア
ジ
ア
で
欧
米
の
勢
力
を
駆
逐

し
よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
る
と
し
た
。
要
す
る
に
、
吉
野
と
李
い
ず
れ
も

光
瑞
の
ア
ジ
ア
主
義
思
想
を
否
定
的
に
評
価
し
た
。

　

結
論
と
し
て
、
大
谷
光
瑞
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
知
識
人
は
ほ
と
ん
ど

彼
の
仏
教
的
側
面
を
強
調
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
仏
教
の
影
響
力
の

拡
大
と
い
う
願
望
を
抱
き
、
彼
の
仏
教
界
の
影
響
力
を
重
視
す
る
。
一
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第
二
回
以
降
は
、
多
田
は
病
気
を
理
由
と
し
て
院
長
を
含
め
伝
道
講
究

院
の
職
務
を
辞
退
し
て
お
り
、
講
師
と
し
て
短
期
間
出
講
す
る
に
止
ま
っ

て
い
る
。
課
程
も
期
間
が
三
ヶ
月
と
な
り
、
北
陸
へ
の
実
地
伝
道
も
行
な

わ
れ
な
く
な
っ
た
。
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
真
宗
大
谷
派
宗
憲
が
施

行
さ
れ
、
宗
門
内
の
学
事
と
布
教
の
分
離
が
為
さ
れ
た
。
伝
道
講
究
院
は

布
教
を
担
う
参
教
院
の
附
置
と
な
り
、
侍
董
寮
の
附
置
機
関
で
あ
る
宗
学

院
と
役
割
を
分
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

伝
道
講
究
院
は
、
当
時
の
真
宗
に
お
い
て
離
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
教
」
と

「
学
」
を
再
接
続
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は

布
教
の
質
的
低
下
の
問
題
、
一
方
で
は
大
学
令
に
よ
る
宗
門
大
学
の
宗
派

的
色
彩
の
希
薄
化
へ
の
両
面
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
自
己
の

主
体
性
を
離
れ
た
研
究
姿
勢
や
、「
人
格
」
に
基
づ
く
教
化
姿
勢
と
の
差

異
化
も
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

メ
モ
リ
ア
ル
と
し
て
の
浄
土
真
宗
「
立
教
開
宗
」

御
手
洗
隆
明

　

浄
土
真
宗
各
派
が
二
〇
二
三
年
に
予
定
す
る
「
親
鸞
誕
生
八
五
〇
年
・

立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
」
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の

「
立
教
開
宗
七
〇
〇
年
法
要
」
に
始
ま
り
、
以
後
五
〇
年
毎
に
親
鸞
誕
生

記
念
と
合
わ
せ
て
執
行
さ
れ
る
。
浄
土
真
宗
は
親
鸞
遠
忌
な
ど
大
規
模
法

要
を
契
機
と
し
、
特
に
近
代
以
降
は
そ
れ
ま
で
の
集
約
と
そ
こ
か
ら
の
展

開
を
見
せ
る
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
法
要
と
し
て
の
立
教
開
宗
と
い
う

「
場
」
に
も
記
憶
と
伝
承
と
い
う
「
メ
モ
リ
ア
ル
」
的
な
役
割
が
あ
る
と

考
え
る
。

　

浄
土
真
宗
の
宗
祖
・
親
鸞
が
立
教
開
宗
を
宣
言
し
た
歴
史
的
事
実
は
確

に
『
真
宗
』
に
統
合
）。
一
九
二
三
年
に
は
立
教
開
宗
七
百
年
記
念
法
要

が
勤
修
さ
れ
た
。
こ
の
頃
、
宗
門
内
で
は
布
教
内
容
の
質
的
向
上
と
布
教

者
の
知
識
養
成
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
二
二
年
に
は
大
谷

大
学
が
大
学
令
に
よ
る
設
立
を
認
可
さ
れ
、「
学
」
と
「
教
」
の
懸
隔
へ

の
懸
念
も
生
ま
れ
て
い
た
。
伝
道
講
究
院
は
か
よ
う
な
背
景
を
受
け
て
開

講
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
谷
大
学
卒
業
生
を
講
究
員
の
対
象
と
し
た
こ

と
が
、
同
院
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
田
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
は
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
方
針
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
院
長
の

人
事
も
多
田
の
前
に
複
数
人
へ
打
診
が
あ
っ
た
も
の
の
断
ら
れ
、
最
終
的

に
自
分
が
引
き
受
け
た
の
は
、
当
時
大
谷
大
学
学
長
に
就
任
し
た
ば
か
り

の
同
輩
佐
々
木
月
樵
（
一
八
七
五
―
一
九
二
六
）
の
推
薦
に
応
え
た
も
の

で
あ
る
と
述
懐
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
経
緯
の
な
か
、
第
一
回
の
課
程
は
多
田
の
意
向
が
大
き
く

反
映
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
講
究
員
が
岡
崎
で
二
十
四
時
間
起
居
を
共

に
す
る
こ
と
も
、
蓮
如
の
遺
徳
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
吉
崎
で
伝
道
の
実

践
を
行
な
う
こ
と
も
、
多
田
の
願
い
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

講
義
は
、
解
学
を
学
ぶ
こ
と
で
学
問
に
根
拠
の
あ
る
伝
道
を
目
指
し
た
一

方
で
、
自
己
の
実
存
を
離
れ
た
「
客
観
的
」
な
研
究
姿
勢
を
批
判
し
、
ま

た
自
己
の
内
に
止
ま
っ
て
他
者
へ
伝
道
し
な
い
姿
勢
を
強
く
戒
め
た
。
加

え
て
、
当
時
の
一
般
教
育
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
仏
教
界
に
も
流
行
し
て

い
た
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
も
明
確
に
否
定
的
な
見
解

を
示
し
た
。
多
田
は
、
伝
道
と
は
一
個
人
に
由
来
す
る
「
人
格
の
感
化
」

で
な
く
「
本
願
の
大
法
」
に
依
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し

て
い
る
。
な
お
、
期
間
中
に
『
浄
土
教
批
判
』
を
著
し
た
野
々
村
直
太
郎

を
岡
崎
に
招
い
て
討
論
を
行
な
っ
て
い
る
。
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で
あ
っ
た
「
真
宗
」
の
宗
名
公
称
を
達
成
し
た
後
の
十
一
月
二
十
七
日
、

大
谷
派
宗
主
・
厳
如
は
「
祖
師
開
宗
年
月
元
仁
元
年
甲
申
正
月
と
決
定

す
」（『
厳
如
上
人
御
一
代
記
』）
と
定
め
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
九
）
三

月
、
真
宗
四
派
は
『
宗
規
綱
領
』
で
定
め
た
「
宗
祖
親
鸞
年
五
十
二
、
常

陸
国
稲
田
に
在
て
、『
無
量
寿
経
』
に
依
て
浄
土
真
宗
の
名
を
立
て
、『
教

行
証
文
類
』
を
作
る
。
是
を
立
教
開
宗
の
本
書
と
す
。
実
に
後
堀
河
天
皇

元
仁
元
年
甲
申
に
し
て
、
師
源
空
没
後
十
三
年
な
り
」
と
い
う
歴
史
認
識

の
も
と
、
親
鸞
の
大
師
号
宣
下
（
一
八
七
六
）、
勅
額
「
見
真
」
下
賜
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
近
代
化
を
模
索
し
な
が
ら
親
鸞
六
五
〇
回
忌
（
一
九
一

一
）
を
経
て
、
大
正
期
の
「
立
教
開
宗
」
法
要
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

元
仁
元
年
を
基
準
に
す
る
と
、
大
正
十
二
年
が
七
〇
〇
年
目
（
同
時
に

親
鸞
誕
生
（
一
一
七
三
）
か
ら
七
五
〇
年
目
）
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
当

時
の
真
宗
各
派
（
真
宗
高
田
派
を
除
く
）
は
立
教
開
宗
七
〇
〇
年
法
要
と

記
念
事
業
を
お
こ
な
っ
た
。
大
正
期
法
要
時
の
真
宗
大
谷
派
の
記
念
事
業

に
は
教
化
伝
道
の
充
実
、
記
念
出
版
、
宝
物
展
、
会
館
設
立
な
ど
が
あ

る
。
特
に
唯
一
の
自
筆
本
『
教
行
信
証
』
で
あ
る
坂
東
本
の
コ
ロ
タ
イ
プ

化
は
、
立
教
開
宗
の
書
を
広
く
一
般
に
公
開
す
る
意
味
で
画
期
的
で
あ
っ

た
。
ま
た
教
化
活
動
に
は
映
画
『
毛
綱
』
製
作
な
ど
視
聴
覚
伝
道
が
あ

り
、
聞
法
道
場
「
高
倉
会
館
」
設
立
が
あ
っ
た
。

　

大
規
模
法
要
は
、
親
鸞
遠
忌
で
あ
れ
ば
そ
の
時
代
の
宗
祖
像
を
描
き
出

し
、
立
教
開
宗
で
あ
れ
ば
そ
の
宗
祖
像
に
基
づ
く
浄
土
真
宗
像
の
更
な
る

展
開
が
見
受
け
ら
れ
る
。
二
〇
二
三
年
に
向
け
た
浄
土
真
宗
の
動
き
は
、

二
〇
二
一
年
の
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
回
忌
と
も
重
な
り
、
新
た
な
史
料
の

発
掘
と
、
今
を
記
録
し
、
未
来
に
伝
え
る
と
い
う
「
メ
モ
リ
ア
ル
」
と
し

て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
の
主
著
『
教
行
信
証
』

撰
述
を
も
っ
て
浄
土
真
宗
の
「
立
教
開
宗
」
と
す
る
歴
史
観
を
真
宗
各
派

（
真
宗
教
団
連
合
）
は
共
有
し
て
い
る
。
仏
教
で
一
宗
を
立
て
る
に
は
宗

名
・
所
依
の
経
典
・
師
資
相
承
・
教
相
判
釈
を
必
要
と
す
る
が
、
親
鸞
が

『
教
行
信
証
』
教
巻
で
「
大
無
量
寿
経　

真
実
の
教　

浄
土
真
宗
」
と
浄

土
真
宗
の
宗
名
を
掲
げ
、『
同
』
化
身
土
巻
に
「
我
が
元
仁
元
年
」
の
記

載
が
あ
る
こ
と
を
立
教
開
宗
の
根
拠
と
す
る
。
こ
の
元
仁
元
年
は
、
親
鸞

が
入
末
法
か
ら
の
年
数
を
計
算
す
る
た
め
の
基
準
と
し
た
年
号
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
年
が
師
・
法
然
の
十
三
回
忌
で
あ

り
、
ま
た
八
月
に
朝
廷
の
専
修
念
仏
停
止
の
宣
下
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
る
。

　

元
仁
元
年
は
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
年
時
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
い

が
、
こ
れ
を
『
教
行
信
証
』
成
立
と
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

江
戸
時
代
の
高
田
派
良
空
『
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』（
一
七
一
七
）「
元
仁
元

年
甲
申
正
月
十
五
日
よ
り
、
稲
田
に
於
て
教
行
信
証
を
書
揃
え
た
ま
ふ
」

の
影
響
で
あ
る
。
こ
の
書
は
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
東
西
本
願

寺
学
僧
と
そ
の
後
の
親
鸞
伝
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
元
仁
元

年
・『
教
行
信
証
』
成
立
・
立
教
開
宗
は
、
少
な
く
と
も
本
願
寺
派
玄
智

『
大
谷
本
願
寺
通
紀　

巻
一
』（
一
七
八
五
）「
元
仁
元
年
、
師
年
五
十
二
、

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
六
巻
を
著
し
、
浄
土
真
宗
を
光
闡
す
」
に
結
び

つ
き
が
見
え
る
。
大
谷
派
で
は
京
都
の
門
徒
・
神
田
寿
海
『
大
谷
嫡
流
実

記
』（
一
八
四
五
）
が
「
元
仁
元
甲
申
年
聖
人
五
十
二
歳
、
宗
名
を
浄
土

真
宗
と
御
起
立
あ
り
」
と
記
す
。
こ
の
書
は
昭
和
期
法
要
時
に
立
教
開
宗

記
念
と
し
て
翻
刻
出
版
さ
れ
た
（
大
谷
大
学
編
、
一
九
七
二
）。

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
に
真
宗
各
派
が
江
戸
時
代
か
ら
の
懸
案
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と
「
世
俗
」
の
分
離
に
つ
い
て
、
法
が
規
定
し
た
側
面
と
教
学
が
規
定
し

た
側
面
を
考
察
し
た
。
教
学
上
の
問
題
、
行
政
上
の
問
題
、
所
有
権
の
問

題
、
民
主
主
義
的
な
時
代
潮
流
と
宗
教
の
問
題
が
絡
み
合
う
な
か
、
一
九

八
一
年
に
大
谷
派
の
最
高
法
規
で
あ
る
『
宗
憲
』
改
正
が
な
さ
れ
た
。
本

報
告
で
は
、『
宗
憲
』
改
正
の
要
点
の
一
つ
で
あ
る
、
法
主
か
ら
門
首
へ

の
移
行
に
対
す
る
評
価
を
取
り
上
げ
た
。
法
学
的
な
解
釈
が
反
映
さ
れ
た

「
聖
」
と
「
俗
」
の
分
離
の
達
成
を
、「
封
建
制
」
か
ら
「
近
代
」
へ
と
教

団
・
宗
門
の
体
制
が
移
行
し
た
と
評
価
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、『
宗
憲
』

に
み
ら
れ
る
教
団
・
宗
門
体
制
に
関
す
る
文
章
に
対
し
て
、
歴
史
の
欠
落

を
指
摘
す
る
も
の
も
い
た
。
以
上
の
評
価
の
分
析
を
通
じ
て
、
法
の
論
理

に
も
と
づ
い
た
『
宗
憲
』
改
正
に
し
た
が
っ
て
、
教
団
体
制
が
変
化
す
る

な
か
で
、
教
学
の
見
直
し
が
進
む
と
と
も
に
、
再
び
教
団
批
判
の
流
れ
が

出
て
く
る
こ
と
、「
近
代
」、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
に
「
近
代
主
義
的
な
」

問
題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

最
後
に
、
以
上
の
分
析
を
通
じ
て
、
宗
教
と
法
を
め
ぐ
る
問
題
を
手
か

が
り
と
す
る
こ
と
で
、
教
団
と
い
う
組
織
が
宗
教
者
や
法
学
者
を
は
じ

め
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
同
朋
会
運
動
、『
宗
憲
』
改
正
は
、「
天
皇
制
の
克
服
」
あ
る
い
は

「
血
脈
の
否
定
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
評
価
か
ら
わ
か
る
の
は
、
教

団
改
革
運
動
に
関
わ
る
人
物
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
「
近
代
化
」
と
い
う

概
念
に
、「
聖
」「
俗
」
の
分
離
を
前
提
と
す
る
規
範
意
識
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
朋
会
運
動
の
調
査
・
研
究
に
関
わ
っ

て
い
た
人
物
が
、
教
団
を
観
察
し
、
評
価
す
る
と
い
う
実
践
が
教
団
組
織

の
見
直
し
に
つ
な
が
る
側
面
が
あ
っ
た
。
教
団
の
「
近
代
化
」、
あ
る
い

は
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
、
実
践
さ
れ
た
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
は
、
宗
教

宗
教
教
団
の
「
近
代
化
」
と
法

│
│ 

真
宗
大
谷
派
の
『
宗
憲
』
に
着
目
し
て 

│
│

宮
部
　
　
峻

　

本
報
告
は
、
戦
後
の
宗
教
教
団
の
「
近
代
化
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
法

と
の
関
係
に
着
目
し
て
論
じ
る
こ
と
を
試
み
た
。
事
例
を
真
宗
大
谷
派
教

団
、
と
く
に
一
九
八
一
年
改
正
の
『
宗
憲
』
に
定
め
て
、『
宗
憲
』
が
改

正
さ
れ
る
歴
史
的
過
程
を
追
跡
し
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
交
渉
過
程

を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

ま
ず
、
本
報
告
は
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
「
近
代

化
」
と
「
宗
教
」
が
定
義
さ
れ
て
き
た
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と

し
た
。
宗
教
概
念
批
判
以
降
、
近
代
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
も
、「
近
代

主
義
的
な
」
研
究
の
偏
り
（
ビ
リ
ー
フ
中
心
主
義
的
研
究
の
問
題
）
が
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
、
大
谷
派
教
団
・
宗
門
内
で
は
、
戦
後
、
盛

ん
に
「
近
代
化
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。
中
で
も
同
朋
会
運
動
の

よ
う
に
信
仰
面
だ
け
で
な
く
、
宗
教
行
政
面
で
も
改
革
運
動
が
展
開
さ

れ
、
単
な
る
行
為
者
水
準
で
の
信
仰
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
教
団
と
い

う
組
織
水
準
で
の
問
題
と
し
て
、
教
団
の
近
代
化
の
問
題
が
取
り
組
ま
れ

て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
同
時
期
に
は
、
大
谷
家
の
借
財
問
題
、
宗
務
上
の

問
題
が
、
法
律
上
の
争
訟
問
題
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
、
宗
教
者
の
み
な

ら
ず
、
法
学
者
に
よ
っ
て
、
議
論
さ
れ
、
法
と
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
、

「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
と
い
う
近
代
的
な
問
題
も
発
生
し
た
。
以
上
の
経

緯
を
踏
ま
え
て
、「
近
代
化
」
と
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
が
、
当
事
者
・

観
察
者
を
問
わ
ず
、
多
様
な
場
面
、
状
況
、
ア
ク
タ
ー
が
絡
み
合
う
な
か

で
定
義
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
本
報
告
で
は
指
摘
し
た
。

　

次
に
、『
宗
憲
』
に
対
す
る
評
価
に
み
ら
れ
る
「
近
代
化
」、「
宗
教
」
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か
ら
実
証
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

次
に
、
実
際
に
宗
勢
調
査
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
曹
洞
宗
寺
院
の
経
済

事
情
を
分
析
し
た
。
有
効
回
答
数
一
三
六
四
五
ヶ
寺
の
う
ち
八
割
近
く
の

寺
院
が
葬
儀
や
年
回
法
要
（
法
事
）
を
中
心
と
し
た
宗
教
活
動
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
収
入
で
生
計
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
方
、
葬
儀

と
年
回
法
要
の
布
施
額
（
一
回
あ
た
り
）
が
少
な
い
寺
院
ほ
ど
年
間
の
法

人
収
入
も
少
な
く
な
り
、
こ
れ
ら
儀
式
を
一
年
間
に
ま
っ
た
く
行
な
わ
な

か
っ
た
寺
院
だ
と
、
ほ
ぼ
全
て
が
法
人
収
入
五
百
万
円
以
下
の
「
低
収
入

寺
院
」（
専
業
不
可
能
）
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

　

法
人
収
入
を
前
回
調
査
（
二
〇
〇
五
年
）
の
結
果
と
比
較
す
る
と
、
低

収
入
寺
院
の
割
合
が
低
下
し
た
の
に
対
し
て
、
一
千
万
円
を
超
え
る
「
高

収
入
寺
院
」（
専
業
可
能
）
の
割
合
は
上
昇
し
た
こ
と
が
判
明
し
、
寺
院

間
で
収
入
の
二
極
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
他
方
で
、
都

道
府
県
別
に
法
人
収
入
を
確
認
す
る
と
、
低
収
入
寺
院
は
甲
信
越
以
西
の

地
域
で
高
い
割
合
を
示
し
た
の
に
対
し
て
、
高
収
入
寺
院
は
関
東
・
東
北

な
ど
東
日
本
で
割
合
が
高
か
っ
た
。
前
者
だ
と
、
県
内
寺
院
の
う
ち
八
割

以
上
が
低
収
入
寺
院
で
あ
る
自
治
体
が
一
〇
県
存
在
し
、
大
分
県
で
は
九

三
・
三
％
で
あ
っ
た
。
一
方
後
者
だ
と
、
四
つ
の
都
道
県
が
全
国
平
均
値

よ
り
二
倍
以
上
の
割
合
を
示
し
、
ト
ッ
プ
は
東
京
都
の
五
一
・
九
％
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
に
よ
っ
て
収
入
の
多
寡
に
格
差
が
生
じ
て
い

る
現
状
を
指
摘
し
た
。

　

以
上
、
宗
勢
調
査
の
収
入
に
関
す
る
諸
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
結
果
、
曹

洞
宗
で
は
収
入
規
模
の
二
極
化
が
進
行
し
、
人
口
減
少
に
直
面
す
る
「
地

方
」
を
中
心
に
低
収
入
寺
院
が
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
中
に

は
葬
儀
や
年
回
法
要
が
無
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

者
の
み
な
ら
ず
、
法
学
者
や
宗
教
学
者
、
宗
教
社
会
学
者
の
観
察
を
通
じ

て
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
概
念

で
も
あ
る
。
本
報
告
で
は
、「
経
験
概
念
」
と
し
て
の
「
宗
教
」、「
近
代

化
」
と
い
う
概
念
が
多
様
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
さ
れ
て
い
く

過
程
を
み
た
。
今
後
の
課
題
・
考
察
と
し
て
、
法
に
よ
る
「
聖
」「
俗
」
の

分
離
を
軸
に
、「
分
析
概
念
」
と
し
て
の
宗
教
概
念
を
検
討
し
、
宗
教
・

宗
教
教
団
を
規
定
す
る
論
理
に
つ
い
て
分
析
で
き
る
可
能
性
を
示
し
た
。

現
代
寺
院
に
お
け
る
経
済
的
側
面
の
研
究
に
む
け
て

梶
　
　
龍
輔

　

本
報
告
で
は
二
〇
一
五
年
に
行
な
わ
れ
た
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
に
お

け
る
寺
院
の
収
入
に
関
係
す
る
デ
ー
タ
を
中
心
に
扱
い
、
同
宗
寺
院
の
趨

勢
の
確
認
し
た
う
え
で
、
研
究
素
材
と
し
て
の
宗
勢
調
査
の
有
効
性
や
、

「
経
済
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
現
代
寺
院
研
究
の
課
題
を
論
じ
た
。

　

ま
ず
、
仏
教
（
寺
院
）
に
お
け
る
経
済
的
側
面
に
着
目
し
た
先
行
研
究

を
次
の
三
つ
の
系
統
に
整
理
し
た
。
第
一
に
経
典
や
歴
史
か
ら
経
済
的
行

為
に
関
す
る
思
想
を
分
析
し
た
も
の
（
思
想
系
）、
第
二
に
古
文
書
を
史

料
と
し
た
仏
教
教
団（
史
）研
究
（
歴
史
実
証
系
）、
そ
し
て
第
三
に
現
代

の
日
本
仏
教
に
お
け
る
経
済
的
問
題
を
扱
っ
た
研
究
（
現
代
実
証
系
）
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
本
報
告
は
第
三
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
し
て

行
な
っ
た
が
、
教
団
や
寺
院
の
金
銭
面
を
扱
う
に
は
様
々
な
ハ
ー
ド
ル
が

存
在
し
、
研
究
状
況
が
芳
し
く
な
い
。
し
か
し
、
寺
院
に
お
け
る
金
銭
面

は
、
継
続
的
な
宗
教
活
動
の
実
施
や
後
継
者
の
育
成
と
深
く
関
わ
る
テ
ー

マ
と
い
え
る
。
全
国
に
散
在
す
る
寺
院
の
現
状
を
鳥
瞰
的
に
捉
え
、
そ
の

将
来
を
展
望
す
る
に
は
、
宗
勢
調
査
と
い
う
教
団
の
趨
勢
を
示
す
デ
ー
タ
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中
国
禅
に
お
け
る
住
持
と
は
、
百
丈
懐
海
の
清
規
観
を
伝
え
る
と
研
究

史
上
信
じ
ら
れ
て
き
た
『
禅
門
規
式
』
に
お
い
て
「
仏
殿
を
立
て
ず
に
た

だ
法
堂
を
構
ふ
る
は
、
仏
祖
よ
り
親
授
せ
る
当
代
を
尊
と
な
す
を
表
す
な

り
」﹇
大
正
蔵
五
一
：
二
五
一
ａ
：
九
―
一
〇
﹈
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

悟
り
を
開
い
て
師
か
ら
印
可
証
明
を
受
け
た
段
階
で
、
仏
陀
を
継
い
だ
摩

訶
迦
葉
に
始
ま
る
系
譜
に
連
な
る
「
仏
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
帯
び
る
存
在
で
あ
る
。

　
『
勅
規
』「
住
持
章
第
五
」
や
「
議
擧
住
持
」
に
お
け
る
記
述
か
ら
は
、

寺
院
の
住
持
と
は
、
徳
の
高
い
仏
法
の
指
導
者
で
あ
る
と
共
に
、
寺
院
財

産
を
管
理
し
う
る
人
物
と
い
う
住
持
観
が
う
か
が
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

「
議
擧
住
持
」
後
半
で
は
、
仏
日
契
嵩
『
輔
教
編
』
か
ら
「
明
教
大
師
曰
。

教
謂
住
持
者
。
何
謂
也
。
住
持
也
者
。
謂
藉
人
持
其
法
。
使
之
永
住
而
不

泯
也
。
夫
戒
定
慧
者
。
持
法
之
具
也
。
僧
園
物
務
者
。
持
法
之
資
也
。
法

也
者
。
大
聖
之
道
也
。
資
與
具
待
其
人
而
後
擧
善
其
具
。
不
善
其
資
不
可

也
。
善
其
資
而
不
善
其
具
不
可
也
。
皆
善
則
可
以
持
而
住
之
也
。
…
」

﹇
大
正
蔵
四
八
：
一
一
三
〇
ｂ
：
一
七
―
二
三
﹈
と
引
用
が
あ
り
、
仏
法

の
保
持
に
お
い
て
具
（「
戒
定
慧
」）
と
資
（
寺
院
財
産
、「
僧
園
物
務
」）

と
を
司
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
を
住
持
の
理
念
と
し
て
い
る
。

　

住
持
が
死
亡
し
た
場
合
、「
尊
宿
遷
化
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
火
葬
・

土
葬
後
に
「
真
」
と
「
位
牌
」
と
が
次
期
住
持
の
着
任
ま
で
寝
堂
に
存
在

し
て
供
養
・
礼
拝
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
物
理
的
な
住
持
の
空
白
を

埋
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（T

. Griffith Foulk 
and Robert H

. Sharf, “O
n the Ritual U

se of Chan Portrai-
ture in M

ediaval China, ” in Chan Buddhism
 in R

itual Con-
text (edited by Bernard Faure

), 2003, pp. 111-117

を
参
照
）。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
先
祖
や
死
者
の
供
養
に
よ
っ
て
生
じ
る
布
施
収
入

の
無
い
寺
院
は
、
一
万
を
超
え
る
寺
院
が
存
在
す
る
同
宗
に
お
い
て
格
差

構
造
の
一
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
人
口
減
少
が
檀
信
徒
の
減
少
と
リ

ン
ク
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
今
後
を
見
通
す
と
、
檀
信
徒
の
減
少
に

伴
っ
て
経
済
的
基
盤
と
な
る
布
施
収
入
を
ま
す
ま
す
失
い
、
廃
寺
や
統
合

と
い
っ
た
結
末
を
迎
え
る
ケ
ー
ス
が
続
出
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
勢
調
査
を
研
究
素
材
と
す
る
こ
と
で
、
現
代
寺
院
の

経
済
状
況
を
実
証
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
寺
院
個
々
に

留
ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く
仏
教
教
団
全
体
の
行
く
末
を
展
望
す
る
こ
と
も
可
能

と
い
え
る
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
統
計
を
用
い
た
研
究
で
は
、
よ
り
狭
い
地
域
や
寺
院

個
々
の
状
況
を
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
。
寺
院
の
経
済
事
情
を
深
く
掘
り

下
げ
る
に
は
、
鳥
瞰
的
な
デ
ー
タ
分
析
に
加
え
て
個
別
具
体
的
な
事
例
研

究
も
求
め
ら
れ
、
デ
ー
タ
（
マ
ク
ロ
、
メ
ゾ
）
と
事
例
（
ミ
ク
ロ
）
と
を

相
互
補
完
的
に
進
め
る
と
い
う
大
き
な
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

住
持
の
交
代
を
め
ぐ
る
表
象
に
つ
い
て

│
│ 

禅
宗
清
規
の
記
述
か
ら 

│
│

金
子
　
奈
央

　

住
持
の
交
代
、
す
な
わ
ち
住
持
の
死
亡
や
退
院
に
よ
っ
て
新
住
持
が
着

任
す
る
場
合
に
、
宗
教
的
共
同
体
と
し
て
の
寺
院
・
叢
林
が
ど
の
よ
う
な

形
で
継
続
を
保
つ
の
か
、『
勅
修
百
丈
清
規
』（
以
下
、『
勅
規
』
と
略
）

に
お
け
る
住
持
の
交
代
に
関
わ
る
記
述
に
登
場
す
る
物
質
・
物
質
に
よ
る

表
象
―
「
真
」・「
位
牌
」・「
帳
簿
」・「
寺
印
」
―
に
着
目
し
て
考
察
を
行

っ
た
。
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行
者
仏
教
寺
院
の
「
継
承
」
に
つ
い
て

加
藤
　
之
晴

　

宗
教
集
団
の
後
継
者
問
題
は
、
こ
と
既
成
仏
教
寺
院
に
お
い
て
は
近
年

宗
派
を
問
わ
ず
に
大
き
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
宗
教
者
の

「
霊
能
」
が
信
者
を
引
き
つ
け
る
最
大
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
行
者
仏
教

寺
院
の
「
代
替
わ
り
」
が
既
成
仏
教
寺
院
と
比
し
て
、
困
難
の
度
合
い
が

よ
り
大
き
い
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
そ
こ
で
は
「
霊
能
」
の
継
承

が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
者
仏
教
寺
院
の
「
代

替
わ
り
」
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、「
霊
能
」
の
継
承
以
外
に

も
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

熊
本
県
八
代
市
に
建
つ
行
者
仏
教
寺
院
八
代
大
師
院
は
、
一
九
八
二
年

に
先
代
つ
ま
り
初
代
住
職
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
初
代
住
職
は
女
性
で

現
在
八
七
歳
。
も
と
も
と
八
代
市
内
で
民
間
巫
者
と
し
て
人
気
を
博
し
て

い
た
が
、
あ
る
と
き
夢
の
中
で
弘
法
大
師
か
ら
の
啓
示
を
受
け
、
現
在
八

代
大
師
院
の
立
つ
土
地
に
寺
院
を
建
て
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
寺
院
建

立
後
も
数
多
く
の
信
者
を
擁
し
、
活
発
な
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、

二
〇
一
六
年
、
住
職
の
座
を
譲
っ
た
。

　

二
代
目
住
職
は
三
十
代
の
男
性
で
、
初
代
住
職
の
孫
に
当
る
。
高
野
山

大
学
を
卒
業
し
、
続
く
高
野
山
で
の
修
行
経
験
を
経
て
、
八
代
大
師
院
住

職
の
座
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
当
該
寺
院
で
は
「
特
別
祈
禱
」
と
呼
ば

れ
る
、
住
職
の
「
霊
能
」
に
基
づ
い
た
治
病
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
行
う
た
め
の
根
拠
と
な
る
「
霊
能
」
は
高
野
山
の
修
行
の
な
か
で
獲

得
さ
れ
た
も
の
だ
と
現
住
職
は
語
る
。

　

当
該
寺
院
に
お
い
て
発
表
者
が
注
目
し
た
点
は
、
上
位
組
織
を
持
た
な

い
単
立
の
寺
院
と
し
て
誕
生
し
た
当
該
寺
院
が
住
職
交
代
と
ほ
ぼ
同
時
期

ま
た
、
住
持
が
高
齢
や
病
の
た
め
に
退
院
す
る
場
合
の
記
述
に
お
い
て

は
、
退
院
す
る
際
の
公
用
物
の
突
き
合
わ
せ
確
認
（
交
割
）
に
伴
い
、
照

合
の
た
め
に
「
帳
簿
」
が
作
成
さ
れ
て
「
寺
印
」
が
押
印
さ
れ
る
。

　

新
た
な
住
持
候
補
が
決
定
す
る
と
就
任
依
頼
の
專
使
が
発
遣
さ
れ
る
。

「
請
新
住
持
」
内
の
「
発
專
使
」
の
記
述
の
と
お
り
、
新
住
持
候
補
へ
の

專
使
は
寺
院
の
財
産
の
概
要
を
記
し
た
「
帳
簿
」
を
携
え
て
お
り
、
候
補

が
就
任
を
承
諾
し
た
後
、
專
使
が
携
え
て
き
た
寺
院
財
産
等
に
関
す
る

「
帳
簿
」
が
提
出
さ
れ
る
と
記
さ
れ
る
。

　

新
住
持
が
入
院
す
る
と
、
山
門
か
ら
寺
院
内
を
廻
っ
た
後
、
住
持
の
居

間
で
あ
る
方
丈
に
拠
室
し
て
、
視
篆
式
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
寺
印
」

の
引
継
の
儀
礼
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
院
財
産
を
含
む
寺
院
全
般
の

管
理
・
指
導
を
新
住
持
が
引
き
継
ぐ
事
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

身
体
性
を
持
つ
新
住
持
は
禅
宗
の
法
脈
に
お
け
る
「
仏
」
で
あ
る
と
と
も

に
、「
寺
印
」
が
表
象
す
る
寺
院
財
産
の
管
理
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、「
持
法
の
具
・
資
」
を
司
る
と
い
う
理
念
の
可

視
化
が
行
わ
れ
る
と
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
、「
交
割
砧
基
什
物
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
新
住
持
は
、

砧
基
・
契
書
・
什
物
な
ど
寺
院
の
公
用
物
や
重
要
書
類
・
事
務
手
続
き
、

収
支
な
ど
の
確
認
を
行
い
、
運
営
上
の
弊
害
を
避
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

　

以
上
、
住
持
の
交
代
を
め
ぐ
る
『
勅
規
』
記
述
に
登
場
し
た
物
質
―

「
真
」・「
位
牌
」・「
帳
簿
」・「
寺
印
」
等
―
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
権
威

（「
真
」・「
位
牌
」＝
仏
法
と
し
て
の
住
持
）、
宗
教
共
同
体
の
経
済
的
側
面

（「
帳
簿
」
類
・「
寺
印
」）
双
方
の
継
続
性
が
媒
介
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
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月
参
り
に
み
る
地
域
特
性

│
│ 

超
高
齢
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
役
割 

│
│

小
川
　
有
閑

　

国
が
提
唱
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
は
、「
お
お
む
ね
三
〇
分
以

内
に
駆
け
つ
け
ら
れ
る
圏
域
で
、
個
々
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
医
療
・

介
護
等
の
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
適
切
に
提
供
で
き
る
よ
う
な
地
域
で
の
体

制
で
」
あ
り
、「
地
域
の
自
主
性
や
主
体
性
に
基
づ
き
、
地
域
の
特
性
に
応

じ
て
作
り
上
げ
て
い
く
」
も
の
と
さ
れ
る
。
毎
月
定
期
的
に
主
に
高
齢
者

宅
を
僧
侶
が
訪
問
す
る
月
参
り
は
、
約
三
〇
分
の
移
動
距
離
の
中
で
行
わ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
圏
域
と
重
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
月
参
り
は
ど
の
地
域
で
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ

の
実
態
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
月
参
り
の
地
域
性
は
、
感
覚
的
に

言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
管
見
の
限
り
、
そ
の
実
態
研
究
は
歴
史
研
究

も
含
め
て
な
さ
れ
て
き
て
お
ら
ず
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
画

可
能
性
を
考
え
る
際
に
は
、
実
態
の
正
確
な
把
握
が
必
須
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
全
国
の
月
参
り
の
実
施
状
況
を
、
各
宗
派
の
宗

勢
調
査
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
寺
院
数
の
上
位
一
〇
教
団
中
、
過

去
一
〇
年
以
内
に
宗
勢
調
査
を
実
施
し
、
月
参
り
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

質
問
項
目
が
あ
っ
た
教
団
は
、
曹
洞
宗
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大

谷
派
、
真
言
宗
智
山
派
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
浄
土
宗
寺
院
を
対
象
に
独

自
調
査
を
行
い
、
五
宗
派
の
デ
ー
タ
か
ら
月
参
り
の
実
施
状
況
を
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、
発
表
に
お
い
て
は
、
実
態
を
可
視
化
す

る
た
め
、
実
施
割
合
を
地
図
化
し
て
示
し
た
。

　

結
果
と
し
て
、
ま
ず
、
月
参
り
の
習
慣
が
、
宗
派
性
よ
り
も
地
域
性
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
程
度
示
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
曹
洞
宗
、

に
高
野
山
真
言
宗
へ
の
加
入
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

行
者
仏
教
寺
院
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
「
継
承
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る

も
の
は
「
霊
能
」
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
は
、
行
者
の
「
霊
能
」
に
よ
っ
て

自
身
の
苦
し
み
・
問
題
が
解
消
な
い
し
は
寛
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

行
者
仏
教
寺
院
を
訪
れ
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
こ
の
「
霊
能
」
が
継
承
さ

れ
る
と
き
、
必
ず
付
随
し
て
「
負
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
（
威
信
・
威
光
・
名

声
）」
が
継
承
さ
れ
る
と
発
表
者
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、「
あ
の
寺
は
（
寺

な
の
に
）
ア
ヤ
シ
イ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
周
囲
か
ら
の
ま
な
ざ

し
と
し
て
当
事
者
に
突
き
刺
さ
る
も
の
だ
と
も
い
え
る
。

　

行
者
仏
教
寺
院
が
人
々
か
ら
信
奉
を
集
め
続
け
る
た
め
に
は
、「
霊
能
」

を
手
放
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
霊
能
」
に
基
づ
い
た
宗
教

実
践
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
信
奉
者
の
周
辺
に
い
る
ひ
と
び
と
か
ら

は
「
ア
ヤ
シ
イ
寺
」
と
し
て
の
ま
な
ざ
し
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。

　

初
代
の
行
者
、
住
職
た
ち
は
そ
う
し
た
ま
な
ざ
し
を
意
に
介
す
る
こ
と

も
な
く
、
自
身
の
特
異
な
宗
教
体
験
を
糧
に
、
一
心
不
乱
に
宗
教
実
践
に

邁
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
代
目
は
そ
う
は

い
か
な
い
。
小
さ
い
と
き
か
ら
我
が
家
の
評
判
を
聞
か
さ
れ
な
が
ら
育
っ

た
子
ど
も
が
、「
霊
能
」
を
持
つ
行
者
と
し
て
、
そ
の
寺
を
継
ぐ
か
の
判

断
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、「
負
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
」
の
存
在
を
意
識
し
な

い
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
「
こ
の
寺
が
、
世
界
遺
産
で
も
あ
る
高
野
山
の
お
膝
元
で
あ
る
こ
と
で
、

安
心
感
を
覚
え
る
信
者
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
る
」
と
い
う
現
住
職
の
言
葉

か
ら
は
、
当
該
寺
院
に
お
い
て
、
高
野
山
真
言
宗
へ
の
加
入
が
、
行
者
仏

教
寺
院
が
宿
命
的
に
持
っ
て
い
る
「
負
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
」
の
軽
減
に
少

な
く
な
い
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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信
徒
の
割
合
を
尋
ね
る
質
問
、
軒
数
や
回
数
を
尋
ね
る
質
問
が
あ
り
、
宗

派
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
故
に
デ
ー
タ
の
統
合
が
困
難
で
も
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
各
宗
派
の
デ
ー
タ
か
ら
は
現
在
も
月
参
り
が
多
く
の
僧
侶
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
対
象
と
す
る
檀
信
徒
の
数
を

考
え
れ
ば
、
寺
院
は
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
社
会
資
源
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、「
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
作
り
上
げ
て
い
く
」
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
な
ら
、
月
参
り
の
濃
淡
も
、
地
域
特
性
と

い
え
る
も
の
で
あ
り
、
月
参
り
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
れ
ば
、
寺
院
が
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
一
員
と
し
て
参
画
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

聞
名
思
想
の
起
源
と
発
展

山
﨑
　
隆
弘

　

親
鸞
は
比
叡
山
に
お
い
て
常
行
三
昧
堂
の
堂
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
恵

信
尼
消
息
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
常
行
三
昧
と
は
般
舟
三
昧
と
よ
ば
れ

る
。
般
舟
三
昧
は
「
現
在
仏
悉
前
立
三
昧
」
な
ど
と
訳
さ
れ
、
面
前
に
現

在
諸
仏
が
行
者
の
前
に
立
つ
三
昧
で
あ
る
。『
般
舟
三
昧
経
』「
行
品
第

二
」
に
限
れ
ば
阿
弥
陀
仏
を
見
る
三
昧
で
あ
る
。

　

般
舟
三
昧
は
、
初
期
の
大
乗
仏
典
で
あ
る
『
般
舟
三
昧
経
』
に
説
か
れ

る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
原
本
が
現
存
せ
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
漢
訳
が

四
種
存
す
る
。
即
ち
、
支
婁
迦
讖
譯
と
さ
れ
る
も
の
に
「
一
巻
本
」
と

「
三
巻
本
」
が
あ
り
、
他
に
『
拔
陂
菩
薩
経
』『
大
方
等
大
集
経
賢
護
分
』

（
以
下
『
賢
護
経
』）
が
あ
る
。「
三
巻
本
」
の
「
行
品
第
二
」
に
お
い
て

般
舟
三
昧
の
具
体
的
な
行
法
や
性
質
に
つ
い
て
説
示
す
る
。

　
「
称
名
」
の
根
拠
と
さ
れ
る
「
当
念
我
名
」
は
『
般
舟
三
昧
経
』
の
諸

真
宗
大
谷
派
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
そ
れ
ぞ
れ
の
上
位
五
位
は
、
曹
洞

宗
①
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
九
六
・
一
％
②
九
州
・
沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
五
一
・
八
％

③
北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
四
五
・
五
％
④
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
三
四
・
八
％
⑤
近
畿
ブ
ロ

ッ
ク
三
三
・
〇
％
、
真
宗
大
谷
派
①
名
古
屋
教
区
九
七
・
七
％
②
北
海
道
教

区
九
七
・
〇
％
③
金
沢
教
区
九
五
・
一
％
④
大
阪
教
区
九
四
・
三
％
⑤
高
田

教
区
九
一
・
〇
％
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
①
北
豊
教
区
九
九
・
一
％
②
北
海

道
教
区
九
八
・
六
％
③
大
阪
教
区
九
七
・
一
％
③
富
山
教
区
九
七
・
一
％
⑤

高
岡
教
区
九
六
・
〇
％
で
あ
り
、
下
位
五
位
は
曹
洞
宗
①
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

八
・
〇
％
②
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
一
〇
・
七
％
③
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
一
八
・
〇
％
③

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
一
八
・
〇
％
⑤
甲
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
二
七
・
四
％
、
真
宗
大
谷

派
①
仙
台
教
区
一
九
・
二
％
②
鹿
児
島
教
区
三
二
・
〇
％
③
長
浜
教
区
四

一
・
九
％
④
東
京
教
区
四
二
・
四
％
⑤
四
国
教
区
四
八
・
六
％
、
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
①
鹿
児
島
教
区
四
・
九
％
②
宮
崎
教
区
二
一
・
四
％
③
備
後
教
区

二
三
・
三
％
④
山
陰
教
区
二
八
・
五
％
⑤
四
国
教
区
三
四
・
七
％
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
、
北
海
道
、
東
海
地
方
、
北
陸
地
方
、
九

州
北
部
で
は
高
い
傾
向
、
東
北
、
関
東
、
九
州
南
部
、
四
国
で
は
低
い
傾

向
が
見
ら
れ
る
。

　

一
方
、
い
く
つ
か
の
課
題
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
浄
土
宗

の
調
査
で
は
、
秋
田
県
で
高
い
実
施
率
が
示
さ
れ
た
が
、
他
の
宗
派
で
は
、

秋
田
県
は
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
や
複
数
県
の
集
合
し
た
教
区
と
し
て
し
か
計
測

さ
れ
ず
比
較
が
困
難
に
な
る
な
ど
、
各
宗
派
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
の
分
類
方

法
が
あ
り
、
詳
細
な
比
較
の
障
壁
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
の

地
域
ブ
ロ
ッ
ク
や
地
方
が
盛
ん
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
エ
リ
ア
内
で
さ
ら

に
地
域
を
細
分
化
す
る
と
大
き
な
格
差
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
設

問
も
、
単
に
「
月
参
り
を
行
っ
て
い
る
か
」
を
問
う
質
問
も
あ
れ
ば
、
檀
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『
般
舟
三
昧
経
』
で
は
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
の
信
仰
が
説
か
れ
る
一
方
、

同
経
に
お
い
て
は
空
の
思
想
が
見
ら
れ
、
こ
の
二
つ
を
前
提
と
し
て
い

る
。
般
舟
三
昧
と
は
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
中
で
発
展
し
た
念
仏
に
よ
る
見

仏
と
い
う
行
が
、
般
若
空
の
思
想
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
な
る
。

　

ま
ず
〈
無
量
寿
経
〉
の
最
古
の
訳
で
あ
る
『
大
阿
弥
陀
経
』
は
、
そ
の

第
四
願
で
は
「
聞
我
名
字
」
と
「
聞
名
」
に
よ
る
救
い
が
誓
わ
れ
る
。
後

に
成
立
の
『
無
量
寿
経
』『
如
来
会
』
に
お
い
て
も
「
聞
名
」
に
よ
る
救

い
が
誓
わ
れ
、『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
は
、
十
一
の
願
に
「
聞
我
名
字
」

と
、
聞
名
の
利
益
が
誓
わ
れ
て
お
り
、
聞
名
思
想
の
発
展
が
見
ら
れ
る
。

　

次
に
、『
般
舟
三
昧
経
』
の
至
る
所
に
般
若
皆
空
の
理
を
説
か
れ
る
。

そ
の
空
を
説
く
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
に
「
十
方
如
恒
河
沙
等
世
界
中

衆
生
聞
我
名
者
。
必
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
「
聞
名
」
に
よ
っ
て

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
般
若
経
の
聞
名
に
つ

い
て
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
聞
か
せ
る
か
と
い
う
問
に

対
し
て
、
仏
は
無
量
の
光
明
を
放
ち
、
諸
仏
の
名
字
を
説
く
こ
と
を
聞
く

と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
も
「
聞
阿
彌
陀
佛

聲
、
稱
譽
光
明
朝
暮
常
稱
譽
其
光
明
好
」
と
聞
名
と
光
明
に
よ
る
救
い
が

説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
対
応
す
る
。
大
乗
経
典
の
成
立
時
か
ら
異
な
る

二
系
統
に
お
い
て
「
聞
名
」
が
説
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

三
階
教
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
引
用

│
│ 
南
本
・
北
本
の
問
題
に
関
し
て 

│
│

青
木
　
佳
伶

　

唐
導
江
県
令
韋
諗
（
生
没
年
不
詳
）
撰
『
注
大
般
涅
槃
経
』
は
、『
涅

槃
経
』「
北
本
」
に
依
拠
し
な
が
ら
も
「
南
本
」
や
他
の
『
涅
槃
経
』
の

訳
に
は
な
く
、「
一
巻
本
」
の
み
に
み
ら
れ
る
。「
三
巻
本
」
で
は
「
常
念

我
數
數
」、『
拔
陂
菩
薩
経
』
で
は
「
常
念
佛
意
」、『
賢
護
経
』
で
は
「
常

當
繋
心
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
観
想
の
念
仏
と
称
名
念
仏
の
両
方
を
示
し

て
お
り
、
善
導
は
「
当
念
我
名
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
見
仏
」

か
ら
「
称
名
」
へ
の
意
向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
法
然
は
『
安
楽

集
』
引
用
の
「
常
念
我
名
」
を
選
択
我
名
の
「
称
名
」
と
す
る
。

　
『
般
舟
三
昧
経
』
の
「
三
巻
本
」「
一
巻
本
」
の
「
行
品
」
で
は
、「
現

在
諸
佛
悉
在
前
立
」
す
る
要
因
は
「
念
西
方
阿
弥
陀
佛
、
今
現
在
随
所
聞

当
念
」
の
た
め
と
説
か
れ
る
。
僧
鎔
師
は
「
所
聞
」
を
名
号
を
聞
く
と

し
、「
当
念
」
は
こ
の
中
に
称
名
を
含
む
と
解
し
て
い
る
。『
賢
護
経
』
で

は
「
如
所
聞
已
」「
如
我
所
聞
」
と
説
か
れ
て
お
り
、「
聞
」
に
よ
る
こ
と

が
示
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
三
巻
本
」
で
は
「
一
巻
本
」
の
「
当
念
我
名
」
に
当
た
る
「
常

念
我
數
數
」
の
前
に
「
聞
阿
彌
陀
佛
。
數
數
念
。
用
是
念
故
。
見
阿
彌
陀

佛
」
と
、
阿
弥
陀
佛
を
聞
い
て
、
し
ば
し
ば
念
ず
る
が
故
に
阿
弥
陀
佛
を

見
る
と
説
示
す
る
。「
一
巻
本
」
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
箇
所
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。『
賢
護
経
』
で
は
「
聞
彼
阿
彌
陀
如
來
應
供
等
正
覺
名
號
。

而
能
繋
心
相
續
思
惟
次
第
不
亂
。
分
明
覩
彼
阿
彌
陀
佛
」
と
、
阿
彌
陀
如

來
應
供
等
正
覺
の
名
號
を
聞
い
て
と
「
聞
名
」
に
よ
る
と
説
示
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
般
舟
三
昧
経
』
は
「
見
仏
」
に
つ
い
て
説
か
れ
た
経
典
で

あ
る
一
方
、「
こ
の
如
来
の
名
前
と
姿
と
徳
を
聞
く
だ
け
で
」
と
「
聞
名
」

に
よ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。

　

大
乗
経
典
の
成
立
の
最
初
の
時
期
に
於
い
て
、
か
な
り
に
相
違
し
た
意

義
と
方
向
と
を
有
す
る
二
系
統
の
経
典
が
顕
れ
、
そ
の
一
つ
は
阿
閦
佛
國

經
、
大
阿
弥
陀
経
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
般
若
経
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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と
い
う
形
で
の
引
用
。

② 

具
体
的
な
巻
数
を
示
す
。「
准
依
大
般
涅
槃
経
第
廿
第
卅
三
巻
等
説
」

と
い
う
形
で
の
引
用
。

③ 

具
体
的
な
品
題
を
挙
げ
る
。「
大
般
涅
槃
経
四
依
品
」
と
い
う
形
の

引
用
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
引
用
ス
タ
イ
ル
が
ど
の
よ
う
に
「
北
本
」
と
「
南
本
」

と
関
わ
る
の
か
。
ま
ず
、
①
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、『
涅

槃
経
』
の
中
で
通
説
さ
れ
る
普
遍
的
な
教
義
に
ふ
れ
る
時
に
使
用
さ
れ
、

引
用
先
が
多
所
に
渡
っ
て
説
か
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
な
引
用
先
を
見

つ
け
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
次
に
②
の
具
体
的
な
巻
数
を
明
示
し
て
い
る

場
合
で
あ
る
が
、「
北
本
」
に
依
拠
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
③

の
品
名
を
挙
げ
る
場
合
で
は
、「
南
本
」
を
示
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
し
か
も
、
四
依
品
と
邪
正
品
の
二
品
に
集
中
し
て
い
る
。

　

敦
煌
本
『
三
階
仏
法
』
の
中
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
引
用
状
況
に
つ

い
て
調
査
し
た
結
果
、「
北
本
」「
南
本
」
が
同
時
に
引
用
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
巻
数
で
の
出
典
表
示
は
「
北
本
」、
品
題
で
の
表
示
の
場
合
は
「
南

本
」
か
ら
の
引
用
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
南
本
」
か

ら
の
引
用
は
、
四
依
品
と
邪
正
品
の
二
品
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
二
品

に
は
、
三
階
教
に
と
っ
て
重
要
な
教
義
が
説
か
れ
て
お
り
、
教
証
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
邪
正
品
は
、
修
行
者
の
邪
正
分

別
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
末
法
に
於
い
て
救
わ
れ
る
修
行
法
に
拘
る
三

階
教
に
と
っ
て
は
大
事
な
品
で
あ
る
。
邪
正
品
及
び
四
依
品
は
、
両
方
と

も
「
北
本
」
で
は
如
来
性
品
に
該
当
す
る
た
め
、「
南
本
」
の
品
題
を
使

用
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
南
本
」
の
場
合
は
、

「
北
本
」
に
比
べ
て
、
前
十
巻
に
お
い
て
品
題
が
経
の
内
容
に
沿
っ
て
細

語
彙
を
採
択
し
て
い
る
（
拙
稿
﹇
二
〇
一
八
﹈『
唐
導
江
県
令
韋
諗
撰

『
注
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
・
巻
十
二
の
研
究
』
博
士
論
文
：
国
際
仏
教
学

大
学
院
大
学
）。
果
た
し
て
、
こ
の
事
例
は
、『
注
涅
槃
経
』
に
の
み
見
ら

れ
る
も
の
な
の
か
。

　

三
階
教
残
巻
に
は
、『
涅
槃
経
』
が
多
く
引
用
さ
れ
て
お
り
、
時
代
的

に
も
、
信
行
（
五
四
〇
―
五
九
四
）
が
撰
述
し
た
年
代
（
五
九
二
―
五
九

四
）
は
、『
涅
槃
経
』
伝
訳
（
四
一
八
―
四
三
三
）
か
ら
百
数
十
年
、
そ

し
て
『
注
涅
槃
経
』
撰
述
年
代
（
七
一
三
―
七
四
一
）
か
ら
も
百
数
十
年

で
あ
る
。
そ
の
中
間
時
点
に
於
い
て
『
涅
槃
経
』
は
ど
う
引
用
さ
れ
て
い

た
の
か
、「
北
本
」「
南
本
」
問
題
に
着
目
し
た
。

　

三
階
教
残
巻
の
中
で
、
西
本
照
真
氏
に
よ
っ
て
信
行
撰
述
と
認
定
さ
れ

た
も
の
は
、
①
本
邦
本
『
三
階
仏
法
』、
②
敦
煌
所
伝
『
三
階
仏
法
』、
そ

し
て
③
の
『
対
根
起
行
法
』（
仮
題
）
の
三
つ
の
文
献
で
あ
り
、
い
ず
れ

も
信
行
の
晩
年
（
五
九
二
―
五
九
四
）
に
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
西

本
照
真
﹇
一
九
九
八
﹈『
三
階
教
の
研
究
』
一
五
六
―
一
五
七
頁
）。
本
稿

で
は
、
上
記
の
①
か
ら
③
の
中
か
ら
②
の
敦
煌
所
伝
『
三
階
仏
法
』
に
的

を
絞
っ
て
、
そ
の
中
で
引
用
さ
れ
た
『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

　

敦
煌
所
伝
『
三
階
仏
法
』
の
中
で
、『
涅
槃
経
』
の
引
用
が
挙
げ
ら
れ
る

の
は
、
凡
そ
三
十
八
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
巻
数
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
の
は
二
十
五
箇
所
、
品
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
七
箇
所
、

そ
し
て
、
巻
数
と
品
題
を
同
じ
文
で
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
四
箇
所
で
あ

る
。

　

敦
煌
所
伝
『
三
階
仏
法
』
に
引
用
さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
は
大
き
く
分
け
て

三
つ
あ
る
。

① 

具
体
的
な
出
典
箇
所
を
明
言
せ
ず
に
、
た
だ
「
如
涅
槃
経
説
」
な
ど
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念
阿
弥
陀
仏
時
、
亦
如
彼
人
念
渡
、
念
念
相
次
、
無
余
心
想
間
雑
。

或
念
仏
法
身
、
或
念
仏
神
力
、
或
念
仏
智
慧
、
或
念
二
仏
豪
相
、
或

念
仏
相
好
、
或
念
仏
本
願
。
称
名
亦
爾
。
但
能
専
至
、
相
続
不
断
、

定
生
仏
前
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
う
と
、
道
綽
に
お
け
る
十
念
（
念
仏
三
昧
）
と
は
、

阿
弥
陀
仏
を
憶
念
し
、
そ
れ
を
観
念
や
称
名
に
よ
っ
て
相
続
し
、
心
に
他

想
の
な
い
状
態
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
十
念
の
本
質
は
念
の

相
続
に
あ
り
、
岡
氏
の
説
は
妥
当
性
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
十
念
に
お
け
る
念
の
相
続
に
関
し
て
、
岡
氏
は
こ
れ
が
願
生
心

の
相
続
で
あ
る
と
し
、
ま
た
普
賢
大
円
氏
や
信
楽
峻
麿
氏
は
信
心
の
相
続

で
あ
る
と
す
る
。
岡
氏
は
、
第
一
大
門
第
四
節
で
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の

比
喩
を
引
用
し
、
念
仏
三
昧
に
つ
い
て
解
説
す
る
箇
所
（『
大
正
蔵
』
四

七
巻
、
五
頁
中
）
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
は
、
栴
檀
の
芽
が
臭
気
漂
う
伊

蘭
林
を
浄
化
す
る
よ
う
に
、
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
し
、
諸
悪
を
大
慈
悲
へ

と
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
纔
欲

成
樹
者
、
謂
一
切
衆
生
、
但
能
積
念
不
断
、
業
道
成
弁
也
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、「
纔
欲
成
樹
」
が
「
積
念
不
断
」
と
対
応
し
て
お
り
、
念
の
相
続

は
願
生
心
の
相
続
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
「
纔
欲
成
樹
」
を
「
樹
に
な

ろ
う
と
す
る
思
い
」
と
解
釈
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
欲
」
の
字

の
用
法
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
の
意
味
は
「
わ
ず
か
に
樹
へ
と
成
長
し
て
い

る
状
態
」
で
あ
り
、
念
が
願
生
心
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
普
賢
氏
や
信
楽
氏
は
、『
安
楽
集
』
に
見
え
る
憶
念
は
信
心
を
指

し
て
い
る
と
し
、
念
の
相
続
は
信
心
の
相
続
と
す
る
。
広
施
問
答
第
十
一

問
答
（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
一
二
頁
上
）
の
二
不
知
三
不
信
の
解
説
の

中
で
、
信
心
が
相
続
し
な
い
の
は
「
余
念
間
」
つ
た
め
だ
と
示
さ
れ
て
い

か
く
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
題
名
か
ら
そ
の
内
容
を
推
測
し
や
す
い
。

よ
っ
て
、
品
題
に
よ
っ
て
示
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
巻
数
で
の
引

用
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
は
、
基
本
的
に
「
北
本
」
で
の
引
用
を
ベ
ー
ス
に

し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　
『
涅
槃
経
』
が
伝
訳
さ
れ
て
か
ら
、
百
数
十
年
後
に
な
っ
て
も
「
北
本
」

「
南
本
」
の
両
方
が
参
照
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
教
団
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た

形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
が
、
こ
れ
は
三
階
教
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
か
否
か
の
問
題
は
、
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

道
綽
浄
土
教
に
お
け
る
十
念
に
つ
い
て

福
井
　
順
忍

　

道
綽
の
往
生
行
に
つ
い
て
は
、
従
来
そ
れ
が
観
念
の
念
仏
で
あ
る
か
、

称
名
の
念
仏
で
あ
る
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
と
言
え

る
。
そ
れ
に
対
し
、
近
年
岡
亮
二
氏
は
、
上
記
の
よ
う
な
見
方
は
宗
派
学

的
な
学
問
発
想
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
特
に
十
念
に
着
目
し
て
考

察
し
、
道
綽
の
行
道
思
想
の
本
質
は
念
の
相
続
に
あ
り
、
観
念
か
称
名
か

が
問
題
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
岡
氏
の
説
を
ふ
ま

え
、
道
綽
の
往
生
行
を
十
念
に
注
目
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
往
生
行
の
性
質
は
、
十
念
や
念
仏
三
昧
と
し
て
第
二
大
門
第
三
節

の
広
施
問
答
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
を
検
討
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
広
施
問
答
第
二
問
答
（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
一
一
頁
上
）
の

但
憶
念
阿
弥
陀
仏
、
若
総
相
若
別
相
、
随
所
縁
観
、
逕
於
十
念
、
無

他
念
想
間
雑
。
是
名
十
念
。

と
い
う
記
述
や
、
続
く
第
三
問
答
（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
一
一
頁
中
）
に
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て
い
た
。
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
古
代
宮
廷
に
お
け
る
殯
宮
や
、
生
死
の

境
に
あ
る
人
の
名
を
呼
び
、
覚
醒
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い

た
。
平
安
期
に
は
、
源
信
が
『
往
生
要
集
』
の
中
で
臨
終
行
儀
を
取
り
あ

げ
る
。
源
信
は
中
国
の
道
宣
『
四
分
律
行
事
鈔
』、
善
導
『
観
念
法
門
』、

道
綽
『
安
楽
集
』
を
引
用
し
て
い
る
。
小
論
は
そ
れ
を
参
考
に
、
中
国
に

遡
っ
て
臨
終
行
儀
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
『
四
分
律
行
事
鈔
』
で
は
、
修
行
者
が
看
病
す
る
理
由
や
誰
が
看

病
す
る
の
か
と
い
っ
た
基
本
的
事
項
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
看
病
の
方
法
に

関
し
て
も
医
療
的
な
内
容
が
説
か
れ
る
。
ま
た
病
人
を
安
置
す
る
「
無
常

院
」
と
い
う
場
所
と
そ
の
荘
厳
が
示
さ
れ
、
五
色
の
糸
を
病
者
に
持
た
せ

る
と
い
っ
た
内
容
が
指
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
屎
尿
や
唾
等
の
汚
物
を
取
り

除
く
と
い
っ
た
具
体
的
な
看
護
に
関
す
る
内
容
、
病
者
の
区
別
ご
と
に
か

け
る
言
葉
、
病
者
の
衣
鉢
や
経
像
、
教
導
の
重
要
性
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
が
説
か
れ
る
理
由
は
臨
終
に
お
い
て
執
着
な
ど
の
悪
念
が
あ
れ
ば
、
悪

道
に
堕
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
臨
終
正
念
が
重
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
の

果
報
は
必
ず
し
も
浄
土
へ
の
往
生
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
は
道
宣
が
律
を

重
視
す
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
、
臨
終
行
儀
も
そ
の
行
の
一
環
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　

次
に
『
観
念
法
門
』
で
は
、
臨
終
に
あ
る
者
は
、
顔
を
極
楽
浄
土
の
あ

る
西
方
へ
向
け
、
心
に
阿
弥
陀
仏
を
観
想
し
、
口
に
仏
の
名
を
称
え
る
と

い
う
身
口
意
に
わ
た
る
臨
終
の
行
儀
を
示
し
て
い
る
。
浄
土
教
の
臨
終
行

儀
の
原
型
と
い
え
る
が
、『
四
分
律
行
事
鈔
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
五
色

の
糸
を
臨
終
者
の
手
に
持
た
せ
る
と
い
っ
た
内
容
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
『
安
楽
集
』
だ
が
、
こ
れ
は
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。
十
念
相
続
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
難
し
そ
う
に
は
見
え
な
い

る
。
逆
に
言
え
ば
信
心
を
相
続
し
て
い
く
た
め
に
は
余
念
を
除
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
第
三
問
答
の
「
無
他
念
想
間
雑
」
と
重
な
る
も
の

で
、
憶
念
は
信
心
を
意
味
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も

第
十
一
問
答
は
、
称
名
憶
念
し
て
も
無
明
が
残
る
の
は
な
ぜ
か
と
問
を
立

て
、
そ
の
理
由
と
し
て
二
不
知
三
不
信
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
信
心
と
憶

念
が
概
念
上
別
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
信
心
は
憶
念

と
は
別
の
概
念
で
あ
り
、
十
念
や
念
仏
三
昧
と
い
っ
た
、
念
の
相
続
の
前

提
に
あ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
岡
亮
二
氏
の
提
示
し
た
説
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
浄

土
教
的
な
見
方
か
ら
脱
却
し
、
教
理
史
的
な
知
見
を
提
示
し
た
点
に
お
い

て
そ
の
意
義
は
大
き
い
。
他
方
で
十
念
を
願
生
心
の
相
続
と
す
る
見
方
や
、

信
心
の
相
続
と
す
る
知
見
に
関
し
て
は
再
度
検
討
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

道
綽
浄
土
教
に
お
い
て
往
因
と
な
る
念
の
相
続
と
は
、
阿
弥
陀
仏
を
憶

念
し
、
そ
れ
を
観
念
や
称
名
に
よ
っ
て
相
続
し
心
を
無
他
想
に
し
て
い
く

一
連
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
信
心
は
そ
の
念
の
相
続
の
前
提
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国
浄
土
教
に
お
け
る
臨
終
行
儀
に
関
す
る
一
考
察

溪
　
　
英
俊

　

教
理
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
現
代
的
な
諸
問
題
へ
の
展
開
を
視
野
に
入

れ
つ
つ
、
臨
終
行
儀
を
テ
ー
マ
と
し
て
今
日
の
終
末
期
の
あ
り
方
に
対

し
、
僧
侶
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
論
じ
る
。

　

臨
終
行
儀
と
は
、「
死
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
死
に
臨
む
者
と
看
取
る

者
の
仏
教
的
な
心
身
の
在
り
様
と
実
践
」
を
指
す
語
と
い
え
る
。
日
本
に

お
い
て
も
死
の
前
後
に
お
け
る
作
法
は
、
仏
教
が
伝
わ
る
前
か
ら
存
在
し
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ル
ー
プ
に
よ
る
宗
教
的
ケ
ア
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
を
取
り
入

れ
る
可
能
性
が
見
出
せ
る
。

『
観
念
法
門
』
所
説
の
懺
悔
に
つ
い
て
の
一
考
察

眞
田
　
慶
慧

　
『
観
念
法
門
』
は
、
経
典
の
引
用
態
度
等
の
理
由
か
ら
、
道
綽
と
思
想

的
距
離
が
近
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
観
念
法
門
』

に
示
さ
れ
る
実
践
行
も
、
道
綽
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
道
綽
は
、『
続
高
僧
伝
』
道
綽
伝

の
「
綽
『
般
舟
』『
方
等
』
歳
序
常
弘
、
九
品
十
観
分
時
紹
務
」（『
大
正

蔵
』
五
〇
、
五
九
三
頁
下
）
と
い
う
内
容
や
慧
瓚
伝
・
曇
選
伝
か
ら
、

『
大
方
等
陀
羅
尼
経
』
に
よ
っ
て
懺
悔
法
を
修
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ

れ
を
踏
ま
え
る
と
、『
観
念
法
門
』
で
示
さ
れ
る
懺
悔
法
も
『
大
方
等
陀

羅
尼
経
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
が
、
引
用
さ
れ
る
経

典
は
「
結
勧
修
行
分
」
に
見
ら
れ
る
『
観
仏
三
昧
海
経
』
が
主
と
な
っ
て

い
る
。
で
は
、
善
導
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
「
結
勧
修
行
分
」
で
引
用

す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
懺
悔
法
を
示
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
『
観
念
法
門
』
の
他
に
『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
引
用
す
る
こ
と
で
懺
悔

法
を
述
べ
る
例
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
結
勧
修
行
分
」
で
は
、
問
答
の
後
、『
観
仏
三
昧
海
経
』
巻
九
本
行

品
、
巻
二
観
相
品
、
巻
一
〇
観
仏
密
行
品
、『
大
集
経
』
巻
四
四
日
蔵
分

中
三
帰
済
龍
品
が
引
用
さ
れ
懺
悔
法
が
示
さ
れ
る
。
ま
ず
問
答
で
は
、
一

心
に
生
死
を
厭
患
し
て
こ
の
一
生
を
終
え
て
阿
弥
陀
仏
国
へ
往
生
し
よ
う

と
誓
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
に
は
十
悪
と
相
応
し
て
し
ま
う
。
こ
の
障
を

ど
の
よ
う
に
除
滅
す
る
の
か
、
経
典
を
引
い
て
方
法
を
示
せ
と
問
い
が
立

が
、
凡
夫
の
心
は
馬
や
猿
の
よ
う
に
留
ま
る
こ
と
が
な
い
。
善
業
を
積
ん

で
い
れ
ば
、
死
に
臨
ん
で
悪
念
を
お
こ
す
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
同
志
が

〔
あ
ら
か
じ
め
〕
数
人
で
約
束
を
し
、
ま
さ
に
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時

に
、
代
わ
る
代
わ
る
互
い
に
諭
し
合
い
、
同
志
の
為
に
阿
弥
陀
仏
の
名
号

を
称
え
て
浄
土
の
往
生
を
願
い
、
そ
れ
を
続
け
て
十
念
を
成
立
さ
せ
る
べ

き
だ
と
い
う
。
臨
終
正
念
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
、
非
常
に
素
朴
な
信
仰

集
団
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
の
著
者
に
つ

い
て
、
論
者
は
曇
鸞
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
拙
論
「
曇
鸞

著
述
に
関
す
る
一
考
察
―
特
に
『
略
論
安
楽
土
義
』
の
位
置
―
」『
印
仏

研
』
六
六-

二
、
二
〇
一
八
年
）。
よ
っ
て
臨
終
行
儀
を
営
む
信
仰
グ
ル
ー

プ
が
、
北
魏
末
頃
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、『
往
生
要
集
』
に
引
用
さ
れ
る
中
国
典
籍
に
お
い
て
、
臨
終
行

儀
の
基
本
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
説
か
れ
る
内
容
も
、
宗

派
的
な
垣
根
を
越
え
て
行
わ
れ
る
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

　

今
日
、
臨
床
宗
教
師
の
制
度
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
認
知

度
は
充
分
と
は
い
い
が
た
い
状
況
が
あ
る
。
ま
た
日
本
に
お
け
る
宗
教
者

の
終
末
期
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
も
、
期
待
値
が
高
い
と
は
言
い
難

い
。
二
〇
一
七
年
度
に
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
が
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
産
業
展
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
『
宗

報
』
二
〇
一
八
年
三
月
号
、
五
月
号
）
で
は
、「
終
活
に
関
し
て
、
葬

儀
・
法
事
以
外
で
お
坊
さ
ん
に
相
談
し
た
い
こ
と
」
と
い
う
項
目
を
設
け

た
。
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
僧
侶
が
担
っ
て
き
た
役
割
の
み
が
求
め
ら

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
僧
侶
の
役
割
に
臨
終
行
儀
も
あ
る
と
考
え
れ
ば
、

終
末
期
に
お
け
る
宗
教
的
ケ
ア
の
概
念
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
中
国
に
お
け
る
臨
終
行
儀
の
記
述
に
は
、
素
朴
な
信
仰
グ
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不
堕
悪
道
。」（『
大
正
蔵
』
五
三
、
三
八
二
頁
下
）
と
あ
り
本
行
品
原
文

と
同
じ
く
白
毫
を
観
ず
る
こ
と
及
び
懺
悔
に
よ
る
滅
罪
が
示
さ
れ
る
。
さ

ら
に
観
仏
部
や
念
十
方
仏
縁
に
本
行
品
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

観
仏
・
念
仏
を
明
か
す
こ
と
が
引
用
目
的
と
言
え
る
。『
念
仏
三
昧
宝
王

論
』
で
は
「
汝
可
入
塔
一
観
宝
像
眉
間
白
毫
。
比
丘
随
之
泣
涙
言
曰
、
仏

像
尚
爾
、
況
仏
真
容
乎
。」（『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
三
五
頁
中
）
と
あ
る

よ
う
に
、
懺
悔
の
語
が
省
略
さ
れ
観
仏
に
内
容
が
絞
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
道
綽
・
道
世
・
飛
錫
の
本
行
品
引
用
例
を
確
認
し
た
が
、
懺
悔

法
を
明
か
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
善

導
は
、『
観
仏
三
昧
海
経
』
に
説
か
れ
る
心
身
に
激
し
い
懺
悔
法
に
注
目

し
、「
結
勧
修
行
分
」
で
本
行
品
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と

言
え
る
。

文
超
に
つ
い
て
の
検
討

平
　
　
燕
紅

　

法
蔵
に
は
多
く
の
弟
子
が
い
た
が
、
彼
ら
に
つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん

ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
ち
で
文
超
は
、
中
国
初
期
の
華
厳
学
者
の

代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
多
く
の
関
心
が
持
た
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文

超
の
著
作
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
本
発
表
で

は
、
以
上
の
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
、
文
超
の
著
作
を
検
討
し
た
上
で
、

彼
の
著
作
が
後
代
の
華
厳
思
想
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
。
特
に
文
超

が
『
関
鍵
』
の
中
で
法
界
清
浄
心
を
万
事
万
物
の
根
源
と
し
、『
大
乗
起

信
論
』
の
「
一
心
開
二
門
」
と
い
う
様
式
を
利
用
し
、
染
・
浄
の
教
説
を

も
っ
て
縁
起
・
性
起
の
教
法
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
筆
者
は
、
唐
代
華
厳
宗
の
唯
心
主
義
の
傾
向
は
澄

て
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
観
仏
三
昧
海
経
』
等
を
引
用
す
る
こ
と
で

障
り
を
除
滅
す
る
方
法
が
示
さ
れ
る
。
続
く
本
行
品
引
用
で
は
「
於
仏
像

前
自
撲
懺
悔
如
大
山
崩
、
婉
転
於
地
号
哭
、
向
仏
日
夜
相
続
至
死
為
期
。

捨
命
已
後
、
得
生
空
王
仏
国
」（『
大
正
蔵
』
四
七
、
二
九
頁
上
）
と
空
王

仏
と
四
比
丘
に
つ
い
て
の
説
話
に
よ
っ
て
懺
悔
法
が
示
さ
れ
る
。
本
行
品

原
文
で
は
「
如
大
山
崩
五
体
投
地
懺
悔
諸
罪
。
観
仏
眉
間
懺
悔
因
縁
、
従

是
已
後
、
八
十
億
阿
僧
祇
劫
不
堕
悪
道
。」（『
大
正
蔵
』
一
五
、
六
八
九

頁
上
）
と
、
白
毫
を
観
ず
る
こ
と
と
懺
悔
に
よ
る
滅
罪
が
説
か
れ
る
の
に

対
し
て
、
引
用
文
で
は
原
文
を
改
変
し
懺
悔
の
み
に
よ
る
滅
罪
が
述
べ
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
以
上
、「
結
勧
修
行
分
」
で
は
観
仏
等
の

往
生
行
を
修
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
た
め
に
、『
観
仏
三
昧
海
経
』
の

原
文
を
改
変
す
る
こ
と
で
、
懺
悔
に
よ
る
滅
罪
が
示
さ
れ
る
。

　

で
は
、
善
導
の
他
に
『
観
仏
三
昧
海
経
』
に
よ
っ
て
懺
悔
法
を
明
か
す

例
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
行
品
の
引
用
例
に
注
目
す
る
と
、
ま

ず
道
綽
の
『
安
楽
集
』
で
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
明
か
さ
れ
る
の
は
第

三
大
門
第
四
節
や
第
五
大
門
第
四
節
に
見
ら
れ
る
「
勧
信
求
往
」
等
で
あ

り
、
本
行
品
引
用
に
よ
っ
て
懺
悔
法
を
示
す
例
は
な
い
。
ま
た
、『
観
念

法
門
』
に
見
ら
れ
る
空
王
仏
に
つ
い
て
の
説
話
は
、『
安
楽
集
』
で
は
引

用
さ
れ
な
い
。

　

他
の
『
観
仏
三
昧
海
経
』
本
行
品
の
用
例
で
、「
結
勧
修
行
分
」
と
同

様
に
空
王
仏
の
説
話
を
引
用
す
る
も
の
が
道
世
の
『
諸
経
要
集
』
巻
一
敬

仏
篇
第
一
念
十
方
仏
縁
第
二
と
『
法
苑
珠
林
』
巻
一
三
敬
仏
篇
第
六
観
仏

部
第
三
、
飛
錫
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
巻
上
持
戒
破
戒
但
生
佛
想
門
第
三

で
見
ら
れ
る
。『
諸
経
要
集
』
と
『
法
苑
珠
林
』
で
は
、「
如
太
山
崩
五
体

投
地
懺
悔
諸
罪
。
由
入
仏
塔
観
像
毫
相
懺
悔
因
縁
、
後
八
十
億
阿
僧
祇
劫
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述
べ
る
。
澄
観
の
「
迷
悟
」
と
比
べ
、
文
超
の
「
染
・
浄
」
説
は
法
蔵
の

「
依
妄
・
離
妄
」
と
一
層
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

上
記
の
よ
う
に
、
文
超
は
あ
る
程
度
師
の
法
蔵
の
思
想
を
受
け
継
い
だ

が
、
両
者
の
説
に
は
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
文
超
の
「
然
一

法
界
心
成
諸
法
者
」
と
「
海
者
即
謂
法
界
淨
心
也
…
諸
法
皆
依
心
海
而
現

…
海
類
真
如
印
同
緣
起
定
如
不
變
即
是
真
如
隨
緣
不
變
」
に
よ
っ
て
、
彼

は
法
蔵
説
に
よ
り
、
さ
ら
に
唯
心
的
で
あ
る
一
心
法
界
縁
起
説
を
唱
え
、

華
厳
の
性
起
思
想
を
取
り
入
れ
、
世
界
万
有
が
一
心
に
属
す
る
と
主
張
し

た
の
が
分
か
る
。

　

つ
ま
り
、
法
蔵
の
弟
子
、
文
超
は
師
と
す
る
法
蔵
の
思
想
を
受
け
継
ぐ

一
方
で
、
よ
り
唯
心
主
義
に
傾
い
て
い
っ
た
。
清
浄
無
垢
の
法
界
真
心
を

万
物
の
本
源
と
な
す
彼
は
、「
染
・
浄
」
説
を
も
っ
て
縁
起
・
性
起
二
門

を
説
き
明
か
し
た
。
後
に
澄
観
は
唯
心
主
義
の
道
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
文
超
の
思
想
は
少
な
く
と
も
澄
観
に
影
響
を
与

え
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
文
超
は
「
真
如
随
縁
不
変
」
思
想
を
提
言
し
た

が
、
こ
れ
は
宗
密
の
「
真
如
随
縁
不
変
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の

か
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。

チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
観
音
信
仰 

│
│ 『
摩
尼
十
万
語
』
を
中
心
に 

│
│

佐
久
間
留
理
子

　

チ
ベ
ッ
ト
で
は
観
音
の
様
々
な
経
典
が
信
仰
さ
れ
た
が
、
出
家
の
み

な
ら
ず
在
家
に
も
流
布
し
た
経
典
に
『
摩
尼
十
万
語
』（
マ
ニ
カ
ブ
ン
）

（M
kb

）
が
あ
る
。
こ
の
経
典
は
観
音
と
六
字
真
言
「
オ
ー
ム
、
マ
ニ
パ

ド
メ
ー
、
フ
ー
ム
」
等
の
功
徳
を
説
く
が
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
典
拠

に
な
っ
た
イ
ン
ド
の
経
典
に
は
、
七
世
紀
頃
に
成
立
し
た
『
カ
ー
ラ
ン

観
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
文
超
の
思
想
の

中
で
そ
の
傾
向
が
芽
生
え
て
い
た
と
推
測
す
る
。

　
『
華
厳
経
普
賢
行
願
品
疏
鈔
』
の
引
用
文
を
見
る
と
、
文
超
が
、
一
法

界
心
に
基
づ
い
て
諸
法
が
生
じ
、
合
わ
せ
て
性
起
門
と
縁
起
門
と
い
う
二

門
が
あ
り
、
染
・
浄
の
概
念
を
も
っ
て
性
起
門
と
縁
起
門
の
相
違
（
す
な

わ
ち
縁
起
は
染
・
浄
両
方
を
通
じ
る
が
、
性
起
は
た
だ
浄
を
通
じ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
）
を
説
明
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
文

超
が
法
蔵
か
ら
幾
つ
か
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
こ
と
が
分
か
る
。
第
一

に
、
華
厳
宗
の
如
来
性
起
の
理
論
規
則
に
基
づ
い
て
、
法
蔵
の
浄
心
縁
起

を
継
承
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
第
二
に
、『
華
厳
経
普
賢
行
願
品
疏

鈔
』
に
お
け
る
文
超
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
、
彼
は
華
厳
宗
人
が
『
大
乗
起

信
論
』
の
「
一
心
開
二
門
」
様
式
を
利
用
す
る
こ
と
に
従
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
性
起
は
浄
で
あ
り
、
ゆ
え
に
真
如
随
縁
不
変
に

な
る
が
、
縁
起
は
染
浄
相
通
で
あ
る
の
で
、
無
明
妄
念
に
よ
っ
て
様
々
な

煩
悩
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、「
依
妄
・
離
妄
」
の
思
想
を
継
承

し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
法
蔵
は
、
真
如
本
覚
が
海
の
よ
う
に
、
妄
念

差
別
が
風
と
波
の
よ
う
に
、
風
に
よ
っ
て
波
濤
天
を
つ
き
、
風
が
止
め
ば

波
が
穏
や
か
で
あ
り
、
衆
生
は
ま
た
そ
の
通
り
で
あ
り
、
妄
念
に
よ
っ
て

様
々
な
差
別
が
あ
り
、
若
し
妄
念
を
離
れ
ば
衆
生
は
た
だ
唯
一
な
真
如
本

覚
を
体
得
す
る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
の
「
依
妄
・
離
妄
」
の
思
想
に
つ
い

て
、
澄
観
は
「
迷
悟
説
」
に
よ
っ
て
、
衆
生
が
仏
と
は
、
も
と
に
は
不
二

で
お
り
、
た
だ
「
迷
悟
」
の
異
な
り
に
よ
っ
て
衆
生
と
仏
の
区
別
が
生
じ

る
と
解
説
し
た
。
一
方
、
文
超
は
「
染
・
浄
」
説
と
し
て
、
衆
生
と
仏
の

区
別
は
心
の
状
態
に
よ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
仏
は
心
が
清
浄
な
状
態
で
あ

り
、
衆
生
は
心
が
妄
念
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
と
い
う
分
別
を
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あ
る
。
ま
た（
２

）に
は
（
２

・
１

）
蔵
語
文
献
に
類
話
が
あ
る
も
の
と

（
２

・
２

）
イ
ン
ド
の
経
典
に
類
話
が
あ
る
も
の
と
が
あ
る
。（
１

・
１

）

に
は
第
二
七
章
「
羅
刹
女
の
島
シ
ン
ガ
ラ
（
梵
語
の
シ
ン
ハ
ラ
、
以
下

同
）
島
よ
り
商
人
ら
が
脱
出
し
た
方
法
」
が
あ
り
、
こ
れ
はK

v

第
二
部

第
一
章
「
馬
王
の
説
明
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（M

akidono 2014

）。

そ
こ
に
は
隊
商
長
シ
ン
ガ
ラ
が
五
百
人
の
商
人
と
と
も
に
羅
刹
女
の
住
む

島
に
漂
着
し
た
が
、
観
音
の
化
身
の
馬
王
に
乗
っ
て
島
を
脱
出
し
た
話
が

説
か
れ
る
。
両
者
に
は
軽
微
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ばK

v

で
は

隊
商
長
が
燈
明
に
よ
っ
て
羅
刹
女
の
正
体
を
知
る
が
、M

kb

で
は
羅
刹

女
か
ら
知
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
はM

kb

がK
v

の
蔵
訳
に
従
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
１

・
２

）
に
第
一
九
章
「
地
獄
の
生
類
の

教
化
」
が
あ
り
、
こ
れ
はK

v

第
一
部
第
二
章
「
阿
鼻
地
獄
を
干
上
が

ら
せ
る
こ
と
」
に
類
似
す
る
。M

kb

で
は
、
観
音
が
六
字
真
言
を
唱
え

る
と
地
獄
の
生
類
は
そ
れ
を
聞
い
た
だ
け
で
三
十
三
天
に
転
生
す
る
と

い
う
内
容
が
付
加
さ
れ
る
。（
１

・
２

）
に
は
、
第
二
三
章
「
シ
ン
ガ
ラ

﹇
島
﹈の
羅
刹
女
の
教
化
」
が
あ
り
、
こ
れ
はK

v

第
一
部
第
一
四
章
「
シ

ン
ハ
ラ﹇
島
﹈を
彷
徨
う
こ
と
」
に
類
似
す
る
。M

kb

で
は
バ
ラ
モ
ン
の

少
年
に
化
身
し
た
観
音
が
、
羅
刹
女
に
六
字
真
言
を
説
い
て
彼
女
ら
の
欲

望
を
鎮
め
る
こ
と
が
付
加
さ
れ
る
。（
２

・
１

）
に
は
第
三
四
章
「
観
音

が
有
雪
国
（
チ
ベ
ッ
ト
）
の
人
々
を
教
化
す
る
こ
と
」
が
あ
り
、
こ
れ
は

『
王
統
明
鏡
史
』
第
七
章
「
猿
と
岩
の
羅
刹
女
か
ら
生
じ
た
チ
ベ
ッ
ト
人

の
系
譜
」（
今
枝
由
郎
監
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
王
伝
』
岩
波
文
庫
）
に
類

似
す
る
。（
２

・
２

）
に
は
、
第
三
一
章
「
地
獄
か
ら
の
ア
ン
グ
リ
マ
ー

ラ
の
解
放
」
が
あ
り
、『
仏
説
鴦
掘
摩
経
』
や
パ
ー
リ
聖
典
「
マ
ッ
ジ
マ

ニ
カ
ー
ヤ
」
の
「
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
・
ス
ッ
タ
」
に
類
似
す
る
。
こ
の
話

ダ
・
ヴ
ュ
ー
ハ
経
』（K

v

）（Sam
asram

i, Calcutta, 1872; V
aidya, 

D
arbhanga, 1961

）
が
あ
る
。
今
回
の
発
表
で
は
観
音
の
説
話
に
関
し

て
両
者
を
比
較
し
、M

kb

に
お
け
る
ど
の
内
容
がK

v

か
ら
受
け
継
が

れ
、
ま
た
ど
の
内
容
が
新
た
に
チ
ベ
ッ
ト
で
付
加
さ
れ
た
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
てM

kb

が
如
何
に
し
て
形
成

さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る
研
究
序
説
と
し
た
い
。
な
おK

v

の
蔵
訳
は
『
デ
ン
カ
ル
マ
目
録
』（
八
二
四
年
）
に
記
載
さ
れ
、
九
世
紀

初
頭
に
は
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。M

kb

の
先
行
研
究
に
は
、

T
. M

akidono

（2014
）、
槙
殿
伴
子
氏
（2015

）、F. K
. Ehrhard

（2000, 2013

）、M
. K

apstein
（1992

）
等
が
あ
る
。
こ
の
経
典
は
元

来
ニ
ン
マ
派
に
由
来
す
る
蔵
外
経
典
で
あ
る
が
、
ゲ
ル
ク
派
、
カ
ギ
ュ

派
、
ボ
ド
ン
派
に
よ
っ
て
開
版
さ
れ
（M

akidono 2014; 

槙
殿 2015; 

Ehrhard 2000, 2013

）、
各
宗
派
で
流
布
し
た
。
ま
たM

kb

の
大
部

分
は
一
二
五
〇
年
頃
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
（K

apstein 
1992

）、
版
本
は
一
五
〜
一
六
世
紀
初
に
か
け
て
印
刷
さ
れ
た
グ
ン
タ
ン

版
が
最
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
（Ehrhard 2013

）。
今
回
使
用
し
た
プ

ナ
カ
版
（T

rayang and Jam
yang Sam

ten, N
ew

 D
elhi, 1975

）

は
カ
ギ
ュ
派
に
由
来
し
一
七
世
紀
に
開
版
さ
れ
た
も
の
で
、
グ
ン
タ
ン
版

の
系
統
を
受
け
継
ぐ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（Ehrhard 2000

）。
こ
の
他

ブ
ー
タ
ン
王
宮
所
蔵
の
プ
ナ
カ
版
の
英
訳
（T

rizin T
sering Rinpo-

che 2007

）
も
参
照
し
た
。
第
一
巻
第
一
部
全
三
七
章
か
ら
観
音
の
説

話
を
収
め
た
い
く
つ
か
の
章
を
取
り
出
し
、
以
下
の
四
つ
の
類
型
を
指
摘

す
る
。（
１

）Kv

に
類
話
が
あ
る
も
の
と（
２

）Kv

に
類
話
が
無
い
も
の

と
が
あ
る
。（
１

・
１

）
大
部
分
が
類
似
し
、
重
要
な
点
で
改
変
が
無
い

も
の
と
（
１

・
２

）
類
似
す
る
が
、
重
要
な
点
で
改
変
が
あ
る
も
の
と
が
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は
元
来
観
音
と
は
関
係
が
無
い
が
、M

kb

で
は
地
獄
に
落
ち
る
ア
ン
グ

リ
マ
ー
ラ
に
観
音
が
六
字
真
言
を
説
く
話
と
し
て
改
変
さ
れ
て
い
る
。
以

上
の
ご
と
く
、
少
な
く
と
も
四
つ
の
類
型
に
よ
っ
てM

kb

の
説
話
に
多

様
性
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
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『
順
正
理
論
』
の
認
識
論

│
│ 
到
達
認
識
説
・
非
到
達
認
識
説
論
争 

│
│

那
須
　
円
照

　

衆
賢
に
よ
れ
ば
、
眼
・
耳
・
意
の
根
は
非
至
の
境
を
取
る
と
さ
れ
る
。

も
し
、
眼
根
が
至
境
を
取
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
が
遠
近
二
方
に
同
時
に

と
も
に
至
る
べ
き
だ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

明
灯
が
遠
近
二
方
を
照
ら
す
よ
う
に
、
眼
に
も
火
明
の
性
が
あ
る
と
言
う

な
ら
、
そ
う
で
は
な
い
。
眼
は
闇
中
で
見
る
と
き
、
光
明
の
助
を
求
め
る

か
ら
で
あ
る
。
眼
中
に
小
光
明
が
あ
る
と
し
て
も
、
大
光
明
の
助
け
は
な

く
、
大
光
明
に
伏
せ
ら
れ
て
色
を
見
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
明
灯

は
、
遠
く
も
近
く
も
等
し
く
到
達
し
て
無
間
に
照
ら
し
、
油
注
等
の
極
め

て
隣
近
す
る
も
の
も
焼
く
が
、
眼
は
、
眼
薬
等
の
極
め
て
隣
逼
す
る
も
の

を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
眼
は
、
遠
近
の
境
を
倶
時
に
非
至
境
と
し
て

取
る
。
衆
賢
は
、
眼
が
隣
逼
の
境
を
取
ら
ず
、
不
至
の
境
を
取
る
こ
と
を

論
証
す
る
。（
一
）ま
ず
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
水
晶
に
さ
え
ぎ
ら
れ
た
色

を
認
識
す
る
と
い
う
例
を
あ
げ
る
。（
二
）次
に
、
猶
予
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
挙
げ
る
。
至
境
の
認
識
に
猶
予
が
あ
る
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
人
と
杭
と
の
異
を
審
知
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い

う
。
も
し
至
境
を
認
識
す
れ
ば
、
例
え
ば
堅
相
を
審
知
し
、
区
別
を
審
し

な
い
。（
三
）ま
た
、
遠
境
を
認
識
し
て
も
、
例
え
ば
月
輪
の
境
に
至
る
こ

と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
眼
の
性
は
火
で
は
な
い
か
ら
、
眼
に
は
遠
く
に

至
る
た
め
の
火
明
は
な
い
。
衆
賢
は
、
耳
根
も
非
至
境
を
取
る
と
主
張
す

る
。
耳
は
遠
近
の
音
声
を
区
別
し
て
了
知
す
る
か
ら
、
非
至
境
を
取
る
。

鼻
根
が
、
廻
転
し
て
至
境
の
香
を
取
る
場
合
と
は
異
な
る
。
そ
の
場
合
、

遠
近
の
声
に
お
い
て
、
聞
く
際
に
、
明
了
・
不
明
了
の
区
別
が
あ
り
、
決

了
と
猶
予
の
別
も
あ
る
。
至
を
聞
け
ば
、
別
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
衆
賢

は
、
意
根
も
非
至
境
を
取
る
と
主
張
す
る
。
倶
有
と
相
応
の
法
を
取
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
対
論
者
が
、
鼻
が
倶
生
の
香
を
取
ら
ず
に
、
至
境
を
取

る
よ
う
に
、
意
も
そ
う
で
あ
る
と
言
う
な
ら
、
衆
賢
は
、
鼻
は
外
的
影
響

が
あ
る
時
、
食
事
を
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
倶
生
の
香
を
内
に
取
る
こ
と

が
あ
る
か
ら
、
喩
例
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
衆
賢
は
、
意
は
物
質
的
で
な

い
か
ら
至
境
を
取
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
有
る
者
が
論
難
す
る
。「
三

根
（
眼
・
耳
・
意
根
）
が
非
至
境
を
取
る
な
ら
、
天
上
と
地
下
の
極
遠
の

も
の
、
障
隔
さ
れ
た
も
の
、
已
滅
と
未
生
の
も
の
や
、
面
し
て
い
る
方
向

が
異
な
る
も
の
を
ど
う
し
て
取
ら
な
い
の
か
」
と
。
衆
賢
は
答
え
る
。

「
同
様
の
場
合
、
磁
石
が
吸
わ
ず
、
鏡
等
が
像
を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
眼

等
も
全
て
の
不
至
の
境
を
取
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
適
当
な
不
至
の

境
を
三
根
が
取
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
」
と
。
有
る
者
が
、
音
声
は
相

続
し
て
起
こ
り
、
耳
に
入
る
音
声
を
聞
く
か
ら
、
耳
は
至
境
を
取
る
と
言

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
衆
賢
は
、
鈴
の
音
声
を
聞
く
と
き
、
鈴
に
触
れ
れ

ば
、
鈴
の
近
く
の
音
声
も
、
鈴
か
ら
離
れ
た
音
声
も
全
て
や
む
か
ら
、
遠

近
に
区
別
な
く
、
音
声
を
非
至
境
と
し
て
耳
は
取
る
と
反
論
す
る
。
こ
れ

は
、
灯
火
の
滅
す
る
と
き
、
遠
近
の
明
が
皆
滅
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
、

対
論
者
が
言
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
、
衆
賢
は
反
論
す
る
。

灯
が
滅
す
れ
ば
、
明
を
見
な
い
が
、
音
声
は
、
初
め
の
音
声
が
刹
那
滅
し

て
も
、
展
転
し
相
続
し
た
別
の
音
声
が
、
耳
に
来
入
す
る
と
衆
賢
は
言

う
。
ま
た
、
灯
と
明
は
相
続
が
異
な
り
、
縁
を
倶
に
し
て
お
り
、
縁
が
滅

第
九
部
会
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そ
の
具
体
的
な
同
定
先
を
巡
り
、
研
究
者
た
ち
の
意
見
は
分
か
れ
て
い

る
。

　

そ
う
し
た
マ
ガ
研
究
者
の
代
表
例
と
し
て
は
、Stietencron

（Stie-
tencron, von H

einrich, Indische Sonnenpriester: Sām
ba und 

die Śākadvīpīya-Brāhm
ana: eine textkritische und religi-

onsgeschichtliche Studie zum
 indischen Sonnenkult, W

ies-
baden, 1966

）
お
よ
びH

um
bach

（H
um

bach, H
., 

“M
iɵra in 

India and the H
induized M

agi ” É
tudes M

ithriaques. A
ctes 

du 2e Congrès International, T
éhéran, 1978, pp. 229︲253

）

の
二
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

両
者
の
研
究
は
、
プ
ラ
ー
ナ
文
献
の
マ
ガ
が
本
来
的
な
「
マ
ガ
」
と
、

こ
れ
と
は
起
源
を
異
に
す
る
「
ボ
ー
ジ
ャ
カ
（Skr. bhojaka

）」
に
区

別
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
たH

azra

（H
azra, R. C., Studies in the 

U
papurān. as V

ol. I: Saura and V
ais. n. ava U

papurān. as, Cal-
cutta, 1958

）
以
降
に
出
さ
れ
た
本
格
的
な
マ
ガ
研
究
で
あ
り
、H

azra

と
同
様
に
「
マ
ガ
」
と
「
ボ
ー
ジ
ャ
カ
」
を
区
別
し
、
共
に
同
じSP

お

よ
びBhP

の
記
述
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
結
論
に
お
い
て
真
逆
の
主
張

を
導
い
て
い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。
特
に
ボ
ー
ジ
ャ
カ
の
起
源
を
巡
っ

て
、Stietencron

が
、BhP

の
記
述
に
見
ら
れ
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

に
固
有
と
言
え
る
要
素
の
存
在
を
根
拠
に
、
ボ
ー
ジ
ャ
カ
を
ゾ
ロ
ア
ス
タ

ー
教
徒
で
あ
る
と
結
論
し
た
の
に
対
し
、H

um
bach

は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
的
要
素
と
さ
れ
るBhP

の
記
述
に
つ
い
て
、
パ
ー
ル
シ
ー
と
の
接
触

に
よ
っ
て
生
じ
た
後
代
の
編
者
に
よ
る
加
筆
で
あ
る
と
し
て
、
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
徒
説
を
否
定
し
、
ボ
ー
ジ
ャ
カ
は
む
し
ろ
イ
ン
ド
土
着
の
集
団
で

あ
っ
た
と
結
論
し
た
。

す
る
と
倶
に
滅
す
る
が
、
音
声
は
相
続
が
一
つ
で
あ
り
、
前
音
声
が
滅
し

て
も
、
後
音
声
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
後
音
声
が
、
耳
に
接
近
し
、
縁
と

な
っ
て
耳
識
が
生
じ
る
。
も
し
、
音
声
が
至
境
を
取
れ
ば
、
遠
近
の
音
声

の
聞
こ
え
の
区
別
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
衆
賢
は
、
耳
の
中
の
音
声
を

聞
く
場
合
で
も
、
至
境
で
は
な
い
と
言
う
。
衆
賢
は
、
一
応
、
鼻
・
舌
・

身
の
三
根
は
、
至
境
を
認
識
す
る
と
言
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
鼻
の
極

微
と
香
の
極
微
は
、
正
確
に
は
接
触
し
な
い
と
分
析
す
る
。
諸
極
微
が
、

全
体
と
し
て
触
れ
れ
ば
、
実
物
の
体
が
交
わ
り
、
全
て
が
一
点
に
お
さ
ま

る
と
い
う
都
合
が
悪
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
一
部
分
で
触
れ

れ
ば
、
極
微
が
部
分
を
有
す
る
と
い
う
過
失
に
な
る
。
よ
っ
て
、
衆
賢
は

至
境
認
識
の
時
も
、
近
く
に
接
近
し
て
認
識
が
成
立
す
る
が
、
正
確
に
は

接
触
し
合
わ
な
い
と
主
張
す
る
。（
大
正
二
九
・
三
七
〇
―
三
七
一
頁
）

古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
者
「
マ
ガ
」
の
イ
ラ
ン
的
特
徴

永
井
　
悠
斗

　

プ
ラ
ー
ナ
文
献
に
属
す
る
『
サ
ー
ン
バ
・
プ
ラ
ー
ナ
（Skr. Sām

ba-
purān. a

：
以
下SP

）』
お
よ
び
『
バ
ヴ
ィ
シ
ュ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ナ
（Skr. 

Bhavis. ya-purān. a

：
以
下BhP

）』
に
は
、
太
陽
神
崇
拝
を
特
徴
と
す

る
「
マ
ガ
（Skr. m

aga

）」
と
呼
ば
れ
る
宗
教
集
団
が
現
れ
る
。

　

SP

お
よ
びBhP

が
語
る
こ
の
マ
ガ
の
宗
教
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以

前
の
古
代
イ
ラ
ン
宗
教
と
一
致
す
る
要
素
が
散
見
さ
れ
、
ま
た
、SP

お

よ
びBhP

は
、
マ
ガ
た
ち
が
シ
ャ
ー
カ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
と
呼
ば
れ
る
異

国
の
地
か
ら
移
住
し
て
来
た
と
の
伝
説
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

「
マ
ガ
」
は
イ
ン
ド
に
移
住
し
た
何
ら
か
の
古
代
イ
ラ
ン
の
宗
教
者
で
あ

っ
た
と
見
る
の
が
先
行
研
究
に
お
い
て
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
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近
代
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学
再
考

│
│ 

ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
と
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー 

│
│

間
　
永
次
郎

　

一
八
九
三
年
九
月
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
で
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
行
な
っ
た
全
六
回
の
講
演
は
、
そ
の
後
の
西
洋
社
会

に
お
け
る
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
（H

induism

）」
の
理
解
の
あ
り
方
を
大
き

く
方
向
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
近
代
イ
ン

ド
に
お
い
て
最
初
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
教
義
を
基
盤

に
据
え
る
イ
ン
ド
人
の
セ
ル
フ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
哲
学
的
に
定
式

化
し
た
「
新
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
思
想
の
先
駆
者
」﹇Sm

art 1982: 144

﹈、

あ
る
い
は
、「
イ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
思
想
の
父
」﹇M

ajum
dar 

1962: 361

﹈
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
万
国
宗
教
会
議
に
至
る
過
程
で
、
具
体
的
に
い
か
に

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
自
身
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
哲
学
的
理
解
の
枠

組
み
を
彫
琢
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
い
。
本
発
表
で
は
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
近
代
ア
ド
ヴ
ァ
イ

タ
哲
学
の
重
要
な
思
想
的
資
源
の
一
つ
が
、
ベ
ン
ガ
ル
知
識
人
サ
ー
ク
ル

の
外
部
、
具
体
的
に
は
、
マ
ニ
ラ
ー
ル
・
ナ
ブ
バ
ー
イ
ー
・
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ

ー
デ
ィ
ー
（M

an. ilāl N
abhubhāī D

vivedī

一
八
五
八
―
一
八
九
八
）

と
い
う
人
物
に
代
表
さ
れ
る
十
九
世
紀
後
半
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
知
識
人
の

間
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

発
表
者
は
二
〇
一
九
年
三
月
と
九
月
に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
で
行
な
っ
た

史
料
調
査
に
お
い
て
、
上
記
し
た
万
国
宗
教
会
議
が
開
催
さ
れ
る
前
年
に

当
た
る
一
八
九
二
年
に
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の

ナ
デ
ィ
ヤ
ー
ド
市
に
訪
れ
、
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
と
交
流
し
て
い
た
こ

　

本
発
表
で
は
、
両
説
の
最
大
の
争
点
と
な
っ
て
い
るBhP

に
お
け
る

ボ
ー
ジ
ャ
カ
の
イ
ラ
ン
的
要
素
に
つ
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
列
挙

し
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
た
結
果
と
し
て
、
①
ボ
ー
ジ
ャ
カ
に
見
ら
れ
る
イ

ラ
ン
宗
教
的
要
素
の
多
く
が
音
の
類
似
に
限
定
さ
れ
る
点
、
②BhP

に

は
善
悪
二
元
論
に
代
表
さ
れ
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
と
っ
て
重
要
な
教
義

へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
点
、
③
ボ
ー
ジ
ャ
カ
は
多
分
に
イ
ン

ド
化
し
た
存
在
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、Stietenc-

ron

の
よ
う
にBhP
の
記
述
か
ら
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
的
（
あ
る
い
は
イ

ラ
ン
的
）
要
素
を
抽
出
し
、
ボ
ー
ジ
ャ
カ
を
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
と
す
る

議
論
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
方
で
、
以
上
の
三
点

を
よ
く
説
明
す
る
点
で
は
、H

um
bach

の
結
論
の
方
が
よ
り
妥
当
性
の

高
い
こ
と
を
示
し
た
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
そ
も
そ
もSkr. bhojaka

と
い
う
語
そ
れ
自
体
が
、

語
根bhuj

に
遡
り
得
る
語
で
あ
り
、
必
ず
し
も
イ
ラ
ン
語
と
し
て
の
み

解
釈
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
ボ
ー
ジ
ャ
カ
に
言
及
す
る
資

料
と
し
て
、
マ
ウ
リ
ヤ
朝
と
同
時
期
に
南
イ
ン
ド
を
支
配
し
たK

hāra-
vela

王
のH

āthīgum
phā

碑
文
に
、
ボ
ー
ジ
ャ
カ
と
い
う
語
が
現
れ

る
こ
と
や
、
南
イ
ン
ド
を
支
配
し
た
カ
タ
ン
バ
王
朝
のK

ākusthavar-
m

an

お
よ
び
そ
の
子
ら
（
紀
元
後
五
、
六
世
紀
）
の
時
代
の
銅
板
に
、

ジ
ャ
イ
ナ
教
と
関
連
し
てbhojaka

お
よ
びbhoja

の
語
が
見
出
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
ボ
ー
ジ
ャ
カ
が
南
イ
ン
ド
土
着
の
集
団
で
あ
る
可
能
性
も

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
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イ
ン
ド
の
国
民
構
想
を
提
唱
す
る
最
中
で
、
従
姪
孫
に
当
た
る
女
性
と

裸
の
同
衾
の
実
験
を
行
な
っ
た
。
こ
の
実
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
間

﹇2019: 263︲328

﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
）
を
理
解
す
る
鍵
と
も
な
る
も
の

で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
近
代
タ
ン
ト
ラ
学
の
父
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ョ

ン
・
ウ
ッ
ド
ロ
フ
卿
（Sir. John W

oodroffe

一
八
六
五
―
一
九
三
六
）

の
イ
ン
ド
学
文
献
等
を
手
掛
か
り
に
、
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
の
近
代
ア

ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学
が
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
い
か
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か

を
論
究
し
た
。

　

以
上
の
分
析
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
専
ら
近
代
ベ
ン
ガ
ル
知
識
人
の
思

想
・
運
動
に
還
元
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
従
来
の
近
代
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学

発
祥
・
発
展
の
過
程
を
、
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
と
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
代

表
さ
れ
る
植
民
地
期
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
知
識
人
の
思
想
と
運
動
の
中
に
探

っ
た
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
輪
廻
思
想
と
出
家
に
つ
い
て

冨
田
　
信
隆

　

仏
教
に
つ
い
て
学
び
・
研
究
し
よ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
仏
教
が

誕
生
し
た
時
、
そ
の
背
景
と
な
る
基
盤
と
い
う
か
土
壌
と
な
っ
た
イ
ン
ド

の
思
想
界
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
探
求
・

努
力
し
な
け
れ
ば
、
樹
を
見
て
森
を
見
ず
の
状
態
に
い
る
こ
と
に
等
し
い

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

古
代
イ
ン
ド
思
想
史
の
一
側
面
の
観
点
か
ら
、
仏
教
の
始
ま
り
を
考
察

す
る
と
、
ブ
ッ
ダ
は
な
ぜ
出
家
の
道
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
根
本
的
な
動

機
が
、
輪
廻
転
生
と
い
う
苦
の
連
続
か
ら
永
遠
に
脱
却
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
解
脱
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
を
示
す
歴
史
史
料
を
収
集
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
精
読
に
よ

り
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
九
一
年
に
か
け
て
グ
ジ
ャ
ラ
ー
テ

ィ
ー
語
﹇D

vivedī 1888; 1889

﹈
と
英
語
﹇D

vivedi 1885; 1889; 
1890; 1891

﹈
で
刊
行
さ
れ
た
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
の
著
述
で
体
系
化

さ
れ
た
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学
の
内
容
が
、
ナ
デ
ィ
ヤ
ー
ド
訪
問
の
翌
年
以

降
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
国
内
外
で
伝
搬
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学
の
内
容
と
多
く
の
点
で
共
通
し
て
い

た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

一
方
で
、
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学
は
、
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学
と
、
あ
る
一
点
に
お
い
て
決
定

的
な
相
違
が
あ
っ
た
。
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
は
社
会
的
・
政
治
的
レ
ベ

ル
の
国
民
再
生
に
不
可
欠
な
最
重
要
概
念
と
し
て
、
男
女
の
精
神
的
・
身

体
的
合
一
の
境
地
を
希
求
す
る
「
性
愛
（prem
）」（
本
発
表
で
は
、
あ

く
ま
で
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
独
自
のprem
概
念
の
使
用
の
仕
方
に

着
目
し
、
便
宜
的
に
「
性
愛
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
）
の
概
念
を
提
唱

し
て
い
た
。
生
涯
に
亘
る
厳
格
な
独
身
・
禁
欲
を
誓
っ
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ

ー
ナ
ン
ダ
は
、
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
哲
学
を
基
礎
付

け
る
性
愛
概
念
に
つ
い
て
、
翌
年
以
降
の
講
演
で
決
し
て
語
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。

　

こ
の
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ー
の
性
愛
概
念
は
、
ナ
ル
マ
ダ
ー
シ
ャ
ン
カ

ル
・
ダ
ヴ
ェ
ー
（N

arm
adśankar Lālśankar D

ave

一
八
三
三
―

一
八
八
六
）
か
ら
始
ま
る
植
民
地
期
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
「（
社
会
）
改
革

（sudhāro

）」
運
動
の
底
流
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
後
の

Ｍ
・
Ｋ
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
イ
ン
ド
独
立
運
動
期
に
行
な
っ
た
ブ
ラ
フ
マ

チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
（
例
え
ば
、
晩
年
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
、
独
立
後
の
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す
る
、「
出
家
」
と
い
う
存
在
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
。

　

つ
ま
り
、
輪
廻
か
ら
解
脱
へ
の
道
を
た
ど
る
に
当
た
っ
て
は
、
在
家
よ

り
出
家
の
方
が
は
る
か
に
優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
、『
ウ
パ
ニ
シ

ャ
ッ
ド
』
や
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
で
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。

三　

出
家
の
問
題
点

　

古
代
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ヤ
人
の
宗
教
（
バ
ラ
モ
ン
教
）
は
祭
式
主
義
で

あ
っ
た
か
ら
、
社
会
体
制
の
根
幹
を
考
え
て
み
る
と
、
出
家
の
存
在
が
許

さ
れ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
七
世
紀
こ
ろ
に
は
、
出
家

の
数
は
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
バ
ラ
モ
ン

た
ち
は
出
家
と
い
う
存
在
を
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
に
お
け
る
社
会
体
制
の

中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
、
大
い
に
論
議
さ
れ
た
こ
と

は
至
極
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
位
置
づ
け
は
簡
単
に
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
苦
渋
の
論
議
の
中
か
ら
、「
人
生
期
」
と
い
う
構
想
が
創
り
挙

げ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
出
家
と
人
生
期
と
の
か
か
わ
り

に
つ
い
て
は
、『
マ
ヌ
法
典
』
で
理
論
的
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、『
マ
ヌ
法
典
』
の
四
人
生
期
（
学
生
期
、
家
長
期
、
林
住

期
、
遍
歴
期
）
は
、
き
わ
め
て
巧
妙
で
、
出
家
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
認
め
つ
つ
、
世
俗
の
義
務
を
完
全
に
果
た
し
終
え
た
な
ら

ば
、
出
家
も
よ
し
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
利
益
を
保

証
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
、
研
究
発
表
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一　

輪
廻
思
想
に
つ
い
て

　

イ
ン
ド
の
輪
廻
思
想
は
、
人
間
は
車
輪
の
よ
う
に
生
ま
れ
変
わ
り
死
を

繰
り
返
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
ま
れ
変
わ
り
方
は
、
各
人
の
生
存
中
の

行
為
す
な
わ
ち
「
業
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
教
説
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
よ
う
な
輪
廻
思
想
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

解
脱
へ
の
あ
こ
が
れ
が
生
ま
れ
、
出
家
と
い
う
独
特
の
生
活
形
態
を
も
つ

人
々
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ゆ
え
に
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
思
想
、
哲
学
で
は
、
輪
廻
思
想
が

重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

こ
の
思
想
が
明
瞭
な
形
で
説
か
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
語
な

い
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
哲
学
文
献
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
輪
廻
思
想
は
、
五
火
説
、
二
道
説
と
し
て
展
開

さ
れ
た
。
初
期
仏
教
の
最
も
古
い
聖
典
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
お
い
て

も
、
こ
の
五
火
二
道
説
と
同
様
に
捉
え
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

二　

出
家
に
つ
い
て

　

輪
廻
思
想
が
イ
ン
ド
社
会
に
登
場
し
て
か
ら
は
、
輪
廻
と
そ
こ
か
ら
の

解
脱
が
強
烈
に
意
識
さ
れ
、
志
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
人
生
の
大
問
題
と

な
っ
た
。
イ
ン
ド
で
は
輪
廻
思
想
が
登
場
す
る
以
前
か
ら
、
世
俗
の
関
係

を
嫌
い
、
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
で
庵
を
結
ん
で
隠
遁
生
活
を
送
る
人
々
が

存
在
し
て
い
た
。
典
型
は
、
霊
感
に
よ
っ
て
永
遠
の
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
を
感

得
し
て
、
こ
の
世
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
聖
仙
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
輪
廻
と
そ
こ
か
ら
の
解
脱
を
願
う
人
々
は
、
往
昔
の
聖
仙
た

ち
と
は
異
な
る
生
活
様
式
を
模
索
し
た
。
そ
れ
が
、
出
家
と
い
う
考
え
方

で
あ
っ
て
、
常
人
の
生
活
様
式
と
は
全
く
異
な
る
生
活
様
式
の
中
で
修
行



317　　

第９部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

ー
ヤ
・
ク
ス
マ
ー
ン
ジ
ャ
リ
』
と
そ
の
注
釈
書
の
因
果
論
を
中
心
に
、

Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
を
視
野
に
お
さ
め
た
批
判
的
考
察
を
加
え
て
い

る
。
ま
た
最
近
で
はA

. R. M
ishra

著N
yāya concept of cause &

 
effect relationship

（2008

）
が
、
両
学
派
の
因
果
論
関
係
の
主
要
な

該
当
資
料
を
、
ス
ー
ト
ラ
段
階
か
ら
一
六
〇
〇
年
頃
の
新
Ｎ
学
派
作
品
ま

で
収
集
し
て
い
る
。
た
だ
し
テ
キ
ス
ト
の
扱
い
と
原
文
解
釈
に
は
難
点

が
多
い
。
最
も
幅
広
く
、
か
つ
正
確
な
文
献
解
読
を
踏
ま
え
た
鋭
い
思

想
分
析
と
し
て
は
、
Ｗ
・
ハ
ル
プ
フ
ァ
ス
の“K

arm
a, apūrva, and 

“natural ” causes: O
bservations on the grow

th and lim
its of 

the theory of sam. sāra ”

（1983

）、O
n being and w

hat there 
is

（1992

）
第
三
章
やT

radition and reflection

（1991

）
第
九
章

が
傑
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
も
包
括
的
な
成
果
は“K

arm
a und 

W
iedergeburt in den philosophischen System

en des H
iduis-

m
us ”

（2000

）
だ
ろ
う
。
た
だ
し
ア
ビ
ダ
ル
マ
お
よ
び
仏
教
論
理
学
派

の
因
果
論
を
も
視
野
に
収
め
た
比
較
分
析
は
し
て
い
な
い
。

　

Ｎ︲

Ｖ
に
限
っ
て
見
て
も
、
因
果
性
自
体
を
主
題
化
し
た
議
論
は
初
期

新
Ｎ
学
者
シ
ャ
シ
ャ
ダ
ラ
（
一
三
世
紀
）
の
「
原
因
性
論
」（kāran. atā-

vāda

）
ま
で
下
る
。
し
か
し
因
果
に
関
わ
る
議
論
は
、
Ｖ
哲
学
の
六
カ

テ
ゴ
リ
ー
論
と
密
接
に
関
わ
り
、
ま
た
す
で
に
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ス
ー
ト

ラ
』
の
段
階
で
世
界
の
起
源
の
探
求
や
身
体
の
生
成
問
題
に
因
果
の
思
想

は
深
く
関
係
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
お
そ
ら
く
他
の
イ
ン
ド
哲
学

諸
派
に
も
お
お
む
ね
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
果
を
め

ぐ
る
議
論
の
諸
相
を
包
括
的
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
関
連
す
る
多
様
な

思
想
的
文
脈
を
掘
り
起
こ
し
、
各
学
派
固
有
の
思
想
体
系
（ex. 

一
元
論

か
多
元
論
）
と
の
相
関
性
や
、
超
学
派
的
な
時
代
思
潮
（ex. 

業
思
想
の

イ
ン
ド
に
お
け
る
因
果
の
思
想
を
考
え
る

│
│ 

物
理
的
因
果
と
因
果
応
報 

│
│

丸
井
　
　
浩

　

因
果
性
（causality; kārya-kāran. a-bhāva

）
は
哲
学
の
根
本
問
題

で
あ
り
か
つ
因
果
応
報
と
い
っ
た
道
徳
的
、
宗
教
的
問
題
と
も
関
わ
っ
て

い
る
。
古
典
イ
ン
ド
思
想
（
イ
ン
ド
哲
学
諸
派
と
仏
教
）
に
お
い
て
、
因

果
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
、
い
か
な
る
思
想
的
な
展

開
が
見
ら
れ
た
か
。
こ
の
大
テ
ー
マ
は
今
ま
で
本
格
的
に
考
察
さ
れ
る
こ

と
は
少
な
か
っ
た
。
わ
が
国
で
は
仏
教
思
想
研
究
会
（
代
表
中
村
元
）
編

の
『
仏
教
思
想
３

因
果
』（
一
九
七
八
）
が
唯
一
の
専
門
書
と
言
え
よ
う

が
、
イ
ン
ド
仏
教
中
心
の
各
論
が
大
半
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
六
派
哲
学
の

因
果
論
に
は
全
二
十
章
中
二
章
（
サ
ー
ン
キ
ヤ
と
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ

ェ
ー
シ
カ
）
を
割
く
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
ほ
か
仏
教
（
ア
ビ
ダ
ル
マ
と
仏

教
論
理
学
）
の
因
果
論
に
関
し
て
は
注
目
す
べ
き
研
究
・
解
説
が
な
さ
れ

て
お
り
、
特
に
『
梶
山
雄
一
著
作
集
』（
全
八
巻
、
二
〇
〇
八
―
一
三
）

に
は
「
中
観
哲
学
と
因
果
論
」（
第
五
巻
）、「
推
理
と
因
果
関
係
」「
実
在

者
と
観
念
間
の
因
果
」（
第
七
巻
）、「
業
報
論
の
超
越
」（
第
八
巻
）
な
ど

因
果
問
題
の
諸
相
に
踏
み
込
ん
だ
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
「
認

識
因
果
論
」（
御
牧
克
己
「
刹
那
滅
論
証
」『
講
座
・
大
乗
仏
教
９

』
一
九

八
四
）
と
「
存
在
と
因
果
」（
稲
見
正
浩
『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
９

』
二

〇
一
二
）
を
加
え
れ
ば
、
仏
教
論
理
学
関
係
の
因
果
論
の
重
要
な
論
点
が

ほ
ぼ
出
揃
う
だ
ろ
う
。
海
外
で
は
、
イ
ン
ド
人
学
者
に
よ
る
ニ
ヤ
ー
ヤ
・

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
（
Ｎ︲

Ｖ
）
の
因
果
論
に
関
す
る
若
干
の
研
究
書
が
見

ら
れ
、
特
にS. Bhaduri

著Studies in N
yāya-V

aiśes. ika m
eta-

physics

（1947

）
の
第
一
二
章
「
因
果
性
」
は
、
ウ
ダ
ヤ
ナ
の
『
ニ
ヤ
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教
が
衰
滅
す
る
末
法
の
時
代
に
チ
ベ
ッ
ト
を
仏
法
で
教
化
す
る
使
命
を
託

さ
れ
た
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
イ
ン
ド
で
仏
教
が
終
焉
期
を
迎
え
て
い
た

時
代
に
作
ら
れ
た
『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
の
真
の
作
者
た
ち
は
末
法
の
時

代
に
そ
れ
を
体
感
し
、
イ
ン
ド
で
危
機
に
陥
っ
て
い
る
仏
法
を
救
い
、
次

世
代
に
伝
え
て
い
く
イ
ン
ド
仏
教
の
継
承
者
と
し
て
の
使
命
を
感
じ
、
そ

の
決
意
と
自
負
と
が
『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
作
成
の
意
図
に
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
六
字
真
言
の
起
源
を
説
く
経
典
と
し
て
『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
中

に
借
用
さ
れ
、
か
つ
引
用
さ
れ
る
重
要
な
経
典
は
、
七
世
紀
頃
に
は
イ
ン

ド
に
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
初
期
密
教
経
典
で
あ
り
、
観
自

在
菩
薩
の
六
字
真
言
に
よ
る
六
趣
の
衆
生
救
済
を
物
語
る
『
カ
ー
ラ
ン
ダ

ヴ
ュ
ー
ハ
ス
ー
ト
ラ
』
で
あ
る
。『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
中
に
は
『
カ
ー

ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
か
ら
の
借
用
と
引
用
が
あ
り
、「
偉
大
な
る
歴
史
章
」

で
は
全
十
一
章
で
同
経
典
か
ら
の
借
用
が
見
ら
れ
、
本
論
で
ヴ
ァ
イ
デ
ヴ

ィ
ヤ
編
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
と
漢
訳
で
遺
さ
れ
た
『
大
乗
荘
厳

寳
王
経
』
の
対
照
箇
所
を
明
示
し
た
。

　
「
偉
大
な
る
歴
史
章
」
は
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
仏
教
の
伝
播
を

観
自
在
菩
薩
に
よ
る
衆
生
利
益
の
た
め
の
菩
薩
行
と
し
て
描
く
。
観
自
在

菩
薩
が
タ
ー
ラ
ー
と
共
に
チ
ベ
ッ
ト
の
地
で
人
間
の
祖
先
と
な
る
子
孫
を

作
っ
た
後
に
、
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
王
と
い
う
強
大
な
人
間
に
姿
を
変
え

て
チ
ベ
ッ
ト
が
建
国
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
建
国
神
話
伝
説
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
創
造
神
話
を
含
む
。
日
本
に
お
け
る
『
古
事
記
』
や
西
洋
の

『
創
世
記
』
に
相
当
す
る
も
の
と
言
え
、
比
較
宗
教
学
の
視
点
か
ら
も
興

味
深
い
資
料
と
言
え
る
。
天
は
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
で
あ
り
、
阿
弥
陀

仏
に
よ
っ
て
衆
生
利
益
の
た
め
に
下
界
へ
送
ら
れ
た
観
自
在
菩
薩
の
活
躍

の
場
所
と
し
て
イ
ン
ド
と
チ
ベ
ッ
ト
を
含
め
る
ジ
ャ
ン
ブ
ド
ビ
ー
パ
の
地

浸
透
や
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
の
隆
盛
）
と
の
関
連
な
ど
を
慎
重
に
検
討
し
つ

つ
、
因
果
論
の
諸
相
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
経
験
的
検
証
可
能
な
物
理
的
因
果
性
の
議
論
と
検
証
不
可
能
な
因
果

応
報
律
の
弁
証
と
の
相
互
関
連
の
分
析
や
、
語
意
確
定
お
よ
び
因
果
性
確

定
の
経
験
則
た
る
「
肯
定
的
随
伴
・
否
定
的
随
伴
」
の
修
道
論
的
意
味
合

い
の
究
明
、
さ
ら
に
は
解
脱
・
涅
槃
を
、
生
者
必
滅
の
通
常
の
因
果
律
を

超
え
た
も
の
と
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
論
的
な
要
請
の
解
明

な
ど
は
、
イ
ン
ド
思
想
の
哲
学
と
宗
教
の
交
錯
関
係
を
具
体
的
に
明
る
み

に
す
る
格
好
の
研
究
課
題
と
な
る
こ
と
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。
な
お
本

発
表
は
、
筆
者
が
代
表
者
を
務
め
る
科
研
基
盤（
Ｂ
）「
イ
ン
ド
に
お
け
る

因
果
の
思
想
の
研
究
」（16H

03348
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
の
建
国
神
話
伝
説
に
観
ら
れ
る
イ
ン
ド
仏
教
の
継
承槇

殿
　
伴
子

　
『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』（m

an. i bka ’ ’bum
,

『
摩
尼
全
集
』）
は
チ
ベ
ッ

ト
土
着
の
埋
蔵
経
典
（gter m

a

）
で
あ
る
。
観
自
在
菩
薩
を
主
尊
と
し
、

観
自
在
菩
薩
へ
の
帰
依
を
通
し
て
極
楽
浄
土
へ
の
再
生
を
発
願
す
る
、
浄

土
往
生
を
説
く
密
教
経
典
で
あ
る
。『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
の
「
マ
ニ
」

と
は
観
自
在
菩
薩
の
心
髄
と
し
て
の
六
字
真
言
「
オ
ー
ン
・
マ
・
ニ
・

ペ
・
メ
・
フ
ー
ン
」
を
指
す
。
経
典
の
中
で
六
字
真
言
の
効
能
が
繰
り
返

し
説
か
れ
、
六
字
真
言
に
よ
る
罪
障
の
滅
と
浄
化
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
へ

の
再
生
を
説
く
。
そ
の
た
め
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
浄
土
経
典
と
言
え
る
。

観
自
在
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
る
古
代
チ
ベ
ッ
ト
王
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ

（
没
六
五
〇
）
の
遺
言
と
し
て
説
か
れ
る
。『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
に
お
い

て
、
観
自
在
菩
薩
は
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
仏
の
臨
終
で
の
遺
言
と
し
て
、
仏
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テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
遺
跡
発
掘
の
現
状
と
課
題

則
武
　
海
源

　

テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
（T

ilaura kot

）
の
問
題
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
本
遺
跡
が
カ
ピ
ラ
城
（K

apilavastu

）
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
釈
迦
族
の
居
城
に
し
て
釈
尊
の
出
家
動
機
と
な
っ
た
四
門
出
遊

の
地
で
あ
り
、
仏
教
興
起
の
場
所
と
も
い
え
る
カ
ピ
ラ
城
の
所
在
問
題

は
、
長
年
仏
教
研
究
者
に
お
い
て
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
五
世
紀
の
法
顕

『
高
僧
法
顕
伝
』
に
は
「
迦
維
羅
衛
城
」、
七
世
紀
の
玄
奘
『
大
唐
西
域

記
』
に
は
「
劫
比
羅
伐
窣
堵
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
は
十

九
世
紀
末
よ
りA

. Fuhrer

、L. A
. W

addell

、W
. C. Peppe

、P. 
C. M

ukherji

、V
incent A

. Sm
ith

、
岡
教
邃
、D

evala M
itra

、T
. 

N
. M

ishra

、B. K
. Rijal

、K
. M

. Srivastava

等
の
多
く
の
学
者
が

諸
説
を
展
開
し
て
き
た
。

　

現
在
、
カ
ピ
ラ
城
の
所
在
問
題
は
イ
ン
ド
領
ピ
プ
ラ
ハ
ワ
ー
（Pipra-

haw
a

）
と
ネ
パ
ー
ル
領
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
の
二
説
が
有
力
視
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
二
遺
跡
は
国
境
を
隔
て
て
い
る
が
隣
接
し
て
い
る
。
ピ
プ
ラ

ハ
ワ
ー
は
仏
塔
と
ガ
ン
ワ
リ
ア
遺
跡
に
よ
る
仏
塔
・
僧
院
構
造
で
あ
る

が
、
舎
利
容
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
主
要
な
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
は
法
顕
伝
や
西
域
記
の
記
述
に
よ
る
、
川
の

流
域
・
王
城
跡
の
構
造
・
周
辺
域
の
仏
塔
・
僧
院
跡
や
ア
シ
ョ
カ
・
ピ
ラ

と
の
位
置
関
係
を
総
合
的
に
判
断
し
カ
ピ
ラ
城
跡
と
し
て
い
る
。

　

テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
は
立
正
大
学
の
中
村
瑞
隆
・
久
保
常
晴
・
坂
誥
秀

一
・
大
村
肇
・
高
村
弘
毅
等
の
先
学
が
参
画
し
一
九
六
七
年
か
ら
七
七
年

の
間
、
発
掘
調
査
を
行
っ
た
遺
跡
で
あ
る
。
当
時
の
発
掘
調
査
の
報
告
書

は
既
にT

ILA
U

R
A

 K
O

T
, V

ol. 1︲2, Y
U

ZA
N

K
A

K
U

, 1978

と
し

が
あ
る
。『
創
世
記
』
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
に
相
当
す
る
者
た
ち
は
、
チ

ベ
ッ
ト
で
は
、
観
自
在
菩
薩
の
化
身
と
し
て
の
菩
薩
猿
ハ
ヌ
マ
ン
ジ
ュ
と

観
自
在
菩
薩
の
配
偶
者
タ
ー
ラ
ー
の
化
身
と
し
て
の
岩
魔
女
で
あ
る
。
阿

弥
陀
仏
か
ら
発
せ
ら
れ
た
観
自
在
菩
薩
が
六
趣
の
衆
生
を
救
済
す
る
。
仏

教
の
起
源
が
説
き
起
こ
さ
れ
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
仏
の
行
が
説
明
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
観
自
在
菩
薩
は
臨
終
の
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
仏
に
末
法
の
世

に
、
雪
の
国
チ
ベ
ッ
ト
で
衆
生
を
教
化
す
る
使
命
を
託
さ
れ
る
。
経
典
の

起
源
が
語
ら
れ
、
特
に
観
自
在
菩
薩
の
顕
密
両
者
の
経
典
が
説
示
さ
れ

る
。
観
自
在
菩
薩
の
化
身
の
五
歳
児
少
年
が
即
身
成
仏
の
教
え
の
説
示
者

で
あ
る
ゾ
ク
チ
ェ
ン
の
師
か
ら
六
字
真
言
の
教
え
を
伝
授
さ
れ
る
。
六
字

真
言
に
よ
る
浄
化
に
よ
る
解
脱
は
ゾ
ク
チ
ェ
ン
の
「
始
源
清
浄
」（ka 

dag

）
の
教
え
に
連
な
る
も
の
と
言
え
る
。
第
三
法
輪
を
了
義
と
す
る
た

め
、
中
観
密
教
の
如
来
蔵
系
経
典
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
末
法

の
時
代
に
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
仏
か
ら
の
遺
言
を
受
け
た
観
自
在
菩
薩
に
よ

っ
て
仏
法
が
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
へ
渡
る
。
猿
と
岩
魔
女
の
子
孫
と
し

て
の
チ
ベ
ッ
ト
は
観
自
在
菩
薩
の
化
身
と
し
て
の
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
王

に
よ
る
衆
生
利
益
の
場
と
な
る
。
救
済
対
象
を
見
る
と
悪
人
を
苦
か
ら
救

う
と
い
う
意
味
で
悪
人
往
生
の
世
界
観
を
持
ち
、
親
鸞
上
人
の
「
悪
人
正

機
」
の
思
想
と
照
ら
し
、
浄
土
思
想
の
研
究
の
一
助
と
な
り
え
よ
う
。
救

い
の
手
段
と
し
て
は
、
観
自
在
菩
薩
の
心
髄
で
あ
る
六
字
真
言
に
よ
る
念

仏
往
生
で
あ
る
。
理
知
を
必
要
と
せ
ず
、
観
自
在
菩
薩
へ
の
帰
依
信
仰
を

通
し
て
成
就
さ
れ
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
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イ
ン
ド
に
お
け
る
終
焉
期
の
仏
教
を
め
ぐ
っ
て

高
島
　
　
淳

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
の
終
焉
に
つ
い
て
は
、
ム
ス
リ
ム
勢
力
の
侵
攻

を
契
機
と
し
て
一
三
世
紀
の
段
階
で
ほ
と
ん
ど
滅
び
た
と
言
わ
れ
る
が
、

南
イ
ン
ド
の
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
州
の
カ
ー
ヴ
ェ
ー
リ
河
デ
ル
タ
を
中
心
と

す
る
地
域
に
お
い
て
、
多
数
の
仏
像
の
出
土
と
少
数
の
碑
文
な
ど
か
ら
一

六
世
紀
に
至
る
ま
で
の
仏
教
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
こ

の
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
終
焉
期
仏
教
と
北
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
の
関
係

に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
遺
跡
と
し
て
ガ
ヤ
ー
の
近
く
に

あ
る
ク
ル
キ
ハ
ー
ル
（K

urkihār

）
遺
跡
が
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の
現
地

調
査
と
埋
蔵
ブ
ロ
ン
ズ
の
碑
文
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
報
告
す

る
。

　

ク
ル
キ
ハ
ー
ル
は
ガ
ヤ
ー
か
ら
東
北
東
約
二
五
㎞
に
あ
る
村
で
あ
る
。

小
高
い
土
塁
が
あ
っ
て
そ
こ
に
か
つ
て
は
仏
塔
が
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
、

一
九
世
紀
後
半
に
多
数
の
石
仏
が
発
見
さ
れ
た
。
さ
ら
に
埋
蔵
さ
れ
て
い

た
ブ
ロ
ン
ズ
仏
等
一
五
〇
体
以
上
が
一
九
三
〇
年
に
発
見
さ
れ
、
パ
ト
ナ

博
物
館
に
納
め
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
考
古
局
の
カ
ニ
ン
ガ
ム
に
よ
っ
て
大
迦

葉
が
弥
勒
を
待
つ
鶏
足
山
と
同
定
さ
れ
た
こ
と
で
そ
の
後
の
論
議
を
呼
ん

だ
が
、
現
在
で
は
鶏
足
山
は
別
の
地
点
と
さ
れ
て
い
る
。
玄
奘
に
は
「
戒

賢
対
論
の
伽
藍
」
と
い
う
ガ
ヤ
ー
と
の
位
置
関
係
が
対
応
す
る
地
点
の
記

述
が
あ
る
の
で
、
今
回
調
査
で
そ
れ
と
の
整
合
性
を
確
認
し
て
み
た
。
玄

奘
の
「
孤
峰
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
、
平
原
の
中
に
高
さ
一
〇
ｍ
程

度
の
マ
ウ
ン
ド
が
あ
る
ク
ル
キ
ハ
ー
ル
の
現
状
に
相
当
な
高
さ
の
仏
塔
が

建
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
地
形
的
特
徴
は
一
致
す
る
と
し

て
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
状
で
も
村
内
の
女
神
の
寺
院
前
庭
に
数
体

て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
出
土
文
物
は
ネ
パ
ー
ル
考
古
局
本
庁
に

収
納
さ
れ
て
い
た
が
、
考
古
局
の
火
災
に
よ
り
ク
シ
ャ
ン
朝
期
・
イ
ン

ド
・
グ
リ
ー
ス
期
の
出
土
コ
イ
ン
や
貴
重
文
物
が
散
逸
・
不
明
と
い
う
現

状
報
告
を
受
け
て
お
り
、
現
在
確
認
を
急
い
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

現
在
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
で
は
イ
ギ
リ
ス
・
ダ
ラ
ム
大
学
（D

urham
 

U
niversity

）
のRobin Coningham

を
中
心
にU

N
ESCO

、JFIT

主
導
のStrengthening Concervation and M

anagem
ent of 

Lum
bini, the Birthplace of the Lord Buddha, Phase 2

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
第
二
期
考
古
学
調
査
が
終
了
し
た
段
階
で
あ
る
。
二
〇
一
八

年
二
月
にInternational Scientific Com

m
ittee

が
ル
ン
ビ
ニ
ー
の

K
asai H

otel

で
開
催
さ
れ
、
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
を
世
界
遺
産
に
登
録

す
る
作
業
に
取
り
か
か
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
現
在
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
発
掘
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
な
っ
て

い
る
の
が
法
華
宗
陣
門
流
の
立
正
院
シ
ャ
ン
テ
ィ
ビ
ハ
ー
ラ
（
村
上
東

俊
）
で
あ
る
。
ダ
ラ
ム
大
学
や
ネ
パ
ー
ル
考
古
局
、
世
界
各
国
の
発
掘
調

査
団
の
受
け
入
れ
や
宿
泊
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
関
と
し
て
機
能
し
て
お

り
、
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
の
発
掘
に
関
し
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
。

　

テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
の
発
掘
調
査
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
同
一
箇
所

に
幾
層
に
も
重
な
り
合
っ
た
遺
跡
の
存
在
で
あ
る
。
現
在
ク
シ
ャ
ン
朝
期

ま
で
は
掘
り
下
げ
て
い
る
が
、
遺
跡
保
存
の
観
点
と
の
境
界
で
釈
尊
在
世

時
あ
る
い
は
マ
ウ
リ
ヤ
朝
期
の
遺
構
ま
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
南
門
外
の
鉄
製
錬
施
設
跡
と
釈
迦
族
と
の
関
連
性
、
仏
塔
と
僧
院
の

関
係
、
周
辺
遺
跡
と
の
連
動
性
等
、
本
発
表
で
は
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
の

新
発
見
の
発
掘
状
況
と
と
も
に
周
辺
関
連
遺
跡
の
現
状
と
今
後
の
課
題
に

つ
い
て
検
証
し
た
。
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四
．
こ
れ
だ
け
大
量
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
等
を
隠
匿
し
た
理
由
と
し
て
は
一
一

九
七
年
の
ム
ス
リ
ム
勢
力
の
侵
攻
の
前
に
略
奪
を
恐
れ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
が
、
石
仏
を
隠
し
た
り
し
て
い
な
い
の
で
、
宗
教
対
立
と
か
の
意
識

が
特
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
石
仏
の
破
壊
の
報
告
も
な
い
の
で

略
奪
も
結
局
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
後
で
ブ
ロ
ン
ズ
を
掘
り
出
せ
な
い
ほ

ど
僧
院
組
織
が
弱
体
化
し
て
い
た
理
由
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ
の
同
化
な
ど

に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP17K

02215

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。

幕
末
の
災
害
と
「
災
害
錦
絵
」
の
登
場

朴
　
　
炳
道

　

本
研
究
で
は
近
世
末
の
災
害
が
起
き
た
際
に
登
場
し
た
絵
画
を
「
災
害

錦
絵
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
災
害
の
象
徴
化
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
可
能
性
を
考
察
す
る
。
そ
の
具
体
的
対
象
は
、
一
八
世
紀
後
半

か
ら
疱
瘡
流
行
と
の
関
連
で
描
か
れ
た
「
疱
瘡
絵
」、
一
八
五
五
年
の
安

政
江
戸
地
震
を
契
機
に
地
震
を
引
き
起
こ
す
と
信
じ
ら
れ
た
「
鯰
」
を
中

心
素
材
と
し
て
製
作
さ
れ
た
「
鯰
絵
」、
一
八
五
八
年
の
安
政
コ
レ
ラ
大

流
行
の
際
に
江
戸
で
初
め
て
登
場
し
た
「
コ
レ
ラ
絵
」、
一
八
六
二
年
の

文
久
麻
疹
大
流
行
の
際
に
作
ら
れ
た
「
は
し
か
絵
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

絵
画
は
、「
風
刺
画
」・「
時
事
浮
世
絵
」
な
ど
と
系
譜
的
に
は
捉
え
ら
れ

て
い
る
が
、
主
に
「
鯰
絵
」
の
研
究
に
集
中
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
一

緒
に
と
り
あ
げ
た
総
合
的
・
比
較
的
研
究
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況

で
あ
る
。
本
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
絵
画
の
登
場
契
機
と
な
っ
た
地
震
や
伝

染
病
な
ど
の
「
災
害
」
事
態
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
絵
画
の
図
柄
や
詞
書

の
石
仏
が
供
養
さ
れ
て
お
り
今
後
の
発
掘
調
査
が
待
た
れ
る
。

　

戒
賢
と
南
イ
ン
ド
の
外
道
の
論
師
と
の
対
論
と
い
う
玄
奘
の
記
述
に
加

え
て
、
ク
ル
キ
ハ
ー
ル
出
土
の
ブ
ロ
ン
ズ
仏
の
一
〇
体
以
上
か
ら
南
イ
ン

ド
の
カ
ー
ン
チ
の
僧
に
よ
る
寄
進
の
刻
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
継
続
的
な
南

イ
ン
ド
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
遠
隔
地
と
の
関
係
を
説

明
で
き
る
で
あ
ろ
う
傍
証
と
し
て
は
、
三
つ
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
にĀ

pan. a-
ka M

ahāvihāra
と
い
う
名
称
が
寄
進
者
の
住
所
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
僧
院
居
住
の
在
家
信
徒
が
僧
院
に
寄
進
し
た
も
の
と
し

て
、
こ
の
名
前
が
ク
ル
キ
ハ
ー
ル
に
あ
っ
た
僧
院
の
も
の
と
し
て
推
定
で

き
る
こ
と
が
あ
る
。Ā

pan. aka
と
は
「
市
場
」「
商
人
」
を
意
味
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
僧
院
が
遠
隔
地
交
易
と
密
接
に
関
係
し
て

い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
位
置
的
に
も
オ
リ
ッ
サ
方
面
か
ら

パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
に
至
る
主
要
街
道
か
ら
分
岐
し
て
ガ
ヤ
ー
や
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
に
至
る
道
の
途
中
に
あ
た
り
、
聖
地
巡
礼
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に
奉

納
品
を
制
作
し
て
も
ら
う
工
房
の
街
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

刻
文
の
記
述
の
検
討
な
ど
か
ら
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。

一
．
南
イ
ン
ド
か
ら
の
寄
進
が
合
計
一
五
あ
り
、
す
べ
て
カ
ー
ン
チ
の
僧

（
一
人
は
ケ
ー
ラ
ラ
出
身
）
に
よ
る
も
の
と
推
定
で
き
る
（
僧
と
明
記
は

八
の
み
で
あ
る
が
残
り
の
名
前
な
ど
が
僧
と
類
似
し
た
構
成
）。

二
．
仏
像
の
う
ち
の
二
つ
に
頭
頂
の
炎
と
い
う
南
イ
ン
ド
に
特
徴
的
な
造

形
が
見
ら
れ
、
一
つ
の
寄
進
者
が
カ
ー
ン
チ
の
僧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
様

式
を
指
定
し
た
造
像
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

三
．
仏
教
僧
院
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
バ
ラ
ラ
ー
マ
、
ウ
マ
ー
マ
ヘ
ー

シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
な
ど
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
像
が
合
計
八
体
寄
進
さ
れ
て
い

る
。
寄
進
者
は
僧
院
居
住
の
在
家
信
徒
の
妻
な
ど
で
あ
る
。
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「
現
世
中
心
主
義
」
の
特
徴
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
災
害
錦
絵
」
が
生
者

の
た
め
に
実
用
的
な
目
的
で
作
ら
れ
た
災
害
認
識
と
対
処
の
道
具
で
あ
る

こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

三
つ
目
は
、「
災
害
錦
絵
」
の
代
表
的
な
実
用
性
で
あ
る
「
呪
術
性
」

の
問
題
で
あ
る
。「
災
害
錦
絵
」
の
呪
術
性
は
、
絵
自
体
を
所
有
す
る
こ

と
で
あ
る
力
が
発
動
し
所
有
者
の
家
や
本
人
と
家
族
の
安
全
を
守
る
と
い

う
「
物
理
的
呪
術
性
」
と
と
も
に
、
図
柄
の
象
徴
を
通
し
て
表
れ
る
「
象

徴
的
呪
術
性
」
の
両
側
面
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
象
徴
的
呪

術
性
」
は
災
害
を
起
こ
す
存
在
へ
の
象
徴
呪
術
的
な
攻
撃
や
、
災
害
後
の

豊
饒
の
世
界
を
想
像
し
た
図
柄
か
ら
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の

呪
術
性
と
絡
み
合
っ
て
「
災
害
錦
絵
」
の
実
用
性
を
構
成
す
る
「
情
報

性
」
の
側
面
も
重
要
で
あ
る
。
災
害
に
関
す
る
被
害
情
報
や
死
者
数
、
医

療
情
報
な
ど
も
図
柄
や
詞
書
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
三
つ
の
問
題
の
考
察
か
ら
、「
鯰
絵
」・「
コ
レ
ラ
絵
」・「
は
し
か

絵
」
を
当
時
の
他
の
錦
絵
と
区
別
で
き
る
「
災
害
錦
絵
」
と
し
て
括
り
、

ま
た
「
疱
瘡
絵
」
を
そ
の
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
。
そ
の
特
徴
は
「
災
害
」
と
い
う
緊
急
事
態
に
お
け
る
災
害
認
識
と
災

害
対
処
の
象
徴
化
と
し
て
、
実
用
的
な
目
的
を
も
っ
て
現
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

暴
力
行
為
の
罪
と
罰 

│
│ 

律
蔵
と
人
権
思
想
か
ら 

│
│

工
藤
　
英
勝

　

律
蔵
は
、
仏
教
僧さ

ん
が伽
に
お
け
る
罪
と
罰
に
か
か
わ
る
規
範
・
判
例
集
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
は
人
の
倫
理
規
範
と
そ
の
教
育
上
の
原
則
と
基
準
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
内
実
は
、
す
こ
ぶ
る
緻
密
か
つ
繊
細
で
あ
り
な
が
ら
、

に
「
災
害
原
因
の
認
識
」
と
「
災
害
対
処
の
方
法
」
が
主
に
表
れ
て
い
る

点
に
注
目
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
災
害
認
識
」
と
「
災
害
対
処
」
の
象
徴
化

と
し
て
「
災
害
錦
絵
」
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
「
災
害
錦
絵
」
に
お
け
る
三
つ
の
共
通
す
る
問
題

を
と
り
あ
げ
て
比
較
分
析
し
た
。
一
つ
目
は
、「
災
害
錦
絵
」
に
は
災
害

を
起
こ
す
存
在
と
防
ぐ
存
在
が
、
悪
神
と
善
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。「
鯰
絵
」
で
は
地
震
を
起
こ
す
「
鯰
」
と
そ
れ
を
防
ぐ

「
鹿
島
大
明
神
」
の
対
立
が
基
本
構
造
に
な
っ
て
お
り
、「
コ
レ
ラ
絵
」
で

は
、
コ
レ
ラ
を
起
こ
す
存
在
と
し
て
鬼
が
、
防
ぐ
存
在
と
し
て
「
大
井
大

明
神
」・「
加
藤
清
正
」
な
ど
が
登
場
す
る
。「
は
し
か
絵
」
で
は
、
麻
疹

を
起
こ
す
「
は
し
か
童
子
」
な
ど
と
、
麻
疹
を
防
ぐ
「
鍾
馗
」・「
源
為

朝
」・「
麦
殿
大
明
神
」・「
ス
サ
ノ
オ
」
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
な
ぜ
災
害
が
起
き
た
の
か
」、「
ど
の
よ
う
に
災
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
当
時
の
人
々
が
提
出
し
た
答
え
で
あ
り
、

そ
の
多
く
が
「
超
自
然
的
な
存
在
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　

二
つ
目
は
「
災
害
錦
絵
」
に
お
け
る
風
刺
と
死
の
問
題
で
あ
る
。
今
ま

で
「
災
害
錦
絵
」
の
諧
謔
性
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
災
害
ト

ラ
ウ
マ
の
表
れ
と
し
て
悲
し
み
や
怒
り
の
問
題
、
と
く
に
「
死
」
を
め
ぐ

る
問
題
を
と
り
あ
げ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
問
題

を
、
従
来
に
提
示
さ
れ
た
「
災
害
錦
絵
」
の
諧
謔
と
風
刺
に
対
す
る
説
明

を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、「
災
害
錦
絵
」
に
お
け
る
「
死
」
と
「
悲
し

み
」
の
表
現
に
ふ
れ
、
た
だ
「
鯰
絵
」
の
七
点
に
し
か
「
死
者
」
が
描
か

れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
か
ら
「
災
害
錦
絵
」
は
「
災
害
見

聞
記
」
と
は
異
な
り
、「
災
害
」
自
体
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と

が
目
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
「
災
害
錦
絵
」
の
も
つ
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あ
る
。
最
初
の
原
則
は
、
身
体
刑
罰（
体
罰
）を
懲
戒
・
罰
則
か
ら
徹
底
排

除
す
る
と
い
う
言
明
で
あ
り
、
第
二
の
原
則
は
、
事
後
に
制
定
さ
れ
た
戒

律
が
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
犯
罪
を
裁
く
こ
と
は
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る

「
刑
罰
法
規
不
遡
及
の
原
則
」
と
も
合
致
す
る
。
こ
の
二
点
は
、
人
権
思

想
の
淵
源
と
な
る
自
然
法
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
法
の
「
占
有p

ポ
ッ
セ
ッ
ス
ィ
オ
ー

ossessio

」

原
理
と
「
信
義
誠
実b

ボ

ナ

ona f フ
ィ
デ
ー
ス

ides

」
の
二
原
則
に
対
応
す
る
。

　

暴
力
行
為
に
か
か
わ
る
戒
律
条
項
の
な
か
で
、
殺
人
・
傷
害
な
ど
の
直

接
的
暴
行
は
、「
殺
人
戒
」「
瞋
打
比
丘
戒
」
に
、
さ
ら
に
、
相
手
を
し
つ

こ
く
擽
る
な
ど
の
悪
戯
な
ど
の
場
合
は
、「
撃
攊
他
戒
」
と
し
て
い
る
。

物
理
的
な
接
触
を
伴
う
暴
行
で
は
な
い
が
、
拳
を
挙
げ
て
相
手
を
威
嚇
・

威
圧
す
る
な
ど
の
行
為
は
「
搏
比
丘
戒
」
に
相
当
す
る
。
直
接
的
暴
行
と

間
接
的
威
嚇
と
を
問
わ
ず
、
暴
力
行
為
は
当
事
者
の
生
命
・
身
体
・
人
格

と
い
う
原
占
有
を
侵
害
す
る
か
ら
違
法
（
法
律
に
違
反
）
で
あ
り
、
不
法

（
自
然
法
に
違
背
）
で
あ
り
、
非
法
（
沙
門
の
法
に
あ
ら
ず
）
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

釈
尊
在
世
の
原
始
僧
伽
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
暴
行
や
不
当
な
実
力

行
使
の
場
面
は
、
あ
る
意
味
で
日
常
茶
飯
事
の
出
来
事
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
殺
人
戒
は
別
に
し
て
、
他
の
三
条
項
に
つ
い
て
、
い
ち
い
ち
破
門
に

し
て
い
た
の
で
は
僧
伽
は
成
り
立
た
な
い
。
自
発
的
か
つ
自
主
的
と
い
う

条
件
つ
き
で
あ
る
が
、
誠
実
な
懺
悔
と
更
生
を
目
指
し
て
い
る
。
暴
行
を

犯
し
た
出
家
僧
尼
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
悔
い
改
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
暴

力
で
報
復
・
逆
襲
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
改
め
な
い
者
は
、

僧
伽
で
相
手
に
さ
れ
な
い
。

　

律
蔵
で
は
な
い
が
、「
挙こ

罪ざ
い

経
」
と
い
う
古
い
経
典
に
は
、「
挙
罪
五

法
」
を
あ
げ
、
他
の
僧
尼
の
犯
罪
を
指
摘
す
る
に
つ
い
て
は
、
細
心
の
注

論
理
は
一
貫
し
た
明
晰
性
を
有
し
て
い
る
。

　

律
蔵
で
は
、
暴
力
行
為
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
？　

さ
ら

に
、
そ
の
暴
力
を
仏
教
の
法ダ

ル
マと
律

ヴ
ィ
ナ
ヤに
照
ら
し
て
い
か
な
る
ど
の
程
度
の
罪

と
判
定
し
て
い
る
の
か
？　

最
後
に
か
か
る
暴
力
の
罪
過
を
償
う
罰
や
方

法
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
の
か
？　

を
正
確
に
理
解
し
て
い
く
。

　

伝
統
仏
教
教
団
の
僧
侶
養
成
機
関
・
修
行
道
場
に
お
い
て
、
い
ま
だ
に

後
を
絶
た
な
い
過
剰
な
指
導
に
起
因
す
る
暴
力
と
体
罰
が
「
違
法
・
不

法
・
非
法
」
で
あ
る
旨
を
確
認
す
る
。
か
か
る
研
究
作
業
は
、
仏
教
に
お

け
る
人
権
思
想
の
判
例
集
お
よ
び
具
体
的
な
手
順
書
の
構
築
に
寄
与
す
る

も
の
と
確
信
す
る
。

　

さ
て
、
比
丘
・
比
丘
尼
の
暴
力
等
に
か
か
わ
る
制
戒
は
多
岐
に
わ
た

り
、
暴
行
犯ぼ

ん

罪ざ
い

の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
殴

る
蹴
る
な
ど
の
直
接
的
な
暴
行
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
威
嚇
し
て
恐
怖
心
を

惹
起
せ
し
め
た
り
、
し
つ
こ
く
擽く

す
ぐっ
た
り
す
る
な
ど
の
実
力
行
使
も
含
め

て
の
制
戒
で
あ
る
。

　

そ
の
比
丘
の
戒
律
条
項
を
あ
げ
る
と
、
殺せ

つ

人に
ん

戒
・
撃げ

き

攊り
ゃ
く

他
戒
・
瞋し

ん

打だ

比
丘
戒
・
搏ば

く

比
丘
戒
の
四
つ
が
、
暴
力
行
為
を
制
す
る
規
定
で
あ
る
。
最

初
の
殺せ

つ

人に
ん

戒
は
律
蔵
で
は
波は

羅ら

夷い

罪
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
無
条
件
に
僧
伽

か
ら
追
放
・
除
名
さ
れ
る
極
刑
罰
で
あ
る
。
殺
人
以
外
の
他
の
三
は
、
波は

逸い
つ

提だ
い

罪
と
さ
れ
、
複
数
の
僧
尼
を
前
に
し
て
、
そ
の
罪
を
公
に
認
め
、
真

率
に
懺さ

ん

悔げ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

律
蔵
伝
承
の
系
統
に
関
わ
ら
ず
、
戒
律
で
規
定
さ
れ
た
犯
罪
と
罰
則
と

の
対
応
関
係
で
自
明
な
原
則
が
あ
る
。
い
か
な
る
深
重
な
罪
で
あ
れ
、

「
波
羅
夷
罪
」
に
科
せ
ら
れ
る
以
上
の
罰
則
を
適
用
し
な
い
と
い
う
原
則

と
、
戒
律
制
定
以
前
の
罪（
最
初
の
犯
行
者
）は
罰
し
な
い
と
い
う
原
則
で
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「
文
鮮
明
の
葬
儀
（
聖
和
式
）
で
聖
和
委
員
の
名
簿
に
名
前
を
確
認
で

き
る
聖
職
者
」
が
、
二
十
五
人
存
在
す
る
。
内
訳
は
僧
侶
十
人
、
神
職
八

人
、
基
督
者
四
人
、
新
宗
教
幹
部
三
人
で
あ
る
が
、
聖
和
委
員
の
「
氏
名

と
役
職
」
は
、『
全
国
弁
連
通
信
』
一
四
八
号
三
六
頁
に
載
っ
て
い
る
。

　
『
宗
教
新
聞
』
は
、
文
鮮
明
の
意
を
受
け
て
発
行
さ
れ
て
き
た
新
聞
で

あ
る
。『
宗
教
新
聞
』
は
、
平
成
二
年
十
月
二
十
日
号
と
十
一
月
五
日
号

に
「
オ
ウ
ム
真
理
教
を
擁
護
す
る
論
説
」
や
「
文
鮮
明
と
麻
原
彰
晃
の
写

真
」
を
載
せ
て
い
た
。
全
日
本
仏
教
会
理
事
会
な
ど
は
、『
宗
教
新
聞
』

の
取
材
を
認
め
て
い
た
。
田
丸
徳
善
氏
（
本
会
・
元
会
長
）
は
、
宗
教
新

聞
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
以
下
の
文
言
を
寄
稿
し
て
い
た
。

（
前
略
）
真
摯
な
信
仰
に
基
づ
き
な
が
ら
、
狭
い
教
団
・
宗
派
の
枠

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
進
ん
で
現
代
人
共
通
の
関
心
事
に
取
り

組
も
う
と
し
て
き
た
同
紙
の
存
在
は
、
こ
れ
ま
で
も
ま
こ
と
に
貴
重

で
あ
っ
た
。（
後
略
）

　

大
学
生
や
主
婦
は
宗
教
悪
用
の
「
河
口
」
で
被
害
に
遭
っ
て
い
る
が
、

協
力
聖
職
者
や
協
力
宗
教
学
者
は
宗
教
悪
用
の
「
源
流
」
を
創
っ
て
い
る
。

三　

戦
争
に
お
け
る
協
力
聖
職
者
問
題

　

戦
時
下
の
僧
侶
の
態
度
を
、
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
即
ち
、
煽
る
（
好

戦
僧
侶
）、
忍
従
す
る
（
戦
争
に
は
内
心
反
対
だ
が
、
そ
れ
を
忍
ん
で
従

軍
命
令
に
従
う
）、
抵
抗
す
る
（
反
戦
僧
侶
）
で
あ
る
。

　

大
半
の
僧
侶
は
、
忍
従
し
て
戦
地
に
赴
い
た
。
抵
抗
し
た
僧
侶
は
、
斎

藤
秀
一
師
・
藤
本
蓮
城
師
・
林
霊
法
師
・
竹
中
彰
元
師
な
ど
で
あ
る
。
煽

っ
た
僧
侶
は
、
暁
烏
敏
師
・
金
子
大
栄
師
・
澤
木
興
道
師
・
中
根
環
堂

師
・
山
崎
益
洲
師
・
鈴
木
日
恭
師
な
ど
で
あ
る
。

　

煽
っ
た
高
僧
は
、
不
殺
生
戒
を
軽
ん
じ
て
、
軍
国
主
義
に
協
力
し
た
。

意
と
慈
心
を
も
っ
て
臨
む
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
真
実
②
時

宜
③
利
益
④
柔
軟
⑤
慈
心
で
あ
る
。
叱
責
・
挙
罪
す
る
に
も
、
怒
り
に
ま

か
せ
て
の
糾
弾
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
相
手
の
利
益
に
配
慮
す
る
と
い
う

点
は
、
人
間
性
の
尊
重
の
極
致
と
も
い
い
得
る
。

　

筆
者
は
、
人
権
思
想
を
、
仏
典
な
か
ん
ず
く
律
蔵
か
ら
直
接
立
ち
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

戦
争
や
宗
教
悪
用
に
お
け
る
協
力
聖
職
者
問
題

別
府
　
良
孝

一　

は
じ
め
に

　
「
宗
教
悪
用
に
お
け
る
協
力
聖
職
者
問
題
」
と
は
、
宗
教
被
害
の
防
止

に
努
め
る
べ
き
聖
職
者
が
、
逆
に
「
議
論
あ
る
教
団
」
に
協
力
し
て
い
る

問
題
の
こ
と
で
あ
る
。「
戦
争
に
お
け
る
協
力
聖
職
者
問
題
」
と
は
、
戦

争
の
防
止
に
努
め
る
べ
き
聖
職
者
が
、
逆
に
戦
争
を
煽
っ
て
き
た
問
題
の

こ
と
で
あ
る
。「
協
力
聖
職
者
問
題
」
は
、
筆
者
の
造
語
で
あ
る
。

　

筆
者
の
立
ち
位
置
は
、
曹
洞
宗
龍
潭
寺
住
職
に
し
て
、
日
本
脱
カ
ル
ト

協
会
の
会
員
で
あ
る
。
叔
父
が
、
台
湾
沖
航
空
戦
で
戦
死
し
た
の
で
、
戦

時
中
の
仏
教
界
に
関
心
が
あ
る
。

二　

宗
教
悪
用
に
お
け
る
協
力
聖
職
者
問
題

　

日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
な
ど
で
、
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
と
議
論
さ
れ
て
き

た
の
が
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
と
「
統
一
協
会
（
こ
れ
は
旧
略
称
。
現
在

は
、
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
な
ど
に
分
裂
）」
で
あ
る
。

　
「
オ
ウ
ム
真
理
教
の
危
険
性
を
見
抜
け
な
か
っ
た
宗
教
学
者
」
が
、
山

折
哲
雄
氏
・
中
沢
新
一
氏
・
島
田
裕
巳
氏
・
池
田
昭
氏
で
あ
る
。
山
折
氏

は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
と
の
仏
縁
を
有
し
て
い
た
。
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Chinese Buddhism

: 1900︲1950, H
arvard U

niversity Press, 
1967. 

②T
he Buddhist R

evival in China, H
arvard U

niversi-
ty Press, 1968. 

③Buddhism
 under M

ao, H
arvard U

niversi-
ty Press, 1972.

『
北
大
仏
学
』
が
そ
の
創
刊
号
で
太
虚
を
特
集
と
し
て

扱
っ
た
の
も
、
太
虚
と
い
う
人
物
の
存
在
の
大
き
さ
を
重
視
し
た
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
収
録
論
文
を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で

と
は
異
な
っ
た
幾
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
特
徴
は
新
し
い
史
料
の
発
掘
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
初
の

「
史
海
釣
沈
」
欄
で
は
、
ド
イ
ツ
訪
問
中
に
お
け
る
太
虚
の
史
料
を
発
掘

し
、
太
虚
と
ド
イ
ツ
の
学
界
（
東
方
学
）
や
政
界
と
の
交
流
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
太
虚
の
写
真
に
「
太
虚
│
│
中
国
仏
教

の
指
導
者
」
と
あ
る
ド
イ
ツ
語
の
説
明
か
ら
、
太
虚
は
仏
教
の
指
導
者
だ

と
い
う
認
識
が
早
い
段
階
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
ま
た
、

愛
知
県
豊
橋
市
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
浄
円
寺
前
住
職
藤
井
草
宣
所
蔵
の
民

国
仏
教
史
料
を
扱
う
論
文
か
ら
、
太
虚
と
日
本
仏
教
と
の
関
わ
り
が
個
人

レ
ベ
ル
で
も
深
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
思
想
発
明
」
欄
に
四
本
の

論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
太
虚
の
「
人
間
仏
教
」
の
提
唱
と
井
上
円

了
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
、
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。「
檔
案
解
密
」

欄
は
主
に
中
国
や
日
本
の
公
文
書
類
を
扱
う
論
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
、
発
表
者
は
、
太
虚
の
提
唱
に
よ
り
、
一
九
二
三
―
二
四
年
に

中
国
の
廬
山
で
開
催
さ
れ
た
「
世
界
仏
教
連
合
会
」
に
つ
い
て
、
日
本
側

の
代
表
団
の
派
遣
、
中
国
で
の
講
演
活
動
、
帰
国
後
の
法
相
宗
関
係
の
書

籍
の
寄
贈
、『
大
正
大
蔵
経
』
の
中
国
へ
の
寄
贈
な
ど
を
外
務
省
外
交
史

料
館
の
公
文
書
類
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
論
文
を
発
表
し
て

い
る
。

廃
仏
毀
釈
の
記
憶
も
あ
っ
て
、
仏
法
に
基
づ
く
判
断
が
で
き
ず
、
時
流
に

乗
っ
た
判
断
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

四　

お
わ
り
に

　

戦
争
も
宗
教
悪
用
も
、
社
会
悪
で
あ
る
が
、
以
下
は
私
見
で
あ
る
。

　

二
種
類
の
協
力
聖
職
者
は
悪
質
度
が
異
な
っ
て
い
る
。
戦
争
へ
の
協
力

は
、
国
家
総
動
員
法
も
あ
っ
て
、
止
む
を
得
な
か
っ
た
面
が
あ
る
。
カ
ル

ト
へ
の
協
力
は
、
国
家
か
ら
の
協
力
要
請
も
な
く
、
被
害
者
や
全
国
霊
感

商
法
対
策
弁
護
士
連
絡
会
か
ら
の
申
入
れ
を
無
視
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、

悪
質
で
あ
る
。

　

協
力
聖
職
者
を
ゼ
ロ
に
で
き
た
時
、
戦
争
は
少
な
く
な
り
、
カ
ル
ト
は

激
減
す
る
で
あ
ろ
う
。

近
年
中
国
に
お
け
る
仏
教
研
究

│
│ 

北
京
大
学
『
北
大
仏
学
』
を
事
例
に 

│
│

何
　
　
燕
生

　

北
京
大
学
『
北
大
仏
学
』
は
二
〇
一
八
年
十
二
月
北
京
大
学
仏
教
研
究

セ
ン
タ
ー
の
機
関
紙
と
し
て
中
国
社
会
科
学
文
献
出
版
社
よ
り
発
行
さ
れ

た
仏
教
研
究
の
専
門
誌
で
あ
る
。
創
刊
号
で
は
民
国
時
代
の
仏
教
改
革
の

指
導
者
だ
っ
た
太
虚
が
特
集
さ
れ
、
太
虚
の
布
教
活
動
と
仏
教
改
革
の
主

張
、
海
外
と
の
交
流
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
宗
教
研
究
の
専
門
誌
と

し
て
は
画
期
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

太
虚
は
近
代
中
国
仏
教
の
発
展
を
方
向
づ
け
た
人
物
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
中
国
国
内
は
も
ち
ろ
ん
、
欧
米
で
広
く
注
目
さ
れ
、
数
多
く
の
研
究

成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
海
外
の
代
表
的
な
研
究
成
果
はH

olm
es 

W
elch

の
三
部
作
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①T

he Practice of 
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な
わ
ち
日
蓮
が
教
示
す
る
末
代
凡
夫
の
観
心
門
と
は
、
妙
法
五
字
の
受
持

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
華
経
本
門
寿
量
品
を
中
心
と
す
る
修
行
の
あ
り
方

で
、
久
遠
釈
尊
の
救
済
に
授
か
る
「
信
行
」
と
規
定
で
き
る
。

　
『
観
心
本
尊
抄
』
は
、『
摩
訶
止
観
』
の
一
念
三
千
の
法
門
を
骨
子
と

し
、
本
因
本
果
が
具
足
す
る
妙
法
五
字
の
受
持
の
信
行
を
末
代
凡
夫
の
観

心
門
と
し
て
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
妙
楽
大
師
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』

（
以
下
『
弘
決
』
と
略
称
）
の
「
身
土
一
念
三
千
」
の
文
を
根
拠
と
し
て
、

独
自
の
本
尊
論
が
明
か
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
因
本
果
具
足
の
妙
法
五
字
は
、
末
法
の
衆
生
を
救
済
す
る

仏
種
と
し
て
絶
対
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
立
場
を
法
華
経
本
門
寿
量
品
に

求
め
、「
良
医
治
子
喩
」
の
経
文
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

妙
法
五
字
の
受
持
こ
そ
が
凡
夫
の
宗
教
的
病
を
癒
す
大
良
薬
で
あ
る
と
い

う
凡
夫
救
済
の
信
行
論
（
実
践
論
）
を
教
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

叙
上
の
こ
と
か
ら
、
日
蓮
の
信
行
論
を
考
え
る
と
き
、『
観
心
本
尊
抄
』

に
尋
ね
る
こ
と
が
不
可
欠
な
作
業
で
あ
り
、
日
蓮
が
『
摩
訶
止
観
』
を
ど

の
よ
う
に
受
容
し
て
い
る
の
か
を
探
求
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
探
求
す
る
方
法
と
し
て
、
日
蓮
が
『
摩
訶
止

観
』
を
ど
の
よ
う
に
引
用
し
、
そ
の
引
用
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
確

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
研
究
で
は
、『
観
心
本
尊
抄
』
に
み
る
『
摩
訶
止
観
』
並
び
に
『
弘

決
』
の
引
用
説
示
を
確
認
す
る
。

二　
『
観
心
本
尊
抄
』
に
み
る
『
摩
訶
止
観
』
並
び
に
『
弘
決
』
の
引
用

　
『
観
心
本
尊
抄
』
に
み
る
『
摩
訶
止
観
』
の
引
用
は
、
四
箇
所
、『
弘

決
』
は
六
箇
所
確
認
で
き
る
。
そ
の
多
く
は
、『
摩
訶
止
観
』
第
七
章
、

正
修
止
観
章
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
摩
訶
止
観
』
引
用
は
、

　

二
つ
目
の
特
徴
は
海
外
の
史
料
を
発
掘
し
、
太
虚
と
海
外
仏
教
と
の
交

流
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
太
虚
研

究
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
中
国
国
内
で
の
活
動
に
傾
き
、
史
料
も
活
字
と

し
て
中
国
国
内
で
公
刊
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

以
上
紹
介
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、『
北
大
仏
学
』
創
刊

号
で
は
ド
イ
ツ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
日
本
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
扱
う
と

と
も
に
、
用
い
る
史
料
も
そ
れ
ら
の
国
や
地
域
に
お
け
る
新
聞
報
道
や
関

係
者
の
日
記
や
公
文
書
類
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ま
て
全
く
な
か
っ
た
動
向

と
い
え
る
。

　
「
近
代
仏
教
」
は
、
例
え
ば
太
虚
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
中
国
の
仏
教
改

革
運
動
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
中
国
と
い
う
一
国
に
限
ら
れ
て
展
開
し

た
で
は
な
く
、
世
界
の
諸
地
域
の
仏
教
と
連
携
し
な
が
ら
、
展
開
し
た

「
共
同
作
業
」
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ

れ
の
思
惑
に
違
い
が
あ
る
）
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
関

係
国
に
お
け
る
史
料
の
発
掘
と
そ
の
調
査
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も

に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
い
で
あ
ろ
う
。『
北

大
仏
学
』
創
刊
号
は
太
虚
を
特
集
と
し
、
こ
れ
か
ら
第
二
号
、
第
三
号
も

太
虚
を
扱
う
予
定
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
新
資
の
発
見
を
期
待
し
た
い
。

日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
『
摩
訶
止
観
』
受
容
の
一
側
面

堀
内
　
紳
行

一　

は
じ
め
に

　

日
蓮
は
、
自
身
が
「
当
身
の
大
事
」
と
称
す
『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始

観
心
本
尊
抄
』（
以
下
『
観
心
本
尊
抄
』
と
略
称
）
に
お
い
て
、
末
法
に

お
け
る
「
観
心
門
」（
宗
教
的
実
践
）
に
つ
い
て
闡
明
化
し
て
い
る
。
す
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受
持
こ
そ
が
、
日
蓮
の
信
行
論
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
蓮
の
信
行
論
を
考
え
る
に
は
、
一
念
三
千
の
原
理
論
の
問

題
、
教
相
論
や
観
心
論
の
問
題
、
そ
し
て
妙
法
五
字
が
仏
種
と
し
て
救
済

性
を
持
つ
問
題
（
具
足
論
、
良
薬
論
）
の
探
求
が
不
可
欠
と
な
る
。

日
蓮
著
『
立
正
安
国
論
』
に
お
け
る
問
答
形
式
を
め
ぐ
っ
て

矢
吹
　
康
英

　

日
蓮
が
執
筆
さ
れ
北
条
時
頼
に
進
覧
さ
れ
た
『
立
正
安
国
論
』
は
全
十

段
か
ら
構
成
さ
れ
、
第
一
か
ら
第
九
段
が
旅
客
と
主
人
に
よ
る
問
答
で
あ

り
、
最
後
の
第
十
段
で
は
旅
客
の
み
の
発
言
と
し
て
「
領
解
」
が
明
か
さ

れ
て
い
る
（
九
問
九
答
一
領
解
）。
日
蓮
遺
文
中
に
お
い
て
は
、「
問
う

（
疑
う
）」
と
「
答
え
る
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
問
答
形
式
は
多
く
、

『
立
正
安
国
論
』
と
の
関
連
で
は
草
案
や
前
提
と
さ
れ
る
『
守
護
国
家
論
』

『
災
難
興
起
由
来
』『
災
難
対
治
抄
』、
ま
た
「
当
身
の
大
事
」
と
さ
れ
る

『
観
心
本
尊
抄
』
が
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
問
答
形
式
に
て
論

を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
問
者
と
答
者
の
双
方
が
、
有
機
的
に
論
議

を
重
ね
て
い
き
、
そ
の
論
旨
が
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。『
立
正
安

国
論
』
で
は
、「
問
者
＝
旅
客
」「
答
者
＝
主
人
」
と
登
場
人
物
が
明
確
で

あ
る
点
は
、
他
の
日
蓮
遺
文
と
比
較
し
て
も
特
異
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、『
立
正
安
国
論
』
に
登
場
す
る
旅
客
と
主
人
の
双
方
に
お
け
る

態
度
の
変
遷
に
着
目
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
問
答
形
式
の
特
質
に
つ
い

て
、
少
し
く
検
討
し
た
い
。

　

旅
客
は
、
第
一
段
の
み
が
「
旅
客
」
と
あ
り
第
二
か
ら
第
十
段
ま
で
は

「
客
」
と
表
記
さ
れ
、
主
人
は
全
九
回
で
同
一
表
記
で
あ
る
。
第
一
段
で
、

旅
客
は
「
来
り
て
嘆
い
て
曰
く
」、
主
人
は
「
独
り
此
の
事
を
愁
え
て
」

①
「
夫
一
心
〜
」
の
説
示
よ
り
、
一
念
三
千
の
原
理
の
根
拠
。
②
「
国
土

世
間
亦
具
十
種
法
〜
」
の
説
示
よ
り
、
依
正
不
二
論
の
根
拠
。
③
「
内
鑑

令
然
」
の
説
示
よ
り
、
世
親
・
龍
樹
等
の
法
華
経
理
解
を
求
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
念
三
千
法
門
の
重
要
性
を
明
か
に
す
る
。
以
上
の
三
点
の
特

徴
を
確
認
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
『
弘
決
』
引
用
は
、
①
「
終
窮
究
竟
極
説
」
の
説
示
よ
り
、
一

念
三
千
の
出
処
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
最
重
要
性
を
教
示
す
る
。
②

「
身
土
一
念
三
千
」
の
説
示
よ
り
、
妙
法
五
字
の
受
持
を
媒
介
と
し
た
一

念
三
千
の
観
法
は
、
一
個
人
の
救
済
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
社
会
全
体

に
わ
た
っ
て
救
済
さ
れ
る
観
心
門
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し

て
、
仏
身
の
常
住
性
と
仏
土
の
常
住
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
本
尊
義
の
根

拠
と
な
る
。
以
上
の
二
点
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
日
蓮
は
『
摩
訶
止
観
』
の
正
観
章
を
法
華
経
本
門
の

教
相
と
し
て
捉
え
、
我
々
の
日
常
的
社
会
と
乖
離
し
な
い
こ
と
の
文
証
と

し
て
受
容
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三　

む
す
び
に

　

以
上
、『
観
心
本
尊
抄
』
に
み
る
『
摩
訶
止
観
』
の
引
用
説
示
を
考
察

し
た
。『
観
心
本
尊
抄
』
の
冒
頭
で
は
、「
結
成
理
境
」
の
文
を
引
用
し
、

一
念
三
千
の
原
理
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
原
理
を
日
蓮
は
三
国
仏
教
史

上
は
じ
め
て
説
き
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
れ
を
『
弘
決
』

に
求
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
妙
法
五
字
の
受
持
の
観

心
門
へ
と
展
開
す
る
と
き
、『
弘
決
』
の
「
身
土
一
念
三
千
」
の
文
を
引
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
と
国
土
が
不
即
不
離
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明

か
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
現
実
社
会
に
お
い
て
、
妙
法
五

字
が
本
尊
と
し
て
の
釈
尊
の
救
済
性
を
持
つ
仏
種
と
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
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し
て
、
第
十
段
で
は
、
旅
客
が
主
人
の
教
え
を
信
奉
し
て
生
き
て
い
く
こ

と
を
誓
約
（
領
解
）
し
、『
立
正
安
国
論
』
は
結
ば
れ
る
。

　

両
者
の
発
言
か
ら
考
え
る
に
、
喜
怒
哀
楽
が
激
し
く
あ
ら
わ
れ
、
情
緒

的
・
感
情
的
な
表
現
で
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
立
正
安

国
論
』
が
有
す
る
戯
曲
的
な
側
面
が
読
み
取
れ
よ
う
。
問
者
と
答
者
の
間

で
有
機
的
な
問
答
・
議
論
が
展
開
さ
れ
、
最
終
段
で
は
問
者
が
領
解
し
て

答
者
の
側
へ
と
導
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
蓮
は
問
答
形
式
を
選
取
し

て
い
た
と
い
え
よ
う
。『
立
正
安
国
論
』
の
場
合
、「
実
乗
の
一
善
」（
法

華
経
）
へ
の
信
仰
を
勧
奨
す
る
主
人
が
、
未
だ
に
真
実
の
唯
一
正
法
を
知

ら
ぬ
旅
客
を
導
く
た
め
に
問
答
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
立
正
安
国

論
』
を
含
む
複
数
の
日
蓮
遺
文
が
問
答
形
式
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
重
要
な
教
義
・
教
学
を
明
か
す
こ
と
は
も
と
よ
り
、「
諫
暁
」「
勘

文
」
と
し
て
の
側
面
か
ら
も
、
日
蓮
が
重
視
さ
れ
て
い
た
方
法
の
ひ
と
つ

で
あ
る
と
拝
察
さ
れ
、
つ
ま
り
は
、
真
実
に
導
く
た
め
の
論
理
構
造
と
し

て
、
日
蓮
が
問
答
形
式
を
選
取
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

浅
草
寺
寂
海
（
日
寂
）
を
め
ぐ
る
諸
問
題

長
倉
　
信
祐

は
じ
め
に　

門
下
の
所
伝
に
よ
れ
ば
、
中
山
法
華
経
寺
開
基
の
富
木
常
忍

（
一
二
一
六
―
一
二
九
九
）
は
弘
安
年
間
に
浅
草
寺
三
世
寂
海
（
？
―
一

二
八
六
）
を
論
破
し
、
改
衣
し
た
寂
海
は
日
寂
と
改
め
江
戸
橋
場
に
長
昌

寺
を
開
い
た
人
物
と
さ
れ
て
き
た
。
本
報
告
は
寂
海
（
日
寂
）
に
関
す
る

研
究
史
を
概
観
す
る
と
共
に
、
従
来
積
極
的
に
討
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

『
元
弘
の
板
碑
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。

近
世
日
蓮
聖
人
伝
の
寂
海
改
衣
説　

寂
海
改
衣
説
は
、
享
保
五
年
（
一
七

と
自
身
の
感
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
双
方
の
悲
し
み
や
憂
い
が
あ
ら
わ

れ
、『
立
正
安
国
論
』
は
両
者
の
悲
痛
や
不
安
か
ら
始
ま
る
。
つ
い
で
、

第
二
段
に
は
双
方
と
も
感
情
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
第
三
段
で
は
、
旅
客

が
「
色
を
作
し
て
曰
く
」
と
大
い
に
怒
り
顔
色
を
変
え
て
問
い
詰
め
、
対

す
る
主
人
は
「
喩
し
て
曰
く
」
と
相
手
（
旅
客
）
の
発
言
内
容
も
理
解
で

き
る
と
諭
す
。
そ
れ
で
も
第
四
段
で
は
、
旅
客
は
「
猶
憤
り
て
曰
く
」
と

激
し
く
腹
立
て
憤
慨
し
て
い
る
。
第
五
段
で
は
、
第
四
段
で
主
人
が
法
然

と
浄
土
三
部
経
を
謗
法
と
し
た
こ
と
に
、
旅
客
が
「
殊
に
色
を
作
し
て
曰

く
」
と
一
段
と
怒
り
顔
色
を
変
え
る
。
対
す
る
主
人
は
「
咲
み
止
め
て
曰

く
」
と
笑
い
な
が
ら
旅
客
を
止
め
て
発
言
を
す
る
。
旅
客
は
、
第
六
段
で

「
聊
か
和
ぎ
て
曰
く
」
と
態
度
を
和
ら
げ
、
第
七
段
で
「
則
ち
和
ぎ
て
曰

く
」
と
前
段
の
主
人
の
発
言
を
聞
き
更
に
態
度
を
和
ら
げ
、
少
し
ず
つ
妥

協
的
な
姿
勢
に
な
り
質
問
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
第

六
・
第
七
段
の
主
人
に
は
感
情
表
現
が
見
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
第
八
段
で
は

双
方
に
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、『
立
正
安
国
論
』
の
最
重
要
部
分
で
あ

る
第
九
段
で
は
、
旅
客
が
「
則
ち
席
を
避
け
襟
を
刷
い
て
曰
く
」
と
こ
れ

ま
で
の
態
度
を
あ
ら
た
め
、
席
を
下
が
っ
て
襟
を
正
し
た
う
え
で
発
言
を

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
主
人
に
対
し
て
誠
意
を
示
し
て
拝
聴
す
る
姿
勢
を

明
か
し
た
と
理
解
で
き
、「
色
を
作
す
」「
猶
憤
る
」
と
違
背
し
て
い
た
も

の
の
、
第
九
段
に
至
っ
て
は
主
人
に
信
奉
す
る
態
度
を
表
明
し
た
と
も
い

え
る
。
対
す
る
主
人
も
、「
喩
す
」「
咲
み
止
め
る
」
と
、
相
手
（
旅
客
）

に
応
じ
た
姿
勢
を
も
っ
て
旅
客
か
ら
の
質
問
に
回
答
を
重
ね
、
第
九
段
に

お
い
て
は
「
悦
び
て
曰
く
」
と
旅
客
が
こ
れ
ま
で
の
態
度
を
あ
ら
た
め
て

誠
意
を
示
し
て
質
問
し
て
き
た
こ
と
を
心
か
ら
悦
び
、「
実
乗
の
一
善
」

へ
の
信
仰
を
勧
奨
す
る
の
で
あ
る
。
第
九
段
に
お
け
る
主
人
の
回
答
に
対
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年
也
と
あ
り
。
こ
れ
を
見
れ
ば
寂
海
と
い
ふ
僧
、
浅
草
寺
に
住
せ
し
事
あ

り
と
見
え
た
り
。」（
昭
和
十
四
年
『
浅
草
寺
志
』
上
巻
四
六
四
）
と
そ
の

存
在
を
追
認
さ
れ
て
い
る
。

『
元
弘
の
板
碑
』
を
め
ぐ
っ
て　
『
元
弘
の
板
碑
』（
市
川
市
指
定
文
化
財
）

は
、
中
山
法
華
経
寺
三
世
の
日
祐
（
一
二
九
八
―
一
三
七
四
）
が
泰
福
寺

開
山
日
寂
の
菩
提
を
弔
い
、
緑
泥
片
岩（
厚
さ
二
四
㎜
／
高
さ
一
一
二
ｍ
）

に
題
目
を
刻
み
「
南
無
多
寳
如
来
南
無
法
主
聖
人
為
先
師
日
寂
日
祐

書
之
花
押
南
無
妙
法
蓮
華
経
聖
霊
成
等
正
覚
南
無
釈
迦
牟
尼
佛
南
無

日
高
聖
人
元
弘
二
年
壬
申
七
月
八
日
」
と
宗
祖
第
五
十
回
忌
の
翌
年
元

弘
二
年
（
一
三
三
二
）
に
造
立
し
た
と
さ
れ
る
。
但
し
日
祐
の
認
め
た

『
一
期
所
修
善
根
記
録
』
に
は
「
元
弘
の
板
碑
」
の
記
述
は
無
く
、
寂
海

（
日
寂
）
の
名
は
伝
存
遺
文
に
存
在
し
な
い
。
寂
海
改
衣
の
時
期
に
相
当

す
る
『
常
忍
抄
』（
弘
安
元
年
・
真
蹟
中
山
）
で
、
宗
祖
は
下
総
在
住
の

天
台
僧
（
了
性
・
思
念
）
を
論
破
し
た
報
告
を
常
忍
か
ら
受
け
た
が
今
後

は
法
論
を
控
え
る
よ
う
教
導
さ
れ
た
。
か
か
る
訓
誡
を
破
り
常
忍
が
法
論

を
続
行
し
た
姿
は
看
取
で
き
な
い
。
な
お
湯
浅
治
久
氏
は
中
山
法
華
経
寺

蔵
「
長
専
書
状
」（
遺
文
紙
背
文
書
）
の
背
景
を
繙
か
れ
、
鎌
倉
期
に
浅

草
寺
及
び
長
昌
寺
旧
跡
を
包
括
す
る
武
蔵
国
千
束
郷
（
石
浜
・
墨
田
渡
・

鳥
越
）
は
関
東
御
領
で
あ
り
、
千
葉
氏
が
そ
の
地
頭
職
を
掌
握
し
た
可
能

性
を
示
唆
さ
れ
た
。

む
す
び
に　

か
く
し
て
近
世
日
蓮
聖
人
伝
に
挿
入
さ
れ
た
寂
海
改
衣
説
の

背
景
を
考
証
す
る
一
次
史
料
は
、
後
世
の
寺
院
縁
起
類
に
見
い
出
せ
な

い
。
だ
が
近
時
（
令
和
元
年
五
月
）
に
伝
浅
草
寺
秘
仏
（
寂
海
帯
出
説
・

長
昌
寺
蔵
）
を
考
証
す
る
上
で
、
鎌
倉
時
代
の
永
仁
九
年
（
一
二
九
七
）

に
浅
草
寺
大
御
堂
の
柱
（
残
材
）
を
使
用
し
た
仏
像
（
胎
内
墨
書
銘
文
）

二
〇
）
の
智
寂
日
省
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』
を
嚆
矢
と
し
て
、
享
保
十
五

年
（
一
七
三
〇
）
の
六
牙
日
潮
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
や
安
永
八
年

（
一
七
七
九
）
の
建
立
日
諦
『
高
祖
年
譜
攷
異
』
を
経
て
、
寛
政
五
年
（
一

七
九
三
）
の
深
見
要
言
『
高
祖
累
歳
録
』「
浅
草
観
音
別
当
改
宗
」
や
寛

政
七
年
（
一
七
九
五
）
の
『
本
化
高
祖
紀
年
録
』「
日
寂
受
戒
」
の
挿
絵

を
加
え
詳
述
し
た
。
島
智
良
氏
は
、
か
か
る
寂
海
改
衣
説
に
「
金
龍
山
は

所
謂
浅
草
観
音
な
り
、
寂
海
本
尊
観
世
音
を
奉
じ
て
隠
退
し
弘
安
九
年
十

一
月
朔
日
化
す
、
二
僧
橋
場
長
昌
寺
を
創
し
て
師
を
開
山
と
す
、
而
し
て

常
忍
問
答
考
ふ
べ
き
も
の
な
し
更
詳
。」
と
疑
義
を
呈
し
「
常
忍
問
答
」

を
一
蹴
し
再
考
を
期
し
て
い
た
。

寺
院
縁
起
の
問
題　
「
長
昌
寺
縁
起
」（『
文
政
寺
社
書
上
』）
に
は
「
起

立
、
弘
安
年
中
ニ
御
座
候
。
開
山
寂
海
法
印
日
寂
上
人
、
弘
安
九
丙
戌
年

十
一
月
朔
日
卒
」
と
あ
る
が
、
寂
海
が
浅
草
寺
秘
仏
を
帯
出
し
た
逸
話
に

触
れ
て
い
な
い
。「
泰
福
寺
縁
起
」（
千
葉
県
文
書
館
）
に
「
由
緒
開
宗

祖
師
日
蓮
大
菩
薩
法
孫
権
大
僧
正
法
印
寂
海
元
天
台
宗
浅
草
金
竜
山
別
当

職
呼
本
山
二
世
日
常
聖
者
聞
弟
子
ト
成
改
宗
シ
テ
名
日
寂
弘
安
二
乙
卯
年

当
時
開
基
経
玉
院
ヲ
創
立
ス
」
と
あ
る
が
、
日
寂
を
開
山
と
す
る
所
以
や

経
玉
院
の
由
緒
を
繙
く
基
本
資
料
は
確
認
で
き
な
い
。
な
お
網
野
宥
俊
氏

は
『
浅
草
寺
旧
蹟
考
』（
未
詳
）
を
紹
介
さ
れ
「
按
ず
る
に
橋
場
長
昌
寺

の
鐘
の
銘
の
序
に
開
山
寂
海
法
印
者
、
本
啓
台
宗
之
肆
、
主
金
龍
山
也
。

逢
中
山
日
常
上
人
訂
論
宗
義
、
登
于
身
延
、
拝
高
祖
大
菩
薩
、
宿
蒙
成

散
、
悦
懌
投
契
、
易
衣
改
名
、
呼
日
寂
上
人
、
帰
構
一
宇
而
居
焉
。
遍
言

長
昌
寺
。
弘
安
九
年
丙
戌
十
一
月
一
日
泊
然
化
矣
。
門
弟
子
日
増
・
日
可

相
次
守
之
。
地
接
隅
田
川
、
偶
罹
水
難
、
堂
楼
漂
流
、
鐘
亦
沈
矣
。
其
地

曰
鐘
淵
。
今
尚
存
也
。
元
享
辛
酉（
元
）年
移
于
今
地
。
爾
来
三
百
八
十
九
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い
う
真
理
に
適
っ
て
存
在
全
体
に
遍
満
し
一
体
化
す
る
、
と
い
う
事
柄
と

し
て
表
現
し
た
（『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』〔『
正
蔵
』
四
六
巻
〕
二
九
五
頁

下
）。

　

さ
ら
に
日
蓮
は
、
湛
然
の
か
か
る
見
解
を
直
接
引
い
て
、「
妙
楽
大
師

云
く
、
当
に
知
る
べ
し
、
身
土
は
一
念
の
三
千
な
り
。
故
に
成
道
の
時
、

こ
の
本
理
に
称
ふ
て
、
一
身
一
念
、
法
界
に
遍
ね
し
等
云
云
。
…
…
今
本

時
の
娑
婆
世
界
は
、
三
災
を
離
れ
、
四
劫
を
出
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
。

仏
、
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
、
未
来
に
も
生
ぜ
ず
。
所
化
以
て
同
体
な

り
。
こ
れ
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
、
三
種
の
世
間
な
り
」（『
観
心
本
尊

抄
』、『
定
遺
』
七
一
二
頁
、
原
漢
文
。
傍
線
部
が
い
わ
ゆ
る
「
四
十
五
字

法
体
段
」）
と
記
す
。
こ
こ
で
い
う
「
成
道
」
は
、
右
の
文
脈
に
あ
っ
て

は
、『
法
華
経
』
の
本
門
「
如
来
寿
量
品
」
第
十
六
に
開
顕
さ
れ
た
久
遠

の
釈
尊
（
本
仏
）
の
「
成
道
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
「
成
道
」
の
瞬
間
（
本
時
）、
一
念
と
三
千
と
の
不
二
相
即
と
い
う

「
本
理
」
に
適
っ
て
、
本
仏
の
色
心
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
遍
満
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
娑
婆
世
界
も
成
道
し
て
浄
土
と
な
り
、
そ
こ
に
あ
る
衆
生
も
ま

た
成
道
し
て
仏
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
仏
の
永
遠

性
ゆ
え
に
、
娑
婆
世
界
は
「
常
住
の
浄
土
」
で
あ
り
、
衆
生
も
ま
た
「
所

化
以
て
同
体
」、
す
な
わ
ち
本
仏
と
同
体
な
る
永
遠
の
仏
と
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。「
本
仏
」
と
い
う
具
体
的
な
仏
に
よ
っ
て
、「
本
時
」
と
い

う
具
体
的
な
時
に
、「
一
念
三
千
」
は
こ
の
よ
う
に
事
実
と
し
て
成
就
さ

れ
た
―
。
か
か
る
具
体
性
・
事
実
性
が
、
日
蓮
の
い
う
「
事
」
で
あ
り
、

個
々
の
修
行
者
に
お
い
て
可
能
的
・
普
遍
的
に
成
り
立
つ
「
理
」
の
「
一

念
三
千
」
は
、
ま
さ
に
本
仏
に
よ
り
「
事
」
の
「
一
念
三
千
」
と
し
て
成

就
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
滅
後
五
十
年
（
一
三
三
一
）
の
翌
年
に
造
立

さ
れ
た
と
い
う
『
元
弘
の
板
碑
』
の
背
景
を
繙
く
新
史
料
の
開
示
が
俟
た

れ
る
。

「
四
十
五
字
法
体
段
」
に
お
け
る
「
己
心
」
の
二
重
性

│
│ 

日
蓮
の
一
念
三
千 

│
│

間
宮
　
啓
壬

　

日
蓮
の
主
著
『
観
心
本
尊
抄
』
の
一
節
「
四
十
五
字
法
体
段
」（
後
に

提
示
）
に
み
え
る
「
己
心
の
三
千
具
足
」
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
か
つ
て
清

水
龍
山
と
山
川
智
応
と
の
間
で
論
争
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
論
争
の
焦
点

は
、「
己
心
」
を
凡
夫
在
迷
の
己
心
と
と
る
か
、
久
遠
本
仏
の
己
心
と
と

る
か
に
あ
っ
た
。
日
蓮
の
い
う
「
一
念
三
千
」
は
、
凡
夫
の
一
念
三
千
で

あ
る
か
、
久
遠
本
仏
の
一
念
三
千
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
交
わ
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
清
水
は
前
者
、
山
川
は
後
者
の
立
場
を
と
っ
た
。
昨

年
度
の
発
表
に
お
い
て
間
宮
は
山
川
氏
の
立
場
を
一
方
的
に
支
持
す
る
こ

と
を
表
明
し
た
が
、
問
題
を
こ
の
よ
う
に
二
者
択
一
の
事
柄
と
し
て
捉
え

る
こ
と
自
体
が
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
後
者
を
前
者
の
「
根
拠
づ
け
」
と

し
て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
本

年
度
の
発
表
で
は
、
昨
年
度
の
誤
り
を
訂
正
の
う
え
改
め
て
論
を
構
築
し

直
し
、「
己
心
」
の
二
重
性
を
論
証
し
て
み
た
い
。

　
「
一
念
三
千
」
論
の
実
質
的
創
始
者
で
あ
る
天
台
大
師
智
顗
に
あ
っ
て
、

「
一
念
三
千
」
と
は
心
（
一
念
）
と
存
在
（
三
千
）
と
の
「
不
二
相
即
」

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
妙
楽
大
師
湛
然
は
、
こ
れ
を
修
行
主

体
の
側
か
ら
述
べ
て
、
修
行
主
体
の
「
成
道
」
の
瞬
間
、
そ
の
心
、
さ
ら

に
は
身
体
が
、
つ
ま
り
修
行
者
の
成
道
し
た
「
色
心
」
が
、
不
二
相
即
と
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大
石
寺
は
近
世
に
お
い
て
日
蓮
宗
勝
劣
派
の
一
本
寺
で
あ
っ
た
が
、
宗

祖
本
仏
、
血
脈
等
、
他
派
と
の
懸
隔
が
大
き
か
っ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
近
世
の
日
蓮
宗
は
、
一
致
派
と
勝
劣
派
に
二
分
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
触
頭
が
設
置
さ
れ
、
管
掌
さ
れ
た
。
宗
義
上
は
本
末
関
係
で

門
流
が
形
成
さ
れ
た
が
、
複
数
の
門
流
が
宗
義
を
跨
い
で
同
宗
の
枠
に
組

み
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
日
蓮
宗
」
は
一
致
、
勝
劣
を
跨
い
だ

概
念
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
日
蓮
系
の
諸
宗
は
皆
「
日
蓮
宗
」
で
あ
っ

た
。
加
賀
藩
内
に
お
け
る
日
蓮
宗
は
、
近
世
中
期
以
降
、
羽
咋
妙
成
寺
が

触
頭
と
し
て
一
致
、
勝
劣
双
方
を
管
掌
し
た
。

　

藩
内
に
一
末
寺
も
存
在
し
て
い
な
い
大
石
寺
信
仰
は
、
宗
門
改
め
に
不

都
合
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
禁
令
が
発
令
さ
れ
、
加
賀
藩
内
で
国
禁
と

な
っ
た
。
こ
れ
を
大
石
寺
で
は
金
沢
法
難
と
称
す
る
。

　

最
初
の
禁
令
は
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
、
卯
辰
慈
雲
寺
（
現

在
、
法
華
宗
真
門
流
）
の
学
僧
・
了
妙
が
大
石
寺
門
流
に
改
宗
し
て
騒
動

と
な
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
同
年
十
二
月
十
三
日
に
発
せ
ら
れ
た
。
こ

れ
を
嚆
矢
に
加
賀
藩
内
で
の
大
石
寺
信
仰
に
対
す
る
禁
令
は
、
享
保
十
四

年
（
一
七
二
九
）、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）、

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
と
都
合
五
本
の
発
令
が
確
認
さ
れ
る
。
筆
者
は
、

こ
れ
ら
の
復
元
を
主
題
に
、
発
令
構
造
の
検
討
を
行
っ
た
（
拙
稿
「
近
世

加
賀
藩
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
禁
令
に
つ
い
て
」『
佛
教
大
学
大
学
院
紀

要
』
文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
七
号
所
収
、
二
〇
一
九
年
）。
基
本
的
な

発
令
構
造
は
、
寺
社
奉
行
、
宗
門
奉
行
の
上
申
に
よ
り
大
老
（
年
寄
）
か

ら
発
令
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
請
書
等
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
厳
重
な

も
の
で
あ
っ
た
。

　

明
和
七
年
法
令
の
発
令
理
由
は
、
横
山
又
五
郎
家
臣
、
加
藤
三
右
衛
門

　
「
四
十
五
字
法
体
段
」
に
お
け
る
「
こ
れ
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
、
三

種
の
世
間
な
り
」
と
は
、
か
か
る
「
事
」
の
「
一
念
三
千
」
の
謂
い
で
あ

る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
己
心
」
と
は
、
第
一
義
的
に
は
久

遠
本
仏
の
「
己
心
」
で
あ
り
、「
三
千
」「
三
種
の
世
間
」
と
は
、
本
仏
に

お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
、
本
仏
と
の
一
体
化
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
「
三

千
」「
三
種
の
世
間
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
所
化
以
て
同

体
な
り
」
の
「
所
化
」
も
ま
た
、
本
仏
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
、
本
仏

と
の
一
体
化
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
「
本
時
の
娑
婆
世
界
」
の
衆
生
に
他
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
「
己
心
」
を
衆
生
の
「
己
心
」
と
受

け
取
る
こ
と
も
ま
た
可
能
と
な
る
。
私
た
ち
衆
生
が
、
本
仏
と
一
体
化
し

た
「
三
千
」「
三
種
の
世
間
」
を
具
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
本
仏
が
衆
生
を
、
そ
し
て
「
三
千
」「
三
種

の
世
間
」
を
引
き
受
け
一
体
化
し
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
は
じ
め
て
成
り

立
つ
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
己
心
」
を
衆
生
の
「
己
心
」

と
受
け
取
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
第
二
義
的
な
受
け
取
り
方
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
世
加
賀
藩
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
の
展
開

│
│ 

明
和
七
年
法
令
の
周
辺 

│
│

横
山
　
雄
玉

　

本
稿
は
、
近
世
加
賀
藩
に
お
い
て
、
分
国
法
的
な
禁
令
に
よ
っ
て
禁
止

さ
れ
た
、
大
石
寺
信
仰
（
今
日
の
日
蓮
正
宗
）
の
展
開
と
実
態
解
明
が
テ

ー
マ
で
あ
る
。
本
発
表
は
明
和
七
年
法
令
を
取
り
上
げ
、
そ
の
周
縁
に
見

ら
れ
る
信
仰
状
況
を
一
覧
し
た
い
。
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金
沢
法
難
史
は
、
真
宗
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
加
賀
藩
の
宗
教
史
分
野

に
お
い
て
、
大
き
な
展
開
と
広
が
り
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
多
角
的
な
研

究
は
大
変
重
要
で
あ
る
。

近
世
日
蓮
宗
寺
院
に
お
け
る
伽
藍
配
置
の
特
徴

望
月
　
真
澄

　

日
蓮
宗
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
中
世
寺
院
の
そ
れ

に
つ
い
て
は
限
ら
れ
た
寺
院
し
か
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
伽
藍
の
発

展
過
程
に
お
い
て
法
華
堂
、
御
影
堂
か
ら
建
立
さ
れ
て
い
く
と
い
わ
れ
て

い
る
。
近
世
の
日
蓮
宗
寺
院
伽
藍
に
つ
い
て
は
、
建
築
史
の
分
野
か
ら
桜

井
敏
雄
氏
、
丹
羽
博
亨
氏
が
主
要
な
日
蓮
宗
寺
院
の
伽
配
構
造
に
つ
い
て

論
究
し
て
い
る
。
本
発
表
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
業
績
を
受
け
て
近
世
日
蓮

宗
寺
院
の
伽
藍
配
置
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
日
蓮
宗
寺
院
の
七
堂
伽
藍
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
池
上
本
門

寺
で
は
、
祖
師
堂
、
釈
迦
堂
、
客
殿
、
香
積
（
庫
裏
）、
鐘
楼
、
宝
塔
、

三
門
（
日
藻
『
興
栄
記
』）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
池
上
本
門
寺
の
事
例
で

あ
り
、
未
だ
日
蓮
宗
と
し
て
確
固
た
る
七
堂
伽
藍
は
明
確
化
さ
れ
て
い
な

い
現
状
で
あ
る
。

　

伽
藍
の
向
き
に
際
し
て
は
、
寺
院
の
建
立
場
所
や
条
件
も
関
係
す
る

が
、
基
本
的
に
は
寺
も
堂
塔
も
南
向
が
基
本
で
あ
っ
た
（『
富
士
宗
学
要

集
』
一
巻
）。
冨
士
門
流
の
寺
院
で
は
、
上
条
大
石
寺
、
重
須
本
門
寺
の

堂
宇
を
本
尊
堂
・
御
影
堂
・
鎮
守
堂
を
三
堂
と
し
て
重
視
し
て
い
る
（
保

田
妙
本
寺
日
我
『
化
儀
秘
決
』）。
一
方
、
日
朗
門
流
で
は
、
本
尊
側
か
ら

み
て
左
に
御
影
堂
を
置
く
の
は
、
曼
荼
羅
本
尊
の
上
行
菩
薩
の
位
置
に
倣

う
か
ら
と
し
て
お
り
（
日
経
『
御
本
尊
口
伝
面
授
私
』）、
曼
荼
羅
本
尊
に

（
法
名　

了
哲
）
他
四
名
の
勧
込
（
折
伏
）
が
表
面
化
し
た
事
に
よ
る
。

加
藤
は
遠
慮
に
処
さ
れ
た
。
大
石
寺
信
仰
禁
令
は
厳
重
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
禁
令
に
付
随
し
て
処
罰
事
例
が
認
め
ら
れ
る
の
は
明
和
七
年
法
令
の

み
で
あ
る
。

　

加
藤
の
大
石
寺
信
仰
は
出
生
時
点
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
、
若
年
時
に
既

に
大
石
寺
へ
参
詣
し
、
書
物
の
筆
写
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
石
寺
三

十
一
世
日
因
上
人
よ
り
多
数
の
書
状
を
受
領
し
て
い
る
。
そ
の
主
君
、
横

山
兵
庫
、
外
記
、
又
五
郎
の
三
代
は
い
ず
れ
も
大
石
寺
信
仰
を
行
っ
て
い

る
。
横
山
家
の
公
式
な
宗
旨
は
臨
済
宗
で
あ
っ
た
が
、
兵
庫
は
隠
居
の
後
、

自
身
の
逆
修
墓
を
大
石
寺
に
建
立
し
て
い
る
。
外
記
も
ま
た
墓
を
建
立
す

る
と
同
時
に
、
横
山
家
累
代
の
精
霊
を
、
自
身
が
施
主
と
な
り
大
石
寺
の

過
去
帳
に
記
入
、
回
向
を
願
っ
て
い
る
。
又
五
郎
の
正
室
は
、
そ
の
母
が

三
代
以
上
に
わ
た
っ
て
大
石
寺
信
仰
を
相
続
し
た
松
平
、
前
田
将
監
の
娘

で
あ
り
、
こ
の
周
辺
に
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。
主
従
挙
げ
て
、
熱
心

に
信
仰
し
た
事
蹟
が
看
取
さ
れ
る
。

　

横
山
家
は
知
行
三
千
五
百
石
、
兵
庫
は
算
用
場
奉
行
、
外
記
は
公
事
場

奉
行
、
寺
社
奉
行
、
又
五
郎
は
公
事
場
奉
行
、
寺
社
奉
行
か
ら
家
老
役
と

藩
中
枢
の
重
職
を
担
っ
た
。
藩
内
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
の
位
置
は
熟
知

さ
れ
て
い
よ
う
。
か
か
る
立
場
に
お
け
る
信
仰
事
例
で
あ
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。
こ
と
に
寺
社
奉
行
は
取
締
の
所
轄
奉
行
で
あ
り
、
禁
令
の
発
令

に
お
い
て
は
上
申
を
行
う
職
掌
を
有
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
処
罰
事
例
が

少
な
い
の
も
こ
の
周
縁
、
す
な
わ
ち
、
上
級
藩
士
の
内
々
の
帰
依
と
関
係

が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

信
仰
者
か
ら
は
禁
令
に
反
し
て
も
信
仰
す
る
理
由
が
存
し
た
の
で
あ
ろ

う
。



333　　

第９部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

別
さ
れ
て
お
り
、
池
上
本
門
寺
や
近
世
に
入
っ
て
移
転
、
再
建
さ
れ
た
京

都
妙
顕
寺
、
同
妙
覚
寺
、
同
立
本
寺
等
で
は
礼
拝
域
の
背
後
に
居
住
域
の

堂
宇
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
い
ず
れ
も
主
要
堂
宇
が

南
向
き
に
配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。

　

以
上
の
考
察
よ
り
、
近
世
の
代
表
的
寺
院
伽
藍
は
、
本
堂
・
祖
師
堂
・

守
護
神
堂
の
三
堂
併
置
を
基
本
に
、
そ
の
堂
宇
の
前
に
五
重
塔
や
多
宝
塔

と
い
っ
た
重
塔
の
建
立
が
あ
り
、
伽
藍
規
模
に
お
い
て
は
祖
師
堂
や
守
護

神
堂
の
拡
大
化
が
特
徴
と
い
え
る
。
中
世
伽
藍
で
は
、
釈
迦
堂
（
本
堂
）

と
御
影
堂
（
祖
師
堂
）
の
二
堂
か
ら
発
展
し
て
い
く
形
態
が
み
ら
れ
る

が
、
近
世
の
祖
師
信
仰
の
高
揚
に
よ
り
祖
師
堂
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、

守
護
神
信
仰
の
高
揚
に
よ
り
各
寺
院
で
信
仰
さ
れ
た
守
護
神
を
祀
る
堂
宇

（
守
護
神
堂
）
が
新
た
に
建
立
さ
れ
、
次
第
に
中
心
的
堂
宇
と
な
っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
日
蓮
教
団
の
代
表
的
寺
院
の
伽
藍
配
置
の
事

例
を
積
み
重
ね
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
蓮
の
大
曼
荼
羅
図
顕
の
背
景

渡
邊
　
寶
陽

　

日
蓮
は
十
七
歳
の
時
、『
授
決
圓
多
羅
義
集
唐
決　

上
』
を
清
澄
寺
で

筆
写
。
ま
た
故
山
・
清
澄
寺
に
移
る
二
年
前
、
京
都
五
帖
の
坊
門
富
小
略

付
近
で
、『
五
輪
九
字
明
秘
密
義
釈
』
を
筆
写
。
そ
の
仏
教
研
讃
の
奥
深

さ
を
知
る
が
、
叡
山
在
山
十
年
の
勉
学
ノ
ー
ト
は
伝
わ
ら
な
い
。
そ
の

間
、
日
蓮
は
『
法
華
経
』
に
基
づ
く
天
台
教
義
研
鑽
と
と
も
に
、
二
八
〇

年
前
か
ら
の
恵
心
僧
都
源
信
の
『
往
生
要
集
』
と
『
一
乗
要
決
』
と
の
狭

間
に
立
た
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？　
『
守
護
国
家
論
』（
定

遺
八
九
頁
―
）
は
浄
土
教
批
判
を
中
心
と
す
る
諸
宗
批
判
の
論
著
で
、
翌

揮
毫
さ
れ
た
勧
請
仏
・
菩
薩
の
配
置
が
伽
藍
配
置
に
反
映
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

京
都
妙
顕
寺
伽
藍
を
み
る
と
、
御
影
堂
（
祖
師
堂
）
が
最
初
に
建
立
さ

れ
た
が
、
そ
の
後
整
備
さ
れ
ず
近
世
初
期
十
三
世
日
紹
代
に
受
不
施
派
に

所
属
し
て
伽
藍
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
、
釈
迦
堂
の
規
模
が
祖
師

堂
よ
り
大
き
く
釈
迦
堂
中
心
の
伽
藍
配
置
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
地

に
移
転
後
、
十
九
世
日
奥
の
代
の
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
祖
師
堂
を

建
立
し
た
が
、
こ
れ
は
従
前
か
ら
存
在
す
る
釈
迦
堂
よ
り
規
模
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
近
世
日
蓮
宗
寺
院
伽
藍
の
特
徴
で
あ
り
、
北
山
本

門
寺
の
主
要
儀
礼
は
御
影
堂
で
行
わ
れ
て
お
り
（
日
順
『
日
順
雑
集
』）、

初
期
本
門
寺
の
中
心
的
堂
宇
は
御
影
堂
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
身
延

久
遠
寺
で
も
十
一
世
日
朝
代
に
二
重
宝
塔
、
御
堂
（
御
影
堂
）、
二
王
門
、

大
坊
、
坊
等
が
建
立
さ
れ
て
い
る
が
（『
身
延
山
諸
堂
記
』）、
祖
師
堂
が

中
心
的
伽
藍
で
あ
り
、
近
世
に
入
っ
て
も
こ
れ
は
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
。

伽
藍
の
大
き
さ
に
お
い
て
も
、
祖
師
堂
が
二
十
一
間
半
四
方
、
本
堂
が
十

三
間
四
方
と
祖
師
堂
が
大
規
模
で
あ
っ
た
（『
身
延
山
諸
堂
記
』）。
比
企

谷
妙
本
寺
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）
で
は
、
法
華
堂
（
釈
迦
堂
）
が
中
心
的

堂
宇
で
あ
っ
た
が
、
近
世
に
入
る
と
祖
師
堂
が
諸
堂
の
中
心
的
堂
宇
と
な

り
、
規
模
も
釈
迦
堂
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　

本
山
級
日
蓮
宗
寺
院
伽
藍
の
特
徴
と
し
て
五
重
塔
が
注
目
さ
れ
る
が
、

身
延
久
遠
寺
（
山
梨
県
身
延
町
）、
滝
谷
妙
成
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）、
中

山
法
華
経
寺
（
千
葉
県
市
川
市
）、
池
上
本
門
寺
等
（
東
京
都
大
田
区
）

で
建
立
さ
れ
、
主
要
伽
藍
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
身
延

久
遠
寺
、
滝
谷
妙
成
寺
、
牛
窓
本
蓮
寺
（
岡
山
県
牛
窓
町
）
の
伽
藍
配
置

を
み
る
と
、
僧
侶
の
居
住
域
と
儀
礼
を
行
う
堂
宇
が
並
ぶ
礼
拝
域
と
は
区
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執
筆
と
推
定
）

　
『
立
正
安
国
論
』
奏
進
時
に
は
日
蓮
は
「
大
曼
荼
羅
」
を
想
定
さ
せ
る

「
法
華
経
に
よ
る
末
代
凡
夫
の
『
題
目
受
持
』」
の
結
論
を
得
、『
法
華
経

の
救
済
』
世
界
を
構
造
的
に
捉
え
て
い
た
と
推
量
さ
れ
る
。

　

日
蓮
は
龍
口
法
難
で
暗
殺
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
、
佐
渡
の
守
護
代　

本

問
重
連
の
相
模
国
依
智
の
館
に
一
ヶ
月
の
間
幽
閉
さ
れ
る
間
に
、
い
わ
ゆ

る
『
楊
枝
の
本
尊
』
を
図
顕
さ
れ
た
。
そ
れ
が
「
大
曼
荼
羅
本
尊
」
図
顕

の
始
ま
り
と
目
さ
れ
る
。
あ
ら
た
め
て
全
容
を
見
る
と
、
中
央
に
「
南
無

妙
法
蓮
華
経
」
を
大
書
し
、
右
上
方
に
梵
字
で
｛
不
動
（
明
王
）｝。
左
上

方
に
梵
字
で
｛
愛
染
（
明
王
）｝
を
配
し
、
右
側
に
「
文
永
八
年
｛
太
歳

辛
未
｝
十
月
九
日
／
相
州
本
間
依
智
郷　

書
之
」。
左
側
に
「
日
蓮　
｛
花

押
｝」
と
書
し
て
い
る
。
単
純
に
中
央
に
『
南
無
妙
法
蓮
華
経
』
の
首
題

を
し
た
た
め
、
釈
迦
佛
も
多
宝
如
来
も
配
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
い
わ

ゆ
る
『
楊
枝
本
尊
』
へ
の
理
解
に
苦
し
む
。
し
か
し
、
日
蓮
の
『
題
目
受

持
』
の
意
義
と
『
法
華
経
の
救
済
世
界
』
へ
の
意
義
付
け
を
思
い
起
こ
す

と
、『
南
無
妙
法
蓮
華
経
』
と
首
題
を
大
書
し
た
意
味
の
深
さ
を
認
識
す

る
。
果
た
し
て
佐
渡
の
地
で
『
観
心
本
尊
抄
』
執
筆
後
「
始
顕
本
尊
」
を

図
顕
。
そ
の
後
、
身
延
時
代
の
十
年
間
に
一
二
〇
余
幅
の
大
曼
荼
羅
が
図

顕
さ
れ
る
。

年
に
著
さ
れ
奏
進
さ
れ
た
『
立
正
安
国
論
』
が
、
鎌
倉
幕
府
の
政
治
理
念

を
求
め
る
動
向
を
意
識
し
て
の
、
現
実
的
指
針
提
示
で
あ
る
の
に
対
し
、

基
本
的
仏
教
論
と
も
言
う
べ
き
書
で
あ
る
。
同
書
に
、
日
蓮
聖
人
の
仏
教

観
＝
法
華
経
観
の
基
本
が
示
さ
れ
て
お
り
、
後
の
「
大
曼
荼
羅
」
図
顕
の

基
礎
と
な
る
教
説
が
以
下
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
多
宝
如
来
地

よ
り
涌
出
し
て
法
華
経
皆
是
真
実
を
証
誠
し
分
身
の
諸
仏
十
方
よ
り
尽
く

一
処
に
集
め
て
舌
を
梵
天
に
付
し
た
ま
ふ
。
〜
巳
説
・
今
説
・
当
説
之
年

限
も
諸
経
之
有
る
べ
き
や
。
〜
〜
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
諸
仏
の
強
文
有
義

を
信
ず
べ
し
」
と
。『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
は
、「
小
松
原
法
難
」
の

一
ヶ
月
後
に
誌
さ
れ
た
が
、
題
目
受
持
の
意
義
と
『
法
華
経
』
の
光
景
が

誌
さ
れ
て
居
る
（
定
遺
三
一
九
頁
―
）。
南
条
兵
衛
七
郎
（
＝
上
野
氏
）

の
未
亡
人
が
子
息
を
若
く
し
て
失
っ
た
の
に
対
す
る
日
蓮
の
書
状
『
上
野

殿
後
家
尼
御
返
事
』（
定
遺
三
二
八
―
三
二
九
頁
）
に
も
、「
釈
迦
佛
・
多

宝
佛
・
十
方
分
身
諸
仏
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。『
立
正
安
国
論
』

と
同
年
の
著
の
『
唱
法
華
題
目
鈔
』
に
も
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

間
て
云
く
、
法
華
経
を
信
ぜ
ん
人
は
本
尊
竝
に
行
儀
竝
に
常
の
所
行

は
何
に
て
候
べ
き
。
答
て
云
く
、
第
一
に
本
尊
は
法
華
経
八
巻
・
一

巻
一
品
・
或
題
目
を
書
て
は
本
尊
と
定
む
ぺ
し
。
〜
ま
た
た
へ
た
ら

ん
人
は
釈
迦
如
来
・
多
宝
仏
を
書
て
も
造
て
も
法
華
経
の
左
右
に
之

を
立
て
ま
つ
る
べ
し
。
ま
た
た
へ
た
ら
ん
は
十
方
の
諸
仏
・
普
賢
菩

薩
等
を
も
つ
く
り
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
〜
助
縁
に
は
南
無
釈
迦
牟
尼

仏
・
多
宝
仏
・
十
方
諸
仏
・
一
切
の
菩
薩
・
二
乗
・
天
人
・
竜
神
八

部
等　

心
に
随
う
べ
し
。
〜
愚
者
多
き
世
な
れ
ば
一
念
三
千
の
観
を

先
と
せ
ず
。
其
の
志
あ
ら
ん
人
は
必
ず
習
学
し
て
之
を
観
ず
べ
し
。

（
定
遺
二
〇
二
頁
。
文
永
元
年
五
月
二
十
八
日
、
鎌
倉
・
名
越
で
の
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死
と
は
何
か

日
髙　

悠
登

　

本
発
表
の
目
的
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
死
と
は
何
か
を
模
索
す
る
た

め
、
宗
教
・
哲
学
・
文
化
に
着
目
し
な
が
ら
、
死
を
多
角
的
に
捉
え
る
こ

と
に
あ
る
。

　

人
間
の
未
知
へ
の
探
求
心
は
科
学
技
術
の
発
展
に
寄
与
し
、
科
学
技
術

力
の
向
上
は
文
明
社
会
を
支
え
て
き
た
。
医
療
技
術
の
発
展
も
そ
の
一
つ

で
あ
り
、
体
外
受
精
か
ら
延
命
治
療
に
至
る
ま
で
、
生
老
病
死
の
多
く
は

技
術
的
に
関
与
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
生
に
対
す
る
一
つ
の
希
望
の
よ

う
に
も
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
他
方
、
人
間
は
哲
学
・
倫
理
学
・
宗
教
等
に

お
い
て
死
の
受
容
、
死
後
の
存
在
を
模
索
し
続
け
て
き
た
歴
史
を
持
つ

が
、
死
の
課
題
は
科
学
技
術
に
押
さ
れ
る
形
で
、
よ
り
一
層
困
難
な
問
い

と
し
て
立
ち
は
だ
か
り
現
在
に
至
る
。

　

近
年
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
教
授
シ
ェ
リ
ー
・
ケ
ー
ガ
ン
が
著
し
たD

eath

の
邦
訳
書
『「
死
」
と
は
何
か
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
死
が
何
か
特
殊
な
も

の
と
誤
解
さ
れ
が
ち
な
今
日
に
お
い
て
、
ケ
ー
ガ
ン
に
よ
る
議
論
の
意
義

は
大
き
い
。
で
は
、
あ
ら
た
め
て
〝
死
〞
と
は
何
か
。
死
の
最
も
具
体
的

な
現
象
は
、
身
体
活
動
の
完
全
停
止
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
医
師
に
よ

る
死
の
三
徴
候
（
呼
吸
停
止
・
心
臓
停
止
・
瞳
孔
散
大
）
の
確
認
に
よ
り

死
亡
が
判
断
さ
れ
る
。
だ
が
、
死
は
身
体
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。

生
か
ら
死
の
過
程
を
見
れ
ば
、
確
か
に
身
体
は
死
に
よ
り
終
わ
り
を
迎
え

る
が
、
死
後
に
着
目
し
た
時
、
死
後
世
界
へ
の
到
達
が
信
じ
ら
れ
、
輪
廻

転
生
に
よ
り
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
池
袋
暴
走
事
故
」・「
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
放
火
事
件
」
等

は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
死
と
し
て
、
悲
惨
な
現
場
、
被
害
者
の

写
真
、
遺
族
の
声
、
献
花
台
に
訪
れ
る
人
々
の
様
子
と
共
に
報
じ
ら
れ
て

き
た
。
報
道
さ
れ
た
死
は
、
家
族
・
友
人
を
除
い
て
自
分
と
関
わ
り
が
無

い
他
者
の
出
来
事
と
い
う
認
識
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
〝
悲
し
み
〞
で
あ

り
、〈
仮
想
的
実
感
〉
と
し
て
の
死
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
死
の
最
た
る
場
面
は
、
自
身
に
近
い
存
在
の
喪
失
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
斎
藤
さ
ん
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
斎
藤
さ

ん
は
大
阪
大
学
・
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
に
住
ん
で
い
た
黒
猫
で
あ
る
。
膝
の

上
に
乗
っ
て
き
た
り
、
講
義
室
に
出
入
り
し
た
り
と
、
そ
の
自
由
奔
放
さ

か
ら
学
生
・
地
域
住
民
た
ち
に
深
く
親
し
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
斎
藤
さ
ん

も
亡
く
な
り
、
ウ
ェ
ブ
ニ
ュ
ー
ス
で
も
報
じ
ら
れ
た
。
斎
藤
さ
ん
は
餌
を

も
ら
い
な
が
ら
、
誰
か
ら
も
何
か
ら
も
束
縛
さ
れ
ず
に
、
猫
ら
し
い
生
き

方
を
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
学
内
に
お
い
て
唯
一
無
二
の
存
在

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
私
た
ち
人
間
は
、
動
物
を
含

め
た
死
に
ゆ
く
存
在
を
思
い
、
悲
し
ん
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
互
い
に

生
き
な
が
ら
に
交
流
で
き
ず
、
思
い
出
と
し
て
し
か
蘇
ら
せ
な
く
な
る

〈
喪
失
的
存
在
〉
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
死
は
生
前
の
様
子
を
知
る
契

機
と
も
な
る
こ
と
か
ら
、
死
が
持
つ
力
の
大
き
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。

　

そ
の
死
は
、
哲
学
・
宗
教
学
・
文
化
人
類
学
・
医
学
・
生
物
学
等
の
諸

領
域
に
わ
た
り
考
察
の
対
象
と
さ
れ
、
学
際
的
に
研
究
す
る
学
問
と
し
て

死
生
学
が
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
死
生
学
の
先
行
研
究
と
定
義
を
示
し
た

上
で
、
筆
者
は
、
死
生
学
を
〝
死
生
の
諸
相
を
射
程
と
し
、
生
き
方
へ
の

問
い
を
成
果
と
し
て
社
会
へ
還
元
す
る
学
問
〞
と
定
義
し
た
。
周
囲
に
目

第
十
部
会
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タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
は
、「
回
復
の
見
込
み
の
な
い
疾
患
の
末
期
（
余

命
が
数
か
月
と
診
断
さ
れ
た
人
）
に
、
苦
痛
を
軽
減
し
、
精
神
的
な
平
安

を
与
え
る
よ
う
に
施
さ
れ
る
医
療
・
介
護
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
背
後

に
は
宗
教
的
理
念
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教

や
仏
教
で
は
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
の
伝
統
宗
教
で
あ
る

神
道
で
は
実
践
ど
こ
ろ
か
研
究
す
ら
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
現
況
に

あ
る
。

　

本
発
表
の
目
的
は
、
な
ぜ
神
道
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
携
わ
っ
て
こ
な

か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
現
代
社
会
に
お
け
る
神
道
の
役
割
と
、
神

道
を
基
盤
に
し
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ

る
。

　

神
道
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
わ
ず
か
に
そ
の
必

要
性
や
可
能
性
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
り
、
研
究
分
野
は
確

立
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
発
表
で
は
戦
後
に
著
さ
れ
た
宗
教
学
と
神

道
学
、
特
に
神
道
と
福
祉
分
野
の
文
献
を
中
心
に
そ
の
理
由
を
探
っ
た
。

　

神
道
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
携
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
①
役

割
・
社
会
、
②
歴
史
・
制
度
、
③
思
想
、
の
三
分
類
に
分
け
ら
れ
、
複
合

的
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
歴
史
的
に
看
取
り
は
主
に
家
族
や
親
族
が
担
っ
て
き
た
。
ま

た
、
民
衆
の
精
神
生
活
上
の
問
題
に
解
決
を
与
え
る
の
は
仏
教
や
儒
教
の

役
割
で
あ
っ
た
。
一
方
、
神
道
は
宗
教
に
あ
ら
ず
と
さ
れ
、
祭
祀
の
た
め

の
国
家
公
共
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
、
神
職
は
神
官
教
導
職
分
離
に
よ
り
布

教
活
動
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
社
会
事
業
の
経
営
者
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
、
戦
後
の
神
社
本
庁
は
対
社
会
活
動
の
主
軸
が
広
領
域

で
具
体
的
な
福
祉
ニ
ー
ズ
の
把
握
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
な
ど
歴
史
や
制

を
向
け
た
時
、
人
々
の
悲
嘆
、
死
の
否
認
、
生
前
を
思
い
偲
ぶ
感
情
は
死

後
も
続
く
。
こ
こ
に
、
死
生
学
の
定
義
で
述
べ
た
「
生
き
方
へ
の
問
い
」

が
見
え
て
く
る
。
宗
教
は
受
け
止
め
き
れ
な
い
死
の
悲
し
み
に
手
を
差
し

伸
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
宗
教
の
力
を
借
り
ず
自
ら
を
癒
そ
う
と
す
る
人

間
の
力
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
死
は
既
知
で
あ
り
、
未
知

で
あ
る
。
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
死
の
先
を
ど
う
考
え

て
ゆ
く
の
か
。
死
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

な
ぜ
神
道
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
携
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
か金

田　

伊
代

　

わ
が
国
は
か
つ
て
の
地
域
共
同
体
や
家
族
制
度
か
ら
、
都
市
化
、
核
家

族
化
、
単
身
者
の
増
加
と
い
っ
た
生
活
形
態
の
変
化
、
個
人
主
義
、
経
済

至
上
主
義
な
ど
価
値
観
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
世
界
で
も
類

を
み
な
い
多
死
社
会
を
迎
え
て
お
り
、
高
齢
者
・
死
亡
者
数
の
増
加
、
医

療
費
や
介
護
負
担
の
増
大
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。「
終
活
」
が
流

行
語
と
な
り
、
葬
儀
や
埋
葬
法
の
多
様
化
だ
け
で
な
く
、「
納
棺
士
」、

「
看
取
り
士
」、「
葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
」、「
お
墓
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
」、「
グ

リ
ー
フ
サ
ポ
ー
ト
バ
デ
ィ
」、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
師
」
な
ど
の
民
間

資
格
制
度
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
人
生
の
終
わ
り
を
ど
こ
で
ど

の
よ
う
に
迎
え
る
か
、
遺
族
に
ど
の
よ
う
に
寄
り
添
う
か
と
い
っ
た
死
に

ま
つ
わ
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
日
本
人
に
は
い
わ
ゆ
る
自
然
崇
拝
や
先
祖
崇

拝
、
多
神
教
と
い
っ
た
固
有
の
宗
教
観
、
死
生
観
、
他
界
観
が
あ
り
、
そ

れ
に
合
っ
た
形
で
の
日
本
的
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。



337　　

第10部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

て
述
べ
た
。

　

一
．
斎
藤
記
者
が
福
生
病
院
の
外
科
医
へ
の
取
材
で
わ
か
っ
た
こ
と
に

は
、
当
該
女
性
透
析
患
者
が
自
ら
の
希
望
で
透
析
中
止
の
意
向
を
示
し
た

と
い
う
が
、
実
際
に
は
外
科
医
が
透
析
中
止
の
選
択
肢
を
示
し
た
の
で
あ

っ
て
、
患
者
は
透
析
を
行
う
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
並
べ
ら
れ
た
上
で
、

ど
う
す
る
か
の
判
断
を
迫
ら
れ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
外
科
医
は
、

透
析
が
根
治
療
法
で
は
な
く
単
な
る
対
症
療
法
で
あ
り
、
延
命
の
一
種
に

す
ぎ
ず
、
必
ず
止
め
時
が
く
る
と
い
う
透
析
の
マ
イ
ナ
ス
面
ば
か
り
を
強

調
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
外
科
医
は
、「
ま
た
透
析
し
よ
う
か
な
」
の

本
人
の
呟
き
（
透
析
中
止
へ
の
迷
い
や
透
析
再
開
の
希
望
の
意
思
）
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
正
気
な
と
き
の
判
断
で
な
い
と
切
り
捨

て
、
正
気
の
と
き
に
書
い
た
と
さ
れ
る
、
事
前
指
示
書
（
透
析
離
脱
書
）

の
方
を
最
優
先
し
た
。
発
表
者
は
、
こ
う
し
た
行
為
は
、
医
師
の
独
善
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
患
者
は
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
ま
ま
不
利
益
を
被
る

選
択
の
あ
る
こ
と
か
ら
（
二
〇
一
九
年
三
月
七
日
付
け
毎
日
新
聞
に
コ
メ

ン
ト
掲
載
）、
死
へ
の
誘
導
説
明
に
基
づ
く
、
患
者
か
ら
得
た
同
意
は
無

効
で
あ
る
、
と
結
論
付
け
た
。

　

二
．
自
己
決
定
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
患
者
の
真
の
意
思
を
汲
み
取

る
し
く
み
、
す
な
わ
ち
ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
医
療
措
置
の

中
止
・
差
控
え
だ
け
で
は
な
く
再
開
・
開
始
の
意
思
も
汲
み
取
る
）
の
必

要
が
あ
る
。「
が
ん
治
療
に
し
ろ
、
医
療
に
し
ろ
、
患
者
・
家
族
が
生
死

に
関
わ
る
決
定
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
場
合
で
も
患
者
本
人
が
自

ら
進
ん
で
治
療
を
や
め
た
い
と
言
い
出
さ
な
い
限
り
、
医
師
が
進
ん
で
、

死
ぬ
選
択
肢
を
示
し
て
は
い
け
な
い
。
情
報
量
の
乏
し
い
患
者
に
比
べ
る

と
医
師
の
立
場
は
強
い
。
患
者
も
医
師
に
ま
か
せ
た
い
。
治
療
中
止
に
信

度
に
よ
る
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
穢
に
関
し
て
の
制
度
や
慣
習
、

さ
ら
に
、
神
道
の
宗
教
的
な
特
徴
も
交
錯
し
て
い
る
が
、
主
と
し
て
、
社

会
が
変
化
し
て
い
る
の
に
、
過
去
の
時
代
を
踏
襲
し
た
ま
ま
社
会
と
の
隔

た
り
が
あ
る
点
が
大
き
い
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
神
道
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
し
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
で
、
で

き
な
い
訳
で
も
、
し
て
は
な
ら
な
い
訳
で
も
な
い
。
穢
は
祭
祀
に
限
局
し

た
際
の
規
程
で
あ
る
と
解
釈
が
可
能
で
あ
る
し
、
神
道
の
も
つ
宗
教
的
な

特
徴
に
よ
る
要
因
は
時
代
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

神
葬
祭
や
、
神
前
で
婚
礼
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
、
神
道
が
社

会
や
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
新
た
に
始
め
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を

鑑
み
て
、
日
本
人
の
死
生
観
の
根
底
を
担
う
神
道
が
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

公
立
福
生
病
院
の
透
析
中
止
問
題
か
ら
考
え
る
「
生
と
死
」

冲
永　

隆
子

　

東
京
都
福
生
市
の
公
立
福
生
病
院
で
、
二
〇
一
八
年
八
月
、
四
四
歳
の

腎
臓
病
患
者
の
女
性
が
、
人
工
透
析
治
療
の
中
止
を
選
び
、
そ
の
後
の
撤

回
を
無
視
さ
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
、
二
〇
一
九
年
三
月
七
日
に
毎
日
新
聞

が
報
道
し
た
こ
と
か
ら
、
治
療
中
止
の
是
非
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
場
で
議
論
が
沸
騰
し
た
。
本
発
表
で
は
、
発
表
者
が
毎

日
新
聞
の
斎
藤
義
彦
記
者
よ
り
受
け
た
取
材
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
か
ら

二
〇
一
九
年
二
月
ま
で
計
三
回
）
を
基
に
、
一
．
福
生
事
件
の
概
要
と
論

点
整
理
、
二
．
当
該
患
者
の
意
思
確
認
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
日
本
に

お
け
る
ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
人
生
会
議
）
の
課
題
に
つ
い
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と
い
う
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
近
年
医
療
人
類
学
や
医

療
社
学
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
「
病
い
の
語
り
」（illness narratives

）

と
い
う
視
点
か
ら
終
戦
ま
で
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
た
ち
の
短
歌
を
検
討
す

る
こ
と
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
短
歌
に
限
ら
ず
患
者
た
ち
の
文
芸
全
般
と

そ
の
受
容
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
昨
年
の
本
学
会
で
は
、「
賀
川
豊
彦

の
ハ
ン
セ
ン
病
観
―
患
者
と
そ
の
文
芸
に
対
す
る
か
か
わ
り
か
ら
―
」
の

発
表
を
行
な
っ
た
。
今
回
は
、
賀
川
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

キ
リ
ス
ト
教
者
の
団
体
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
を
検
討
す
る
。

　

一
九
二
五
年
六
月
、
賀
川
豊
彦
ら
キ
リ
ス
ト
者
六
名
と
非
キ
リ
ス
ト
者

で
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
施
設
全
生
病
院
院
長
の
光
田
健
輔
の
七
人
が
発
起
人

と
し
て
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
（M

ission to Lepers

）
を
設
立
し
、
翌
年
か
ら

機
関
誌
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
の
発
行
を
開
始
す
る
。『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
に
は
、

時
に
「
自
由
療
養
区
」（
患
者
自
身
が
運
営
す
る
患
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

を
推
進
し
よ
う
と
す
る
意
見
も
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
の

体
制
は
、
光
田
健
輔
が
そ
の
制
定
に
関
与
し
た
患
者
の
療
養
施
設
へ
の

「
絶
対
隔
離
」
と
い
う
国
策
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
と
は
、
比
較
文
学
研
究
者
の
メ
ア
リ
ー
・

ル
イ
ー
ズ
・
プ
ラ
ッ
ト
が
植
民
地
に
お
け
る
文
芸
を
研
究
す
る
過
程
で
創

出
し
た
概
念
で
あ
る
。「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
は
、
次
の
よ
う
に
定

義
さ
れ
る
。
複
数
の
文
化
が
遭
遇
し
、
衝
突
し
、
格
闘
す
る
空
間
で
、
文

化
間
の
力
関
係
が
均
等
で
な
い
状
況
、
た
と
え
ば
植
民
地
主
義
、
奴
隷
制
、

ま
た
そ
れ
ら
の
終
焉
後
の
状
況
で
し
ば
し
ば
生
じ
る
。

　

プ
ラ
ッ
ト
は
、
植
民
地
の
先
住
民
が
、
征
服
者
の
も
た
ら
し
た
「
表
現

方
法
」
を
用
い
て
自
己
に
言
及
す
る
こ
と
を
「
自
己
民
族
誌
」（auto-

ethnography
）
と
呼
ぶ
。「
表
現
方
法
」
と
は
、
偶
然
発
見
さ
れ
た
ア

念
を
も
っ
た
医
師
を
患
者
は
信
頼
し
た
が
る
。
自
己
決
定
と
い
い
な
が
ら

誘
導
が
起
き
る
。
患
者
が
死
を
覚
悟
し
て
も
生
き
る
可
能
性
を
見
出
し
、

そ
れ
で
も
限
界
が
く
れ
ば
多
職
種
で
合
議
し
て
、
患
者
と
さ
ら
に
話
す
。

治
療
う
ん
ぬ
ん
よ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
方
が
大
事
で
あ
る
」（
二
〇
一

九
年
七
月
二
日
付
け
毎
日
新
聞
コ
メ
ン
ト
）。
そ
う
し
た
ア
ド
バ
ン
ス
ケ

ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
中
で
、
患
者
の
「
生
き
た
い
」（
透
析
再
開
、
治
療

継
続
）
と
い
う
意
思
を
文
章
化
す
る
し
く
み
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

例
え
ば
、
今
回
の
福
生
事
件
の
場
合
、「
楽
に
し
て
ほ
し
い
」＝「
治
療
継

続
」
を
ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
中
で
文
章
化
の
し
く
み
の
欠

如
が
問
題
で
あ
っ
た
。

　

さ
い
ご
に
．
毎
日
新
聞
の
報
道
は
、
福
生
病
院
を
お
と
し
め
た
い
と
い

う
意
図
の
も
と
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
今
回
の
患
者
の
意
思
確
認
の

問
題
に
つ
い
て
、
議
論
を
起
こ
し
た
い
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。
福

生
病
院
に
落
ち
度
が
あ
る
か
ど
う
か
（
発
表
者
は
ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
の
し
く
み
が
不
十
分
な
中
で
起
き
た
事
件
と
考
え
る
）、
毎
日

新
聞
の
報
道
が
間
違
い
で
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、

日
本
に
お
い
て
ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
し
く
み
が
な
い
こ

と
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
と
キ
リ
ス
ト
教

│
│ 

コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
と
し
て
の
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ 

│
│

松
岡　

秀
明

　

筆
者
は
現
在
、
大
阪
大
学
の
池
田
光
穂
教
授
（
文
化
人
類
学
）
と
と
も

に
、「
終
戦
ま
で
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
『
臣
民
』
化
に
お
け
る
短
歌
と
医

療
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」（
科
研
費
挑
戦
的
研
究
（
萌
芽
）17K

18479

）
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医
療
と
宗
教
の
つ
な
が
り

坂
本　
　

進

　

医
療
・
医
学
の
目
標
が
、
病
気
を
治
す
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
が
、
人
間
に
は
生
老
病
死
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
二
〇
一

七
年
に
一
〇
五
歳
で
な
く
な
ら
れ
た
日
野
原
重
明
医
師
（
一
九
一
一
―
二

〇
一
七
）
は
、
一
九
八
三
年
に
『
延
命
の
医
学
か
ら
生
命
を
与
え
る
ケ
ア

へ
』
と
云
う
著
作
を
著
し
、
一
〇
五
歳
の
時
に
出
版
さ
れ
た
『
生
き
て
い

く
あ
な
た
へ
―
一
〇
五
歳　

ど
う
し
て
も
遺
し
た
か
っ
た
言
葉
』
の
中

で
、
延
命
治
療
で
は
な
く
、
生
命
を
与
え
る
ケ
ア
ー
の
必
要
性
を
語
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
ー
（
終
末
医
療
）
と
も
云
わ
れ
、

ス
イ
ス
の
医
師
ト
ウ
ル
ニ
エ
（
一
八
九
八
―
一
九
八
六
）
は
、
コ
ン
パ
ッ

シ
ョ
ン
（com

passion

寄
り
添
う
・
共
感
す
る
）
医
療
と
語
っ
た
。
千

年
前
の
医
師
で
修
道
女
で
あ
っ
た
ビ
ン
ゲ
ン
の
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ド
（
一
〇

九
八
―
一
一
七
九
）
は
、
病
気
は
治
癒
（curae

）
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
魂
・
存
在
全
体
の
救
い
（salus

）
に
つ
な
が
り
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
（
統
合
的
）
に
処
方
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
述
べ
て
い
る
。
仏

教
の
チ
ベ
ッ
ト
医
学
も
、
同
様
の
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
人
生
八
五
歳

代
に
な
っ
て
き
た
今
、
医
療
は
医
学
の
進
歩
に
伴
い
健
康
の
回
復
・
治
癒

が
な
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
人
生
の
意
味
を
解
き
明
か
す
時
代
へ
と
、
入

っ
て
き
て
い
る
。
日
野
原
医
師
は
、
七
五
歳
以
上
に
な
っ
た
老
人
を
組
織

し
て
『
新
老
人
の
会
』
を
創
立
さ
れ
、
三
つ
の
生
き
方
を
提
言
さ
れ
た
。

人
を
愛
し
愛
さ
れ
る
こ
と
、
常
に
何
か
に
挑
戦
（
チ
ャ
レ
ン
ジ
）
し
新
し

く
創は

じ

め
る
と
い
う
生
き
方
を
す
る
こ
と
、
忍
耐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者

に
共
感
す
る
セ
ン
ス
を
培つ

ち
かう

こ
と
、
で
あ
る
。
医
師
で
あ
っ
た
ト
ウ
ル
ニ

エ
は
、
医
師
の
役
割
は
、
診
断
と
治
療
で
あ
る
と
共
に
、
人
間
が
一
個
の

ン
デ
ス
の
先
住
民
グ
ア
マ
ン
・
ポ
マ
の
手
稿
（
一
六
一
三
）
を
例
に
と
れ

ば
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
年
代
記
的
記
述
、
線
画
で
あ
る
。

『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
に
掲
載
さ
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
体
験
談
、
詩
、
短

詩
系
文
学
（
短
歌
、
俳
句
）
を
、「
自
己
民
族
誌
」
と
捉
え
て
み
た
い
。

　

日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
慰
問
す
る
と
と
も
に
患
者
た
ち

に
文
芸
活
動
を
行
な
う
こ
と
を
推
奨
し
た
。
両
者
は
表
裏
一
体
の
関
係
を

持
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
療
養
所
の
外
と
内
を
つ
な
げ
る
営
為
で
あ
る

が
、
方
向
性
を
異
に
す
る
。
慰
問
と
は
、
外
部
の
人
間
が
療
養
所
に
赴
き

患
者
た
ち
を
慰
撫
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
文
芸
活
動
は
患
者
た
ち

が
自
発
的
に
自
ら
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
療
養
所
の
外
へ
と
出
す
こ
と

で
あ
っ
た
。
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
は
、
慰
問
や
機
関
誌
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
を
通
し

て
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
で
は
な
い
会
員
と
ハ
ン
セ
ン
病
者
が
出
会
う
場
で

あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
を
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ

ー
ン
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
は
、
そ
の
創
刊
号
か
ら
患
者
の
体
験
談
、
詩
、
短
詩

系
文
学
（
短
歌
、
俳
句
）
を
積
極
的
に
掲
載
し
た
。
患
者
の
声
を
取
り
上

げ
た
と
い
う
点
で
、
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
グ
ア
マ
ン
・
ポ

マ
の
手
稿
と
比
較
し
た
場
合
、『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
誌
上
の
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
た
ち
の
文
芸
は
、
ま
ず
隔
離
を
是
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
患
者
の
自

己
検
閲
を
受
け
、
さ
ら
に
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
の
編
集
者
の
検
閲
を
受
け
た

も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
患
者
の
声
は
絶
対

隔
離
を
是
と
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン
病

文
芸
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
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さ
ら
に
、
ナ
ウ
エ
ン
が
『
傷
つ
い
た
癒
し
人
：
苦
悩
す
る
現
代
社
会
と

牧
会
者
』（T

he W
ounded H

ealer: M
inistry in Contem

porary 
Society

）（
一
九
七
二
年
）
を
著
し
た
理
由
は
、
伝
道
者
が
現
代
人
の
苦

悩
を
解
明
し
そ
れ
ら
の
苦
悩
に
傷
つ
き
、
そ
の
傷
を
奉
仕
の
業
の
出
発
点

と
す
る
こ
と
を
願
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
で
な
く
、「
傷
つ
い
た
癒
し
人
」

で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
癒
す
の
で
、
癒
し
人
は
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の
思
い
を

持
つ
べ
き
事
を
ナ
ウ
エ
ン
は
強
調
し
て
い
る
。
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ド
は
、
ナ
ウ

エ
ン
が
「
傷
つ
い
た
癒
し
人
」
と
い
う
概
念
を
一
般
に
広
め
、
そ
の
意
味

で
彼
は
司
牧
の
教
え
を
変
え
た
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
ナ
ウ
エ
ン
は
、

『
生
き
た
想
起
者
：
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
記
念
と
し
て
の
奉
仕
と
祈
り
』

（T
he Living R

em
inder: Service and Prayer in M

em
ory of 

Jesus Christ

）（
一
九
七
八
年
）
で
、「
神
の
み
前
を
歩
も
う
と
す
る
こ

と
に
心
を
用
い
る
生
き
方
」
を
根
本
姿
勢
と
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

　

ナ
ウ
エ
ン
は
、
さ
ら
に
、
個
人
主
義
的
で
競
争
意
識
が
強
く
霊
的
潤
い

の
な
い
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
察
し
、『
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
：
ゆ
り
動
か
す

愛
』（Com

passion: A
 R

eflection on the Christian Life

）（
一

九
八
二
年
）
を
著
し
た
。
競
争
で
な
く
、
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
子
と
し
て

人
々
に
神
の
憐
み
を
示
す
生
き
方
を
、
ナ
ウ
エ
ン
は
人
々
に
求
め
た
。
ま

た
、
ナ
ウ
エ
ン
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
し
て
し
ま
う
社
会
で
、
生
活
の

中
に
愛
に
満
ち
た
神
が
お
ら
れ
る
事
を
よ
り
強
く
意
識
す
る
生
き
方
を

人
々
に
願
っ
て
『
主
の
美
し
さ
を
仰
ぎ
見
よ
：
イ
コ
ン
と
と
も
に
祈
る
』

（Behold the Beauty of the Lord: Praying w
ith Icons

）（
一
九

八
七
年
）
を
公
刊
し
た
。
ま
た
、
神
の
霊
に
生
か
さ
れ
た
生
活
が
信
仰
の

共
同
一
致
と
さ
ら
に
は
世
界
の
解
放
に
つ
な
が
る
こ
と
を
、
ナ
ウ
エ
ン
は

説
明
し
て
い
る
。
ナ
ウ
エ
ン
自
身
、
危
険
を
顧
み
ず
グ
ア
テ
マ
ラ
に
行
き
、

人
格
と
し
て
開
花
し
て
い
く
の
を
助
け
る
こ
と
に
あ
る
、
と
述
べ
て
い

る
。
日
本
医
師
会
は
、
終
末
医
療
に
つ
い
て
の
報
告
を
、
定
期
的
に
提
示

し
て
い
る
。
人
生
の
意
味
を
、
患
者
と
共
に
探
求
し
見
い
出
し
て
い
く
治

療
の
た
め
に
は
、
宗
教
者
と
共
に
協
力
し
合
っ
て
い
く
こ
と
が
、
必
要
と

さ
れ
て
く
る
。
二
〇
一
九
年
、
医
療
と
宗
教
が
協
力
し
合
っ
て
い
く
共
生

社
会
へ
の
、
さ
ら
な
る
出
発
の
時
が
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

北
米
の
キ
リ
ス
ト
教
的
ケ
ア
の
歴
史
に
お
け
る

ヘ
ン
リ
・
ナ
ウ
エ
ン
の
意
義

武
田　

厚
子

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
に
限
っ
て
論
じ
る

が
、
ま
ず
、
Ｒ
・
ウ
ー
ス
ナ
ウ
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
物

質
主
義
が
進
み
、
人
々
が
霊
的
な
意
味
を
求
め
る
「
求
道
性
の
霊
性
」
に

シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
と
見
て
い
る
。
Ｂ
・
ホ
ル
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
人
一
般

の
心
理
学
の
影
響
に
よ
る
自
己
実
現
を
求
め
る
傾
向
を
指
摘
し
た
。
Ｗ
・

オ
ー
ツ
は
、
古
典
的
な
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
の
新
し
い
現
代
向
け
の
方
法
の

一
つ
に
、「
祈
り
、
観
想
、
黙
想
、
霊
的
指
導
」
を
挙
げ
て
お
り
、
ナ
ウ

エ
ン
の
著
作
は
、
祈
り
の
生
活
へ
と
「
傷
つ
い
た
癒
し
人
」
を
導
い
た
と

評
価
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
ナ
ウ
エ
ン
は
『
友
の
た
め
に
い
の
ち
を
捨
て
る
：
奉
仕
者
の
霊

性
』（Creative M

inistry

）（
一
九
七
一
年
）
に
お
い
て
パ
ス
ト
ラ
ル

ケ
ア
を
行
う
人
は
、
自
己
実
現
で
な
く
、
自
己
否
定
の
道
に
向
か
う
必
要

が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
マ
タ
一
六
・
二
四
―
二
五
）。
ナ
ウ
エ
ン
に

と
っ
て
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
は
、「
私
達
が
、
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
を
行
う
時

の
相
手
の
人
生
に
お
け
る
神
を
探
し
続
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
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H
istory of A

lcoholics A
nonym

ous

と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
原

著
で
四
五
〇
頁
に
及
ぶ
本
書
を
一
つ
の
「
依
存
症
の
神
学
」
と
捉
え
て
提

示
す
る
の
が
、
本
発
表
の
目
的
で
あ
る
。
な
お
、
発
表
者
は
同
書
を
邦
訳

し
『
ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
の
歴
史
』
と
し
て
明
石
書
店
よ

り
刊
行
予
定
で
あ
る
。

　

Ａ
Ａ
は
依
存
症
を
、
人
間
が
そ
の
限
界
を
知
る
た
め
に
人
間
に
与
え
ら

れ
た
意
味
深
い
も
の
と
み
な
す
。
そ
の
恩
寵
の
自
覚
と
受
容
に
よ
っ
て
依

存
症
か
ら
の
回
復
に
い
た
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
Ａ
Ａ
は
、
社
会
か

ら
の
ア
ル
コ
ー
ル
の
全
面
的
排
除
を
説
く
「
禁
酒
運
動
」
で
は
な
く
、
依

存
に
い
た
る
個
人
の
生
の
苦
し
み
に
焦
点
を
当
て
て
言
語
化
し
、
依
存
症

者
個
人
の
生
の
改
革
へ
と
導
く
「
断
酒
運
動
」
で
あ
る
。

　

一
九
三
五
年
に
生
ま
れ
た
著
者
のK

urtz

は
神
父
と
な
る
が
、
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
を
経
験
す
る
。
神
父
の
た
め
の
回
復
施
設
で
過
ご
し
た
あ

と
、
研
究
者
・
実
践
家
に
転
身
す
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
か
ら
米
国
文
化

史
研
究
の
博
士
号
を
得
た
の
ち
、
そ
の
研
究
を
活
か
し
大
学
や
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
に
と
り
く
ん
で
広
く
教
育
的
な
講
演
を

行
う
と
と
も
に
、
彼
を
助
け
た
回
復
施
設
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
な
る
。
ま

た
、
人
間
と
し
て
の
有
限
さ
に
直
面
し
た
経
験
を
活
か
し
、
ロ
ン
グ
セ
ラ

ー
と
な
っ
たSpirituality of Im

perfection

を
含
め
た
、
宗
教
伝
統

を
豊
か
に
再
解
釈
す
る
自
己
啓
発
的
な
思
想
書
も
複
数
執
筆
し
た
。
二
〇

一
五
年
に
膵
臓
癌
で
死
去
し
て
い
る
。

　

本
書
は
断
酒
自
助
会
の
歴
史
的
研
究
な
の
だ
が
、
思
想
の
詳
細
な
吟
味

は
、
多
く
の
神
学
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
近
代
の
合
理
主
義
が
人
間
に

も
た
ら
し
た
完
全
へ
の
と
ら
わ
れ
。
完
全
を
む
り
に
目
指
す
ゆ
え
に
か
え

っ
て
隘
路
に
陥
る
人
間
が
、
完
全
へ
の
と
ら
わ
れ
を
捨
て
る
こ
と
を
通
し

虐
殺
さ
れ
た
司
祭
の
物
語
を
書
き
、
出
版
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　

ま
た
、
ナ
ウ
エ
ン
は
、
特
に
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
の
一
部
と
し
て
霊
的
同

伴
を
重
要
視
し
、
Ｋ
・
リ
ー
チ
の
『
魂
の
同
伴
者
』
の
ア
メ
リ
カ
版
の
序

論
に
お
い
て
、「
牧
会
に
お
い
て
霊
的
同
伴
が
中
心
で
あ
る
こ
と
を
回
復

さ
せ
た
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
ナ
ウ
エ
ン
は
ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
の
司
祭

と
し
て
本
物
の
関
心
と
憐
み
を
示
し
、
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
の
歴
史
に
残
る

ケ
ア
を
行
っ
た
。
Ｍ
・
オ
ラ
フ
リ
ン
は
、
ナ
ウ
エ
ン
の
キ
リ
ス
ト
と
と
も

に
下
へ
と
向
か
う
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
世
的
成
功
を
求
め
る
社
会
の
キ

リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
重
要
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
と
評
価
し
て
い
る
。

　

ナ
ウ
エ
ン
が
、
こ
の
時
代
の
状
況
（
競
争
社
会
な
ど
）
を
よ
く
理
解

し
、
人
々
の
霊
的
渇
き
を
的
確
に
把
握
し
著
作
を
著
し
た
こ
と
を
、
Ｄ
・

ラ
ナ
ウ
エ
は
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
ナ
ウ
エ
ン
が
心
理
学
の
知
見
の
上

に
、
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
に
お
い
て
霊
性
を
重
ん
じ
て
い
る
点
を
、
Ｗ
・
ハ

ー
ナ
ン
デ
ズ
は
評
価
し
て
い
る
（
Ｓ
・
ヒ
ル
ト
ナ
ー
は
、
基
本
的
に
聖
書

的
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
霊
性
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
）。
ゆ
え
に
、
ナ

ウ
エ
ン
の
最
も
重
要
な
意
義
は
、
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
に
お
い
て
霊
性
を
重

ん
じ
た
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

依
存
症
の
神
学

│
│ Ernest K

urtz

に
よ
るA

lcoholics A
nonym

ous

史 

│
│

葛
西　

賢
太

　

キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
運
動
を
背
景
に
も
つ
断
酒
自
助
会
ア
ル
コ
ホ
ー
リ

ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス（
以
下
、
Ａ
Ａ
。
Ａ
Ａ
自
体
は
宗
教
団
体
で
は
な
い
）

の
詳
細
か
つ
正
確
な
歴
史
を
描
い
た
、
米
国
宗
教
文
化
史
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
博
士
論
文
を
、
一
九
七
九
年
にErnest K

urtz

がN
ot-G

od: A
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も
依
存
症
の
種
類
に
お
い
て
も
多
様
な
人
々
を
受
け
入
れ
て
、
本
質
に
関

わ
る
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
過
程
で
も
あ
り
、「
依
存
症
の
神
学
」
は

そ
の
避
け
が
た
い
変
化
を
も
捉
え
る
の
で
あ
る
。

精
神
医
学
と
狸
憑
き 

│
│ 『
実
説
古
狸
合
戦
』
を
め
ぐ
っ
て 

│
│

斎
藤　
　

喬

　

本
発
表
は
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
公
刊
と
な
る
関
西
の
二
代

目
神
田
伯
龍
口
演
『
実
説
古
狸
合
戦
：
四
国
奇
談
』
で
描
き
出
さ
れ
る
狸

憑
き
の
場
面
に
つ
い
て
分
析
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
憑
依
現
象

を
病
理
と
し
て
発
見
す
る
同
時
代
の
精
神
医
学
者
の
論
点
を
概
観
し
た
上

で
、
阿
波
の
生
活
文
化
と
し
て
の
狸
憑
き
と
重
ね
合
わ
せ
て
検
証
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

伯
龍
口
演
『
古
狸
合
戦
』
で
は
、
大
和
屋
と
い
う
染
物
屋
の
主
人
茂
右

衛
門
が
命
を
助
け
た
金
長
と
い
う
狸
が
、
あ
る
日
奉
公
人
の
亀
吉
に
憑
依

す
る
。
憑
依
状
態
の
亀
吉
は
十
人
並
の
働
き
を
す
る
ば
か
り
か
、
病
の
治

癒
法
を
教
え
た
り
吉
凶
を
判
じ
た
り
す
る
た
め
に
近
所
の
評
判
と
な
り
、

さ
ら
に
は
亀
吉
＝
金
長
に
客
を
取
ら
れ
た
易
者
が
貶
め
よ
う
と
や
っ
て
き

た
が
、
そ
こ
で
易
学
の
問
答
を
し
て
追
い
返
し
た
た
め
彼
の
名
声
は
ま
す

ま
す
高
く
な
る
、
と
い
う
の
が
『
古
狸
合
戦
』
の
前
半
部
分
の
あ
ら
す
じ

で
あ
る
。
こ
う
し
た
憑
依
場
面
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
特
に
口
演
速
記
と

同
時
代
の
精
神
医
学
者
た
ち
が
憑
依
現
象
を
ど
の
よ
う
に
病
理
化
し
て
解

釈
し
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
原
話
と
な
る
事
件
が
天
保
十
年

に
発
生
し
た
と
言
わ
れ
る
『
古
狸
合
戦
』
の
憑
依
現
象
を
多
面
的
に
考
察

す
る
た
め
の
前
提
と
し
た
い
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
説
を
導
入
す
る
こ
と
で
開
始
し
た
日
本
精
神
医
学
の

て
、
逆
説
的
に
苦
し
み
の
「
底
」
か
ら
回
復
し
て
い
く
、
と
い
う
人
間

観
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
よ
る
不
名
誉
や
罪
責
感
な
ど
か
ら
ど
の
よ
う

に
救
済
さ
れ
る
か
の
体
験
的
な
叙
述
。
依
存
症
が
生
じ
る
病
因
論
、
な
ぜ

こ
の
自
分
が
苦
し
む
の
か
を
説
明
す
る
神
義
論
。
こ
の
回
復
・
救
済
は
治

癒
や
原
状
復
帰
で
は
な
く
、
人
間
が
有
限
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
い
つ
再
飲
酒
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
危
機
意
識
。
そ
し
て
、
自

分
が
回
復
し
た
ら
他
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
回
復
を
維
持
す
る
と

い
う
、
福
音
主
義
的
な
実
践
神
学
。
有
神
論
寄
り
の
敬
虔
主
義
的
な
回
復

過
程
モ
デ
ル
（
降
伏
、
回
心
、
救
済
）
を
先
行
す
る
キ
リ
ス
ト
教
運
動
か

ら
取
り
入
れ
つ
つ
、
内
在
的
聖
性
を
「
自
分
な
り
に
理
解
」
す
る
こ
と
を

勧
め
て
、
こ
の
回
復
過
程
モ
デ
ル
を
心
理
学
的
に
も
説
明
で
き
る
、
無
神

論
者
・
不
可
知
論
者
を
も
許
容
す
る
幅
を
持
つ
。「
神
学
」
と
呼
ぶ
の
は
、

け
っ
し
て
、
偏
狭
で
柔
軟
性
を
欠
い
た
ド
グ
マ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

人
間
と
、
人
間
を
超
え
る
存
在
を
見
す
え
る
幅
広
く
い
き
い
き
し
た
思
想

を
形
容
す
る
た
め
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
依
存
症
の
神
学
」（「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
）
は
、

人
間
の
不
完
全
性
を
強
調
し
つ
つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
努
力
の
全
放
棄
で

は
な
い
治
療
的
姿
勢
を
提
案
す
る
。
そ
し
て
、
不
完
全
な
人
間
で
あ
る
が

ゆ
え
に
他
者
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
新
た
に
Ａ
Ａ
を
訪
れ
た
新

参
者
は
、
そ
こ
で
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
よ
う
招
か
れ
る
（「
フ

ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
」）。
思
想
と
組
織
に
相
当
す
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
「
フ

ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
」
は
、
柔
軟
性
を
保
持
で
き
る
よ
う
、
う
ち
に
さ
ま
ざ
ま

な
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
不
完
全
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
三
五
年
の
誕

生
以
来
、
Ａ
Ａ
は
紆
余
曲
折
を
経
て
成
長
を
し
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、
宗

教
的
な
多
様
性
だ
け
で
な
く
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
お
い
て
も
性
に
お
い
て
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概
念
と
し
て
設
定
し
た
た
め
、
榊
の
分
類
に
お
け
る
②
と
③
の
区
別
が
荒

木
に
お
い
て
は
む
し
ろ
判
然
と
し
な
い
。
当
人
の
主
語
が
狐
狸
と
な
っ
て

被
憑
依
者
を
三
人
称
で
語
る
場
合
と
被
憑
依
者
が
主
体
性
を
維
持
し
た
ま

ま
狐
狸
の
体
感
を
語
る
場
合
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
彼
ら
が
参
照
し
た
学

説
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
染
織
史
及
び
阿
波
の
郷
土
史
調
査
で
知
ら
れ
る
後
藤
捷
一

が
一
九
〇
〇
年
以
前
に
当
時
八
十
六
歳
の
曽
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
（「
阿

波
に
於
け
る
狸
傳
説
十
八
則
」）
で
は
、
あ
る
髪
結
の
女
性
が
「
屋
島
の

禿
狸
」
に
憑
か
れ
て
狸
に
成
り
代
わ
り
病
気
治
し
や
吉
凶
占
い
を
す
る
と

い
う
の
だ
が
、
そ
の
度
毎
に
「
只
今
歸
つ
て
参
り
ま
し
た
」
と
ひ
と
言
を

発
し
て
別
人
の
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。『
古
狸
合
戦
』
の
憑
依
場

面
を
分
析
す
る
際
に
は
、
上
記
し
た
日
本
精
神
医
学
最
初
期
の
成
果
を
考

慮
に
入
れ
つ
つ
、
こ
の
よ
う
に
民
間
巫
者
で
あ
り
治
療
者
で
も
あ
る
阿
波

の
狸
憑
き
文
化
と
の
重
ね
合
わ
せ
の
中
で
、
そ
れ
が
講
談
と
し
て
明
治
末

期
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
の
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
け
る

喪
の
作
業
と
創
造
性

田
口　

博
子

　

メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
（M

elanie K
lein

）
は
幼
児
の
精
神
分
析
の

開
拓
者
で
あ
り
、
英
国
対
象
関
係
論
の
基
盤
を
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

今
回
の
発
表
で
は
ク
ラ
イ
ン
の
「
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
の
理
論
と
、
そ

れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（Sigm

und 
Freud

）
の
「
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」（
一
九
一
七
）
を
概
観
し
、「
喪
と

そ
の
躁
う
つ
状
態
と
の
関
係
」（
一
九
四
〇
）
で
引
用
さ
れ
た
箇
所
を
中

最
初
期
に
、
狐
憑
き
は
「
狐
憑
病
」
と
い
う
名
称
で
再
設
定
さ
れ
た
。
島

村
俊
一
は
明
治
二
十
四
年
に
島
根
県
で
「
狐
憑
病
」
の
調
査
を
し
て
い
る

が
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
た
論
文
（「
島
根
県
下
狐
憑
病
取
調
報
告
」）
に

お
い
て
、「
人
狐
」
の
家
筋
を
め
ぐ
る
風
俗
は
社
会
上
の
害
毒
で
あ
る
と

断
言
し
、
精
神
医
学
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
る
べ
き
理
由
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
れ
に
続
く
榊
俶
の
論
文
（「
狐
憑
病
に
就
て
」）
で
は
、
西
洋
の

「
リ
カ
ン
ト
ロ
ピ
ア
」
に
参
照
し
た
上
で
「
狐
憑
病
」
の
別
名
と
し
て
「
ア

ロ
ペ
カ
ン
ト
ロ
ピ
ア
」
を
提
唱
し
、
さ
ら
に
は
自
験
例
五
十
二
名
の
症
状

か
ら
「
狐
憑
病
」
を
以
下
の
よ
う
に
三
種
に
分
類
し
て
い
る
。
①
「
周
囲

か
ら
し
て
、
強
い
て
狐
憑
病
で
あ
る
と
云
ふ
診
断
を
附
け
た
」
も
の
②

「
妄
覚
に
基
づ
く
も
の
で
即
ち
自
分
の
身
躰
に
狐
が
着
い
て
居
る
と
云
ふ

の
と
、
一
つ
は
自
分
の
周
囲
に
狐
が
居
る
と
云
ふ
、
此
二
通
り
」
③
「
心

理
學
上
に
極
く
大
切
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
自
己
が
狐
に
な
つ
て
仕
舞
ふ

と
云
ふ
」
も
の
。

　

島
村
と
榊
の
成
果
を
受
け
て
、
荒
木
蒼
太
郎
は
「
附
憑
病
」
の
用
語
を

使
っ
て
徳
島
県
に
お
け
る
犬
神
憑
き
と
狸
憑
き
に
関
す
る
二
十
二
の
自
験

例
の
診
断
結
果
を
報
告
す
る
論
文
（「
徳
島
県
下
ノ
犬
神
憑
及
ヒ
狸
憑
ニ

就
キ
テ
」）
を
発
表
し
た
。
荒
木
は
「
真
正
の
附
憑
狂
」
か
ど
う
か
の
診

断
基
準
と
し
て
憑
依
現
象
に
お
け
る
「
人
性
転
換
」
を
重
視
し
た
が
、
こ

れ
は
榊
の
分
類
に
お
い
て
は
③
に
該
当
し
、
人
格
の
変
容
を
来
さ
な
い
も

の
は
省
略
し
た
と
書
き
記
し
て
い
る
。
荒
木
は
そ
の
後
、『
精
神
病
学
枢

機
』
と
い
う
辞
書
的
な
著
書
の
中
で
「
狐
狸
憑
依
」
を
「
憑
依
妄
想
」
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
組
み
込
む
と
と
も
に
、
そ
の
下
位
分
類
と
し
て
「
人
性
分

裂
」
の
説
明
を
付
け
加
え
て
い
る
。
し
か
し
「
人
性
転
換
」
に
基
づ
く
は

ず
の
彼
の
「
附
憑
病
」
を
、「
妄
覚
」
に
基
づ
く
「
憑
依
妄
想
」
の
下
位
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な
い
か
と
い
う
」
迫
害
不
安
を
抱
く
。
そ
れ
に
加
え
て
、
愛
す
る
良
い
対

象
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
、
対
象
に
向
け
た
自
ら
の
攻
撃
性
に
対
す
る
罪
悪

感
を
体
験
す
る
。
さ
ら
に
攻
撃
を
加
え
た
対
象
を
愛
情
か
ら
償
お
う
と
す

る
衝
動
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
連
動
し
て
防
衛
も
変
化
す
る
。
こ

の
よ
う
な
特
殊
な
対
象
―
不
安
―
防
衛
の
集
合
体
が
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
感
情
と
不
安
は
、
正
常
に
発
達
す
る
に
つ
れ
て
さ
ま

ざ
ま
な
方
法
で
制
御
さ
れ
る
。

　
「
現
実
を
検
討
す
る
こ
と
は
フ
ロ
イ
ト
が
「
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
で

説
明
し
た
よ
う
に
、
喪
の
作
業
の
重
要
な
要
素
を
示
す
」
と
い
う
文
言
で

ク
ラ
イ
ン
は
論
考
を
始
め
、
続
い
て
喪
の
作
業
を
経
済
論
的
に
論
じ
た
箇

所
を
引
用
す
る
。「
…
…
〔
リ
ビ
ド
ー
が
結
び
つ
い
て
い
る
〕
対
象
は
も

は
や
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
自
我
は
い
わ
ば
こ
の
運
命
を
共
に
す
る
の
か

と
い
う
問
い
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
生
き
な
が
ら
え
る
と
い
う
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
的
な
充
足
の
総
計
の
た
め
に
、
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
対
象
へ
の
拘

束
を
解
消
す
る
と
い
う
決
定
を
甘
受
す
る
。〔
中
略
〕
結
び
つ
き
を
こ
の

よ
う
に
解
消
す
る
こ
と
は
と
て
も
ゆ
っ
く
り
と
、
そ
し
て
一
歩
一
歩
進
ん

で
行
く
」。
こ
の
引
用
に
は
前
半
部
分
が
存
在
し
、
正
常
な
喪
に
は
勝
利

感
が
無
縁
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ク
ラ
イ
ン
は
正
常

な
喪
に
も
対
象
へ
の
勝
利
感
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
抑

う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
は
両
親
や
兄
弟
姉
妹
に
対
す
る
死
の
願
望
が
生
じ

る
。
自
分
の
愛
す
る
人
の
死
は
、
そ
の
願
望
の
成
就
と
捉
え
ら
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
そ
の
人
物
は
幼
児
期
の
重
要
な
人
物
を
あ
る
程
度
代
理
し
て
、

か
れ
ら
に
対
す
る
感
情
も
引
き
継
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
人
物
の
死

に
は
勝
利
感
が
伴
い
、
そ
の
た
め
に
罪
悪
感
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
自
ら

の
攻
撃
性
が
対
象
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
罪
悪
感
が
対
象
を
再
建

心
に
、
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
喪
の
作
業
と
創
造
性
の
関
連
を
考

察
す
る
。

　
「
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
で
は
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
本
質
は
正
常
な
情

動
で
あ
る
喪
と
比
較
さ
れ
る
。「
喪
と
は
愛
す
る
人
、
あ
る
い
は
祖
国
や

自
由
や
理
想
の
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
人
物
の
か
わ
り
を
つ
と
め
る
よ
う

な
抽
象
的
な
概
念
を
喪
失
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
応
で
あ
る
」。
他
方
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
は
、「
深
く
沈
痛
な
不
機
嫌
さ
、
外
的
世
界
へ
の
関
心
が
失

せ
る
こ
と
、
愛
す
る
能
力
の
喪
失
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
制
止
や
、
自
尊
感

情
の
低
下
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
喪
と
共
通
し
て

い
る
が
、「
自
己
非
難
」
や
「
自
己
叱
責
」
と
い
っ
た
自
我
感
情
の
低
下

は
喪
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。「
喪
で
は
世
界
が
貧
し
く
虚
ろ
な
も
の
に

な
る
。〔
そ
れ
に
対
し
て
〕
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
で
は
自
我
自
身
が
貧
し
く
虚

ろ
な
も
の
に
な
る
」。
自
己
に
対
す
る
非
難
を
注
意
深
く
聴
く
と
、
そ
れ

は
愛
情
の
対
象
へ
の
非
難
が
反
転
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
は
主
体
の
対
象
へ
の
関
係
（
対
象
選
択
）
が
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

的
な
段
階
で
生
じ
、
そ
こ
で
は
対
象
と
の
葛
藤
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
愛
情
関
係
が
維
持
さ
れ
る
。
そ
し
て
対
象
の
喪
失
が
自
己
の
一
部
分

の
喪
失
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。

　

ク
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
後
四
カ
月
か
ら
五
カ
月
に
か
け
て
、
幼
児
の

対
象
関
係
に
重
大
な
変
化
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
主
体
と
部
分
対
象
と
の
関

係
か
ら
、
全
体
対
象
と
の
関
係
へ
の
変
化
で
あ
る
。
乳
児
は
、
自
分
に
欲

求
不
満
を
引
き
起
こ
す
対
象
は
、
自
分
を
満
足
さ
せ
る
対
象
と
同
一
の
も

の
で
あ
る
と
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
対
象
に
愛
と
憎
し
み
の
双
方
を

感
じ
る
。
そ
れ
以
前
の
「
妄
想
―
分
裂
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
乳
児
は

「
自
我
が
単
数
ま
た
は
複
数
の
悪
い
対
象
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
わ
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病
院
修
道
女
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
い
く
つ
か
の
史
料
は
、
リ
ヨ
ン
の
事
例
が
共
和
派
に
高
く
評

価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
実
際
、
あ
る
内
務
省
官
僚
は
リ

ヨ
ン
の
事
例
を
「
ラ
イ
シ
テ
化
の
理
想
形
」
と
評
し
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
本
発
表
は
次
の
仮
説
を
提
示
し
た
。
す
な
わ

ち
、
リ
ヨ
ン
で
は
パ
リ
と
は
異
な
る
ラ
イ
シ
テ
が
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
リ
ヨ
ン
の
病
院
修
道
女
の
地
域
的
特

殊
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

リ
ヨ
ン
の
病
院
修
道
女
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
が
あ
る
。
当
時
の
表
現

を
用
い
れ
ば
、
リ
ヨ
ン
の
病
院
修
道
女
は
「
半
分
世
俗
的
で
半
分
宗
教

的
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ヨ
ン
の
病
院
修
道
女
は
た
し
か
に
、
一
見
普

通
の
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
女
で
あ
る
。
見
習
い
期
間
を
経
て
修
練
女
と
な

り
、
そ
れ
か
ら
約
十
年
間
の
働
い
た
の
ち
に
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る
。
病

院
に
住
込
み
な
が
ら
、
日
に
三
度
の
祈
禱
、
看
護
業
務
を
行
う
。
し
か
し
、

リ
ヨ
ン
の
病
院
修
道
女
は
正
式
な
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
女
で
は
な
い
。
修
道

誓
願
は
た
て
て
お
ら
ず
、
好
き
な
と
き
に
病
院
修
道
女
を
や
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
人
事
権
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
な
く
公
的
な
病
院
管
理

局
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ヨ
ン
の
病
院
修
道
女
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗

教
的
権
威
で
は
な
く
、
病
院
管
理
局
の
世
俗
的
権
威
に
服
し
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
リ
ヨ
ン
の
病
院
修
道
女
に
は
、
精
神
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク

修
道
女
で
あ
る
も
の
の
、
制
度
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
女
で
は
な
い
と

い
う
地
域
的
特
殊
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
地
域
的
特
殊
性
が
、
リ
ヨ
ン
の
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化
を
パ
リ
と
は

異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
。
リ
ヨ
ン
の
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化
は
ま
ず
、

「
追
放
」
で
は
な
く
「
監
視
」
を
重
視
し
て
い
る
。
実
際
、
史
料
か
ら
は
、

す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
ク
ラ
イ
ン
は
主
張
す
る
。
対
象
へ
の

「
償
い
」
が
昇
華
や
創
造
性
に
つ
な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
回
の
テ
ー

マ
と
し
た
い
。

リ
ヨ
ン
の
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化

│
│ 

病
院
修
道
女
の
地
域
的
特
殊
性
を
中
心
に 

│
│

田
中　

浩
喜

　

本
発
表
の
目
的
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
に
お
け
る
病
院
の
ラ
イ
シ
テ

化
の
特
徴
を
、
リ
ヨ
ン
独
自
の
病
院
修
道
女
の
あ
り
方
に
注
目
し
な
が
ら

解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
研
究
は
こ
れ
ま
で
、
学
校
の

ラ
イ
シ
テ
化
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
が
、
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化
の
歴
史
的
重
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

病
院
の
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
研
究
は
端
緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら

な
る
研
究
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
発
表
は
、
十
九
世
紀
後

半
の
リ
ヨ
ン
で
展
開
し
た
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
り
上

げ
た
。

　

本
発
表
で
は
ま
ず
、
パ
リ
と
リ
ヨ
ン
の
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化
を
比
較
し

た
。
パ
リ
の
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化
は
二
つ
の
原
理
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
は
「
追
放
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
看
護
を
担
っ
て
い
た
病
院
修
道

女
を
病
院
か
ら
追
放
す
る
こ
と
を
指
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
「
代
替
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
修
道
女
の
追
放
に
よ
り
不
足
し
た
人
員
を
、
新
設
の
看
護

学
校
で
養
成
し
た
世
俗
看
護
婦
で
埋
め
合
わ
す
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
対

し
、
リ
ヨ
ン
で
は
病
院
修
道
女
の
「
追
放
」
も
「
代
替
」
も
な
さ
れ
て
い

な
い
。
史
料
か
ら
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
リ
ヨ
ン
で
は
、
病
院
修
道
女
は

む
し
ろ
増
え
て
い
る
こ
と
、
新
設
の
看
護
学
校
の
生
徒
の
大
半
は
既
存
の
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の
施
設
で
特
記
す
べ
き
点
は
、
理
事
長
が
暴
力
団
の
組
長
と
い
う
刑
余
者

で
、
刑
務
所
で
洗
礼
を
受
け
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

利
用
者
の
再
犯
率
が
低
く
、
再
犯
後
も
オ
リ
ー
ブ
の
家
に
再
入
室
を
希
望

し
た
り
、
自
立
後
も
、
オ
リ
ー
ブ
の
家
の
近
く
に
居
を
構
え
る
者
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
復
帰
を
目
指
す
人
々
に
と
っ
て
、
一
定
の

居
場
所
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
利

用
者
が
障
害
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
高
齢
者
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
自

立
後
も
サ
ポ
ー
ト
の
拠
点
と
な
る
べ
く
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
も
設
立
し

た
。
こ
の
事
例
か
ら
、
本
報
告
で
は
、
社
会
復
帰
を
目
指
す
利
用
者
に
と

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
「
居
場
所
」
で
あ
る
こ
と
が
自
立
支
援
に
有
効
な
要

素
で
あ
り
、
そ
こ
に
理
事
長
の
実
践
す
る
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
、
居
場
所
と
は
、
教
育
学
の
分
野
で
の
研
究
蓄
積
か
ら
「
安
心
で

き
、
自
分
ら
し
く
い
ら
れ
る
場
所
」
と
い
う
一
定
の
定
義
は
で
き
る
。
本

報
告
で
は
、
自
立
準
備
ホ
ー
ム
と
い
う
物
理
的
居
場
所
に
加
え
て
、
存
在

を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
精
神
的
・
心
理
的
居
場
所
と
い
う
意
味
合
い
、

さ
ら
に
、
刑
罰
よ
り
も
福
祉
的
処
遇
の
必
要
な
知
的
障
害
を
も
っ
て
い
る

人
々
を
視
野
に
入
れ
て
、
と
く
に
、
人
が
人
を
ケ
ア
す
る
と
い
う
ケ
ア
論

の
視
点
で
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

さ
て
、
具
体
的
に
、「
オ
リ
ー
ブ
の
家
」
の
事
例
を
見
て
い
こ
う
。
青

木
康
正
理
事
長
は
、
十
代
の
こ
ろ
か
ら
少
年
鑑
別
所
や
少
年
院
で
過
ご

し
、
成
人
に
な
っ
て
か
ら
も
三
回
の
刑
務
所
生
活
を
送
る
。
四
七
歳
の
と

き
に
、
刑
務
所
内
で
抗
争
相
手
か
ら
頭
部
を
ハ
ン
マ
ー
で
打
た
れ
、
そ
の

病
室
で
聖
書
に
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
道
へ
進
む
。
受
洗

し
た
の
ち
に
、
出
所
後
、
高
齢
で
身
寄
り
の
な
い
出
所
者
た
ち
の
社
会
復

病
院
修
道
女
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
な
く
病
院
管
理
局
に
従
属
し
て
い

る
以
上
、
病
院
修
道
女
は
共
和
派
の
政
敵
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
重
要

な
の
は
病
院
修
道
女
を
「
追
放
」
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
「
監
視
」

を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
リ
ヨ
ン
の
共
和
派
の
あ
い
だ

で
主
流
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
病
院
修
道
女
を
「
追

放
」
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
よ
り
現
実
的
な
思
惑
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

清
貧
を
善
と
す
る
病
院
修
道
女
を
安
価
な
人
的
資
源
と
し
て
「
利
用
」
し

よ
う
と
い
う
思
惑
で
あ
る
。
実
際
、
当
時
の
リ
ヨ
ン
で
は
、
世
俗
看
護
婦

の
コ
ス
ト
の
高
さ
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
病
院
修
道
女
の
「
半
分
世
俗
的

で
半
分
宗
教
的
」
な
性
格
が
、
反
教
権
主
義
と
い
う
共
和
派
の
政
治
目
標

と
、
市
行
政
の
コ
ス
ト
削
減
と
い
う
経
済
目
標
の
両
立
を
可
能
に
し
た
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
パ
リ
の
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化
が
「
追
放
」
と
「
代

替
」
を
特
徴
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
リ
ヨ
ン
の
病
院
の
ラ
イ
シ
テ
化

は
「
監
視
」
と
「
利
用
」
を
特
徴
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。

居
場
所
と
は
何
か

│
│ 

自
立
準
備
ホ
ー
ム
「
オ
リ
ー
ブ
の
家
」
の
事
例 
│
│

萩
原　

修
子

　

国
内
の
再
犯
者
率
は
、
約
五
割
と
言
わ
れ
る
な
か
で
、
出
所
後
に
社
会

復
帰
の
た
め
の
受
け
皿
と
な
る
更
生
保
護
施
設
の
果
た
す
役
割
は
大
き

い
。
一
方
で
、
更
生
保
護
施
設
の
収
容
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
二

〇
一
一
年
よ
り
、
保
護
観
察
所
に
許
可
さ
れ
た
民
間
の
事
業
者
「
自
立
準

備
ホ
ー
ム
」
が
そ
の
受
け
皿
に
加
わ
っ
て
い
る
。
熊
本
市
内
に
あ
る
自
立

準
備
ホ
ー
ム
「
オ
リ
ー
ブ
の
家
」
は
、
二
〇
一
四
年
か
ら
受
け
入
れ
を
開

始
し
、
二
〇
一
九
年
九
月
時
点
で
、
受
け
入
れ
数
が
百
名
と
な
っ
た
。
こ
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を
行
う
と
い
う
実
践
を
揺
る
ぎ
な
く
「
つ
な
ぐ
場
」
だ
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。

ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ニ
エ
の
実
践 

│
│ 「
自
律
／
他
律
」
を
問
い
直
す 

│
│

寺
戸　

淳
子

　

本
発
表
は
、
知
的
な
障
害
が
あ
る
人
と
ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
共
に
暮
ら
す

〈
ラ
ル
シ
ュ
〉（「
ノ
ア
の
箱
舟
」
の
意
）
共
同
体
運
動
を
取
り
上
げ
、
創

設
者
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ニ
エ
が
強
調
す
る
「
契
り
」（A

lliance

：
結
婚
、

モ
ー
セ
の
契
約
の
柩
、
の
意
）
の
儀
式
と
観
念
に
、
共
同
体
と
市
民
社
会

（
契
約
）
を
め
ぐ
る
議
論
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、「
ケ
ア
」
の
視
点
を
組
み
込
む
こ
と
で
権
利
と
契
約
に
基
づ
く

従
来
の
社
会
契
約
論
の
見
直
し
を
図
ろ
う
と
す
る
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム

と
エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
イ
の
議
論
と
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の

「
共
通
世
界
」
論
を
批
判
的
に
参
照
す
る
。

　

ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
は
一
九
六
四
年
に
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ニ
エ
が
カ
ト
リ
ッ

ク
信
仰
に
基
づ
き
、
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
の
精
神
と
一
九
六
〇
年
代

の
共
同
体
運
動
の
盛
り
上
が
り
を
背
景
に
、
知
的
な
障
害
が
あ
る
男
性
二

人
と
共
同
生
活
を
始
め
た
こ
と
か
ら
誕
生
し
た
。
そ
の
後
カ
ト
リ
ッ
ク
以

外
の
信
仰
に
基
づ
く
共
同
体
が
各
地
に
生
ま
れ
、
現
在
は
三
十
以
上
の
国

に
一
四
〇
カ
所
以
上
の
共
同
体
を
数
え
る
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し

て
い
る
。
一
つ
の
共
同
体
は
四
―
五
軒
の
家
か
ら
な
り
、
各
家
に
四
―
五

人
の
メ
ン
バ
ー
（
知
的
な
障
害
が
あ
る
人
）
と
ほ
ぼ
同
数
の
ア
シ
ス
タ
ン

ト
が
暮
ら
す
。
通
常
は
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
行
政
の
援
助
と
指
導
の
下

に
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
多
く
は
「
市
民
貢
献
活

動
」（
市
民
教
育
）
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
一
年
間
滞
在
す
る
若
者
で
あ

帰
の
受
け
皿
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
、
本
施
設
を
設
立
す
る
。
理
事
長
ら

の
日
々
の
実
践
は
、
利
用
者
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
呼
ぶ
）
ら
と
一
人
一
人
毎

日
交
換
日
記
を
交
わ
し
、
少
し
ず
つ
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
、
メ

ー
ル
や
ラ
イ
ン
で
の
毎
日
の
聖
句
配
信
や
、
日
々
の
挑
戦
や
フ
ァ
ミ
リ
ー

の
声
な
ど
を
掲
載
す
る
月
刊
誌
を
刊
行
す
る
こ
と
、
み
な
で
感
謝
と
と
も

に
祈
り
、
食
卓
を
囲
む
こ
と
な
ど
、
で
あ
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
中
で
、
ス

タ
ッ
フ
に
な
っ
た
人
も
数
名
い
る
が
、
彼
ら
の
よ
う
に
、
お
世
話
し
て
く

れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
お
世
話
す
る
側
へ
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
か
ら
ケ
ア
す

る
側
へ
と
い
う
事
例
が
見
て
取
れ
る
。

　

こ
う
し
た
事
例
を
、
ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
論
に
お
け
る

「
場
の
中
に
い
る　

in-Place

」
と
い
う
視
点
で
考
察
し
て
み
る
と
、
ケ

ア
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
場
の
中
に
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
の

覚
知
に
よ
る
感
謝
が
、
他
者
へ
の
ケ
ア
と
し
て
表
明
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ

る
。
理
事
長
ら
の
日
々
の
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
、
自
ら

が
依
存
し
て
い
る
場
を
覚
知
さ
せ
、
世
界
に
お
け
る
自
分
の
存
在
の
確
実

性
を
見
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
ケ
ア
す
る
の
か
、
そ
れ
は
ケ
ア
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

青
木
理
事
長
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
ケ
ア
す
る
の
は
、
彼
自
身
が
、
家
族
か
ら

ど
ん
な
時
も
ケ
ア
さ
れ
続
け
て
き
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
を
覚
知
さ

せ
た
の
が
聖
書
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ケ
ア
さ
れ
た
か
ら
ケ

ア
を
す
る
と
い
う
両
者
を
つ
な
ぐ
も
の
が
、
彼
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
事
例
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の

実
践
こ
そ
が
、
ケ
ア
さ
れ
、
ケ
ア
を
す
る
こ
と
、
そ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
強

力
な
論
理
と
し
て
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
自
立
支
援
が
有
効
と
な

る
居
場
所
と
は
、
安
心
で
き
る
場
所
と
い
う
以
上
に
、
ケ
ア
さ
れ
、
ケ
ア
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れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ケ
ア
さ
れ
る
こ
と
も
「
権
利
」
で
あ
り
、
そ
の

「
権
利
」
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
間
は
対
等
で
あ
る
）
や
、
キ
テ
イ
の
議

論
（「
ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る
」
と
い
う
「
非
対
称
な
関
係
（
依
存
関
係
）」

が
権
利
と
し
て
保
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
ラ
ル

シ
ュ
の
「
契
り
」
は
「
個
人
（
特
定
の
相
手
）
と
の
関
係
・
交
流
・
契

約
」
で
は
な
く
、「
い
の
ち
の
弱
さ
を
共
に
生
き
る
場
」
と
の
和
解
、
そ

の
場
に
対
し
て
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
場
」
の
所
与
性
と
そ
こ
か
ら

の
疎
外
論
と
い
う
点
で
ア
レ
ン
ト
の
「
現
れ
の
空
間
」
と
の
類
比
が
可
能

だ
が
、「
テ
ー
ブ
ル
」
に
例
え
ら
れ
る
後
者
に
集
う
の
が
「
自
律
し
た
個

人
」（
対
等
な
市
民
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
ラ
ル
シ
ュ
の
「
食
卓
」
で
は

何
の
資
格
（
自
律
性
）
も
問
わ
れ
な
い
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
「
契
り
」
の
場
に
は
、「
他
律
」
が
「
自
律
」
の
対
立
項
と
し
て
関

与
し
て
い
な
い
点
も
、「（
自
律
的
）
社
会
契
約
／（
他
律
的
）
共
同
体
」

論
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
の
示
唆
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

沖
縄
の
新
宗
教
に
お
け
る
霊
能
の
継
承 

│
│ 

龍
泉
を
事
例
に 

│
│

長
島
三
四
郎

　

本
論
の
目
的
は
、
沖
縄
で
立
教
・
伸
長
し
た
新
宗
教
で
あ
る
龍
泉
（
い

じ
ゅ
ん
）
に
お
け
る
、
教
団
指
導
者
の
交
代
／
霊
能
の
継
承
過
程
を
検
討

し
、
沖
縄
の
新
宗
教
に
お
け
る
「
変
容
／
継
承
論
」
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
の
新
宗
教
研
究
で
は
、「
発
生
論
」
か

ら
、「
変
容
／
継
承
論
」
へ
の
研
究
主
眼
の
シ
フ
ト
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、「
変
容
／
継
承
論
」
で
は
、
指
導
者
の
交
代
／
継
承
│
│
と
り

わ
け
、
宗
教
運
動
特
有
の
課
題
と
し
て
、
霊
能
（
特
定
の
人
物
の
超
常
的

な
能
力
、
い
わ
ゆ
る
超
能
力
や
俗
に
不
思
議
な
力
と
称
さ
れ
る
力
能
）
の

る
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
は
ホ
ー
ム
で
た
だ
た
だ
普
通
の
日
常
生
活
を
生
き
、

共
同
体
で
は
夕
食
の
食
卓
を
共
に
囲
む
こ
と
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
典
型
的
体
験
を
記
し
た
学
位
取
得
論
文
が
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ

て
い
る
。
書
き
手
で
あ
る
学
生
は
幼
い
頃
か
ら
ラ
ル
シ
ュ
と
つ
な
が
り
が

あ
り
、
ぜ
ひ
そ
の
素
晴
ら
し
い
場
所
で
一
年
間
過
ご
し
た
い
と
善
意
と
希

望
を
持
っ
て
共
同
体
に
や
っ
て
き
た
。
だ
が
、
す
ぐ
に
そ
の
「
不
衛
生
」

な
生
活
環
境
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
障
害
が
あ
る
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
な

く
仲
間
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
対
し
て
も
嫌
悪
感
を
抱
い
て
否
定
す
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
自
分
に
対
し
て
も
嫌
悪
感
と
罪
悪
感
を
抱

く
よ
う
に
な
る
。
数
ヶ
月
後
、
彼
女
は
自
分
の
嫌
悪
感
を
正
直
に
告
白

し
、
他
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
実
は
自
分
も
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
と
明
か

し
た
こ
と
で
状
況
は
改
善
さ
れ
た
。
彼
女
は
そ
れ
を
、
自
分
が
望
ん
で
い

た
よ
う
な
立
派
な
ア
シ
ス
タ
ン
ト
で
は
な
い
こ
と
を
受
け
入
れ
る
経
験
だ

っ
た
と
述
べ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
交
流
と
分
か
ち
合
い
の
「
ス
ペ

ー
ス
を
開
く
」
こ
と
で
他
者
の
理
解
が
可
能
に
な
っ
た
、「
周
り
の
世
界

と
和
解
」
で
き
た
と
書
い
て
い
る
。
一
見
、
市
民
教
育
の
成
果
（
他
者
と

の
討
議
的
解
決
）
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
記
述
は
「
自
分
の
弱
さ
を
受
け
入

れ
る
決
意
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
り
、
分
か
ち
合
い
の
ス
ペ

ー
ス
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
和
解
が
成
っ
た
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
示
唆
し

て
い
る
。

　

こ
れ
は
、「
社
会
契
約
論
」
が
想
定
し
て
い
る
「
自
律
し
た
個
人
間
の

討
議
に
よ
る
社
会
形
成
プ
ロ
セ
ス
」
と
異
な
る
だ
け
で
な
く
、「
自
律
し

た
個
人
」
だ
け
を
社
会
の
成
員
と
見
な
す
議
論
を
修
正
し
障
害
者
が
「
平

等
な
市
民
」
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
社
会
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
ヌ
ス
バ

ウ
ム
の
議
論
（
人
間
の
尊
厳
は
「
ケ
ア
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
損
な
わ



349　　

第10部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

族
や
会
員
た
ち
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
常
子
が
、
正
式
に
後
継
者
と
な

る
が
、
彼
女
は
霊
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
教

団
は
、「
霊
能
教
団
」
と
し
て
の
発
達
課
題
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
龍
泉
に
お
け
る
霊
能
の
継
承
を
検
討
し
た
結
果
、
以
下
の
三

点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
、
龍
泉
の
思
想
と
運
動
の
下
地
は
教
祖
の
人

生
で
あ
っ
た
。
教
祖
死
後
、
祈
り
（
想
起
）
を
通
し
て
六
郎
と
つ
な
が
る

こ
と
で
、
信
仰
や
救
済
は
保
証
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
た
。
二
、
教
祖
一

極
集
中
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
、
霊
能
＝
六
郎
の
法
話
・
指
導
と
い
う
救

済
の
構
造
ゆ
え
に
、
カ
リ
ス
マ
の
分
散
的
転
封
は
未
確
立
だ
っ
た
。
三
、

生
前
、
後
継
者
は
確
定
し
て
お
ら
ず
、
養
成
も
し
て
い
な
い
中
、
死
の
二

か
月
前
に
妻
で
あ
る
常
子
を
選
択
し
た
。
霊
能
が
な
い
と
さ
れ
て
き
た
彼

女
は
、
教
団
行
事
や
宗
教
実
践
の
現
場
等
で
、
六
郎
か
ら
の
後
継
者
指
名

を
受
け
た
こ
と
を
強
調
し
、
自
身
の
正
統
性
を
補
強
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
龍
泉
に
お
い
て
霊
能
は
、
教
祖
と
の
生
前
の
繋
が
り
（
今
世
で

六
郎
を
出
会
い
、
霊
能
に
よ
る
法
話
・
指
導
を
受
け
た
と
い
う
事
実
）
が

保
証
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
既
存
の
会
員
へ
安
心
感
を

与
え
る
一
方
、
死
去
し
た
教
祖
の
カ
リ
ス
マ
へ
の
依
存
が
強
く
、
今
後
の

教
団
の
展
開
に
と
っ
て
、
阻
害
要
因
に
な
る
可
能
性
を
持
つ
。
こ
れ
ら
は
、

龍
泉
の
「
変
容
／
継
承
論
」
に
お
い
て
、
教
祖
の
意
味
づ
け
の
問
題
、
カ

リ
ス
マ
の
分
散
的
転
封
の
問
題
、
後
継
者
養
成
・
決
定
・
継
承
方
法
の
問

題
等
に
関
連
し
て
い
る
。

　

以
上
、
沖
縄
の
新
宗
教
に
お
け
る
霊
能
の
継
承
過
程
を
通
し
て
、「
変

容
／
継
承
論
」
を
検
討
し
た
。
今
後
、
教
団
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い

く
の
か
（
類
型
間
移
行
を
す
る
の
か
、
教
勢
は
停
滞
／
漸
減
す
る
の
か
、

分
派
の
可
能
性
は
あ
る
の
か
）、
慎
重
に
注
視
し
て
い
き
た
い
。

継
承
│
│
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　

新
宗
教
研
究
に
お
い
て
、
寺
田
喜
朗
と
塚
田
穂
高
は
、
宗
教
的
権
威
の

源
泉
と
そ
の
存
在
形
態
に
着
目
し
、「
テ
ク
ス
ト
教
団
」（
伝
統
テ
ク
ス
ト

型
と
習
合
テ
ク
ス
ト
型
に
類
型
）
と
「
霊
能
教
団
」（
指
導
者
集
中
型
（
隔

絶
型
／
継
承
型
）
と
信
徒
分
有
型
（
階
梯
型
／
開
放
型
）
に
類
型
）
に
そ

れ
ぞ
れ
類
型
し
て
い
る
。
新
宗
教
の
中
で
も
、「
霊
能
教
団
」
の
「
指
導

者
集
中
型
」（
宗
教
的
権
威
の
源
泉
と
な
る
超
常
的
な
能
力
を
指
導
者
の

み
が
有
し
て
い
る
教
団
）
は
、
霊
能
の
継
承
と
い
う
問
題
が
顕
在
化
し
や

す
い
。

　

そ
し
て
、
沖
縄
の
新
宗
教
は
、
そ
の
多
く
が
「
霊
能
教
団
」
の
「
指
導

者
集
中
型
」
で
あ
り
、
先
行
研
究
で
事
例
の
蓄
積
が
必
要
と
論
じ
ら
れ
て

い
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
、

龍
泉
の
指
導
者
で
あ
る
高
安
六
郎
（
一
九
三
四
―
二
〇
一
八
）
と
、
そ
の

後
継
者
で
あ
る
高
安
常
子
（
一
九
三
八
―
）
に
お
け
る
霊
能
の
継
承
過
程

を
検
討
し
て
い
く
。

　

龍
泉
は
、
高
安
六
郎
が
立
教
し
た
沖
縄
の
新
宗
教
で
あ
る
。
そ
の
思
想

と
運
動
は
、
教
祖
で
あ
る
六
郎
の
人
生
を
通
し
て
血
肉
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
沖
縄
の
宗
教
文
化
の
用
語
を
用
い
つ
つ
、
生
長
の
家
の
教
え
を
基

盤
と
す
る
救
済
観
や
災
因
論
（
人
間
神
の
子
、
心
な
お
し
）
を
展
開
し
て

い
る
。
龍
泉
の
教
え
で
は
、
教
団
で
唯
一
セ
ジ
（
霊
能
）
を
有
し
て
い
る
、

指
導
者
（
高
安
六
郎
）
の
法
話
を
聞
き
、
信
仰
生
活
の
正
し
さ
を
点
検
す

る
こ
と
が
、
重
要
な
宗
教
実
践
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
龍
泉
は
、

「
霊
能
教
団
」
の
「
指
導
者
集
中
型
」
で
あ
り
、
指
導
者
の
死
は
霊
能
の

喪
失
＝
教
団
危
機
を
意
味
す
る
。
二
〇
一
八
年
九
月
三
十
日
、
六
郎
が
死

去
し
た
。
そ
の
後
、
同
年
十
二
月
三
十
日
、
六
郎
の
妻
で
あ
り
、
教
祖
親
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対
し
、
重
責
を
負
う
と
同
時
に
、
強
い
権
力
性
も
持
つ
。
本
報
告
に
お
い

て
依
拠
し
た
の
は
、
一
名
の
脱
会
者
（
元
長
老
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調

査
の
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
教
団
外
の
当
事
者
を
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と

す
る
積
極
的
な
理
由
と
し
て
は
、
回
顧
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
教
団
内
の

当
事
者
が
語
り
え
な
い
率
直
な
心
情
と
内
実
が
語
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
本
研
究
で
は
、
脱
会
者
か
ら
の
情
報
を
ひ
と
く
ち
に
教
団

批
判
的
で
あ
る
と
し
て
斥
け
る
の
で
は
な
く
、
注
意
を
払
い
つ
つ
採
用
し

た
。

　

長
老
経
験
者
の
脱
会
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
、
エ
ホ
バ
の
証

人
に
お
け
る
指
導
者
の
任
務
を
端
的
に
ま
と
め
る
と
、
自
身
で
生
計
を
立

て
つ
つ
、
伝
道
し
、
会
衆
で
の
集
会
や
大
会
に
お
け
る
講
演
と
そ
の
準
備

を
お
こ
な
い
、
信
者
た
ち
に
訓
練
・
指
導
・
ケ
ア
を
施
し
、
自
身
の
会
衆

や
近
隣
の
会
衆
に
お
い
て
教
団
の
教
え
に
反
し
た
信
者
を
除
名
す
る
こ
と

で
あ
る
。
任
務
の
遂
行
に
お
い
て
は
、
自
身
の
セ
ン
ス
や
合
理
性
で
判
断

す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
伝
道
が
苦
手
な
信
者
に
は
無

理
を
さ
せ
ず
、
伝
道
が
好
き
な
信
者
が
宣
教
を
行
え
ば
良
い
と
仮
に
思
っ

た
と
し
て
も
、
指
導
者
は
世
界
本
部
の
指
示
に
従
い
、
少
し
で
も
伝
道
活

動
に
加
わ
る
よ
う
、
信
者
全
員
に
は
た
ら
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
報
告
に
お
い
て
は
、
信
者
た
ち
が
「
自
分
と
神
と
の
関
係
」
を
作

り
、
喜
び
を
持
ち
、
自
ら
の
意
思
で
布
教
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
元
長
老
の
経
験
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、「
自
分
と
神
と
の
関

係
」
と
は
い
う
も
の
の
、
実
際
に
世
界
本
部
か
ら
要
求
さ
れ
る
の
は
「
組

織
に
従
う
こ
と
」、
そ
こ
に
お
い
て
順
機
能
的
な
指
導
者
像
で
も
あ
る
。

本
報
告
で
は
、
こ
う
し
た
世
界
本
部
の
要
求
を
咀
嚼
し
、
信
者
た
ち
に
寄

り
添
い
つ
つ
指
導
し
よ
う
と
し
た
事
例
を
検
討
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
信

外
来
の
新
宗
教
に
お
け
る
日
本
人
指
導
者
の
役
割

│
│ 

エ
ホ
バ
の
証
人
の
事
例 

│
│

山
口　

瑞
穂

　

本
報
告
の
目
的
は
、
我
が
国
に
お
け
る
エ
ホ
バ
の
証
人
の
展
開
に
お
い

て
、
日
本
人
指
導
者
が
世
界
本
部
か
ら
期
待
さ
れ
た
役
割
を
検
討
す
る
こ

と
に
あ
る
。

　
「
日
本
人
指
導
者
」
の
役
割
と
い
っ
た
場
合
、
特
異
な
教
義
・
実
践
の

希
釈
、
信
者
育
成
に
お
け
る
工
夫
、
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
の
教
勢
拡
大

に
対
し
、
ど
う
順
機
能
的
で
あ
っ
た
の
か
（
そ
う
で
な
か
っ
た
の
か
）
と

い
う
意
味
で
の
「
役
割
」
に
注
目
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
エ
ホ
バ
の
証

人
の
場
合
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
世
界
本
部
と
の
関
係
で

日
本
人
指
導
者
に
期
待
さ
れ
た
「
役
割
」
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
教
団
の
世
界
本
部
が
そ
の
組
織
を
「
神
権
組

織
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
な
る
運
営
上
の
機
構
を
超
え
た

意
味
が
組
織
に
付
与
さ
れ
て
き
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
神
権
組
織
を
代
表

す
る
の
は
、「
統
治
体
」
と
称
さ
れ
る
十
数
名
の
男
性
信
者
で
あ
る
が
、

統
治
体
は
、「
唯
一
の
経
路
」、「
父
な
る
神
」
の
対
と
な
る
「
母
な
る
組

織
」
等
と
称
さ
れ
て
き
た
。

　

各
国
の
指
導
者
は
、
こ
の
統
治
体
に
よ
る
統
括
の
も
と
、
個
々
の
信
者

を
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
報
告
で
検
討
し
た
の
は
、「
長

老
」
と
称
さ
れ
る
指
導
者
の
役
割
で
あ
る
。
長
老
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に

お
け
る
教
会
に
相
当
す
る
「
会
衆
」
単
位
で
信
者
た
ち
を
指
導
す
る
男
性

信
者
を
指
す
。
個
々
の
信
者
か
ら
見
る
と
、
長
老
の
指
示
に
従
う
こ
と
な

し
に
、
統
治
体
や
そ
の
上
位
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
と
神
の
意

思
を
知
り
、
救
済
を
得
る
方
法
は
な
い
。
そ
の
た
め
長
老
は
信
者
た
ち
に
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子
ど
も
が
韓
国
人
と
し
て
育
っ
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
信

仰
を
失
っ
た
在
韓
日
本
人
女
性
（
以
下
「
在
韓
脱
会
者
」）
に
は
何
が
レ

ジ
リ
ア
ン
ス
（
回
復
す
る
力
）
と
な
り
、
韓
国
で
の
生
活
を
続
け
て
い
る

の
か
を
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
を
も
と
に
明
ら
か
に
し
た
。

　

聞
き
取
り
調
査
し
た
対
象
者
は
、
全
員
が
自
ら
教
団
を
離
れ
た
自
主
脱

会
だ
っ
た
。
脱
会
後
も
韓
国
に
留
ま
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
親

き
ょ
う
だ
い
に
縁
を
切
ら
れ
、
帰
国
し
て
も
頼
れ
る
人
が
い
な
い
。
②
親

き
ょ
う
だ
い
と
の
縁
は
切
れ
て
い
な
い
が
、
離
婚
し
て
子
ど
も
を
連
れ
て

帰
国
し
て
も
日
本
で
働
い
た
経
験
が
な
い
た
め
、
就
職
し
て
生
活
し
て
い

く
自
信
が
な
い
。
③
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
を
壊
し
て
き
た
の
で
韓

国
で
築
い
た
家
庭
ま
で
壊
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
④
自
分
自
身
は
夫
に

愛
情
は
な
い
が
、
子
ど
も
に
は
父
親
と
し
て
必
要
。
⑤
子
ど
も
が
韓
国
人

と
し
て
育
っ
て
い
る
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
て
も
基

本
的
に
夫
に
家
庭
内
暴
力
が
な
く
、
性
格
的
に
も
問
題
が
な
い
、
定
職
に

つ
き
一
定
の
収
入
が
あ
る
な
ど
愛
情
が
な
く
て
も
家
庭
生
活
を
継
続
で
き

る
と
い
う
状
況
が
な
い
と
信
仰
を
失
っ
た
後
、
韓
国
に
留
ま
り
、
生
活
を

継
続
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
対
象
者
の
場
合
、
一
人
を
除
き
、
と
り
あ
え

ず
夫
に
比
較
的
問
題
が
な
く
、
定
職
が
あ
っ
た
。

　

対
象
者
が
お
よ
そ
脱
会
に
至
る
理
由
と
し
て
共
通
す
る
の
は
、
日
本
と

韓
国
で
の
信
仰
の
あ
り
方
の
差
だ
っ
た
。
韓
国
の
信
者
は
日
本
の
よ
う
に

サ
ラ
金
で
お
金
を
借
り
て
も
献
金
す
る
よ
う
な
心
身
を
す
り
減
ら
す
よ
う

な
信
仰
生
活
を
し
て
お
ら
ず
、
信
仰
の
た
め
に
は
親
き
ょ
う
だ
い
を
捨
て

る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。
そ
の
ほ
か
に
は
教
会
で
の
献
金
管
理
の
不
透
明

さ
、
文
鮮
明
や
子
ど
も
た
ち
へ
の
不
信
の
念
な
ど
も
統
一
教
会
の
信
仰
に

疑
問
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
。

者
と
し
て
の
喜
び
を
消
失
す
る
ほ
ど
の
重
圧
や
、
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

消
耗
を
伴
っ
て
い
た
。
こ
の
元
長
老
は
平
穏
な
家
庭
生
活
や
自
身
の
健
康

を
害
し
、
神
へ
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
教
団
か
ら
離
脱
す
る
結
果
と
な
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
な
指
導
者
の
は
た
ら
き
は
、
信
者
全
員
に
よ
る
布
教
を
主
た

る
方
針
と
し
て
き
た
エ
ホ
バ
の
証
人
が
、
我
が
国
で
辛
う
じ
て
教
勢
拡
大

す
る
こ
と
に
い
わ
ば
貢
献
し
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
教
団
の
方
針
に
従
わ

な
い
信
者
を
除
名
さ
せ
る
こ
と
で
、
従
順
な
信
者
の
密
度
が
維
持
さ
れ

た
。
そ
の
一
方
で
、
世
界
本
部
が
指
導
者
に
要
求
す
る
役
割
（
信
者
た
ち

を
世
界
本
部
の
指
導
に
従
わ
せ
る
こ
と
）
は
、
信
者
に
寄
り
添
い
、
喜
び

あ
る
信
者
育
成
を
使
命
と
す
る
よ
う
な
指
導
者
の
離
脱
を
早
め
た
。
こ
う

し
た
側
面
は
、
現
在
の
教
勢
の
停
滞
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
検
討
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

統
一
教
会
を
脱
会
し
た
在
韓
日
本
人
女
性
元
信
者
た
ち
の
レ
ジ
リ
ア
ン
ス

中
西　

尋
子

　

統
一
教
会
の
合
同
結
婚
式
で
「
韓
日
祝
福
」（
韓
国
人
男
性
と
日
本
人

女
性
の
結
婚
）
の
後
、
渡
韓
し
た
日
本
人
女
性
信
者
は
お
よ
そ
七
千
人
い

る
と
さ
れ
る
。
信
仰
を
保
ち
、
結
婚
生
活
を
継
続
す
る
人
が
い
る
一
方

で
、
信
仰
を
失
い
、
脱
会
す
る
人
も
い
る
。
脱
会
後
、
日
本
に
帰
国
す
る

人
も
い
る
が
、
韓
国
に
留
ま
り
家
庭
生
活
を
継
続
す
る
人
も
い
る
。
韓
日

祝
福
の
日
本
人
女
性
が
信
仰
を
失
っ
た
場
合
、
学
生
や
社
会
人
（
未
祝

福
）
と
異
な
り
、
脱
会
後
の
回
復
に
は
次
の
よ
う
な
点
で
困
難
さ
が
予
想

さ
れ
る
。
①
信
仰
の
上
に
形
成
さ
れ
た
家
族
の
た
め
、
信
仰
の
否
定
は
家

族
自
体
の
否
定
と
な
る
、
②
夫
と
は
愛
情
あ
っ
て
の
結
婚
で
は
な
い
、
③
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夫
婦
再
考 

│
│ 

天
理
教
の
教
え
と
「
性
」
の
多
様
性 

│
│

堀
内
み
ど
り

　

昨
年
十
一
月
天
理
教
社
会
福
祉
課
は
、
主
催
す
る
「
ひ
の
き
し
ん
ス
ク

ー
ル
」
に
お
い
て
、「
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
に
寄
り
添
う　

そ
も

そ
も
性
同
一
性
障
害
は
病
気
な
の
で
す
か
？
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
。
ま

た
、
金
光
教
で
は
同
年
二
月
に
「
金
光
教LGBT

会
」
が
正
式
に
発
足

し
、「
性
の
多
様
性
を
認
め
合
いLGBT

当
事
者
が
安
心
し
て
金
光
教

に
存
在
で
き
、
偏
見
や
差
別
を
無
く
す
よ
う
社
会
に
働
き
か
け
る
と
と
も

に
、
心
の
内
を
話
せ
ず
、
悩
み
、
苦
し
ん
で
い
る
当
事
者
と
つ
な
が
り
た

い
と
い
う
目
的
で
、
こ
の
会
は
で
き
た
」（『
天
地
』
二
〇
一
八
年
三
月
）

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
。
発
表
で
は
、
天
理
教
に
お
け
る
「
夫

婦
」
の
教
説
を
た
ど
り
、「
多
様
な
性
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
。

　

天
理
教
で
は
、
神
と
人
と
の
関
係
を
「
親
子
」、
人
と
人
と
の
関
係
を

「
き
ょ
う
だ
い
」「
夫
婦
」
と
し
て
説
か
れ
る
。
こ
の
場
合
、
夫
婦
は
「
二

つ
一
つ
」
と
い
う
教
え
と
連
動
し
、
異
な
っ
た
も
の
が
補
い
あ
い
、
た
す

け
あ
う
と
い
う
関
係
の
象
徴
と
し
て
語
ら
れ
る
。『
天
理
教
教
典
』
第
三

章
「
元
の
理
」
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
世
の
元
初
り
は
、
ど
ろ
海
で
あ
つ
た
。
月
日
親
神
は
、
こ
の
混

沌
た
る
様
を
味
気
な
く
思
召
し
、
人
間
を
造
り
、
そ
の
陽
気
ぐ
ら
し

を
す
る
の
を
見
て
、
と
も
に
楽
し
も
う
と
思
い
つ
か
れ
た
。
そ
こ

で
、
ど
ろ
海
中
を
見
澄
さ
れ
る
と
、
沢
山
の
ど
ぢ
よ
の
中
に
、
う
を

と
み
と
が
混
つ
て
い
る
。
夫
婦
の
雛
型
に
し
よ
う
と
、
…
続
い
て
、

乾
の
方
か
ら
し
や
ち
を
、
巽
の
方
か
ら
か
め
を
呼
び
寄
せ
、
…
、
こ

れ
等
を
男
一
の
道
具
、
及
び
、
骨
つ
っ
ぱ
り
の
道
具
、
又
、
女
一
の

　

脱
会
後
の
リ
ハ
ビ
リ
は
も
っ
ぱ
ら
脱
会
者
の
ブ
ロ
グ
を
読
む
こ
と
だ
っ

た
。
対
象
者
の
何
人
も
が
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
前
に
一
日
座
っ
て
元
信

者
の
ブ
ロ
グ
を
読
ん
だ
」、
ま
た
自
ら
「
ブ
ロ
グ
を
書
い
て
整
理
し
て
き

た
」
と
語
っ
て
い
た
。
韓
国
は
キ
リ
ス
ト
教
が
盛
ん
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト

教
人
口
は
お
よ
そ
二
五
％
と
さ
れ
る
が
、
韓
国
に
お
い
て
統
一
教
会
は

「
異
端
」
問
題
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に
社
会
問
題
化
し
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
統
一
教
会
脱
会
者
を
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
す
る
キ
リ
ス
ト
者
が
不
在

で
あ
り
、
在
韓
脱
会
者
は
脱
会
者
の
ブ
ロ
グ
を
頼
る
し
か
な
か
っ
た
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。

　

脱
会
者
の
ブ
ロ
グ
を
読
む
ほ
か
に
レ
ジ
リ
ア
ン
ス
を
促
進
し
た
と
思
わ

れ
る
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
信
仰
に
よ
り
形
成
し
た
家
族
（
と
く

に
子
ど
も
）
の
存
在
（
信
仰
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
目
の
前
に
あ
る
家

事
・
育
児
）、
②
日
本
語
教
師
な
ど
の
仕
事
（
統
一
教
会
と
は
無
関
係
の

韓
国
人
と
の
人
間
関
係
、
お
よ
び
仕
事
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
に
よ
り
自
由

に
使
え
る
お
金
が
あ
る
）。
③
韓
国
人
の
友
人
・
知
人
の
存
在
（
脱
会
に

よ
り
日
本
人
信
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
出
て
孤
立
無
援
、
ネ
ッ
ト
で

知
り
合
っ
た
在
韓
脱
会
者
と
は
頻
繁
に
会
え
な
い
）、
④
キ
リ
ス
ト
教
会

（
信
仰
を
失
っ
た
と
は
い
え
神
の
存
在
を
信
じ
る
と
い
う
場
合
の
受
け
皿

に
）。

　

在
韓
脱
会
者
に
と
っ
て
の
レ
ジ
リ
ア
ン
ス
は
、
脱
会
者
の
ブ
ロ
グ
と
そ

れ
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
在
韓
脱
会
者
と
の
交
流
（
年
に
一
、
二
回
程

度
、
在
韓
脱
会
者
同
士
で
集
ま
る
機
会
を
も
つ
）、
お
よ
び
韓
国
で
人
生

を
リ
セ
ッ
ト
し
な
お
し
、
生
き
て
い
く
覚
悟
（
仕
事
、
子
ど
も
の
成
長
）

に
あ
る
と
い
え
る
。



353　　

第10部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

婦
の
あ
り
よ
う
を
教
え
る
。
こ
こ
に
は
、
他
を
補
完
す
る
者
と
し
て
の

「
夫
婦
」（
第
二
節
）
が
示
さ
れ
、
し
ば
し
ば
、「
二
つ
一
つ
」
の
存
在
の

あ
り
方
、
人
と
人
と
の
関
係
性
な
ど
を
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

人
は
も
と
も
と
「
た
す
け
あ
う
」
た
め
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、「
せ
ん
し
よ
の
い
ん
ね
ん
よ
せ

て
し
う
ご
ふ
（
守
護
）
す
る　

こ
れ
ハ
ま
つ
だ
い
し
か
と
を
さ
ま
る
」

（
一
号
七
十
四
）
と
、
夫
婦
と
い
う
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
「
守
護
」
の
た

め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
夫
婦
と
い
う
人
間
関

係
は
た
す
け
あ
う
た
め
の
基
本
単
位
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
い
わ

ゆ
る
「
性
規
範
」「
性
役
割
」
等
を
決
め
つ
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
は

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

進
化
す
る
神 

│
│ 

対
話
の
哲
学
と
金
光
教 

│
│

山
﨑　

好
裕

　

金
光
教
は
金
光
大
神
没
後
の
一
般
的
な
教
派
神
道
化
へ
の
流
れ
に
三
直

信
が
抵
抗
し
た
後
、
昭
和
九
・
一
〇
年
事
件
を
経
て
、
取
次
を
信
仰
の
根

本
と
し
て
教
義
の
軸
心
に
置
く
現
在
の
体
制
を
確
立
し
た
。
取
次
は
何
よ

り
も
神
と
人
間
の
対
話
を
媒
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
と
人
間

が
相
互
に
依
存
し
、
一
種
対
等
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
こ
ろ
に
、
金
光
教

と
い
う
信
仰
の
最
も
根
源
的
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
信
仰
が

何
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
比
較
対
照

の
視
座
と
し
て
選
ば
れ
る
の
は
、
一
九
世
紀
以
降
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
た
ち

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
対
話
の
哲
学
で
あ
る
。
対
話
の
哲

学
は
新
カ
ン
ト
派
の
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
エ
ン
が
、
神
が
モ
ー
ゼ
に
我
と
呼

び
か
け
る
こ
と
を
信
仰
上
の
決
定
的
な
転
換
点
と
す
る
と
い
う
認
識
を
示

道
具
、
及
び
、
皮
つ
な
ぎ
の
道
具
と
し
、
夫
々
を
う
を
と
み
と
に
仕

込
み
、
男
、
女
の
雛
型
と
定
め
ら
れ
た
。
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
い

ざ
な
み
の
み
こ
と
と
は
、
こ
の
男
雛
型
・
種
、
女
雛
型
・
苗
代
の
理

に
授
け
ら
れ
た
神
名
で
あ
り
、
月
よ
み
の
み
こ
と
く
に
さ
づ
ち
の

み
こ
と
と
は
、
夫
々
、
こ
の
道
具
の
理
に
授
け
ら
れ
た
神
名
で
あ

る
。
更
に
、
東
の
方
か
ら
う
な
ぎ
を
、
坤
の
方
か
ら
か
れ
い
を
、
西

の
方
か
ら
く
ろ
ぐ
つ
な
を
、
艮
の
方
か
ら
ふ
ぐ
を
、
次
々
と
引
き
寄

せ
、
…
夫
々
、
飲
み
食
い
出
入
り
、
息
吹
き
分
け
、
引
き
出
し
、
切

る
道
具
と
定
め
、
…
か
く
て
、
雛
型
と
道
具
が
定
り
、
い
よ
い
よ
こ

こ
に
、
人
間
を
創
造
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
そ
こ
で
先
ず
、
親
神

は
、
ど
ろ
海
中
の
ど
ぢ
よ
を
皆
食
べ
て
、
そ
の
心
根
を
味
い
、
こ
れ

を
人
間
の
た
ね
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
月
様
は
、
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ

と
の
体
内
に
、
日
様
は
、
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
の
体
内
に
入
り
込
ん

で
、
人
間
創
造
の
守
護
を
教
え
、
…

こ
の
よ
う
に
、
夫
婦
の
雛
型
に
男
女
の
雛
型
が
仕
込
ま
れ
、
そ
の
際
、
こ

の
働
き
（
神
の
守
護
）
を
含
め
た
「
十
全
の
守
護
」
を
受
容
す
る
も
の
と

し
て
、「
陽
気
ぐ
ら
し
」
が
で
き
る
よ
う
に
、
人
は
創
造
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
現
実
の
人
の
存
在
は
こ
の
表
出
で
あ
る
か
ら
、「
有
性
生
殖
」

と
い
う
あ
り
方
は
そ
れ
を
よ
く
現
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
人
の
そ
の
現
れ

方
は
さ
ま
ざ
ま
と
な
る
。

　

ま
た
、「
み
か
ぐ
ら
う
た
」
は
、「
こ
の
よ
の
ぢ
い
と
て
ん
と
を
か
た
ど

り
て　

ふ
う
ふ
を
こ
し
ら
へ
き
た
る
で
な　

こ
れ
ハ
こ
の
よ
の
は
じ
め
だ

し
（
第
二
節
）」、「
ふ
た
り
の
こ
ゝ
ろ
を
を
さ
め
い
よ　

な
に
か
の
こ
と

も
あ
ら
は
れ
る
（
四
下
り
目
二
ツ
）」「
ふ
う
ふ
そ
ろ
う
て
ひ
の
き
し
ん　

こ
れ
が
だ
い
ゝ
ち
も
の
だ
ね
や
（
十
一
下
り
目
二
つ
）」
と
う
た
い
、
夫
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し
か
し
、
金
神
は
金
光
大
神
と
の
対
話
の
な
か
で
、
信
者
に
「
お
か
げ
」

を
も
た
ら
す
恵
み
の
神
へ
と
進
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
に

お
い
て
も
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
は
イ
サ
ク
の
燔
祭
の
逸
話
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
生
贄
を
要
求
す
る
恐
る
べ
き
神
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
モ
ー
ゼ
と

の
我
―
汝
の
会
話
を
通
じ
て
神
が
進
化
を
遂
げ
て
い
く
。
神
は
モ
ー
ゼ
に

答
え
る
。「
私
は
、
私
は
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。」
と
。
神
は
さ
ら

に
モ
ー
ゼ
に
告
げ
る
。「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
言
え
。
あ
な
た
方
の
父
祖
の

神
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
ヤ
コ
ブ
の
神
、
主
が
、
私
を
あ

な
た
方
の
も
と
へ
遣
わ
さ
れ
た
、
と
。
そ
れ
が
永
遠
に
私
の
名
、
代
々
に

渡
っ
て
の
私
の
呼
び
名
で
あ
る
。」
こ
こ
で
神
は
自
ら
を
想
起
し
な
が
ら
、

進
化
し
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恐
る
べ
き
神
は
蜜
の
流
れ

る
地
を
約
束
す
る
慈
愛
の
神
へ
と
転
換
し
て
い
く
。
神
と
人
間
と
い
う
二

極
構
造
を
基
本
と
し
て
い
る
点
は
宗
教
の
種
類
を
問
わ
な
い
。
し
か
し
、

多
く
の
場
合
、
人
が
仏
に
な
る
に
し
て
も
、
人
が
神
と
一
体
化
す
る
に
し

て
も
、
究
極
的
に
神
秘
主
義
的
合
一
へ
と
至
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
る
考
察
が
既
に
あ
る
。
し
か
し
、
神
と
人
と
の
対

話
構
造
は
、
両
者
の
人
称
的
区
別
を
最
後
の
最
後
ま
で
前
提
に
し
、
あ
る

種
の
緊
張
を
伴
う
相
互
作
用
を
重
視
す
る
点
で
、
ま
た
異
な
っ
た
信
仰
の

在
り
方
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
対
話
の
哲
学
が

追
求
し
て
い
っ
た
も
の
と
、
金
光
教
が
自
ら
の
信
仰
の
核
心
を
反
省
し
て

い
く
な
か
で
見
出
し
た
も
の
と
は
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が

従
来
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
哲
学
を
批
判
し
て
、
我
と
汝
の
対
話
を
基
本
と
す

る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
哲
学
を
追
求
し
た
。
最
後
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ

ー
は
我
―
汝
を
根
源
語
と
し
て
捉
え
て
、
真
の
汝
で
あ
る
神
と
の
対
話
の

な
か
で
我
が
真
の
我
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
真
の
「
汝
」
が
見

出
さ
れ
れ
ば
、
真
の
「
我
」
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
開
か
れ
る
安
心

の
境
地
は
、
そ
れ
自
体
既
に
神
の
恩
恵
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
今
こ

こ
に
あ
る
神
の
住
居
な
の
で
あ
る
。
金
光
教
で
は
こ
れ
を
「
お
か
け
は
和

賀
心
に
あ
り
、
今
月
今
日
で
た
の
め
い
」
と
い
う
天
地
書
附
で
表
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
対
話
の
哲
学
に
見
ら
れ
る
神
と
人
間
の
人
格
的
相
互
関
係

は
、
金
光
教
で
は
「
神
も
助
か
り
、
氏
子
も
立
行
き
」、「
氏
子
あ
つ
て
の

神
、
神
あ
つ
て
の
氏
子
」、「
あ
い
よ
か
け
よ
で
立
行
き
」
と
表
現
さ
れ
、

教
義
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
神
と
人
と
の
対
話
的
関
係
に
は
、
両
者
の

直
接
的
合
一
で
な
く
、
媒
介
が
不
可
欠
で
あ
る
。
対
話
の
哲
学
で
は
こ
の

媒
介
は
言
語
で
あ
る
が
、
金
光
教
で
は
取
次
者
で
あ
る
金
光
様
こ
そ
が
こ

の
媒
介
の
役
割
を
担
う
。
ブ
ー
バ
ー
は
対
話
的
関
係
の
深
ま
り
と
と
も

に
、「
神
の
現
示
は
ま
す
ま
す
近
く
な
」
る
と
言
う
。
金
光
大
神
も
「
時

節
を
待
ち
、
お
い
お
い
に
は
、『
金
光
』
神
よ
り
許
し
、
信
者
氏
子
」
と
、

や
が
て
、
取
次
者
を
介
さ
な
い
直
接
の
関
係
に
入
る
こ
と
を
予
言
し
て
い

る
。
神
と
人
間
と
の
対
話
的
関
係
は
、
人
の
側
だ
け
で
な
く
、
神
の
側
に

も
変
容
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
当
時
鬼
門
金
乃
神
は
七
殺
の
祟

り
に
よ
っ
て
一
家
に
七
つ
の
墓
を
築
か
せ
る
と
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
天
保

七
年
、
金
光
大
神
の
養
父
母
が
二
か
月
の
間
に
相
次
い
で
亡
く
な
り
、
二

頭
目
の
飼
牛
が
嘉
永
四
年
に
死
ぬ
ま
で
の
十
六
年
間
に
起
こ
っ
た
こ
と

は
、
こ
の
七
殺
の
祟
り
で
あ
っ
た
と
神
自
ら
金
光
大
神
に
告
げ
て
い
る
。
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タ
イ
ト
ル
に
冠
し
た
書
籍
や
雑
誌
記
事
等
は
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
状
況

を
対
象
と
し
た
も
の
か
ら
出
始
め
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
日
本
の
事

例
を
解
説
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
語
を
適
用
す
る
動
き
が
見
ら
れ
て
く

る
。
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
は
『
国
民
の
天
皇
』（
二
〇
〇
三
年
）
の
な
か
で
、

ア
メ
リ
カ
の
宗
教
右
派
の
機
能
的
代
替
物
の
よ
う
に
神
社
本
庁
の
事
例
を

論
じ
た
。
上
杉
聰
は
ル
オ
フ
の
議
論
に
触
発
さ
れ
、
す
で
に
二
〇
〇
〇
年

代
前
半
か
ら
、
日
本
会
議
な
ど
を
論
じ
る
際
に
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
右
派
と

類
比
的
に
捉
え
な
が
ら
「
宗
教
右
翼
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
実
質
的
な

先
鞭
を
つ
け
た
も
の
と
言
え
る
が
、
そ
の
波
及
力
は
限
ら
れ
て
い
た
。
近

年
の
「
日
本
会
議
」
情
報
ブ
ー
ム
の
言
説
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宗

教
右
派
と
の
対
比
を
踏
ま
え
て
と
い
う
よ
り
は
、
単
に
「
右
派
」
的
な
動

向
に
「
宗
教
」
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
の
み
で
、
す
で
に
人
口
に
膾

炙
し
て
い
る
「
宗
教
右
派
」「
宗
教
右
翼
」
の
語
を
安
直
に
用
い
て
い
る

こ
と
も
看
取
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
日
本
の
宗
教
右
派
」
と
い
っ
た
表
現
の
定
着
が
、「
ア

メ
リ
カ
の
宗
教
右
派
」
の
定
着
を
み
た
後
の
、
ご
く
近
年
の
動
向
だ
と
し

て
も
、
加
え
て
い
く
つ
か
の
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
そ
れ
以
前
に
「
宗
教

右
派
」「
宗
教
右
翼
」
と
呼
ん
で
い
た
人
び
と
は
い
な
か
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
代
わ
り
に
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
、「
右
翼
」
を
め
ぐ
る
議
論

に
お
い
て
は
「
宗
教
」
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
で

あ
る
。
右
翼
史
・
右
翼
論
に
お
い
て
は
、
宗
教
に
関
わ
る
諸
団
体
に
つ
い

て
触
れ
て
は
い
る
が
、
独
自
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
の
傾
向
は
稀
薄
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
例
と
し
て
は
、
堀
幸
雄
の
論
考
「
最
近
の
右
傾
化
と
右
翼
の

戦
略
」（
一
九
八
三
年
）
が
あ
り
、
同
時
代
の
生
長
の
家
や
神
社
本
庁
の
動

向
を
「
宗
教
右
翼
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
次
に
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、

戦
後
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
右
派
」「
宗
教
右
翼
」
概
念
の
形
成
過
程

塚
田　

穂
高

　

戦
後
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、「
宗
教
右
派
」

「
宗
教
右
翼
」
と
い
っ
た
語
が
、
い
つ
か
ら
、
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ
て
、

何
を
指
し
示
す
概
念
と
し
て
、
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
二
〇

一
六
年
に
、
保
守
系
市
民
運
動
で
あ
る
「
日
本
会
議
」
を
め
ぐ
る
情
報
の

ブ
ー
ム
が
起
き
、
そ
の
「
宗
教
」
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
た
。
そ
れ
に

と
も
な
い
、「
日
本
の
宗
教
右
派
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
み
な
ら
ず
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
・
宗
教
研
究
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。「
宗
教
」
概
念
に
つ
い
て
は
慎
重
な
学
的
検
討
が
重
ね
ら

れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
拡
張
す
る
か
た
ち
で
「
宗
教
右
派
」
概
念
の
形
成

過
程
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
い
う
の
が
本
報
告
の
目
指
す
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
右
派
」
の
概
念
構

築
と
実
態
把
握
の
両
面
の
検
討
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
は
日
本
社
会
に
お
け
る
「
宗
教
右
派
」
な
ど
の
語
の
用
法
を
把
捉

す
る
た
め
に
、
新
聞
・
雑
誌
記
事
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｄ
Ｂ
）
を
活
用
し

た
。
朝
日
新
聞
Ｄ
Ｂ
「
聞
蔵
Ⅱ
」（
一
九
八
五
年
以
降
の
記
事
）、
国
際
宗

教
研
究
所
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
宗
教
記
事
Ｄ
Ｂ
（
一
九
八
四

年
以
降
）
で
は
、「
宗
教
右
派
」「
宗
教
保
守
」「
宗
教
右
翼
」
の
語
が
、

そ
れ
ぞ
れ
数
十
件
〜
数
百
件
ヒ
ッ
ト
し
た
。
そ
の
七
〜
九
割
ほ
ど
は
ア
メ

リ
カ
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
四
年
ご
と
、
大
統
領
選
挙
の
年
に
多
く

現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
と
そ

の
背
景
と
し
て
の
宗
教
勢
力
・
動
向
を
、
日
本
社
会
に
説
明
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
わ
か
る
。

　

よ
り
具
体
的
な
用
法
に
目
を
移
す
と
、「
宗
教
右
翼
」「
宗
教
右
派
」
を
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れ
た
谷
口
は
、
皇
道
霊
学
の
解
説
書
を
上
梓
す
る
。
同
書
は
、
素
朴
で
散

文
的
な
大
本
の
教
え
を
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
は
多
岐
に
及
ぶ

が
、
日
本
・
日
本
人
の
特
殊
な
役
割
・
使
命
に
注
目
す
る
と
、
以
下
の
よ

う
に
要
約
で
き
る
。

　

こ
の
世
界
は
、「
現
界
」
と
「
幽
冥
界
」
か
ら
な
り
、
現
界
に
起
こ
る

出
来
事
の
背
後
に
は
幽
冥
界
の
作
用
が
あ
る
。
階
級
争
闘
、
日
清
・
日

露
・
欧
州
大
戦
の
背
後
に
は
「
全
世
界
転
覆
の
野
望
を
抱
い
て
い
る
猶
太

人
の
集
団
、
マ
ツ
ソ
ン
秘
密
結
社
」
の
暗
躍
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は

「
八
頭
八
尾
の
老
蛇
の
亡
霊
」
す
な
わ
ち
「
露
国
の
悪
神
」「
邪
神
界
の
頭

目
」
が
い
る
。
彼
ら
は
「
ダ
ル
ウ
ィ
ズ
ム
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
ニ
ー
チ
ェ

ー
ズ
ム
」
な
ど
人
心
を
乱
酔
せ
し
め
る
唯
物
思
想
と
「
金
力
」
で
世
界
転

覆
を
目
指
し
て
い
る
。
自
由
・
平
等
・
無
神
論
、
民
主
主
義
・
自
由
主
義

等
は
、
マ
ッ
ソ
ン
（
メ
ー
ソ
ン
）
が
「
君
主
国
を
破
壊
」
す
べ
く
用
意
し

た
「
武
器
」
に
他
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
「
破
壊
す
べ
き
順
序
」
を
「
第
一

露
国
、
第
二
独
逸
、
第
三
日
本
」
と
定
め
て
い
る
。「
世
界
は
今
や
将
に

消
え
な
ん
と
す
る
燈
の
如
き
危
機
に
迫
っ
て
い
る
」
が
、「
こ
の
暗
澹
た

る
世
界
思
潮
に
抗
す
べ
く
、
毅
然
と
し
て
蹶
起
せ
ら
れ
た
の
が
国
常
立
尊

を
総
大
将
と
す
る
大
本
」
で
あ
り
、「
神
か
ら
先
天
的
に
主
脳
者
と
し
て

定
め
ら
れ
た
る
日
本
皇
室
が
世
界
を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
そ

れ
は
日
本
自
身
の
た
め
で
は
な
い
。
全
世
界
の
人
類
の
永
遠
の
幸
福
の
た

め
に
必
要
な
の
だ
」
と
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
な
ぜ
日
本
皇
室
な
の

か
。
そ
れ
は
「
幽
の
幽
界
の
主
催
神
は
天
之
御
中
主
神
」
で
あ
り
、「
幽

の
顕
界
の
主
催
神
」
は
「
天
照
大
御
神
」
で
あ
る
た
め
、「
顕
の
顕
界
の

主
催
神
」
は
、
そ
の
「
直
系
嫡
統
な
る
瓊
瓊
杵
尊
以
下
歴
代
万
世
一
系
の

日
本
皇
室
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
宇
宙
の
普
遍
的
意
思
」
が
、「
日

「
左
派
」「
革
新
」
勢
力
と
そ
の
論
者
か
ら
の
論
及
の
存
在
で
あ
る
。
佐
木

秋
夫
・
村
上
重
良
・
日
隈
威
徳
と
い
っ
た
人
び
と
が
、
一
九
七
〇
年
代
以

降
、「
宗
教
右
翼
」
あ
る
い
は
「
右
派
宗
教
」
な
ど
の
語
を
、「
右
傾
化
」

「
反
動
攻
勢
」「
反
共
反
民
主
」
な
ど
の
語
と
と
も
に
用
い
て
論
じ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
波
及
力
は
特
定
の
文
脈
に
限
ら
れ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
ら

の
語
が
社
会
問
題
化
す
る
ま
な
ざ
し
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
だ

と
い
う
点
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
宗
教
右
派
」
の
語
が
た
ぶ

ん
に
論
争
的
な
も
の
で
、
社
会
問
題
と
し
て
発
見
さ
れ
る
な
か
で
適
用
さ

れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
点
を
踏
ま
え

れ
ば
、
安
直
な
分
類
や
遡
及
的
な
適
用
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
指
摘
で
き
よ
う
。

谷
口
正
治
と
皇
道
霊
学

寺
田　

喜
朗

　

本
論
は
、
谷
口
正
治
の
処
女
作
『
皇
道
霊
学
講
話
』（
大
正
九
年
）
に

お
い
て
展
開
さ
れ
た
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
特
殊
な
役
割
・
使
命
に
関
す

る
言
説
（
大
衆
に
向
け
て
発
信
さ
れ
、
大
衆
を
担
い
手
と
す
る
エ
ス
ノ
セ

ン
ト
リ
ズ
ム
）
に
注
目
し
、
そ
の
特
質
を
考
察
す
る
。
谷
口
に
は
既
に
多

く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
生
長
の
家
立
教
（
昭
和
五
年
）
前
に
編
ま
れ

た
同
書
を
検
討
し
た
成
果
は
少
な
い
。

　

谷
口
は
、
大
正
七
年
九
月
に
皇
道
大
本
を
訪
れ
、
翌
年
三
月
綾
部
へ
移

住
す
る
（
二
七
歳
）。
当
時
の
大
本
は
、
鎮
魂
帰
神
と
終
末
予
言
に
よ
っ

て
教
勢
を
拡
大
さ
せ
、
浅
野
和
三
郎
ら
高
級
軍
人
・
知
識
人
を
集
め
て
い

た
。
友
清
歓
真
に
代
わ
っ
て
『
神
霊
界
』
編
集
を
主
任
す
る
等
、
重
用
さ
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本
皇
室
が
顕
の
顕
界
の
総
主
権
者
と
な
る
こ
と
を
要
求
」
し
て
い
る
。

「
日
本
の
世
界
統
一
こ
そ
宇
宙
の
普
遍
的
意
思
」
だ
と
説
い
て
い
る
。

　

谷
口
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
特
徴
は
、
一
、
公
刊
の
時
期
が
早
い
こ
と

（
宮
澤
正
典
に
よ
る
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
出
版
物
は
「
大
正
一
一
年
に
出

版
さ
れ
は
じ
め
、
翌
年
か
ら
そ
の
数
は
急
増
」）。
二
、
現
界
の
マ
ッ
ソ
ン

の
背
後
に
、
幽
冥
界
の
「
八
岐
大
蛇
の
亡
魂
」「
邪
神
界
の
頭
目
」
を
見

て
い
る
こ
と
。
三
、（
大
正
八
年
五
月
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
派
遣
軍
か
ら

陸
軍
参
謀
部
に
『
過
激
主
義
ノ
真
髄
』（
シ
オ
ン
議
定
書
の
翻
訳
）
が
送

付
さ
れ
、
そ
こ
で
暴
露
さ
れ
た
）
ユ
ダ
ヤ
の
陰
謀
は
、
既
に
大
正
八
年
三

月
の
大
本
神
諭
に
予
言
さ
れ
て
い
た
、
と
論
じ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

一
方
、
谷
口
の
皇
道
霊
学
に
は
、
王
仁
三
郎
の
そ
れ
と
は
多
少
異
な
る

点
が
あ
る
。「
現
実
世
界
は
す
べ
て
神
霊
世
界
の
移
写
で
あ
っ
て
、
ま
た

縮
図
」
と
い
う
世
界
観
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
幽
冥
界
・
神
霊
世
界
の
パ
ン

テ
オ
ン
に
は
本
来
的
な
齟
齬
が
あ
り
、
統
治
権
の
所
在
を
「
素
戔
嗚
尊
」

「
艮
の
金
神
」「
国
常
立
尊
」
へ
と
奉
還
す
べ
し
、
と
い
う
反
国
権
的
主
張

は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
谷
口
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
危
機
を
打
開
し
、
立

て
直
し
の
主
体
と
な
る
の
は
、「
大
日
本
天
津
日
嗣
陛
下
」
で
あ
り
、「
そ

の
直
系
」
た
る
「
吾
等
天
孫
民
族
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

特
定
の
身
分
・
出
自
・
家
柄
に
囚
わ
れ
ず
、
日
本
国
民
＝
天
皇
の
臣
民

で
あ
れ
ば
誰
で
も
分
有
さ
れ
う
る
大
衆
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
は
、
谷
口

の
場
合
、
大
本
流
の
霊
肉
二
元
論
、
天
御
中
主
神
（
宇
宙
神
）
嫡
統
の
君

主
論
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
テ
コ
に
編
成
さ
れ
、
特
有
の
愛
国
思
想
へ
と
展

開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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西
条
祭
り
に
お
け
る
慣
習
の
明
文
化
と
祭
礼
組
織
の
復
権

倉
田
　
健
太

　

西
条
祭
り
と
は
、
愛
媛
県
西
条
市
に
お
い
て
十
月
中
旬
に
あ
る
四
つ
の

神
社
祭
礼
を
指
す
。
本
報
告
で
は
そ
の
う
ち
、
一
〇
月
一
五
、
一
六
日
に

開
催
さ
れ
、
ダ
ン
ジ
リ
、
ミ
コ
シ
と
呼
ば
れ
る
屋
台
が
八
一
台
だ
さ
れ
る

「
伊
曽
乃
神
社
例
大
祭
」
を
事
例
に
、
例
大
祭
中
の
屋
台
運
行
を
取
り
仕

切
る
監
督
権
の
推
移
と
い
う
観
点
か
ら
、
戦
後
、「
鬼
頭
会
」、「
西
条
祭

振
興
会
」
と
い
う
二
つ
の
祭
礼
組
織
の
あ
い
だ
で
展
開
さ
れ
た
、
関
係
性

の
変
遷
を
考
察
し
て
い
る
。

　

戦
後
の
都
市
祭
礼
を
運
営
す
る
た
め
の
組
織
化
に
言
及
し
た
研
究
は
、

中
村
孚
美
や
松
平
誠
を
は
じ
め
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
、
近
年
で
は
中
里
亮

平
や
有
本
尚
央
な
ど
、
祭
礼
組
織
と
時
間
管
理
等
の
世
俗
的
要
請
と
の
関

係
に
着
目
し
た
研
究
が
み
ら
れ
る
。
本
研
究
の
意
義
の
第
一
は
、
こ
の
世

俗
的
要
請
に
対
処
す
る
た
め
に
生
じ
た
、
当
地
に
お
け
る
組
織
化
の
詳
述

に
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
過
程
で
台
頭
し
た
新
た
な
組
織
で
あ
る

振
興
会
と
、
慣
習
に
も
と
づ
く
監
督
権
、
い
わ
ば
取
り
仕
切
る
役
を
も
つ

鬼
頭
会
の
権
限
が
競
合
す
る
な
か
で
、
後
者
が
復
権
を
果
た
す
過
程
を
明

ら
か
に
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
振
興
会
の
発
足
年
を
起
点
に
、
一

九
五
四
〜
八
九
年
、
九
〇
〜
二
〇
〇
〇
年
、
〇
一
〜
〇
八
年
の
三
期
に
わ

け
て
整
理
し
、
世
俗
的
要
請
へ
の
対
処
と
両
者
の
関
係
性
の
変
容
を
た
ど

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
策
定
さ
れ
た
「
定
め
書
」
を
、
鬼
頭

会
の
慣
習
を
明
文
化
し
た
文
書
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
、
本
報
告
で
「
伝
統

の
調
整
」
と
呼
ぶ
戦
略
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
Ｓ
・
シ
ュ

ネ
ル
の
議
論
に
あ
る
「
伝
統
を
今
の
必
要
に
あ
わ
せ
、
過
去
と
の
継
続
性

を
維
持
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
」
営
み
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

　

第
一
期
と
な
る
一
九
五
四
〜
八
九
年
は
、
振
興
会
に
よ
る
例
大
祭
の
活

性
化
が
図
ら
れ
た
時
期
と
な
る
。
五
四
年
に
、
伊
曽
乃
神
社
の
内
部
組
織

と
し
て
活
動
が
は
じ
ま
っ
た
同
会
は
、
宮
出
し
の
奨
励
や
優
秀
屋
台
の
表

彰
な
ど
、
例
大
祭
に
か
ん
す
る
周
辺
環
境
を
整
備
す
る
事
業
を
展
開
し
、

七
三
年
に
神
社
関
係
者
以
外
に
も
連
合
自
治
会
や
各
屋
台
、
観
光
協
会
等

の
代
表
か
ら
な
る
組
織
に
再
編
、
自
主
財
源
の
確
保
と
と
も
に
外
部
組
織

へ
と
移
行
す
る
。
こ
の
再
編
後
の
振
興
会
は
、
そ
れ
以
前
に
は
十
分
に
整

備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
神
社
、
鬼
頭
、
屋
台
を
連
結
す
る
機
能
を
も
つ
体

制
と
な
っ
た
。
他
方
、
鬼
頭
会
の
変
遷
は
、
戦
後
の
人
心
荒
廃
の
あ
お
り

を
う
け
て
監
督
権
が
弱
化
す
る
過
程
に
あ
り
、
振
興
会
に
「
運
行
に
か
ん

す
る
要
望
」
を
提
出
、
屋
台
の
運
行
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
立
場
に

あ
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
、
第
二
期
と
な
る
九
〇
〜
二
〇
〇
〇
年
の
振
興
会
は
、
事

業
目
的
に
屋
台
の
「
秩
序
あ
る
供
奉
運
行
」
を
掲
げ
、
校
区
支
部
の
設
置

に
よ
る
振
興
会
の
決
定
を
屋
台
に
周
知
す
る
体
制
を
構
築
、
独
自
の
罰
則

規
定
を
も
う
け
て
運
行
停
止
に
言
及
す
る
な
ど
、
屋
台
の
運
行
指
導
を
行

う
立
場
を
鮮
明
に
う
ち
だ
す
。
し
か
し
こ
の
動
向
は
、
屋
台
運
行
に
お
け

る
監
督
権
の
帰
属
先
を
、
祭
礼
参
加
者
が
振
興
会
と
み
な
し
は
じ
め
る
状

況
を
生
み
、
鬼
頭
の
立
場
を
知
る
地
域
住
民
に
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ

こ
か
ら
、
従
来
の
慣
習
に
立
ち
か
え
り
、
鬼
頭
会
に
よ
る
例
大
祭
の
円
滑

第
十
一
部
会
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位
相
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
松
ば
や
し
は
、
も

と
も
と
江
戸
時
代
以
前
か
ら
博
多
の
流
（
な
が
れ
）
と
よ
ば
れ
る
旧
町
組

織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
旧
正
月
の
祝
賀
行
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
維

新
以
後
は
、
明
治
五
年
の
禁
止
と
明
治
十
一
年
の
再
興
を
経
て
、
明
治
三

十
一
年
に
陸
軍
の
招
魂
祭
と
結
び
つ
く
と
正
月
祝
賀
の
意
義
は
霧
散
し
て

し
ま
う
。
戦
後
の
中
断
と
戦
後
の
焼
け
野
原
か
ら
の
復
興
以
後
も
、
社
会

の
安
定
化
と
経
済
成
長
に
伴
う
地
域
の
変
化
に
よ
っ
て
変
容
を
迫
ら
れ
つ

つ
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
博
多
の
人
び
と
に
よ
っ
て
維
持
・
継
続
さ
れ
て

い
る
。
現
在
松
ば
や
し
は
「
福
岡
市
民
の
祭　

博
多
ど
ん
た
く
港
ま
つ

り
」
と
同
日
程
で
実
施
さ
れ
る
が
、
流
行
事
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な

い
。
現
在
松
ば
や
し
に
参
加
す
る
の
は
、
流
（
戦
後
に
再
編
さ
れ
て
い
る

た
め
江
戸
時
代
の
も
の
と
は
異
な
る
）
の
う
ち
福
神
・
恵
比
須
・
大
黒
に

扮
し
た
神
行
列
を
編
成
す
る
「
三
福
神
」
に
は
福
神
流
、
恵
比
須
流
、
大

黒
流
で
、
表
敬
先
で
舞
楽
を
奉
納
す
る
「
稚
児
流
」
に
は
隔
年
交
替
で
東

流
と
西
流
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
う
ち
稚
児
流
で
舞
を
担
当
す
る

「
舞
姫
」（
も
と
も
と
は
「
稚
児
」
を
男
児
が
担
当
）
や
「
三
福
神
」
の
恵

比
須
流
の
「
白
丁
（
は
く
ち
ょ
う
）」
と
呼
ば
れ
る
笹
持
ち
、
行
列
に
参

加
す
る
中
学
生
以
下
の
女
児
等
を
除
け
ば
、
祭
は
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

の
男
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
発
表
者
は
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
三

年
度
に
渡
っ
て
実
施
さ
れ
た
行
政
調
査
に
民
俗
担
当
の
調
査
員
と
し
て
参

加
し
て
お
り
、
本
発
表
の
一
部
は
そ
の
成
果
に
も
基
づ
い
て
い
る
（
福
岡

市
教
育
委
員
会
編
『
博
多
松
ば
や
し
調
査
報
告
書
』
二
〇
一
八
年
）。

　

松
ば
や
し
に
「
か
た
る
」
人
び
と
の
な
か
に
は
、
た
と
え
博
多
で
生
ま

れ
育
っ
た
人
び
と
で
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
祭
に
詳
し
い
と
は
言
え
な
い
人

び
と
も
た
く
さ
ん
参
加
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
歴
史
的
な
背
景
も
さ
る

な
進
行
を
目
指
そ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
、
屋
台
の
運
行

停
止
処
分
を
明
文
化
し
た
定
め
書
を
鬼
頭
会
が
策
定
す
る
。
そ
し
て
、
〇

一
〜
〇
八
年
の
第
三
期
は
、
こ
の
定
め
書
の
適
用
、
ま
た
振
興
会
の
校
区

支
部
で
あ
っ
た
各
組
織
が
、
新
た
に
各
校
区
組
織
と
し
て
鬼
頭
会
に
提
携

し
、
例
大
祭
の
安
定
化
と
振
興
会
へ
の
対
抗
と
い
う
活
動
を
展
開
し
た
時

期
で
あ
っ
た
。

　

定
め
書
の
施
行
後
、
鬼
頭
会
の
運
行
指
導
が
、
慣
習
の
共
有
か
ら
文
書

と
い
う
根
拠
に
も
と
づ
き
成
立
す
る
状
況
に
変
容
し
た
。
慣
習
を
、
過
去

か
ら
続
く
不
可
視
な
が
ら
も
人
々
の
行
動
を
導
く
働
き
を
す
る
も
の
と
す

る
な
ら
ば
、
定
め
書
は
、
鬼
頭
会
が
も
つ
取
り
仕
切
る
役
と
い
う
、
人
々

に
共
有
さ
れ
て
い
た
慣
習
を
可
視
化
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
了
解
を
求
め

る
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
策
定
は
、
世
俗
的
要
請
へ
の
対

処
、
ま
た
伝
統
の
調
整
と
い
う
両
面
か
ら
鬼
頭
会
を
復
権
さ
せ
る
出
来
事

で
あ
っ
た
。

ト
シ
ヨ
リ
と
子
ど
も
の
祭

後
藤
　
晴
子

　
「
祭
（
松
ば
や
し
）
は
子
ど
も
・
ト
シ
ヨ
リ
、
ヤ
マ
（
博
多
祇
園
山
笠
、

以
下
ヤ
マ
）
は
ね
、
若
手
っ
て
決
め
と
っ
た
も
ん
や
か
ら
」
│
│
こ
れ

は
、
地
方
都
市
福
岡
市
で
毎
年
五
月
三
日
、
四
日
に
開
催
さ
れ
る
「
福
岡

市
民
の
祭　

博
多
ど
ん
た
く
港
祭
」
の
起
源
「
博
多
松
ば
や
し
」（
以
下
、

松
ば
や
し
）
に
参
加
す
る
人
び
と
が
、
聞
き
書
き
の
際
に
し
ば
し
ば
口
に

し
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
祭
に
は
た
く
さ
ん
の
青
年
・
中
年
層
の

男
性
た
ち
も
参
加
し
て
い
る
。
本
発
表
は
松
ば
や
し
に
「
か
た
る
」（
参

加
す
る
）
人
び
と
の
語
り
か
ら
、
語
り
み
ら
れ
る
都
市
祭
礼
松
ば
や
し
の
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い
わ
ゆ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ど
ん
と
祭
」
に
お
け
る
謝
礼
の
機
能

高
橋
　
嘉
代

　

本
報
告
で
は
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
住
民
に
よ
っ
て
創
設
・
運
営
さ
れ
て

い
る
祭
礼
に
お
い
て
、
謝
礼
が
祭
礼
の
運
営
お
よ
び
継
続
に
い
か
な
る
機

能
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
仙
台
市
内
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
い
て

住
民
有
志
に
よ
っ
て
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
創
設
さ
れ
た
「
ど
ん
と
祭
」

で
あ
る
。

　

ど
ん
と
祭
は
い
わ
ゆ
る
左
義
長
の
仙
台
市
内
お
よ
び
近
郊
に
お
け
る
一

般
的
な
呼
称
で
あ
り
、
小
正
月
の
火
祭
り
と
し
て
主
に
神
事
の
形
式
に
て

神
社
で
営
ま
れ
る
例
が
多
い
が
、
神
社
が
運
営
主
体
で
は
な
く
、
様
々
な

地
域
住
民
組
織
お
よ
び
有
志
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
る
運
営
で
、
公
園
緑
地
等

を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
る
ど
ん
と
祭
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ど

ん
と
祭
の
場
合
、
基
本
的
に
は
一
般
的
な
〝
神
事
形
式
〞
の
ど
ん
と
祭
の

形
式
を
と
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
運
営
の
全
般
に
わ
た
り
、
地
域
住
民

（
組
織
）
の
影
響
力
が
こ
と
に
大
き
い
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
ど
ん
と

祭
を
本
稿
で
は
と
く
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ど
ん
と
祭
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し

た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ど
ん
と
祭
の
運
営
に
お
い
て
し
ば
し

ば
運
営
組
織
内
で
物
議
を
醸
す
の
が
、
外
部
組
織
・
機
関
と
の
関
係
性
の

構
築
と
維
持
で
あ
る
。
例
え
ば
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ど
ん
と
祭
の
運
営
に
あ
た

っ
て
は
運
営
組
織
の
外
部
の
組
織
等
と
の
連
携
も
度
々
な
さ
れ
て
い
る
の

だ
が
、
と
く
に
既
成
宗
教
と
の
距
離
の
取
り
方
が
課
題
に
な
る
例
も
あ

る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ど
ん
と
祭
は
地
域
住
民
に
よ
っ
て
企
画
立
案
・
運
営

さ
れ
る
祭
で
あ
る
た
め
、
既
成
宗
教
と
は
一
定
の
距
離
が
置
か
れ
、
特
定

こ
と
な
が
ら
、
流
ご
と
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
基
本
的
に
は
当
番
町
行
事

だ
っ
た
た
め
、
子
ど
も
時
代
に
参
加
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
タ
イ
ミ
ン
グ

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
「
そ
こ
ら
辺
、
私
ま
だ
子
ど
も
で
わ
か

ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
」（
昭
和
十
八
年
生
、
男
性
）
と
い
っ
た
語
り
に
見

て
と
れ
る
よ
う
に
、
参
加
し
て
い
て
も
子
ど
も
が
祭
を
把
握
す
る
の
は
難

し
い
。
加
え
て
「
昔
、
そ
れ
こ
そ
松
ば
や
し
は
自
分
た
ち
も
あ
ん
ま
り
関

係
し
て
な
か
っ
た
訳
で
す
よ
、
ト
シ
ヨ
リ
行
事
て
い
う
て
。
自
分
た
ち
が

ヤ
マ
の
役
員
し
だ
し
て
手
伝
わ
な
い
か
ん
ね
っ
ち
ゅ
う
て
、
手
伝
い
だ
し

た
」（
昭
和
十
三
年
生
、
男
性
）
の
語
り
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
青
年

期
は
行
事
と
言
え
ば
ヤ
マ
へ
の
参
与
が
中
心
と
な
る
。
ま
た
ヤ
マ
を
き
っ

か
け
に
松
ば
や
し
へ
の
参
与
し
た
例
は
多
い
。
こ
の
ヤ
マ
を
契
機
に
し
た

参
与
の
背
景
に
は
、
都
市
開
発
で
旧
博
多
部
の
人
口
が
激
減
し
て
い
た
の

に
加
え
、
町
界
町
名
変
更
に
よ
っ
て
旧
来
の
町
割
が
大
き
く
変
更
し
、
再

編
を
迫
ら
れ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば
四
流
で
回
し
て
い
た
稚

児
流
で
は
町
界
町
名
変
更
時
に
、
土
居
流
や
呉
服
町
流
が
外
れ
、
一
時
の

中
断
を
迫
ら
れ
た
。「（
そ
れ
ま
で
）
か
ち
っ
と
ま
と
ま
っ
た
町
が
、
ぼ
あ

ぼ
あ
な
っ
て
き
た
」（
昭
和
三
十
一
年
生
、
男
性
）
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
松
ば
や
し
に
「
か
た
る
」
人
び
と
の
語
り
か
ら
は
、
戦
後

の
祭
礼
の
変
化
に
加
え
、
市
民
の
祭
化
し
た
ど
ん
た
く
と
連
動
し
な
が
ら

も
距
離
を
と
り
な
が
ら
維
持
さ
れ
て
き
た
松
ば
や
し
の
位
相
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
若
手
の
祭
」
と
評
さ
れ
る
ヤ
マ
と
は
対
照
的

に
、「
ト
シ
ヨ
リ
の
祭
」「
子
ど
も
の
祭
」
と
表
さ
れ
る
松
ば
や
し
に
は
、

同
じ
博
多
の
都
市
祭
礼
で
あ
り
な
が
ら
も
ヤ
マ
と
は
異
な
る
一
種
の
語
り

が
た
さ
を
も
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
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え
る
。
Ｕ
寺
に
対
し
て
は
従
前
は
他
の
協
力
組
織
と
同
様
に
毎
年
定
額
の

「
謝
礼
」
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
サ
ー
リ
ン
ズ
（
一
九
七
四
＝
二

〇
一
二
﹇
一
九
八
四
﹈）
の
論
ず
る
と
こ
ろ
の
「
均
衡
的
互
酬
性
」
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
金
額
の
流
動
性
の
高
い
「
浄
財
」

の
寄
付
へ
の
切
り
替
え
は
、
均
衡
的
互
酬
性
に
基
づ
く
関
係
性
か
ら
「
一

般
的
互
酬
性
」（
同
前
）
に
基
づ
く
関
係
性
へ
の
切
り
替
え
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
、
既
成
宗
教
と
住
民
（
組
織
）
と
の
関
係
性
の
再
構
築
を
内
外

に
示
し
た
も
の
と
考
え
得
る
。

好
か
れ
る
妖
怪
と
嫌
わ
れ
る
妖
怪 

│
│ 

妖
怪
博
物
館
と
い
う
試
み 

│
│

深
水
　
顕
真

　

三
次
市
は
、
広
島
県
の
中
山
間
地
域
に
位
置
す
る
小
さ
な
町
で
、
人
口

は
五
万
二
千
人
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
町
に
、
令
和
元
年
四
月
、「
湯
本

豪
一
記
念　

日
本
妖
怪
博
物
館　

も
の
の
け
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
が
開
館
し

た
。

　

元
来
、
三
次
市
は
《
稲
生
物
怪
録
》
と
い
う
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
妖

怪
物
語
の
舞
台
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
に
、
神
奈
川
県
在
住
の
妖
怪
研
究
家
、

湯
本
豪
一
の
五
千
点
に
及
ぶ
妖
怪
関
連
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄
付
を
三
次
市

が
受
け
、
そ
れ
を
も
と
に
妖
怪
博
物
館
が
建
設
さ
れ
た
。

　

こ
の
妖
怪
博
物
館
の
建
設
に
つ
い
て
市
内
の
世
論
は
二
分
し
た
。
市
議

会
で
は
、
三
次
市
に
関
連
の
な
い
、
価
値
が
あ
い
ま
い
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
受
け
入
れ
に
対
す
る
反
対
意
見
に
対
し
て
、
世
界
的
に
も
高
く
評
価
さ

れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ

た
。
結
果
と
し
て
寄
付
は
受
諾
さ
れ
、
博
物
館
の
建
設
が
始
ま
っ
た
が
、

六
千
七
百
人
余
り
の
反
対
署
名
が
提
出
さ
れ
、
令
和
元
年
四
月
市
長
選
挙

の
宗
教
色
を
廃
し
た
形
で
運
営
さ
れ
て
い
る
の
が
一
応
の
建
前
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ん
と
祭
と
い
う
祭
事
の
性
格
上
、
修
祓
・
祈
禱
等
と
い
っ
た

形
で
既
成
宗
教
に
お
け
る
職
業
宗
教
者
が
招
か
れ
、
祭
の
場
に
お
い
て
修

祓
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
」
祭
の
前
提
と
は
こ
の
点

で
い
わ
ば
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
矛
盾
に
対
し
て

祭
の
運
営
を
担
う
住
民
た
ち
は
如
何
に
し
て
対
処
し
つ
つ
、
既
成
宗
教
等

と
の
関
係
を
維
持
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
特
に
分
析
の
対
象

と
し
て
焦
点
を
据
え
た
い
の
が
、
祭
の
運
営
組
織
と
既
成
宗
教
と
の
間
で

取
り
交
わ
さ
れ
る
謝
礼
で
あ
る
。

　

事
例
の
ど
ん
と
祭
の
支
出
科
目
に
お
い
て
、「
謝
礼
」
は
ほ
ぼ
一
貫
し

て
支
出
全
体
の
一
割
程
度
を
占
め
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
の
ど
ん
と
祭
ま

で
の
「
謝
礼
」
の
対
象
は
Ｕ
寺
（
仮
称
。
事
例
の
ど
ん
と
祭
の
会
場
。
開

式
に
際
し
住
職
ら
に
よ
る
読
経
が
な
さ
れ
る
）・
貸
し
出
し
車
両
の
持
ち

主
・
婦
人
会
等
協
力
組
織
等
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
定
額
に
お
い
て
構

成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
一
三
年
の
ど
ん
と
祭
開
催
に
先
立
ち
謝
礼

の
対
象
者
が
整
理
さ
れ
、
Ｕ
寺
は
対
象
者
か
ら
除
か
れ
た
。
そ
し
て
二
〇

一
三
年
以
降
、
Ｕ
寺
に
対
し
て
は
当
日
会
場
内
に
設
置
さ
れ
た
住
民
手
製

の
賽
銭
箱
に
入
れ
ら
れ
た
「
浄
財
」
の
全
額
が
「
寄
付
」
と
い
う
形
で
収

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

様
々
な
思
想
・
信
条
的
な
背
景
を
擁
す
る
地
域
住
民
が
担
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ど
ん
と
祭
と
は
い
え
、
神
事
と
し
て
執
り
行
う
こ
と
に
対
す
る
一
定

の
了
解
は
住
民
の
間
で
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
会
場
は
Ｕ
寺

と
い
う
仏
教
寺
院
で
あ
り
、
神
事
と
い
う
了
解
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

僧
侶
に
よ
る
読
経
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
例
に
お
い
て

は
既
成
宗
教
の
位
置
付
け
が
い
わ
ば
三
重
構
造
と
な
っ
て
い
る
状
態
と
い
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こ
の
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

妖
怪　

異
界
か
ら
来
訪　

  

自
然　

前
近
代
的　

不
思
議　

畏
怖　

災
禍

マ
チ　

近
代
的　
　

造
形
化　

文
化　

娯
楽

　

三
次
の
住
民
が
最
初
は
こ
の
妖
怪
博
物
館
を
忌
避
し
、
実
際
に
そ
れ
に

触
れ
た
後
、
好
意
的
に
受
け
止
め
た
。
そ
の
理
由
は
こ
の
二
面
性
に
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
自
然
や
災
禍
を
象
徴
す
る
旧
来
の
「
妖
怪
」
で
は
な

く
、
都
市
や
文
化
を
象
徴
す
る
「
妖
怪
」
に
実
際
に
触
れ
る
こ
と
で
、
こ

の
態
度
の
変
容
を
生
み
出
さ
れ
た
と
い
え
る
。

日
本
の
社
会
と
怪
異
に
つ
い
て

古
山
　
美
佳

　

本
発
表
は
、
書
籍
文
庫
版
『
新
耳
袋
―
現
代
百
物
語
』（
以
下
『
新
耳

袋
』）
の
怪
異
描
写
に
焦
点
を
お
い
て
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

対
象
の
『
新
耳
袋
』
や
そ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
先
で
あ
る
『
耳
嚢
』
は
、
複

数
の
怪
異
譚
を
収
録
し
た
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
中
で
も
、『
新
耳
袋
』

は
、
筆
者
の
木
原
浩
勝
・
中
山
市
朗
の
両
名
が
怪
異
の
体
験
者
か
ら
話
を

直
接
聞
き
、
編
集
や
掲
載
の
取
捨
選
択
を
行
い
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
両
名
に
よ
る
怪
異
譚
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
他
、
文
章
と

し
て
整
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
焦
点
を
お
い
た
先

行
研
究
と
し
て
は
、
水
藤
新
子
「
恐
怖
を
喚
起
す
る
表
現
と
は
―
『
新
耳

袋
―
現
代
百
物
語
』
を
対
象
に
―
」
に
お
い
て
『
新
耳
袋
』
の
構
成
、
表

現
を
中
心
に
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
前
述
し
た
研
究
は
各
話
の
内
容
に
関
し
て
、
具
体
的
に
着
手

し
て
い
な
い
た
め
、
本
発
表
で
は
、『
新
耳
袋
』
に
収
録
さ
れ
る
怪
異
の

中
で
も
、『
耳
嚢
』
で
の
先
行
研
究
事
例
が
あ
る
「
猫
」
と
、『
新
耳
袋
』

と
意
見
の
対
立
は
続
い
た
。
そ
う
し
た
意
見
の
対
立
が
あ
り
な
が
ら
も
、

計
画
は
粛
々
と
進
行
し
、
先
述
の
通
り
四
月
末
に
博
物
館
は
開
館
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
妖
怪
博
物
館
が
開
館
す
る
と
、
入
場
者
数
が
順
調
に

伸
び
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
市
民
の
多
く
が
そ
れ
を
好
意

的
に
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
収
蔵
品
を
視
察
し
た
一
人
の

教
育
委
員
は
、「
妖
怪
が
コ
ン
セ
プ
ト
で
大
丈
夫
か
と
思
っ
た
が
、
実
際

の
品
々
を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
な
ら
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
」

と
も
述
べ
て
い
る
。

　

な
ぜ
こ
う
し
た
態
度
の
変
容
が
現
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
二
種
類
の
「
妖

怪
」
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
三
次
市
民
の
理
解
の
違
い
か
ら
起
こ
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

小
松
和
彦
が
提
示
す
る
こ
れ
ま
で
の
妖
怪
発
生
モ
デ
ル
は
、
ム
ラ
と
自

然
と
の
接
点
に
、
災
禍
や
怪
異
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
井
上

円
了
は
こ
の
種
の
妖
怪
モ
デ
ル
を
、
近
代
の
思
想
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
る

も
の
と
も
し
て
い
た
。
一
方
で
小
松
は
、
都
市
化
さ
れ
た
マ
チ
を
含
め
た

も
う
一
つ
の
妖
怪
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
。
従
来
の
自
然
由
来
の
も
の

以
外
に
、
マ
チ
で
独
自
に
生
成
さ
れ
る
妖
怪
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
造
形
さ

れ
娯
楽
の
対
象
と
し
て
受
容
さ
れ
る
。
マ
チ
に
は
こ
の
二
種
類
の
妖
怪
が

存
在
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、
マ
チ
と
自
然
に
挟
ま
れ
た
ム
ラ
で
は
、
妖
怪
は
ど
の
よ
う

に
出
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
マ
チ
で
生
成
さ
れ
、
村
へ
と
来

訪
す
る
も
う
一
つ
の
妖
怪
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
ム
ラ
の
住
人
に
と
っ

て
、
自
然
由
来
と
マ
チ
由
来
の
二
種
の
妖
怪
は
、
外
部
か
ら
の
来
訪
者
と

し
て
同
じ
構
造
を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
性
質
は
忌
避
す
る
も
の

と
受
容
す
る
も
の
と
大
き
く
違
う
。
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今
回
は
そ
の
話
の
内
容
か
ら
、
車
内
に
お
き
る
怪
異
と
車
内
か
ら
見
る

怪
異
に
分
類
し
た
。

　

前
者
は
東
日
本
大
震
災
後
に
も
語
ら
れ
た
タ
ク
シ
ー
に
乗
る
幽
霊
が
複

数
確
認
さ
れ
る
他
、
車
内
か
ら
付
く
手
形
や
運
転
者
の
足
を
摑
む
腕
等
が

見
受
け
ら
れ
た
。
主
と
し
て
人
型
の
幽
霊
（
的
な
も
の
）
或
い
は
人
体
の

一
部
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

　

後
者
の
車
内
か
ら
見
る
怪
異
は
、
車
内
の
事
例
よ
り
数
が
多
く
、
車
内

に
入
っ
て
来
よ
う
と
す
る
幽
霊
や
手
と
い
っ
た
直
接
害
意
が
読
み
取
れ
る

事
例
、
不
自
然
な
人
影
等
、
硝
子
越
し
に
見
て
体
験
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
対
象
は
、
車
内
の
怪
異
同
様
人
に
類
す
る
も
の
が
多
い
が
、
何
度
も

追
い
越
す
或
い
は
追
い
越
さ
れ
る
同
じ
車
等
、
自
動
車
の
怪
異
と
も
い
う

べ
き
も
の
の
登
場
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

乗
り
物
に
関
わ
る
怪
異
は
、
様
々
存
在
す
る
が
（『
新
耳
袋
』
に
お
い

て
も
、
電
車
や
バ
イ
ク
の
事
例
が
見
ら
れ
る
）、
運
転
者
・
同
乗
者
共
に
、

自
家
用
車
の
事
例
が
一
際
多
い
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
か
ら
、
自
動
車
と
い
う
一
種
個
人
的
な
空
間
と
隔
て
ら
れ
た
外

界
の
怪
異
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
後
考
察
を
進
め
て
行
く
事
と
す
る
。

修
行
大
師
像
の
創
出 

│
│ 

四
国
霊
場
の
現
地
調
査
か
ら 

│
│浅

川
　
泰
宏

　

本
発
表
は
、
今
日
、
四
国
霊
場
や
全
国
の
真
言
宗
寺
院
で
見
ら
れ
る

「
修
行
大
師
像
」
が
、
近
代
以
降
の
一
〇
〇
年
余
り
で
急
速
に
展
開
し
た

弘
法
大
師
の
新
し
い
ア
イ
コ
ン
で
あ
る
と
い
う
発
表
者
の
仮
説
を
、
四
国

八
十
八
ヵ
所
で
の
現
地
調
査
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

修
行
大
師
像
は
、
弘
法
大
師
の
修
行
の
旅
姿
を
造
形
し
た
立
像
で
あ

の
怪
異
譚
蒐
集
の
範
囲
で
あ
る
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
現
代
に
お
い
て
、

特
に
発
達
し
た
「
自
動
車
」
を
対
象
に
、
怪
異
の
表
現
を
比
較
す
る
事
を

目
的
と
し
た
。

　

猫
の
怪
異
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
雅
章
「『
耳
嚢
』
に
お
け
る
猫
―
怪

異
譚
の
視
点
か
ら
―
」
が
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、『
耳
嚢
』

に
お
け
る
猫
は
、
巻
二
「
猫
の
人
に
化
け
し
事
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

人
間
を
食
い
殺
し
成
り
変
わ
る
、
猫
又
の
概
念
を
内
包
し
て
い
た
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
他
の
百
物
語
と
『
耳
嚢
』
で
異
な
る
猫
の
表
現
は
、（
人
に
）

憑
く
・
夢
に
立
つ
猫
の
存
在
で
あ
り
、
狐
狸
の
性
質
を
受
け
継
い
だ
際
、

「
畏
れ
」
の
対
象
と
し
て
憑
く
・
夢
に
立
つ
神
の
性
質
が
猫
に
附
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。

　

対
し
て
、『
新
耳
袋
』
の
猫
の
怪
異
は
、
①
見
え
な
い
も
の
を
見
る
②

人
語
を
話
す
に
集
約
さ
れ
、『
耳
嚢
』
を
始
め
と
し
た
近
世
の
「
人
を
害

す
る
猫
」
像
の
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
。
掲
載
話
数
に
大
差
は
見
受
け
ら

れ
な
い
が
、
内
容
の
方
向
は
大
き
く
転
換
し
て
い
る
事
か
ら
、
近
世
時
の

飼
い
猫
で
あ
っ
て
も
人
を
害
す
る
生
き
物
と
い
う
認
識
が
変
化
し
た
と
考

察
出
来
る
。
近
年
、
日
本
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
数
に
つ
い
て
猫
が
犬
を
上
回

っ
た
事
と
も
無
関
係
で
は
無
い
と
仮
定
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
は
、
人
と
の

物
理
的
・
心
理
的
距
離
感
と
怪
異
化
の
関
係
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
て

行
き
た
い
課
題
で
あ
る
。

　

一
方
、『
新
耳
袋
』
に
は
、『
耳
嚢
』
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
「
自

動
車
」
に
関
わ
る
怪
異
が
非
常
に
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
収
録
話
数
と

し
て
は
、
第
一
夜
一
二
話
、
第
二
夜
四
話
、
第
三
夜
六
話
、
第
四
夜
三
話
、

第
五
夜
五
話
内
二
話
タ
ク
シ
ー
、
第
六
夜
四
話
、
第
七
夜
一
〇
話
、
第
八

夜
四
話
、
第
九
夜
五
話
内
一
話
タ
ク
シ
ー
、
第
一
〇
夜
七
話
で
あ
る
。
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に
頭
陀
袋
、
⑥
衣
の
裾
は
短
く
、
⑦
手
甲
・
⑧
脚
絆
・
⑨
草
鞋
を
着
用

し
、
⑩
（
時
に
）
背
中
に
ご
ざ
を
背
負
う
、
と
い
う
一
〇
項
目
の
特
徴
が

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
は
全
て
大
正
期
ま
で
に
出
揃
っ
て

い
る
が
、
全
て
を
備
え
る
「
完
全
形
」
は
僅
か
に
三
例
で
、
ほ
と
ん
ど
の

像
に
は
省
略
や
変
形
が
あ
る
。
そ
の
一
方
、
ほ
と
ん
ど
の
像
が
六
項
目
以

上
の
特
徴
を
有
す
る
な
ど
、
修
行
大
師
像
は
一
定
の
枠
組
み
に
収
束
す
る

イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
修
行
大
師
像
は
「
根
本
」

や
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
が
存
在
し
、
こ
れ
を
模
写
す
る
か
た
ち
で
展
開
し
た

と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
修
行
大
師
像
の
「
完
全
形
」
は
集
合
的
表
象

で
あ
り
、
こ
れ
を
核
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
緩
や
か
に
共
有
し
つ
つ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
解
釈
や
造
形
上
の
工
夫
か
ら
多
様
な
修
行
大
師
像
が
産
み
出
さ

れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
近
年
の
作
例
で
は
、

野
宿
を
象
徴
す
る
「
ご
ざ
」
や
、
托
鉢
を
象
徴
す
る
「
鉢
」
が
省
略
さ
れ

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
修
行
大
師
像
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
の
変
化
に
つ

い
て
も
指
摘
し
た
。

　

本
調
査
の
結
果
は
、
修
行
大
師
像
が
近
代
に
産
み
出
さ
れ
た
と
い
う
仮

説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
修
行
大
師
を
描
い
た
近
世
期

の
刷
り
物
が
存
在
す
る
こ
と
や
、
四
国
以
外
の
地
域
で
、
四
国
霊
場
の
最

古
の
作
例
と
同
時
期
の
も
の
が
あ
る
な
ど
、
仮
説
を
修
正
す
る
可
能
性
も

指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、「
弘
法
大
師
の
修
行
姿
は
今
日
の
も

の
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
が
近
世
以
前
か
ら
存
在
し
た
が
、
そ
れ
を
立
体
化

し
、
さ
ら
に
屋
外
に
建
立
す
る
と
い
う
発
想
は
近
代
に
登
場
し
、
そ
の

後
、
修
行
大
師
像
は
急
速
に
展
開
し
た
」
と
現
時
点
で
は
結
論
づ
け
ら
れ

る
こ
と
を
報
告
し
た
。

る
。
多
く
の
場
合
、
境
内
な
ど
の
オ
ー
プ
ン
な
空
間
に
建
立
さ
れ
、
あ
る

程
度
の
大
き
さ
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
は
、「
見
せ
る
」
像
で
あ
り
、「
同

行
二
人
」
と
い
う
四
国
遍
路
の
重
要
な
思
想
を
流
布
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
も

あ
る
。
一
方
、
巡
礼
者
が
参
拝
す
る
大
師
堂
に
は
、
弘
法
大
師
の
座
像
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
高
野
山
御
影
堂
の
秘
仏
を
根
本
と
す
る
「
真
如
親
王

様
式
」
や
類
似
す
る
「
八
祖
様
式
」「
善
通
寺
様
式
」
な
ど
が
あ
る
が
、

本
発
表
で
は
こ
れ
ら
を
「
宗
祖
大
師
像
」
と
総
称
す
る
。

　

宗
祖
大
師
像
と
修
行
大
師
像
は
、
現
代
の
弘
法
大
師
イ
メ
ー
ジ
の
両
翼

を
担
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
三
世
紀
の
作
例
が
残
る
宗
祖
大
師
像
に

対
し
、
修
行
大
師
像
の
近
世
の
作
例
は
未
見
で
あ
る
。
水
原
堯
栄
は
大
正

期
に
修
行
大
師
像
を
建
立
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
（
水
原
一

九
二
五
）
が
、
修
行
大
師
像
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
修
行
大
師
像
は
近
代
に
創
出
さ
れ
た
と

い
う
仮
説
を
建
て
、
四
国
八
十
八
カ
所
の
現
地
調
査
か
ら
こ
れ
を
検
証
し

た
。

　

調
査
の
結
果
、
全
部
で
九
〇
例
の
修
行
大
師
像
が
確
認
で
き
た
。
修
行

大
師
像
が
あ
る
札
所
は
全
体
の
七
割
を
超
え
る
。
最
も
古
い
の
は
、
二
番

極
楽
寺
に
あ
る
一
九
一
一
年
の
像
で
あ
る
。
近
世
に
遡
る
作
例
は
発
見
で

き
ず
、
筆
者
の
仮
説
は
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

建
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
弘
法
大
師
の
御
遠
忌
一
一
五
〇
年
の
前
後
に

な
る
一
九
八
〇
年
代
の
建
立
例
が
多
い
こ
と
、
一
九
四
〇
年
代
の
前
後
に

約
二
〇
年
間
の
建
立
事
例
が
見
ら
れ
な
い
空
白
期
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

　

所
持
品
な
ど
の
造
形
上
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
修
行
大
師
像
に
は
、
①

頭
に
菅
笠
、
②
右
手
に
錫
杖
、
③
左
手
に
鉢
、
④
左
手
首
に
数
珠
、
⑤
胸
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ど
の
勝
手
仕
事
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
時
代
に

お
け
る
御
嶽
山
は
、「
お
手
伝
い
さ
ん
」
に
と
っ
て
、
習
い
事
を
し
た
り
、

外
出
先
や
旅
行
先
な
ど
で
、
普
段
の
生
活
で
は
接
す
る
こ
と
の
な
い
文
化

と
接
触
で
き
た
り
す
る
場
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
御
嶽
山
は
、
山
麓
住
民
に

と
っ
て
技
能
や
教
養
を
身
に
つ
け
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
析

出
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
昭
和
四
〇
〜
平
成
二
〇
年
代
に
働
き
に
き
て
い
た
女
性
は
、
①

「
ア
ル
バ
イ
ト
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
②
親
戚
、
知
人
、
友
人
の
紹
介
で

高
校
生
の
頃
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
を
は
じ
め
る
場
合
が
多
く
、
③
調
理
の
下

ご
し
ら
え
、
配
膳
、
掃
除
、
接
客
を
担
当
し
、
宿
泊
客
が
十
五
人
以
上
い

る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、
御
嶽

山
の
宿
坊
に
お
い
て
先
代
か
ら
代
々
付
き
合
い
の
あ
る
講
社
は
、
そ
の
場

か
ぎ
り
の
一
般
客
と
は
違
う
特
別
な
存
在
の
た
め
、
全
く
知
ら
な
い
人
を

ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
雇
わ
な
い
と
い
う
特
徴
も
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
論
点
を
整
理
し
、
以
下
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。

　

全
国
的
な
傾
向
と
し
て
、
高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
い
都
市
の
商
工
業

で
人
手
不
足
が
生
じ
、
女
工
、
店
員
、
事
務
員
な
ど
の
求
職
が
増
加
し

た
。
御
嶽
山
が
存
す
る
青
梅
市
に
お
い
て
も
、
昭
和
三
七
年
か
ら
平
成
二

〇
年
ま
で
の
間
に
、
工
場
数
が
一
・
一
倍
、
従
業
員
数
が
一
・
五
倍
、
出
荷

額
が
四
六
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
山
麓
地
域
の
産
業
構

造
の
変
化
に
よ
っ
て
御
嶽
山
よ
り
も
魅
力
的
な
就
労
の
場
や
機
会
が
増
加

し
た
こ
と
で
、「
お
手
伝
い
さ
ん
」
と
し
て
働
い
て
い
た
山
麓
地
域
の
女

性
た
ち
は
御
嶽
山
で
就
労
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

　

現
在
、
宿
坊
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
は
じ
め
る
女
性
た
ち
は
、
御
師
家
と
つ

な
が
り
を
有
す
る
高
校
生
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
御
嶽
山
は
山
麓
住
民
に

武
州
御
嶽
山
と
山
麓
住
民

│
│ 

宿
坊
運
営
に
お
け
る
女
性
従
業
員
に
注
目
し
て 

│
│

髙
田
　
　
彩

　

発
表
者
は
こ
れ
ま
で
、
従
来
の
宗
教
集
団
の
運
営
に
関
す
る
研
究
で
は

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
で
き
な
い
、
宗
教
者
で
も
信
者
で
も
な
い
が
宗
教
集
団
の

運
営
に
必
要
不
可
欠
な
ア
ク
タ
ー
に
関
心
を
持
ち
、
武
州
御
嶽
山
（
以
下

御
嶽
山
）
の
宿
坊
運
営
と
、
そ
こ
で
実
際
の
サ
ー
ビ
ス
対
応
を
行
う
御
師

家
の
女
性
家
族
、
特
に
妻
の
役
割
に
注
目
し
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
本
発
表
で
は
、
宿
坊
運
営
の
統
括
者
で
あ

る
御
師
家
の
妻
「
お
か
み
」
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
形
で
宿
坊
に
対
し
労
働
力

を
提
供
す
る
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
に
注
目
し
、
御
嶽
山
の
宿
坊
運
営
に
お
い

て
、
①
労
働
力
を
提
供
し
て
い
た
女
性
た
ち
の
現
在
の
労
働
実
態
と
、
山

内
で
の
位
置
付
け
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
②
加
え
て
、
宿

坊
と
そ
こ
で
労
働
力
を
提
供
す
る
女
性
は
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
持

ち
、
時
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
検
討
し
た
。

　

ま
ず
、
御
嶽
山
の
宿
坊
運
営
に
は
三
つ
の
画
期
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

①
宿
坊
の
民
宿
、
旅
館
化
、
②
鉄
道
整
備
に
よ
る
ハ
イ
カ
ー
の
増
大
、
③

林
間
学
校
の
誘
致
で
あ
る
。
特
に
、
昭
和
四
〇
年
代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

林
間
学
校
の
利
用
が
御
嶽
山
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

昭
和
二
〇
〜
四
〇
年
代
と
、
昭
和
四
〇
〜
平
成
二
〇
年
代
の
二
つ
に
時
代

を
区
切
っ
て
、
宿
坊
で
働
く
女
性
た
ち
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の

上
で
、
①
属
性
と
役
割
、
②
仕
事
内
容
、
③
象
徴
的
な
語
り
の
三
つ
に
注

目
し
て
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
二
〇
〜
四
〇
年
代
に
働
き
に

き
て
い
た
女
性
は
、
①
「
お
手
伝
い
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
②
十
代

後
半
か
ら
二
〇
代
後
半
の
山
麓
地
域
の
農
家
の
出
身
で
、
③
主
に
配
膳
な
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を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
変
遷
前
の
「
人
を
助
け
る
力
」
が
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
力
に
つ
い
て

柳
田
が
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
文
学
に
関
連
す
る
柳
田

の
他
の
著
作
や
、
彼
が
参
考
と
し
た
文
献
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し

た
。
柳
田
の
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
考
え
方
と
論
理
の
展
開
に
は
共

通
性
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
柳
田
は
文
芸
の
起

源
は
神
話
に
あ
り
、
現
代
に
伝
わ
る
神
話
の
残
存
や
痕
跡
を
辿
っ
て
い
く

こ
と
で
神
話
が
復
元
で
き
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
柳
田
は

文
芸
の
あ
り
よ
う
の
変
化
を
信
仰
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
、
人
々

の
信
仰
の
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
文
芸
も
そ
れ
に
応
じ
て
変
化
し
た
と

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
神
話
か
ら
文
芸
へ
の
変
化
は
、
神
話
を
基
礎
づ
け

て
い
た
初
期
の
信
仰
か
ら
見
る
と
「
零
落
の
迹
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。

　

信
仰
の
改
訂
↓
零
落
と
い
う
論
理
の
展
開
は
、『
海
上
の
道
』
に
お
け

る
「
タ
カ
ラ
ガ
イ
信
仰
が
俗
信
に
変
化
」
と
い
う
過
程
と
も
共
通
す
る
。

安
産
守
り
と
し
て
知
ら
れ
る
タ
カ
ラ
ガ
イ
の
観
念
で
あ
る
が
、
観
念
の
変

遷
に
も
神
話
の
変
遷
と
同
様
に
そ
の
裏
側
に
は
信
仰
の
変
化
が
あ
っ
た
と

柳
田
は
考
え
て
い
た
。
柳
田
が
参
考
に
し
て
い
た
文
献
に
目
を
通
す
と
、

タ
カ
ラ
ガ
イ
の
働
き
は
、
単
に
安
産
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
柳
田
の
タ
カ
ラ
ガ
イ
に
関
す
る
論
文
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
祭
祀
に

か
か
わ
る
女
性
が
必
ず
登
場
す
る
点
か
ら
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
の
「
零
落
」
以

前
の
力
と
し
て
、
孕
む
、
産
む
、
と
い
っ
た
女
性
の
霊
的
な
パ
ワ
ー
と
共

通
す
る
力
を
想
定
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
柳
田
は
変
遷
前
の
タ
カ
ラ

ガ
イ
の
価
値
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
書
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し

て
、
柳
田
民
俗
学
で
は
男
女
に
か
か
わ
る
性
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
な
い

と
っ
て
、
高
校
に
通
い
な
が
ら
友
人
と
一
緒
に
社
会
勉
強
を
し
た
り
、
小

遣
い
を
稼
い
だ
り
す
る
場
に
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
四
〇
年
代
以

降
、
宿
坊
ア
ル
バ
イ
ト
の
経
験
を
有
す
る
女
性
が
御
嶽
山
に
婚
入
す
る
事

例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
〇
年
代
を
境
に
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
の

意
味
付
け
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

多
様
化
す
る
業
務
に
対
応
可
能
な
人
材
と
し
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
経
験
を
有

す
る
山
麓
地
域
の
女
性
が
御
嶽
山
に
婚
入
し
、
山
内
に
組
み
込
ま
れ
て
い

く
ル
ー
ト
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

タ
カ
ラ
ガ
イ
の
価
値
と
流
通 
│
│ 『
海
上
の
道
』
を
手
が
か
り
に 

│
│

佐
藤
　
亜
美

　

タ
カ
ラ
ガ
イ
は
、
古
く
は
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
も
多
数
出
土
す
る
南

海
産
巻
貝
の
仲
間
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
安
産
の
御
守
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
タ
カ
ラ
ガ
イ
の
利
用
は
古
く
か
ら
世
界
的
に
広
が
っ

て
お
り
、
死
者
あ
る
い
は
生
者
の
た
め
の
装
飾
、
儀
礼
、
呪
（
ま
じ
な
）

い
に
使
わ
れ
、
ま
た
、
中
国
な
ど
で
は
貨
幣
と
し
て
流
通
し
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
。

　

タ
カ
ラ
ガ
イ
の
利
用
の
広
が
り
か
ら
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
柳
田
國
男
は
、
そ
の
著
作
の
中
で
、
人
類

が
日
本
列
島
に
や
っ
て
来
た
動
機
を
「
宝
貝
の
魅
力
の
た
め
」
と
し
た
。

で
は
、
人
々
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
引
き
付
け
た
「
宝
貝
の
魅
力
」
と
は
何

だ
っ
た
の
か
。『
海
上
の
道
』
を
手
が
か
り
に
柳
田
の
タ
カ
ラ
ガ
イ
観
に

つ
い
て
改
め
て
探
っ
た
。

　

著
作
の
中
で
柳
田
は
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
巡
る
観
念
が
元
々
は
「
人
を
助

け
る
力
」
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
の
間
に
変
遷
し
た
可
能
性
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学
論
叢
』
三
三
、
二
〇
一
八
年
）、
戦
時
体
制
に
配
慮
し
た
よ
う
な
文
言

（「
今
度
の
大
戦
役
は
稀
有
の
機
会
」「
国
の
共
同
の
大
敵
を
克
服
」
な
ど
）

が
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
に
関
心
を
持
っ
た
。
本
発
表
は
こ
の
よ
う
な
戦
時

下
に
お
け
る
柳
田
の
戦
時
体
制
と
の
関
わ
り
（
含
・
戦
争
協
力
）
が
、

こ
の
時
代
に
お
け
る
彼
の
祭
祀
論
と
ど
う
照
応
し
て
い
た
の
か
、
を
考
究

す
る
。
そ
う
し
た
柳
田
の
戦
争
協
力
的
な
文
言
は
、
彼
の
一
種
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
的
な
女
性
観
が
表
出
す
る
「
日
本
の
母
性
」（
一
九
四
二
年
）
や

「
特
攻
精
神
を
は
ぐ
く
む
者
」（
一
九
四
五
年
）
に
、
い
わ
ゆ
る
軍
国
の
母

を
賛
美
す
る
言
説
と
し
て
見
ら
れ
る
。

　

と
は
い
え
戦
争
協
力
の
姿
勢
や
行
動
は
、
柳
田
本
人
よ
り
む
し
ろ
『
民

間
伝
承
』
誌
に
ヨ
リ
明
確
に
見
ら
れ
る
。
本
発
表
で
は
、
①
大
政
翼
賛
会

の
要
請
に
よ
る
食
習
調
査
（
一
九
四
一
年
八
月
よ
り
）、
②
大
藤
時
彦
・

倉
田
一
郎
・
橋
浦
泰
雄
ら
に
よ
る
、
同
誌
巻
頭
言
の
言
説
（
一
九
四
二
年

五
月
に
始
ま
る
同
誌
第
八
巻
以
降
）、
③
柳
田
國
男
先
生
古
希
記
念
会
に

よ
る
「
国
際
共
同
研
究
課
題
の
提
案
」（
一
九
四
四
年
一
月
記
銘
、
同
誌

第
一
〇
巻
第
一
号
よ
り
第
六
号
ま
で
）、
の
三
者
を
あ
げ
た
。
と
く
に
③

は
、
い
わ
ゆ
る
「
一
国
民
俗
学
」
と
は
異
な
る
志
向
を
民
間
伝
承
の
会
が

一
時
期
有
し
て
い
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
に
関
し
て

柳
田
は
表
に
出
て
い
な
い
。

　

対
し
て
柳
田
個
人
の
戦
争
へ
の
協
力
姿
勢
と
祭
祀
論
と
の
関
係
が
比
較

的
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
本
発
表
で
は
柳
田
が
一
九
四
三
年
七
月
九

日
に
長
野
県
東
筑
摩
郡
教
育
部
会
で
行
っ
た
講
演
を
検
討
し
た
。
同
講
演

は
、
柳
田
が
同
教
育
部
会
に
氏
神
信
仰
の
調
査
を
要
請
す
る
為
に
行
わ

れ
、
各
村
か
ら
一
名
ず
つ
教
員
が
聴
講
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
同
時
代
に

は
、
柳
田
が
講
演
手
控
え
の
一
部
を
自
ら
纏
め
た
「
氏
神
様
と
教
育
者
」

こ
と
、
考
古
資
料
を
解
釈
す
る
決
定
的
な
方
法
が
無
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
部
分
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
解
釈
し
、
ま
た
、

発
掘
調
査
の
進
行
に
よ
り
現
在
も
各
地
で
発
見
さ
れ
る
多
く
の
タ
カ
ラ
ガ

イ
関
連
遺
物
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
柳
田
が
到

達
し
得
な
か
っ
た
タ
カ
ラ
ガ
イ
信
仰
の
本
来
の
姿
を
見
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

日
本
列
島
に
お
い
て
タ
カ
ラ
ガ
イ
は
、
時
間
的
に
は
縄
文
時
代
草
創
期

か
ら
、
空
間
的
に
は
北
海
道
の
礼
文
島
ま
で
流
通
し
て
い
た
。
タ
カ
ラ
ガ

イ
の
流
通
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
も
タ
カ
ラ
ガ
イ
と
い
う
あ

る
特
定
の
自
然
物
が
、
人
間
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
、
長
い
距
離
を
運
搬
さ

れ
、
時
に
加
工
さ
れ
、
模
倣
さ
れ
る
と
い
う
行
為
と
、
そ
こ
か
ら
垣
間
見

え
る
人
々
の
心
と
精
神
の
営
み
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
は
信
仰
の
形
を
変
え
な
が
ら
今
も
静
か
に
日
本
列
島
に
息
づ
い

て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
復
元
で
き
る
の
か
。
柳
田
が
目
指
し
て
い
た
本

来
の
形
に
は
ど
う
辿
り
着
い
た
ら
良
い
の
か
。
そ
も
そ
も
そ
れ
は
可
能
な

の
か
。
柳
田
の
思
想
を
再
吟
味
す
る
た
め
、
ま
た
、
人
類
の
信
仰
の
根
源

に
迫
る
た
め
に
、
非
文
字
資
料
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
。
各
分
野

の
研
究
が
進
展
し
た
今
、
ま
だ
ま
だ
出
来
る
こ
と
は
多
い
と
考
え
る
。

柳
田
國
男
の
戦
時
下
に
お
け
る
祭
祀
論
と
戦
争
協
力

由
谷
　
裕
哉

　

本
発
表
は
、
発
表
者
が
近
年
取
り
組
ん
で
い
る
柳
田
國
男
の
神
社
祭
祀

論
・
神
道
論
に
関
す
る
検
討
の
一
環
で
あ
る
。
発
表
者
は
先
に
『
神
道
と

民
俗
学
』（
一
九
四
三
年
）
の
神
社
祭
祀
論
を
検
討
し
た
が
（
由
谷
「
柳

田
國
男
『
神
道
と
民
俗
学
』
に
お
け
る
神
社
祭
祀
論
の
再
検
討
」、『
民
俗
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信
仰
の
対
象
を
氏
神
と
設
定
す
る
志
向
が
、
各
々
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
は
柳
田
が
戦
時
下
に
お
い
て
戦
時
体
制
と
の
関
わ
り
の
中
で
氏

神
・
氏
子
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
し
た
見
解
と
、
連
続
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

陸
前
高
田
市
に
お
け
る
震
災
遺
構
の
意
義

│
│ 

仏
教
者
の
観
点
を
手
掛
か
り
に 

│
│

金
沢
　
　
豊

　

津
波
災
害
の
記
憶
の
保
存
と
継
承
の
必
要
性
は
論
を
俟
た
な
い
。
教
訓

と
死
者
を
「
忘
れ
な
い
」
目
的
の
為
に
、
記
憶
想
起
の
手
が
か
り
と
な
る

ハ
ー
ド
面
（
震
災
遺
構
、
慰
霊
碑
な
ど
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
）
の
重
要
性
を

確
認
し
つ
つ
、
ソ
フ
ト
面
（
建
立
物
の
場
所
提
供
や
意
味
付
け
）
に
こ
そ

宗
教
者
の
役
割
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
き
た
。
震
災
遺
構
は
自
治
体
の

復
興
施
策
と
結
び
つ
き
管
理
の
面
が
ト
ピ
ッ
ク
に
な
り
や
す
い
。
し
か

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
構
で
人
々
は
祈
り
を
捧
げ
、
死
者
と
の
交
流
の
縁
に

な
っ
て
い
る
以
上
、
宗
教
的
観
点
も
必
要
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
東
日
本
大

震
災
か
ら
の
復
興
途
上
に
あ
る
岩
手
県
陸
前
高
田
市
の
仏
教
者
が
関
与
す

る
取
組
み
を
手
掛
か
り
に
、
震
災
遺
構
の
あ
り
方
を
問
い
直
し
た
い
。

　

陸
前
高
田
市
米
崎
町
の
普
門
寺
（
曹
洞
宗
）
で
は
、
五
百
羅
漢
像
の
製

作
を
二
〇
一
三
年
か
ら
毎
年
推
進
し
て
き
た
。
五
百
羅
漢
だ
か
ら
と
い
っ

て
初
め
か
ら
五
〇
〇
体
整
え
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
石
仏
の
製
作
は

招
聘
し
た
専
門
家
が
指
導
に
あ
た
り
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
亡
き
人
に
思

い
を
馳
せ
な
が
ら
新
た
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
作
っ
た
。
そ
こ
で
重
要
な
の

は
思
い
を
引
き
受
け
て
法
要
を
執
行
す
る
仏
教
者
の
存
在
で
あ
る
。
普
門

寺
で
実
施
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
震
災
後
、
市
内
の
身
元
不
明
者
の
ご
遺

（『
民
間
伝
承
』
一
〇
―
一
、
一
九
四
四
年
一
月
、
定
本
二
九
に
再
録
）
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
聴
講
者
ら
が
謄
写
版
に
し
た
講
演
筆
記
を
近

年
、『
柳
田
國
男
全
集
』
三
一
巻
が
初
め
て
翻
刻
し
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル

は
「
氏
神
調
査
に
関
す
る
柳
田
國
男
先
生
講
演
の
概
要
」
で
、
五
つ
の
項

目
に
分
か
た
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
最
初
の
三
項
目
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
以
下
に
概
観
す
る
。

　
「
農
村
氏
神
信
仰
の
状
態
は
ど
う
な
つ
て
ゐ
る
か
」
で
は
、
大
東
亜
戦

争
下
で
信
仰
が
戦
争
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
う
し
た
現
状
で

氏
神
信
仰
を
ど
う
昂
揚
す
べ
き
か
、
と
問
い
か
け
、
こ
の
信
仰
が
生
き
て

い
る
限
り
、「
日
本
に
は
軍
神
に
続
い
て
い
く
ら
で
も
喜
ん
で
死
ん
で
行

く
人
が
出
て
来
る
」
と
す
る
。「
氏
神
氏
子
の
概
念
は
ど
う
な
つ
て
ゐ
る

か
」
で
は
、
敬
神
政
策
の
為
に
信
仰
は
衰
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

し
、
そ
の
対
象
た
る
氏
神
に
対
す
る
信
仰
を
調
べ
て
欲
し
い
、
と
す
る
。

ま
た
元
の
意
味
が
氏
神
の
子
で
あ
っ
た
氏
子
概
念
も
、
変
化
し
て
い
る
と

す
る
。
続
い
て
氏
子
に
関
連
す
る
「
頭
屋
制
度
は
残
つ
て
ゐ
る
か
」
で
、

「
頭
屋
制
度
の
残
つ
て
ゐ
る
所
は
神
信
心
が
強
い
」、「
人
心
を
帰
一
す
る

力
を
う
む
も
の
は
こ
の
頭
屋
制
度
の
復
活
で
あ
る
と
思
ふ
」
な
ど
と
す

る
。

　

小
括
と
し
て
、
柳
田
の
「
新
国
学
談
」
三
部
作
は
敗
戦
後
の
柳
田
の
新

境
地
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
『
氏
神
と
氏
子
』（
一

九
四
七
年
）
に
収
録
さ
れ
た
、
い
ず
れ
も
戦
時
下
の
講
演
に
基
づ
く
「
祭

と
司
祭
者
」
お
よ
び
「
敬
神
と
祈
願
」
と
、
上
記
講
演
「
概
要
」
と
の
比

較
対
照
を
試
み
た
。
祭
祀
組
織
を
主
に
論
じ
た
「
祭
と
司
祭
者
」
に
は
頭

屋
制
度
を
祭
あ
る
い
は
神
道
を
支
え
る
原
型
的
な
組
織
と
見
る
視
点
が
、

祭
神
の
位
置
づ
け
お
よ
び
信
仰
論
を
主
題
と
し
た
「
敬
神
と
祈
願
」
に
は
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一
六
年
）。
儀
式
、
祭
儀
が
遺
族
に
と
っ
て
時
間
を
超
え
記
憶
を
呼
び
起

こ
す
働
き
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
そ
の
理
解
の
上
で
、
悲
嘆

に
向
き
合
い
、
日
常
は
隠
さ
ざ
る
を
得
な
い
様
々
な
思
い
を
抱
き
起
こ
す

装
置
と
し
て
震
災
遺
構
に
役
割
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
陸
前
高
田
市
に
五
箇
所
あ
る
行
政
が
指
定
し
た
震
災
遺

構
（
気
仙
中
学
校
、
下
宿
定
住
促
進
住
宅
、
陸
前
高
田
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
、

奇
跡
の
一
本
松
、
道
の
駅
タ
ピ
ッ
ク
）
に
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
遺
族
に

は
一
人
ひ
と
り
に
弔
う
場
所
、
悼
む
時
間
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
毎

年
、
地
震
発
生
時
刻
の
三
月
十
一
日
十
四
時
四
十
六
分
の
サ
イ
レ
ン
に
対

し
て
、
皆
で
黙
禱
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
人
々
も
一
定
数
存
在
す

る
。
津
波
が
来
襲
し
た
時
刻
と
は
異
な
る
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
、
名
も
無

き
震
災
遺
構
に
も
役
割
が
あ
り
、
個
別
の
記
憶
を
一
つ
の
場
所
に
集
約
す

る
／
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
慰
霊
や
追
悼
の
念
を
呼
び
起

こ
す
場
所
が
整
備
さ
れ
る
と
共
に
、
個
別
化
が
進
む
こ
と
も
津
波
災
害
復

興
過
程
の
特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

災
害
後
の
集
落
の
変
化
と
祭
礼
文
化
の
包
摂
性

黒
崎
　
浩
行

　

津
波
に
よ
っ
て
東
北
地
方
太
平
洋
沿
岸
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た

東
日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
八
年
半
が
経
っ
た
。

　

こ
の
間
、
被
災
し
た
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
に
お
い
て
祭
礼
・
民

俗
芸
能
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
そ
の
祭
礼
・
民
俗
芸
能
に

対
す
る
支
援
を
伴
い
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

宮
城
県
気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
地
区
に
鎮
座
す
る
小
泉
八
幡
神
社
で

は
、
毎
年
秋
の
例
祭
と
奉
納
行
事
を
継
続
し
て
き
た
が
、
二
〇
一
七
年
に

骨
を
弔
い
続
け
て
い
る
点
に
あ
り
、
開
か
れ
た
寺
院
と
し
て
の
共
通
理
解

が
街
の
内
外
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同

市
内
小
友
町
に
は
地
元
住
民
の
要
望
に
応
え
る
形
で
、
震
災
以
前
に
は
な

か
っ
た
「
小
友
地
蔵
」
が
建
立
さ
れ
た
。
平
泉
町
中
尊
寺
（
天
台
宗
）
の

僧
侶
が
片
道
一
時
間
半
を
か
け
て
定
期
的
に
来
訪
し
法
要
の
導
師
を
勤
め

続
け
、
地
域
の
人
々
の
安
寧
を
保
っ
て
い
る
。
陸
前
高
田
市
を
含
む
気
仙

二
市
一
町
に
広
く
点
在
し
、
津
波
に
よ
っ
て
い
く
つ
も
祠
堂
が
流
出
し
て

し
ま
っ
た
気
仙
三
十
三
観
音
霊
場
も
再
興
し
た
。
外
部
の
支
援
者
と
地
元

住
職
と
の
連
携
に
よ
っ
て
津
波
以
前
よ
り
も
活
発
に
巡
礼
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
元
寺
院
と
来
援
者
と
の
協
働
に
よ
っ
て
、
震
災
以

前
の
地
域
と
仏
教
者
と
の
関
係
に
は
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
死
者
を
追
悼
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
同
市
内
広
田
町
で
個
人
の
ア

イ
デ
ア
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
「
漂
流
ポ
ス
ト
」
の
あ
り
方
も
見
過
ご
せ

な
い
。
亡
き
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
宛
先
と
し
て
二
〇
一
四
年
ガ
ー
デ
ン

カ
フ
ェ
に
設
置
さ
れ
た
郵
便
を
受
け
る
ポ
ス
ト
の
呼
び
名
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
に
四
回
、
同
町
内
の
慈
恩
寺
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
で
全
国
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
手
紙
に
対
す
る
供
養
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
て
お
り
、
簡
単
に

は
表
出
で
き
な
い
思
い
の
依
り
所
と
な
っ
て
い
る
。
新
た
な
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
の
製
作
や
、
流
出
し
た
聖
な
る
場
の
復
興
、
亡
き
人
へ
の
思
い
を
綴
っ

た
手
紙
の
供
養
を
通
し
て
遺
族
は
、
記
憶
を
遡
り
未
来
に
向
け
て
死
者
と

新
た
な
関
係
を
結
び
直
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
島
薗
進
氏
が
「
慰
霊
と

追
悼
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
と
し
て
宗
教
者
に
よ
る
復
興
支
援
活
動
を
総
括

し
た
よ
う
に
、
儀
式
の
執
行
は
宗
教
者
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
（
島
薗
進

「
宗
教
者
と
研
究
者
の
新
た
な
連
携
―
東
日
本
大
震
災
支
援
活
動
が
拓
い

た
新
た
な
地
平
」『
宗
教
者
災
害
支
援
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
春
秋
社
、
二
〇
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震
災
以
後
二
〇
一
六
年
ま
で
、
宮
神
輿
は
振
興
会
、「
小
泉
地
区
の
明

日
を
考
え
る
会
」
メ
ン
バ
ー
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
担
い
だ
。
正
午
に
は
小

泉
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
と
二
〇
一
五
年
に
再
建
さ
れ
た
小
泉
公
民

館
が
あ
る
高
台
に
、
宮
神
輿
の
担
ぎ
手
と
総
代
、
幼
稚
園
児
、
小
学
校
児

童
、
中
学
校
生
徒
と
保
護
者
た
ち
と
い
っ
た
多
様
な
担
い
手
が
集
結
し
、

子
供
神
輿
や
鼓
笛
隊
演
奏
、
小
泉
浜
大
漁
打
ば
や
し
と
い
っ
た
奉
納
行
事

が
披
露
さ
れ
た
。
ま
た
仮
設
住
宅
に
住
む
人
々
お
よ
び
近
隣
住
民
も
集
ま

り
、
見
る
形
が
で
き
て
い
た
。
夕
方
に
は
素
人
演
芸
会
が
行
わ
れ
た
。

　

小
泉
町
区
の
防
災
集
団
移
転
が
進
み
、
仮
設
住
宅
が
解
体
さ
れ
た
二
〇

一
七
年
、
宮
司
、
総
代
、
振
興
会
長
ら
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
宮
神
輿
の

渡
御
ル
ー
ト
が
三
つ
の
地
区
（
町
区
・
在
区
・
浜
区
）
を
結
ぶ
も
の
と
な

っ
た
。
八
幡
神
社
は
小
泉
地
区
全
体
の
総
鎮
守
で
あ
り
、
神
輿
が
す
べ
て

の
地
区
を
回
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
幼
稚
園
・
小
学
校

の
児
童
が
担
う
奉
納
行
事
は
小
泉
小
学
校
校
庭
・
小
泉
公
民
館
前
駐
車
場

に
と
ど
ま
っ
た
が
、
素
人
演
芸
会
は
小
泉
町
区
振
興
会
館
前
に
移
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
八
年
か
ら
は
宮
神
輿
・
獅
子
が
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
を
回
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
入
所
者
に
歓
迎
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
二
〇
一
八
年
、
奉
納
行
事
に
小
泉
町
区
振
興
会
館
前
で
の
奉
納

行
事
と
し
て
下
大
籠
南
部
神
楽
の
奉
納
が
三
〇
年
ぶ
り
に
復
活
し
、
主
に

高
齢
女
性
の
観
客
を
得
た
。
環
境
の
変
化
の
中
で
地
域
の
多
様
な
人
々
を

担
い
手
・
見
る
人
と
し
て
包
摂
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
観
察
で
き
た
。

　

今
後
は
他
地
域
の
同
様
な
事
例
と
の
比
較
検
討
も
行
っ
て
い
き
た
い
。

重
要
な
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
小
泉
地
区
（
町
区
）
の
防
災
集
団
移

転
と
、
地
域
住
民
の
自
治
・
交
流
組
織
で
あ
る
振
興
会
の
再
編
に
伴
っ

て
、
宮
司
と
総
代
、
地
域
住
民
自
治
組
織
に
よ
る
話
し
合
い
の
結
果
、
神

輿
渡
御
の
ル
ー
ト
が
変
更
さ
れ
、
よ
り
広
域
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

変
化
の
意
義
を
包
摂
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

　

Ｄ
・
ア
ル
ド
リ
ッ
チ
は
災
害
復
興
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
の
影
響
の
二
面
性
を
指
摘
す
る
。
強
固
な
結
束
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ

ャ
ピ
タ
ル
は
地
域
住
民
の
相
互
扶
助
を
促
進
す
る
一
方
で
、「
既
存
の
排

他
的
な
体
勢
を
強
め
て
、
市
域
全
体
で
は
な
く
特
定
の
地
域
だ
け
が
恩
恵

を
受
け
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正
当
化
し
、
社
会
の
辺
縁
の
人
々
を
苦

し
め
る
こ
と
に
な
る
」（
石
田
祐
・
藤
澤
由
和
訳
『
災
害
復
興
に
お
け
る

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
役
割
と
は
何
か
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
一
五
年
、
二
頁
）
と
言
う
。
祭
礼
の
変
化
が
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

周
辺
や
境
界
に
お
か
れ
た
人
々
を
排
除
す
る
の
で
な
く
包
摂
す
る
結
果
を

も
た
ら
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
地
域
に
住
む
個
人
の
生
を
豊
か
に

し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
可
能
性
に
貢
献
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
。

　

ま
た
そ
の
さ
い
、
祭
礼
に
関
与
す
る
人
々
の
多
様
性
（
運
営
組
織
の
構

成
員
、
神
輿
の
担
ぎ
手
な
ど
の
担
い
手
、
祭
礼
を
見
る
人
）
に
も
注
意
を

向
け
る
。

　

震
災
以
前
、
宮
神
輿
は
七
つ
の
振
興
会
か
ら
五
人
ず
つ
が
担
い
で
い

た
。
神
社
境
内
か
ら
降
り
、
町
区
の
各
家
を
ま
わ
り
、
宮
司
が
神
棚
に
向

か
い
お
祓
い
を
し
て
い
た
（『
本
吉
町
小
泉　

八
幡
神
社
の
記
録
』
小
泉

八
幡
神
社
、
二
〇
一
九
年
、
三
二
頁
）。
ま
た
、
奉
納
行
事
は
神
社
境
内

の
近
く
に
あ
っ
た
小
泉
公
民
館
の
前
で
行
わ
れ
て
い
た
。
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お
い
て
も
大
切
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
東
京
都
宗
教
連
盟
は
認
識
し
、
そ

の
取
り
組
み
の
た
め
の
現
状
調
査
、「
東
京
都
宗
教
施
設
に
お
け
る
平
常

時
・
災
害
時
の
受
入
体
制
調
査
」
を
、
東
京
都
宗
教
連
盟
が
実
施
主
体
と

な
り
、
東
京
都
宗
教
連
盟
、
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
（
稲
場

圭
信
教
授
、
東
京
都
宗
教
連
盟
防
災
顧
問
）、
Ｊ
Ｔ
Ｂ
総
合
研
究
所
が
共

同
で
実
施
し
た
（
調
査
結
果
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
稲
場
圭
信
、
河

野
ま
ゆ
子
（
二
〇
一
九
）「『
東
京
都
宗
教
施
設
に
お
け
る
災
害
時
の
受
入

体
制
調
査
』
報
告
」『
宗
教
と
社
会
貢
献
』
第
９

巻
第
１

号
、
二
〇
一
九

年
四
月
、
四
九
―
六
一
頁
）。

　

本
調
査
で
、
耐
震
建
築
物
が
あ
る
宗
教
施
設
が
三
四
・
六
％
（
四
六
一

施
設
）、
井
戸
水
を
有
す
る
施
設
が
二
〇
・
五
％
（
二
七
三
施
設
）
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
区
市
町
村
の
防
災
対
策
へ
の
協
力
意
向
に
つ

い
て
は
、
四
九
％
（
六
五
一
宗
教
施
設
）
が
積
極
的
な
協
力
意
向
を
示
し

て
い
る
。

　

避
難
所
の
収
容
基
準
を
一
時
避
難
三
・
三
㎡
当
た
り
四
人
の
東
京
都
基

準
で
換
算
す
る
と
、
今
回
の
回
答
で
は
、
三
八
六
宗
教
施
設
で
受
け
入
れ

可
能
な
面
積
の
合
計
が
六
一
・
五
一
八
㎡
な
の
で
、
約
七
四
、六
〇
〇
人

（
一
施
設
に
つ
き
二
〇
〇
人
ほ
ど
）
を
収
容
可
能
で
あ
る
。
一
方
で
、
行

政
組
織
と
、
防
災
に
関
す
る
連
携
協
定
等
を
締
結
し
て
い
る
施
設
は
四
・

三
％
（
五
七
施
設
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
区
市
町
村
か
ら
宗
教
施
設
に

働
き
か
け
る
こ
と
で
、
協
力
施
設
を
増
や
し
て
い
け
る
可
能
性
は
大
き

い
。
行
政
と
宗
教
施
設
の
さ
ら
な
る
連
携
が
求
め
ら
れ
る
。

　

今
回
は
回
答
し
て
い
な
い
宗
教
施
設
も
多
い
。
様
々
の
条
件
が
整
え
ば

実
質
的
に
は
、
上
記
の
受
け
入
れ
は
四
な
い
し
は
五
倍
、
三
〇
〜
四
〇
万

人
ほ
ど
の
収
容
が
可
能
と
な
ろ
う
。
二
〇
一
九
年
七
月
一
九
日
に
都
庁
で

災
害
に
備
え
る
行
政
と
宗
教
施
設
の
連
携 

│
│ 

東
京
都
の
事
例 

│
│

稲
場
　
圭
信

　

本
発
表
は
、
災
害
時
へ
の
備
え
に
対
し
て
、
宗
教
施
設
、
宗
教
法
人
と

行
政
が
政
教
分
離
の
解
釈
の
相
違
を
超
え
て
連
携
し
て
い
る
実
態
を
、
東

京
都
宗
教
連
盟
と
東
京
都
の
事
例
を
も
と
に
、
そ
の
経
緯
を
経
過
報
告
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

東
京
都
宗
教
連
盟
は
、
二
〇
一
七
年
五
月
三
〇
日
開
催
の
理
事
会
に
お

い
て
、
東
京
都
お
よ
び
周
辺
地
域
で
大
規
模
災
害
の
発
生
が
想
定
さ
れ
て

い
る
実
情
を
踏
ま
え
、
東
京
都
下
宗
教
法
人
に
よ
る
災
害
支
援
に
関
す
る

体
制
を
可
及
的
速
や
か
に
整
え
る
た
め
に
、
東
京
都
と
の
間
に
お
け
る
災

害
支
援
に
関
す
る
協
議
の
開
始
お
よ
び
推
進
の
必
要
性
を
認
識
し
、
そ
の

旨
を
東
京
都
に
要
望
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

　

二
〇
一
七
年
九
月
二
一
日
、
東
京
都
宗
教
連
盟
の
小
野
貴
嗣
理
事
長

（
当
時
）、
新
倉
典
生
理
事
ら
が
都
庁
を
訪
問
し
、
小
野
理
事
長
が
小
池
百

合
子
知
事
に
「
災
害
支
援
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
の
要
望
書
」
を
手
渡

し
た
。
同
連
盟
は
都
内
約
四
〇
〇
〇
カ
所
の
寺
や
神
社
、
教
会
と
い
っ
た

宗
教
施
設
で
の
災
害
時
の
帰
宅
困
難
者
受
け
入
れ
の
方
針
と
災
害
対
策
に

お
け
る
都
と
同
連
盟
の
連
携
と
情
報
共
有
の
た
め
の
連
絡
会
の
設
置
を
申

し
入
れ
た
。
そ
の
後
、
東
京
都
と
東
京
都
宗
教
連
盟
は
三
回
の
準
備
会
で

協
議
を
重
ね
、「
東
京
都
及
び
東
京
都
宗
教
連
盟
の
防
災
対
策
連
絡
会
」

の
設
置
を
決
め
、
同
年
一
二
月
二
二
日
、
都
庁
に
お
い
て
「
東
京
都
及
び

東
京
都
宗
教
連
盟
の
防
災
対
策
連
絡
会
」
第
一
回
幹
事
会
を
開
催
し
た
。

　

東
京
都
に
お
い
て
は
首
都
直
下
地
震
発
生
時
の
迅
速
な
避
難
体
制
の
構

築
が
急
務
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
増
加
す
る
訪
日
観
光
客
へ

の
対
応
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
災
害
時
と
平
常
時
の
対
応
は
宗
教
施
設
に
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両
県
で
は
香
典
に
関
す
る
項
目
の
改
善
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
地
元
の

推
進
団
体
に
よ
る
機
関
誌
や
実
践
報
告
集
、
行
政
資
料
、
新
聞
記
事
等
か

ら
、
群
馬
県
を
中
心
に
検
討
す
る
。

　

群
馬
県
で
は
、
昭
和
二
五
年
に
群
馬
県
新
生
活
運
動
協
議
会
が
設
置
さ

れ
る
。
結
婚
の
改
善
を
中
心
に
葬
儀
の
改
善
事
項
が
掲
げ
ら
れ
た
が
、
資

料
上
で
は
、
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
実
践
報
告
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
昭
和
五
〇
年
度
、
県
教
育
委
員
会
委
託
事
業
計
画
に
よ
り
、

「
資
源
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
一
環
と
し
て
、「
川
や
み
ぞ
を
き
れ
い
に

す
る
運
動
」「
自
分
の
ゴ
ミ
に
責
任
を
も
つ
運
動
」
と
と
も
に
、「
冠
婚
葬

祭
を
考
え
な
お
す
運
動
」
の
推
進
が
決
定
さ
れ
た
。
資
源
を
大
切
に
す
る

運
動
は
、
昭
和
四
八
年
の
石
油
危
機
を
背
景
に
、
新
生
活
運
動
協
会
が
提

唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
も
翌
年
、「
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進

本
部
」
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
、
前
橋
市
・
高
崎

市
・
伊
勢
崎
市
を
は
じ
め
五
八
／
七
〇
の
市
町
村
に
お
け
る
新
生
活
運
動

推
進
協
議
会
は
、「
冠
婚
葬
祭
簡
素
化
運
動
に
関
す
る
要
綱
お
よ
び
申
し

合
わ
せ
事
項
」
を
公
表
し
、「
香
典
一
〇
〇
〇
円
、
お
返
し
廃
止
」
と
「
花

輪
等
供
物
廃
止
」
の
二
項
目
を
徹
底
す
る
よ
う
各
町
内
会
に
通
達
し
た
。

　

高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
全
国
的
に
運
動
は
下
火
と
な
り
、
昭
和
五
七

年
、
新
生
活
運
動
協
会
は
「
あ
し
た
の
日
本
を
創
る
協
会
」
へ
改
称
す
る
。

冠
婚
葬
祭
の
改
善
の
取
り
組
み
が
見
ら
れ
な
く
な
る
昭
和
五
〇
年
代
、
本

県
で
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
「
資
源
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
一

環
と
し
て
、
香
典
の
減
額
と
お
返
し
の
辞
退
に
特
化
し
た
「
改
善
」
運
動

が
取
り
組
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

平
成
九
年
、
運
動
が
形
骸
化
し
て
き
た
た
め
、
改
め
て
申
し
合
わ
せ
事

項
の
徹
底
が
図
ら
れ
た
。「
時
代
の
流
れ
か
ら
」
香
典
額
を
二
〇
〇
〇
〜

開
催
さ
れ
た
「
東
京
都
及
び
東
京
都
宗
教
連
盟
の
防
災
対
策
連
絡
会
」
に

て
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
検
討
さ
れ
、
具
体
的
な
連
携
の
協
議
に
入
っ
た
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
受
け
入
れ
可
能
な
宗
教
施
設
と
市
区
町
村
が

災
害
時
協
定
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
加
え
て
、
個
々
の
宗
教
施
設
の
耐
震

化
や
備
蓄
品
の
配
備
と
災
害
を
想
定
し
た
計
画
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
が

あ
げ
ら
れ
る
。
災
害
時
に
、
行
政
担
当
者
が
避
難
所
に
行
け
な
い
と
想
定

し
て
の
備
え
、
す
な
わ
ち
避
難
者
、
自
主
防
災
組
織
等
地
域
住
民
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
連
携
し
な
が
ら
宗
教
施
設
の
避
難
所
運
営
を
す
る
、
そ
の
た

め
の
日
ご
ろ
か
ら
の
関
係
づ
く
り
も
必
要
で
あ
る
。

葬
儀
の
簡
素
化
と
香
典

│
│ 

群
馬
県
・
栃
木
県
に
お
け
る
「
新
生
活
」
の
定
着 

│
│大

場
　
あ
や

　

本
研
究
は
、
群
馬
県
・
栃
木
県
に
お
け
る
戦
後
の
新
生
活
運
動
と
「
新

生
活
」（
香
典
を
減
額
し
、
香
典
返
し
を
辞
退
す
る
慣
習
）
の
展
開
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

新
生
活
運
動
は
、
昭
和
三
〇
年
、
鳩
山
内
閣
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
中
央

機
関
で
あ
る
新
生
活
運
動
協
会
主
導
の
も
と
全
国
的
な
拡
が
り
を
見
せ

た
。「
生
活
改
善
」
を
掲
げ
た
運
動
は
、
明
治
期
以
降
、
繰
り
返
し
推
進

さ
れ
て
き
た
が
、
な
か
で
も
冠
婚
葬
祭
は
家
計
の
負
担
に
な
る
と
し
て
、

見
直
す
べ
き
重
要
な
事
項
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
香
典
返
し
の
廃

止
を
筆
頭
に
、
ツ
キ
ア
イ
の
蓄
積
を
打
ち
崩
し
て
し
ま
う
項
目
は
ほ
と
ん

ど
浸
透
し
な
か
っ
た
。
報
告
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
山
形
県
で
は
、「
廃

止
」
で
は
な
く
、
衣
装
や
葬
具
の
共
同
購
入
・
共
同
利
用
と
い
う
方
向
に

変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
群
馬
・
栃
木
の
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遺
体
・
遺
骨
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
波
平
恵
美
子
ら
の
指
摘
が

あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
議
論
は
基
本
的
に
、
死
体
と
な
っ
た
後
ど
の
よ
う
に

遺
体
・
遺
骨
と
な
り
、
死
体
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
ベ

ク
ト
ル
で
の
議
論
が
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
本
発
表
が
注
目

す
る
の
は
、
す
で
に
遺
骨
で
あ
る
モ
ノ
が
遺
骨
と
し
て
扱
わ
れ
な
く
な
る

動
向
（
こ
れ
を
脱
遺
骨
化
と
呼
ぶ
）
と
、
遺
体
・
遺
骨
と
し
て
は
扱
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
モ
ノ
が
遺
骨
と
し
て
の
扱
い
を
求
め
ら
れ
る
動
向
（
こ
れ

を
再
遺
骨
化
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
な
お
「
遺
体
」
で
は
な
く
「
遺
骨
」
化

と
表
現
し
た
の
は
、
現
代
日
本
で
は
、
遺
体
処
理
方
法
と
し
て
火
葬
以
外

ほ
ぼ
皆
無
で
あ
り
、「
遺
骨
」
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
こ

と
を
、
改
め
て
確
認
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

　

ま
ず
、
脱
遺
骨
化
の
動
向
は
、
た
と
え
ば
報
道
番
組
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
現
代
＋
」
が
、
二
〇
一
五
年
七
月
に
取
材
を
開
始
し
、
二
〇
一

六
年
九
月
か
ら
二
〇
一
八
年
四
月
に
か
け
て
計
五
回
放
送
さ
れ
た
「
さ
ま

よ
う
遺
骨
」
シ
リ
ー
ズ
が
取
り
上
げ
た
よ
う
な
、
現
代
の
遺
骨
・
墓
問
題

に
表
出
し
て
い
る
。
引
き
取
り
を
拒
否
さ
れ
た
遺
骨
が
大
量
と
な
り
、
応

対
に
苦
慮
す
る
自
治
体
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
小
谷
み
ど
り
や
山
田
慎
也

が
調
査
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
遺
骨
の
最
終
処
分
方
法
と

し
て
の
新
た
な
散
骨
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
は
、
従
前
か
ら
問
題
死
さ
れ
て

い
る
、
現
代
日
本
に
お
け
る
散
骨
の
脱
法
性
も
関
連
し
、
今
後
の
動
向
が

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
再
遺
骨
化
の
動
向
は
、
戦
争
死
者
遺
骨
収
集
の
問
題
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
本
発
表
で
は
人
骨
標
本
と
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
・
琉
球
人
骨
を
巡

る
運
動
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
松
島
泰
勝
『
琉
球　

奪
わ
れ
た
骨
』
あ

る
い
は
松
島
泰
勝
・
木
村
朗
編
『
大
学
に
よ
る
盗
骨
』
に
そ
の
経
緯
と
近

三
〇
〇
〇
円
と
し
、
一
〇
〇
〇
円
程
度
の
お
返
し
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
平
成
十
三
年
に
は
、
活
動
の
重
点
が
移
行
し
て
き
た
た
め
、「
住
み

よ
い
群
馬
を
創
る
協
議
会
」
へ
改
称
し
て
お
り
、
県
と
し
て
の
活
動
に
終

止
符
を
打
っ
た
。
栃
木
県
で
は
こ
の
よ
う
な
全
県
的
な
動
き
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
足
利
市
で
は
群
馬
県
と
同
じ
く
昭
和
五
〇
年
よ
り
香
典
辞
退

運
動
に
取
り
組
み
始
め
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
現
在
、
行
政
と
し
て

運
動
を
推
進
す
る
の
は
高
崎
市
と
足
利
市
の
み
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
両
県
に
お
け
る
新
生
活
運
動
の
展
開
過
程
を
追
っ
て

み
る
と
、
昭
和
五
〇
年
、
石
油
危
機
を
背
景
に
資
源
を
大
切
に
す
る
活
動

の
一
環
と
し
て
、「
新
生
活
」
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
あ
ま
り
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
「
葬
儀
の
改

善
」
を
、
具
体
的
な
二
点
（
香
典
減
額
に
よ
る
お
返
し
辞
退
と
供
物
廃
止
）

に
特
化
す
る
形
で
、
全
県
レ
ベ
ル
に
お
い
て
展
開
し
た
。
県
お
よ
び
各
市

町
村
協
議
会
主
導
の
も
と
、
一
挙
に
運
動
を
開
始
し
た
こ
と
で
香
典
に
関

す
る
改
善
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化

に
つ
い
て
、
従
来
の
も
の
を
「
廃
止
」
型
と
す
れ
ば
、
山
形
県
の
よ
う
な

共
同
購
入
・
共
同
利
用
の
動
き
を
「
共
有
」
型
、
そ
し
て
群
馬
・
栃
木
で

み
ら
れ
た
香
典
減
額
・
お
返
し
辞
退
の
動
き
を
「
新
生
活
」
型
と
類
型
分

け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
日
本
に
お
け
る
脱
／
再
「
遺
骨
」
化
を
め
ぐ
る
動
向
の
検
討

土
居
　
　
浩

　

本
発
表
で
は
、
近
年
の
日
本
に
お
け
る
「
遺
骨
」
を
め
ぐ
る
動
向
を
、

葬
墓
制
研
究
の
立
場
か
ら
検
討
し
、
特
に
脱
「
遺
骨
」
化
お
よ
び
再
「
遺

骨
」
化
と
呼
び
う
る
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
日
本
に
お
い
て
死
体
と
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県
珠
洲
市
大
屋
の
共
同
納
骨
堂
や
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
押
上
の
百
霊
廟
を

参
照
し
た
上
で
の
構
想
で
あ
っ
た
。
私
見
で
は
、
こ
の
、
遺
骨
が
納
骨
さ

れ
る
段
階
で
合
葬
さ
れ
る
か
否
か
は
、
感
情
レ
ベ
ル
で
の
反
発
を
引
き
起

こ
す
点
に
お
い
て
、
葬
儀
に
お
け
る
前
火
葬
・
後
火
葬
の
相
違
に
匹
敵
す

る
と
思
わ
れ
る
。

個
人
化
す
る
葬
送
と
地
方
自
治
体
の
対
応

山
田
　
慎
也

　

近
年
、
引
き
取
り
手
の
な
い
遺
骨
が
増
加
し
、
各
自
治
体
で
は
対
応
に

迫
ら
れ
て
い
る
。
多
く
は
近
親
者
の
い
な
い
、
も
し
く
は
何
ら
か
の
事
情

で
関
係
が
絶
え
た
人
で
あ
り
、
経
済
的
に
も
困
窮
し
、
死
後
の
準
備
も
で

き
な
い
た
め
に
、
最
終
的
に
行
政
が
対
応
す
る
場
合
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
、
生
前
は
あ
る
程
度
、
医
療
や
福
祉
制
度

な
ど
で
対
応
が
可
能
で
あ
る
が
、
終
末
期
や
死
後
の
葬
送
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
伝
え
実
践
す
る
人
や
手
段
が
な

い
場
合
も
多
く
、
そ
の
意
思
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
横
須
賀
市
で
は
、
身
寄
り
の
な
い
経
済
的
弱
者
が
、
終

末
期
や
死
後
の
対
応
に
つ
い
て
の
本
人
の
意
思
を
実
現
す
る
た
め
の
事
業

と
し
て
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン
・
サ
ポ
ー
ト
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。
そ

こ
で
本
報
告
で
は
こ
の
事
業
の
調
査
を
通
し
て
、
個
人
化
の
進
む
現
代
社

会
に
お
け
る
終
末
期
、
死
後
の
対
応
を
考
察
す
る
。

　

こ
の
事
業
は
、
二
〇
一
五
年
よ
り
開
始
さ
れ
、
登
録
数
は
二
〇
一
九
年

五
月
現
在
、
四
十
件
で
そ
の
う
ち
契
約
者
が
亡
く
な
り
契
約
が
執
行
さ
れ

た
の
は
十
一
件
で
あ
る
。
こ
の
対
象
と
な
る
人
は
、
一
人
暮
ら
し
で
身
寄

り
が
な
く
経
済
的
に
も
困
窮
し
た
高
齢
者
で
、
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
と
緊
急

年
の
動
向
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ご
く
最
近
で
も
た
と
え
ば
二
〇
一

九
年
八
月
一
七
日
、
札
幌
医
科
大
と
浦
幌
町
立
博
物
館
か
ら
返
還
さ
れ
た

遺
骨
入
り
の
木
箱
が
、
浦
幌
ア
イ
ヌ
協
会
に
よ
り
再
埋
葬
さ
れ
た
よ
う

に
、
こ
れ
も
ま
た
現
在
進
行
形
の
現
象
で
あ
る
。
先
住
民
の
権
利
回
復
運

動
の
一
環
と
し
て
の
遺
骨
問
題
で
あ
る
が
、
一
方
で
同
時
代
の
自
然
人
類

学
・
骨
考
古
学
者
に
よ
る
人
骨
標
本
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
発
言
も
視
野

に
入
れ
る
と
、
こ
の
構
図
自
体
が
科
学
人
類
学
的
・
科
学
技
術
社
会
論
関

心
を
寄
せ
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
発
表
で
は
ご
く
小
さ
な
話
題
を
手

が
か
り
に
し
た
い
。
二
〇
一
九
年
八
月
二
三
日
の
京
都
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
「
現
代
墓
事
情
」
に
関
す
る
コ
ラ
ム
で
、「
骨
壺
の
人
名
特
定
」
を
依

頼
さ
れ
た
人
骨
研
究
者
の
体
験
談
で
あ
る
。
墓
の
整
理
を
契
機
に
、
墓
に

納
め
る
べ
き
個
人
（
骨
壺
）
を
弁
別
す
べ
く
、
死
亡
年
齢
・
骨
格
な
ど
の

身
体
的
特
徴
・
火
葬
年
月
日
・
当
時
の
火
葬
炉
の
性
能
等
々
の
情
報
を
組

み
合
わ
せ
、
個
人
を
判
別
し
た
体
験
談
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
骨
壺
が
個

人
別
に
カ
ロ
ー
ト
へ
安
置
さ
れ
て
い
た
物
理
的
条
件
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

可
能
な
体
験
で
あ
る
。
カ
ロ
ー
ト
へ
の
遺
骨
（
焼
骨
）
の
収
め
方
に
つ
い

て
は
、
骨
壺
の
ま
ま
収
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
晒
布
に
遺
骨

を
包
み
直
し
て
収
め
る
（
晒
布
は
将
来
的
に
分
解
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
）、
あ
る
い
は
穴
か
ら
遺
骨
の
み
を
注
ぎ
込
む
（
内
部
で
は
以
前
か

ら
の
遺
骨
と
混
ざ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
）
等
々
の
差
異
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
物
理
的
条
件
の
差
異
が
、
先
祖
観
・
霊
魂
観
そ
し
て
死
後
観
に
も

多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
え
ば
細

野
雲
外
（
一
九
三
一
）『
不
滅
の
墳
墓
』
構
想
で
は
、
最
終
的
に
す
べ
て

の
遺
骨
を
「
納
骨
塔
」
へ
合
葬
す
る
が
、
雲
外
が
先
行
事
例
と
し
て
石
川
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困
窮
し
て
い
た
。
妻
は
亡
く
な
り
民
間
霊
園
に
墓
を
設
け
た
。
長
男
と
は

次
第
に
疎
遠
と
な
り
、
死
後
の
対
応
を
期
待
で
き
な
い
と
一
旦
契
約
に
至

っ
た
。
こ
の
契
約
の
際
、
長
男
等
に
も
確
認
の
連
絡
が
い
き
、
長
男
も
契

約
を
了
承
し
て
い
た
。
男
性
が
い
よ
い
よ
死
の
床
に
つ
き
、
男
性
の
妹
に

危
な
い
旨
連
絡
が
い
き
、
そ
の
妹
か
ら
長
男
に
伝
わ
っ
た
。
長
男
は
見
舞

い
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
し
だ
い
に
感
情
的
な
わ
だ
か
ま
り
も
と
れ
、
葬

儀
は
長
男
が
行
い
妻
の
墓
に
納
骨
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
契
約
解
除

は
制
度
的
な
欠
陥
で
は
な
く
、
親
族
と
の
関
係
改
善
や
死
の
準
備
が
進
ん

だ
点
で
、
結
果
的
に
は
解
約
で
あ
る
が
制
度
の
趣
旨
を
全
う
し
た
事
例
と

思
わ
れ
る
。

　

現
在
、
単
身
の
高
齢
者
が
増
え
る
中
で
、
身
寄
り
の
な
い
経
済
的
な
弱

者
の
終
末
期
と
葬
送
を
さ
さ
え
る
仕
組
み
が
必
要
と
さ
れ
、
生
前
と
死
後

を
つ
な
ぐ
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

臨
終
に
お
け
る
身
体
接
触
性

│
│ Iot

、A
ndroid

は
善
知
識
に
な
れ
る
か 

│
│

神
居
　
文
彰

　

日
本
に
お
け
る
臨
終
行
儀
の
動
作
性
に
お
い
て
、
臨
終
者
と
善
知
識
に

よ
る
身
体
接
触
関
係
が
様
々
な
形
で
確
認
さ
れ
る
。

　

法
然
『
百
四
十
五
箇
条
問
答
』
の
「
わ
か
れ
う
の
。
臨
終
の
物
の
具
。」

か
ら
は
、
人
の
死
の
瞬
間
に
お
け
る
特
別
な
準
備
が
平
生
か
ら
連
続
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
良
忠
『
看
病
用
心
鈔
』
の
「
も
し
し
か
る
へ
み
と

こ
ろ
な
く
し
て
」
や
道
範
『
臨
終
用
心
事
』「
若　

シ

多
日
纒w

病
患a

不　
レ

能w

上
常
行
法q
」
な
ど
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
も
信
心
に
よ
っ

て
臨
終
の
特
別
な
場
所
（
ユ
ニ
ー
ク
ベ
ニ
ュ
ー
）
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

連
絡
先
、
葬
儀
、
火
葬
、
納
骨
等
の
実
施
契
約
を
行
う
制
度
で
あ
る
。

　

こ
の
事
業
は
地
元
葬
儀
業
者
と
の
協
力
関
係
が
特
徴
的
で
あ
る
。
葬
儀

業
者
は
葬
儀
の
生
前
契
約
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
の
確

認
先
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
確
認
先
が
市
役
所
だ
け
で
は
夜
間
休
日

に
対
応
で
き
な
い
が
、
葬
儀
業
者
は
二
四
時
間
対
応
で
あ
る
た
め
、
い
つ

で
も
対
応
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
葬
儀
業
者
と
市
役
所
が
そ
れ

ぞ
れ
定
期
的
に
契
約
者
に
連
絡
を
と
る
な
ど
、
契
約
者
の
孤
立
防
止
に
も

な
っ
て
い
る
。

　

利
用
者
の
状
況
を
み
る
と
、
生
活
保
護
受
給
者
は
む
し
ろ
少
な
く
、
受

給
に
は
至
ら
な
い
貧
困
層
の
利
用
が
多
い
。
契
約
の
動
機
と
し
て
は
、
身

寄
り
が
な
く
亡
く
な
っ
て
も
引
き
取
り
手
が
な
い
と
想
定
さ
れ
る
場
合
で

あ
る
。
今
回
、
契
約
を
実
施
し
た
十
一
人
の
故
人
の
う
ち
八
人
は
、
子
ど

も
や
兄
弟
姉
妹
な
ど
二
親
等
内
の
親
族
が
お
り
、
一
応
系
譜
上
は
親
族
が

い
る
人
の
方
が
多
い
。
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
関
係
が
絶
た
れ
、
ま

た
兄
弟
な
ど
は
自
身
も
高
齢
で
対
応
で
き
ず
、
甥
姪
が
い
て
も
そ
こ
ま
で

は
引
き
つ
が
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
事
業
に
よ
り
故
人
の
意
思
が
積
極
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
。
あ
る
女
性
は
、
夫
が
亡
く
な
っ
て
ま
も
な
く
契
約
し
て
い
る
。
も

し
こ
の
契
約
が
な
い
場
合
、
女
性
自
身
は
引
き
取
り
手
の
な
い
死
者
と
し

て
市
の
無
縁
納
骨
堂
に
納
め
ら
れ
る
が
、
夫
の
遺
骨
は
市
が
引
き
取
る
こ

と
は
で
き
ず
、
そ
の
対
応
に
苦
慮
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
契
約

に
よ
り
、
女
性
の
遺
骨
は
夫
と
同
じ
納
骨
堂
に
納
め
ら
れ
、
現
在
夫
と
並

ん
で
骨
瓶
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
一
旦
契
約
を
結
ん
だ
も
の
の
、
契
約
を
解
約
し
た
人
も
い
る
。

解
約
し
た
男
性
は
、
事
業
に
失
敗
し
妻
や
子
ど
も
と
と
も
に
郷
里
を
出
て
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現
在
、
マ
イ
ン
ダ
ー
（
高
台
寺
）
を
は
じ
め
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
よ
る
法

話
の
試
み
や
具
体
的
な
悩
み
へ
の
Ａ
Ｉ
に
よ
る
回
答
、
実
際
的
介
護
ロ
ボ

ッ
ト
、Ict

を
活
用
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
講
話
な
ど
が
試
み
ら
れ
る
が
、

前
述
を
も
と
に
以
下
そ
の
可
能
性
と
問
題
点
を
述
べ
た
い
。

　

臨
終
の
本
尊
は
、
源
信
『
往
生
要
集
』
巻
中
末
「
種
々
勧
進
或
可　

シp

令

p

見　
セw

端
厳
仏
像　

ヲz

」
と
し
て
善
知
識
の
勧
進
と
、
そ
こ
にPresen

・
存

在
す
る
だ
け
で
意
味
を
も
つ
も
の
で
も
あ
る
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
動
作
と

対
話
（
言
語
性
）
が
重
要
な
要
素
と
な
る
が
、
仏
像
と
し
て
開
眼
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
「
沈
黙
」
と
い
う
そ
こ
に
居
る
存
在
と
し
て
の
意
味
が
重
要

と
な
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
デ
バ
イ
ス
で
は
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
対
話
ま
で
の
過
程
も
価
値
と
し
て
受
容
さ
れ
、
看
取
者
と

し
て
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
宗
教
的
「
行
」
実
践
、
神
秘
体
験
に
裏
打
ち
さ

れ
る
同
信
の
自
証
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
「
手
次
」
と
い
う
タ
ッ
チ
ン
グ

に
よ
る
伝
授
や
許
可
、
印
信
も
臨
終
時
で
は
重
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、

Ａ
Ｉ
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
問
題
以
前
に
、
教
義
の
相
違
、
例
え
ば
異
な

る
宗
義
で
設
定
さ
れ
た
複
数
の
マ
イ
ン
ダ
ー
に
よ
る
対
話
で
顕
現
す
る
フ

ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
や
宗
教
観
相
違
の
当
為
も
課
題
と
な
る
。

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
臨
終
対
応
の
要
素
と
し
て
あ
げ
た
が
、
信
教
の
自
由

と
い
う
不
可
侵
の
大
原
則
に
備
わ
る
「
信
教
の
匿
名
性
」
確
保
の
問
題
も

無
視
で
き
な
い
。
人
間
性
や
情
緒
開
発
ま
で
の
ネ
ッ
ト
接
続
と
宗
教
的
心

情
誕
生
と
そ
の
熟
成
の
非
開
示
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
独
律
性
が
必
要
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
講
話
説
示
聴
聞
を
起
因
と
す
る
自
傷
行
為
ほ
か
に
対
す
る

法
的
問
題
も
課
題
と
し
て
残
る
。

こ
れ
ら
は
源
信
『
往
生
要
集
』
巻
中
末
「
臨
終
行
儀
」
を
理
論
的
骨
格
と

し
て
広
範
す
る
こ
と
と
な
る
が
、『
看
病
用
心
鈔
』「
お
ほ
か
た　

人
の
ま

こ
と
の
最
後
斷
息
の
き
さ
み
を　

見
お
は
る
事
ハ　

き
ハ
め
て
大
事
に
て

候
」
に
分
明
な
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
独
り
で
臨
終
を
迎
え
さ
せ
な
い
と
い

う
他
者（
看
死
者
）・
善
知
識
の
介
在
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、『
孝
養
集
』

「
万
事
を
さ
し
置
き
て
知
識
は
病
人
を
い
た
わ
り
」、『
千
代
見
草
』「
志
の

あ
る
人
に
か
ん
び
ょ
う
を
頼
み
て
」、『
房
中
清
矩
』「
看
病
五
徳
」
な
ど

信
心
の
別
を
問
わ
な
い
。

　

そ
れ
は
臨
終
時
の
設
え
を
含
む
空
間
設
定
と
は
別
に
、
実
体
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
に
よ
る
五
色
糸
把
持
や
唇
に
水
を
潤
す
こ
と
の
ほ
か
、『
引

導
作
法
二
巻
鈔
』「
以w

散
杖q
入w
水
器q

付p

水
入w

病
人
口q

也
」
と
い

う
散
杖
で
唇
に
土
砂
加
持
す
る
こ
と
、
妙
瑞
『
浄
土
宗
伝
燈
提
耳
籖
』
附

伝
二
十
八
ケ
条
第
一
七
「
臨
終
之
時
行
者
無
性　

ニ
メ

知
識
勧　

メ
モ

不p

受
暗
罔
亡

然　
タ
ル

時
知　

ン
ヤ

行
者　

ノ

掌　
ヲ

開　
キ

掌　
ノ

内
南　

ノ

字　
ヲ

言　
ク

」
に
示
さ
れ
る
臨
終
者
の
掌
に
種
子
を

書
き
入
れ
る
こ
と
な
ど
多
岐
に
展
開
す
る
ほ
か
、『
看
病
用
心
鈔
』「
病
者

に
さ
は
り
ゆ
る
か
す
事
ハ
ゆ
め
〳
〵
あ
る
ま
し
く
候
」、
隆
円
『
吉
水

瀉
瓶
訣
』「
慎
ん
で
、
口
を
病
者
の
耳
等
に
近
づ
け
令
む
る
こ
と
莫
れ
」

な
ど
善
知
識
に
よ
る
身
体
へ
の
禁
忌
も
配
慮
さ
れ
る
。

　

善
知
識
の
条
件
は
、『
二
十
五
三
昧
起
請
八
箇
条
』「
唯
為　

ニw

菩
提
真　

ノ

善

知
識q

而
契　

ル

」、『
聖
光
房
に
示
さ
れ
る
御
詞
』「
一
向
専
修
之
人　

モ

可p

用w
善

知
識　

ヲq

」、『
他
阿
上
人
法
語
』
巻
第
四
「
臨
終
の
本
尊
善
知
識
の
事
は
平

生
か
く
の
ご
と
く
。
浄
土
の
み
ち
名
号
の
不
思
議
を
お
し
へ
奉
る
こ
そ
善

知
識
と
は
ま
う
し
候
へ
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
同
心
と
い
う
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
信
心
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
い
う
リ
ゾ
ー
ム
に
開
放
さ
れ
得
る
概
念
で
あ
る
。
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葬
儀
の
変
容
は
急
激
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
的
規
模
で
あ
る
。
中
国
や

韓
国
で
も
樹
木
葬
は
増
え
て
お
り
、
ま
た
土
葬
が
主
流
で
あ
っ
た
米
国
で

は
火
葬
が
急
激
に
増
え
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
葬
儀
の
背
後
に
あ
る
観

念
、
す
な
わ
ち
死
後
の
存
続
や
輪
廻
転
生
と
い
っ
た
宗
教
的
シ
ナ
リ
オ

は
、
現
代
社
会
で
も
弱
ま
っ
て
い
な
い
。
宗
教
的
シ
ナ
リ
オ
が
現
代
社
会

で
も
な
ぜ
強
い
影
響
を
保
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
昨
今
で
は
宗
教

研
究
よ
り
も
む
し
ろ
認
知
系
の
諸
学
問
で
注
目
す
べ
き
見
解
が
出
さ
れ
て

い
る
。

　

葬
儀
の
変
容
が
生
じ
た
一
九
九
〇
年
代
は
、
各
種
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

発
展
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
脳
神
経
科
学
、
進
化
心
理
学
、
進
化
生
物
学

な
ど
に
お
け
る
新
し
い
展
開
が
際
立
っ
て
き
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
こ
で

は
従
来
と
は
少
し
異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
宗
教
に
つ
い
て
の
言
及
、
分
析

が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
宗
教
が
な
ぜ
あ
る
か
、
神
の
概
念
は
ど
う
し
て

生
ま
れ
た
か
、
科
学
よ
り
も
影
響
力
を
も
つ
の
は
な
ぜ
か
、
そ
う
し
た
根

本
的
な
問
い
か
け
が
次
々
に
な
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
で
は
認
知
宗
教
学
と

い
う
分
野
が
形
成
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
に
国
際
認
知
宗
教
学
会
が
設
立
さ

れ
た
。
脳
神
経
科
学
お
よ
び
認
知
系
の
諸
研
究
は
き
わ
め
て
学
際
的
に
研

究
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
動
向
を
日
本
の
宗
教
研
究
も
踏
ま
え
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
ま
た
宗
教
研
究
が
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
議
論
に
参
加
で
き

る
か
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
研
究
の
テ
ー
マ
ご
と
に
、
少

し
ず
つ
参
照
す
べ
き
理
論
等
が
異
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

葬
送
儀
礼
、
死
や
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
の
観
念
な
ど
は
、
宗
教
研
究

に
お
い
て
も
っ
と
も
中
心
的
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
一
つ
で
あ
る
。
こ
う

し
た
テ
ー
マ
を
扱
う
と
き
に
は
ど
の
よ
う
な
研
究
が
と
く
に
重
要
に
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
三
つ
の
視
点
を

現
代
に
お
け
る
葬
儀
の
変
容
に
関
す
る
認
知
宗
教
学
的
な
分
析
の
試
み

井
上
　
順
孝

　

一
九
九
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
、
日
本
社
会
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
に
大
き

な
変
容
が
生
じ
た
。
散
骨
・
自
然
葬
、
家
族
葬
、
自
由
葬
、
一
日
葬
、
樹

木
葬
、
直
葬
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
の
広
ま
り
は
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

変
容
の
具
体
例
や
、
変
容
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
社
会
変
化
の

分
析
も
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
都
市
化
、
過
疎
化
、
核
家
族

化
、
少
子
高
齢
化
、
私
化
／
個
人
化
と
い
っ
た
要
因
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
檀
家
制
度
の
弱
ま
り
、
僧
侶
の
葬
儀
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
も
言

及
さ
れ
て
い
る
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
、
フ
ュ
ー
ネ
ラ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
で
は

新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
採
り
入
れ
る
傾
向
が
強
ま
り
、
バ
ー
チ
ャ
ル
祭

壇
な
ど
も
出
現
し
て
い
る
。
人
々
の
葬
儀
に
関
す
る
意
識
の
変
化
を
示
す

デ
ー
タ
も
あ
る
。
一
九
九
〇
年
に
総
理
府
が
行
な
っ
た
「
墓
地
に
関
す
る

世
論
調
査
」
と
一
九
九
七
年
に
厚
生
科
学
特
別
研
究
事
業
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
「
墓
地
に
関
す
る
意
識
調
査
」
の
二
つ
を
比
較
す
る
と
、
こ
の
数
年

の
間
に
散
骨
・
自
然
増
を
認
め
る
割
合
は
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

と
こ
ろ
が
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
と
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
が

合
同
で
行
っ
た
学
生
宗
教
意
識
調
査
（
一
九
九
五
年
〜
二
〇
一
五
年
）
の

結
果
は
、
少
し
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
親
が
散
骨
・
自
然
葬
を
希
望
し
た

場
合
は
受
け
入
れ
る
と
回
答
し
た
割
合
は
一
貫
し
て
ほ
ぼ
八
割
で
あ
る

が
、
自
分
の
葬
法
と
し
て
答
え
て
も
ら
う
と
、
散
骨
・
自
然
葬
を
望
む
割

合
は
当
初
三
割
程
度
で
あ
っ
た
が
、
二
一
世
紀
に
は
減
少
傾
向
に
な
っ

た
。
お
盆
に
墓
参
り
に
行
く
割
合
も
宗
教
的
な
葬
法
を
望
む
割
合
も
微
増

傾
向
に
あ
る
。
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指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
伝
子
と
文
化
的
継
承
の
相
互
作
用
に
関
わ
る

研
究
、
記
億
に
つ
い
て
の
セ
ル
ア
セ
ン
ブ
リ
理
論
に
基
づ
く
研
究
、
そ
し

て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
科
学
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
人
間
の
宗

教
的
思
考
や
行
動
に
お
い
て
、
生
物
と
し
て
の
側
面
、
す
な
わ
ち
存
続
の

た
め
に
無
意
識
に
追
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
ば
し
ば
知
性
や
理
性
と
呼

ば
れ
る
も
の
よ
り
遺
伝
的
要
因
の
影
響
が
強
く
働
く
こ
と
が
注
目
さ
れ
て

い
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
科
学
で
は
、
投
射
、
異
投
射
、
虚
投
射
と
い

っ
た
概
念
を
提
起
し
て
い
る
。

　

葬
儀
に
お
い
て
宗
教
的
シ
ナ
リ
オ
が
求
め
ら
れ
る
理
由
を
考
え
て
い
く

上
で
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
理
論
を
参
照
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
宗

教
社
会
学
、
宗
教
人
類
学
、
宗
教
民
俗
学
等
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る

具
体
的
事
例
を
、
新
し
い
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
て
い
く
試
み
が
重
要
に

な
る
。



379　　

第12部会 『宗教研究』93巻別冊（2020年）

ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
と
伝
統
宗
教

野
口　

生
也

　

本
稿
で
は
、
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
と
伝
統
宗
教
の
か
か
わ
り
に
つ
い

て
の
研
究
を
概
観
し
、
そ
れ
ら
の
課
題
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
将
来
的
な

研
究
の
方
向
性
を
提
示
し
た
い
。
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
と
は
、
二
十
世

紀
初
頭
か
ら
世
界
中
で
急
成
長
し
て
い
る
聖
霊
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
運

動
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
欧
米
を
中
心
に
進
展
し
た
ペ
ン
テ
コ

ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
運
動
お
よ
び
非
西
欧
圏
に
お
け
る
伝
統
宗
教
に
影
響
さ

れ
た
キ
リ
ス
ト
教
諸
運
動
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
伝
統
宗
教
と
は
、
新
宗

教
や
外
来
宗
教
に
対
し
て
近
代
化
以
前
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
宗
教
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
文
化
に
深
く
根
差
し
て
い
る
た
め
明
確

な
宗
教
と
認
識
さ
れ
ず
、
霊
的
世
界
観
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
の
研
究
は
、
本
格
的
に
は
一
九
七
〇
年
代
に
始

り
、
一
九
九
〇
年
代
に
最
盛
期
を
迎
え
た
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
そ
れ
ま

で
の
世
界
各
地
の
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
を
精
査

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
大
局
的
な
研
究

が
、
歴
史
学
・
心
理
学
・
社
会
学
・
人
類
学
と
い
っ
た
各
分
野
に
お
い
て

試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
言
及
さ
れ
る
地
域
は
、
欧
米
以
外
で
は
、
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
と
ア
フ
リ
カ
が
多
く
、
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
限
定
的

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
と
伝
統
宗
教
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
あ
る
程
度
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
ア
フ
リ

カ
を
調
査
地
と
す
る
人
類
学
者
に
よ
る
議
論
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

研
究
で
指
摘
さ
れ
た
伝
統
宗
教
と
現
地
キ
リ
ス
ト
教
の
連
続
性
や
回
心
体

験
に
お
け
る
断
絶
性
は
、
ア
フ
リ
カ
以
外
の
地
域
に
お
け
る
ペ
ン
テ
コ
ス

タ
リ
ズ
ム
と
伝
統
宗
教
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
議
論
を
活
発
化
さ
せ
た

と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
継
承
し
た
議

論
と
し
て
、
連
続
性
・
断
絶
性
と
い
っ
た
二
項
対
立
に
と
ら
わ
れ
な
い
視

座
、「
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
」「
伝
統
宗
教
」
と
い
っ
た
学
問
的
概
念
の

再
検
討
、
個
々
の
文
脈
に
お
け
る
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
の
独
自
性
へ
の

注
目
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
比
較
的
最
近
の
研
究
で
あ
る
が
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム
と
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
の
一
連
の
研
究
は
、

ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
と
伝
統
宗
教
の
か
か
わ
り
の
研
究
に
と
っ
て
示
唆

に
富
む
議
論
が
多
い
。
特
に
、
宗
教
自
体
や
信
者
だ
け
を
研
究
対
象
に
す

る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
影
響
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

や
商
業
と
い
っ
た
周
辺
領
域
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
重

要
で
あ
る
。

都
市
の
異
人
像

│
│ 

ケ
ニ
ア
、
リ
コ
ー
ニ
の
悪
魔
崇
拝
言
説
の
検
討
に
向
け
て 

│
│

岡
本　

圭
史

　

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
興
隆
し
た
ア
フ
リ
カ
妖
術
研
究
は
、

九
〇
年
代
以
降
に
再
び
多
く
の
成
果
を
挙
げ
た
。
こ
の
時
期
の
妖
術
研
究

が
行
っ
た
の
は
、
妖
術
言
説
を
、
経
済
的
苦
境
に
直
面
し
た
人
々
に
よ
る

モ
ダ
ニ
テ
ィ
へ
の
釈
義
や
抵
抗
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
見
出

さ
れ
る
『
人
々
が
Ａ
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
こ
で
は
実
際
に
は
Ｂ
が
語
ら

れ
る
』
と
い
っ
た
話
法
を
、
解
釈
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

第
十
二
部
会
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い
う
課
題
へ
と
通
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
妖
術
研
究
か
ら
政
治
人
類
学

へ
の
接
続
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
悪
魔
崇
拝
言
説
が
人
々
の
実
践
を
方
向
付

け
る
観
念
群
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
性
質
を
持
つ
と
い
う
点
で
あ

る
。
ア
フ
リ
カ
の
政
治
人
類
学
を
構
想
し
た
人
類
学
者
達
は
、
時
に
妖
術

研
究
の
担
い
手
に
も
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ポ
ス
ト
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
期

の
民
主
主
義
を
論
じ
た
ア
ー
シ
ュ
フ
ォ
ー
ス
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
の

妖
術
に
つ
い
て
の
民
族
誌
を
公
刊
し
て
い
る
（A

shforth 2005 W
itch-

craft, V
iolence, and D

em
ocracy in South A

frica

）。
こ
の
種
の

議
論
は
、
妖
術
言
説
興
隆
の
背
景
に
、
国
民
国
家
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た

経
済
的
状
況
を
置
い
た
。
こ
の
図
式
を
反
転
さ
せ
る
時
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
の
悪
魔
崇
拝
言
説
を
、
国
家
論
│
│
そ
れ
は
恐
ら
く
、
ア
フ
リ
カ

現
代
国
家
論
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
│
│
の
素
材
と
位
置
付
け
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
の
ケ
ニ
ア
で
は
、
教
育
機
関
等
に
侵
入
し
た
悪
魔
崇
拝

者
の
も
た
ら
す
脅
威
が
、
当
時
の
モ
イ
大
統
領
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
悪
魔
崇
拝
者
の
脅
威
を
め
ぐ
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
も
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
（Gifford 2009 Christianity, Poli-

tics and Public Life in K
enya

）。
悪
魔
崇
拝
者
が
国
家
の
仮
想
敵

と
さ
れ
る
一
方
で
、
あ
る
意
味
で
は
妖
術
言
説
の
異
型
で
も
あ
る
悪
魔
崇

拝
言
説
は
、
人
々
の
生
活
世
界
の
中
で
自
己
複
製
を
繰
り
返
し
た
よ
う
に

見
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
基
に
提
示
し
得
る
の
は
、
悪
魔
崇
拝
言
説
が

現
実
の
権
力
と
持
ち
う
る
関
係
を
め
ぐ
る
問
い
で
あ
る
。
人
々
の
語
り
の

中
で
、
政
治
家
が
悪
魔
崇
拝
者
と
結
び
つ
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
抵
抗
を
想
像
力
の
世
界
へ
と
回
収
す
る
道
筋
を
も
用
意
す
る

（cf. 

浜
本
満
二
〇
〇
七
「
妖
術
と
近
代
」
阿
部
・
小
田
・
近
藤
編
『
呪

術
化
す
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
』
所
収
。A

rgyrou 2002 A
nthropology and 

the W
ill to M

eaning

）。
こ
の
解
釈
主
義
は
、
妖
術
研
究
の
み
な
ら
ず
、

宗
教
人
類
学
に
広
く
見
出
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

ケ
ニ
ア
海
岸
地
方
に
、
ド
ゥ
ル
マ
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
住
ん
で
い
る
。

ド
ゥ
ル
マ
社
会
で
は
、
妖
術
使
い
や
憑
依
霊
に
人
々
が
強
い
関
心
を
向
け

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
近
年
で
は
悪
魔
崇
拝
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
話
題

と
な
る
（
浜
本
満
二
〇
一
四
『
信
念
の
呪
縛
』、
岡
本
圭
史
近
刊
『
せ

め
ぎ
合
う
霊
力
』）。
悪
魔
崇
拝
者
の
人
物
像
の
備
え
る
特
徴
と
し
て
、
以

下
の
諸
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
悪
魔
崇
拝
者
は
妖
術
使
い
の
異
形
で
あ
る
。

両
者
は
、
共
に
肉
親
の
供
犠
等
を
通
じ
て
富
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
る
。
次

に
、
悪
魔
崇
拝
者
は
教
会
の
活
動
を
妨
げ
る
神
の
敵
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
振
り
を
し
た
悪
魔
崇
拝
者
が
教
会
に
潜
入
す
る
と
、
信
徒
達
は

語
る
。
悪
魔
崇
拝
者
は
ま
た
、
外
国
人
や
大
型
企
業
、
著
名
人
と
い
っ
た

存
在
と
も
重
な
り
合
う
。
財
産
の
保
持
者
と
目
さ
れ
る
人
々
が
、
近
年
で

は
妖
術
使
い
の
み
な
ら
ず
悪
魔
崇
拝
者
と
し
ば
し
ば
同
一
視
さ
れ
る
。
更

に
、
悪
意
あ
る
人
々
と
し
て
の
悪
魔
崇
拝
者
は
、
実
在
す
る
テ
ロ
リ
ス
ト

と
も
結
び
つ
く
。

　

富
者
の
像
や
悪
意
あ
る
人
物
像
と
重
な
り
合
う
悪
魔
崇
拝
言
説
を
、
解

釈
主
義
の
立
場
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
経
済
格
差
が
問
題
と

な
る
状
況
へ
の
釈
義
や
象
徴
と
し
て
悪
魔
崇
拝
言
説
を
位
置
づ
け
る
こ
と

自
体
は
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
話
法
を
排
し

た
地
点
か
ら
妖
術
研
究
の
今
日
的
課
題
を
探
る
こ
と
に
、
一
定
の
方
法
論

的
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
の
検
討
は
恐
ら

く
、
宗
教
人
類
学
の
方
法
の
精
緻
化
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
対
象
の
拡
大
と
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家
の
中
に
は
、
一
般
的
に
横
一
列
に
部
屋
が
作
ら
れ
て
い
る
。
精
霊
を

祀
る
柱
が
特
別
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
す
ぐ
側
の
部
屋
に
は
家
の
精
霊
の

儀
礼
を
行
う
家
長
が
住
む
。
拡
大
家
族
で
あ
れ
ば
そ
の
隣
に
長
男
一
家
、

そ
の
隣
に
次
男
一
家
と
い
う
よ
う
に
、
精
霊
の
柱
か
ら
の
距
離
は
そ
の
ま

ま
精
霊
に
対
す
る
儀
礼
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
順
位
で
あ
る
。
仕
切
り
の

な
い
空
間
で
も
、
精
霊
の
柱
や
そ
こ
に
か
か
る
梁
な
ど
に
よ
っ
て
区
切
ら

れ
、
家
の
男
性
し
か
入
れ
な
い
場
所
や
、
結
婚
し
て
家
に
入
っ
た
女
性
が

通
れ
な
い
場
所
な
ど
の
タ
ブ
ー
が
あ
る
。
さ
ら
に
細
か
く
見
る
と
、
生
活

の
中
で
成
員
そ
れ
ぞ
れ
に
活
動
す
る
領
域
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
家
の
中
の

対
人
関
係
に
も
影
響
さ
れ
る
た
め
、
家
の
中
に
い
る
人
に
よ
っ
て
も
変
わ

る
。

　

家
を
物
理
的
に
変
更
し
な
く
て
も
、
動
線
が
変
わ
る
こ
と
が
レ
イ
ア
ウ

ト
の
変
更
、
広
い
意
味
で
の
改
修
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
や
精
霊
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
び
と
は
生
活
し
な
が
ら
周
囲
と

の
調
整
を
は
か
り
、
そ
の
な
か
で
動
線
が
あ
る
程
度
定
ま
り
、
レ
イ
ア
ウ

ト
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
家
を
「
建
て
て
」
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
家
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
が
家
の
精
霊
で

あ
る
。
家
の
精
霊
は
、
同
じ
親
族
集
団
で
共
有
さ
れ
て
お
り
、
親
族
集
団

ご
と
に
行
わ
れ
る
ラ
プ
と
い
う
儀
礼
を
通
じ
て
、
常
に
更
新
さ
れ
、
同
じ

も
の
が
共
有
さ
れ
る
。

　

ラ
プ
は
、
前
回
の
儀
礼
以
降
村
の
外
に
埋
葬
し
た
死
者
を
村
に
招
き
入

れ
て
水
牛
供
犠
等
を
行
い
、
再
び
森
に
送
る
儀
礼
で
あ
る
。
儀
礼
の
三
日

後
に
は
親
族
集
団
の
各
家
で
、
森
に
送
っ
た
死
者
を
家
の
精
霊
と
し
て
家

に
あ
げ
る
儀
礼
を
行
う
。
ラ
プ
儀
礼
の
な
か
で
は
、
家
の
柱
の
形
を
し
た

小
さ
な
柱
、
家
の
形
の
棺
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
呪
術
師
が
唱
え
る
言

で
あ
ろ
う
。
悪
魔
崇
拝
言
説
の
背
後
に
は
、
実
在
す
る
権
力
の
大
衆
の
想

像
力
に
よ
る
補
強
と
い
う
構
図
を
読
み
取
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

精
霊
と
共
に
住
ま
う

│
│ 
ラ
オ
ス
少
数
民
族
カ
タ
ン
の
人
び
と
の
精
霊
信
仰 

│
│徳

安　

祐
子

　

家
屋
と
人
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
提
唱
し
た
「
居

住
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
調
査
を
行
な
っ
た
ラ
オ
ス

少
数
民
族
カ
タ
ン
の
Ｎ
村
の
人
び
と
の
住
ま
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

「
居
住
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
と
は
、「
空
間
の
意
味
や
形
態
が
、
周
囲
の

環
境
と
絶
え
ざ
る
相
互
作
用
を
お
こ
な
い
な
が
ら
人
が
住
ま
う
只
中
で
生

成
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
る
視
点
」
で
あ
る
（
左
地（
野
呂
）亮
子
「
空
間
を

つ
く
り
あ
げ
る
身
体
」（『
文
化
人
類
学
』
七
八
巻
二
号
、
二
〇
一
三
年
）、

一
七
九
頁
。T

. Ingold, T
he Perception of the E

nvironm
ent 

(Routledge, 2000
)

）。
人
が
住
み
続
け
て
い
る
限
り
、
家
は
「
建
て
ら

れ
」
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

村
の
各
家
に
は
「
家
の
精
霊
」
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
精
霊
の
た
め

に
、
壁
に
足
を
向
け
て
寝
る
こ
と
や
壁
を
叩
く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
家
の
タ
ブ
ー
が
あ
る
。
家
の
改
変
に
つ
い
て
は
、
家
を

「
切
る
」
こ
と
、
風
雨
に
よ
っ
て
家
が
崩
れ
る
こ
と
や
屋
根
が
壊
れ
て
雨

漏
り
す
る
こ
と
な
ど
が
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
増
築
は
可
能
で
、
人
び
と
は
状

況
に
応
じ
て
増
築
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
家
の
建
て
替
え
で
は
、
建

築
途
中
の
家
の
中
で
家
族
が
暮
ら
し
な
が
ら
少
し
ず
つ
家
を
建
て
、
ま
た

小
さ
な
家
に
住
む
若
い
夫
婦
な
ど
は
次
の
家
の
材
料
を
少
し
ず
つ
製
材
し

て
集
め
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
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の
潮
流
も
存
在
し
て
き
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
」
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
流
入
が
本
格
化
す
る
の
は
一
九
七
〇
年
代

以
降
と
な
る
。
一
九
六
五
年
の
ハ
ー
ト
・
セ
ラ
ー
法
（
改
正
移
民
法
）
に

よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
か
ら
の
移
民
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
ム

ス
リ
ム
移
民
が
急
増
す
る
が
、
こ
れ
に
伴
っ
て
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域

か
ら
多
く
の
タ
リ
ー
カ
（
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
）
が
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
タ
リ
ー
カ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
的
な
解
釈
や
実
践
に
関
心

を
持
つ
ム
ス
リ
ム
を
惹
き
つ
け
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ム
ス
リ
ム
社
会

全
体
に
お
い
て
は
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ム
ス
リ

ム
社
会
の
「
主
流
派
」
を
な
す
、
ム
ス
リ
ム
移
民
を
主
体
と
す
る
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
一
線
を
画
す
独
自
の
教
団
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

形
成
し
、
こ
う
し
た
「
主
流
派
」
の
ム
ス
リ
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
動
き

と
は
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
こ
な
か
っ
た
状
況
が
見
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
タ

リ
ー
カ
は
し
ば
し
ば
「
主
流
派
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
排
除
さ
れ
て
き

た
ム
ス
リ
ム
―
例
え
ば
改
宗
者
―
の
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て

き
た
と
い
う
指
摘
も
以
前
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。

　

一
方
一
九
九
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
既
存
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
潮
流

と
は
趣
を
異
に
す
る
新
た
な
ス
ー
フ
ィ
ー
運
動
が
現
れ
、
こ
の
運
動
が
ア

メ
リ
カ
の
「
主
流
派
」
の
ム
ス
リ
ム
社
会
に
も
広
く
支
持
者
を
獲
得
す
る

現
象
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
特
徴
と
し
て
、
ま

ず
思
想
面
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
学
問
伝
統
を
重
視
し
、
ス
ン
ナ
派
の
古
典

法
学
と
神
学
、
そ
し
て
こ
れ
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
加
え
た
「
伝
統
的
な
」

イ
ス
ラ
ー
ム
解
釈
へ
の
回
帰
を
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を

特
異
な
神
秘
主
義
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
正
統
な
信
仰
実
践
と
し
て

葉
に
は
家
で
の
生
活
の
仕
方
を
死
者
に
教
え
る
意
味
合
い
の
も
の
も
あ

り
、
家
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
ラ
プ
は
森
に
死
者
の
家
を

建
て
る
儀
礼
で
あ
る
。
同
時
に
、
森
の
家
に
住
む
死
者
た
ち
は
家
の
精
霊

と
な
り
、
人
間
の
住
む
家
の
中
心
と
な
る
。

　

家
は
モ
ノ
だ
が
、
人
間
の
生
命
の
循
環
の
な
か
に
あ
る
。
家
は
、
家
の

精
霊
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
モ
ノ
で
は
な
く
な
る
。
人
び
と
は
家
の
中
で
住

ま
う
こ
と
を
通
じ
て
、
物
理
的
な
も
の
と
し
て
の
家
や
、
同
じ
家
の
中
に

住
む
人
間
、
そ
し
て
家
に
力
を
お
よ
ぼ
す
精
霊
た
ち
と
調
整
し
な
が
ら
、

「
家
を
建
て
て
」
い
る
。
物
理
的
な
家
空
間
だ
け
で
な
く
、
精
霊
た
ち
と

共
在
す
る
状
況
で
、
動
け
る
空
間
を
作
り
出
す
こ
と
が
彼
ら
に
と
っ
て

「
住
ま
う
こ
と
」
で
あ
り
、
家
を
「
建
て
続
け
る
」
こ
と
で
あ
り
、
同
時

に
、
動
け
る
身
体
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
環
境
と
の
調
整
を

し
な
が
ら
、
動
け
る
身
体
を
獲
得
し
、
動
け
る
空
間
を
つ
く
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
そ
の
調
整
す
る
相
手
に
は
他
者
や
精
霊
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ

が
、
人
間
や
精
霊
と
と
も
に
「
住
ま
う
こ
と
」
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
ー
フ
ィ
ー
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
動
の
展
開

高
橋　
　

圭

　

本
発
表
で
は
、
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
展
開
し
て
き
た
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

の
特
徴
を
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
ム
ス
リ
ム
社
会
と
の
関
係
に
留
意
し
な
が

ら
概
観
し
た
う
え
で
、
近
年
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
と
い
う
形
態
で
展
開

す
る
新
し
い
ス
ー
フ
ィ
ー
運
動
に
注
目
し
、
そ
の
組
織
面
の
特
徴
を
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
は
す
で
に
二
〇
世
紀
初
頭
よ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
要
素

を
排
し
た
、
非
ム
ス
リ
ム
の
ア
メ
リ
カ
人
を
主
体
と
す
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
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災
害
を
生
き
る 

│
│ 

グ
ァ
テ
マ
ラ
に
お
け
る
宗
教
と
文
化 

│
│大

村　

哲
夫

　

中
米
に
位
置
す
る
グ
ァ
テ
マ
ラ
共
和
国
に
は
、
マ
ヤ
文
明
の
末
裔
で
あ

る
マ
ヤ
系
先
住
民
が
彼
ら
の
文
化
を
維
持
し
つ
つ
多
数
居
住
し
て
い
る
。

「
常
春
の
国
」
と
呼
ば
れ
、
温
暖
で
風
光
明
媚
な
「
楽
園
」
は
、
ス
ペ
イ

ン
に
よ
る
征
服
と
苛
酷
な
植
民
地
支
配
、
軍
事
政
権
に
よ
る
弾
圧
と
虐

殺
・
貧
困
・
疫
病
・
火
山
噴
火
・
地
震
・
水
害
・
ハ
リ
ケ
ー
ン
な
ど
様
々

な
人
為
災
害
、
自
然
災
害
に
相
次
い
で
み
ま
わ
れ
る
災
害
の
国
で
も
あ

る
。
二
〇
一
八
年
に
は
、
世
界
遺
産
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
に
近
い
フ
エ
ゴ
火
山

が
噴
火
し
、
先
住
民
の
村
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。

　

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
先
住
民
が
何
を
支
え
に
し
て
生
き

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
、
二
〇
一
九
年
一
月
お

よ
び
四
月
に
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
行
い
、
一
九
歳
か
ら
七
六
歳
の
先

住
民
男
女
二
七
名
を
対
象
に
半
構
造
化
面
接
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、

以
下
の
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

彼
ら
が
最
も
辛
い
と
考
え
た
災
害
は
、
第
一
に
内
戦
、
次
い
で
地
震
、

火
山
の
噴
火
、
欠
乏
、
強
盗
な
ど
で
あ
る
。
内
戦
は
一
九
六
〇
年
か
ら
九

六
年
ま
で
軍
事
政
権
と
反
政
府
組
織
と
の
間
に
続
き
、
先
住
民
は
反
政
府

寄
り
と
さ
れ
虐
殺
の
対
象
と
な
っ
た
。
今
回
の
聞
き
取
り
か
ら
も
、「
無

実
の
家
族
が
こ
の
家
で
軍
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
」、「
友
人
二
人
が
殺
さ

れ
、
そ
の
母
親
も
殺
さ
れ
た
」
な
ど
生
々
し
い
体
験
を
語
り
涙
す
る
な
ど

休
戦
後
二
三
年
経
つ
今
も
心
の
傷
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。
地

震
は
内
戦
中
の
一
九
七
二
年
に
発
生
し
た
も
の
で
、
日
干
煉
瓦
で
作
ら
れ

て
い
た
先
住
民
の
住
居
が
崩
壊
し
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
。
軍
が
出
動
し

直
ち
に
大
き
な
穴
が
掘
ら
れ
死
体
が
埋
め
ら
れ
た
が
、
中
に
は
ま
だ
息
の

位
置
づ
け
て
い
る
点
に
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
組
織
面
で
は
、
こ
の
運
動
は
い
わ
ゆ
る
タ
リ
ー
カ
と
い
う
形
で
は

な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
と
い
う
形
を
取
っ
て
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
団
体
の
多
く
は
直
接
的
に
は
「
宗
教
実
践
」
を
目
的
と
す
る
組
織
で

は
な
く
、
一
義
的
に
は
地
域
の
ム
ス
リ
ム
の
必
要
を
満
た
す
よ
う
な
様
々

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
創
ら
れ
た
団
体
で
あ
る
点
で
、
既
存
の

タ
リ
ー
カ
と
は
異
な
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
こ
う
し
た
ス
ー
フ
ィ
ー
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
の
事
例

と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
フ
リ
ー
モ
ン
ト
市
に
創
設

さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
タ
ア
リ
ー
フ
・
コ
レ
ク
テ
ィ

ヴ
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
う
。
既
存
の
タ
リ
ー
カ
と
同
様
に
、
こ
の

団
体
も
神
秘
主
義
に
関
心
の
あ
る
ム
ス
リ
ム
や
、「
主
流
派
」
の
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
馴
染
め
な
い
改
宗
者
な
ど
を
惹
き
つ
け
て
い
る

が
、
団
体
が
提
供
す
る
若
者
向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
こ
う
し
た
若
者

た
ち
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の

た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
だ
う
え
で
、「
主
流
派
」
の
ム
ス
リ
ム
社
会
に

「
復
帰
」
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
志
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

団
体
自
体
に
は
、
礼
拝
や
ズ
ィ
ク
ル
を
行
う
た
め
の
恒
常
的
な
場
が
用
意

さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
モ
ス
ク
や
教
団
の
よ
う
な
宗
教
施
設
と
し
て
の

機
能
を
持
た
な
い
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
タ
ア
リ
ー
フ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
は
あ
え
て
「
ス
ー
フ
ィ
ー
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
い
う
形
態
を
取
ら
ず
、
む
し
ろ
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
「
補
完
す
る
場
」
と
し
て
の
役
割
に
徹
す
る
こ
と
で
、
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
と
「
主
流
派
」
ム
ス
リ
ム
社
会
と
を
架
橋
し
、
後
者
に
お
け
る
ス
ー
フ

ィ
ズ
ム
の
復
権
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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り
、
家
族
の
た
め
に
織
り
、
自
ら
民
族
衣
裳
を
着
用
し
、
家
族
の
食
事
を

作
る
な
ど
具
体
的
生
活
自
体
が
マ
ヤ
と
し
て
生
き
る
た
め
の
支
え
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
生
き
る
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

男
性
は
、
マ
ヤ
文
化
を
抽
象
的
に
捉
え
て
お
り
、
現
実
的
な
事
情
に
よ
っ

て
マ
ヤ
を
生
き
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
現
金
収
入
と
な
る
仕
事

が
な
く
、
国
境
を
越
え
て
北
米
を
目
指
さ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
は
、
男
性

か
ら
マ
ヤ
の
誇
り
を
奪
い
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
低
め
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

近
年
、
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
テ
ィ
シ
ャ
ツ
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
手
間
と

費
用
が
掛
か
る
手
織
り
を
し
な
い
女
性
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ト
ル
テ
ィ
ー
ジ
ャ
を
毎
食
焼
く
こ
と
も
無
く
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
時
、
何
が
彼
ら
を
支
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

イ
ン
ド
に
お
け
る
少
子
高
齢
社
会
パ
ー
ル
シ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状

香
月　

法
子

　

二
〇
一
六
年
に
公
表
さ
れ
た
パ
ー
ル
シ
ー
の
二
〇
一
一
年
イ
ン
ド
人
口

調
査
結
果
は
五
万
七
千
二
百
六
十
四
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
は
彼
ら

に
、
予
想
し
て
い
た
よ
り
も
倍
近
い
減
少
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け

た
。
減
少
の
要
因
は
、
主
に
パ
ー
ル
シ
ー
女
性
の
合
計
特
殊
出
生
率
〇
・

九
四
人
が
示
す
よ
う
に
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
全
体
の
三
一
％
が

高
齢
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
晩
婚
傾
向
が
男
女
と
も
に
見
ら

れ
る
こ
と
、
そ
し
て
外
婚
率
が
全
体
で
四
割
、
男
性
だ
け
で
見
れ
ば
五
割

に
達
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ム
ン
バ
イ
以
外
の
居
住
区
で

の
パ
ー
ル
シ
ー
人
口
減
少
は
、
寺
院
や
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
で
最
も
注
目
さ

れ
る
慣
習
で
あ
る
鳥
葬
維
持
の
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
、
す
で
に
目
に
見

え
て
現
れ
て
い
る
。

あ
る
被
災
者
も
あ
っ
た
と
い
う
。
屍
肉
を
狙
っ
た
コ
ヨ
ー
テ
の
啼
き
声
を

繰
り
返
し
真
似
る
語
り
手
が
印
象
に
残
る
。
火
山
国
グ
ァ
テ
マ
ラ
は
潰
滅

的
な
被
害
を
た
び
た
び
受
け
て
い
る
が
、
直
近
の
二
〇
一
八
年
フ
エ
ゴ
火

山
噴
火
が
挙
げ
ら
れ
た
。
被
災
者
は
先
住
民
だ
け
だ
と
い
う
。
火
砕
流
の

危
険
が
あ
る
場
所
に
先
住
民
の
「
村
」
が
作
ら
れ
た
の
は
、
被
災
者
の
過

失
で
は
な
い
。
内
戦
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
村
の
生
き
残
り
を
集
め
て
入
植

さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
語
る
。
ゴ
ル
フ
場
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
た
白
人
富
裕

層
は
難
を
逃
れ
、
先
住
民
の
場
合
死
者
数
す
ら
確
定
し
な
い
と
い
う
。
語

り
の
中
で
政
府
へ
の
強
い
不
信
と
諦
め
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
人
災
・
自
然
災
害
に
遭
遇
し
た
時
、
生
き
る
支
え
と
な
っ

た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
？　

先
ず
信
仰
が
挙
が
り
、
仕
事
（
織
物
・

刺
繍
な
ど
）、
趣
味
、
家
族
と
続
く
。
話
者
の
宗
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
四

六
％
、
福
音
派
二
九
％
、
マ
ヤ
宗
教
一
八
％
と
な
り
、
福
音
派
の
擡
頭
と

マ
ヤ
宗
教
の
復
活
が
目
立
つ
。
仕
事
の
織
物
は
、
マ
ヤ
女
性
が
自
分
や
家

族
の
た
め
に
手
で
織
り
縫
う
も
の
で
、
普
段
着
で
あ
っ
て
も
手
の
込
ん
だ

美
し
い
も
の
で
あ
る
。
織
る
作
業
に
含
ま
れ
る
繰
返
し
と
意
識
集
中
に
よ

る
心
理
的
効
果
も
あ
る
だ
ろ
う
。
織
ら
れ
た
布
は
民
族
衣
裳
に
仕
立
て
ら

れ
る
が
、
男
性
の
常
用
者
は
九
％
で
あ
る
の
に
較
べ
、
女
性
は
八
一
％
が

常
用
す
る
。
衣
裳
は
マ
ヤ
文
化
そ
の
も
の
で
あ
り
誇
り
で
あ
る
と
い
う
。

男
性
の
着
用
の
低
さ
に
つ
い
て
あ
る
男
性
話
者
は
、「
軍
に
ゲ
リ
ラ
と
見

な
さ
れ
殺
さ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。
先
住
民
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
、
ラ

デ
ー
ノ
（
白
人
化
し
た
先
住
民
）
と
し
て
就
職
す
る
た
め
」
と
説
明
し
て

い
る
。

　

グ
ァ
テ
マ
ラ
先
住
民
は
、
天
災
と
人
災
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、

な
お
民
族
の
誇
り
と
共
に
生
き
て
い
る
。
特
に
女
性
の
場
合
、
信
仰
を
守
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高
齢
者
に
つ
い
て
の
支
援
は
遅
れ
て
お
り
、
あ
り
あ
わ
せ
、
つ
ぎ
は
ぎ

だ
ら
け
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
介
護
施
設
も
元
々
病
院
だ
っ
た
と
こ
ろ

を
間
に
合
わ
せ
で
転
用
し
て
い
た
り
、
非
常
に
高
額
な
入
居
費
設
定
と
な

っ
て
い
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
自
宅
で
介
護
を
し
て
い
る
家
庭
も
少

な
く
な
く
、
働
き
盛
り
の
世
代
の
多
く
が
イ
ン
ド
国
外
へ
出
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
老
老
介
護
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
お
け

る
高
齢
者
に
対
す
る
経
済
的
支
援
も
数
々
行
わ
れ
て
い
る
が
、
大
量
の
書

類
対
応
で
あ
っ
た
り
、
上
述
同
様
、
経
済
発
展
に
追
い
つ
か
な
い
支
援
で

あ
っ
た
り
と
、
実
情
に
合
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
、
ま
ず
パ
ー
ル
シ
ー
に
と
っ
て
民
族
の
終
わ
り

と
は
、
限
り
な
く
人
口
が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
時
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
Ｚ
Ｒ
Ｚ

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
言

い
つ
つ
も
、
内
実
は
パ
ー
ル
シ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
で
あ
り
、

そ
の
土
台
は
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
の
遺
産
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
人
口
減
少
対
策
が
、
ど
う
い
っ
た
現
象
を
引

き
起
こ
す
の
か
、
彼
ら
が
望
む
結
果
に
繋
が
る
の
か
等
に
つ
い
て
、
継
続

し
て
調
査
す
る
。

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
国
民
統
合
と
宗
教

外
川　

昌
彦

　

本
報
告
は
、
近
代
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
改
革
運
動
を
け
ん
引
し
、

ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
教
団
を
創
設
し
た
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
（Sw

am
i V
ivekananda, 1863-1902

）
の
宗
教
と
国
民
統
合

に
関
わ
る
見
地
を
、
一
九
世
紀
イ
ン
ド
の
宗
教
・
社
会
改
革
運
動
に
位
置

づ
け
て
検
証
し
、
そ
の
改
革
運
動
に
お
け
る
役
割
を
検
証
す
る
。

　

人
口
が
減
少
に
転
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
来
彼
ら
が
と
っ
て
き
た
対
策
と
し
て
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
結
婚
の
推
奨
や
そ
の
支
援
、
そ
し
て
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

徒
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
パ
ー
ル
シ
ー
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形

成
の
た
め
の
積
極
的
な
活
動
で
あ
る
。
最
近
の
具
体
的
な
活
動
と
し
て

は
、
ま
ず
ユ
ネ
ス
コ
の
支
援
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
るJiyo Parsi

の
、

不
妊
治
療
啓
蒙
や
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
運
営
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で

の
結
婚
サ
ポ
ー
ト
活
動
が
あ
る
。
そ
れ
か
らZoroastrian Return to 

Roots

、
通
称
Ｚ
Ｒ
Ｚ
に
よ
る
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
た
め
の
イ
ン
ド
ツ
ア
ー
支
援
活
動
が
あ
る
。Jiyo 

Parsi

は
ま
さ
し
く
純
粋
な
パ
ー
ル
シ
ー
の
数
を
増
や
す
こ
と
が
そ
の
活

動
目
的
で
あ
り
、
三
人
目
を
持
つ
こ
と
を
強
く
推
奨
し
、
住
宅
支
給
や
経

済
的
な
支
援
も
行
っ
て
い
る
。
Ｚ
Ｒ
Ｚ
は
イ
ン
ド
国
外
居
住
の
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
徒
の
参
加
を
募
り
、
国
内
の
パ
ー
ル
シ
ー
の
協
力
を
得
る
こ
と
で

双
方
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
の
遺
産
を
中
心
に
、
十

日
間
の
パ
ー
ル
シ
ー
ゆ
か
り
の
地
巡
り
を
企
画
し
て
い
る
。

　

現
状
を
見
て
み
る
と
、
結
婚
適
齢
期
に
あ
る
パ
ー
ル
シ
ー
女
性
の
多
く

が
、
パ
ー
ル
シ
ー
男
性
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
外

婚
を
し
た
場
合
、
パ
ー
ル
シ
ー
女
性
側
だ
け
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
と
し

て
認
め
ら
れ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
、

宗
教
的
な
男
女
不
平
等
感
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
女
性
は
結
婚
だ

け
で
な
く
出
産
に
対
し
て
も
見
え
な
い
圧
力
を
感
じ
、
ス
ト
レ
ス
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
はJiyo Parsi

以
外
に
も
経
済

的
支
援
を
し
て
く
れ
る
団
体
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
近
年
の
急
激
な

イ
ン
ド
経
済
発
展
に
追
い
つ
か
な
い
、
わ
ず
か
な
支
援
と
な
っ
て
い
る
。
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と
も
さ
れ
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
、
た
だ
ヴ
ェ
ー
ダ
の
至
高
性
を

強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
越
え
た
多
様
な
宗
教
伝
統
の
調
和
を
呼

び
か
け
、
ま
た
、
文
化
的
・
社
会
的
に
多
様
な
背
景
を
持
つ
イ
ン
ド
の

人
々
に
対
し
て
、
カ
ー
ス
ト
の
差
別
や
貧
富
の
差
を
越
え
た
イ
ン
ド
の

人
々
の
国
民
意
識
を
呼
び
か
け
て
ゆ
く
経
緯
を
検
証
す
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
背
景
に
、
多
様
な
人
々
に
共
有
さ
れ
る
普
遍
的
な
心
性
へ
の
視
線
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
「
西
洋
の
概
念
」
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
師
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
に
由
来
す
る
イ
ン
ド
の
土
着
的
な
理
念
を
媒

介
と
し
て
構
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

以
上
は
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
、
た
だ
西
洋
文
明
を
否
定
し
た

イ
ン
ド
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
称
揚
や
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
反
面

像
と
し
て
の
イ
ン
ド
思
想
の
定
式
化
で
は
な
く
、
多
様
な
背
景
を
持
つ
イ

ン
ド
国
民
に
共
有
さ
れ
る
国
民
意
識
の
基
盤
を
探
求
し
て
ゆ
く
経
緯
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

ラ
ム
・
モ
ホ
ン
が
推
進
し
た
近
代
的
な
言
論
や
教
育
で
は
な
く
、
そ
れ

を
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
宗
教
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
語
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
の
知
識
人
の
多
く
は
社
会
改
革
運
動
か
ら
の
後
退

で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の

呼
び
か
け
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
運
動
が
踏
み
込
も
う
と
は
し
な

か
っ
た
、
知
的
な
エ
リ
ー
ト
層
の
言
論
空
間
を
離
れ
た
、
イ
ン
ド
の
広
大

な
地
域
に
展
開
す
る
多
様
な
背
景
を
持
つ
民
衆
と
い
う
、
新
た
な
領
野
を

切
り
開
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
九
二
〇

年
代
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
広
く
認
識
さ
れ
る
、
イ
ン
ド
民
族

運
動
に
お
け
る
民
衆
的
基
盤
へ
の
先
駆
的
な
問
題
提
起
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
ら
の
民
族
運
動
家
に
熱
烈

な
愛
国
主
義
を
鼓
舞
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
役
割
を
評
価
す
るSham

ita Basu

は
、

イ
ン
ド
の
国
民
統
合
の
理
念
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
に
由
来
す
る
個
と

全
体
の
統
一
と
い
う
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
の
理
念
を
用
い
た
も
の
と
し
て
評

価
す
る
。
他
方
、
西
洋
近
代
思
想
と
イ
ン
ド
的
伝
統
と
の
折
衷
的
な
立
場

と
し
て
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
位
置
づ
け
るW

ilhelm
 H
albfass

は
、「
伝
統
的
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
の
知
識
を
必
ず
し
も
体
系
的
に
は

習
得
」
し
て
お
ら
ず
、
複
雑
な
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
を
「
表
面
的
に
定

式
化
」
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
基
本
的
な
理
念
は
、「
物
質
的
な
西
洋
と

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
東
洋
」
の
対
立
図
式
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

本
報
告
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
宗
教
観
を
、

（
一
）ヴ
ェ
ー
ダ
の
至
高
性
、（
二
）イ
ン
ド
国
民
の
多
様
性
、（
三
）人
々
の

普
遍
的
心
性
の
三
つ
の
観
点
か
ら
検
証
し
、
近
代
イ
ン
ド
の
改
革
運
動
に

お
け
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
役
割
を
検
証
す
る
。

　

一
九
世
紀
イ
ン
ド
の
宗
教
・
社
会
改
革
運
動
の
先
駆
け
と
な
っ
た
ラ

ム
・
モ
ホ
ン
・
ラ
エ
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
運
動
は
、
イ
ン
ド
知
識

人
や
中
間
層
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
が
、
知
的
な
エ
リ
ー
ト
層
を
担
い

手
と
し
た
運
動
は
民
衆
的
な
広
が
り
を
持
た
ず
、
基
盤
と
な
る
階
層
や
社

会
集
団
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
向
性
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
西

洋
文
明
や
キ
リ
ス
ト
教
と
も
融
和
的
な
普
遍
主
義
へ
の
志
向
と
、
民
族
主

義
や
宗
教
的
復
古
運
動
な
ど
の
多
様
な
路
線
の
対
立
を
解
消
で
き
ず
、
運

動
は
四
分
五
裂
を
繰
り
返
す
。
こ
の
よ
う
な
一
九
世
紀
の
改
革
運
動
の
最

後
の
段
階
に
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
登
場
す
る
。

　

報
告
で
は
、
独
立
後
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
源
流
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を
宗
教
者
が
出
演
す
る
番
組
」、
③
具
体
的
な
宗
教
テ
ー
マ
に
は
触
れ
ず

出
演
者
の
「
生
き
方
・
人
生
」
の
薀
蓄
を
聴
く
番
組
で
、
月
四
本
か
ら
五

本
が
放
送
さ
れ
る
。

　

第
一
の
「
講
座
番
組
」
は
、
一
〇
年
間
で
一
二
一
本
放
送
さ
れ
（
二
〇

一
九
年
後
期
を
含
め
）、
番
組
内
容
に
即
し
た
講
座
番
組
テ
キ
ス
ト
が
発

行
さ
れ
る
。
特
徴
は
、
仏
教
に
関
す
る
テ
ー
マ
が
多
く
、
再
放
送
を
含
め

九
七
本
（
八
〇
％
）
で
、
次
に
キ
リ
ス
ト
教
は
二
四
本
（
二
〇
％
）
で
あ

る
。
圧
倒
的
に
仏
教
が
多
い
。
テ
ー
マ
は
専
門
的
で
「
禅
」「
マ
ン
ダ
ラ
」

「
唯
識
」「
華
厳
経
」
な
ど
高
度
な
講
義
で
あ
る
。

　

第
二
の
「
各
宗
教
の
テ
ー
マ
を
宗
教
者
が
出
演
す
る
番
組
」
の
ゲ
ス
ト

は
僧
侶
や
神
父
な
ど
専
門
家
（
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
神
道
・
そ
の
他
）

で
、
信
仰
信
条
、
宗
教
的
社
会
活
動
な
ど
宗
教
的
視
点
か
ら
語
る
。
月
に

二
〜
三
本
程
度
放
送
。
割
合
は
、
や
は
り
仏
教
が
多
く
、
一
三
七
本
（
六

六
％
）、
キ
リ
ス
ト
教
は
六
二
本
（
三
〇
％
）
で
神
道
は
一
〇
年
間
で
二

本
で
あ
っ
た
。

　

第
三
の
「
生
き
方
・
人
生
」
が
テ
ー
マ
の
番
組
は
、
広
い
意
味
で
の
宗

教
心
・
生
き
方
・
人
生
に
触
れ
る
内
容
で
、
出
演
者
は
直
接
宗
教
の
話
は

せ
ず
に
、
画
家
、
作
家
、
社
会
活
動
家
な
ど
幅
広
い
出
演
者
が
自
分
の
人

生
・
生
き
方
を
語
る
。
年
間
一
二
本
か
ら
一
七
本
が
放
送
さ
れ
る
。
二
〇

一
七
年
以
降
は
、
こ
の
「
生
き
方
・
人
生
」
の
番
組
が
大
幅
に
増
え
て
い

る
。
三
九
％
（
二
〇
一
七
年
度
）
か
ら
五
三
％
（
二
〇
一
八
年
度
）
と

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
の
半
分
に
も
相
当
す
る
。
視
聴
者
の
宗
教
番
組
に
対

す
る
要
望
が
変
化
し
て
い
る
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
特
定
な
宗
教
を
信
仰

す
る
人
の
割
合
が
減
少
し
、
宗
教
者
の
語
る
宗
教
よ
り
、
広
い
意
味
で
の

人
生
を
語
る
中
か
ら
「
宗
教
」
を
感
じ
る
こ
と
を
視
聴
者
は
求
め
る
と
い

日
本
人
は
宗
教
情
報
と
ど
の
様
に
つ
き
あ
っ
て
い
る
の
か

青
木　
　

繁

　

本
研
究
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
こ
こ
ろ
の
時
代
〜
宗
教
・
人
生
〜
」（
以
下
「
こ

こ
ろ
の
時
代
」）
の
一
〇
年
間
分
の
放
送
番
組
、
四
六
五
本
の
内
容
分
析

の
報
告
で
あ
る
。
番
組
は
制
作
者
と
視
聴
者
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
だ
と
言

わ
れ
る
。
制
作
者
が
優
れ
た
興
味
深
い
番
組
で
あ
る
と
し
て
も
、
視
聴
者

が
見
て
く
れ
な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
。
現
在
の
視
聴
者
は
宗
教
番
組

に
対
し
て
ど
ん
な
意
向
や
期
待
を
持
っ
て
い
る
か
。
人
々
が
求
め
る
宗
教

情
報
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
そ
し
て
、
制
作
者
は
ど
ん
な
情
報
を
視
聴
者

に
届
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
調
査
は
、「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
を
対
象
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

テ
レ
ビ
は
依
然
強
い
影
響
力
を
も
つ
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
宗
教
番
組
と
し

て
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
は
、
日
本
の
代
表
的
な
も
の
と
言
え
る
。
番
組
が

視
聴
者
に
送
り
続
け
て
い
る
、
内
容
・
放
送
の
形
式
・
宗
教
情
報
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

　

調
査
で
は
「
基
本
編
成
構
造
」、「
年
度
ご
と
の
内
容
の
変
化
」、「
番
組

が
取
り
上
げ
る
各
宗
教
（
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
）
の
種
類
」、
番
組

内
で
放
送
し
た
「
特
集
シ
リ
ー
ズ
」
の
内
容
な
ど
を
調
べ
た
。

　

調
査
期
間
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
九
年
（
八
月
）
ま
で
の
一
〇
年

間
で
、「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
四
六
五
本
（
日
曜
日
午
前
五
時
か
ら
の
本
放

送
を
基
準
に
集
計
）
の
番
組
内
容
を
番
組
放
送
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ク
ロ
ニ
カ
ル
」
か
ら
抜
き
出
し
、
タ
イ
ト
ル
・
出
演
者
・
内
容
別
に

抽
出
し
た
。

　

調
査
結
果
。「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
に
は
、
ま
ず
、
三
つ
の
番
組
の
形
式

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
①
「
講
座
番
組
」、
②
「
各
宗
教
の
テ
ー
マ
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Ｑ
２ 

あ
な
た
は
現
在
、
宗
教
を
も
っ
て
い
ま
す
か
。
信
じ
て
い
ま
す

か
。
ま
た
、
あ
な
た
は
過
去
に
宗
教
を
も
っ
て
い
ま
し
た
か
。
信
じ
て
い

ま
し
た
か
。（
選
択
・
い
く
つ
で
も
）

Ｑ
３ 

現
在
の
宗
教
を
も
っ
て
い
る
・
信
じ
て
い
る
期
間
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。（
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
）

Ｑ
４ 

過
去
の
宗
教
を
も
っ
て
い
た
・
信
じ
て
い
た
期
間
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。（
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
）

Ｑ
５ 

次
に
あ
げ
る
も
の
は
存
在
す
る
と
思
い
ま
す
か
。（
い
く
つ
で

も
）（
選
択
肢
と
し
て
、
神
・
仏
・
先
祖
の
霊
・
天
国
・
地
獄
・
あ
の
世

な
ど
十
八
項
目
。
わ
か
ら
な
い
・
不
明
も
入
れ
て
あ
る
）

Ｑ
６ 

次
に
あ
げ
る
も
の
の
中
で
、
あ
な
た
の
家
に
あ
る
も
の
が
あ
れ

ば
、
い
く
つ
で
も
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。（
選
択
肢
と
し
て
マ
リ
ア
像
・
仏

壇
・
神
棚
な
ど
二
十
二
項
目
。
な
い
・
わ
か
ら
な
い
も
入
れ
て
あ
る
）

Ｑ
７ 

宗
教
や
信
仰
な
ど
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
事
柄
で
、
あ
な
た

が
行
っ
て
い
る
も
の
の
頻
度
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。（
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず

つ
）（
選
択
肢
と
し
て
、
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
る
・
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ

る
・
マ
リ
ア
像
や
キ
リ
ス
ト
像
に
手
を
合
わ
せ
る
・
冠
婚
葬
祭
に
出
席
な

ど
二
十
五
項
目
）

Ｑ
８ 

あ
な
た
が
希
望
す
る
（
行
っ
た
）
ご
自
分
の
結
婚
の
形
式
は
ど

れ
で
し
ょ
う
（
し
た
か
）。
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

（
選
択
肢
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
形
式
で
・
神
道
形
式
で
、
な
ど
十
一
項

目
。
式
を
し
な
い
（
し
な
か
っ
た
）・
わ
か
ら
な
い
も
入
れ
て
あ
る
）

Ｑ
９ 

あ
な
た
が
希
望
す
る
ご
家
族
の
結
婚
の
形
式
は
ど
れ
で
し
ょ
う

か
。
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。（
選
択
肢
は
前
問
と

同
じ
）

う
た
め
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
若
者
向
け
テ
ー
マ
も
増
え
、
ラ
ッ
プ
音
楽
界

の
レ
ジ
ェ
ン
ド
、
Ｅ
Ｃ
Ｄ
・
石
田
義
則
さ
ん
や
『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
』

の
漫
画
家
・
安
彦
良
和
さ
ん
な
ど
も
出
演
し
て
い
る
。

　

結
論
と
し
て
は
、
番
組
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
割
合
が
多
く
、
そ
の

他
の
宗
教
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
。
世
界
中
の
宗
教
が
私
た

ち
の
生
活
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
現
代
社
会
で
は
、
多
様
な
宗
教
の
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
番
組
は
「
人
生
・

生
き
方
」
の
比
重
を
増
や
し
て
い
る
が
、
人
生
と
宗
教
は
深
い
関
係
が
あ

り
な
が
ら
も
同
じ
と
は
言
い
に
く
い
。
特
定
な
宗
教
を
信
仰
す
る
人
々
が

減
る
中
で
、「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
は
視
聴
者
が
求
め
る
も
の
は
何
か
を
模

索
し
て
い
る
。

現
代
日
本
人
の
宗
教
意
識
調
査
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
も
の

海
山　

宏
之

　

昨
年
三
月
上
旬
よ
り
、
株
式
会
社
ク
ロ
ス
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
調
査

モ
ニ
タ
ー
を
対
象
と
す
る
ウ
ェ
ブ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
現
代
日

本
人
の
宗
教
意
識
を
問
う
も
の
で
、
地
域
・
性
別
・
年
齢
の
層
化
抽
出
形

式
で
行
い
、
男
女
と
も
千
名
（
合
計
二
千
名
）
に
な
る
ま
で
回
収
を
続
け

た
。
本
調
査
で
は
、
ウ
ェ
ブ
上
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
偏
り
が
実
用
範
囲
内

に
あ
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
も
目
的
で
あ
り
、
一
応
の
結
論
と
し
て
、
サ

ン
プ
ル
数
が
一
定
数
以
上
で
あ
れ
ば
類
似
の
過
去
の
調
査
と
大
差
な
く
、

有
用
だ
と
判
断
で
き
た
。
調
査
項
目
は
全
部
で
十
五
あ
り
、
自
由
記
述
は

な
く
す
べ
て
選
択
肢
に
よ
る
回
答
で
あ
る
。
以
下
、
項
目
を
列
挙
す
る
。

Ｑ
１ 

家
の
宗
教
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
。（
い
く
つ
で
も
）
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宗
教
文
化
と
伴
侶
動
物
の
病
理
解
剖
数
の
関
係

│
│ 

日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
比
較 

│
│

髙
橋　

優
子

　

現
在
日
本
の
い
く
つ
か
の
獣
医
大
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
獣
医
学
教
育
認

証
（
Ｅ
Ａ
Ｅ
Ｖ
Ｅ
）
を
取
得
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
Ｅ
Ａ
Ｅ
Ｖ
Ｅ
の
基

準
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
中
で
も
日
本
の
獣
医
大
学
に
と
っ
て
達
成
困
難

な
の
が
、
伴
侶
動
物
の
教
育
用
病
理
解
剖
数
の
基
準
充
足
で
あ
る
。
Ｅ
Ａ

Ｅ
Ｖ
Ｅ
で
は
学
生
ひ
と
り
当
た
り
年
に
一
頭
程
度
犬
ま
た
は
猫
の
病
理
解

剖
を
求
め
て
い
る
。
西
洋
諸
国
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
は
問
題
な
く
充
足

さ
れ
る
よ
う
だ
。
獣
医
大
学
の
附
属
病
院
等
で
治
療
を
受
け
て
い
た
伴
侶

動
物
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
飼
い
主
が
教
育
の
た
め
に
献
体
し
て
く

れ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
必
要
を
周
知
し
た
り
飼
い
主
に
依
頼
し
た

り
と
い
う
努
力
は
必
要
で
あ
る
が
、
必
要
な
数
の
伴
侶
動
物
の
遺
体
を
集

め
る
こ
と
は
充
分
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
は
同
様
の
努
力
を

行
っ
て
も
、
非
常
に
少
な
い
数
の
伴
侶
動
物
の
献
体
し
か
得
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
宗
教
文
化
の
相
違
が
原
因
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
日
米
の

意
識
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
明
白
な
相
関
関
係
が
確
認
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
八
年
に
日
本
の
酪
農
学
園
大
学
獣
医
学
群
二
年
生
（
獣
医
学
類

と
獣
医
保
健
看
護
学
類
）
の
学
生
一
三
六
人
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ン

ド
レ
ー
大
学
の
獣
医
大
学
院
進
学
コ
ー
ス
の
学
生
六
六
人
に
ほ
と
ん
ど
同

じ
内
容
の
質
問
紙
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
対
照
的
な
結
果
が
得
ら
れ

た
。「
自
分
の
ペ
ッ
ト
を
死
後
献
体
に
出
せ
る
か
」
と
い
う
質
問
へ
の
回

答
と
、「
宗
教
を
信
じ
て
い
る
か
」
と
い
う
質
問
へ
の
回
答
が
日
米
で
ほ

ぼ
反
転
し
て
お
り
、
有
意
差
が
認
め
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
学
生
で
は
宗

教
を
信
じ
て
い
る
と
回
答
す
る
者
が
相
対
的
に
多
く
、
日
本
の
学
生
で
は

Ｑ
10 

あ
な
た
が
結
婚
す
る
（
し
た
）
と
き
、
ど
ん
な
結
婚
式
を
し
ま

す
（
し
た
）
か
。（
選
択
肢
と
し
て
、
身
内
や
ご
く
親
し
い
友
人
だ
け
で

行
う
結
婚
式
・
普
通
の
結
婚
式
な
ど
六
項
目
）

Ｑ
11 
あ
な
た
が
希
望
す
る
ご
自
分
の
葬
儀
の
形
式
は
ど
れ
で
し
ょ
う

か
。
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。（
選
択
肢
は
Ｑ
８

と

同
じ
）

Ｑ
12 

あ
な
た
が
希
望
す
る
ご
家
族
の
葬
儀
の
形
式
は
ど
れ
で
し
ょ
う

か
。
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。（
選
択
肢
は
Ｑ
８

と

同
じ
）

Ｑ
13 

あ
な
た
が
死
ん
だ
と
き
、
ど
ん
な
葬
式
を
希
望
し
ま
す
か
。
最

も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。（
選
択
肢
と
し
て
、
普
通
の

葬
式
・
葬
式
を
し
な
い
、
な
ど
七
項
目
）

Ｑ
14 

あ
な
た
ご
自
身
は
、
亡
く
な
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
納
骨

堂
・
墓
、
埋
葬
方
法
を
希
望
し
ま
す
か
。
次
の
中
か
ら
い
く
つ
で
も
あ
げ

て
く
だ
さ
い
。（
選
択
肢
と
し
て
、
実
家
の
納
骨
堂
や
墓
・
散
骨
・
樹
木

葬
な
ど
十
六
項
目
）

Ｑ
15 

現
在
、
あ
な
た
は
ど
の
程
度
幸
せ
で
す
か
。「
と
て
も
幸
せ
」

を
十
点
、「
と
て
も
不
幸
」
を
０

点
と
す
る
と
、
何
点
く
ら
い
に
な
る
と

思
い
ま
す
か
。

　

結
果
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
立
医
療
大
学
附
属
図
書
館
の
サ
イ
ト

（http://w
w
w
.lib.ipu.ac.jp/

）
か
ら
本
学
関
係
情
報
の
リ
ン
ク
を
た

ど
っ
た
先
の
、
本
学
紀
要
第
24
巻
に
「
資
料
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
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を
理
由
に
豚
の
病
理
解
剖
を
免
除
さ
れ
た
場
合
、
認
証
は
「
部
分
的
」
な

も
の
に
留
ま
る
。
つ
ま
り
、
外
国
で
豚
の
解
剖
を
行
わ
な
け
れ
ば
完
全
な

認
証
は
得
ら
れ
な
い
の
だ
。
完
全
な
認
証
を
得
る
た
め
に
は
、
動
物
病
院

で
亡
く
な
っ
た
犬
や
猫
を
献
体
し
て
も
ら
う
と
い
う
通
常
の
方
法
に
拘
泥

す
べ
き
で
は
な
い
。
教
育
用
病
理
解
剖
の
必
要
性
を
周
知
す
る
努
力
は
継

続
す
べ
き
だ
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
保
護
し
て
い
て
譲
渡
先
が
見
つ
か
ら
な
い
ま

ま
亡
く
な
っ
た
犬
猫
を
献
体
し
て
も
ら
い
、
教
育
に
役
立
て
た
後
大
学
で

慰
霊
祭
あ
る
い
は
記
念
祭
と
呼
ば
れ
る
「
供
養
」
を
行
う
こ
と
な
ど
を
提

案
す
る
の
が
現
実
的
な
解
決
策
と
考
え
ら
れ
る
。

世
論
調
査
に
よ
る
日
本
人
の
宗
教
団
体
に
対
す
る
関
与
・
評
価
の
二
〇
年

石
井　

研
士

　

日
本
人
の
宗
教
の
変
化
を
考
察
す
る
場
合
に
、
世
論
調
査
や
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
に
よ
る
宗
教
意
識
や
宗
教
行
動
の
変
化
は
、
分
析
の
た
め
の
重
要

な
資
料
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
継
続
的
に
日
本
人
の
宗
教
意
識
と
宗
教
行
動

を
世
論
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
は
、
統
計
数
理
研
究
所

「
日
本
人
の
国
民
性
調
査
」
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
世
論
調
査
所
「
日
本
人
の
意

識
調
査
」
で
あ
り
、
読
売
新
聞
社
や
朝
日
新
聞
社
な
ど
の
新
聞
社
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
宗
教
に
関
す
る
質
問
数
が
極
端
に
少
な
か
っ
た

り
、
あ
る
い
は
質
問
が
恣
意
的
で
あ
る
な
ど
、
日
本
人
の
宗
教
の
変
化
を

理
解
す
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

　

本
調
査
は
継
続
的
に
日
本
人
の
宗
教
団
体
へ
の
関
与
・
認
知
・
評
価
に

関
す
る
調
査
結
果
で
あ
る
。
同
様
の
第
一
回
調
査
は
一
九
九
九
年
に
阿
部

美
哉
を
研
究
代
表
者
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
二
〇
〇
四
年
、
二
〇

〇
九
年
と
五
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
、
今
回
は
前
回
か
ら
一
〇
年
、
第
一
回

少
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
学
生
で
は
献
体
に
出
せ
る
と
い
う
回

答
が
多
く
、
日
本
の
学
生
で
は
少
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
日

本
の
学
生
が
「
宗
教
を
信
じ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
宗
教
学
者
の
間

で
は
周
知
の
よ
う
に
、
一
切
の
宗
教
的
な
る
も
の
を
拒
絶
し
て
い
る
と
い

う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
心
性
が
顕
著
に
観

察
さ
れ
、
む
し
ろ
強
い
宗
教
性
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
が
無
自
覚
で

あ
る
と
こ
ろ
に
、
西
洋
文
化
圏
の
人
々
へ
の
説
明
の
難
し
さ
が
あ
る
。

　

日
本
の
学
生
に
お
い
て
は
、
献
体
に
出
せ
な
い
理
由
と
し
て
「
亡
く
な

っ
て
い
る
の
に
痛
い
思
い
を
さ
せ
る
の
は
か
わ
い
そ
う
」
と
い
っ
た
非
科

学
的
な
回
答
が
み
ら
れ
、
遺
体
に
魂
が
残
存
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
ア
ニ

ミ
ズ
ム
的
宗
教
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
ペ
ッ
ト
を
供
養
し
な
い
と
ば

ち
が
あ
た
る
と
思
う
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
で
も
日
本
の
学
生

は
「
思
う
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
ア
メ
リ
カ
の
学
生
と
好
対
照
を
成
し

た
。「
モ
ノ
に
魂
が
宿
り
う
る
と
思
う
か
」「
愛
着
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら

ず
人
形
は
捨
て
に
く
い
か
」「
先
祖
に
感
謝
の
気
持
ち
を
感
じ
た
り
、
守

ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
る
か
」
と
い
っ
た
質
問
に
対
し
て
も
同

様
の
有
意
差
が
観
察
さ
れ
た
。

　

総
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
（
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
）
学
生
に
は
ア
ニ
ミ
ズ

ム
的
心
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
日
本
の
学
生
に
は
そ
れ
が
強
度
に
観
察
さ

れ
る
。
こ
れ
は
民
俗
学
者
柳
田
国
男
が
『
先
祖
の
話
』
に
お
い
て
日
本
人

の
死
生
観
に
つ
い
て
指
摘
し
た
特
徴
が
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
に

当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
Ｅ
Ａ
Ｅ

Ｖ
Ｅ
認
証
に
お
い
て
考
慮
の
対
象
と
な
る
宗
教
文
化
的
背
景
に
よ
る
課
題

の
代
替
を
要
請
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ム
教
文
化
圏
の
獣
医
大
学
が
宗
教
文
化
的
背
景
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流
や
安
定
に
貢
献
し
て
い
る
」、「
災
害
時
の
救
援
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

な
ど
社
会
的
に
貢
献
し
て
い
る
」
が
顕
著
で
あ
る
。
宗
教
団
体
へ
の
課
税

に
関
す
る
厳
し
い
意
見
は
明
確
に
減
退
し
た
。

　
「
他
方
で
宗
教
的
行
為
や
宗
教
団
体
と
の
関
わ
り
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
」

で
あ
る
が
、
日
本
人
が
一
般
的
に
行
う
宗
教
行
動
、
具
体
的
な
宗
教
団
体

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
こ
の
二
〇
年
間
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
は
生

じ
て
い
な
い
。
神
社
に
関
す
る
「
お
祭
り
の
時
」、
寺
院
に
関
す
る
「
お

盆
や
お
彼
岸
」
の
実
施
率
が
低
下
し
て
い
る
。

　

と
く
に
宗
教
団
体
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
信
仰

の
有
無
に
関
す
る
質
問
は
継
続
的
に
減
少
し
た
。

　

日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
行
動
が
希
薄
化
し
、
自
宅
に
祀
ら
れ
て
い
た

神
棚
や
仏
壇
の
保
有
率
が
低
下
し
つ
づ
け
た
。
他
方
で
、
宗
教
団
体
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は
肯
定
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
は
メ
デ
ィ
ア

が
宗
教
団
体
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
た
か
が
重
大
な
要
因
に
な
っ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
用
品
の
マ
テ
リ
ア
ル
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究

中
村　

祐
希

　

本
発
表
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
信
仰
に
関
す
る
モ
ノ
の
用
い
方
を

見
る
こ
と
を
通
じ
て
宗
教
実
践
の
具
体
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

テ
ー
マ
に
基
づ
き
、
次
の
問
い
を
立
て
た
。「
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
キ
リ
ス
ト
教
用
品
が
販
売
・
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
一
方
、
日
本
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
用
品
も
信
者
自

身
に
よ
っ
て
制
作
・
販
売
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
な
ぜ
生
ま
れ
る

の
だ
ろ
う
か
？
」。「
日
本
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
用
品
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教

か
ら
二
〇
年
と
な
っ
た
。
質
問
は
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
年
間
に

わ
た
る
変
化
も
し
く
は
持
続
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

調
査
の
実
施
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
調
査
日
：
二
〇
一
九
年
六

月
七
日
〜
一
六
日
、
対
象
者
：
住
宅
地
図
に
よ
る
満
二
〇
歳
以
上
の
男
女

四
〇
〇
〇
人
（
層
化
副
次
（
三
段
）
無
作
為
抽
出
法
）、
実
施
方
法
：
個

別
面
接
聴
取
法
（
官
製
葉
書
に
よ
る
事
前
協
力
状
送
付
）、
有
効
回
答
数

は
一
二
〇
三
人
（
三
〇
・
一
％
）。
世
論
調
査
の
実
施
は
社
団
法
人
中
央
調

査
社
に
依
頼
し
て
行
わ
れ
た
。

　

調
査
に
よ
っ
て
二
〇
年
間
の
日
本
人
の
宗
教
団
体
へ
の
関
与
・
認
知
・

評
価
に
関
す
る
変
化
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
二
〇
年

間
に
お
け
る
顕
著
な
変
化
は
「
宗
教
団
体
に
対
す
る
評
価
や
イ
メ
ー
ジ
は

良
く
な
っ
た
（
悪
い
評
価
は
薄
れ
た
）」
と
「
他
方
で
宗
教
的
行
為
や
宗

教
団
体
と
の
関
わ
り
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
」
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
矛
盾
し

た
結
果
は
同
じ
現
象
の
表
裏
で
あ
る
。

　
「
宗
教
団
体
に
対
す
る
評
価
や
イ
メ
ー
ジ
は
良
く
な
っ
た
（
悪
い
評
価

は
薄
れ
た
）」
で
あ
る
が
、「
神
道
（
神
社
）」
と
「
仏
教
（
寺
院
）」
の
信

頼
度
は
、
こ
の
二
〇
年
間
で
継
続
的
に
高
く
な
っ
た
。
と
く
に
「
神
道

（
神
社
）」
の
信
頼
度
は
大
き
く
増
加
し
た
。
こ
の
二
〇
年
間
で
、「
神
道

（
神
社
）」
の
イ
メ
ー
ジ
が
著
し
く
強
く
な
っ
た
。「
心
・
精
神
的
」
が
九
・

八
ポ
イ
ン
ト
、「
伝
統
行
事
・
冠
婚
葬
祭
」
が
一
二
・
八
ポ
イ
ン
ト
、「
御

利
益
」
が
一
五
・
七
ポ
イ
ン
ト
、「
伝
統
文
化
」
が
一
九
ポ
イ
ン
ト
増
加
し

た
。
こ
れ
ら
の
項
目
は
「
仏
教
（
寺
院
）」
で
高
か
っ
た
が
、
二
〇
年
間

で
追
い
抜
い
た
こ
と
に
な
る
。「
新
し
い
宗
教
団
体
」
で
は
、
全
体
的
に

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
薄
れ
て
い
る
。
宗
教
団
体
の
社
会
的
影
響
に
関
し

て
、
す
べ
て
の
選
択
肢
で
数
値
が
増
加
し
た
。
と
く
に
「
地
域
社
会
の
交
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と
言
う
よ
う
に
、
彼
ら
は
そ
の
「
日
本
」
の
要
素
は
見
た
目
や
形
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
と
と
ら
え
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
代
の
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
典
礼
は

大
き
く
変
化
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
に
合
わ
せ
た
形
式
の
現
代

化
・
簡
素
化
・
文
化
の
取
り
入
れ
、
す
な
わ
ち
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
教
会
で
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
で
も
こ
の
方
針
に
沿
っ

て
、
修
道
会
な
ど
で
和
服
姿
の
マ
リ
ア
像
、
焼
き
物
の
ぶ
ど
う
酒
杯
や
、

日
本
の
暑
さ
に
合
わ
せ
た
簡
素
化
祭
服
が
制
作
さ
れ
た
。
一
方
五
天
で

は
、
祭
服
簡
素
化
の
影
響
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
豪
華
な
西
陣

織
祭
服
の
制
作
が
困
難
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
第
二
バ
チ
カ
ン
公

会
議
に
よ
っ
て
、
用
品
制
作
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
「
日
本
化
」
が
あ
っ

た
一
方
、
五
天
の
よ
う
に
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
「
日
本
化
」
も
あ
っ

た
。

　

そ
の
後
、
経
営
の
困
難
か
ら
五
天
は
一
度
廃
業
し
、
二
〇
〇
五
年
に
三

代
目
の
経
営
者
が
経
営
を
再
開
し
た
。
し
か
し
五
天
で
創
業
者
た
ち
が
自

社
の
祭
服
を
「
日
本
の
祭
服
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
に
対
し
、
三
代
目

は
自
ら
が
作
る
西
陣
織
祭
服
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
な
い
。
一
方
三

代
目
は
、
海
外
向
け
用
品
を
自
発
的
に
日
本
化
さ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
教

皇
へ
の
贈
り
物
で
あ
る
、
十
二
単
姿
の
西
陣
織
聖
母
子
聖
画
（
二
〇
〇
七

年
）
で
あ
る
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
信
仰
上
の
動
機
よ
り
も
、
教
皇
に
贈

り
物
の
出
自
を
認
識
し
て
も
ら
う
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

結
論
と
し
て
、
日
本
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
用
品
は
、
当
初
は
信
仰
上
の

理
由
か
ら
よ
り
も
事
業
再
興
と
い
っ
た
現
実
的
条
件
か
ら
や
、
海
外
向
け

の
用
品
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
は
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な

典
礼
や
信
仰
生
活
で
用
い
る
用
品
の
う
ち
、
信
者
自
ら
が
「
日
本
ら
し

い
」
と
判
断
す
る
用
品
と
定
義
し
た
。

　

同
様
の
用
品
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
の
研
究
が
主
流
で
あ

り
（
神
田
健
次
「
教
会
工
芸
」
二
〇
〇
六
年
ほ
か
）、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス

ト
教
史
以
外
の
社
会
的
背
景
、
時
間
的
変
遷
、
実
践
者
の
事
情
の
考
察
が

十
分
で
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
本
発
表
で
は
、
モ
ノ
が

使
わ
れ
る
過
程
、
文
脈
、
背
景
、
モ
ノ
と
人
と
の
関
わ
り
を
と
ら
え
る
研

究
分
野
お
よ
び
方
法
論
「
マ
テ
リ
ア
ル
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
」
を
参
考
に
し

て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
。

宗
教
学
に
お
け
る
同
様
の
研
究
は
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
で
の
、
テ
キ
ス
ト

に
残
さ
れ
て
い
な
い
宗
教
実
践
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
意
識
を
背
景

に
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

調
査
対
象
は
、
京
都
市
の
西
陣
織
の
祭
服
制
作
会
社
「
株
式
会
社
五

天
」（
後
の
「
株
式
会
社
み
こ
こ
ろ
」）
で
あ
る
。
五
天
は
一
九
四
六
年

に
、
戦
前
か
ら
西
陣
織
業
に
従
事
し
て
い
た
藤
野
捨
造
氏
が
カ
ト
リ
ッ
ク

の
ミ
サ
へ
参
加
し
た
際
に
、
西
陣
織
で
祭
服
制
作
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
「
雷
に
打
た
れ
た
」
よ
う
な
閃
き
を
得
て
創
業
し
た
。
後
に
洗

礼
を
受
け
た
藤
野
氏
は
、
戦
争
で
衰
退
し
た
事
業
再
興
の
願
い
、
仕
事
を

「
召
し
出
し
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
役
立
て
た
い
情
熱
、
日
本
の
キ
リ

ス
ト
教
土
着
を
望
む
司
祭
の
後
押
し
な
ど
に
支
え
ら
れ
て
五
天
を
経
営
し

た
。
五
天
は
、
歴
代
教
皇
や
外
国
の
枢
機
卿
か
ら
日
本
全
国
の
修
道
院
に

ま
で
祭
服
を
提
供
し
た
。
創
業
者
た
ち
は
五
天
の
祭
服
を
「
日
本
の
祭

服
」
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
形
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
祭
服
を
踏

襲
し
て
い
る
が
、「
頭
に
は
や
っ
ぱ
り
、
我
々
は
我
々
日
本
人
の
文
化
感

性
、
日
本
の
祭
服
。
そ
れ
が
念
頭
か
ら
は
離
れ
ま
せ
ん
」（
藤
野
氏
息
子
）
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ノ
も
、
多
様
な
行
動
や
解
釈
の
可
能
性
を
提
供
し
て
い
る
。
真
正
性
は
た

だ
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
来
訪
者
の
意
味
や
モ
ノ
に
関
わ
る

身
体
的
な
実
践
に
よ
っ
て
も
構
造
さ
れ
る
。
来
訪
者
は
モ
ノ
を
通
し
て
神

社
と
の
関
係
性
を
構
築
し
、
来
訪
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
場
所
を
活
性

化
さ
せ
、
新
し
い
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
神
社
が
観
光
地
化
す
る
と
、
他
の
外
部
の
ア
ク
タ
ー
も
登
場

し
、
神
社
と
競
合
す
る
場
合
が
あ
る
。
衝
突
す
る
真
正
性
の
基
準
は
、
二

〇
一
一
年
に
神
社
と
土
産
物
店
の
間
で
起
き
た
土
産
物
論
争
の
中
心
と
も

な
っ
た
。
晴
明
神
社
の
近
隣
の
土
産
物
店
が
、
土
産
物
を
「
開
運
」
と
い

う
言
葉
で
販
売
し
、
来
訪
者
が
そ
れ
ら
を
宗
教
的
な
モ
ノ
と
し
て
扱
っ
た

た
め
、
晴
明
神
社
は
そ
れ
ら
を
境
内
へ
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
し
た
の
で

あ
る
。

　

ア
ク
タ
ー
は
、
各
自
そ
れ
ぞ
れ
の
真
正
性
の
基
準
を
持
ち
、
そ
れ
ら
が

衝
突
し
た
こ
と
が
土
産
論
争
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
た
。
神
社
側
は
、
宗

教
の
文
脈
に
お
け
る
本
物
性
を
強
調
し
た
一
方
、
土
産
物
店
は
土
産
物
を

観
光
的
な
文
脈
に
位
置
付
け
て
い
た
。
ま
た
、
来
訪
者
に
と
っ
て
の
真
正

性
は
モ
ノ
と
の
関
係
性
や
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
。
来
訪
者
の
実
践
を
通

し
て
土
産
物
が
観
光
的
な
領
域
か
ら
宗
教
的
な
領
域
へ
と
移
動
さ
せ
ら
れ

た
こ
と
は
、
真
正
性
の
基
準
に
関
す
る
権
限
を
誰
が
持
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
立
場
を
曖
昧
化
さ
せ
た
。
し
か
し
、
晴
明
神
社
が
宗
教
的
な
主
体
性

に
基
づ
く
真
正
性
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
モ
ノ
以
外
の
商
品
の
本
物
性
も
強

調
す
る
こ
と
か
ら
は
、
論
争
の
根
本
的
な
問
題
は
モ
ノ
の
真
正
性
よ
り
も

権
限
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
宗
教
と
世
俗
的
な
領
域
の
境
界
線
の
流
動
化
か
ら
生
ま

れ
る
真
正
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
。
真
正
化
に
着
目
す
る
こ
と

い
。
五
天
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
そ
れ
以
前
の
方
が
、
信
者
が
「
日
本

化
」
さ
せ
た
用
品
が
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

宗
教
観
光
と
真
正
性 

│
│ 

物
質
的
宗
教
論
の
観
点
か
ら 

│
│

ミ
ア
・
テ
ィ
ッ
ロ
ネ
ン

　

近
年
、
宗
教
的
な
目
的
以
外
か
ら
神
社
を
訪
れ
る
こ
と
が
流
行
し
て
い

る
。
宗
教
が
観
光
資
源
化
さ
れ
る
中
、
宗
教
と
観
光
は
多
様
な
形
で
結
合

し
た
り
、
衝
突
し
た
り
し
、
真
正
性
と
そ
の
基
準
も
問
題
に
な
る
。
本
発

表
で
は
、
京
都
市
・
晴
明
神
社
に
お
け
る
モ
ノ
を
中
心
に
、
宗
教
観
光
と

真
正
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
神
社
側
は
観
光
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
意
味

付
け
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
適
応
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
来
訪

者
は
神
社
に
お
け
る
モ
ノ
を
通
し
て
、
神
社
と
の
関
係
性
を
い
か
に
構
築

し
て
い
る
の
か
。
特
に
真
正
化
（
真
正
性
を
構
築
す
る
プ
ロ
セ
ス
）
に
着

目
す
る
こ
と
で
、
観
光
地
の
構
築
や
変
化
、
そ
し
て
、
観
光
に
関
わ
る
権

力
関
係
や
利
害
の
対
立
に
焦
点
を
当
て
る
。

　

本
発
表
の
事
例
で
あ
る
京
都
市
・
晴
明
神
社
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
夢

枕
獏
の
小
説
『
陰
陽
師
』
と
そ
れ
に
基
づ
く
映
画
を
き
っ
か
け
に
観
光
地

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
代
に
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
や
フ
ィ
ギ
ュ

ア
ス
ケ
ー
タ
ー
の
羽
生
結
弦
の
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い

る
。
し
か
し
、
晴
明
神
社
は
外
部
の
意
味
付
け
に
頼
ら
ず
、
二
〇
〇
〇
年

代
か
ら
安
倍
晴
明
の
伝
説
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
境
内
の
整
備
や
オ
ブ
ジ
ェ

の
設
置
の
他
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
情
報
発
信
と
い
う
形
で
、

積
極
的
に
場
所
性
を
変
え
た
と
い
う
動
き
が
見
て
取
れ
る
。

　

晴
明
神
社
の
来
訪
者
は
、
神
社
へ
様
々
な
意
味
や
期
待
を
持
ち
込
む

が
、
そ
の
際
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
表
象
だ
け
で
は
な
く
、
神
社
に
お
け
る
モ
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を
テ
キ
ス
ト
分
析
し
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
抽
出
語
の
う
ち
、「
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
」「
参
拝
」
な
ど
に
着
目
し
て
、
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（Geo-

graphic Inform
ation System

：GIS

）
に
よ
る
空
間
分
析
を
行
う
。

な
お
、
使
用
し
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
デ
ー
タ
は
、Stream

ing A
PI

を
利
用

し
て
共
同
研
究
者
よ
り
提
供
を
受
け
、
発
表
者
がK

H
 Coder

（
テ
キ

ス
ト
分
析
）
とA

rcGIS

（
空
間
分
析
）
を
用
い
て
分
析
し
た
。

　

伊
勢
神
宮
（
内
宮
）
周
辺
で
発
信
さ
れ
た
ツ
イ
ー
ト
は
、
総
数
三
九
、

八
二
八
。
頻
出
上
位
五
〇
語
を
あ
げ
る
と
「
伊
勢
神
宮
」
が
突
出
し
、

「
伊
勢
」「
笑
」「
横
丁
」「
赤
」「
福
」
と
並
ん
だ
。
発
表
者
が
注
目
し
た

「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
は
、「
パ
ワ
ー
」
が
四
二
位
で
「
ス
ポ
ッ
ト
」
が
一

一
九
位
で
あ
っ
た
。
出
現
パ
タ
ー
ン
を
共
起
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
示
す
と
大

き
く
二
群
見
い
だ
せ
る
。
一
つ
は
、「
伊
勢
神
宮
」「
内
宮
」「
外
宮
」「
参

拝
」
な
ど
の
群
で
、
も
う
一
つ
は
「
横
丁
」「
赤
福
」「
餅
」「
食
べ
る
」

の
群
で
あ
る
。「
パ
ワ
ー
」「
ス
ポ
ッ
ト
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
強
い
関

係
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
、「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
上
記
二
群
と
比
べ
る
と
出
現
回
数
は
少
な
く
、
や
や
独
立

し
た
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
空
間
分
析
は
「
参
拝
」
と

「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
が
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
ツ
イ
ー
ト
の
密
度
を
持
っ
た
。

こ
の
場
所
は
伊
勢
神
宮
の
ご
正
殿
付
近
に
あ
た
る
。
そ
の
一
方
で
、「
赤

福
」
は
お
は
ら
い
町
・
お
か
げ
横
丁
付
近
の
密
度
が
高
く
な
っ
た
。

　

出
雲
大
社
周
辺
で
発
信
さ
れ
た
ツ
イ
ー
ト
は
、
総
数
一
七
、八
三
八
。

頻
出
上
位
五
〇
語
を
あ
げ
る
と
「
出
雲
」「
大
社
」
が
突
出
し
、「
笑
」

「
場
所
」「
Ｗ
」「
行
く
」「
今
日
」
と
並
ん
だ
。「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
は
、

「
パ
ワ
ー
」
が
七
一
位
で
「
ス
ポ
ッ
ト
」
が
九
八
位
で
あ
っ
た
。
出
現
パ

タ
ー
ン
を
共
起
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
示
す
と
「
出
雲
」「
大
社
」
を
中
心
と

で
、
明
確
に
な
っ
た
こ
と
が
三
点
あ
る
。
①
神
社
は
消
極
的
に
観
光
の
場

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
特
に
物
理
的
な
環
境
の
整
備
に
よ
っ
て
自

発
的
に
自
ら
の
場
所
性
を
変
え
て
い
る
。
②
来
訪
者
側
も
神
社
へ
新
し
い

意
味
を
持
ち
込
み
、
神
社
を
多
様
な
文
脈
で
理
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

中
、
真
正
性
は
、
来
訪
者
の
人
、
モ
ノ
と
場
所
と
の
関
係
性
か
ら
生
ま
れ

る
。
③
晴
明
神
社
は
、
た
だ
宗
教
的
な
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
観
光
の
領

域
で
も
モ
ノ
の
真
正
性
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
神
社
に
関
わ
る
ア
ク
タ
ー

の
増
加
に
よ
る
、
多
様
化
し
た
真
正
性
の
基
準
や
利
害
の
対
立
に
対
応
し

よ
う
と
し
た
。
宗
教
的
な
場
所
は
観
光
を
通
し
て
消
費
さ
れ
、
神
社
を
理

解
す
る
文
脈
も
多
様
化
し
て
い
る
た
め
、
真
正
性
は
宗
教
観
光
に
関
わ
る

大
き
な
課
題
と
な
る
。

参
拝
者
に
よ
る
ツ
イ
ー
ト
の
空
間
的
分
析

│
│ 

伊
勢
神
宮
と
出
雲
大
社
の
事
例 

│
│

板
井　

正
斉

　

本
発
表
は
、
近
年
の
伊
勢
神
宮
や
出
雲
大
社
へ
の
若
年
層
の
参
拝
動
機

や
聖
地
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
位
置
情
報
付
き
Ｓ
Ｎ
Ｓ

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
ロ
グ
デ
ー
タ
で
あ
る
ツ

イ
ッ
タ
ー
デ
ー
タ
の
う
ち
、
伊
勢
神
宮
（
三
重
県
伊
勢
市
）
と
出
雲
大
社

（
島
根
県
出
雲
市
）
の
周
辺
で
発
信
さ
れ
た
ツ
イ
ー
ト
内
容
（
二
〇
一
二

年
二
月
〜
二
〇
一
八
年
三
月
）
を
分
析
し
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
地
理

空
間
上
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
加
え
て
、
最
近
他
分
野
で
分
析
対

象
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
ツ
イ
ー
ト
デ
ー
タ
を
宗
教
社
会
学
で
用
い
る
こ
と
の

有
効
性
も
検
証
す
る
。

　

分
析
方
法
は
、
頻
出
度
の
高
い
語
を
抽
出
し
、
他
の
語
と
の
関
連
な
ど
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経
済
の
復
活
の
為
に
早
急
に
手
を
打
ち
、
生
産
性
を
向
上
さ
せ
な
い
と

「
三
流
先
進
国
ど
こ
ろ
か
途
上
国
に
転
落
」
し
か
ね
な
い
と
警
告
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
危
機
を
救
う
為
に
、
海
外
の
観
光
客
を
誘
致
す
る
観
光
戦

略
を
紹
介
す
る
。

　

群
馬
県
を
例
に
と
っ
て
考
察
す
る
。
群
馬
県
の
人
口
は
、
二
〇
〇
〇
年

の
国
勢
調
査
で
は
二
〇
二
万
四
千
八
五
二
人
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
九
年

に
は
二
百
万
人
を
下
っ
た
。
県
内
の
市
町
村
で
は
若
年
層
の
流
出
と
少
子

高
齢
化
に
よ
る
過
疎
化
が
進
み
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
共
同
体
が
少
な
く
な

い
。
そ
の
代
表
が
高
齢
化
率
全
国
一
位
の
南
牧
村
で
、
海
外
か
ら
も
「
消

え
ゆ
く
村
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
総
人
口
一
八
七
三
人
の

う
ち
老
年
人
口
が
一
一
六
三
人
を
占
め
る
深
刻
な
過
疎
地
で
、
十
年
後
が

危
う
い
。
上
牧
も
、
公
共
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
が
縮
小
さ
れ
、
小
学
校
は
統

廃
合
。
宗
教
施
設
も
廃
墟
と
な
っ
た
。

　

明
る
い
話
題
と
し
て
は
「
関
東
好
き
な
道
の
駅
」
五
年
連
続
第
一
位
の

川
場
「
田
園
プ
ラ
ザ
」
が
有
望
だ
。
果
樹
園
や
日
帰
り
温
泉
、
四
季
折
々

の
景
色
に
加
え
て
、
地
元
産
の
食
材
を
活
か
し
た
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ

ッ
ト
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
パ
ン
工
房
や
カ
フ
ェ
等
、
人
気
店
が
立
ち
並
ぶ
。

特
に
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
日
に
は
、
交
流
人
口
が
一
気
に
増
加
。
定
住
人
口

は
二
〇
一
五
年
の
三
千
六
四
三
人
か
ら
現
在
ま
で
に
約
四
百
人
減
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
表
情
は
明
る
い
。
桐
生
八
木
節
祭
り
で
は
定
住
人
口
の
約
五

倍
に
相
当
す
る
六
十
二
万
人
が
訪
れ
、
注
目
さ
れ
た
。
利
根
川
の
上
流
に

位
置
す
る
水
上
町
は
、
川
下
り
の
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
を
観
光
の
目
玉
と
し
て

有
名
に
な
り
、
館
林
市
で
は
着
物
で
歩
く
イ
ベ
ン
ト
の
他
、
様
々
な
コ
ト

観
光
が
試
さ
れ
て
い
る
。
赤
城
山
頂
か
ら
は
電
動
ア
シ
ス
ト
機
能
付
自
転

車
を
レ
ン
タ
ル
し
て
豊
か
な
自
然
と
多
彩
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
楽
し
め

し
た
最
大
の
群
と
、
そ
れ
以
外
の
小
さ
な
群
を
見
い
だ
せ
る
。「
パ
ワ
ー
」

「
ス
ポ
ッ
ト
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
は
強
く
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
上
記
の
群
と
比
べ
る
と
出
現
回
数
は
少

な
く
、
や
や
独
立
し
た
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。
空
間
分
析
は
、「
参
拝
」

「
縁
結
び
」
と
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
が
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
ツ
イ
ー
ト
の
密

度
を
持
っ
た
。
こ
の
場
所
は
出
雲
大
社
の
御
本
殿
や
拝
殿
、
神
楽
殿
付
近

に
あ
た
る
。
そ
の
一
方
で
、「
蕎
麦
」
は
一
畑
電
車
の
出
雲
大
社
前
駅
か

ら
出
雲
大
社
へ
向
か
う
参
道
付
近
で
ツ
イ
ー
ト
の
密
度
が
高
く
な
っ
た
。

　

結
論
と
し
て
、
近
年
の
爆
発
的
な
参
拝
者
の
増
加
に
は
、
従
来
の
宗
教

的
聖
地
と
し
て
の
要
素
（「
参
拝
」
な
ど
）
に
加
え
て
、「
赤
福
」
や
「
蕎

麦
」
と
い
っ
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
的
要
素
が
密
接
に
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
こ

と
が
多
様
で
複
雑
な
「
伊
勢
神
宮
ら
し
さ
」「
出
雲
大
社
ら
し
さ
」
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
可
能
性
を
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
「
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
」
が
中
心
的
で
は
な
い
も
の
の
、
祭
礼
の
場
や
神
話
と
い
っ
た
宗

教
的
聖
地
に
付
随
す
る
要
素
と
関
連
し
な
が
ら
、
空
間
的
に
宗
教
的
聖
地

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
位
置
情
報
付
き
ツ
イ
ー
ト
デ
ー
タ
を
用
い
る

こ
と
で
、
従
来
の
先
行
研
究
の
結
果
を
補
完
で
き
る
可
能
性
は
高
い
。

群
馬
県
の
地
方
共
同
体
の
再
生
を
考
察
す
る

│
│ 

祭
り
・
温
泉
・
観
光 

│
│

野
村　
　

誠

　

二
〇
一
七
年
、
日
本
政
府
観
光
局
特
別
顧
問
に
就
任
し
た
デ
ー
ビ
ッ

ト
・
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
は
『
新
・
生
産
性
立
国
論
』（
東
洋
経
済
新
報
社
二

〇
一
八
）
や
『
日
本
人
の
勝
算
』（
同
二
〇
一
九
）
で
、
日
本
の
人
口
減

少
、
特
に
、
超
高
齢
化
に
よ
る
生
産
年
齢
人
口
の
激
減
は
深
刻
で
、
日
本
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で
、
同
類
の
感
想
を
抱
い
て
き
た
。
生
殖
と
い
う
、
命
あ
る
も
の
に
与
え

ら
れ
た
最
も
基
本
的
な
本
性
を
減
退
さ
せ
て
き
た
現
代
の
日
本
社
会
に
、

親
と
し
て
教
師
と
し
て
宗
教
家
と
し
て
何
が
で
き
る
か
、
今
一
度
、
問
い

直
し
た
い
。

再
開
発
と
都
市
祭
り 

│
│ 

日
本
橋
地
区
の
神
田
祭
の
事
例
か
ら 

│
│

秋
野　

淳
一

　

近
年
、
大
都
市
の
都
市
祭
り
が
大
き
な
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
例

え
ば
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
五
月
に
実
施
さ
れ
た
東
京
の
神
田
祭

（
神
田
神
社
大
祭
）
の
神
輿
宮
入
参
拝
や
、
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）

六
月
に
実
施
さ
れ
た
東
京
の
山
王
祭
（
日
枝
神
社
大
祭
）・
下
町
連
合
渡

御
を
現
地
に
赴
い
て
見
て
い
る
と
、
多
数
の
参
加
者
と
観
客
を
動
員
し
て

盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

論
者
は
、
拙
著
『
神
田
祭
の
都
市
祝
祭
論
―
戦
後
地
域
社
会
の
変
容
と

都
市
祭
り
―
』（
岩
田
書
院
、
平
成
三
〇
年
）
に
お
い
て
、
神
田
祭
に
参

加
す
る
神
田
の
町
が
、
戦
後
地
域
社
会
の
変
容
の
な
か
で
商
人
・
職
人
の

町
か
ら
中
高
層
の
ビ
ル
街
へ
と
変
わ
り
、
神
田
祭
を
運
営
す
る
町
会
の
人

た
ち
が
少
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
の
神
田
祭
が
盛
ん
に
行

な
わ
れ
都
市
祝
祭
の
場
を
形
成
す
る
要
因
と
し
て
、
五
つ
の
特
徴
（
要

素
）
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、（
一
）「
都
市
祝
祭
と
町
内
の
祭
り
の
複

合
構
造
」、（
二
）「
結
集
の
た
め
の
核
の
存
在
」、（
三
）「
個
人
の
活
躍

（
人
的
要
因
）」、（
四
）「
企
業
の
参
加
」、（
五
）「
非
日
常
化
す
る
イ
ベ
ン

ト
」、
で
あ
る
。
こ
の
五
つ
の
特
徴
（
要
素
）
を
も
と
に
、
神
田
祭
の
動

態
を
「
神
田
祭
モ
デ
ル
」（
正
式
名
「
神
田
祭
に
み
る
都
市
祝
祭
モ
デ
ル
」）

と
し
て
ま
と
め
、
他
の
都
市
祭
り
と
の
比
較
検
討
の
起
点
と
し
た
。
た
だ

る
プ
ラ
ン
が
始
ま
る
等
、
各
地
で
挑
戦
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

大
羽
昭
二
は
『
地
域
が
稼
ぐ
観
光
』（
宣
伝
会
議
二
〇
一
八
）
で
、
可

処
分
所
得
が
減
っ
て
き
た
現
代
、「
観
光
の
内
容
は
、
物
見
遊
山
か
ら
体

験
型
へ
」
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
提
言
。
客
の
多
様
化
す
る
価
値
観
に

応
え
、
そ
の
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
観
光
体
験
を
創
造
し
提
供
で
き
れ

ば
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
発
達
し
た
今
日
、「
そ
の
観
光
体
験
は
、
国
境
を
越
え
て
、

世
界
中
の
同
じ
価
値
観
を
持
つ
人
た
ち
を
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ご
と
引
き
寄

せ
る
こ
と
が
可
能
」
だ
と
言
う
。
各
地
の
努
力
が
海
外
に
ま
で
伝
わ
る
こ

と
を
願
う
。

　

祭
り
は
、
最
近
、
担
い
手
不
足
や
観
客
の
マ
ナ
ー
違
反
や
資
金
不
足
か

ら
、
全
国
的
に
も
縮
小
傾
向
に
あ
る
。
地
方
の
自
信
や
誇
り
や
団
結
力
を

取
り
戻
す
為
に
も
重
要
な
祭
り
が
、
寺
や
神
社
の
消
滅
（
鵜
飼
秀
徳
『
寺

院
消
滅
』）
に
伴
っ
て
衰
退
し
て
い
く
の
は
残
念
だ
。
群
馬
に
は
小
規
模

で
無
名
な
祭
り
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
価
値
は
見
過
ご
せ
な
い
。
人
集

め
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
そ
の
集
客
力
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
祭
り

本
来
が
持
つ
価
値
の
再
評
価
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
研
究
を
続
け
た
い
。

　

温
泉
県
群
馬
は
、
草
津
・
水
上
・
伊
香
保
の
三
大
温
泉
地
の
他
に
も
名

湯
は
数
多
く
、
い
ま
だ
に
次
々
と
発
見
、
採
掘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
海

外
か
ら
の
観
光
客
は
少
な
く
、
宝
の
持
ち
腐
れ
的
な
現
状
だ
。
既
に
あ
る

温
泉
病
院
の
温
泉
療
法
等
も
活
用
し
、
付
加
価
値
の
高
い
観
光
地
へ
と
育

て
る
工
夫
が
必
要
だ
。

　

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
は
日
本
の
異
常
な
ま
で
の
少
子
化
の
現
状
に
つ
い
て
、

「
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
て
は
、
子
ど
も
を
同
じ
目
に
遭
わ
せ
た

く
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
少
子
化
の
原
因

は
生
活
苦
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
筆
者
も
又
、
息
子
や
学
生
と
接
す
る
中
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の
親
が
子
供
山
車
や
子
供
神
輿
の
巡
幸
へ
参
加
し
、
町
内
の
祭
り
が
実
施

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
数
の
観
客
が
訪
れ
る
神
田
神
社

へ
の
神
輿
宮
入
参
拝
や
連
合
渡
御
と
い
っ
た
都
市
祝
祭
の
場
の
魅
力
を
介

し
て
、
地
域
社
会
の
外
か
ら
参
加
す
る
担
ぎ
手
の
動
員
を
維
持
し
、
町
内

の
祭
り
を
維
持
す
る
大
人
神
輿
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
多
数
の
観
客
は
い

な
い
が
、
子
供
山
車
や
子
供
神
輿
と
い
う
「
結
集
の
た
め
の
核
の
存
在
」、

巡
幸
後
に
も
ら
え
る
お
菓
子
の
魅
力
な
ど
も
作
用
し
な
が
ら
、
マ
ン
シ
ョ

ン
の
新
住
民
を
中
心
と
し
た
親
子
の
参
加
を
継
続
し
、
町
内
の
祭
り
を
維

持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
子
供
の
参
加
」
は
、
日
本
橋
地
区
の
神
田
祭
に
限
ら
ず
、

再
開
発
に
よ
っ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
ち
、
新
住
民
が
増
加
し
た
地
域
社
会

を
有
す
る
都
市
祭
り
に
お
い
て
は
共
通
し
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
神
田
祭
モ
デ
ル
」
の
五
つ
の
特
徴
（
要
素
）
と

と
も
に
「
子
供
の
参
加
」
は
、
都
市
祭
り
の
比
較
研
究
に
お
い
て
も
、
注

視
す
べ
き
特
徴
（
要
素
）
の
一
つ
と
い
え
る
。

地
域
振
興
と
ハ
ラ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス

小
村　

明
子

　

本
研
究
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
国
内
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
に
お

け
る
ハ
ラ
ー
ル
対
応
と
、
ハ
ラ
ー
ル
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
動
き
に

つ
い
て
歴
史
的
な
経
緯
と
現
状
を
精
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

日
本
国
内
の
ハ
ラ
ー
ル
対
応
に
つ
い
て
は
、
訪
日
ム
ス
リ
ム
観
光
客
を

主
眼
に
入
れ
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
や
、
地
域
の
特
産
物
を
イ
ス
ラ
ー
ム

地
域
に
輸
出
す
る
た
め
に
ハ
ラ
ー
ル
認
証
を
受
け
る
試
み
が
あ
げ
ら
れ

る
。
故
に
、
生
産
物
の
ハ
ラ
ー
ル
対
応
の
方
法
や
、
日
本
国
内
の
動
向
、

し
、
神
田
神
社
の
氏
子
町
会
の
う
ち
、
神
田
地
区
の
神
田
祭
に
つ
い
て
は

十
分
な
調
査
研
究
を
実
施
で
き
た
が
、
日
本
橋
地
区
の
神
田
祭
に
つ
い
て

は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
上
記
の
五
つ
の
特
徴
（「
神
田
祭
モ
デ
ル
」）

を
も
と
に
、
今
度
は
新
住
民
が
増
加
し
た
日
本
橋
地
区
の
神
田
祭
を
対
象

に
、
令
和
元
年
の
神
田
祭
の
事
態
調
査
を
も
と
に
、
再
開
発
と
都
市
祭
り

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。

　

日
本
橋
地
区
の
神
田
神
社
の
氏
子
町
会
は
東
京
都
中
央
区
に
立
地
す

る
。
戦
後
の
中
央
区
の
人
口
は
、
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
人
口
・
世
帯
数

と
も
に
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
か
ら
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
ま
で

減
少
を
続
け
、
平
成
七
年
を
境
に
増
加
に
転
じ
た
。
平
成
七
年
を
境
に
人

口
が
増
加
に
転
じ
た
背
景
に
は
、
再
開
発
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
、

特
に
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
に
伴
う
新
住
民
の
増
加
が
指
摘
で
き
る
。

日
本
橋
地
区
の
神
田
神
社
の
氏
子
区
域
で
は
、
日
本
橋
浜
町
、
日
本
橋
蛎

殻
町
、
東
日
本
橋
、
人
形
町
な
ど
で
人
口
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
戦
後
地
域
社
会
の
変
容
が
あ
っ
た
日
本
橋
地
区
の
神
田
祭
に

つ
い
て
、
令
和
元
年
の
神
田
祭
を
も
と
に
、
祭
り
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て

い
る
要
因
と
し
て
、「
子
供
の
参
加
者
の
に
ぎ
わ
い
」、「
小
祠
の
存
在
」、

「
山
王
祭
に
参
加
す
る
日
枝
神
社
下
町
連
合
と
の
連
動
」、「
個
人
の
活
躍

（
人
的
要
因
）」、
と
い
っ
た
特
徴
が
指
摘
で
き
、
日
本
橋
地
区
の
神
田
祭

に
お
い
て
も
、「
神
田
祭
モ
デ
ル
」
に
見
ら
れ
る
五
つ
の
特
徴
（
要
素
）

の
存
在
が
確
認
で
き
た
。

　

特
に
、
日
本
橋
地
区
の
神
田
祭
で
は
、
子
供
の
参
加
者
の
に
ぎ
わ
い
が

顕
著
で
あ
り
、
六
つ
目
の
特
徴
（
要
素
）
と
し
て
「
子
供
の
参
加
」（
親

の
同
伴
を
前
提
）
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。
多
数
の
新
住
民
の
子
供
と
そ
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お
よ
び
運
搬
工
程
や
食
品
を
保
管
す
る
倉
庫
全
て
に
お
い
て
ハ
ラ
ー
ム
で

あ
る
も
の
が
混
入
し
て
い
な
い
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

地
域
振
興
の
た
め
に
ハ
ラ
ー
ル
対
応
す
る
業
者
と
日
本
の
ム
ス
リ
ム
と

の
間
で
は
、
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
価
値
観
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
業
者
は
製
造
加
工
品
の
ハ
ラ
ー
ル
対
応
を
、

あ
く
ま
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
従
っ
て
、
ハ
ラ
ー
ル
マ
ー
ク
の
取
得
方
法
や
設
備
投
資
に
関
す
る

課
題
を
い
か
に
克
服
す
る
の
か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
消
費
者
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
は
、
ハ
ラ
ー
ル
マ
ー

ク
を
付
け
て
い
な
く
と
も
詳
細
な
食
品
成
分
表
示
が
さ
れ
て
い
て
ハ
ラ
ー

ム
で
な
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
者
や
、
ハ
ラ
ー
ル
認
証

を
受
け
そ
れ
を
証
明
す
る
マ
ー
ク
が
あ
っ
て
も
、
絶
対
に
ハ
ラ
ー
ル
対
応

品
を
買
わ
な
い
と
い
う
者
も
お
り
、
そ
の
考
え
も
様
々
で
あ
る
。

　

以
上
、
こ
れ
ら
を
分
析
し
て
見
え
て
く
る
こ
と
と
し
て
、
ム
ス
リ
ム
側

の
視
点
す
な
わ
ち
、
ハ
ラ
ー
ル
認
証
は
消
費
者
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
に
一
つ

の
選
択
肢
を
与
え
る
た
め
の
印
で
あ
り
、
た
と
え
認
証
マ
ー
ク
を
取
得
し

て
な
く
と
も
、
情
報
開
示
と
い
う
方
法
も
ま
た
地
域
振
興
の
場
に
お
け
る

ハ
ラ
ー
ル
対
応
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

不
活
動
神
社
に
関
す
る
予
備
的
調
査

│
│ 

高
知
県
と
新
潟
県
を
事
例
に 

│
│

冬
月　
　

律

　

本
報
告
の
目
的
は
、
全
国
の
過
疎
地
域
に
相
当
数
存
在
す
る
と
予
想
さ

れ
る
不
活
動
宗
教
法
人
に
つ
い
て
、
①
不
活
動
宗
教
法
人
の
概
念
と
現
況

を
把
握
し
た
う
え
で
、
②
神
社
界
に
お
け
る
不
活
動
神
社
の
現
況
と
対
策

ハ
ラ
ー
ル
対
応
に
関
わ
る
業
者
や
ハ
ラ
ー
ル
に
従
事
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
団

体
の
動
向
が
報
告
さ
れ
、
あ
る
い
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ム
ス
リ
ム

留
学
生
の
増
加
に
伴
い
、
大
学
構
内
で
の
ハ
ラ
ー
ル
対
応
食
に
つ
い
て
も

多
く
報
告
さ
れ
、
か
つ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

食
の
ハ
ラ
ー
ル
対
応
は
本
来
消
費
者
と
な
る
ム
ス
リ
ム
側
か
ら
の
視
点

が
重
要
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ム
ス
リ
ム
は
ハ
ラ
ー
ム
で
あ
る
も
の
を

回
避
す
べ
き
と
い
う
宗
教
教
義
を
守
る
義
務
が
あ
る
。
故
に
ム
ス
リ
ム
は

安
心
安
全
な
食
品
を
求
め
る
。
ま
た
日
本
産
の
ハ
ラ
ー
ル
対
応
食
品
、
と

り
わ
け
食
肉
の
加
工
工
程
に
関
与
す
る
の
は
日
本
国
内
の
ム
ス
リ
ム
で
あ

る
し
、
彼
ら
が
こ
う
し
た
日
本
産
の
ハ
ラ
ー
ル
食
品
を
消
費
す
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
国
内
の
ム
ス
リ
ム
の
日
常
生
活
に
も
影
響

を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
日
本
国
内
の
ハ
ラ
ー
ル
に
お
け
る
ム
ス

リ
ム
と
非
ム
ス
リ
ム
と
の
価
値
観
の
違
い
に
つ
い
て
、
特
に
日
本
人
ム
ス

リ
ム
の
考
え
や
活
動
を
中
心
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
分
析
お
よ

び
考
察
し
た
。

　

日
本
国
内
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
、
食
へ
の
嗜
好
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
価
値
観
で
食
の
ハ
ラ
ー
ル
を
捉
え
て
い
る
。
ハ
ラ
ー
ル

対
応
し
た
食
品
に
関
し
て
ハ
ラ
ー
ル
認
証
を
行
う
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
団

体
や
消
費
者
と
な
る
日
本
人
ム
ス
リ
ム
に
聞
く
と
、
ハ
ラ
ー
ル
よ
り
も
む

し
ろ
ハ
ラ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
意
識
の
重

点
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ハ
ラ
ー
ル
を
重
視
す
る
業
者
や

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
た
ち
と
の
間
に
根
本
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
こ
と

と
な
る
。
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
、
ハ
ラ
ー
ル
と
い
う
と
彼
ら
の
言
動
、
日
常

生
活
や
社
会
活
動
の
全
て
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
。
ま
た
も

し
食
の
ハ
ラ
ー
ル
性
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
食
品
の
原
材
料
や
製
造
加
工
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報
告
の
後
半
で
は
、
神
社
界
に
お
け
る
不
活
動
宗
教
法
人
の
予
備
調
査

と
し
て
、
宗
教
専
門
紙
に
お
け
る
不
活
動
神
社
の
関
連
記
事
、
新
潟
県
神

社
庁
お
よ
び
高
知
県
神
社
庁
の
資
料
等
を
取
り
上
げ
、
現
況
と
取
組
状
況

を
中
心
に
概
観
し
た
。
神
社
界
で
は
不
活
動
宗
教
法
人
を
「
不
活
動
神

社
」、
す
な
わ
ち
宗
教
活
動
が
な
い
神
社
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、

実
態
調
査
や
対
策
を
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、
宗
教
専
門
紙
に
お
け
る
不

活
動
神
社
の
関
連
記
事
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
記
事
は
一
九
九
〇
年
代
に

入
っ
て
か
ら
継
続
的
に
確
認
で
き
、
二
〇
〇
七
以
降
に
急
増
す
る
こ
と
を

示
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
七
年
以
前
は
、
不
活
動
法
人
に
対
す

る
本
格
的
な
実
態
調
査
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
問
題
の
深
刻
さ
は
認
識
し

て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
に
関
す
る
教
団
全
体
の
理
解
が
そ
れ
ほ
ど
進

ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
続
い
て
、
具
体
的
な
事
例
と
し

て
、
新
潟
県
神
社
庁
が
県
内
の
不
活
動
神
社
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
事

例
の
一
部
を
取
り
上
げ
、
報
告
者
に
よ
る
「
限
界
神
社
」「
準
限
界
神
社
」

と
い
っ
た
分
類
概
念
を
用
い
て
概
観
し
た
。
ま
た
、
不
活
動
神
社
の
典
型

的
な
事
例
を
提
示
し
、
不
活
動
神
社
の
事
例
が
多
様
で
あ
る
こ
と
も
示
し

た
。
一
方
で
高
知
県
神
社
庁
の
資
料
で
は
、
県
内
の
宮
司
不
在
の
神
社
数

が
、
一
九
七
二
年
の
神
社
本
庁
に
よ
る
実
態
調
査
時
よ
り
も
増
え
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

報
告
の
最
後
に
は
、
各
種
資
料
に
基
づ
く
予
備
調
査
か
ら
は
、
今
後
人

口
減
少
が
加
速
度
的
に
進
む
過
疎
地
域
で
は
、
厳
し
い
状
況
に
立
た
さ
れ

る
神
社
が
増
え
る
こ
と
を
示
唆
し
、
一
方
で
は
、
近
年
の
地
域
お
こ
し
協

力
隊
や
地
域
の
商
工
会
議
所
、
観
光
協
会
な
ど
の
協
働
と
い
っ
た
外
部
力

の
働
き
、
つ
ま
り
神
社
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
し
て
活
用
し
、

神
社
と
地
域
振
興
の
糸
口
を
見
出
す
事
例
も
少
数
で
は
あ
る
が
確
認
で
き

の
取
組
状
況
の
事
例
と
し
て
、
新
潟
県
と
高
知
県
の
予
備
調
査
の
結
果
を

概
観
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

報
告
で
は
、
ま
ず
文
化
庁
に
よ
る
不
活
動
宗
教
法
人
の
概
念
（
定
義
）

を
確
認
し
、
現
況
に
つ
い
て
は
全
国
の
宗
教
法
人
の
約
二
％
に
あ
た
る
三

九
六
四
法
人
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
末
時
点
）
が
不
活
動
宗
教
法
人
に
該

当
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
宗
教
法
人
が
不
活
動
状
態
に
な

る
こ
と
の
問
題
点
や
対
策
に
つ
い
て
、
文
化
庁
を
は
じ
め
と
す
る
都
道
府

県
の
取
組
状
況
を
概
観
し
た
。
放
置
状
態
に
あ
る
不
活
動
法
人
（
法
人

格
）
が
不
正
に
取
得
さ
れ
、
脱
税
な
ど
の
行
為
に
悪
用
さ
れ
る
と
い
っ
た

社
会
的
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
と
し
、
国
（
文
化
庁
）
で

は
、
所
轄
庁
レ
ベ
ル
と
包
括
宗
教
法
人
レ
ベ
ル
に
分
け
て
不
活
動
法
人
の

対
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
具
体
的
に
は
都
道
府
県
向
け
の
取
り
組
み
と

し
て
は
、
対
策
会
議
の
開
催
や
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
事
例
集
の
作
成
・
配

布
を
行
い
、
一
方
で
包
括
宗
教
法
人
向
け
の
取
り
組
み
と
し
て
、
対
策
会

議
の
開
催
、
手
引
書
の
作
成
・
配
布
に
加
え
、
文
書
で
の
協
力
依
頼
や
ヒ

ア
リ
ン
グ
の
実
施
な
ど
を
行
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
度
か
ら

は
包
括
宗
教
法
人
や
都
道
府
県
等
の
協
力
を
得
て
の
対
策
と
し
て
「
不
活

動
宗
教
法
人
対
策
推
進
事
業
」
も
実
施
さ
れ
、
不
活
動
法
人
の
数
が
減
少

す
る
と
い
っ
た
一
定
の
成
果
が
出
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
ら
の
状

況
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
に
地
域
に
根
ざ
し
、
長
い
伝
統
の
な
か
で
形

成
・
継
承
さ
れ
て
き
た
宗
教
文
化
（
宗
教
が
関
わ
る
生
活
様
式
と
そ
の
形

成
物
群
）、
そ
の
中
核
を
担
う
の
は
宗
教
施
設
で
あ
る
と
い
う
報
告
者
の

問
題
関
心
を
示
し
た
う
え
で
、
不
活
動
宗
教
法
人
が
宗
教
文
化
に
及
ぼ
す

影
響
、
ま
た
は
教
団
お
よ
び
信
者
の
信
仰
生
活
に
与
え
る
影
響
を
究
明
す

る
必
要
性
が
あ
る
と
述
べ
た
。
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る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
は
、
現
在
ギ
リ
ギ
リ
の
状
態

で
近
い
将
来
に
限
界
神
社
の
予
備
軍
で
あ
る
と
さ
れ
る
準
限
界
神
社
で

も
、
条
件
次
第
で
は
振
興
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と

述
べ
た
。
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中
国
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
の
実
態 

│
│ 

諸
派
の
対
立
と
媽
祖
廟 

│
│

張　
　
　

凱

　

航
海
・
漁
業
に
従
事
す
る
者
の
命
を
守
る
女
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い

る
「
媽
祖
」
は
、
中
国
に
お
い
て
最
も
影
響
力
の
大
き
い
民
間
信
仰
の
一

つ
で
あ
る
。
長
い
歴
史
の
間
で
、
媽
祖
信
仰
の
諸
派
は
諸
地
域
に
密
着
し

た
一
般
信
者
に
よ
る
「
地
域
派
」、
媽
祖
廟
に
関
係
す
る
「
媽
祖
廟
派
」、

媽
祖
信
仰
に
つ
い
て
学
習
・
研
究
す
る
機
関
と
学
者
か
ら
成
る
「
学
派
」

の
三
種
類
を
形
成
し
た
。

　

一
般
民
衆
は
、
勢
力
の
異
な
る
こ
れ
ら
の
三
派
は
、
メ
デ
ィ
ア
報
道
を

通
し
て
見
る
と
、
平
和
な
状
態
で
共
存
共
栄
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た

が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
本
発
表
で
は
、
二
〇
一
九
年
に
起
き

た
『
中
華
媽
祖
文
化
交
流
協
會
首
屆
全
球
優
秀
媽
祖
人
評
選
』
お
よ
び
後

述
す
る
台
湾
の
搶
轎
事
件
な
ど
に
関
し
て
、
中
国
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
の

実
態
を
解
明
す
る
。
そ
の
真
意
は
、
決
し
て
投
票
事
件
の
犯
人
を
探
す
こ

と
や
以
前
の
紛
争
の
真
相
を
暴
く
こ
と
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
台
湾
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
に
関
す
る
諸
派
の
対
立
事
例
に
も
言

及
す
る
。
台
湾
媽
祖
廟
と
中
国
媽
祖
廟
の
間
に
は
、
深
い
関
連
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。
本
発
表
に
お
い
て
、
中
国
の
み
な
ら
ず
台
湾
に
お
け
る

媽
祖
信
仰
の
実
態
の
事
例
も
挙
げ
る
理
由
は
複
数
あ
る
が
、
主
な
点
と
し

て
、
媽
祖
信
仰
の
起
源
、
媽
祖
廟
の
祖
廟
は
中
国
の
福
建
省
と
い
う
こ
と

が
公
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
媽
祖
信
仰
を
巡
る
台
湾
に
お
け
る
紛
争
の

事
例
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
の
実
態
を

理
解
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
媽
祖
信
仰
の
諸
派
の
実
態
の
う
ち
顕

著
な
事
例
は
、
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

一
、
投
票
事
件
：
二
〇
一
九
年
一
月
一
日
、『
中
華
媽
祖
文
化
交
流
協

會
首
屆
全
球
優
秀
媽
祖
人
評
選
』
と
い
う
ウ
ェ
ブ
投
票
が
行
わ
れ
た
。

「
世
界
中
で
媽
祖
信
仰
の
た
め
に
貢
献
す
る
中
国
人
を
支
持
す
る
」
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
誰
で
も
参
加
可
能
の
こ
の
ウ
ェ
ブ
投
票
は
、
本
来
、
媽

祖
信
仰
の
未
来
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
投
票
に
関
し

て
、
地
域
派
、
媽
祖
廟
派
、
学
派
の
諸
派
が
自
身
の
候
補
者
を
当
選
さ
せ

る
た
め
に
票
数
を
不
正
操
作
し
た
と
い
う
事
実
が
、
内
部
の
関
係
者
か
ら

明
か
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
投
票
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
し
ば
ら
く
閉
鎖
さ

れ
、
票
数
の
不
正
操
作
に
つ
い
て
全
面
的
な
調
査
が
行
わ
れ
た
。

　

二
、
台
湾
に
お
け
る
大
甲
鎮
瀾
宮
の
搶
轎
事
件
：「
轎
」
は
駕
籠
、
輿

の
こ
と
を
表
し
、「
福
」
や
「
運
」
を
呼
ぶ
縁
起
が
よ
い
も
の
で
あ
る
。

「
搶
轎
」
は
、
媽
祖
信
仰
に
お
い
て
、
重
要
な
俗
習
の
一
つ
で
あ
る
。
媽

祖
が
あ
る
地
域
に
長
く
留
ま
る
と
、
そ
の
土
地
の
福
や
運
が
上
昇
す
る
と

信
仰
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
信
者
た
ち
が
、
巡
行
活
動
中
に
媽
祖

が
乗
っ
て
い
る
轎
を
力
ず
く
で
奪
い
取
り
、
止
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
事
件

が
頻
発
す
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
事
件
の
主
導
者
が
一

般
民
衆
か
ら
成
る
地
域
派
の
み
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
搶
轎
事

件
は
、
諸
派
の
対
立
と
勢
力
範
囲
と
関
係
が
あ
る
。

　

三
、
台
湾
に
お
け
る
彰
化
市
南
瑤
宮
と
雲
林
縣
北
港
朝
天
宮
進
香
の
紛

争
：
本
来
、
毎
年
南
瑤
宮
は
朝
天
宮
へ
巡
礼
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る

が
、
両
者
は
小
さ
な
紛
争
の
積
み
重
ね
か
ら
や
が
て
限
界
に
達
し
た
。
結

局
、
彰
化
市
南
瑤
宮
は
、
北
港
朝
天
宮
へ
の
巡
礼
を
二
十
八
年
ほ
ど
中
断

し
、
中
国
の
祖
廟
へ
巡
礼
す
る
こ
と
に
変
わ
っ
た
。
こ
の
紛
争
は
、
媽
祖

第
十
三
部
会



　　402

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第13部会

よ
う
に
な
る
。
二
〇
一
五
年
、
習
近
平
は
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ
デ
ィ
首
相
を

自
身
の
故
郷
で
あ
り
、
一
帯
一
路
の
陸
の
始
点
で
も
あ
る
西
安
に
迎
え
、

両
国
の
経
済
連
携
に
か
か
る
調
印
式
を
玄
奘
三
蔵
の
住
持
寺
で
あ
る
大
慈

恩
寺
で
執
り
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
六
二
年
の
国
境
紛
争
以
来
冷
え
込

ん
で
き
た
中
印
関
係
を
、
か
つ
て
仏
法
を
興
す
た
め
に
イ
ン
ド
へ
往
復
し

た
玄
奘
の
事
績
に
よ
っ
て
文
化
的
に
脚
色
し
、
両
国
の
心
理
的
距
離
を
縮

め
る
と
共
に
、
国
境
を
越
え
て
進
出
す
る
中
国
系
開
発
フ
ァ
ン
ド
へ
の
警

戒
感
を
和
ら
げ
る
意
図
を
持
つ
も
の
と
見
な
せ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
間
、
現
代
中
国
の
仏
教
外
交
に
お
い
て
「
玄
奘
」
関
連
の

文
化
資
産
が
果
た
す
実
質
的
な
役
割
を
探
る
た
め
、
特
に
ビ
ハ
ー
ル
州
の

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
と
そ
の
隣
接
地
域
で
臨
地
調
査
を
進
め
て
き
た
。
先
に
も
述

べ
た
要
因
か
ら
、
従
来
イ
ン
ド
領
内
の
仏
蹟
開
発
で
は
日
本
や
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
、
並
び
に
チ
ベ
ッ
ト
系
団
体
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
高
く
、
中
国
は
開

発
援
助
サ
ー
ク
ル
か
ら
ほ
ぼ
締
め
出
さ
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
中
で

ビ
ハ
ー
ル
州
で
は
、
二
〇
〇
六
年
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
復
興
計
画
に
因
ん

で
「
玄
奘
記
念
館
」
が
中
国
資
本
で
改
装
さ
れ
る
な
ど
、
小
規
模
な
が
ら

玄
奘
と
い
う
人
的
ア
イ
コ
ン
を
介
し
た
関
係
構
築
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
中
で
二
〇
一
七
年
九
月
、
一
〇
八
名
の
中
国
僧
が
、
西
安
を
起

点
と
し
て
雲
南
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
コ
ル
カ
タ
を
経
て
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
ま
で
、
徒
歩
で
大
蔵
経
典
を
背
負
っ
て
運
ぶ
「
一
〇
八
僧
徒
歩
背
経
」

と
称
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
挙
行
さ
れ
た
。
発
願
者
は
二
〇
一
一
年
よ
り
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
の
中
華
大
覚
寺
（
一
九
五
八
年
に
渡
印
し
た
悟
謙
師
（
一
九
二
二

―
二
〇
一
〇
）
が
七
八
年
に
創
建
）
で
住
持
を
務
め
る
中
国
僧
・
Ｎ
師

（
一
九
七
一
生
）
で
あ
り
、
イ
ベ
ン
ト
全
体
は
「
一
帯
一
路
ア
ジ
ア
仏
教

論
壇
」
と
題
す
る
政
府
主
催
行
事
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
企
画
と
し
て
推
進
さ

廟
派
の
二
団
体
か
ら
起
き
た
事
件
で
あ
る
。

　

四
、
中
国
の
一
帯
一
路
政
策
に
よ
る
媽
祖
信
仰
文
化
の
推
進
：
筆
者
が

ほ
ぼ
毎
年
参
加
す
る
福
建
省
の
媽
祖
学
会
は
、
一
帯
一
路
（
海
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
）
を
媽
祖
信
仰
の
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
論
文
を
募
集
す
る
。
こ

の
媽
祖
学
会
は
、
三
派
の
中
で
も
特
に
学
派
が
中
心
と
な
る
媽
祖
関
連
の

企
画
の
好
例
で
あ
る
。

　

諸
派
の
勢
力
や
そ
れ
ら
の
対
立
は
、
現
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
し
、
情
報
化
社
会
に
お
い
て
、
媽
祖
の
信
仰
文
化
を
利
用
し
よ

う
と
す
る
諸
派
の
活
動
は
、
ネ
ッ
ト
や
携
帯
な
ど
を
通
し
て
、
よ
り
可
視

化
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
。
今
後
も
媽
祖
を
め
ぐ
る
活
動
の
背
景
に
隠
さ

れ
た
諸
派
の
動
向
に
、
注
目
し
て
い
く
。

現
代
中
国
の
「
仏
教
外
交
」

│
│ 

開
発
対
象
地
域
と
の
す
り
合
わ
せ
か
ら 
│
│

別
所　

裕
介

　

本
論
で
取
り
上
げ
る
仏
教
外
交
と
は
、
仏
教
に
ま
つ
わ
る
史
跡
と
関
連

イ
ン
フ
ラ
の
開
発
支
援
を
通
し
て
自
ら
の
政
治
・
経
済
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を

向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
戦
略
を
指
す
。
従
来
、
仏
教
文
化

を
通
じ
た
開
発
援
助
で
は
、
高
度
成
長
期
の
日
本
を
筆
頭
と
し
て
、
イ
ン

ド
亜
大
陸
の
仏
蹟
に
対
す
る
多
大
な
関
心
の
元
で
、
官
民
取
り
交
ぜ
た

様
々
な
形
の
支
援
が
展
開
さ
れ
て
来
た
。

　

他
方
今
世
紀
に
入
る
と
、
経
済
力
を
蓄
え
た
中
国
が
新
た
な
ア
ク
タ
ー

と
し
て
登
場
し
、
現
習
近
平
指
導
部
が
掲
げ
る
新
世
界
戦
略
「
一
帯
一

路
」
に
絡
ん
で
「
陸
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
を
円
滑
に
展
開
す
る
た
め
、
国

内
仏
教
の
文
化
資
産
を
通
じ
た
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
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韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会
の
プ
ロ
ラ
イ
フ
運
動

│
│ 「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
の
挑
戦 

│
│

渕
上　

恭
子

　

二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
主
サ
ラ
ン
共
同
体
教
会

（
ソ
ウ
ル
市
冠
岳
区
）
の
李
鐘
樂
牧
師
が
、
産
み
の
親
が
育
て
ら
れ
な
い

子
を
「
緊
急
保
護
」
す
る
た
め
の
「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
を
開
設
し
た
。

開
設
の
翌
年
の
二
〇
一
〇
年
に
そ
こ
に
遺
棄
さ
れ
た
子
は
四
人
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
一
二
年
に
「
入
養
（
養
子
縁
組
）
特
例
法
」
が
施
行
さ
れ
る
と
、

遺
棄
さ
れ
る
嬰
児
が
急
増
し
、「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
の
是
非
を
め
ぐ
っ

て
白
熱
し
た
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
入
養
特
例
法
」
は
、

産
み
の
親
が
出
生
届
を
出
せ
ば
、
国
が
養
子
縁
組
の
世
話
を
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
が
、
未
婚
で
子
を
産
ん
だ
こ
と
を
隠
し
た
が
る
女
性
達
が
、

出
生
届
を
出
さ
ず
「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
に
子
供
を
遺
棄
し
て
い
る
。

「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
に
は
、
婚
外
子
の
み
な
ら
ず
障
害
の
あ
る
乳
児
等

も
遺
棄
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
八
年
末
ま
で
に
一
五
〇
〇
人
余
り
の
嬰
児

達
が
遺
棄
さ
れ
て
い
る
。「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
は
、
生
命
の
危
機
に
瀕

し
た
子
供
達
を
救
っ
て
い
る
一
方
で
、
嬰
児
遺
棄
を
助
長
し
て
い
る
と
い

う
批
判
を
免
れ
な
い
で
い
る
。
本
報
告
に
お
い
て
、「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」

の
是
非
を
め
ぐ
る
論
点
を
解
明
し
、
韓
国
教
会
の
プ
ロ
ラ
イ
フ
運
動
が
直

面
す
る
課
題
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

　
「
入
養
特
例
法
」
は
、
韓
国
内
で
の
養
子
縁
組
を
活
性
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
未
婚
母
に
よ
る
嬰
児
遺
棄
を
防
止
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の

で
あ
る
。
今
日
の
韓
国
で
は
「
低
出
産
（
少
子
化
）
問
題
」
の
解
決
が
政

府
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
未
婚
母
に
対
す
る
支
援
が

「
低
出
産
問
題
」
の
解
決
の
一
助
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

れ
、
二
か
月
後
、
中
華
大
覚
寺
で
挙
行
さ
れ
た
結
願
法
要
は
玄
奘
以
来
の

「
弘
法
」
を
め
ぐ
る
中
華
民
族
の
壮
挙
と
し
て
大
々
的
に
喧
伝
さ
れ
た
。

　

筆
者
は
二
〇
一
八
年
三
月
に
大
覚
寺
を
訪
問
し
、
本
堂
を
囲
む
回
廊
全

体
に
当
該
イ
ベ
ン
ト
の
成
就
を
記
念
す
る
紅
白
を
基
調
と
し
た
パ
ネ
ル
が

展
示
さ
れ
、
併
せ
て
境
内
の
随
所
に
、
Ｎ
師
と
一
帯
一
路
の
揺
る
ぎ
な
い

結
束
を
示
す
政
治
宣
伝
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
確
認
し

た
。
そ
の
時
点
で
は
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
唯
一
の
中
国
本
土
系
僧
院
で
あ
る
当

寺
が
仏
教
外
交
の
急
先
鋒
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
翌
年
三
月
に
同
寺
を
再
訪
し
た
所
、
回
廊
を
埋
め
つ
く
し
て

い
た
パ
ネ
ル
や
横
断
幕
は
全
て
撤
去
さ
れ
て
お
り
、
境
内
で
は
改
修
工
事

が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
が
信
徒
代
表
の
Ｃ
氏
に
事
情
を
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
二
か
月
前
に
Ｃ
氏
を
筆
頭
と
す
る
イ
ン
ド
華
僑
に
よ
っ
て
Ｎ
師
は
追

放
さ
れ
、
現
在
は
Ｃ
氏
と
同
じ
梅
州
出
身
の
尼
僧
が
運
営
を
束
ね
て
い
る

と
い
う
。
Ｃ
氏
に
よ
れ
ば
、
Ｎ
師
の
一
連
の
行
為
は
、
各
種
法
事
か
ら
得

ら
れ
る
莫
大
な
布
施
の
使
い
道
も
含
め
、
創
建
時
か
ら
当
寺
を
支
え
て
き

た
古
参
の
梅
州
系
印
僑
信
徒
の
意
に
全
く
沿
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
二
〇

一
一
年
に
北
京
の
中
国
仏
教
協
会
の
肝
い
り
で
彼
が
住
持
に
座
っ
て
以

来
、
当
寺
は
乗
っ
取
り
に
遭
っ
た
も
同
然
の
状
態
だ
っ
た
と
い
う
。

　

世
界
仏
教
の
中
心
地
で
起
こ
っ
た
本
事
案
は
、
中
国
主
導
の
仏
教
外
交

が
Ｎ
師
の
よ
う
な
民
間
の
チ
ャ
ネ
ル
を
介
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
故
に
生
じ

る
非
統
一
性
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
脆
弱
性
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。
端

的
に
言
え
ば
、「
仏
法
が
来
た
道
」
を
一
帯
一
路
に
組
み
込
も
う
と
す
る

中
華
民
族
の
夢
は
、
イ
ン
ド
に
土
着
し
た
華
人
た
ち
の
ロ
ー
カ
ル
な
信
仰

基
盤
を
覆
す
に
は
未
だ
時
期
尚
早
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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よ
う
に
思
わ
れ
る
。
李
鐘
樂
牧
師
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
主
サ
ラ
ン
共
同

体
教
会
の
「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
が
有
名
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、「
ベ

ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
の
い
ら
な
い
社
会
が
到
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
で

「
匿
名
出
産
」
が
認
め
ら
れ
、
未
婚
で
妊
娠
し
て
も
子
供
を
産
み
育
て
る

こ
と
の
で
き
る
社
会
の
仕
組
み
が
整
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
未
婚
母
に
対

す
る
差
別
や
偏
見
が
薄
ら
い
で
ゆ
き
、「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
に
子
供
を

棄
て
に
来
る
親
が
い
な
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「〝
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
〞

が
必
要
な
く
な
る
そ
の
日
ま
で
、
私
は
闘
う
！
」
と
宣
言
し
た
李
鐘
樂
牧

師
の
祈
り
が
天
に
届
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

「
崔
順
実
ゲ
ー
ト
」
に
お
け
る
巫
俗
批
判
の
諸
相

新
里　

喜
宣

　

本
発
表
は
、
二
〇
一
六
年
か
ら
一
七
年
に
か
け
て
韓
国
を
揺
る
が
し
た

「
崔
順
実
ゲ
ー
ト
」
の
巫
俗
言
説
、
と
く
に
巫
俗
批
判
の
諸
相
を
探
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
崔
順
実
ゲ
ー
ト
に
つ
い
て
は
政
治
学
、
社
会
学
、
経

済
学
な
ど
、
多
様
な
分
野
か
ら
の
接
近
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

大
々
的
な
巫
俗
批
判
が
行
わ
れ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
一
連
の
政
治
問
題

に
対
し
て
は
宗
教
学
か
ら
の
接
近
も
求
め
ら
れ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
七
〇
年
代
に
キ
リ
ス
ト
教
の
異
端
研
究
を
推
進

し
た
卓
明
煥
に
よ
る
記
録
、
そ
し
て
二
〇
一
四
年
の
セ
ウ
ォ
ル
号
関
連
の

公
判
で
の
証
言
な
ど
か
ら
、
崔
順
実
の
父
・
崔
太
敏
お
よ
び
崔
順
実
の
元

夫
・
鄭
潤
会
と
巫
俗
に
一
定
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
否
定
で
き
な

い
。
崔
太
敏
は
牧
師
と
し
て
活
動
す
る
以
前
に
ム
ー
ダ
ン
に
近
い
活
動
を

し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
鄭
潤
会
は
セ
ウ
ォ
ル
号
事
件
の
当
日
、
ム
ー
ダ

ン
（
占
い
師
、
漢
学
者
と
も
表
記
）
と
共
に
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
い

　

韓
国
は
、
世
界
で
最
も
多
く
の
孤
児
を
海
外
に
送
り
出
し
て
き
た
「
孤

児
輸
出
国
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
韓
国
が
経
済
発
展
を
遂
げ
た
今

日
、
未
婚
母
の
子
や
障
害
児
の
「
輸
出
」
を
続
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
内

外
か
ら
の
批
判
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。「
孤
児
輸
出
国
」
の
汚

名
を
返
上
す
る
べ
く
、
韓
国
は
、
二
〇
一
二
年
に
「
入
養
特
例
法
」
を
施

行
す
る
と
と
も
に
ハ
ー
グ
条
約
に
加
盟
し
、
国
内
入
養
を
優
先
す
る
方
針

を
表
明
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
政
府
の
方
針
に
沿
っ
て
、
主
サ
ラ
ン
共
同

体
教
会
で
も
国
内
養
子
縁
組
を
支
援
し
て
お
り
、
牧
師
夫
妻
が
「
ベ
ビ
ー

ボ
ッ
ク
ス
」
に
遺
棄
さ
れ
た
障
害
児
等
を
自
ら
養
子
に
し
て
、
国
内
養
子

縁
組
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
。

　
「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
に
対
し
て
は
、
産
み
の
親
の
身
元
を
問
わ
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
、
安
易
な
子
棄
て
を
助
長
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批

判
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
は
、
子
棄
て

を
し
た
親
を
免
責
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
産
み
の
親
の

抱
え
る
事
情
に
配
慮
し
、
子
供
が
産
み
の
親
の
身
元
を
知
る
た
め
の
手
が

か
り
を
残
し
た
上
で
、
子
供
の
生
命
を
守
る
こ
と
を
最
優
先
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

李
鐘
樂
牧
師
は
、
韓
国
社
会
が
「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
の
意
義
を
認
識

し
、
身
元
が
露
呈
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
子
供
を
遺
棄
す
る
親
が
い
な
く
な

る
よ
う
、
母
親
の
身
元
情
報
が
医
療
機
関
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
出
産

が
で
き
る
「
匿
名
（
内
密
）
出
産
制
度
」
の
導
入
を
国
会
に
請
願
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
、
韓
国
で
は
、「
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」
を
設
置
し
た
主
サ

ラ
ン
共
同
体
教
会
や
、
そ
こ
に
嬰
児
を
遺
棄
す
る
未
婚
母
等
を
非
難
す
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
未
婚
母
等
が
何
故
子
棄
て
を
す
る
の
か
、
ど
う
す
れ

ば
未
婚
母
達
が
子
供
を
棄
て
な
く
て
す
む
の
か
考
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
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研
究
者
、
巫
俗
団
体
が
果
敢
に
意
見
を
表
明
し
た
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で

き
る
。
前
述
の
通
り
、
一
九
七
〇
年
代
の
セ
マ
ウ
ル
運
動
お
よ
び
八
〇
年

代
の
社
会
浄
化
政
策
で
も
迷
信
打
破
運
動
と
し
て
巫
俗
批
判
が
提
起
さ
れ

た
が
、
こ
の
際
は
ま
だ
巫
俗
に
関
す
る
学
術
研
究
も
ム
ー
ダ
ン
の
組
織
化

も
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
七
〇
年
代
と
八
〇
年
の
巫
俗

批
判
に
お
い
て
研
究
者
や
ム
ー
ダ
ン
が
反
論
の
声
を
上
げ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト
で
は
研
究
者
や
巫
俗
団
体
が
積
極
的
に
巫
俗
批

判
へ
の
反
論
を
行
っ
て
い
っ
た
。

　

二
つ
目
に
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト
の
巫
俗
言
説
に
は
批
判
で
あ
り
な
が
ら
何

も
批
判
で
き
て
い
な
い
、
つ
ま
り
従
来
の
巫
俗
批
判
に
比
べ
る
と
、
巫
俗

へ
の
批
判
の
論
調
が
非
常
に
弱
い
と
い
う
特
徴
も
指
摘
で
き
る
。
セ
マ
ウ

ル
運
動
お
よ
び
社
会
浄
化
政
策
に
お
い
て
は
、
巫
俗
を
詐
欺
的
で
経
済
的

損
失
の
多
い
信
仰
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
で
、
巫
俗
を
信
じ
る
こ
と
の
問

題
点
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
内
容
が
多
か
っ
た
。
他
方
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト

の
巫
俗
批
判
は
、
基
本
的
に
「
巫
俗
」
と
い
う
一
言
を
押
し
出
す
の
み
で

あ
り
、
巫
俗
の
問
題
点
に
具
体
的
に
切
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
姿
勢
は
見

出
せ
な
い
。
か
か
る
巫
俗
言
説
の
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
研
究
者
や
巫
俗

団
体
な
ど
、
こ
れ
ま
で
巫
俗
を
文
化
お
よ
び
宗
教
と
し
て
捉
え
る
必
要
性

を
訴
え
て
き
た
団
体
の
声
が
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
の
巫
俗
批
判
に
対
し
て

一
定
の
抑
止
力
と
し
て
働
い
た
可
能
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
、
崔
順
実
が
ム
ー
ダ
ン
で
あ
り
、
そ
し
て

朴
槿
恵
も
巫
俗
に
は
ま
っ
て
い
た
と
い
う
形
で
巫
俗
批
判
が
展
開
さ
れ
て

い
っ
た
。
む
ろ
ん
、
巫
俗
が
組
織
的
に
国
政
に
関
与
し
た
と
い
う
明
白
な

証
拠
は
な
い
以
上
、
巫
俗
を
政
教
分
離
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
崔
順
実
や
朴
槿
恵
が
巫
俗
に
は
ま
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
信
教
の
自
由
を
尊
重
す
る
観
点
に
立
つ
と
、
崔
順
実
や
朴
槿
恵
の

信
仰
そ
れ
自
体
は
問
題
に
は
な
り
得
な
い
。
た
だ
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト
で
は

そ
の
よ
う
な
客
観
的
な
意
見
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
無
分
別
な
巫

俗
批
判
が
大
量
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト
に
お
け
る
大
々
的
な
巫
俗
批
判
の
背
景
に

は
何
が
あ
る
の
か
。
一
九
四
五
年
の
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放

後
、
韓
国
で
は
巫
俗
の
音
楽
や
舞
踊
な
ど
が
自
国
の
文
化
の
源
流
と
し
て

再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
巫
俗
を
否
定
的

に
捉
え
る
視
点
は
韓
国
社
会
で
息
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
崔
順
実
ゲ
ー
ト

に
お
い
て
顕
在
化
し
た
、
と
い
う
点
を
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
、
歴
史
的
な
文
脈
と
し
て
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト
と
以
前
の
巫

俗
批
判
は
似
通
っ
て
い
る
面
が
多
い
。
例
え
ば
一
九
七
二
年
に
端
を
発
す

る
セ
マ
ウ
ル
運
動
で
は
、
ま
ず
国
家
や
政
治
家
が
巫
俗
批
判
を
展
開
し
、

そ
れ
が
民
間
に
も
伝
播
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
宗
教
団
体
も
積
極
的

に
迷
信
打
破
運
動
に
加
担
し
て
い
っ
た
と
い
う
構
図
が
見
出
せ
る
。
崔
順

実
ゲ
ー
ト
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
投
稿
が
新
聞
記
事
で
盛
ん
に
引
用
さ
れ
た
な

ど
の
違
い
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
既
存
の
巫
俗
批
判
と
共
通
し
て
い

る
。
た
だ
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト
は
二
つ
の
点
に
お
い
て
既
存
の
巫
俗
批
判
と

は
異
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
一
つ
目
に
、
崔
順
実
ゲ
ー
ト
で
は
、
不
当
な
巫
俗
批
判
に
対
し
て
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依
さ
れ
て
い
る
間
、
故
人
の
衣
服
を
依
頼
者
に
持
っ
て
こ
さ
せ
、
そ
れ
を

使
っ
て
儀
礼
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
度
儀
礼
で
故
人
の
衣
服
を
使
っ

て
見
物
人
の
関
心
を
誘
う
こ
と
が
で
き
た
巫
は
、
そ
れ
以
降
、
故
人
の
衣

服
を
持
ち
だ
し
て
見
物
人
の
関
心
を
ひ
き
、
儀
礼
を
盛
り
あ
げ
よ
う
と
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

　

成
巫
過
程
に
お
い
て
も
様
々
な
憑
霊
が
生
じ
る
。
成
巫
過
程
の
最
初
に

は
新
た
に
巫
と
な
る
者
に
⒜
経
済
的
困
窮
や
家
庭
内
の
様
々
な
問
題
、
原

因
不
明
の
心
身
の
変
調
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
は
神
霊
か
ら
の
影
響
と
み
な

さ
れ
、
当
事
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
神
霊
が
影
響
を
与
え
て
く
る
た

め
、
神
霊
の
側
に
主
導
権
が
あ
る
憑
霊
と
い
え
る
。
成
巫
過
程
に
あ
る
者

は
、
続
い
て
⒝
神
霊
の
姿
を
見
た
り
声
を
聞
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。

神
霊
は
成
巫
過
程
に
あ
る
者
の
意
思
と
は
関
係
な
く
現
れ
る
の
で
、
神
霊

の
側
に
主
導
権
が
あ
る
憑
霊
と
い
え
る
。
次
に
⒞
気
が
お
か
し
く
な
っ
て

外
を
歩
き
ま
わ
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
も
神
霊
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
意
思
と
は
関
係
の
な
い
言
動
が
成
巫
過
程
に
あ
る
者
に
引
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
の
で
、
神
霊
の
側
に
主
導
権
が
あ
る
憑
霊
と
い
え
る
。
最
後

に
⒟
守
護
霊
と
な
る
神
霊
が
成
巫
過
程
に
あ
る
者
に
憑
依
し
、
新
た
に
巫

と
な
る
者
の
口
を
通
じ
て
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
。
守
護
霊
と
な
る
神
霊

は
自
ら
の
意
思
で
子
孫
に
降
り
て
く
る
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
神
霊
の

側
に
主
導
権
が
あ
る
憑
霊
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
成
巫
過
程
に
あ
る
者
が

経
験
す
る
憑
霊
は
い
ず
れ
も
神
霊
の
側
に
主
導
権
が
あ
る
憑
霊
で
あ
る

が
、
神
霊
か
ら
の
働
き
か
け
は
⒜
⒝
⒞
⒟
の
順
に
強
く
な
る
と
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
新
し
く
巫
と
な
る
者
へ
の
神
霊
か
ら
の
働
き
か
け
（
憑
霊

の
強
さ
）
は
、
成
巫
過
程
が
進
む
に
つ
れ
て
強
ま
っ
て
い
く
と
み
ら
れ
、

い
い
か
え
れ
ば
神
霊
か
ら
の
働
き
か
け
が
強
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
巫
過

憑
霊
を
め
ぐ
る
主
導
権
か
ら
見
た
韓
国
巫
俗

川
上　

新
二

　

本
発
表
は
、
憑
依
す
る
神
霊
と
憑
依
さ
れ
る
当
事
者
（
巫
）
と
の
憑
霊

を
め
ぐ
る
主
導
権
を
分
析
の
枠
組
み
と
し
て
、
韓
国
巫
俗
で
顕
現
す
る
憑

霊
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

韓
国
の
巫
俗
儀
礼
で
巫
が
自
身
に
神
霊
を
憑
依
さ
せ
る
場
合
、
憑
依
に

失
敗
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
巫
は
神
霊
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い

る
と
み
ら
れ
、
憑
依
さ
れ
る
当
事
者
（
巫
）
の
側
に
主
導
権
が
あ
る
と
い

え
る
。
し
か
し
さ
ら
に
検
討
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
⑴
巫

は
自
身
に
神
霊
を
憑
依
さ
せ
る
場
合
、
如
何
な
る
神
霊
が
憑
依
し
て
く
る

の
か
予
め
承
知
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
憑
依
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
な
か
っ
た
神
霊
が
自
ら
の
意
思
で
巫
に
憑
依
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
憑
霊
の
主
導
権
は
神
霊
の
側
に
あ
る
と
い
え
る
。
⑵
憑

依
し
た
神
霊
は
巫
の
口
を
通
じ
て
口
寄
せ
や
託
宣
を
行
う
が
、
巫
の
中
に

は
憑
依
し
た
神
霊
が
語
る
口
寄
せ
や
託
宣
の
内
容
を
自
身
で
は
変
更
で
き

な
い
者
が
お
り
、
こ
の
場
合
に
は
憑
霊
の
主
導
権
が
神
霊
の
側
に
も
残
さ

れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、
⑶
憑
依
し
た
神
霊
が
語
る
口
寄
せ
や
託

宣
の
内
容
を
自
身
で
変
更
で
き
る
巫
も
お
り
、
こ
の
場
合
は
⑵
よ
り
も
当

事
者
の
側
の
主
導
権
が
強
ま
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
⑷
憑
依

さ
れ
る
当
事
者
（
巫
）
の
側
の
主
導
権
が
一
層
強
ま
り
、
当
事
者
（
巫
）

に
よ
り
憑
霊
が
利
用
さ
れ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
発
表
者
が
観
察
し
た
事

例
で
は
、
故
人
を
あ
の
世
に
送
る
儀
礼
で
巫
が
故
人
に
憑
依
さ
れ
て
い
る

最
中
、
見
物
人
が
故
人
の
衣
服
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
遺
族
に
い
い
、
巫

が
遺
族
の
持
っ
て
き
た
衣
服
を
着
て
歌
舞
な
ど
を
す
る
と
儀
礼
が
盛
り
あ

が
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
儀
礼
以
降
、
そ
の
巫
は
故
人
に
憑
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り
上
げ
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。

　

慶
尚
南
道
南
海
郡
に
お
い
て
一
九
九
九
年
に
竣
工
し
た
南
海
追
慕
ヌ
リ

は
、
従
来
の
土
饅
頭
型
の
共
同
墓
地
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
合
理
化
し
た
共
同

墓
域
と
火
葬
に
対
応
し
た
納
骨
堂
を
設
置
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
そ
の
後

さ
ら
に
火
葬
遺
灰
を
埋
葬
す
る
納
骨
平
葬
墓
域
や
自
然
葬
地
、
ま
た
火
葬

施
設
や
葬
礼
式
場
も
備
え
た
「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
型
」
と
呼
ば
れ
る
総
合
葬

墓
施
設
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
南
海
追
慕
ヌ
リ
に
お
け
る
葬
法
の
変
遷
を
整
理
す
る
と
、
⑴
「
土

葬
↓
火
葬
」
の
流
れ
は
不
可
逆
的
で
あ
る
い
っ
ぽ
う
、
⑵
火
葬
普
及
後
の

葬
法
の
選
択
肢
と
し
て
の
「
奉
安
」
と
「
埋
葬
」
の
併
存
状
況
は
継
続
し

て
お
り
、
⑶
奉
安
堂
・
納
骨
平
葬
墓
・
旧
自
然
葬
地
で
は
「
墓
地
の
個
人

化
」
が
見
ら
れ
る
が
、
新
自
然
葬
地
（
平
峴
平
里
自
然
葬
追
慕
墓
域
）
で

は
納
骨
平
葬
し
た
個
人
墓
を
集
約
し
た
宗
中
（
門
中
）
墓
地
が
多
数
見
ら

れ
る
。
先
に
③
と
し
て
挙
げ
た
「
個
人
性
の
解
体
」
に
向
か
う
「
個
人
化

の
進
行
」
の
流
れ
に
逆
行
す
る
最
後
の
動
き
を
、
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。

　

宗
中
（
門
中
）
墓
地
と
は
、
父
系
血
族
に
よ
る
親
族
集
団
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
る
集
団
墓
地
で
あ
る
。「
地
縁
血
縁
の
解
体
」
か
ら
「
個
人
化
の

進
行
」
を
経
て
「
個
人
性
の
解
体
」
へ
と
直
線
的
に
向
か
う
と
す
れ
ば
漸

減
す
る
は
ず
の
こ
う
し
た
墓
地
形
態
が
、
南
海
追
慕
ヌ
リ
で
は
新
た
に
出

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
の
解
釈
と
し
て
は
、
例
え
ば

「
火
葬
の
普
及
」
が
「
個
人
化
の
進
行
」
に
先
行
し
て
い
る
（
火
葬
と
同

時
に
個
人
化
が
進
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
）
こ
と
、
ま
た
「
個
人
化
を
促

す
要
因
」
が
排
除
さ
れ
れ
ば
、「
個
人
的
で
な
い
葬
法
」
を
人
々
が
選
好

す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
個
人
的
で
な
い
葬
法
」
は
い
つ
ど

程
が
進
む
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
憑
依
す
る
神
霊
と
憑
依
さ
れ
る
当
事
者
（
巫
）
と
の
憑
霊

を
め
ぐ
る
主
導
権
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
巫
過
程
に
お
い
て
も

巫
儀
に
お
い
て
も
、
神
霊
と
当
事
者
（
巫
）
と
の
間
で
主
導
権
を
め
ぐ
っ

て
多
様
な
様
態
の
憑
霊
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て

成
巫
過
程
に
お
い
て
は
神
霊
の
側
に
主
導
権
が
あ
る
憑
霊
が
生
じ
、
神
霊

の
側
の
働
き
か
け
が
次
第
に
強
ま
っ
て
成
巫
過
程
が
進
行
す
る
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
ま
た
儀
礼
に
お
い
て
は
主
導
権
と
関
係
し
て
多
様
な
憑
霊
が

生
じ
る
が
、
巫
そ
れ
ぞ
れ
は
憑
霊
を
め
ぐ
る
当
事
者
（
巫
）
の
側
の
主
導

権
を
次
第
に
強
め
て
い
き
、
や
が
て
は
憑
霊
を
利
用
す
る
状
況
も
生
じ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

現
代
韓
国
に
お
け
る
火
葬
普
及
後
の
墓
地
形
態
の
変
化
に
つ
い
て

田
中　
　

悟

　

筆
者
は
か
つ
て
、
現
代
韓
国
に
お
け
る
葬
法
の
変
遷
に
つ
い
て
図
式
化

を
試
み
、
①
「
土
葬
↓
火
葬
」
と
い
う
不
可
逆
的
な
流
れ
、
②
「
埋
葬
↓

奉
安
↓
埋
葬
」
と
い
う
揺
り
戻
し
を
伴
う
流
れ
、
③
「
地
縁
血
縁
の
紐
帯

↓
個
人
化
の
進
行
↓
個
人
性
の
解
体
」
と
い
う
比
較
的
緩
や
か
な
流
れ
、

と
い
う
、
進
行
度
合
い
の
不
均
等
さ
を
と
も
な
う
三
つ
の
流
れ
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
火
葬
率
の
上
昇
が
着
実
に
進
行
す
る
（
二
〇
一

六
年
：
八
二
・
七
％
↓
二
〇
一
七
年
：
八
四
・
六
％
）
中
、
上
記
②
の
葬
墓

形
態
や
③
の
個
人
の
あ
り
方
に
関
す
る
流
れ
は
、
現
実
に
ど
の
よ
う
な
流

動
の
実
態
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
報
告

で
は
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
慶
尚
南
道
南
海
郡
・
南
海
追
慕
ヌ
リ
を
取
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
シ
ー
ア
派
系
団
体

│
│ 

彼
ら
の
活
動
と
思
想
的
特
徴
の
考
察 

│
│

平
野　

貴
大

　

本
発
表
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
シ
ー
ア
派
の
大
衆
組
織
や
学
校
が

統
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
時
に
対
立
し
な
が
ら
存
続
し
て
き
た
思
想
的
背

景
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
発
表
者
は
こ
れ
ま
で
六
回
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
渡
航
の
度
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
近
郊
の
シ
ー
ア
派
施
設
を
訪
れ
て
き
た
。
と

り
わ
け
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
は
同
国
で
シ
ー
ア
派
文
献
の
調
査
お
よ
び

同
国
の
主
要
な
シ
ー
ア
派
法
学
者
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
本
発
表
の
内

容
は
、
主
に
今
年
の
三
月
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
と
、
シ
ー
ア
派
学
者
た
ち

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
文
献
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
含
む
）
研
究
に
基
づ
い
て

い
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
世
界
最
大
の
ム
ス
リ
ム
人
口
を
抱
え
る
国
で
あ
り
、

二
億
人
近
い
ム
ス
リ
ム
が
居
住
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
国
の
シ

ー
ア
派
は
多
く
見
積
も
っ
て
も
三
〇
〇
万
人
し
か
い
な
い
超
少
数
派
で
あ

る
。
同
国
の
ウ
ラ
マ
ー
評
議
会
は
シ
ー
ア
派
を
不
信
仰
者
と
は
呼
ば
な
い

も
の
の
、
国
民
に
シ
ー
ア
派
を
警
戒
す
る
よ
う
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
シ
ー
ア
派
は
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
状
況
で
生
活
し
て
い

る
。

　

細
か
く
同
国
の
シ
ー
ア
派
団
体
を
列
挙
し
て
い
け
ば
、
個
人
か
家
族
で

営
む
商
店
や
書
店
、
学
校
な
ど
数
限
り
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、

本
発
表
で
は
海
外
に
拠
点
を
置
き
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
シ
ー
ア
派
信
徒
に
大

き
な
影
響
力
を
持
つ
学
校
、
お
よ
び
、
国
内
に
拠
点
を
置
き
同
国
の
シ
ー

ア
派
を
束
ね
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
組
織
の
み
を
分
析
対
象
と
し
た
。
ま

ず
同
国
の
シ
ー
ア
派
の
活
動
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
の
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
あ

こ
で
も
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
可
能
に
す
る
た
め
の
条
件
（
奉
安

堂
・
納
骨
平
葬
墓
の
よ
う
な
個
人
単
位
で
規
格
化
さ
れ
た
葬
法
の
外
側
に

あ
る
こ
と
）
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
火
葬
の

受
容
そ
の
も
の
は
前
提
と
し
つ
つ
も
、
一
定
の
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、

個
人
化
の
進
行
は
停
滞
も
し
く
は
逆
行
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る
と
言
え

る
。

　

た
だ
し
、
個
人
化
の
進
行
が
停
滞
（
逆
行
）
す
る
可
能
性
は
、
現
実
に

は
限
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
非
個
人
的
な
宗
中
（
門
中
）
墓
地
形
態
と
都

市
的
な
生
活
様
式
と
は
両
立
し
が
た
く
、
そ
の
条
件
を
満
た
す
余
地
が
存

在
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
非
都
市
圏
に
限
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
問
題
は
、
都
市

生
活
と
宗
中
（
門
中
）
墓
地
の
ど
ち
ら
を
、
人
々
（
遺
族
）
が
優
先
的
に

選
好
す
る
か
、
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
一
貫
し
て
都
市
化
率
の
高
い
（
二
〇
一
七
年
：
八
一
・
五
％
）

現
代
韓
国
で
は
、
生
者
だ
け
で
な
く
死
者
も
都
市
化
の
影
響
を
受
け
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
非
都
市
圏
で
し
か
成
立
し
え
な
い
葬
法
の
影
響
は

必
然
的
に
限
定
さ
れ
る
し
、
逆
に
非
都
市
圏
で
も
都
市
圏
の
（
国
内
で
主

流
の
座
を
占
め
て
「
先
進
的
」
な
）
葬
法
様
式
が
影
響
を
与
え
る
の
は
避

け
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
現
代
韓
国
に
お
け
る
葬
法
の
変
遷
に
つ
い

て
、
若
干
の
図
式
の
修
正
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、「
都
市
化
の
進
行
」
と
い
う
社
会
経
済
的
な
第
四
の
流
れ
の
追
加

で
あ
る
。
こ
の
都
市
化
が
、
葬
墓
の
形
態
や
個
人
の
あ
り
方
全
体
に
影
響

を
及
ぼ
し
、
そ
こ
に
一
定
の
枠
を
は
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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Ａ
Ｂ
Ｉ
は
「
法
学
者
の
統
治
」
に
対
す
る
明
確
な
支
持
の
姿
勢
を
見
せ
て

い
な
い
。

　

発
表
者
は
Ｉ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
の
本
部
に
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
行
け
な
か
っ
た

た
め
、
Ｉ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
の
設
立
者
で
現
在
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
るJala-
luddin Rakhm

at

の
著
作
を
分
析
す
る
と
、
確
か
にRakhm

at

自
身

が
、
ス
ン
ナ
派
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
の
支
持
も
高
い
と
い
う
点
で
フ
ァ

ド
ル
ッ
ラ
ー
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

以
上
の
調
査
内
容
と
分
析
を
通
じ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
シ
ー
ア
派
団

体
が
統
合
さ
れ
ず
、
時
に
対
立
的
で
あ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
団
体
の
追
従
す
る
マ
ル
ジ
ャ
ア
の
意
見
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
。

現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
仏
教
の
二
十
年

木
村　

文
輝

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
本
格
的
な
仏
教
復
興
は
、
二
十
世
紀
後
半
以
降
、
ア

シ
ン
・
ジ
ナ
ラ
ッ
キ
タ
師
の
指
導
で
推
進
さ
れ
た
。
同
師
は
、
上
座
と
大

乗
と
金
剛
乗
を
統
合
す
る
「
仏
乗
（
ブ
ッ
ダ
ヤ
ー
ナ
）」
を
唱
道
す
る
と

と
も
に
、
仏
教
を
政
府
公
認
の
宗
教
と
す
る
た
め
、「
唯
一
神
へ
の
信
仰
」

と
い
う
国
是
に
あ
わ
せ
て
ア
ー
デ
ィ
・
ブ
ッ
ダ
（
原
初
仏
）
の
信
仰
を
導

入
し
た
。
こ
う
し
た
方
針
を
め
ぐ
り
、
同
師
が
一
九
五
九
年
に
創
立
し
た

仏
乗
僧
伽
か
ら
、
後
に
上
座
僧
伽
と
大
乗
僧
伽
が
分
裂
し
て
今
日
に
至
っ

て
い
る
。

　

私
は
同
国
の
仏
教
事
情
を
一
九
九
七
年
以
来
観
察
し
て
お
り
、
そ
の
報

告
を
本
学
会
で
は
一
九
九
九
年
と
二
〇
〇
二
年
に
行
っ
た
。
そ
の
頃
、
同

国
の
仏
教
界
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
が
二
つ
起
こ
っ
て
い
た
。
一
つ
は

る
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
イ
ラ
ン
大
使
館
か
ら
の
援
助
を
受

け
、
イ
ラ
ン
文
化
や
シ
ー
ア
派
の
教
説
の
伝
教
・
教
育
を
目
指
し
た
機

関
で
あ
る
。
宗
教
学
校
と
し
て
は
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
あ
るal-M

ustafa

と

K
hatam

un N
abiyyin

が
重
要
で
あ
る
。
と
も
に
イ
ラ
ン
に
拠
点
を
置

く
学
校
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
学
で
は
な
く
伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
学

校
で
あ
る
プ
サ
ン
ト
レ
ン
の
形
式
を
と
る
。al-M

ustafa

の
学
長
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
、al-M

ustafa

とK
hatam

un N
abiyyin

の
間
に
一
切
の
交
流
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
互
い
の
追

従
す
る
マ
ル
ジ
ャ
ア
・
タ
ク
リ
ー
ド
（
シ
ー
ア
派
信
徒
に
と
っ
て
追
従
す

る
こ
と
が
義
務
と
な
る
高
位
法
学
者
）
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
同
国
の
シ
ー
ア
派
信
徒
を
束
ね
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
組
織
に

Ｉ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
（
二
〇
〇
〇
年
設
立
）
と
Ａ
Ｂ
Ｉ
（
二
〇
一
〇
年
設
立
）
が

あ
る
。
Ｉ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
と
Ａ
Ｂ
Ｉ
の
間
に
は
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
Ｉ
Ｊ
Ａ

Ｂ
Ｉ
の
後
に
Ａ
Ｂ
Ｉ
が
設
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
Ａ
Ｂ
Ｉ
の
総
裁
ら
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
Ｉ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
と
Ａ
Ｂ
Ｉ
の
最
大
の
相
違
が

マ
ル
ジ
ャ
ア
の
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

上
述
の
諸
団
体
の
奉
じ
る
マ
ル
ジ
ャ
ア
は
次
の
通
り
で
あ
る
。al-

M
ustafa

は
主
と
し
て
ハ
ー
メ
ネ
イ
ー
、K

hatam
un N

abiyyin
は

ヴ
ァ
ヒ
ー
ド
・
ホ
ラ
ー
サ
ー
ニ
ー
、
Ｉ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
は
レ
バ
ノ
ン
の
フ
ァ
ド

ル
ッ
ラ
ー
、
Ａ
Ｂ
Ｉ
は
ハ
ー
メ
ネ
イ
ー
に
追
従
し
て
い
る
。
ハ
ー
メ
ネ
イ

ー
は
イ
ラ
ン
の
「
法
学
者
の
統
治
（W

ilāyat al-Faqīh

）」
体
制
に
お

け
る
最
高
指
導
者
（w

alī al-am
r

）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ァ
ド
ル

ッ
ラ
ー
や
ホ
ラ
ー
サ
ー
ニ
ー
は
ハ
ー
メ
ネ
イ
ー
の
思
想
か
ら
距
離
を
と
っ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
Ａ
Ｂ
Ｉ
は
イ
ラ
ン
の
政
治
体
制

「
法
学
者
の
統
治
（W

ilāyat al-Faqīh

）」
を
信
奉
し
て
い
る
が
、
Ｉ
Ｊ
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の
転
換
後
、
少
数
な
が
ら
仏
教
寺
院
を
狙
う
テ
ロ
が
発
生
し
た
。
そ
う
し

た
中
で
、
仏
教
界
で
は
従
来
通
り
、
信
者
以
外
へ
の
布
教
活
動
を
基
本
的

に
控
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
宗
教
と
の
軋
轢
と
と
も
に
、
政
府
の
介
入

を
避
け
る
た
め
の
一
貫
し
た
方
針
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
ア
シ
ン
師
を
直
接
知
ら
な
い
世
代
が
増
え
た
た
め
、
仏
乗
教
団

で
は
同
師
の
記
憶
を
継
承
す
る
試
み
を
活
発
化
さ
せ
て
い
る
が
、
他
教
団

で
は
同
師
の
記
憶
は
薄
ら
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

現
在
、
仏
乗
教
団
で
は
原
初
仏
の
信
仰
が
定
着
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

幼
年
時
か
ら
原
初
仏
に
な
じ
ん
だ
青
年
層
と
、
成
長
後
に
原
初
仏
を
受
容

し
た
高
齢
者
層
で
は
、
そ
の
姿
勢
に
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
シ
ン
師
は

仏
教
を
「
守
る
」
た
め
の
方
策
と
し
て
原
初
仏
を
導
入
し
た
た
め
、
上
座

教
団
か
ら
の
批
判
に
は
晩
年
ま
で
強
く
反
発
し
た
が
、
現
在
の
仏
乗
教
団

は
上
座
教
団
の
立
場
に
柔
軟
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
ア
シ
ン
師
は
流
派
を
越
え
た
あ
ら
ゆ
る
仏
教
徒
を
結
集
さ
せ

る
と
と
も
に
、
同
地
の
古
代
仏
教
文
化
を
そ
の
象
徴
と
し
て
利
用
す
る
こ

と
で
、
仏
教
は
華
人
の
宗
教
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
地
に
古
く
か
ら
存
在

す
る
普
遍
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
同
師
は
古
代

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
仏
教
の
再
現
を
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
立
場
は

今
も
仏
乗
教
団
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ア
シ
ン
師
遷
化
の
際
、
私
は
仏
乗
教
団
の
分
裂
を
危
惧
し
た
。
一
方
、

上
座
教
団
に
つ
い
て
は
、
仏
教
国
の
流
儀
を
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
導
入
す

る
こ
と
の
困
難
を
、
大
乗
教
団
に
つ
い
て
は
、
中
国
的
伝
統
か
ら
離
れ
た

「
純
粋
な
」
大
乗
仏
教
の
創
造
の
困
難
を
予
測
し
た
。
し
か
し
、
各
教
団

は
諸
外
国
と
の
連
携
や
信
者
達
の
積
極
的
関
与
、「
社
会
参
加
型
仏
教
」

の
実
践
で
こ
う
し
た
問
題
を
乗
り
越
え
て
い
る
。
今
後
は
民
主
化
の
中
で

一
九
九
八
年
五
月
に
ス
ハ
ル
ト
体
制
が
崩
壊
し
、
そ
の
後
、
宗
教
界
へ
の

圧
迫
や
華
人
文
化
へ
の
差
別
的
扱
い
が
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は

二
〇
〇
二
年
四
月
に
、
ア
シ
ン
師
が
遷
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
発
表
で

は
、
過
去
二
十
年
に
お
け
る
同
国
仏
教
界
の
変
化
を
、
仏
乗
教
団
を
中
心

に
報
告
す
る
。

　

ま
ず
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
で
は
、
仏
教
界
は
政
府
の
介
入
を
避
け
る
た

め
に
自
発
的
な
情
報
の
発
信
を
極
力
控
え
て
い
た
。
し
か
し
、
体
制
の
崩

壊
後
、
政
府
の
宗
教
政
策
の
転
換
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、

各
教
団
は
積
極
的
な
情
報
発
信
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
研
究
者

達
も
華
人
研
究
と
関
連
づ
け
て
、
仏
教
界
の
動
向
に
注
目
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
際
に
、
以
前
は
ア
シ
ン
師
と
仏
乗
教
団
が
観
察
の
中
心
で
あ

っ
た
が
、
近
年
で
は
同
教
団
以
外
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
寺
院
の
建
立
に
政
府
の
承
認
は
不
要
と
な

り
、
地
域
住
民
の
同
意
の
み
が
条
件
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教

界
で
は
む
し
ろ
寺
院
建
立
が
難
し
く
な
る
こ
と
を
危
惧
し
た
が
、
実
際
に

は
従
来
以
上
に
活
発
化
し
た
。
そ
こ
に
は
、
主
に
華
人
層
の
積
極
的
な
寄

附
活
動
も
窺
わ
れ
る
。

　

一
方
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
で
は
、
中
国
文
化
の
公
的
な
利
用
が
禁
止
さ

れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
解
禁
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
紙
銭
等
の
よ

う
に
「
純
粋
な
」
仏
教
に
反
す
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
現
在
も
復
活
し

て
い
な
い
が
、
漢
字
の
使
用
や
獅
子
舞
を
含
め
、
様
々
な
中
国
文
化
の
要

素
が
復
活
し
た
。

　

ま
た
、
一
九
九
八
年
の
政
変
の
際
に
は
華
人
に
対
す
る
暴
動
が
続
発
し

た
が
、
仏
教
寺
院
の
被
害
は
特
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
体
制
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ー
ロ
ッ
パ
圏
か
ら
導
入
さ
れ
た
「
自
然
な
お
産
」
と
い
う
考
え
が
、
九
〇

年
代
に
は
伝
統
的
な
お
産
の
「
再
発
見
」
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
地
方
の
お
産
や
、
伝
統

社
会
の
お
産
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
も
「
自
然
な
お
産
」

は
も
と
も
と
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
。
他
方
で
、

「
自
然
な
お
産
」
が
発
展
す
る
な
か
で
、
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
や
各
種

の
代
替
療
法
な
ど
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、「
自

然
な
お
産
」
に
お
い
て
、
母
乳
で
の
育
児
が
積
極
的
に
礼
賛
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

　

ま
た
、
九
〇
年
代
か
ら
、「
自
然
な
お
産
」
の
あ
り
よ
う
は
助
産
師
や

産
婦
人
科
医
が
一
方
的
に
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
妊
婦
の
立
場
か
ら
も

発
信
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
出
産
し
て
い
る
最
中
の
写
真
を

と
っ
た
り
、
そ
の
体
験
を
語
っ
た
り
と
い
う
書
籍
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
な
か
で
は
、「
自
然
な
お
産
」
が
神
秘
的
な
体
験
で
あ
る
こ

と
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
自
然
な
お
産
」
を
取
り
入
れ
て

宣
伝
す
る
産
院
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、「
自
然
な
お
産
」
に
お
け
る
、「
自
然
」
と

い
う
言
葉
そ
れ
自
体
に
意
味
を
見
出
し
、
神
聖
性
を
付
与
す
る
立
場
の
書

籍
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
書
籍
は
、
助
産
師
や
産
婦
人
科

医
か
ら
だ
け
で
な
く
、
妊
婦
の
立
場
か
ら
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
自
然
な
お
産
」
を
体
験
す
る
こ
と
で
「
母
性
」
を
は
ぐ
く
む
だ
け
で
な

く
、「
女
性
ら
し
さ
」
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

他
方
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と

も
指
摘
さ
れ
る
。

　
「
自
然
な
お
産
」
は
社
会
に
広
ま
る
こ
と
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想

加
速
す
る
、
社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
へ
の
対
応
が
仏
教
界
の
課
題
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

「
自
然
な
お
産
」
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

橋
迫　

瑞
穂

　

二
〇
〇
〇
年
代
よ
り
、
オ
ー
ラ
や
前
世
、
各
種
の
セ
ラ
ピ
ー
な
ど
が

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ブ
ー
ム
」
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
。
現
在
、
ブ
ー
ム

と
し
て
は
下
火
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
あ
る
種
の
「
市
場
」
を
築
い
て
社

会
に
定
着
し
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
な
か
で
、「
自
然
な
お
産
」
が
重
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
自
然
な
お
産
」
と
は
、
帝
王
切
開
や
薬
な
ど

に
頼
ら
ず
、
母
親
が
主
体
と
な
っ
て
お
産
に
挑
む
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
自
然
な
お
産
」
に
は
神
秘
的
、
神
聖
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、「
自
然
な
お
産
」
が
神
聖
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最

近
の
こ
と
で
は
な
く
、
助
産
師
や
産
婦
人
科
医
を
中
心
に
七
〇
年
代
か
ら

意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
他
方
で
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
医
療
の

外
側
に
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
発
表
で
は
、
八
〇
年
代
以
降

に
出
版
さ
れ
た
「
自
然
な
お
産
」
に
つ
い
て
の
書
籍
を
検
討
し
て
、「
自

然
な
お
産
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
や
価
値
を
持
ち
な
が
ら
社
会
に
広
ま
っ

た
の
か
を
検
討
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
八
〇
年
代
で
は
「
自
然
な
お
産
」
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
バ
ー

ス
の
考
え
と
と
も
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
融
合
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
初
期
に
は
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
の
影
響
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
だ
が
、

日
本
で
「
自
然
な
お
産
」
が
広
ま
る
と
と
も
に
、
九
〇
年
代
以
降
に
は
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
撤
退
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ヨ
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Ｉ
〉』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
も
見
ら
れ
た
カ

ル
ト
論
の
世
俗
化
（Shupe, A

nson and D
arnell, Susan E. 2006. 

A
gents of D

iscord: D
eprogram

m
ing, Pseudo-Science, and 

the A
m
erican A

nticult M
ovem

ent, T
ransaction Publishers

）

の
議
論
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
現
象
で
も
あ
る
。
本
報
告
で
は

カ
ル
ト
論
の
拡
大
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
以
降
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
脱
ス
ピ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
展
開

し
て
き
た
言
論
の
分
析
を
試
み
た
。
こ
の
表
現
を
発
信
す
る
人
々
は
、
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
に
一
時
期
「
は
ま
っ
て
い
た
」
と
説
明
し
た
後
、「
だ
が
、

あ
る
日
目
が
さ
め
た
」
と
、
他
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
フ
ァ
ン
」
に
呼

び
か
け
る
行
動
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の

「
背
教
者
（apostates

）」
で
あ
る
。「
脱
ス
ピ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を

使
っ
た
ア
メ
バ
ブ
ロ
グ
記
事
五
〇
四
件
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
最
初
に

確
認
で
き
た
の
は
「
脱
ス
ピ
」
論
の
核
心
が
「
商
売
と
し
て
の
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
ル
」
へ
の
批
判
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ら
に
、（
一
）「
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
」
を
日
常
の
中
に
探
す
の
で
は
な
く
、「
不
思
議
な
・
宗
教
的

な
」
こ
と
と
し
て
扱
っ
て
い
る
人
々
へ
の
批
判
、（
二
）自
分
の
人
生
を
自

分
で
決
め
る
の
で
は
な
く
、「
教
祖
」
や
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
指
導
者
」

を
頼
っ
て
し
ま
う
人
々
へ
の
批
判
、
と
い
う
要
素
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
こ

で
、
仮
に
こ
れ
ら
の
批
判
論
を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
「
異
端
論
」（H

en-
derson, John B. 1998. T

he Construction of O
rthodoxy and 

H
eresy, SU

N
Y

を
参
照
）
と
し
て
議
論
で
き
る
と
し
た
ら
、
脱
ス
ピ

論
者
の
関
心
を
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
例

え
ば
、
一
二
人
の
脱
ス
ピ
論
者
の
ブ
ロ
グ
の
言
論
分
析
か
ら
わ
か
っ
た
の

は
、
ま
ず
、
脱
ス
ピ
論
者
は
、
既
成
・
伝
統
宗
教
の
「
宗
教
性
」
を
取
り

を
捨
象
し
、
代
わ
っ
て
「
母
性
」
や
「
女
性
ら
し
さ
」
を
身
に
着
け
る
保

守
的
な
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
西
欧
的
な
価
値
観
を
排
除

し
、
日
本
の
伝
統
的
な
「
お
産
」
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も

指
摘
し
た
い
。
そ
の
結
果
、「
自
然
な
お
産
」
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的

な
価
値
観
も
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、「
自
然
な
お
産
」

は
よ
り
積
極
的
に
神
秘
的
、
神
聖
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

異
端
論
と
し
て
の
脱
ス
ピ
論

│
│ 

内
か
ら
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
批
判 

│
│ヤ

ニ
ス
・
ガ
イ
タ
ニ
デ
ィ
ス

　

報
告
者
は
約
一
〇
年
前
に
六
五
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
セ
ラ
ピ
ス
ト

を
対
象
と
し
た
経
済
社
会
学
的
分
析
を
行
い
、
そ
の
分
析
結
果
の
一
つ
と

し
て
対
象
者
の
半
分
以
上
が
セ
ラ
ピ
ー
の
活
動
を
始
め
た
の
が
（
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
・
ブ
ー
ム
の
最
中
の
）
二
〇
〇
五
年
以
降
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
（「Socio-econom
ic aspects of the spiritual business 

in Japan: A
 survey am

ong professional spiritual thera-
pists

」『
宗
教
と
社
会
』
一
六
、
二
〇
一
〇
年
）。
し
か
し
、
二
〇
一
九

年
の
春
に
行
っ
た
追
跡
調
査
で
は
、
六
五
人
中
二
八
人
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
が

活
動
を
中
止
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
先
述
の
、
二

〇
〇
五
年
以
降
に
活
動
を
始
め
て
い
た
者
だ
っ
た
。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」

の
語
の
使
用
を
回
避
す
る
の
は
、
カ
ル
ト
論
の
広
が
り
が
つ
い
に
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
も
対
象
と
し
て
き
た
た
め
だ
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
（
堀
江
宗

正
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ブ
ー
ム
は
一
過
性
の
も
の
だ
っ
た
の
か
？
」
堀

江
宗
正
編
『
い
ま
宗
教
に
向
き
あ
う
一　

現
代
日
本
宗
教
事
情
〈
国
内
編
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づ
い
て
い
る
意
識
、
外
か
ら
の
刺
激
に
対
す
る
自
分
の
反
応
と
、
そ
れ
を

俯
瞰
し
て
観
る
自
分
の
意
識
で
あ
り
、
心
理
学
用
語
の
「
メ
タ
認
知
」
に

相
当
す
る
。
価
値
判
断
し
な
い
「
非
二
元
」「
無
我
」「
無
常
」「
空
」「
相

互
存
在
」
の
視
点
か
ら
自
分
を
眺
め
る
と
、
自
己
受
容
が
起
こ
り
、
癒
し

が
起
こ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
応
用
仏
教
（
行
動
す
る
仏
教
、
社
会

参
画
仏
教
）
の
最
も
現
代
的
か
つ
具
体
的
な
例
で
あ
り
、
子
供
か
ら
大
人

ま
で
、
誰
で
も
で
き
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
応
用
仏
教
と
し
て
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
、
教
育
・

医
療
・
司
法
の
現
場
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
取
り
上
げ
た
。

①
教
育
者
の
た
め
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
デ
ー
（
二
〇
一
九
年
四
月
、

早
稲
田
大
学
、
か
え
つ
有
明
中
学
・
高
等
学
校
）、
②
医
学
生
・
医
療
従

事
者
の
た
め
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
研
究
会
（
二
〇
一
九
年
五
月
、
岐
阜

大
学
医
学
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
）、
③
矯
正
教
育
に
お
け
る
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
の
実
践
（
群
馬
県
の
少
年
院
・
刑
務
所
、
伊
勢
・
愚
狂
庵
）
で
あ

る
。
こ
の
三
つ
の
分
野
で
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
主
催

者
ら
四
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
元
に
、
発
表
を
構
成
し
た
。

　

教
育
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
主
催
者
Ａ
さ
ん
（
高
校
教
員
）
の
き
っ
か
け
は

学
生
の
暴
力
事
件
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
怒
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法

を
学
生
に
ど
う
教
え
る
か
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に

出
会
っ
た
。
自
分
が
体
験
し
て
み
て
素
晴
ら
し
い
と
思
い
、
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
及
び
そ
の
教
育
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
フ
ラ
ン
ス
や
タ
イ
、
富
士
山
の

プ
ラ
ム
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
（
世
界
的
に
有
名
な
詩
人
で
ベ
ト
ナ
ム
臨
済
禅
の
師

テ
ィ
ク
ナ
ッ
ト
ハ
ン
の
僧
院
）
リ
ト
リ
ー
ト
に
学
び
に
行
き
、
日
本
で
教

育
者
向
け
の
リ
ト
リ
ー
ト
を
始
め
た
。

　

Ｎ
さ
ん
は
少
年
院
・
刑
務
所
の
法
務
教
官
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ウ
マ

戻
そ
う
と
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
む
し
ろ
、
反
カ
ル
ト
論
者
と

の
共
通
点
は
（
日
本
）
社
会
の
批
判
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
極
端
的
な
」
消

費
行
動
を
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
社
会
へ
の
批
判
で
あ
り
、「
常
識
的
な
行

動
」「
極
端
的
で
は
な
い
人
間
関
係
」
が
勧
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
、
異
端
論
者
が
し
ば
し
ば
目
指
す
「
普
遍
性
（catholic-

ity

）」
や
「
正
中
性
（m

ediality

）」
と
似
て
い
る
ス
タ
ン
ス
だ
と
い
え

る
。
こ
の
よ
う
に
、
脱
ス
ピ
論
者
は
、「
脱
物
質
主
義
的
価
値
観
」（
堀
江

前
掲
論
文
）
と
い
う
よ
り
も
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
「
正
し
い
」
消
費
だ

け
を
目
指
し
て
い
る
「
消
費
者
保
護
団
体
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
異
例

も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の
定
義
を
控
え

て
き
た
人
た
ち
が
「
正
統
的
・
単
一
的
」
な
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の
理

解
を
探
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
報
告
者
は
、
脱
ス
ピ
論
を
扱
っ
た

四
年
間
分
の
ブ
ロ
グ
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
、
別
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

し
た
、
あ
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
背
教
者
」
の
発
言
を
引
用
し
な
が
ら
、

そ
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
本
当
の
意
味
」
を
提
言
し
て
い
る
一
例
を
紹

介
し
た
。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の
正
教
論
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
こ
の

一
例
に
は
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
を
よ
り
神
聖
的
・
超
越
的
な
も
の
と
定

義
し
て
い
る
動
き
が
み
ら
れ
、
脱
ス
ピ
論
の
他
の
要
素
と
の
矛
盾
が
確
認

で
き
た
。（
本
報
告
は
科
研
（JP18K

12205

）
の
成
果
で
あ
る
）。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
最
前
線

│
│ 

宗
教
・
医
療
・
教
育
・
司
法
に
お
け
る
応
用 

│
│

谷
口　

智
子

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
は
何
か
？　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
は
、
仏
教

の
八
正
道
の
一
つ
、「
正
念
」（
サ
テ
ィ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
気
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ネ
ス
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
人
た
ち
が
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
伝
え
教

え
る
こ
と
で
、
人
々
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
相
互
扶
助
的
、
か
つ
、
循
環
的

（
種
を
蒔
き
花
が
咲
き
実
を
結
ぶ
）
な
「
癒
し
の
共
同
体
」
が
、
静
か
に

広
が
っ
て
い
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
パ
オ
仏
教
瞑
想
を
実
践
す
る

日
本
人
の
体
験
と
宗
教
的
効
果

川
本　

佳
苗

　

今
日
、
世
界
的
な
人
気
を
得
て
い
る
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
ま
た
は

そ
の
基
礎
と
な
る
修
練
方
法
で
あ
る
「
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
」
瞑
想
の
多
く

は
、
マ
ハ
ー
シ
仏
教
瞑
想
と
い
う
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
上
座
部
仏
教
瞑
想
を
由

来
と
す
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
仏
教
の
瞑
想
法
は
物
事
を
如
実
に
観
察
す
る
ヴ

ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
と
、
強
力
な
集
中
・
没
頭
の
状
態
に
至
る
禅
定
に
到

達
す
る
こ
と
を
目
指
す
サ
マ
タ
瞑
想
と
に
二
分
さ
れ
る
。
現
代
の
ミ
ャ
ン

マ
ー
仏
教
に
お
い
て
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
実
践
の
み
を
重
視
す
る
瞑

想
法
が
主
流
で
あ
る
中
で
、
サ
マ
タ
瞑
想
と
そ
の
最
終
到
達
地
で
あ
る
禅

定
の
重
要
性
を
説
く
瞑
想
法
を
展
開
す
る
パ
オ
瞑
想
法
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

国
内
の
み
な
ら
ず
日
本
を
含
む
世
界
で
支
持
を
得
つ
つ
あ
る
。

　

筆
者
の
パ
オ
仏
教
瞑
想
に
関
す
る
研
究
自
体
の
主
題
は
、
仏
教
瞑
想

の
、
特
に
現
代
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
問
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
発
表
は
、

パ
オ
仏
教
瞑
想
を
実
践
す
る
日
本
人
を
調
査
対
象
と
す
る
。
一
九
九
〇
年

以
降
日
本
に
お
い
て
、
南
・
東
南
ア
ジ
ア
で
信
仰
さ
れ
る
上
座
部
仏
教
の

瞑
想
が
こ
れ
ま
で
仏
教
に
な
じ
み
の
な
か
っ
た
若
年
層
に
も
支
持
さ
れ
始

め
た
。

　

パ
オ
仏
教
瞑
想
の
創
始
者
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
僧
侶
の
パ
オ
・
サ
ヤ
ド

に
苦
し
み
、
怒
り
な
ど
の
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
少
年
や
受
刑

者
が
多
い
が
、
彼
ら
に
そ
れ
を
学
ば
せ
る
時
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
非

常
に
役
立
つ
と
い
う
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
実
践
者
に
、
過
去
を
後
悔

し
た
り
、
未
来
を
心
配
す
る
よ
り
も
、「
今
こ
こ
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る

よ
う
促
す
か
ら
で
あ
る
（
そ
の
代
表
例
が
呼
吸
瞑
想
）。

　

①
学
校
教
育
と
③
少
年
院
、
刑
務
所
の
矯
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
感
情
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
や
ト
ラ
ウ
マ
ケ
ア
の
部
分
で
共
通
す
る
。
成
人
の
場
合
で

も
、
Ｇ
さ
ん
（
僧
侶
）
の
よ
う
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
社
会
更
生
に

実
際
役
立
ち
、
ヤ
ク
ザ
か
ら
僧
侶
に
転
身
し
た
例
も
あ
る
。
Ｎ
さ
ん
と
Ｇ

さ
ん
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
、
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、

薬
物
中
毒
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
依
存
症
の
患
者
に
役
立
つ
と
考
え
て
お

り
、
そ
れ
を
広
め
た
い
と
思
い
、
実
際
に
教
え
て
い
る
。
②
医
療
用
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
Ｂ
さ
ん
（
医
師
）
は
、
医
者
も
ス
ト
レ
ス
か
ら
鬱
や
燃
え
尽
き

症
候
群
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
患
者
だ
け
で
な

く
、
医
師
自
身
の
セ
ル
フ
ケ
ア
に
も
有
効
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
有
効
だ
と
し
て
も
、
実
践
者
が
ま

だ
少
な
く
、
教
育
、
医
学
教
育
、
矯
正
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
指

導
者
不
足
で
あ
る
の
が
現
状
で
、
こ
れ
が
現
在
の
課
題
で
あ
る
。
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
主
催
者
四
人
の
う
ち
、
Ｇ
さ
ん
以
外
は
僧
侶
で
な
く
在
家
で
あ

る
が
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
従
っ
て
、
瞑
想
を
指
導
し
て
い
る
（
プ
ラ
ム
ヴ

ィ
レ
ッ
ジ
の
僧
侶
が
い
る
場
合
は
そ
の
サ
ポ
ー
ト
）。

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
自
分
の
人
生
に
役
立
っ
た
と
実
感
し
た
人
々

が
、
指
導
者
に
な
り
、
種
撒
き
を
し
て
い
る
。
職
場
や
家
庭
の
悩
み
、
人

間
関
係
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
で
疲
れ
て
い
る
人
た
ち
の
存
在
を
肯
定
し
、

「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
を
見
つ
め
る
手
助
け
を
す
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
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イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
が
パ
オ
瞑
想
実
践
を
通
じ
て
体
験
し
た
宗
教
的
実
感

は
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
パ
オ
瞑
想
実
践
に
よ
っ
て
パ
ー
リ

仏
教
文
献
『
清
浄
道
論
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
修
行
法
を
自
ら
体
験
で
き

る
と
い
う
衝
撃
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
サ
マ
タ
瞑
想
に

よ
っ
て
到
達
す
る
禅
定
の
重
要
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
宗
教
的
体
験
か
ら
効
果
も
得
て
い
る
。

業
や
慈
悲
と
い
っ
た
仏
教
思
想
を
自
身
の
人
生
に
応
用
し
た
結
果
、
世
界

観
が
変
わ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
日
常
的
な
意
味
を
超

え
た
静
寂
や
集
中
力
と
い
っ
た
、
サ
マ
タ
瞑
想
の
実
践
か
ら
得
ら
れ
る
効

果
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　

本
発
表
は
、
継
続
中
の
研
究
課
題
の
現
状
報
告
で
あ
る
。
今
後
も
パ
オ

仏
教
瞑
想
を
実
践
す
る
日
本
人
の
み
な
ら
ず
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
実
践
や
指
導

者
へ
の
聴
き
取
り
を
続
け
て
、
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
て
い
く
。
か
つ
、
パ
ー

リ
仏
教
文
献
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
仏
教
関
連
書
の
精
査
も
合
わ
せ
て
、
仏
教
瞑

想
伝
統
の
文
脈
に
お
け
る
パ
オ
瞑
想
の
現
代
的
位
置
づ
け
を
総
合
的
に
分

析
し
て
い
く
。

宗
教
的
体
験
と
癒
し 

│
│ 

瞑
想
、
信
仰
に
関
し
て 

│
│

半
田　

栄
一

　

現
代
医
学
・
医
療
は
、
心
身
二
元
論
に
基
づ
く
機
械
論
的
、
唯
物
論
的

医
学
の
要
素
還
元
論
的
、
分
析
的
性
格
を
持
つ
が
、
近
代
以
降
の
心
理
学

や
精
神
医
学
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
、
実
験
心
理
学
や

脳
の
神
経
学
的
な
研
究
に
基
づ
い
て
い
た
。
精
神
分
析
学
の
発
達
過
程
に

お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
、
ユ
ン
グ
ら
に
よ
っ
て
潜
在
意
識
や
無
意
識
の
発
見

に
至
る
。
そ
の
後
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
に
お
い
て
人
間
の
心

ー
（
一
九
三
七
―
）
で
あ
る
。
彼
は
、
ア
ビ
ダ
ン
マ
と
『
清
浄
道
論
』
の

よ
う
な
パ
ー
リ
仏
教
文
献
を
実
践
に
反
映
し
た
独
自
の
瞑
想
法
を
確
立
し

た
。
現
在
、
パ
オ
瞑
想
寺
院
の
本
山
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
南
部
の
モ
ー
ラ
ミ
ャ

イ
ン
に
位
置
し
、
国
内
外
か
ら
約
一
〇
〇
〇
人
の
修
行
者
を
受
け
入
れ
て

い
る
。
パ
オ
瞑
想
の
特
徴
は
、
サ
マ
タ
瞑
想
実
践
に
よ
る
禅
定
の
到
達
が

必
須
で
あ
る
点
、
す
な
わ
ち
禅
定
を
修
得
し
た
後
で
な
い
と
、
ヴ
ィ
パ
ッ

サ
ナ
ー
修
行
に
進
め
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
オ
瞑
想
寺
院
の

僧
侶
は
、
一
般
的
な
上
座
部
仏
教
の
僧
侶
よ
り
も
戒
律
を
厳
守
す
る
。
パ

オ
・
サ
ヤ
ド
ー
が
初
来
日
し
た
の
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に

か
け
て
で
あ
り
、
以
降
、
パ
オ
・
サ
ヤ
ド
ー
以
外
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
指
導

者
が
ほ
ぼ
毎
年
日
本
人
に
よ
っ
て
招
聘
さ
れ
、
国
内
で
瞑
想
合
宿
が
開
催

さ
れ
て
い
る
。

　

本
発
表
で
は
、
瞑
想
合
宿
に
参
加
す
る
者
や
運
営
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、

二
〇
一
九
年
八
月
ま
で
に
聴
き
取
り
し
た
調
査
の
ま
と
め
を
報
告
し
た
。

重
視
し
た
点
は
、
①
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
聴
き
取
り
、
②
仏
教
ま
た
は

瞑
想
に
出
会
う
前
の
世
界
観
と
③
そ
の
後
の
変
化
を
重
点
的
に
質
問
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
の
間
に
共
通
点
が
み
ら
れ

た
。

　

ま
ず
、
彼
ら
が
パ
オ
瞑
想
実
践
を
始
め
た
動
機
と
し
て
指
導
者
の
存
在

が
大
き
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
細
部
を
指
導
す
る
こ
と

が
で
き
、
瞑
想
の
高
い
段
階
に
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
パ
オ

の
指
導
者
を
見
て
衝
撃
を
受
け
て
い
る
。
第
二
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
は

他
の
瞑
想
法
を
実
践
し
た
と
き
に
、
そ
の
瞑
想
法
で
は
進
歩
に
限
界
を
感

じ
た
ゆ
え
に
パ
オ
瞑
想
実
践
に
変
え
た
と
い
う
経
緯
を
も
つ
。
従
っ
て
、

全
く
の
瞑
想
初
心
者
が
パ
オ
を
実
践
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。



　　416

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第13部会

魂
帰
神
法
」
に
基
づ
く
精
神
統
一
や
瞑
想
が
あ
る
。「
心
霊
医
療
」
や
「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ヒ
ー
リ
ン
グ
」
な
ど
の
「
霊
的
癒
し
」
は
、「
霊
医
」
な

ど
霊
的
存
在
や
「
気
」、「
霊
的
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
前
提
と
し
、
信
仰
の

対
象
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
施
術
者
、
被
術
者
共
に
変
性
意
識
状
態
に
お

い
て
「
治
療
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
霊
的
医
療
に
お
い
て
も
、
病

気
の
治
療
だ
け
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
霊
的
気
づ
き
」
や
「
カ

ル
マ
の
解
消
」
が
目
的
と
さ
れ
る
。
レ
イ
キ
や
気
功
は
、「
気
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
」
に
よ
る
と
さ
れ
、「
気
」
が
「
霊
」
と
の
連
続
性
に
お
い
て
捉
え

ら
れ
る
点
で
は
、
霊
的
な
要
素
と
信
仰
が
指
摘
で
き
る
。

　

江
戸
時
代
中
期
の
禅
者
で
あ
る
白
隠
は
、
自
ら
の
禅
病
を
「
白
幽
子
」

に
教
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
軟
酥
の
法
」
と
「
内
観
」
に
よ
っ
て
癒
し

た
。「
軟
酥
の
法
」
は
頭
上
の
薬
効
の
あ
る
「
軟
酥
」
が
「
丹
田
呼
吸
」

と
と
も
に
「
気
（
心
火
）」
の
流
れ
に
よ
っ
て
下
半
身
に
降
下
す
る
イ
メ

ー
ジ
に
よ
る
自
己
暗
示
療
法
と
い
え
る
。「
内
観
」
は
身
体
下
部
（「
気
海

丹
田
腰
脚
足
心
」）
こ
そ
「
本
来
の
面
目
」、「
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
」
い
う

信
仰
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
の
瞑
想
を
丹
田
呼
吸
と
と
も
に
繰
り
返
し
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
無
意
識
下
に
浸
透
さ
せ
癒
さ
れ
る
。
信
仰

に
基
づ
く
自
己
暗
示
で
あ
り
、
心
・
身
、
意
識
・
無
意
識
の
調
和
と
統
一

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
癒
し
で
呼
吸
法
に
よ
る
内
観
、
イ
メ
ー
ジ
療
法
と
い

え
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
禅
な
り
」
と
単
な
る
癒
し
で
は
な
く
「
禅
体
験
」

と
し
て
、「
身
心
一
如
」
の
偏
り
の
な
い
禅
の
方
向
が
示
さ
れ
、
白
隠
の

禅
に
お
け
る
創
造
に
つ
な
が
る
面
が
あ
る
。
こ
の
「
霊
的
覚
醒
」
や
「
気

づ
き
」
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
立
場
や
信
仰
の
多
様
性
を
越
え
た
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
含
む
全
人
的
医
療
へ
の
方
向
性
が
捉
え
う
る
。

理
と
魂
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
仏
教
的
悟
り
体
験
な
ど
に
お
い
て
「
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
が
提
示
さ
れ
、
二
十
世
紀
に
は
心
身
医
学
の
発
展
、

心
身
の
一
体
性
と
全
人
的
医
療
を
志
向
す
る
流
れ
が
あ
り
、
こ
の
延
長
線

上
に
統
合
医
療
や
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
が
出
て
く
る
。「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
」
の
語
は
、
幅
広
い
意
味
を
含
み
、
霊
的
実
体
性
を
前
提
と
す

る
霊
術
や
祈
禱
に
つ
い
て
の
み
い
う
の
で
は
な
く
、
個
と
し
て
の
心
身
の

健
康
や
病
気
と
い
っ
た
状
況
を
越
え
た
「
霊
性
」
を
含
む
「
ホ
ロ
ス
」
と

し
て
の
「
全
体
的
生
命
」
の
あ
り
方
や
活
動
を
い
う
。
こ
の
包
括
的
な
生

命
の
捉
え
方
に
は
、
他
者
や
自
然
・
宇
宙
と
の
「
つ
な
が
り
」
も
含
ま
れ

る
。
さ
ら
に
「
生
」
と
「
死
」
の
連
続
性
・
同
一
性
、
死
者
と
の
関
係
や

つ
な
が
り
も
含
ま
れ
、「
生
死
一
如
」、「
生
老
病
死
」
の
捉
え
方
に
つ
な

が
る
。
こ
こ
で
は
、「
心
身
霊
」
の
一
体
性
、「
生
死
」
を
越
え
た
生
命
と

い
う
点
か
ら
「
宗
教
的
癒
し
」、「
霊
的
癒
し
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

信
仰
と
瞑
想
に
よ
る
医
療
は
、
身
体
的
な
病
を
治
療
し
、
治
癒
だ
け
を

目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
、
霊
的
「
覚
醒
」、「
信
仰
」
の
強
化

や
「
気
づ
き
」
を
本
来
的
な
目
的
と
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
マ
リ
ア
信
仰

に
よ
る
ル
ル
ド
の
信
仰
治
療
は
有
名
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
、
正
式

に
超
自
然
的
「
奇
跡
」
に
よ
る
も
の
と
認
証
し
て
い
る
。
ル
ル
ド
の
泉
の

水
に
よ
っ
て
難
病
や
不
治
の
病
が
治
る
「
超
自
然
的
」
と
さ
れ
る
現
象
に

対
し
て
、
化
学
的
成
分
分
析
に
よ
る
解
明
、
プ
ラ
セ
ボ
効
果
な
ど
自
然
科

学
的
実
証
を
求
め
て
研
究
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
古
来
、「
大

日
如
来
」、「
不
動
明
王
」、「
観
音
」
な
ど
神
仏
の
力
を
信
じ
、
行
者
や
僧

に
よ
る
密
教
や
修
験
道
な
ど
の
「
加
持
祈
禱
」
が
あ
る
。
現
代
で
は
「
崇

教
真
光
」
な
ど
の
「
手
か
ざ
し
」
に
よ
る
「
浄
霊
」
と
「
気
」
の
注
入
に

よ
る
癒
し
が
あ
る
が
、
こ
の
源
は
神
へ
の
信
仰
の
他
、
大
本
教
系
の
「
鎮
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音
像
を
本
尊
と
す
る
群
像
で
あ
っ
た
。
真
山
は
戦
前
か
ら
唱
え
続
け
て
い

た
「
宇
宙
即
我
」
と
い
う
自
身
の
理
想
を
更
に
発
展
さ
せ
、
差
別
を
な
く

し
、
異
な
る
が
ゆ
え
に
尊
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
世
界
平
和
を
生
み
出
す

と
訴
え
た
。
群
像
表
現
に
よ
っ
て
洋
の
東
西
、
人
種
の
如
何
を
越
え
た
慈

悲
と
寛
容
、
和
親
と
向
上
を
表
し
、
仏
教
を
超
え
た
「
宇
宙
即
我
」
の
思

想
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
九
五
九
年
頃
に
本
尊
の
名
称
を
《
沖
縄
平
和
慰
霊
像
》
へ
変
更
し
て

い
る
。
こ
れ
は
「
観
音
」
で
あ
る
た
め
に
仏
教
に
偏
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

避
け
、
ど
ん
な
信
仰
を
も
つ
者
で
も
祈
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
沖
縄
の
日
本
復
帰
を
控
え
た
一
九
七
一
年
は
、《
沖

縄
平
和
慰
霊
像
》
が
仏
像
風
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
た
め
、
仏
教

的
な
要
素
を
排
除
す
る
改
変
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
ず
台
座
を
蓮
華
か
ら

「
真
理
の
花
」
と
呼
ぶ
、
大
地
の
炎
と
龍
を
配
す
る
イ
メ
ー
ジ
へ
変
更
し

た
。
そ
し
て
造
形
の
変
更
と
と
も
に
名
称
も
《
沖
縄
平
和
慰
霊
像
》
か
ら

《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
へ
変
更
し
た
。

　

さ
ら
に
像
の
素
材
も
ブ
ロ
ン
ズ
か
ら
沖
縄
の
伝
統
的
な
漆
工
芸
で
あ
る

堆
錦
の
技
法
で
制
作
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
ブ
ロ
ン
ズ
は
湿
度
が
高

く
、
風
に
塩
分
が
含
ま
れ
る
沖
縄
の
気
候
に
適
し
て
い
な
い
と
い
う
現
実

的
な
問
題
も
あ
っ
た
が
、
戦
時
期
に
彫
刻
家
と
し
て
金
属
供
出
を
見
て
き

た
真
山
は
、《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
が
溶
か
さ
れ
武
器
に
な
っ
て
し
ま
わ

ぬ
よ
う
漆
に
よ
る
巨
大
な
像
を
制
作
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
九
七
七
年
、
真
山
は
像
の
完
成
を
待
た
ず
死
去
し
た
。
翌
年
八
月
、

《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
の
堆
錦
組
立
が
完
了
し
、
一
〇
月
に
平
和
祈
念
堂

は
開
堂
し
た
。《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
は
一
八
年
の
制
作
段
階
で
、
観
音

像
の
造
形
か
ら
「
宇
宙
即
我
」
に
よ
る
普
遍
的
な
平
和
の
祈
り
と
沖
縄
ら

山
田
真
山
作
《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
と
平
和
祈
念
公
園
の
形
成君

島　

彩
子

　

沖
縄
県
糸
満
市
摩
文
仁
の
平
和
祈
念
公
園
内
の
平
和
祈
念
堂
に
は
沖
縄

出
身
の
美
術
家
、
山
田
真
山
が
制
作
し
た
《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
が
安
置

さ
れ
て
い
る
。

　

沖
縄
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
一
八
八
五
年
、
山
田
真
山
（
幼
名
：

渡
嘉
敷
真
山
戸
）
は
那
覇
市
に
誕
生
し
た
。
一
〇
歳
こ
ろ
、
沖
縄
で
仕
事

を
し
て
い
た
建
築
職
人
が
、
細
工
の
巧
み
さ
に
目
を
付
け
て
、
跡
取
り
に

す
る
べ
く
真
山
を
本
土
へ
連
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
東
京
へ
移
り
住
む
と

小
野
の
家
の
養
子
と
な
り
大
工
の
見
習
い
と
し
て
働
い
た
。
二
一
歳
で
東

京
美
術
学
校
に
入
学
し
高
村
光
雲
の
も
と
で
彫
刻
を
学
ん
だ
。
東
京
で
経

験
し
た
沖
縄
県
出
身
者
へ
の
差
別
や
、
恩
師
か
ら
沖
縄
の
名
前
で
は
一
位

に
は
な
れ
な
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
彫
刻
家
、
山
田
泰
雲
の
養
子

と
な
り
、
氏
名
を
「
山
田
真
山
」
へ
改
名
し
た
。
文
展
・
帝
展
に
、
日
本

画
と
彫
刻
の
双
方
で
入
選
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
神
宮
聖
徳
記
念
絵
画

館
に
奉
納
す
る
壁
画
を
描
く
画
家
に
も
選
ば
れ
た
。

　

一
九
四
〇
年
、
真
山
は
沖
縄
に
帰
郷
。
沖
縄
の
工
芸
品
を
日
本
本
土
へ

紹
介
し
た
い
と
考
え
堆
錦
の
技
法
を
習
得
し
た
。
次
第
に
戦
争
が
激
し
く

な
り
、
真
山
も
日
本
軍
の
徴
用
を
う
け
、
飛
行
場
で
壕
を
掘
る
作
業
を
行

っ
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
軍
上
陸
後
、
民
間
人
捕
虜
と
な
っ
た
真
山
は
収

容
所
に
送
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
美
術
技
官
と
し
て
仕
事
を
行
っ
た
。
真

山
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
二
人
の
息
子
を
失
っ
た
。

　

一
九
五
七
年
、
真
山
は
沖
縄
戦
の
犠
牲
者
の
一
三
回
忌
を
機
に
、
犠
牲

者
の
慰
霊
と
平
和
を
願
っ
て
《
沖
縄
戦
跡
平
和
慰
霊
観
音
像
》
を
発
願
し

た
。
当
初
の
計
画
で
は
、
宇
宙
一
体
の
理
念
を
象
徴
と
し
て
合
掌
す
る
観



　　418

『宗教研究』93巻別冊（2020年） 第13部会

力
し
て
、
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
お
よ
び
慰
霊
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
複
数
の
宗
派
の
僧
侶
が
と
も
に
遺
骨
収
集
お
よ
び
慰
霊
を

し
て
い
く
中
で
、
超
教
派
の
寺
院
を
建
立
し
、
慰
霊
を
行
お
う
と
の
気
運

が
高
ま
り
、
先
述
の
慰
霊
碑
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
建
立
さ
れ
た
の
が
「
真
照

寺
」
で
あ
る
。
こ
の
真
照
寺
は
現
在
で
は
存
在
し
な
い
が
、
本
土
か
ら
の

支
援
も
な
か
っ
た
時
期
の
仏
教
宗
派
間
の
協
力
事
業
と
し
て
興
味
深
い
事

例
で
あ
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
一
九
五
二
年
に
四
天
王
寺
管
長
が
来
沖
し
た
と
き
に
合

同
慰
霊
祭
を
行
っ
た
こ
と
や
、
一
九
五
八
年
に
は
、
西
本
願
寺
の
大
谷
光

照
を
迎
え
、
日
米
琉
合
同
十
年
忌
大
法
要
を
行
う
な
ど
、
一
九
五
〇
年
代

に
は
こ
の
よ
う
な
合
同
の
慰
霊
祭
を
行
お
う
と
い
う
機
運
が
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

現
在
で
は
、「
沖
縄
慰
霊
の
日
」
で
あ
る
六
月
二
三
日
も
、
特
に
繋
が

り
の
深
い
団
体
に
呼
ば
れ
れ
ば
そ
の
慰
霊
祭
に
参
加
す
る
が
、
各
宗
派
や

寺
院
が
合
同
で
何
ら
か
の
慰
霊
祭
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
る
寺

院
と
特
定
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
団
体
と
し
て
、
学
校
の
同
窓
会
が
い
く

つ
か
数
え
ら
れ
る
が
、
高
齢
化
に
よ
っ
て
そ
の
同
窓
会
が
解
散
し
た
事
例

も
あ
る
。

　

現
在
、
沖
縄
県
仏
教
会
が
合
同
で
行
っ
て
い
る
行
事
は
、
釈
迦
の
誕
生

日
で
あ
る
四
月
八
日
の
「
花
祭
り
」
の
パ
レ
ー
ド
で
あ
る
。
花
祭
り
は
、

沖
縄
県
仏
教
会
が
外
向
け
に
合
同
で
行
っ
て
い
る
唯
一
の
行
事
で
あ
り
、

主
に
子
ど
も
向
け
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
新
宗
教
教
団
に
よ
る
戦
没
者
慰
霊
は
合
同
で
行
う
行
事
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
教
団
が
独
自
で
行
う
行
事
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
新
日
本
宗
教
団
体
連
合
会
（
新
宗
連
）
で
は
、
沖
縄
に
対
す
る
活

し
さ
を
象
徴
す
る
《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
と
な
っ
た
。

　

ア
ジ
ア
的
な
祈
り
の
姿
を
表
し
た
時
、
そ
れ
は
仏
像
の
姿
に
類
似
す
る

も
の
に
な
る
の
は
仕
方
な
い
と
真
山
は
述
べ
て
い
る
。
税
金
が
使
用
さ
れ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、《
沖
縄
平
和
祈
念
像
》
に
対
し
て
、
地
域
住
民
か
ら

の
反
対
意
見
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
観
音
に
対
す
る
信
仰
は
、
沖

縄
に
も
本
土
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
観
音
像
の
造
形
を
引
き
継
い

だ
像
は
、
祈
る
対
象
と
し
て
分
か
り
や
す
く
、
多
く
の
人
々
に
好
意
的
に

受
け
入
れ
た
。

沖
縄
に
お
け
る
戦
没
者
慰
霊

│
│ 

仏
教
・
新
宗
教
の
動
向
を
中
心
に 

│
│

川
瀬　

貴
也

　

沖
縄
戦
に
よ
っ
て
灰
燼
に
帰
し
た
沖
縄
本
島
南
部
で
は
、
終
戦
後
す
ぐ

に
、
野
原
に
散
ら
ば
る
遺
骨
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
る
か
、
と
い
う
の
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
地
域
住
民
に
よ
る
遺
骨
収
集
作
業
に
い
ち
早
く

着
手
し
た
の
は
、
一
九
四
六
年
当
時
、
糸
満
の
米
須
地
区
に
移
動
さ
せ
ら

れ
て
い
た
旧
真
和
志
村
住
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
旧
真
和
志
村
の
村
長
に
任

命
さ
れ
た
の
が
金
城
和
信
氏
で
あ
り
、
彼
を
中
心
に
遺
骨
が
収
集
さ
れ

た
。
そ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
遺
骨
を
納
め
、
戦
後
沖
縄
の
慰
霊
塔
の
先
駆

け
と
な
っ
た
の
が
、「
魂
魄
之
塔
」「
ひ
め
ゆ
り
の
塔
」「
健
児
之
塔
」
で

あ
る
。
そ
の
金
城
和
信
氏
の
横
で
そ
の
収
骨
作
業
を
助
け
、
慰
霊
を
行
っ

て
い
た
の
が
、
護
国
寺
（
真
言
宗
）
住
職
名
幸
芳
章
師
、
真
教
寺
（
真
宗

大
谷
派
）
住
職
田
原
唯
信
師
、
大
典
寺
住
職
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
藤

井
深
忍
師
、
八
幡
神
徳
寺
（
真
言
宗
）
住
職
仲
尾
次
盛
忠
師
と
い
う
僧
侶

た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
戦
後
す
ぐ
の
沖
縄
で
は
仏
教
各
宗
派
が
協
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と
し
て
、
実
態
と
特
徴
、
そ
し
て
求
め
ら
れ
る
「
僧
侶
」
の
資
質
に
つ
い

て
み
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
資
料
と
し
て
用
い
た
の
は
、
各
宗
派
の
教

団
法
規
、
各
大
学
の
養
成
に
関
わ
る
シ
ラ
バ
ス
等
で
あ
る
。
尚
、
こ
こ
で

の
「
僧
侶
」
と
は
、
各
宗
派
の
教
師
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
シ
ラ
バ
ス
等

か
ら
資
質
が
な
ぜ
わ
か
る
の
か
と
い
え
ば
、
各
大
学
の
養
成
科
目
は
各
宗

派
が
「
即
戦
力
」
に
な
る
「
僧
侶
」
を
養
成
す
る
た
め
に
設
置
し
た
も

の
、
つ
ま
り
各
宗
派
が
求
め
る
「
僧
侶
」
の
「
最
低
限
の
」
資
質
と
考
え

た
た
め
で
あ
る
。

　

右
記
五
大
学
で
の
「
僧
侶
」
養
成
に
つ
い
て
は
、
①
「
僧
侶
」
に
な
る

た
め
の
基
本
的
な
ル
ー
ト
、
②
「
僧
侶
」
に
な
る
た
め
に
必
要
な
「
僧

侶
」
養
成
科
目
の
単
位
数
、
③
大
学
で
の
養
成
科
目
以
外
に
必
要
な
各
宗

派
本
山
等
で
の
修
行
、
④
叙
任
さ
れ
る
僧
階
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る

も
の
）
が
大
学
の
学
部
や
学
科
に
よ
っ
て
異
な
る
か
否
か
（
学
歴
に
よ
る

僧
階
の
差
異
）、
⑤
各
宗
派
の
法
規
内
で
養
成
科
目
に
つ
い
て
扱
わ
れ
て

い
る
か
否
か
、
⑥
各
大
学
の
養
成
科
目
群
の
特
徴
の
六
点
に
着
目
し
、
比

較
し
た
。

　

ま
ず
、
①
基
本
的
な
ル
ー
ト
で
は
、
五
大
学
全
て
の
大
学
で
「
座
学
」

だ
け
で
は
な
く
、
本
山
等
で
の
修
行
を
「
僧
侶
」
に
な
る
た
め
の
必
須
要

件
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
本
山
等
で
の
修
行
は
、
大
学
が
管
轄
し
て
い

る
の
で
は
な
く
各
宗
派
が
管
轄
し
て
い
た
。

　

次
に
、
②
必
要
な
養
成
科
目
の
単
位
数
で
は
、
立
正
大
学
が
二
六
科
目

五
〇
単
位
全
て
、
大
正
大
学
が
二
九
科
目
（
全
七
八
単
位
）
中
六
〇
単

位
、
駒
澤
大
学
が
二
九
科
目
（
全
一
一
三
単
位
）
中
三
〇
単
位
、
龍
谷
大

学
が
二
九
科
目
（
全
六
六
単
位
）
中
三
〇
単
位
、
大
谷
大
学
が
一
三
六
科

目
（
全
単
位
二
六
八
単
位
）
中
五
八
単
位
で
あ
っ
た
。
修
得
単
位
数
の
多

動
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
新
宗
連
は
沖
縄
日
本
復
帰
前
か
ら
施
設
を
送

り
、
沖
縄
問
題
を
学
習
し
た
。
現
在
に
お
い
て
も
、
沖
縄
に
関
し
て
は
六

月
二
三
日
前
後
に
使
節
団
を
派
遣
し
て
各
慰
霊
塔
の
見
学
を
行
い
、
八
月

一
五
日
に
は
「
沖
縄
宗
教
者
の
会
」
が
主
催
す
る
合
同
慰
霊
祭
を
糸
満
の

平
和
祈
念
堂
で
毎
年
執
り
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
新
宗
教
の
み
な
ら
ず
、

仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
も
参
加
し
て
い
る
。

　

個
別
教
団
の
活
動
と
し
て
、
突
出
し
て
い
る
の
が
金
光
教
で
あ
る
。
金

光
教
に
よ
る
遺
骨
収
集
事
業
は
長
期
間
教
団
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
。

現
在
は
遺
骨
収
集
事
業
か
ら
は
撤
退
し
て
い
る
が
、
慰
霊
活
動
は
継
続
し

て
行
わ
れ
て
お
り
、
六
月
二
二
日
に
は
糸
満
市
真
壁
の
「
萬
華
の
塔
」
に

お
け
る
慰
霊
祭
、
翌
六
月
二
三
日
は
、
平
和
祈
念
公
園
の
一
角
に
あ
る
南

冥
之
塔
に
お
け
る
慰
霊
祭
を
主
催
し
て
い
る
。
他
に
も
修
養
団
捧
誠
会
や

「
天
道
（
総
天
壇
）」
と
い
う
教
団
も
独
自
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
。

　

沖
縄
で
は
こ
の
ほ
か
に
も
様
々
な
慰
霊
活
動
が
あ
り
、
そ
の
「
厚
み
」

を
考
察
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仏
教
系
大
学
に
お
け
る
「
僧
侶
」
養
成
と
そ
の
特
徴

武
井　

順
介

　

本
報
告
で
は
、
現
在
の
日
本
の
仏
教
系
大
学
に
お
け
る
「
僧
侶
」
養
成

の
実
態
を
捉
え
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ

し
て
そ
の
特
徴
か
ら
、
各
宗
派
が
求
め
る
「
僧
侶
」
の
資
質
に
つ
い
て
も

考
え
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
立
正
大
学
に
お
け
る
日
蓮
宗
、
大
正
大

学
に
お
け
る
浄
土
宗
、
駒
澤
大
学
に
お
け
る
曹
洞
宗
、
龍
谷
大
学
に
お
け

る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
以
下
、
本
願
寺
派
と
略
記
）、
大
谷
大
学
に
お

け
る
真
宗
大
谷
派
（
以
下
、
大
谷
派
と
略
記
）「
僧
侶
」
の
養
成
を
事
例
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た
基
準
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
に
お
け
る
「
僧
侶
」
養
成
の
特
徴

と
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
お
け
る
「
僧
侶
」
の
資
質
を
析
出
し
た
。

宗
教
の
社
会
科
学
教
育

│
│ 

大
学
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
の
経
験
か
ら 

│
│

飯
嶋　

秀
治

　

二
〇
一
六
年
九
月
、
九
州
大
学
で
の
野
外
活
動
の
授
業
中
、
学
生
が
川

で
溺
れ
て
他
界
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
故
が
生
じ
た
。
こ
の
た
め
翌
年

三
月
に
、
大
学
で
は
『
九
州
大
学
総
合
科
目
「
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
入

門
〝
屋
久
島
プ
ロ
グ
ラ
ム
〞」
に
お
け
る
死
亡
事
故
に
つ
い
て
―
原
因
究

明
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
報
告
書
』
お
よ
び
『
教
育
に
お
け
る
安
全
の

指
針
―
野
外
活
動
編
』
を
公
表
し
、
再
発
防
止
の
対
策
と
し
た
。

　

そ
の
の
ち
、
大
学
は
実
験
室
活
動
お
よ
び
学
外
活
動
（
対
人
・
対
社
会

向
け
の
フ
ィ
ー
ル
ド
科
目
）
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
サ
ブ
・
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
Ｓ
Ｗ
Ｇ
）
を
形
成
し
、
発
表
者
は
後
者
の
Ｓ
Ｗ
Ｇ

長
と
な
っ
た
。

　

こ
の
た
め
①
一
九
六
三
年
か
ら
蓄
積
の
あ
るT

eaching A
nthropol-

ogy

を
中
心
と
し
た
関
連
文
献
（
飯
嶋
二
〇
一
七
）、
②
国
内
他
大
学
・

研
究
機
関
二
二
機
関
の
対
策
の
収
集
、
③
二
年
の
学
内
調
査
（
教
員
一
〇

五
名
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
学
生
一
三
二
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
収
集
）、

④
学
内
一
八
名
の
Ｓ
Ｗ
Ｇ
メ
ン
バ
ー
で
四
回
の
会
議
を
経
て
、
⑤
外
部
か

ら
講
師
二
名
を
招
聘
、
⑥
ま
た
学
外
二
機
関
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
⑦
Ｓ
Ｗ
Ｇ

メ
ン
バ
ー
か
ら
の
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
事
例
収
集
お
よ
び
分
析
を
経
て
、
二
〇

一
九
年
七
月
、『
教
育
に
お
け
る
安
全
の
指
針
―
学
外
活
動
編
』
を
公
表

し
た
。

さ
は
大
正
大
学
で
あ
る
が
、
開
設
科
目
に
対
す
る
修
得
単
位
の
割
合
で
は

大
谷
大
学
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

③
各
宗
派
本
山
等
で
の
修
行
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
日

蓮
宗
で
は
三
五
日
間
の
修
練
、
浄
土
宗
で
は
二
一
日
間
の
加
行
、
曹
洞
宗

で
は
六
二
日
以
上
の
安
居
、
本
願
寺
派
で
は
一
〇
日
間
の
教
師
教
修
、
大

谷
派
で
は
一
四
日
間
の
教
師
修
練
が
必
要
で
あ
る
。
日
数
の
み
で
比
較
す

る
と
駒
澤
大
学
の
養
成
に
お
い
て
曹
洞
宗
で
行
な
う
修
行
日
数
が
最
も
多

か
っ
た
。

　

④
学
歴
に
よ
る
僧
階
の
差
異
つ
い
て
は
、
立
正
大
学
で
は
仏
教
学
部
宗

学
科
卒
業
者
と
そ
れ
以
外
、
大
谷
大
学
で
は
文
学
部
真
宗
学
科
と
仏
教
学

科
卒
業
者
と
そ
れ
以
外
の
卒
業
者
と
で
は
、
宗
派
か
ら
叙
任
や
陞
補
さ
れ

る
僧
階
や
称
号
が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
二
校
二
宗
派
以
外
は
、
大
学
・

学
部
に
関
わ
り
な
く
最
初
に
叙
任
さ
れ
る
僧
階
は
同
じ
で
あ
る
か
、
そ
も

そ
も
教
師
資
格
に
お
け
る
階
位
が
存
在
し
な
い
。

　

⑤
法
規
内
の
養
成
科
目
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
宗
法
規
に

は
、
養
成
科
目
に
関
す
る
規
程
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
宗
派
に
関
し

て
は
、
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
宗
派
も
あ
れ
ば
、
大
枠
が
規
定
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
大
学
に
お
い
て
読
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
宗
派
も
あ
っ
た
。

　

最
後
に
⑥
養
成
科
目
群
の
特
徴
で
あ
る
。
各
大
学
の
養
成
科
目
を
宗
派

の
専
門
知
識
教
育
、
宗
教
・
仏
教
の
専
門
知
識
教
育
、
宗
派
の
実
践
教
育
、

そ
れ
以
外
の
教
育
の
四
つ
に
分
類
す
る
と
、
立
正
大
学
と
大
正
大
学
で
は

宗
派
の
専
門
知
識
教
育
が
多
く
、
駒
澤
大
学
と
龍
谷
大
学
で
は
宗
教
・
仏

教
の
専
門
知
識
教
育
が
多
く
、
大
谷
大
学
で
は
そ
れ
以
外
の
教
育
が
多
か

っ
た
。

　

以
上
の
六
点
に
関
し
て
「
多
い
／
少
な
い
」「
長
い
／
短
い
」
と
い
っ
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と
こ
ろ
が
「
教
え
子
の
問
題
」（
島
田
二
〇
〇
一
：
第
九
章
）
は
人
類

学
（Zablocki

二
〇
〇
一
）
で
も
生
じ
て
お
り
、
宗
教
学
（Brom

ley

二
〇
〇
七
）
で
は
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
のA

A
R T
eaching Religious 

Studies

に
、『
新
宗
教
運
動
の
教
育
』（
二
〇
〇
七
）、『
宗
教
研
究
に
お

け
る
学
部
の
調
査
教
育
』（
二
〇
〇
一
）、『
宗
教
と
暴
力
の
教
育
』（
二
〇

一
二
）
等
が
刊
行
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
に
は
「
調
査
実
施
責
任
―
Ａ
Ａ
Ｒ

メ
ン
バ
ー
へ
の
専
門
家
の
行
為
の
基
準
」
が
公
開
さ
れ
て
リ
サ
ー
チ
・
ア

シ
ス
タ
ン
ト
と
教
育
に
臨
む
注
意
点
や
諸
問
題
へ
の
相
談
に
対
応
す
る
こ

と
と
明
言
し
て
い
る
。

　

一
度
事
故
が
生
じ
る
と
、
そ
の
後
は
文
科
省
と
の
や
り
取
り
に
な
り
が

ち
で
あ
る
た
め
他
大
学
の
事
例
か
ら
学
び
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
う
し
た
状
況
を
省
み
る
に
、
日
本
の
宗
教
の
社
会
科
学
に
お
い
て
も
、

現
状
認
識
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
学
会
の
倫
理
綱
領
や
大
学
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
も
異
な
る
仕
組
み
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た

教
材
の
具
体
的
な
工
夫
の
余
地
も
多
く
あ
る
。

「
宗
教
科
」
の
学
習
支
援
の
原
理
構
築
に
向
け
た
基
礎
的
研
究桑

原　

昭
信

　

高
校
「
宗
教
科
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
以
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
現
状
で
あ

る
。
あ
る
公
民
科
「
倫
理
」
に
関
わ
る
研
究
に
よ
る
と
、
宗
教
系
単
元
に

お
け
る
理
解
度
は
極
端
に
低
く
、
特
に
教
祖
や
開
祖
の
思
想
形
成
過
程
を

学
習
目
標
と
す
る
単
元
で
は
顕
著
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
よ
り
、
同
様
の
学
業
不
振
が
「
宗
教
科
」
に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
不
振
へ
の
支
援
要
請
が
見
過
ご
さ

　

特
筆
す
べ
き
は
ア
メ
リ
カ
人
類
学
会
で
一
九
八
六
年
に
行
わ
れ
た
ア
ン

ケ
ー
ト
（
調
査
対
象
三
一
一
名
）
で
、
三
九
％
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
窃
盗
、

犯
罪
、
強
姦
、
殺
害
な
ど
の
犯
罪
に
あ
っ
て
お
り
、
女
性
の
人
類
学
者
の

七
％
が
強
姦
も
し
く
は
そ
れ
を
意
図
し
た
攻
撃
に
あ
っ
て
い
る
と
報
告
が

あ
り
（H

ow
ell

一
九
九
〇
）、
二
〇
一
四
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ン

ケ
ー
ト
（
六
六
六
名
）
で
も
六
四
％
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
を
報
告
し
、
二
一
％
が
望
ま
ぬ
性
的
接
触
を
受
け
た
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
（
同
大
学
や
他
大
学
の
同
僚
や
指
導
者
か
ら
の
も
の
も
含
ま

れ
る
）（Clancy

ら
二
〇
一
四
）
で
あ
る
。
氷
山
の
一
角
は
死
傷
事
故

で
あ
る
が
そ
の
水
面
下
に
は
数
多
く
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
暴
力
が
潜

ん
で
い
る
。

　

学
外
活
動
で
は
、
学
生
が
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
得
る
の
で
二

重
の
保
険
に
入
り
、
三
種
の
学
外
活
動
（
教
員
帯
同
型
、
学
生
同
士
型
、

単
独
型
）
に
は
事
前
届
提
出
の
う
え
そ
れ
を
外
部
委
員
会
が
二
重
点
検
す

る
こ
と
、「
対
人
研
究
」
系
と
「
対
人
援
助
」
系
で
は
安
全
原
理
が
異
な

る
こ
と
、
い
っ
た
ん
事
故
が
生
じ
た
ら
担
当
事
務
が
情
報
を
一
元
管
理
す

る
こ
と
、
ま
た
実
際
に
生
じ
て
来
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
の
事
例
を
呈
示
す
る

な
ど
の
工
夫
を
講
じ
た
（https://w

w
w
.kyushu-u.ac.jp/ja/educa

tion/safety

）。

　

そ
の
過
程
で
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
が
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
以
降

の
宗
教
学
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　

当
該
の
事
件
と
宗
教
学
者
の
「
研
究
」
姿
勢
を
取
り
上
げ
た
文
献
は
内

外
に
数
多
あ
る
が
、「
教
育
」
姿
勢
を
取
り
上
げ
た
文
献
は
少
な
い
（
時

系
列
で
代
表
的
な
も
の
の
み
挙
げ
る
とM

etraux

一
九
九
五
、
井
上
一

九
九
八
、
島
田
二
〇
〇
一
、
櫻
井
二
〇
一
二
、Repp

二
〇
一
四
等
）。
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実
現
す
る
可
能
性
を
十
分
に
そ
な
え
て
お
り
、
知
・
徳
・
体
の
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
「
生
き
る
力
」
の
育
成
等
に
、
高
い
適
性
が
あ
る
と
言
い
得

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
要
部
分
で
あ
る
祖
師
の
思
想
形
成
過

程
を
は
じ
め
と
す
る
学
習
内
容
を
、
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。

　

こ
れ
ま
で
、
五
〜
十
三
世
紀
の
中
国
・
日
本
の
浄
土
教
祖
師
達
の
、
同

一
論
書
の
教
説
に
対
す
る
理
解
と
、
そ
れ
を
活
用
し
て
の
独
自
の
教
義
展

開
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
、
一
宗
の
祖
と
も
な
り
得

る
程
の
独
自
の
教
義
展
開
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
解
と
活
用
に
強
い
自
己

と
の
関
わ
り
（
自
身
の
歩
む
べ
き
道
を
探
究
）
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
「
理
解
と
活
用
」
か
ら
、
こ
の
度
の
原
理
構
築
の
着
想
を
得
た

の
で
あ
り
、
思
想
形
成
過
程
に
関
す
る
教
科
書
の
説
明
文
を
「
順
序
型
説

明
文
」
と
捉
え
る
と
、K

intsch

の
学
説
に
基
づ
い
て
二
つ
の
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
理
解
過
程
が
想
定
で
き
、
①
思
想
形
成
過
程
に
つ
い
て
時
間
順
序
的

に
一
貫
し
た
表
象
（
テ
キ
ス
ト
ベ
ー
ス
）
を
構
築
す
る
過
程
と
、
②
祖
師

の
思
想
形
成
状
況
を
既
有
の
知
識
や
経
験
等
に
基
づ
い
て
一
貫
し
た
表
象

（
状
況
モ
デ
ル
）
を
構
築
し
、
こ
れ
を
活
用
し
て
自
己
と
の
関
わ
り
を
通

し
て
探
求
す
る
過
程
で
あ
る
。
①
を
思
想
形
成
過
程
の
「
理
解
」、
②
を

そ
の
「
活
用
」
と
し
、
こ
れ
ら
を
複
合
的
に
用
い
る
こ
と
を
も
っ
て
「
受

用
的
理
解
」
と
定
義
す
る
。

　

前
述
の
宗
教
科
の
三
つ
の
学
習
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
受
用

的
理
解
は
特
に
有
効
と
考
え
る
。
ま
た
、
自
己
と
の
関
わ
り
を
通
し
た
見

方
・
考
え
方
は
、
よ
り
高
次
の
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
過
程
へ
と
導

き
得
る
の
で
あ
り
、
他
の
教
科
等
の
学
習
に
も
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
受
用
的
理
解
を
核
と
す
る
支
援
原
理
に

れ
て
き
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。
ま
た
、
学
習
支
援
の
原
理
を
創
出
し

よ
う
と
い
う
学
術
的
志
向
性
す
ら
、
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に

も
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
は
祖
師
の
思
想
形
成
過
程
に
お
け
る

学
業
不
振
に
一
先
ず
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
で
有
効
な
学
習
支
援
の
原
理
構

築
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
の
第
一
章
総
則
第
一
款
一
と
そ
の
解
説

に
よ
る
と
、
学
校
教
育
の
目
的
と
は
「
生
徒
の
人
間
と
し
て
調
和
の
と
れ

た
育
成
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
目
指
し
て
教
育
課
程
が
編
成
さ
れ
る
べ
き
旨

が
述
べ
て
あ
る
。
ま
た
、
解
説
に
は
総
則
の
な
か
の
「
知
・
徳
・
体
の
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
「
生
き
る
力
」
の
育
成
」、「
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱

の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
育
成
」、「
学
校
段
階
等
間
の
接
続
」
の
三
つ
が
特

記
さ
れ
、
総
じ
て
そ
の
た
め
に
必
要
な
教
育
活
動
の
在
り
方
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
確

立
・
充
実
も
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」
と

い
う
点
の
重
要
度
が
増
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
各
教
科
に
お
い

て
「
主
体
的
な
学
び
」、「
対
話
的
な
学
び
」、「
深
い
学
び
」
が
で
き
て
い

る
か
と
い
う
点
に
立
脚
し
て
の
授
業
改
善
や
、
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
特

色
あ
る
教
育
活
動
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、「
宗
教
科
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
例
と
し
て
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
の
龍
谷
総
合
学
園
が
編
集
す
る
、
高
校
宗
教
科
教
科
書
の
『
見

真
』
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
学
習
内
容
は
宗
教
概
説
、
釈
尊
の
生
涯
と

教
え
、
親
鸞
の
生
涯
と
教
え
、
宗
教
的
生
命
論
や
実
践
論
等
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
己
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
の
学
習
、
先
人
の
生
涯

や
教
え
を
手
掛
か
り
と
す
る
学
習
、
既
有
知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
て
の

学
習
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
こ
と
よ
り
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
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い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
大

学
、
そ
し
て
社
会
運
動
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

大
学
キ
リ
ス
ト
者
の
会
に
つ
い
て
は
通
史
が
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
る

が
（
大
学
キ
リ
ス
ト
者
の
会
編
『「
大
学
キ
リ
ス
ト
者
の
会
」
史
』
大
学

キ
リ
ス
ト
者
の
会
、
二
〇
一
四
）、
本
発
表
で
は
一
九
七
〇
年
代
ま
で
を

対
象
に
、
機
関
誌
で
あ
る
『
大
学
キ
リ
ス
ト
者
』（
一
九
六
三
年
三
月
創

刊
）
を
用
い
て
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
大
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
主
張
に

関
す
る
歴
史
的
検
討
、
と
く
に
そ
れ
を
「
社
会
運
動
」
の
側
面
か
ら
み
た

と
き
の
意
義
を
問
う
。

　

一
九
五
八
年
六
月
に
始
ま
る
「
教
会
の
生
命
と
使
命
」
委
員
会
を
受

け
、
戦
後
の
学
生
キ
リ
ス
ト
者
運
動
の
文
脈
下
に
お
い
て
、
主
に
キ
リ
ス

ト
者
の
教
員
・
研
究
者
に
よ
り
発
足
し
た
こ
の
会
に
お
い
て
、
主
た
る
議

論
の
主
題
は
大
学
に
お
け
る
学
問
と
信
仰
の
問
題
と
、
教
師
と
学
生
の
共

同
体
と
し
て
の
大
学
と
い
う
問
題
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
主
に
大
学
と
い
う

特
殊
な
場
所
に
所
属
す
る
者
達
に
よ
り
、
教
会
形
成
も
含
む
キ
リ
ス
ト
者

と
し
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。

　

学
問
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
懐
疑
」
や
「
批
判
」
と
い
う
性
質
、
お
よ

び
発
展
す
る
科
学
と
、
信
仰
と
の
両
立
が
議
論
さ
れ
、
そ
し
て
共
同
体
に

つ
い
て
は
、
学
生
と
と
も
に
新
し
い
大
学
像
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
想
に
つ
い
て
は
、
大
学
紛
争
期
よ

り
以
前
に
も
、
そ
の
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
そ
し
て
大
衆
化
し
変
化
し
て

い
く
大
学
へ
の
対
応
と
い
う
意
味
で
、
す
で
に
疑
義
が
存
在
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
大
学
紛
争
を
迎
え
る
と
、
そ
の
対
応
す
る
主
な
学
生
層
で
あ
っ

た
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
お
よ
び
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
の
混
乱
に
よ
っ
て
学
生
と
の
距
離
が
生

じ
、
そ
し
て
、
紛
争
に
は
現
実
に
共
同
体
の
理
想
か
ら
の
対
応
が
で
き
ず
、

基
づ
き
な
が
ら
、
直
接
的
・
間
接
的
な
学
習
支
援
の
具
体
化
を
進
め
、
実

証
的
・
実
践
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

戦
後
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
大
学

│
│ 
大
学
キ
リ
ス
ト
者
の
会
に
着
目
し
て 

│
│

齋
藤　

崇
德

　

本
発
表
の
目
的
は
一
九
六
二
年
八
月
に
発
足
し
た
「
大
学
キ
リ
ス
ト
者

の
会
」
の
歴
史
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
と
大
学
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
社
会
運
動
の
視
座
か
ら
考
察

す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
会
を
広
義
の
社
会
運
動
体
と
し
て
捉
え
る
と
同

時
に
戦
後
の
社
会
運
動
史
上
に
位
置
づ
け
た
上
で
、
主
に
会
を
担
っ
た
大

学
教
員
や
学
生
運
動
に
係
わ
る
層
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
大
学
の
関

係
が
戦
後
日
本
の
高
度
経
済
成
長
の
時
期
に
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

他
の
宗
教
と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
見
る
点
に
お
い
て
も
そ

の
社
会
運
動
史
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
の
評
価
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
社
会
運
動
に
お
い
て
、
そ
の
主
体
の
一
つ
は
学
生

で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
大
学
と
い
う
も
の
が
問
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は

教
会
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
学
生
に
よ
る
運
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
一
層
の
研
究
が
求
め
ら
れ

て
い
る
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
他
方
で
、
大
学
紛
争
を
含
む
学
生
運

動
に
た
い
し
て
、
教
員
層
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
も
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
学
生
運
動
に
反
応
し
た
主
体
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
の
会
に

お
い
て
大
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
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宗
門
系
大
学
の
採
用
し
た
臨
床
宗
教
師
養
成
講
座
は
、
東
北
大
学
の
よ

う
な
社
会
人
講
座
の
形
式
を
と
る
も
の
（
高
野
山
大
学
「
臨
床
宗
教
教
養

講
座
」、
種
智
院
大
学
「
臨
床
宗
教
師
養
成
講
座
」、
武
蔵
野
大
学
「
臨
床

宗
教
師
・
臨
床
傾
聴
士
講
座
」）
と
、
宗
門
の
子
弟
教
育
を
目
的
と
す
る

大
学
院
の
僧
侶
養
成
課
程
を
拡
充
す
る
大
学
院
授
業
（
選
択
科
目
）
の
形

式
を
と
る
も
の
（
龍
谷
大
学
、
愛
知
学
院
大
学
、
大
正
大
学
）
に
二
大
別

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
大
学
院
授
業
の
形
式
に
お
い
て
も
科
目
等
履
修
生
の

身
分
に
よ
る
学
外
社
会
人
の
受
け
入
れ
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
い
ず
れ
も
各
大
学
の
設
立
母
体
と
な
っ
て
い

る
仏
教
教
団
（
宗
門
）
の
指
示
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
大
学
側

の
発
案
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

臨
床
宗
教
師
養
成
へ
の
参
入
は
教
学
偏
重
の
教
育
体
制
の
見
直
し
を
意
味

し
、
こ
れ
が
宗
門
子
弟
教
育
の
活
路
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
受
講
料
収
入
や
正
規
学
生
の
増
加
と
い
っ
た
、

経
営
的
観
点
か
ら
の
目
覚
ま
し
い
効
果
は
な
い
と
い
え
る
。
一
方
で
、
と

り
わ
け
社
会
人
講
座
タ
イ
プ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
各
大

学
と
も
建
学
の
理
念
等
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
つ
つ
他
宗
派
の
宗
教
者
の

受
け
入
れ
に
努
力
し
て
お
り
、
臨
床
宗
教
師
養
成
事
業
へ
の
参
入
は
、
大

学
に
対
す
る
社
会
貢
献
の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
東
北
大
学
を
除
く
各
大
学
の
講
座
は
、
受
講
者
の
大
半
が
自
宗
派

の
僧
侶
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
従

来
の
教
学
偏
重
か
ら
現
代
社
会
の
問
題
に
即
応
す
る
実
践
重
視
へ
と
舵
を

切
る
ひ
と
つ
の
転
機
と
な
っ
て
い
る
。

　

臨
床
宗
教
師
養
成
は
、
宗
教
者
に
対
人
援
助
の
再
教
育
を
行
な
う
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
り
、
こ
れ
を
担
当
で
き
る
教
員
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特

ま
た
、
そ
も
そ
も
大
学
や
学
問
自
体
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
会
が
議
論
し
、
運
動
し
て
い
た
事
柄
は
、
マ
ー
ス
デ
ン

が
述
べ
る
方
法
的
世
俗
化
と
観
念
的
世
俗
化
と
い
う
大
学
の
二
つ
の
世
俗

化
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
的
観

点
か
ら
現
実
の
学
問
や
科
学
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
や
、
キ
リ
ス
ト
教

主
義
大
学
の
あ
り
方
自
体
を
再
定
義
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
的
な
大
学
の
世
俗
化
に
対
し
て
、
運
動
的
に
抗
し
て
行
っ
た
も
の
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP18K

13102

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
す
。）

宗
門
系
大
学
に
お
け
る
臨
床
宗
教
師
養
成

高
橋　
　

原

　

被
災
地
や
医
療
機
関
、
福
祉
施
設
な
ど
の
公
共
空
間
で
心
の
ケ
ア
を
提

供
す
る
宗
教
者
で
あ
る
臨
床
宗
教
師
の
養
成
事
業
は
二
〇
一
二
年
よ
り
東

北
大
学
で
開
始
さ
れ
た
。
東
北
大
学
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
東
日
本
大
震

災
の
被
災
者
支
援
を
直
接
の
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
界
か
ら
の

寄
附
金
に
よ
っ
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
専
任
教
員
を
新
た
に
雇
用
し
て
成
立
し

た
。
学
外
の
宗
教
者
を
対
象
と
す
る
社
会
人
講
座
の
形
式
を
と
り
、
約
三

ヶ
月
間
で
終
了
す
る
コ
ー
ス
が
二
〇
一
七
年
度
ま
で
に
全
一
二
回
実
施
さ

れ
た
。
国
立
大
学
が
主
催
し
、
諸
宗
教
諸
宗
派
の
宗
教
者
を
集
め
た
こ
の

研
修
は
メ
デ
ィ
ア
に
好
意
的
に
報
道
さ
れ
、
医
療
機
関
に
よ
る
臨
床
宗
教

師
採
用
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
師
、
臨
床
仏
教
師
と
い
っ
た
類
似
資
格

の
登
場
が
後
押
し
す
る
形
で
、
仏
教
系
の
諸
大
学
（
宗
門
系
大
学
）
が

次
々
と
臨
床
宗
教
師
養
成
事
業
に
参
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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徴
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
自
校
完
結
型
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営
は
困
難

で
、
他
大
学
か
ら
の
教
員
派
遣
、
客
員
教
授
や
非
常
勤
教
師
の
新
規
雇
用

に
よ
っ
て
養
成
講
座
が
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
実
習
先
と
し
て
、
多
く
は
地
元
の
民
間
医
療
機
関
・
福
祉
施
設
等
の

協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
制
約
は
む
し
ろ
大
学
間
、
さ
ら

に
は
民
間
を
つ
な
ぐ
相
互
協
力
を
促
進
す
る
利
点
と
な
っ
て
い
る
面
が
あ

る
。
現
時
点
に
お
い
て
、
臨
床
宗
教
師
養
成
の
シ
ス
テ
ム
は
、
各
大
学
の

養
成
講
座
を
受
講
し
た
宗
教
者
が
全
国
組
織
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
日
本

臨
床
宗
教
師
会
に
よ
っ
て
認
定
臨
床
宗
教
師
の
資
格
認
定
を
受
け
、
全
国

各
地
に
存
在
す
る
臨
床
宗
教
師
会
に
所
属
し
な
が
ら
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研

修
を
継
続
し
、
資
格
更
新
を
目
指
す
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
臨
床
宗
教
師
養
成
事
業
は
、
宗
門
系
大
学
が
子
弟
教
育
の

活
路
を
求
め
て
参
入
し
た
に
せ
よ
、
参
加
大
学
、
地
域
社
会
（
医
療
福

祉
）、
各
地
の
宗
教
者
を
結
ん
で
教
育
と
資
格
認
定
を
行
な
う
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
型
の
人
材
養
成
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
お
り
、
大
学
に
よ
る
新
し
い
社

会
貢
献
の
形
式
を
提
案
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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本
別
冊
は
、
第
七
八
回
学
術
大
会
紀
要
で
あ
る
が
、
掲
載
の
他
に
以
下

の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。

第
一
部
会

合
理
的
選
択
理
論
に
お
け
る
宗
教
概
念
―
批
判
的
考
察
―
（
イ
ー
リ
ャ
・

ム
ス
リ
ン
）

第
二
部
会

カ
ル
ヴ
ァ
ン
『
共
観
・
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
お
け
る
「
聖
定
の
思

想
」（
森
川
甫
）

第
九
部
会

宗
教
が
国
家
を
作
る
時
―
シ
ク
教
を
事
例
と
し
て
―
（
保
坂
俊
司
）

第
十
三
部
会

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
公
営
火
葬
場
建
設
へ
の
み
ち
の
り
（
髙
棹
健
太
）

　
参
加
が
不
可
能
に
な
っ
た
発
表
者
は
以
下
の
通
り
。
第
一
部
会
　
今
日

に
お
け
る
不
動
の
動
者
と
し
て
の
「
神
」
の
存
在
論
的
可
能
性
に
つ
い
て

（
十
津
守
宏
）、
第
三
部
会
　
経
験
の
質
（quality
）（
長
谷
瑞
光
）、
第

五
部
会
　
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
お
け
る
タ
ク
フ
ィ
ー
ル
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
へ
の

歴
史
的
俯
瞰
（
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
・
フ
セ
イ
ン
）、
第
六
部
会
　
台
湾
宗
教

研
究
と
神
道
概
念
の
関
連
（
原
田
雄
斗
）、
第
七
部
会
　
親
鸞
浄
土
教
に

お
け
る
凡
夫
観
の
倫
理
的
意
義
（
釋
大
智
）、
第
十
部
会
　
宗
教
と
認
知

行
動
的
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
研
究
（
山
﨑
洋
史
）、
第
十
二

部
会
　
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
は
幸
福
か
？
（
湯
川
洋
久
）、
現
代
に
お
け

る
「
プ
チ
修
行
体
験
」
の
流
行
（
小
髙
絢
子
）
第
十
三
部
会
　
大
学
に
お

け
る
宗
教
関
連
学
問
の
戦
後
史
（
江
島
尚
俊
）
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