
第 94 巻　別冊

日 本 宗 教 学 会
2 0 2 1 年 3 月

JOURNAL
OF

RELIGIOUS STUDIES

JAPANESE ASSOCIATION FOR RELIGIOUS STUDIES

March 2 0 2 1

Vol. XCIV　Supplement

ISSN　2188─3858

第 79 回学術大会紀要特集

THE PROCEEDINGS OF THE SEVENTY-NINTH
ANNUAL CONVENTION

OF
THE JAPANESE ASSOCIATION

FOR RELIGIOUS STUDIES



　
会
長

　
　
鶴
岡
　
賀
雄

　
常
務
理
事

　
　
芦
名
　
定
道

　
　
池
澤
　
　
優

　
　
石
井
　
研
士

　
　
市
川
　
　
裕

　
　
岩
田
　
文
昭

　
　
岡
田
真
美
子

　
　
木
村
　
敏
明

　
　
氣
多
　
雅
子

　
　
小
原
　
克
博

　
　
櫻
井
　
義
秀

　
　
澤
井
　
義
次

　
　
下
田
　
正
弘

　
　
杉
村
　
靖
彦

　
　
鈴
木
　
岩
弓

　
　
長
谷
部
八
朗

　
　
林
　
　
　
淳

　
　
深
澤
　
英
隆

　
　
藤
原
　
聖
子

　
　
細
田
あ
や
子

　
　
堀
内
み
ど
り

　
　
松
村
　
一
男

　
　
蓑
輪
　
顕
量

　
　
宮
本
要
太
郎

　
　
村
上
　
興
匡

　
　
矢
内
　
義
顕

　
　
八
木
久
美
子

　
　
山
中
　
　
弘

　
　
弓
山
　
達
也

　
　
渡
辺
　
和
子

　
　
渡
辺
　
雅
子

　
編
集
委
員

　
　
青
柳
か
お
る

　
　
伊
藤
　
雅
之

　
　
遠
藤
　
　
潤

　
　
冲
永
　
宜
司

　
　
何
　
　
燕
生

　
　
後
藤
　
正
英

　
　
柴
田
　
大
輔

　
　
島
田
　
勝
巳

　
　
高
橋
　
　
原

　
　
寺
戸
　
淳
子

　
　
冨
澤
　
か
な

　
　
西
村
　
　
明

　
　
芳
賀
　
　
学

　
　
別
所
　
裕
介

　
　
村
上
　
辰
雄

　
　
山
田
　
慎
也

日
本
宗
教
学
会
役
員



1　　

目　次

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

近
現
代
日
本
の
仏
教

戦
後
日
本
と
東
ア
ジ
ア
仏
教
世
界
の
交
流 

…
…
…
坂
井
田
夕
起
子
… 
9

戦
中
・
戦
後
に
お
け
る 

日
本
人
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
仏
教
徒
の
交
流 

…
…
…
小
島　

敬
裕
… 12

戦
前
・
戦
後
に
お
け
る 

イ
ン
ド
と
日
本
仏
教 

…
…
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
… 15

発
表
を
聞
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石
井　

公
成
… 18

研
究
報
告

パ
ネ
ル

Ａ
Ｉ
と
宗
教

Ａ
Ｉ
と
一
神
教
は
関
係
あ
る
の
か 

…
…
…
…
…
…
…
小
原　

克
博
… 22

現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る 

Ａ
Ｉ
の
位
置
づ
け 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石
田　

友
梨
… 23

ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
永
遠
性 

…
…
…
…
…
冲
永　

宜
司
… 24

技
術
社
会
に
お
け
る 

人
工
的
他
者
と
し
て
の
Ａ
Ｉ
と
情
動 

…
…
…
…
…
木
村　

武
史
… 25

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
木
村　

武
史
… 27

医
療
現
場
に
お
け
る
宗
教
者
に
よ
る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア

医
療
施
設
に
お
け
る
宗
教
家
の
活
動
調
査
報
告 

…
…
谷
山　

洋
三
… 28

病
院
に
お
け
る
亡
く
な
ら
れ
た
非
信
者
患
者
へ
の 

宗
教
者
に
よ
る
ケ
ア 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
本
佳
世
子
… 29

ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア 

…
…
打
本　

弘
祐
… 31

超
宗
派
の
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る 

非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
田　

敬
史
… 32

コ
メ
ン
ト 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柴
田　
　

実
… 33

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
本
佳
世
子
… 34

「
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
」
の
継
承
と
創
造

神
社
神
道
に
お
け
る 

次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
課
題 

…
…
…
冬
月　
　

律
… 36

仏
教
青
年
会
の
若
手
僧
侶
育
成
に
よ
る 

次
世
代
教
化 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
川
又　

俊
則
… 37

寺
社
を
中
心
と
し
た
文
化
資
源
の
継
承
と
創
造 

…
…
郭　
　

育
仁
… 38

コ
メ
ン
ト 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
井
口　
　

貢
… 39

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
川
又　

俊
則
… 40

講
と
女
性
を
め
ぐ
る
研
究

契
約
講
社
会
に
お
け
る
女
講
中
の
役
割
と
相
対
性 

…
戸
邉　

優
美
… 42

「
講
的
な
も
の
」
と
し
て
の
女
性
宗
教
者
の
集
ま
り 

…
後
藤　

晴
子
… 43

梅
花
講
に
お
け
る 

女
性
僧
侶
・
寺
族
・
女
性
檀
信
徒
講
員 

…
…
…
…
佐
藤　

俊
晃
… 44

御
嶽
講
と
女
性
先
達 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
林
奈
央
子
… 45

宗
教
研
究　

第
九
四
巻
別
冊　

目
次



　　2

目　次

宗
教
的
多
様
性
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
倫
理 

…
…
…
下
田　

正
弘
… 67

コ
メ
ン
ト 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
土
井　

健
司
… 68

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
田　

美
芽
… 69

現
代
日
本
の
葬
送
文
化
再
考

日
英
葬
送
比
較
文
化
の
試
み 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
宮
澤　

安
紀
… 70

日
本
の
樹
木
葬 

…
…
…
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ペ
ン
メ
レ
ン
・
ボ
レ
ー
… 71

骨
仏
か
ら
祈
り
の
真
珠
ま
で 

…
…
…
…
…
…
ハ
ン
ナ
・
グ
ー
ル
ド
… 73

コ
メ
ン
ト 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
土
居　
　

浩
… 74

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宮
澤　

安
紀
… 75

第
一
グ
ル
ー
プ

世
俗
化
論
は
な
ぜ
流
行
っ
た
の
か 

…
…
…
…
…
…
…
田
中　

浩
喜
… 77

現
代
宗
教
学
の
方
法
論
的
議
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
藤
井　

修
平
… 78

「
ポ
ス
ト
世
俗
」
の
諸
相 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
坪
光　

生
雄
… 79

宗
教
の
モ
デ
リ
ン
グ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
近
藤　

光
博
… 80

「
絆
」
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
る
も
の 

…
…
…
…
…
…
…
小
林　
　

敬
… 82

近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
再
定
義
と 

そ
の
比
較
宗
教
学
的
意
義 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
後
藤　

正
英
… 82

ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
の
歴
史
意
識 

…
…
…
…
…
…
…
野
元　
　

晋
… 84

井
筒
・
東
洋
哲
学
と
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論 

…
…
…
…
澤
井　

義
次
… 85

言
葉
に
よ
る
神
秘
神
学 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
徳
田
安
津
樹
… 86

ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
に
よ
る 

神
秘
主
義
解
釈
に
つ
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
西
村　

雄
太
… 87

コ
メ
ン
ト 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
部
八
朗
… 47

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
林
奈
央
子
… 48

陰
陽
道
研
究
の
最
前
線

陰
陽
道
の
定
義
と
そ
の
成
立 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
細
井　

浩
志
… 49

陰
陽
道
・
陰
陽
師
研
究
の
中
世 

…
…
…
…
…
…
…
…
赤
澤　

春
彦
… 50

近
世
陰
陽
道
研
究
の
現
在 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
梅
田　

千
尋
… 52

民
俗
と
説
話
の
領
域
か
ら 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
池　

淳
一
… 53

コ
メ
ン
ト 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
林　
　
　

淳
… 54

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
林　
　
　

淳
… 55

Ａ
Ｉ
と
宗
教

日
本
文
化
は
「
テ
ク
ノ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
か 
…
…
…
師　
　

茂
樹
… 57

擬
人
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
生
命
観 
…
…
永
原　

順
子
… 58

人
知
を
超
え
る
も
の
、
人
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
巡
る 

信
念
の
揺
れ
と
共
存 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
濱
田　
　

陽
… 59

高
台
寺
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音 

「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
開
発
の
背
景 

…
…
…
…
…
…
…
…
後
藤　

典
生
… 60

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
師　
　

茂
樹
… 62

宗
教
と
教
育
に
お
け
る
多
様
性

宗
教
の
観
点
か
ら
教
育
の
多
様
性
を
理
解
す
る 

…
…
森
田　

美
芽
… 63

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る 

多
様
性
受
容
と
理
解
の
教
育 

…
…
…
…
…
…
…
…
水
口　
　

洋
… 64

教
育
学
か
ら
み
る
宗
教
的
多
様
性
と
教
育
ニ
ー
ズ 

…
丸
山　

英
樹
… 65



3　　

目　次
T

he N
ew

 Life M
ovem

ent 
in Post-w

ar Japan 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…Ō

BA A
ya

… 106
Localisation of Contem

porary W
estern 

W
itchcraft in Japan 

…
…
…
…
…
…K

A
W

A
N

ISH
I Eriko

… 108
A

n Evaluation on Sam
athupuram

 in T
am

il N
adu in 

Prom
otion of Social H

arm
ony 

…
…A

N
T

O
N

Y Susairaj

… 109

第
三
グ
ル
ー
プ

明
治
天
皇
の
大
喪
儀
を
め
ぐ
る
諸
問
題 

…
…
…
…
…
大
番　

彩
香
… 111

憲
兵
隊
に
よ
る
日
本
救
世
軍
弾
圧
の
経
緯 

…
…
…
…
小
島　

伸
之
… 112

知
識
人
宗
教
と
し
て
の
近
代
神
道
学
形
成
前
史 

…
…
木
村
悠
之
介
… 113

近
代
日
本
に
お
け
る
「
教
団
」
と
い
う
自
己
定
位 

…
藤
井　

麻
央
… 114

六
〇
年
代
英
国
に
お
け
る 

カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
神
学 

…
…
…
…
…
…
村
山　

由
美
… 115

国
家
神
道
概
念
の
形
成
過
程 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
島
薗　
　

進
… 117

日
本
正
教
会
の
神
に
よ
る
「
記
憶
」 …
…
…
…
…
…
…
佐
﨑　
　

愛
… 118

小
崎
弘
道
に
お
け
る
政
治
と
宗
教 

…
…
…
…
…
…
…
齋
藤　

公
太
… 119

有
賀
鐵
太
郎
に
よ
る
基
督
教
学
の
構
想 

…
…
…
…
…
小
柳　

敦
史
… 120

日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策 

…
…
…
…
…
…
…
松
岡　

秀
明
… 121

「
神
」
と
「
正
直
」 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
城
所　

喬
男
… 122

本
居
宣
長
の 

『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
に
み
る
天
皇
と
宗
教 

…
…
…
森　
　

和
也
… 123

肥
前
の
国
学
者
に
お
け
る
「
道
」
と
「
雅
び
」 …
…
…
三
ツ
松　

誠
… 124

神
的
世
界
の
実
在 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
林　
　
　

研
… 89

ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
の
読
ま
れ
方 

…
…
…
…
…
…
…
鶴
岡　

賀
雄
… 90

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
に
よ
る
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
理
解 

…
…
水
口　

隆
司
… 91

神
学
的
倫
理
学
に
お
け
る 

社
会
性
と
正
義
の
問
題
に
関
す
る
一
考
察 

…
…
…
上
原　
　

潔
… 92

ポ
ー
ル
・
ニ
ッ
タ
ー
の 

諸
宗
教
の
神
学
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム 

…
…
…
…
橘
田　

直
樹
… 93

宗
教
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｈ
・
ロ
ン
グ
と 

黒
人
神
学 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
上　

辰
雄
… 94

第
二
グ
ル
ー
プ

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー 

…
伊
藤　

潔
志
… 96

キ
エ
テ
ィ
ス
ム
論
争
再
訪 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
渡
辺　
　

優
… 97

日
本
語
近
現
代
詩
歌
史
に
お
け
る 

西
洋
古
代
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
史 

…
…
…
中
西　

恭
子
… 98

明
治
前
期
に
お
け
る
「
世
界
の
諸
宗
教
」
像
の 

形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
星
野　

靖
二
… 99

生
成
の
神
学
と
心
身
論
の
位
置 

…
…
…
…
…
…
…
…
久
保　

隆
司
… 100

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の 

日
本
に
お
け
る
受
容
の
初
期
を
め
ぐ
る
一
考
察 

…
土
井　

裕
人
… 102

初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の 

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
解
釈 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
土
屋　

睦
廣
… 103

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
三
位
一
体
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
矢
内　

義
顕
… 104
Freedom

 of Religion as a D
iplom

atic Strategy 
of Japan in 1893 

…
…
…
…
…
…
…
…
…T

A
K

A
SE K

ōhei

… 105



　　4

目　次

帝
国
日
本
の
持
戒
僧 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
亀
山　

光
明
… 144

戦
後
日
本
に
お
け
る
密
教
ブ
ー
ム
と
「
超
能
力
」 …
…
韓　
　

相
允
… 145

日
露
戦
争
に
お
け
る
軍
人
精
神
と
禅 

…
…
…
…
…
…
山
口　

陽
子
… 146

梵
文
法
華
経
に
お
け
るprajñā 

…
…
…
…
…
…
…
…
西　
　

康
友
… 147

左
京
阿
闍
梨
日
教
伝
の
再
検
討 

…
…
…
…
…
…
…
…
堀
江　

瑛
正
… 149

日
蓮
著
『
立
正
安
国
論
』
に
み
る 

経
典
引
用
を
め
ぐ
っ
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
矢
吹　

康
英
… 150

仏
教
系
新
宗
教
に
お
け
る
法
華
経
の
受
容
と
解
釈 

…
大
西　

克
明
… 151

大
谷
光
瑞
と
中
国 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
楽　
　
　

星
… 152

「
近
代
真
宗
学
」
の
な
か
の
江
戸
宗
学 

…
…
…
…
…
…
菊
川　

一
道
… 153

戦
前
期
真
宗
大
谷
派
の
災
害
対
応 

…
…
…
…
…
…
…
御
手
洗
隆
明
… 154

ア
メ
リ
カ
仏
教
の
な
か
の
女
性
た
ち 

…
…
…
…
…
…
釋
氏　

真
澄
… 155

玉
溪
延
俊
に
つ
い
て
の
考
察 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
平　
　

燕
紅
… 157

新
出
・
伝
円
仁
写 

『
注
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
十
二
攷 

…
…
…
…
…
…
…
青
木　

佳
伶
… 158

性
海
霊
見
に
よ
る
東
福
寺
復
興
事
業 

…
…
…
…
…
…
鄭　
　

美
景
… 159

『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
に
お
け
る 

観
自
在
菩
薩
の
二
十
一
経
典
の
引
用
研
究 

…
…
…
槇
殿　

伴
子
… 160

第
六
グ
ル
ー
プ

『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
「
広
略
相
入
」
の
一
考
察 

…
溪　
　

英
俊
… 162

善
導
の
光
明
観 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
安
部　

弘
得
… 163

親
鸞
の
「
報
中
化
土
説
」
成
立
の 

背
景
と
そ
の
周
辺 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
那
須　

一
雄
… 164

第
四
グ
ル
ー
プ

新
仏
教
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
呉　
　

佩
遥
… 126

神
道
三
穂
教
会
史
料
に
み
る
「
鎮
魂
・
帰
神
法
」 …
…
並
木　

英
子
… 127

無
き
も
の
と
さ
れ
た
近
代
知 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
津
城　

寛
文
… 128

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
『
地
理
学
』
中
の 

マ
ガ
関
連
記
述
の
批
判
的
検
討 

…
…
…
…
…
…
…
永
井　

悠
斗
… 129

サ
ム
エ
ル
記
に
お
け
る
「
神
の
箱
」
に
つ
い
て 

…
…
塩
野
谷
恭
輔
… 130

M
idrash R

abbah

の
印
刷
か
ら
見
ら
れ
る 

ラ
ビ
た
ち
の
解
釈
伝
統 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
袁　
　

浩
春
… 131

カ
イ
ロ
・
ゲ
ニ
ザ
に
お
け
る 

ユ
ダ
ヤ
教
カ
ラ
ー
ム
と
聖
書
解
釈 
…
…
…
…
…
…
法
貴　
　

遊
… 132

近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
言
説 

…
河
底　

佑
佳
… 133

十
二
イ
マ
ー
ム
派
に
お
け
る 

「
薄
弱
者
（m

ustad. ‘af

）」
の
概
念 

…
…
…
…
…
平
野　

貴
大
… 135

井
筒
俊
彦
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
戸　

潤
弥
… 136

ル
ー
ミ
ー
の
宗
教
共
生
思
想 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
野　

東
生
… 137

三
輪
田
高
房
の
伝
え
た
鎮
魂
行
事
と 

橘
家
神
道
十
種
加
持 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
新
田　

惠
三
… 138

丸
山
教
会
の
扶
桑
教
合
同
期
に
お
け
る 

教
理
的
言
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
谷　

正
幸
… 139

柴
田
礼
一
管
長
時
代
の
実
行
教
の
教
化
活
動 

…
…
…
今
井　

功
一
… 141

第
五
グ
ル
ー
プ

発
見
さ
れ
た
上
田
天
瑞
「
ビ
ル
マ
日
記
」
を
読
む 

…
大
澤　

広
嗣
… 143



5　　

目　次

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
と 

現
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究 

…
…
…
…
…
…
伊
藤　

雅
之
… 185

ナ
ウ
エ
ン
の
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
に
お
け
る 

霊
性
理
解 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
武
田　

厚
子
… 187

宗
教
と
青
年
期
適
応
に
関
す
る
研
究 

…
…
…
…
…
…
山
﨑　

洋
史
… 188

心
の
声
に
従
う 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
葛
西　

賢
太
… 189

生
徒
の
受
用
的
理
解
が 

「
宗
教
科
」
学
業
達
成
に
及
ぼ
す
影
響 

…
…
…
…
…
桑
原　

昭
信
… 190

新
し
い
宗
教
教
育
に
関
す
る
批
判
的
考
察 

…
…
…
…
宇
田
川
千
帆
… 192

宗
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
教
育 

…
…
…
…
…
…
…
飯
嶋　

秀
治
… 193

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
呪
術
性 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岡
本　

圭
史
… 194

ユ
ダ
、
イ
エ
ス
を
出
し
ぬ
く 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
村　

哲
夫
… 195

カ
ナ
ダ
、
ク
リ
ー
族
の
サ
ン
ダ
ン
ス
と 

ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー 

…
…
…
…
…
…
…
…
谷
口　

智
子
… 196

第
八
グ
ル
ー
プ

「
胎
教
」
と
「
胎
内
記
憶
」
の 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
橋
迫　

瑞
穂
… 198

ク
ィ
ア
仏
教
学
の
射
程 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宇
治　

和
貴
… 199

戦
後
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
女
性
教
師
の
養
成
制
度 

…
丹
羽　

宣
子
… 200

世
俗
主
義
（
ラ
イ
シ
テ
）
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー 

…
…
…
…
伊
達　

聖
伸
… 201

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る 

宗
教
間
対
話
の
展
開
と
そ
の
地
域
的
特
性 

…
…
…
佐
藤
香
寿
実
… 203

怪
異
譚
に
お
け
る
〈
宗
教
〉 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
古
山　

美
佳
… 204

カ
レ
ン
ダ
ー
の
中
の
宗
教
行
事 

…
…
…
…
…
…
…
…
別
府　

良
孝
… 205

聖
覚
仮
託
文
献
と
し
て
の 

『
黒
谷
源
空
上
人
伝
』
に
つ
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
西
河　
　

唯
… 165

妙
好
人
と
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
黒
崎　

浩
行
… 167

日
蓮
宗
寺
院
伽
藍
配
置
の
特
徴 

…
…
…
…
…
…
…
…
望
月　

真
澄
… 168

禅
観
経
典
に
見
る 

心
の
負
の
反
応
に
対
す
る
対
処
法 

…
…
…
…
…
…
蓑
輪　

顕
量
… 169

一
念
三
千
と
他
者 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
輪　

是
法
… 170

メ
デ
ィ
ア
と
教
団
活
動 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
青
木　
　

繁
… 171

枚
岡
神
社
に
お
け
る
国
際
化
へ
の
取
り
組
み 

…
…
…
辰
巳
佳
寿
恵
… 173

「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
」
に
関
す
る 

経
緯
考 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
太
田　

俊
明
… 173

戦
後
神
社
界
に
よ
る
政
治
活
動
の
理
念
と
実
践 

…
…
塚
田　

穂
高
… 175

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
御
開
帳
の
変
容 

…
…
…
…
…
…
和
栗　

隆
史
… 176

感
染
症
と
現
代
ユ
ダ
ヤ
教
世
界 

…
…
…
…
…
…
…
…
志
田　

雅
宏
… 177

学
生
と
共
に
考
え
る 

「
コ
ロ
ナ
時
代
の
生
命
倫
理
」 

…
…
…
…
…
…
…
…
冲
永　

隆
子
… 178

特
別
の
教
科
「
道
徳
」
の
教
科
書
に 

「
い
の
ち
」
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か 

…
…
…
…
…
弓
山　

達
也
… 180

第
七
グ
ル
ー
プ

カ
ル
ト
、
Ａ
Ａ
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス 

…
…
…
…
…
横
道　
　

誠
… 182

「
願
望
成
就
本
」
の
中
の
神
社
と
祭
神 

…
…
…
…
…
…
大
道　

晴
香
… 183

物
語
に
み
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と 

リ
ア
リ
テ
ィ
の
均
衡
の
変
容 

…
…
…
…
…
…
…
…
大
澤
千
恵
子
… 184



　　6

目　次

Ｂ
グ
ル
ー
プ

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
奉
納
物
の
諸
相 

…
…
…
…
…
…
…
渡
辺　

和
子
… 228

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
災
因
論
と
病
気
治
療
儀
礼 

…
…
…
細
田
あ
や
子
… 229

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
に
お
け
る 

ニ
ン
フ
ァ
エ
ウ
ム 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
堀　

馨
子
… 230

エ
デ
ン
の
園
の
四
つ
の
川 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岩
嵜　

大
悟
… 231

ユ
ダ
ヤ
人
の
同
化
に
つ
い
て
の 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
方 

…
…
…
…
…
…
…
丸
山　

空
大
… 232

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る 

ラ
タ
ー
イ
フ
の
語
の
使
用
に
関
す
る
問
題
点 

…
…
相
樂　

悠
太
… 234

キ
リ
ス
ト
教
の
悪
魔
に
関
す
る
宗
教
学
的
考
察 

…
…
佐
々
木
謙
一
… 235

吉
地
観
と
風
水
系
言
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木　

一
馨
… 236

中
江
藤
樹
年
譜
考 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木　

保
實
… 237

筒
上
山
の
改
祭
に
つ
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
黒
田　

宗
篤
… 238

十
九
世
紀
朝
鮮
に
お
け
る
コ
レ
ラ
大
流
行
と
宗
教 

…
朴　
　

炳
道
… 240

影
山
庄
平
に
よ
る
銅
像
・
石
像
建
立
事
業 

…
…
…
…
島
岡　

昇
平
… 241

金
子
白
夢
牧
師
に
よ
る 

名
古
屋
市
都
市
計
画
へ
の
提
言
に
つ
い
て 

…
…
…
菅
原　

研
州
… 242

再
臨
信
仰
を
め
ぐ
る
統
制
と
弾
圧 

…
…
…
…
…
…
…
川
口　

葉
子
… 243

柳
田
國
男
の
戦
時
下
に
お
け
る
霊
山
観
念 

…
…
…
…
由
谷　

裕
哉
… 245

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
教
祖
像 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堀
内
み
ど
り
… 246

ア
ナ
キ
ズ
ム
か
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か 

…
…
…
…
…
…
栗
田　

英
彦
… 247

『
五
井
昌
久
事
典
』
を
作
成
す
る
中
で 

見
え
て
き
た
も
の 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉
田　

尚
文
… 248

出
身
地
域
か
ら
「
日
本
の
宗
教
」
を
捉
え
直
す 

…
…
西
村　
　

明
… 206

新
し
い
葬
送
の
担
い
手
と
そ
の
宗
教
意
識 

…
…
…
…
谷
山　

昌
子
… 207

生
身
の
地
蔵
霊
地
、 

下
野
岩
船
山
高
勝
寺
の
信
仰
の
諸
相 

…
…
…
…
…
林　
　

京
子
… 208

武
州
御
嶽
山
の
宿
坊
運
営
を
支
え
る
つ
な
が
り 

…
…
髙
田　
　

彩
… 210

地
方
自
治
体
の
葬
祭
業
務
と
そ
の
変
容 

…
…
…
…
…
山
田　

慎
也
… 211

神
々
の
輪
廻 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
﨑　

好
裕
… 212

河
口
慧
海
の
仏
説
論 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
庄
司　

史
生
… 213

Ａ
グ
ル
ー
プ

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
カ
リ
ス
マ 
…
…
…
…
…
…
…
…
大
黒　

正
伸
… 215

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
と
現
実
的
無
限 
…
…
…
…
…
後
藤　

英
樹
… 216

Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の 

引
用
聖
句
と
「
神
」
認
識 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
妹
尾　

美
加
… 217

ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
・
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る 

肉
体
と
神 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
城　

貢
司
… 218

「
何
性
の
本
源
性
（as. ālat al-m

āhiyyah

）」 

の
再
考 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宮
島　
　

舜
… 219

一
四
四
〇
年
代
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
思
想
に
お
け
る 

キ
リ
ス
ト
論
の
展
開 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
島
田　

勝
巳
… 221

柏
木
義
円
の
「
神
の
肖
像
」
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
杉
田　

俊
介
… 222

キ
リ
ス
ト
教
悪
魔
祓
い
の
世
界
観 

…
…
…
…
…
…
…
中
里　
　

巧
… 223

祈
り
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を 

論
理
的
な
欧
米
思
想
と
混
同
し
て
い
な
い
か 

…
…
髙
橋　

勝
幸
… 224

コ
ヘ
レ
ト
は
空
を
説
い
た
か 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
城
福　

雅
伸
… 226



7　　

目　次

河
合
隼
雄
の
中
空
構
造
論
と 

「
心
の
専
門
家
」
を
め
ぐ
っ
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
深
谷　

耕
治
… 270

宗
教
が
生
命
倫
理
を
語
る
と
き 

…
…
…
…
…
…
…
…
安
藤　

泰
至
… 272

ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
に
お
け
る 

身
体
経
験
の
日
常
性
と
非
日
常
性 

…
…
…
…
…
…
寺
戸　

淳
子
… 273

「
代
受
苦
」
と
は
何
か 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
沢　
　

豊
… 274

神
道
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
構
造 

…
…
…
…
金
田　

伊
代
… 275

「
水
子
供
養
」
儀
礼
に
関
す
る 

国
際
比
較
研
究
の
試
み 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陳　
　

宣
聿
… 276

無
墓
制
真
宗
地
域
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
変
遷 

…
…
本
林　

靖
久
… 278

日
本
に
お
け
る
「
教
会
墓
地
」
の
今
日
的
意
義 

…
…
中
野　

敬
一
… 279

現
代
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の 

葬
送
儀
礼
の
変
化
に
つ
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
香
月　

法
子
… 280

韓
国
人
の
尊
厳
死 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
渕
上　

恭
子
… 281

日
本
の
韓
国
文
化
論
に
お
け
る 

恨
（
ハ
ン
）
の
受
容 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
古
田　

富
建
… 282

媽
祖
と
観
音 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
張　
　
　

凱
… 283

出
家
に
み
る
共
同
性 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
工
藤
さ
く
ら
… 284

現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教 

…
…
…
…
…
山
下　

博
司
… 286

宗
教
儀
礼
の
世
俗
性 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岡
光　

信
子
… 287

南
イ
ン
ド
、
オ
ー
ロ
ビ
ル
に
お
け
る 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教
の
関
係 

…
…
…
…
福
田　
　

薫
… 288

ト
ル
コ
の
宗
教
系
市
民
社
会
組
織
の 

政
治
的
関
与
と
宗
教
意
識 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
幸
加
木　

文
… 290

Ｃ
グ
ル
ー
プ

蓮
華
院
版
「
観
心
十
法
界
図
」
と
善
光
寺
信
仰 

…
…
小
林　

順
彦
… 250

仏
教
の
基
本
「
三
宝
」
に
つ
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
冨
田　

信
隆
… 251

願
力
に
つ
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
杉
岡　

信
行
… 252

仏
教
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
系
譜 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
望
月　

海
慧
… 253

『
モ
ン
ゴ
ル
佛
教
史
』
と
『
蒙
古
源
流
』 

…
…
…
…
…
阿
部　

真
也
… 254

近
世
に
お
け
る
観
音
利
益 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
泉　
　

壽
… 256

加
賀
藩
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
の
展
開 

…
…
…
…
…
横
山　

雄
玉
… 257

明
治
初
期
琉
球
の
真
宗
布
教
と 

「
法
難
事
件
」
に
関
す
る
研
究 
…
…
…
…
…
…
…
…
福
島　

栄
寿
… 258

近
代
仏
教
研
究
に
お
け
る 

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｃ
・
ア
ー
モ
ン
ド
の
位
置 
…
…
…
奥
山　

倫
明
… 259

社
会
事
業
か
ら
見
た
日
本
仏
教
の
近
代
化 

…
…
…
…
井
川　

裕
覚
… 261

宮
沢
賢
治
の
恋
愛
観
と
宗
教
情
操 

…
…
…
…
…
…
…
牧
野　
　

静
… 262

津
市
四
天
王
寺
の
仏
像
胎
内
に
納
め
ら
れ
た 

タ
カ
ラ
ガ
イ
に
つ
い
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
藤　

亜
美
… 263

歯
吹
仏
像
再
考 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
神
居　

文
彰
… 264

Ｄ
グ
ル
ー
プ

由
來
八
幡
宮
・
姫
之
飯
神
事
の
儀
礼
構
成 

…
…
…
…
風
早　

康
惠
… 266

家
庭
の
宗
教
性
の
変
容 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石
井　

研
士
… 267

Lived religion

研
究
の
課
題
と
可
能
性 

…
…
…
…
村
上　
　

晶
… 268

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
霊
性 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊
藤
耕
一
郎
… 269
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近
現
代
日
本
の
仏
教 

│
│  
戦
前
・
戦
後
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る 

連
続
性
と
断
絶 

│
│

講
演
者

坂
井
田
夕
起
子
（
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
客
員
研
究
員
）

小
島　

敬
裕
（
津
田
塾
大
学
教
授
）

ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
（
デ
リ
ー
大
学
准
教
授
）

コ
メ
ン
テ
ー
タ

石
井　

公
成
（
駒
澤
大
学
教
授
）

趣
旨
説
明
・
司
会

矢
野　

秀
武
（
駒
澤
大
学
教
授
）

Y
ouT
ube

に
よ
る
収
録
済
み
動
画
の
限
定
配
信

二
〇
二
〇
年
九
月
一
六
日（
水
）―
二
〇
日（
日
）

共
催　

駒
沢
宗
教
学
研
究
会

企
画
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

大
澤　

広
嗣
（
文
化
庁
宗
務
課
専
門
職
）

趣
旨

　

近
年
、
近
現
代
日
本
の
仏
教
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
、
日
本
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠

組
み
を
超
え
た
研
究
の
増
加
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
仏
教
そ
の
も

の
の
世
界
的
な
広
が
り
が
前
提
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
近

現
代
日
本
の
宗
教
史
が
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
展
開
し
て
き
た
と
い

う
認
識
が
深
ま
っ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
一
因
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

で
は
近
現
代
の
ア
ジ
ア
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
日
本
仏
教
は
ど
の
よ

う
な
展
開
を
見
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ジ
ア
各
地
の
仏
教
や
そ
の
他
の

宗
教
と
ど
の
よ
う
な
接
点
を
持
ち
、
そ
の
出
会
い
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
す
れ
違
い
や
影
響
関
係
が
生
じ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
現
象
と
し
て
の
近
現
代
の
日
本
仏

教
は
、
戦
前
と
戦
後
に
お
け
る
断
絶
と
と
も
に
、
現
在
に
ま
で
至
る
ど
の

よ
う
な
連
続
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
の
事

例
を
取
り
上
げ
、
歴
史
学
、
宗
教
学
、
文
化
人
類
学
、
仏
教
学
な
ど
学
際

的
な
視
点
か
ら
、
近
現
代
の
日
本
仏
教
の
研
究
に
お
け
る
新
た
な
可
能
性

を
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
第
七
九
回
学
術
大
会
実
行
委
員
会
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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上
に
わ
た
り
「
日
本
仏
教
の
顔
」
と
し
て
活
躍
し
た
。
仏
教
タ
イ
ム
ス
の

社
長
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

戦
前
の
中
山
の
活
動
で
特
筆
す
べ
き
は
「
仏
教
国
有
化
」
で
あ
ろ
う
。

一
九
四
〇
年
、
浅
草
寺
や
法
華
経
寺
の
貫
主
、
華
族
や
軍
人
の
賛
同
者
と

と
も
に
研
究
会
を
主
催
し
、
戦
時
の
翼
賛
体
制
を
す
す
め
る
運
動
を
開
始

し
た
。
毎
月
の
仏
教
講
座
を
開
い
て
仏
教
普
及
に
つ
と
め
、
東
亜
仏
教
圏

お
盆
祭
り
で
は
日
中
の
戦
歿
者
の
た
め
の
法
要
も
行
っ
た
。

　

日
本
社
会
は
敗
戦
に
よ
っ
て
一
転
し
、
中
山
は
英
語
を
武
器
に
活
躍
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
四
五
年
九
月
、
中
山
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
キ
リ
ス
ト
教

関
係
者
と
か
け
あ
っ
て
日
米
戦
没
者
慰
霊
祭
を
開
催
し
、
一
九
四
八
年
に

は
暗
殺
さ
れ
た
ガ
ン
ジ
ー
の
追
悼
会
を
主
催
し
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
で

翌
年
ガ
ン
ジ
ー
基
金
（
イ
ン
ド
）
主
催
の
世
界
平
和
者
会
議
に
招
待
さ
れ

た
。
中
山
は
イ
ン
ド
滞
在
中
に
仏
跡
を
巡
礼
し
、
ネ
ー
ル
首
相
と
会
見
し

た
。
そ
し
て
、
セ
イ
ロ
ン
で
開
催
さ
れ
る
Ｗ
Ｆ
Ｂ
の
設
立
会
議
に
も
招
待

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
仏
教
連
合
会
（
仏
連
）
の
正
式
代
表
は

曹
洞
宗
管
長
の
高
階
瓏
仙
だ
っ
た
が
、
一
足
先
に
到
着
し
て
い
た
中
山
が

英
語
で
演
説
し
、
第
二
回
大
会
の
日
本
開
催
を
了
承
し
た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
仏
教
徒
会
議
の
設
立

　

活
気
づ
く
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
を
み
た
中
山
は
、
日
本
仏
教
も
国
際
会
議

を
開
催
す
る
こ
と
で
活
性
化
で
き
る
と
考
え
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
の
仏
連

は
日
本
大
会
を
「
時
期
尚
早
」
と
断
っ
た
が
、
中
山
は
常
光
浩
然
や
長
井

真
琴
ら
賛
同
者
と
と
も
に
日
本
仏
教
徒
会
議
を
設
立
し
、
セ
イ
ロ
ン
で
見

聞
き
し
た
よ
う
に
一
般
仏
教
徒
と
僧
侶
が
協
力
す
る
有
志
の
国
際
会
議
を

め
ざ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
試
み
は
、
当
然
な
が
ら
仏
連
や
既
存
の

戦
後
日
本
と
東
ア
ジ
ア
仏
教
世
界
の
交
流 

│
│  

第
二
回
世
界
仏
教
徒
会
議
か
ら
み
た 

 

戦
前
と
の
連
続
、
断
絶
に
つ
い
て 

│
│

坂
井
田
夕
起
子

戦
後
日
本
の
仏
教
界
と
世
界
仏
教
徒
連
盟
の
設
立

　

一
九
五
〇
年
、
セ
イ
ロ
ン
の
マ
ラ
ラ
セ
ー
ケ
ラ
博
士
は
仏
教
徒
が
国 

境
を
超
え
た
親
睦
を
深
め
る
た
め
の
世
界
仏
教
徒
連
盟
（T

he W
orld 

Fellow
ship of Buddhists　

Ｗ
Ｆ
Ｂ
）
設
立
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
に

賛
同
し
た
二
七
地
域
代
表
は
、
二
年
に
一
度
、
持
ち
回
り
で
世
界
仏
教
徒

会
議
を
開
催
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
日
本
は
創
立
当
初
か
ら
の
メ
ン
バ
ー

で
、
第
二
回
大
会
を
皮
切
り
に
こ
れ
ま
で
四
度
の
日
本
大
会
を
主
催
し
て

い
る
。

　

従
来
、
一
九
五
二
年
の
日
本
大
会
は
①
戦
後
日
本
の
国
際
世
界
へ
の
復

帰
、
②
全
日
本
仏
教
会
（
全
仏
）
の
前
史
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
本
報

告
は
こ
の
会
議
を
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
の
枠
組
み
で
捉
え
直

し
、
日
本
、
台
湾
、
中
国
に
つ
い
て
戦
前
と
の
連
続
・
断
絶
に
つ
い
て
み

て
い
き
た
い
。

国
際
交
流
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
の
中
山
理
々

　

現
代
の
私
た
ち
が
思
い
浮
か
べ
る
中
山
理
々
は
日
本
仏
教
讃
仰
会
を
主

催
す
る
大
谷
派
の
僧
侶
で
、
全
仏
の
国
際
局
長
や
世
界
宗
教
者
平
和
会
議

日
本
委
員
会
常
務
理
事
や
ガ
ン
ジ
ー
平
和
連
盟
理
事
長
な
ど
の
肩
書
を
持

ち
、
数
多
く
の
国
際
会
議
に
出
席
し
た
人
物
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
王
と
会

談
し
、
国
連
会
議
に
も
参
加
す
る
な
ど
活
動
は
幅
広
く
、
戦
後
二
〇
年
以
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台
湾
の
「
中
国
」
代
表
団

　

Ｗ
Ｆ
Ｂ
日
本
大
会
の
「
中
国
」
代
表
は
、
日
本
と
国
交
の
あ
る
台
湾
の

中
華
民
国
代
表
だ
っ
た
。
代
表
五
名
の
う
ち
四
名
が
中
国
大
陸
出
身
で
あ

り
、
団
長
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
高
僧
章
嘉
（Changkya K

hutukhtu

）、

僧
侶
は
太
虚
の
高
弟
と
し
て
知
ら
れ
た
印
順
が
選
ば
れ
た
。
居
士
の
李
子

寬
と
趙
恒
惕
は
孫
文
時
代
か
ら
の
国
民
党
員
で
あ
り
、
唯
一
の
台
湾
人
代

表
は
李
添
春
で
、
駒
澤
大
学
留
学
経
験
を
持
つ
台
湾
大
学
農
学
院
教
授
だ

っ
た
。
李
は
台
湾
総
督
府
で
働
い
た
経
験
を
持
ち
、
代
表
団
で
は
通
訳
も

兼
ね
た
。

戒
厳
令
下
の
台
湾
と
中
国
仏
教

　

日
本
敗
戦
後
、
台
湾
は
中
華
民
国
に
な
り
、
中
国
か
ら
新
た
な
政
府
が

や
っ
て
き
た
。
一
九
四
七
年
、
台
湾
人
の
政
府
に
対
す
る
反
発
が
暴
動
に

発
展
す
る
と
、
政
府
は
戒
厳
令
を
敷
き
軍
隊
で
弾
圧
し
た
。
多
数
の
一
般

市
民
に
混
じ
っ
て
僧
侶
に
も
犠
牲
者
が
出
た
の
は
、
中
国
共
産
党
と
の
関

係
を
疑
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
四
九
年
一
〇
月
に
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
と
、
中
華
民
国

政
府
は
台
湾
へ
撤
退
し
、
中
国
仏
教
会
も
台
湾
へ
移
転
し
た
。
台
湾
に
逃

れ
た
僧
侶
は
お
よ
そ
百
人
と
言
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
政
府
に
認

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
死
活
問
題
と
な
っ
た
。

　

Ｗ
Ｆ
Ｂ
日
本
大
会
か
ら
招
待
状
が
届
く
と
、
中
国
人
僧
侶
は
政
府
に
対

し
て
国
際
的
な
「
中
国
仏
教
」
の
意
義
を
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン

ド
で
は
仏
教
が
滅
び
、
大
乗
仏
教
の
中
心
は
中
国
に
う
つ
っ
た
が
中
国
共

産
党
の
弾
圧
で
危
機
的
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
日
本
は
仏
教
研
究
は
盛
ん

だ
が
仏
教
そ
の
も
の
は
世
俗
化
し
て
堕
落
し
た
。
だ
か
ら
、
台
湾
に
残
る

教
団
か
ら
反
感
を
か
っ
た
。
ま
た
、
日
本
仏
教
徒
会
議
の
参
加
者
に
は
上

座
部
仏
教
に
対
す
る
古
い
優
越
感
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
自
分
た
ち
の
国

際
会
議
を
Ｗ
Ｆ
Ｂ
の
第
二
回
大
会
で
は
な
く
独
自
開
催
に
し
た
い
と
声
を

あ
げ
、
一
時
は
セ
イ
ロ
ン
本
部
を
あ
わ
て
さ
せ
た
。

Ｗ
Ｆ
Ｂ
日
本
大
会
の
実
現
と
全
日
本
仏
教
会
の
設
立

　

結
局
、
中
山
と
賛
同
者
た
ち
は
自
力
で
国
際
会
議
を
準
備
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
開
催
三
ヶ
月
前
に
仏
連
に
助
け
を
求
め
た
。
仏
連
と
既
存
の
教

団
を
中
心
に
事
務
局
が
再
編
さ
れ
、
総
裁
に
高
階
瓏
仙
、
名
誉
総
裁
に
東

西
本
願
寺
の
ト
ッ
プ
が
就
任
し
た
。
そ
の
他
、
京
都
で
も
閉
会
式
を
開
催

す
る
こ
と
で
各
教
団
か
ら
の
協
力
体
制
を
獲
得
し
た
。
大
会
事
務
局
は
外

務
省
の
要
請
を
受
け
、
社
会
主
義
国
の
中
国
、
モ
ン
ゴ
ル
、
北
朝
鮮
は
招

待
し
な
い
こ
と
を
決
め
た
。
同
時
に
会
議
で
政
治
的
な
発
言
を
し
な
い
こ

と
も
確
認
し
た
。
大
会
事
務
局
の
変
質
は
、
仏
教
界
の
改
革
や
政
治
の
壁

を
超
え
た
仏
教
徒
の
連
帯
を
期
待
し
た
人
々
を
失
望
さ
せ
た
。

　

一
九
五
〇
年
九
月
末
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
日
本
大
会
は
多
数
の
上
座
部
仏
教
国
の

僧
侶
が
参
加
し
、
戒
律
を
守
る
敬
虔
な
僧
侶
た
ち
の
姿
が
日
本
の
メ
デ
ィ

ア
を
ひ
き
つ
け
た
。
し
か
し
、
日
本
側
一
般
仏
教
徒
の
参
加
は
少
な
く
、

会
議
を
盛
り
上
げ
た
の
は
日
本
山
妙
法
寺
な
ど
新
宗
教
の
信
者
た
ち
と
い

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
会
議
の
準
備
不
足
も
い
な
め
ず
、
課
題
の
多
く
残

る
会
議
だ
っ
た
と
の
厳
し
い
意
見
も
見
ら
れ
る
。
日
本
大
会
終
了
後
、
仏

連
に
代
わ
り
得
る
通
仏
教
的
組
織
の
立
ち
上
げ
を
め
ざ
し
た
が
上
手
く
ゆ

か
ず
、
最
終
的
に
日
本
仏
教
徒
会
議
は
仏
連
と
合
流
し
た
。
こ
れ
が
、
一

九
五
四
年
に
設
立
さ
れ
た
全
仏
で
あ
る
。
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上
が
っ
た
。

　

一
九
五
三
年
七
月
、
日
本
仏
教
徒
た
ち
は
中
国
人
強
制
連
行
犠
牲
者
の

遺
骨
送
還
団
を
中
国
に
派
遣
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
団
長
の
中
山
理
々

を
は
じ
め
日
本
人
団
員
一
〇
名
の
半
数
が
仏
教
徒
だ
っ
た
。
そ
の
後
も
、

多
く
の
僧
侶
た
ち
が
中
国
訪
問
を
積
み
重
ね
、
二
年
後
に
は
日
中
交
流
の

窓
口
「
日
中
仏
教
交
流
懇
談
会
」
が
組
織
さ
れ
た
。
会
長
に
は
大
谷
派
連

枝
で
参
議
院
議
員
の
大
谷
瑩
潤
が
就
任
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
日
中
仏
教
者
の
交
流
の
進
展
は
、
台
湾
側
の
反
発
を
招
い

た
。
中
国
人
強
制
連
行
犠
牲
者
の
遺
骨
送
還
問
題
で
も
台
湾
か
ら
の
横
槍

が
入
っ
た
が
、
よ
り
大
き
か
っ
た
の
は
玄
奘
の
遺
骨
を
め
ぐ
る
騒
動
だ
っ

た
。玄

奘
三
蔵
の
遺
骨
を
め
ぐ
る
相
克

　

玄
奘
は
中
国
唐
代
の
高
僧
で
あ
る
。
戦
時
中
、
南
京
を
占
領
し
て
い
た

日
本
軍
が
石
棺
と
と
も
に
彼
の
遺
骨
を
発
見
し
て
話
題
と
な
っ
た
。
日
本

側
は
南
京
の
汪
兆
銘
（
精
衛
）
政
権
に
遺
骨
を
返
還
し
、
一
九
四
四
年
、

日
中
共
同
で
三
蔵
塔
を
再
建
し
た
。
そ
の
際
一
部
が
日
本
へ
分
骨
さ
れ
、

戦
後
は
埼
玉
の
慈
恩
寺
に
奉
安
さ
れ
た
。

　

Ｗ
Ｆ
Ｂ
日
本
大
会
に
参
加
し
た
中
華
民
国
代
表
は
玄
奘
の
遺
骨
の
存
在

を
知
り
、
台
湾
へ
の
「
返
還
」
を
求
め
た
。
な
ぜ
な
ら
日
中
戦
争
当
時
の

「
中
国
」
は
中
華
民
国
で
、
中
国
仏
教
の
偉
人
玄
奘
の
遺
骨
が
台
湾
へ
渡

る
こ
と
は
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
側
と
の
交
渉
に

よ
り
、
遺
骨
は
「
分
骨
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
報

道
さ
れ
る
と
中
国
は
猛
反
発
し
た
。
中
国
仏
教
の
象
徴
が
台
湾
に
渡
る
こ

と
は
、
政
治
的
に
絶
対
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
中
国
は
玄
奘
の
遺

中
国
仏
教
が
国
際
的
に
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
が
政
府
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
代
表
団
は
日
本
大
会
に
派
遣
さ
れ

た
。

　

し
か
し
、
日
本
大
会
で
は
上
座
部
仏
教
の
僧
侶
が
中
心
で
中
国
人
僧
侶

の
存
在
感
は
小
さ
く
、
中
国
の
宗
教
弾
圧
を
批
判
を
し
よ
う
に
も
イ
ン
ド

や
ビ
ル
マ
な
ど
中
国
を
承
認
し
た
国
の
代
表
が
否
定
し
た
。
結
局
、
中
国

人
僧
侶
た
ち
は
対
外
活
動
の
成
果
と
し
て
日
本
と
の
友
好
を
強
調
す
る
し

か
な
か
っ
た
。

日
中
仏
教
者
の
交
流
の
始
ま
り
と
中
国
の
対
日
融
和
政
策

　

一
方
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
日
本
大
会
に
招
待
さ
れ
な
か
っ
た
中
国
で
は
、
同
時
期

に
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
平
和
会
議
を
開
催
し
、
ビ
ル
マ
、
セ
イ
ロ
ン
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
の
仏
教
徒
と
共
同
で
平
和
を
訴
え
る
声
明

を
発
表
し
た
。
日
本
仏
教
は
代
表
を
派
遣
で
き
な
か
っ
た
が
、
中
国
側
は

薬
師
如
来
像
を
日
本
に
贈
っ
て
民
間
交
流
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

　

朝
鮮
戦
争
と
そ
れ
に
続
く
国
連
決
議
に
よ
り
、
軍
事
的
に
も
経
済
的
に

も
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
中
国
に
と
っ
て
、
日
本
は
西
側
で
唯
一
貿
易
や

交
流
が
可
能
な
国
だ
っ
た
。
中
国
は
日
本
と
の
国
交
回
復
実
現
の
た
め
に

様
々
な
民
間
交
流
を
歓
迎
し
た
。

　

仏
連
が
中
国
の
仏
像
の
う
け
と
り
を
拒
否
す
る
と
、
中
国
と
の
交
流
を

求
め
る
仏
教
徒
は
有
志
を
募
っ
た
。
中
山
理
々
も
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ

る
。
有
志
は
仏
像
を
受
け
取
り
、
中
国
へ
の
感
謝
状
を
送
っ
た
。
書
状
で

は
過
去
の
戦
争
を
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
謝
罪
し
、
戦
時
中
、
中
国

か
ら
強
制
連
行
し
て
き
た
中
国
人
の
遺
骨
を
送
還
す
る
と
約
束
し
た
。
中

国
が
日
本
側
を
評
価
し
た
こ
と
で
、
有
志
た
ち
の
運
動
は
ま
す
ま
す
盛
り
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戦
中
・
戦
後
に
お
け
る 

日
本
人
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
仏
教
徒
の
交
流

小
島　

敬
裕

一　

は
じ
め
に

　

近
年
、
日
本
人
の
上
座
部
仏
教
に
対
す
る
関
心
は
高
ま
り
、
関
連
書
も

一
般
書
店
に
も
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
に
は
、
出
家
者
や
女
性
修

行
者
と
し
て
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
を
経
験
す
る
日
本
人
も
現
れ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
現
象
は
近
年
に
生
じ
た
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
た
。
し

か
し
大
澤
広
嗣
の
研
究
を
通
じ
、
一
九
四
〇
年
代
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
ビ
ル

マ
）
で
日
本
語
教
師
を
務
め
た
後
、
上
座
部
仏
教
僧
と
し
て
の
出
家
も
経

験
し
た
真
言
宗
の
僧
侶
・
上
田
天
瑞
（
一
八
九
九
―
一
九
七
四
）
の
存
在

を
知
っ
た
の
が
、
筆
者
が
本
テ
ー
マ
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
た
き
っ
か
け

で
あ
る
。

　

大
澤
の
研
究
は
、
上
田
と
日
本
軍
に
よ
る
仏
教
宣
撫
工
作
と
の
関
わ
り

を
明
ら
か
に
し
た
先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
上
座
部
仏

教
に
つ
い
て
人
類
学
的
な
研
究
を
行
っ
て
き
た
筆
者
が
関
心
を
持
っ
た
の

は
、「
異
文
化
交
流
」
の
実
態
、
と
り
わ
け
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
日
本
の
仏
教

徒
が
、
相
互
の
似
て
非
な
る
「
仏
教
」
と
ど
う
関
わ
っ
て
き
た
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
資
料
が
参
照
で
き
て
い

な
い
た
め
、
本
発
表
で
は
日
本
側
の
一
次
資
料
に
描
か
れ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー

人
と
日
本
人
仏
教
徒
の
「
仏
教
」
を
媒
介
と
す
る
交
流
に
焦
点
を
当
て
、

相
互
に
与
え
た
影
響
と
「
す
れ
違
い
」、
そ
し
て
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け

て
の
変
化
と
連
続
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

骨
が
「
か
つ
て
日
本
に
略
奪
さ
れ
た
も
の
」
だ
と
避
難
し
、
中
国
へ
の

「
返
還
」
を
要
求
し
た
。

　

玄
奘
の
遺
骨
を
め
ぐ
る
国
際
問
題
で
日
本
は
中
国
と
台
湾
の
板
挟
み
に

な
っ
た
。
矢
面
に
た
た
さ
れ
た
の
は
全
仏
国
際
局
長
の
中
山
理
々
で
あ

る
。
中
山
は
外
務
省
に
玄
奘
の
遺
骨
が
略
奪
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を

確
認
し
、「
台
湾
へ
の
分
骨
は
宗
教
活
動
。
政
治
と
は
無
関
係
」
と
中
国

側
の
抗
議
を
突
っ
ぱ
ね
た
。
し
か
し
、
全
仏
の
対
応
に
は
仏
教
界
以
外
か

ら
も
批
判
の
声
が
あ
が
り
、
大
騒
動
に
発
展
し
た
。
そ
れ
で
も
中
山
は
遺

骨
の
台
湾
分
骨
を
推
し
進
め
た
。

　

一
九
五
五
年
一
一
月
、
玄
奘
の
遺
骨
は
台
湾
に
渡
っ
た
。
台
湾
で
は
日

本
に
対
し
て
感
謝
を
示
し
、
日
本
か
ら
遺
骨
を
捧
持
し
て
き
た
僧
侶
た
ち

を
大
歓
迎
し
た
。
同
時
に
、
台
湾
島
内
と
中
国
に
向
け
て
は
「
玄
奘
の
遺

骨
が
正
統
な
持
ち
主
で
あ
る
中
国
に
返
還
さ
れ
た
」
と
宣
伝
し
た
。

　

戦
後
の
日
本
仏
教
界
で
は
、
中
山
理
々
ら
が
通
仏
教
的
か
つ
僧
俗
一
体

の
改
革
を
志
し
た
が
新
た
な
試
み
は
失
敗
に
終
わ
り
、
戦
前
と
の
決
別
を

め
ざ
す
仏
教
徒
の
一
部
は
、
対
外
的
な
活
動
に
よ
り
期
待
を
か
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

他
方
、
台
湾
や
中
国
に
新
た
な
成
立
し
た
政
府
は
、
ど
ち
ら
も
国
内
的

に
は
仏
教
を
制
限
し
、
過
去
の
体
制
と
の
断
絶
を
は
か
っ
た
。
た
だ
し
、

日
本
に
対
す
る
民
間
外
交
で
必
要
な
場
合
に
の
み
仏
教
を
利
用
し
、
必
要

に
応
じ
て
戦
前
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
し
た
。
そ
こ
で
は
日
本
の
よ
う

に
、
個
人
の
思
想
信
条
が
反
映
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
戒
律
厳
守
の
修
行
生
活
に
対
し
て
は
一
定
の
評

価
を
下
す
一
方
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
僧
侶
が
殺
生
戒
の
存
在
を
理
由
と
し
、

直
接
的
に
は
戦
争
に
協
力
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
批
判
的
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
軍
に
協
力
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
僧
侶
が
皆
無
だ
っ

た
訳
で
は
な
く
、
司
令
部
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
青
年
僧
侶
を
集
め
、「
衛
生

勤
務
員
」
を
養
成
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
、
出
家
中
の
上
田
も
司

令
部
に
呼
ば
れ
て
牟
田
口
廉
也
将
軍
の
相
談
を
受
け
て
い
る
。
結
局
七
五

名
が
参
加
し
た
と
言
う
が
、「
衛
生
勤
務
員
」
が
ど
の
程
度
、
機
能
し
た

か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
開
始
直
後
の
一
九
四
四
年
四
月
、
上
田
は
帰
国

し
、
高
野
山
大
学
教
授
に
復
帰
す
る
。
上
田
が
出
家
し
て
い
た
当
時
、
止

住
し
て
い
た
ザ
ガ
イ
ン
は
ま
だ
戦
地
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の

後
、
連
合
軍
の
反
攻
が
開
始
さ
れ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
、
日
本
軍
は
合
計
約

一
八
万
人
の
犠
牲
者
を
出
す
。

２　

戦
後
の
上
座
部
仏
教
に
対
す
る
意
識
の
変
化
と
連
続
性

　

戦
後
、
上
田
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
上
座
部
仏
教
の
戒
律
厳
守
の
姿
勢
に
対

し
、「
重
要
な
意
味
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。」
と
積
極
的
に
評
価
す
る
よ

う
に
な
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
変
化
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
の
一

つ
と
し
て
、
上
田
の
著
書
『
ビ
ル
マ
戦
跡
巡
礼
記
』
か
ら
う
か
が
え
る
の

は
、
当
時
の
世
界
情
勢
が
冷
戦
の
危
機
に
直
面
し
て
お
り
、
戦
争
の
再
発

防
止
と
平
和
の
維
持
に
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
一
九
五
六
年
に
日
本
政
府
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
第
一
回
ビ
ル
マ

遺
骨
収
集
派
遣
団
に
宗
教
者
代
表
と
し
て
参
加
し
、
戦
争
の
悲
惨
な
現
実

を
直
接
、
目
に
し
た
こ
と
は
、
上
田
の
思
想
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
帰
国
後
の
一
九
六
五
年
に
は
、
住
職
を
務
め
る

二　

上
田
天
瑞
の
戦
中
・
戦
後

１　

ミ
ャ
ン
マ
ー
上
座
部
仏
教
僧
と
し
て
の
出
家

　

パ
ー
リ
語
及
び
戒
律
の
研
究
者
で
あ
っ
た
上
田
天
瑞
は
、
高
野
山
大
学

教
授
と
し
て
在
職
中
の
一
九
四
一
年
、
南
方
仏
教
研
究
の
た
め
タ
イ
の
バ

ン
コ
ク
へ
留
学
す
る
。
当
時
一
般
的
な
通
念
と
し
て
あ
っ
た
「
箔
附
け
の

た
め
の
洋
行
や
留
学
」
で
は
な
く
、
仏
教
の
精
神
を
「
自
己
の
生
を
も
っ

て
把
握
し
た
い
」
と
い
う
強
い
意
志
を
上
田
は
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
タ
イ
留
学
直
後
に
太
平
洋
戦
争
が
開
戦
し
、
日
本
陸
軍
が

タ
イ
領
内
を
通
過
す
る
事
態
を
迎
え
る
。
そ
の
際
、
仏
教
国
ミ
ャ
ン
マ
ー

で
の
作
戦
の
た
め
に
、
日
本
軍
は
上
田
に
対
し
、
宗
教
宣
撫
班
へ
の
参
加

を
要
請
す
る
。
上
田
は
、
タ
イ
で
研
究
を
続
け
る
べ
き
か
悩
ん
だ
が
、
こ

の
機
会
を
逸
す
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
渡
航
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
研
究

を
主
と
す
る
と
い
う
条
件
で
参
加
す
る
。
ま
も
な
く
ミ
ャ
ン
マ
ー
全
土
を

掌
握
し
た
日
本
軍
と
と
も
に
、
宗
教
宣
撫
班
と
し
て
ヤ
ン
ゴ
ン
（
当
時
の

ラ
ン
グ
ー
ン
）
に
入
り
、
蘭
貢
日
本
語
学
校
初
代
校
長
と
し
て
日
本
語
教

育
に
一
年
あ
ま
り
従
事
す
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
四
三
年
の
ビ
ル
マ
国
「
独
立
」
に
と
も
な
っ
て
宣
撫
班

は
解
散
し
、
上
田
は
校
長
を
退
任
す
る
。
そ
し
て
四
三
年
末
か
ら
四
四
年

に
か
け
て
三
ヶ
月
間
、
ザ
ガ
イ
ン
の
シ
ュ
エ
ジ
ン
派
僧
院
で
上
座
部
仏
教

僧
と
し
て
念
願
の
出
家
を
実
現
す
る
。
上
田
は
「
日
本
人
と
し
て
は
じ
め

て
正
統
の
ビ
ル
マ
比
丘
と
な
り
え
た
」
の
で
あ
る
。

　

出
家
当
時
の
上
田
は
、
学
問
上
の
師
で
あ
る
高
僧
シ
シ
ン
僧
正
に
対

し
、
戒
律
研
究
上
の
疑
問
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
を
日
課
と
し
、
従

来
の
西
洋
あ
る
い
は
日
本
の
学
者
の
誤
り
を
訂
正
で
き
た
こ
と
を
収
穫
と
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ら
れ
る
。
冷
戦
の
危
機
に
直
面
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ウ
ー
・
ヌ
政
権
は
、

世
界
へ
の
仏
教
普
及
に
よ
る
平
和
実
現
を
試
み
、
そ
の
一
環
と
し
て
日
本

で
も
世
界
平
和
パ
ゴ
ダ
の
建
設
を
目
指
し
た
。
ま
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
仏

教
会
が
宣
教
僧
を
日
本
に
派
遣
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
人
の
青
年
留

学
僧
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
受
け
入
れ
て
パ
ー
リ
語
お
よ
び
瞑
想
を
実
習
さ

せ
、
帰
国
後
に
は
上
座
部
仏
教
を
普
及
す
る
と
い
う
計
画
だ
っ
た
。

　

一
方
、
旧
日
本
軍
関
係
者
と
し
て
は
、
市
原
瑞
麿
が
、
世
界
平
和
パ
ゴ

ダ
建
立
の
経
緯
を
記
録
し
、『
パ
ゴ
ダ
へ
の
道
』
と
し
て
出
版
し
て
い
る
。

市
原
は
、
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
で
軍
に
配
属
さ
れ
、
印
緬
国
境
の
情
報
収
集

を
担
当
し
た
経
歴
を
持
っ
て
お
り
、
上
田
天
瑞
と
と
も
に
第
一
回
ビ
ル
マ

遺
骨
収
集
派
遣
団
に
参
加
し
た
人
物
で
あ
る
。
日
緬
親
善
協
会
の
理
事
長

と
し
て
、
慰
霊
塔
と
し
て
の
パ
ゴ
ダ
を
、
戦
没
者
た
ち
が
故
国
最
後
の
地

と
し
て
出
征
し
た
門
司
港
の
見
え
る
地
帯
に
建
立
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
。
つ
ま
り
、
両
者
の
異
な
る
思
惑
の
も
と
、
パ
ゴ
ダ
の
建
設
は
目
指
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

市
原
は
ヤ
ン
ゴ
ン
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
仏
教
会
理
事
長
ら
と
折
衝
を

行
い
、
最
終
的
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
資
金
と
日
本
人
の
一
般
募
金
で
世

界
平
和
パ
ゴ
ダ
と
僧
院
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
戦

没
者
慰
霊
を
目
指
し
て
い
た
市
原
か
ら
、
パ
ゴ
ダ
へ
の
「
英
霊
安
置
」
が

ミ
ャ
ン
マ
ー
・
サ
ン
ガ
の
長
老
に
提
案
さ
れ
る
と
、
激
論
に
な
る
。
市
原

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
僧
伽
団
事
務
総
長
は
「
テ
ラ
ワ
ダ
仏

教
徒
は
、
釈
尊
お
一
人
を
、
お
祀
り
し
て
礼
拝
す
る
こ
と
を
、
日
常
生
活

の
最
高
の
喜
び
と
し
て
い
る
」
た
め
、
戦
没
者
の
遺
骨
を
釈
尊
像
と
同
段

に
安
置
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
反
対
で
あ
る
と
市
原
を
叱
責
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
議
論
か
ら
は
、
仏
塔
に
ブ
ッ
ダ
の
聖
遺
物
以
外
を
安
置
し
な
い

高
野
山
成
福
院
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
よ
り
持
ち
帰
っ
た
仏
像
を
本
尊
と
す
る

ビ
ル
マ
戦
没
者
供
養
塔
摩
尼
宝
塔
を
竣
工
す
る
と
と
も
に
、
戦
没
者
の
遺

骨
を
収
め
、
日
々
護
摩
供
養
し
て
弔
っ
た
と
い
う
。
一
九
七
四
年
に
上
田

は
死
去
す
る
が
、
そ
の
遺
志
を
受
け
継
い
だ
現
住
職
が
、
高
野
山
奥
の
院

近
く
に
「
ビ
ル
マ
納
骨
堂
パ
ゴ
ダ
」
を
一
九
八
〇
年
に
完
成
さ
せ
て
い

る
。
そ
し
て
、
戦
争
の
根
源
に
あ
る
煩
悩
の
消
滅
を
目
指
す
上
座
部
仏
教

に
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
る
と
評
価
し
つ
つ
も
、
や
は
り
上
田
の
思
想
は

大
乗
仏
教
の
枠
内
に
あ
り
、
そ
れ
は
戦
後
も
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

一
方
、
日
本
人
に
よ
る
遺
骨
収
集
活
動
を
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
は
ど
の
よ

う
に
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
か
ら
遺
骨
収
集
団
が
派
遣
さ
れ
る
と

報
道
さ
れ
た
時
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
「
戦
争
中
に
地
下
に
埋
め
た
金
銀
宝

物
を
掘
り
出
し
に
来
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
噂
が
立
っ
た
こ
と
を
、
上
田

は
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
背
後
に
あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
意
識
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
わ
ざ
わ
ざ
死
者
の
遺
骨
を
集
め
、
こ
れ

を
鄭
重
に
ま
つ
る
と
い
う
こ
と
は
ビ
ル
マ
人
に
は
了
解
し
に
く
い
こ
と
で

あ
る
。
南
方
仏
教
は
合
理
主
義
の
宗
教
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
の
最
大

問
題
は
死
の
問
題
で
は
な
く
て
生
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
真
の

相す
が
たと

意
味
を
覚
り
、
生
の
苦
悩
か
ら
解げ

脱だ
つ

（
救
わ
れ
る
こ
と
）
す
る
こ
と

で
あ
る
。」
こ
う
し
た
日
本
の
仏
教
実
践
と
の
「
す
れ
違
い
」
を
正
確
に

認
識
し
つ
つ
、
上
田
は
自
ら
の
戦
没
者
供
養
の
実
践
を
続
け
た
。

三　

門
司
世
界
平
和
パ
ゴ
ダ
の
建
立
と
戦
没
者
の
遺
骨
問
題

　

収
集
者
し
た
戦
没
者
の
遺
骨
の
扱
い
を
め
ぐ
る
「
す
れ
違
い
」
の
事
例

と
し
て
は
、
門
司
世
界
平
和
パ
ゴ
ダ
の
建
立
の
際
に
生
じ
た
問
題
が
挙
げ



15　　

シンポジウム 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

四　

お
わ
り
に

　

そ
の
後
、
一
九
六
二
年
か
ら
八
八
年
ま
で
続
い
た
ネ
ー
ウ
ィ
ン
政
権
時

代
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
、
外
国
人
の
入
国
を
制
限
し
、
仏
教
普
及
政
策
を
中

止
し
た
た
め
、
戦
没
者
慰
霊
団
な
ど
を
除
き
、
日
本
人
仏
教
徒
と
の
交
流

も
減
少
す
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
よ
う
や
く
日
本
人
の
入
国
制
限
が

緩
和
さ
れ
る
と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
上
座
部
仏
教
僧
と
し
て
出
家
し
、
ヴ
ィ

パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
を
実
践
す
る
日
本
人
も
増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら

の
多
く
は
、
伝
統
的
な
日
本
仏
教
と
は
一
定
の
距
離
を
お
く
在
家
者
で
あ

る
。
果
た
し
て
こ
の
「
交
流
」
ス
タ
イ
ル
の
変
化
は
、
相
互
の
仏
教
実
践

に
変
質
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
し
て
い
き
た
い
。

戦
前
・
戦
後
に
お
け
る
イ
ン
ド
と
日
本
仏
教 

│
│  

日
本
山
妙
法
寺
・
藤
井
日
達
の
ア
ジ
ア
伝
道
か
ら 

 

世
界
平
和
運
動
へ
の
展
開 

│
│

ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ

　

本
発
表
は
、
日
本
仏
教
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
藤
井
日
達
（
一
八
八
五

―
一
九
八
五
）
と
い
う
日
蓮
宗
の
僧
侶
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
日
本
山
妙

法
寺
（
以
下
、
日
本
山
）
と
い
う
仏
教
団
体
を
取
り
上
げ
、
当
教
団
に
よ

る
戦
前
に
お
け
る
ア
ジ
ア
主
義
及
び
軍
国
主
義
の
色
彩
の
濃
い
ア
ジ
ア
伝

道
か
ら
、
戦
後
の
非
暴
力
主
義
に
基
づ
く
平
和
主
義
を
標
榜
し
て
世
界
平

和
運
動
を
先
導
す
る
よ
う
な
教
団
へ
の
展
開
を
辿
り
、
そ
し
て
そ
の
転
換

過
程
に
お
い
て
そ
の
創
立
者
の
藤
井
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
ア
ジ
ア
と
り
わ

け
イ
ン
ド
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
仏
教
徒
と
、
戦
没
者
の
遺
骨
祭
祀
を
重
視
し
、
仏
塔
へ
の

安
置
を
望
む
日
本
人
仏
教
徒
の
考
え
方
の
相
違
が
は
っ
き
り
と
う
か
が
え

る
。
最
終
的
に
は
、
中
央
の
釈
尊
像
よ
り
一
段
下
に
安
置
す
る
こ
と
で
両

者
が
妥
協
し
、
一
九
五
七
年
に
パ
ゴ
ダ
を
着
工
、
五
八
年
に
完
成
を
見

た
。

　

こ
れ
以
降
、
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
戦
友
会
系
の
組
織
や
戦
争
関

係
者
ら
が
、
戦
没
者
慰
霊
の
た
め
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
式
パ
ゴ
ダ
ま
た
は
パ
ゴ

ダ
を
模
し
た
小
塔
を
国
内
外
に
建
立
し
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
多
く
を
調

査
し
て
き
た
が
、
最
近
で
は
、
旧
日
本
軍
関
係
者
ら
も
物
故
者
が
増
え
、

戦
没
者
慰
霊
に
訪
れ
る
方
も
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
戦
没
者
慰
霊
パ
ゴ
ダ

を
在
日
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
が
参
拝
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ミ
ャ
ン
マ

ー
国
内
に
も
、
日
本
軍
の
戦
没
者
慰
霊
パ
ゴ
ダ
は
一
〇
数
基
、
建
立
さ

れ
、
地
元
住
民
に
も
存
在
は
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
参
拝
者
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。

　

例
外
的
に
、
門
司
の
世
界
平
和
パ
ゴ
ダ
付
近
に
は
、
在
日
ミ
ャ
ン
マ
ー

人
が
訪
れ
た
り
寄
進
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
パ
ゴ
ダ
付
近
に
僧
院

が
建
設
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
仏
教
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た

僧
侶
が
止
住
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
日
本
人
留
学
僧
は
、
第
一
次
一
三

名
、
第
二
次
一
七
名
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
帰
国
し
て
出
身
寺
院

の
僧
侶
に
戻
る
か
教
育
・
研
究
に
携
わ
り
、
上
座
部
仏
教
僧
と
し
て
出
家

生
活
を
続
け
た
方
は
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏

教
徒
交
流
は
、
戦
後
に
入
っ
て
一
時
的
に
増
加
し
た
が
、
そ
の
影
響
は
限

定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
交
流
し
つ
つ
「
す
れ
違
う
」
と
い
う
構
造
自

体
は
、
戦
後
も
継
続
し
た
の
で
あ
る
。
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本
か
ら
の
仏
教
者
が
イ
ン
ド
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
な
目

的
は
仏
教
の
原
典
を
求
め
て
の
仏
蹟
巡
礼
や
仏
教
経
典
の
探
求
に
あ
っ

た
。
一
方
、
藤
井
は
イ
ン
ド
仏
教
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
イ
ン
ド

で
既
に
仏
教
が
衰
退
し
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
イ
ン
ド
開
教
に
乗
り
出

し
た
の
で
あ
る
。
藤
井
の
イ
ン
ド
で
の
仏
教
布
教
の
目
的
は
イ
ン
ド
本
来

の
仏
教
の
復
興
で
は
な
く
、
日
蓮
の
「
西
天
開
教
」
の
予
言
ど
お
り
日
本

の
仏
教
、
即
ち
法
華
経
を
布
教
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

藤
井
の
イ
ン
ド
で
の
仏
教
復
興
を
め
ぐ
る
活
動
と
し
て
は
、
仏
蹟
巡
礼

と
そ
の
仏
跡
の
復
興
と
と
も
に
、
布
教
活
動
の
拠
点
づ
く
り
と
し
て
日
本

山
の
道
場
の
建
設
も
行
わ
れ
た
。
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
五
月
に
ボ
ン

ベ
イ
（
現
在
ム
ン
バ
イ
）
の
邦
人
用
火
葬
場
の
一
ヶ
所
に
草
庵
を
建
て
布

教
所
と
し
、
そ
の
約
三
年
後
の
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
二
月
に
、
イ
ン

ド
で
の
日
本
山
初
の
道
場
を
カ
ル
カ
ッ
タ
に
開
設
し
た
。
さ
ら
に
藤
井

は
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
セ
イ
ロ
ン
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
に
渡
り
、

七
ヶ
月
を
か
け
て
仏
跡
を
巡
錫
し
、
現
地
の
僧
侶
よ
り
仏
舎
利
を
受
け
取

る
。
こ
こ
で
入
手
し
た
仏
舎
利
は
帰
国
後
の
藤
井
の
軍
人
布
教
に
お
い
て

大
き
く
活
用
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
藤
井
の
主
な
目
的
及
び
活
動
は
、
仏
教
発
祥
地
で
あ

る
イ
ン
ド
で
の
仏
教
の
復
興
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
イ
ン
ド
布
教
の
転
機
と

な
っ
た
出
来
事
が
、
反
英
独
立
運
動
を
率
い
る
ガ
ン
ジ
ー
翁
と
の
面
会
で

あ
っ
た
。
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
十
月
四
日
、
藤
井
は
ワ
ル
ダ
の
ア
ー

ジ
ュ
ラ
ム
（
修
道
所
）
で
ガ
ン
ジ
ー
と
面
会
を
果
た
し
た
。
こ
の
面
会
と

そ
の
後
の
二
ヵ
月
あ
ま
り
の
ワ
ル
ダ
で
の
滞
在
、
そ
の
日
々
の
生
活
、
ガ

ン
ジ
ー
と
の
や
り
と
り
を
藤
井
は
「
藁
田
日
記
」（
藤
井
日
達
著
『
藤
井

日
達
全
集
』
第
五
巻
）
に
記
述
し
て
い
る
。
ワ
ル
ダ
の
ア
ー
ジ
ュ
ラ
ム
に

　

藤
井
の
一
生
の
布
教
活
動
に
お
い
て
も
っ
と
も
顕
著
な
こ
と
は
ア
ジ
ア

に
お
け
る
伝
道
活
動
で
あ
る
。
藤
井
が
思
想
的
ま
た
行
動
的
に
示
し
た
ア

ジ
ア
主
義
は
、
日
蓮
の
教
え
に
内
包
さ
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
観
に
依
拠
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
山
で
は
海
外
布
教
を
「
西
天
開
教
」
と
い
う
日
蓮

の
預
言
に
由
来
す
る
特
有
な
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
。
日
蓮
は
『
諌
暁

八
幡
抄
』
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
を
「
月
氏
」、
日
本
を
「
扶
桑
国
」
と
称

し
、「
還
来
帰
家
」「
西
天
開
教
」、
つ
ま
り
日
本
の
仏
法
が
イ
ン
ド
に
帰

っ
て
広
ま
る
と
い
う
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
。

　

藤
井
は
、
日
蓮
の
「
西
天
開
教
」
の
予
言
の
実
現
を
目
標
に
し
て
イ
ン

ド
を
目
指
し
て
ア
ジ
ア
で
の
布
教
活
動
に
乗
り
出
し
、
大
正
七
（
一
九
一

八
）
年
十
月
に
満
州
の
遼
陽
に
最
初
の
日
本
山
妙
法
寺
の
道
場
を
建
立
し

た
。
そ
の
後
、
大
連
、
天
津
、
北
京
な
ど
で
道
場
を
開
設
し
、
約
六
年
間

（
一
九
一
七
年
―
一
九
二
三
年
）
満
州
で
の
布
教
を
続
け
た
。
一
九
二
三

年
九
月
に
起
こ
っ
た
関
東
大
震
災
を
「
自
界
叛
逆
難
」
と
「
他
国
侵
逼

難
」
と
い
う
日
蓮
の
予
言
の
実
現
と
し
て
受
け
止
め
、
急
遽
帰
国
し
、
国

内
で
の
布
教
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年

四
月
に
静
岡
県
富
士
郡
吉
原
村
に
国
内
最
初
の
日
本
山
の
道
場
を
開
場
し

た
。

　

昭
和
五
年
に
藤
井
は
海
外
布
教
を
再
開
し
、
中
国
、
ビ
ル
マ
を
経
由
し

て
翌
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
一
月
十
六
日
、
イ
ン
ド
・
カ
ル
カ
ッ
タ
に

到
着
し
た
。
仏
教
発
祥
の
地
で
あ
る
イ
ン
ド
で
の
仏
教
の
復
興
を
目
指
す

藤
井
は
イ
ン
ド
上
陸
後
ま
も
な
く
、
仏
蹟
巡
礼
を
開
始
し
、
ラ
ー
ジ
ギ

ル
、
ボ
ー
ダ
ガ
ア
、
サ
ル
ナ
ー
ト
な
ど
を
訪
ね
た
。
そ
し
て
、
釈
迦
が
法

華
経
を
説
い
た
と
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
霊
鷲
山
の
荒
れ
果
て
た
姿
を
見
た

藤
井
は
、
仏
跡
復
興
の
誓
願
を
た
て
た
。
明
治
以
降
、
藤
井
以
外
に
も
日
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た
。
丸
山
行
遼
と
い
う
藤
井
の
弟
子
が
ワ
ル
ダ
の
ア
ー
ジ
ュ
ラ
ム
に
住
み

込
み
、「
ア
ナ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
イ
ン
ド
名
で
知
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九

四
〇
年
十
月
二
五
日
に
イ
ン
ド
政
府
に
よ
っ
て
強
制
送
還
さ
れ
る
。
ま

た
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
一
月
十
八
日
に
中
国
の
上
海
で
起
こ
っ
た

い
わ
ゆ
る
「
上
海
日
本
人
僧
侶
襲
撃
事
件
」
に
お
い
て
、
重
傷
を
負
っ
た

日
本
山
僧
侶
の
一
人
で
あ
っ
た
天
崎
啓
昇
が
イ
ン
ド
に
渡
り
、
ワ
ル
ダ
の

ア
ー
ジ
ュ
ラ
ム
に
滞
在
し
、「
ケ
ー
シ
ュ
」
と
い
う
イ
ン
ド
名
で
呼
ば
れ

た
。
ガ
ン
ジ
ー
執
筆
の
『
全
日
本
国
民
に
与
え
る
書
』（
一
九
四
二
年
七

月
十
八
日
）
で
は
、
日
本
山
僧
侶
の
信
仰
深
い
性
格
が
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
。

　

第
二
次
世
界
戦
争
中
、
藤
井
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
従
軍
僧
と
し
て
日
本

軍
に
同
行
し
、
戦
場
ま
で
出
て
軍
人
布
教
に
力
を
注
い
で
い
た
。
日
中
戦

争
へ
の
関
与
と
し
て
、
南
京
城
攻
略
（
昭
和
十
二
年
十
二
月
）
の
際
、
玄

題
旗
を
掲
げ
て
城
壁
を
最
初
に
の
ぼ
っ
た
の
は
三
人
の
日
本
山
僧
侶
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
と
き
、
日
本
山

の
僧
侶
た
ち
は
イ
ン
ド
か
ら
ビ
ル
マ
へ
渡
っ
て
日
本
軍
の
た
め
に
諜
報
員

と
し
て
活
動
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

戦
前
の
藤
井
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
時
流
に
沿
っ
た
形
で
日
本
国
の
帝

国
主
義
と
軍
国
主
義
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
が
、
彼
ら
を
突

き
動
か
し
た
の
は
究
極
的
に
宗
教
的
動
機
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
藤
井
の

ア
ジ
ア
主
義
に
は
二
つ
の
ア
ジ
ア
観
が
混
じ
り
込
ん
で
い
た
。
当
時
の
ア

ジ
ア
主
義
者
が
夢
思
し
て
い
た
、
西
洋
諸
国
に
よ
る
ア
ジ
ア
植
民
地
支
配

へ
の
抵
抗
と
し
て
の
日
本
国
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
共
同
体
の
想
像
と
、

「
西
天
開
教
」
の
よ
う
な
日
蓮
思
想
が
与
え
た
世
界
観
で
あ
る
。

　

戦
後
に
お
い
て
、
日
本
山
の
僧
侶
ら
が
平
和
運
動
家
と
し
て
再
出
発
を

泊
ま
っ
て
い
た
時
、
ガ
ン
ジ
ー
が
自
ら
鼓
を
打
っ
て
お
題
目
を
唱
え
た
こ

と
を
「
西
天
開
教
」、「
還
来
帰
家
」
の
誓
願
の
成
就
と
し
て
藤
井
は
受
け

と
め
て
い
た
。

　

現
在
で
は
、
藤
井
と
ガ
ン
ジ
ー
と
の
面
会
は
ア
ジ
ア
の
二
人
の
平
和
主

義
者
の
出
会
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
二
人
の
あ
い
だ
に
は
思

想
的
隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
両
者
が
交
わ
し
た
書
簡
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
昭
和
八
年
十
月
六
日
付
の
「
ガ
ン
ジ
ー
翁
に
与
う
る
の
文
」
に
は

イ
ン
ド
で
の
仏
教
復
興
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
に
よ
る
「
満
州 

問
題
」
へ
の
取
り
組
み
が
軍
人
や
経
済
の
た
め
で
は
な
く
、「
仏
教
の
真

実
の
福
音
を
宣
伝
す
る
た
め
」、
ア
ジ
ア
の
発
展
の
た
め
で
あ
る
と
し
て

日
本
軍
の
中
国
侵
略
を
正
当
化
し
て
い
る
（『
全
集
』
第
五
巻
「
藁
田
日

記
」）。
ガ
ン
ジ
ー
か
ら
の
返
事
は
、
十
月
十
二
日
の
『
ダ
ー
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
』
と
い
う
イ
ン
ド
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
ガ
ン
ジ
ー
は
日
本
の
満
州

問
題
に
触
れ
ず
、
藤
井
の
仏
教
復
興
へ
の
試
み
に
対
し
て
仏
教
の
精
神
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
中
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
藤
井
は
ガ
ン
ジ
ー
に
対
し
て
日
本
へ
の
理
解
を
促
す
よ
う
努
力
し
た

が
、
ガ
ン
ジ
ー
は
日
本
に
よ
る
ア
ジ
ア
で
の
侵
略
戦
争
、
特
に
日
中
戦
争

へ
厳
し
い
見
解
を
示
し
続
け
て
い
た
。

　

満
州
事
変
そ
し
て
日
中
戦
争
が
激
化
す
る
な
か
、
藤
井
は
日
本
の
将
来

を
憂
慮
し
て
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
三
月
に
帰
国
し
た
。
満
州
で
布

教
活
動
を
再
開
し
各
地
域
で
道
場
を
開
設
し
た
。
ま
た
、
イ
ン
ド
や
セ
イ

ロ
ン
で
入
手
し
た
仏
舎
利
を
中
国
大
陸
各
地
の
日
本
陸
軍
に
贈
呈
し
、
仏

舎
利
塔
の
建
立
と
犠
牲
者
の
供
養
を
促
し
た
。

　

そ
し
て
、
藤
井
の
弟
子
た
ち
も
イ
ン
ド
に
わ
た
り
、
師
匠
の
意
思
を
受

け
継
い
で
仏
教
復
興
、
寺
院
建
設
、
ガ
ン
ジ
ー
と
の
交
流
を
続
け
て
い
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戦
前
に
お
け
る
藤
井
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
、
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド
開
教
の

体
験
の
痕
跡
は
、
今
日
の
日
本
山
に
も
み
ら
れ
る
。「
日
本
山
妙
法
寺
大

僧
伽
」
と
称
さ
れ
る
現
在
の
日
本
山
は
、
世
界
各
地
で
平
和
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
る
日
本
人
お
よ
び
外
国
人
僧
侶
・
尼
僧
を
中
心
と
し
て
構
成
さ

れ
た
大
サ
ン
ガ
の
よ
う
な
組
織
で
あ
る
。
既
成
仏
教
の
僧
侶
と
違
っ
て
日

本
山
の
出
家
者
ら
は
妻
帯
を
せ
ず
、
檀
家
を
持
た
ず
に
道
場
で
出
家
生
活

を
厳
守
し
、
日
蓮
宗
派
の
衣
で
は
な
く
、
上
座
部
仏
教
僧
侶
の
黄
色
の
衣

を
着
て
い
る
。

発
表
を
聞
い
て

石
井　

公
成

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
近
現
代
の
タ
イ
仏
教
を
中
心
と
し
て
東
南

ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
と
社
会
の
関
係
を
研
究
し
て
来
ら
れ
た
駒
澤
大
学

の
矢
野
秀
武
先
生
と
、
戦
時
中
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
も
む
い
た
日
本
の
僧

侶
や
仏
教
学
者
に
関
す
る
研
究
成
果
を
次
々
に
発
表
し
て
お
ら
れ
る
駒
澤

大
学
出
身
の
大
澤
広
嗣
先
生
が
企
画
さ
れ
た
も
の
だ
。
お
二
人
は
宗
教
学

に
属
す
る
の
に
対
し
、
私
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
仏
教
教
理
と
そ
の
周
辺
文
化

を
調
べ
て
お
り
、
一
応
は
仏
教
学
の
研
究
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
最
近
は
仏
教
学
の
部
分
が
少
な
く
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
「
周
辺
」
ば
か

り
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
今
回
の
三
先
生
の
発
表
に
つ
い

て
は
、
偶
然
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
関
わ
る
部
分

が
あ
る
た
め
、
そ
の
立
場
か
ら
三
先
生
の
発
表
の
意
義
と
残
さ
れ
た
課
題

に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

図
る
た
め
に
は
、
ガ
ン
ジ
ー
と
の
こ
の
交
流
が
重
要
な
実
績
と
な
っ
た
。

藤
井
が
そ
の
生
涯
の
指
針
と
な
っ
た
非
暴
力
主
義
に
基
づ
く
平
和
主
義
を

己
れ
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
イ
ン
ド
開
教
を
媒
介
し
て
ガ

ン
ジ
ー
と
接
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
の
日
本
山
に
よ
る
平
和
活
動

の
二
つ
の
主
な
行
事
は
、
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
ピ
ー
ス
・
パ
ゴ
ダ

つ
ま
り
平
和
塔
（
仏
舎
利
塔
）
の
建
立
と
、
平
和
行
進
や
ピ
ー
ス
・
ワ
ー

ク
と
い
う
世
界
各
地
及
び
日
本
国
内
で
世
界
平
和
を
祈
っ
て
団
扇
太
鼓
を

打
ち
題
目
を
唱
え
な
が
ら
歩
く
行
動
で
あ
る
。
仏
舎
利
塔
建
立
が
日
本
山

の
中
心
的
な
活
動
と
な
っ
た
の
は
、
法
華
経
が
仏
舎
利
信
仰
を
重
視
す
る

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
藤
井
が
ア
ジ
ア
開
教
の
際
、
ビ
ル
マ
や
セ
イ
ロ
ン

で
仏
舎
利
を
入
手
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
舎
利
塔

は
ア
ジ
ア
の
共
通
の
宗
教
文
化
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
山
の
平
和
行
進
は
、
日
蓮
宗
の
行
脚
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の

だ
が
、
ガ
ン
ジ
ー
の
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
運
動
、
つ
ま
り
非
暴
力
的
・
平

和
主
義
的
対
抗
運
動
の
性
格
も
も
っ
て
い
る
。

　

藤
井
・
日
本
山
の
戦
前
に
お
け
る
軍
国
主
義
や
ア
ジ
ア
主
義
と
戦
後
の

平
和
主
義
の
核
心
に
は
愛
国
主
義
が
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ー
の
非
暴
力
主
義
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
が
説
く
ア
ヒ
ン
サ
ー
か
ら
生
じ
た
思
想
で
あ
る
よ

う
に
、
藤
井
の
愛
国
心
は
、
日
蓮
仏
法
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い

た
。
戦
前
に
も
戦
後
に
も
藤
井
の
ア
ジ
ア
主
義
に
は
反
西
洋
文
明
お
よ
び

反
資
本
主
義
的
な
思
考
が
み
ら
れ
る
。
藤
井
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
自
己
に

厳
し
い
難
行
苦
行
に
基
づ
く
精
神
主
義
は
、
西
欧
文
明
が
も
た
ら
し
た
近

代
的
科
学
万
能
主
義
に
反
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
で
英

国
の
植
民
地
支
配
に
抵
抗
し
て
い
た
ガ
ン
ジ
ー
の
、
質
素
で
無
我
な
生
活

と
も
接
点
が
あ
っ
た
。
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要
不
可
欠
な
要
素
の
中
心
的
存
在
と
し
て
奮
闘
す
べ
き
で
あ
る
。

 

（
四
―
六
頁
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
指
導
者
た
ち
の
大
乗
精
神
が
盛
ん
で
あ
れ
ば
戦
争
に

勝
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
連
合
国
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
民
主

化
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
点
は
、
天
皇
や
指
導
者
た
ち
の

指
示
に
従
っ
て
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
こ
と
と
構
図
は
同
じ

だ
。
民
主
化
の
一
本
道
を
迷
わ
ず
進
め
と
い
う
表
現
は
、
禅
語
で
あ
る

「
驀
直
去
（
ま
っ
す
ぐ
進
め
）」
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
が
、
内
容
と
し
て

は
、
無
学
祖
元
が
蒙
古
と
の
戦
い
を
前
に
し
て
北
條
時
宗
を
「
莫
妄
想
！

（
あ
れ
こ
れ
考
え
る
な
）」
と
叱
咤
し
た
の
に
近
い
。
し
か
も
、
戦
争
に
際

し
て
も
戦
後
の
民
主
化
に
当
た
っ
て
も
、
不
可
欠
で
あ
っ
て
中
心
と
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
「
大
乗
」
の
徒
な
の
だ
。

　

筆
者
は
、
監
修
を
担
当
し
た
近
刊
の
論
文
集
に
お
い
て
、
日
本
主
義
、

つ
ま
り
日
本
の
国
体
を
何
よ
り
も
重
視
す
る
国
家
主
義
の
立
場
で
活
動
し

た
僧
侶
や
仏
教
学
者
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
変
化
や
変
わ
ら
な
さ
に
触

れ
、「
こ
う
し
た
変
化
、
あ
る
い
は
変
ら
な
さ
は
、
彼
ら
が
日
本
主
義
に

接
近
し
て
い
っ
た
理
由
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
日
本
主
義
の
特
質
と
関
連

し
て
い
る
」（
石
井
公
成
監
修
、
近
藤
俊
太
郎
・
名
和
達
宣
編
『
近
代
の

仏
教
思
想
と
日
本
主
義
』「
総
論　

日
本
主
義
と
仏
教
」、
法
藏
館
、
二
〇

二
〇
年
、
三
七
―
三
八
頁
）
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
三
先
生
が
と
り

あ
げ
た
人
物
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
坂
井
田
先
生
の
発
表
で
は
、
戦
後
、
仏
教
の
国
際
交
流
に
尽
力

し
た
中
山
理
々
が
戦
前
・
戦
後
で
い
か
に
大
き
く
変
貌
し
た
か
、
ま
た
日

本
側
の
意
向
と
台
湾
・
中
国
側
の
狙
い
の
ズ
レ
が
明
確
に
示
さ
れ
た
。
中

　

最
初
に
全
体
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
三
先
生
の
発
表
に
よ
っ
て
、
戦

前
・
戦
後
で
日
本
僧
の
行
動
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
、
そ
し
て
日
本
側

の
期
待
と
ア
ジ
ア
諸
国
側
の
認
識
と
の
ズ
レ
の
大
き
さ
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
い
ず
れ
の
発
表
で
も
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
あ

る
い
は
明
確
に
は
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
意
外
な
事
柄
が
次
々
に
紹
介
さ

れ
、
き
わ
め
て
有
意
義
な
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
残
さ
れ

た
課
題
も
見
え
て
来
た
。
そ
れ
は
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
日
本
僧
が
戦
前
・

戦
後
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
部
分
は
何
か
、
戦
後
の
大
き
な
変
化
を
も
た
ら

し
た
宗
教
面
の
背
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、
ま
た
彼
ら
は
戦
後

ど
の
よ
う
に
反
省
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
だ
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
、「
近
現
代
日
本
の
仏
教
―
戦
前
・
戦
後
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
連
続
性

と
断
絶
―
」
と
題
し
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
「
連
続
性
」
と
い
う
点
を

中
心
と
し
て
、
仏
教
学
の
立
場
か
ら
、
な
い
も
の
ね
だ
り
に
近
い
コ
メ
ン

ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
「
連
続
性
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
参
考
に
な
る
の
が
、

臨
済
宗
の
円
覚
寺
貫
主
を
長
ら
く
つ
と
め
た
朝
比
奈
宗
源
（
一
八
九
一
―

一
九
七
九
）
が
、
敗
戦
の
翌
年
に
復
刊
さ
れ
た
『
大
乗
禅
』
誌
（
昭
和
四

十
六
年
五
月
号
）
に
寄
せ
た
「
大
乗
禅
の
使
命
」
だ
。
戦
時
中
は
同
誌
に

戦
意
高
揚
の
記
事
を
書
き
、
南
方
に
従
軍
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
朝
比
奈

は
、
敗
戦
の
原
因
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

我
が
国
の
指
導
者
層
に
大
乗
精
神
の
衰
へ
た
こ
と
が
そ
の
最
大
原
因

で
あ
つ
た
の
だ
。
…
…
よ
く
も
あ
そ
こ
ま
で
行
つ
た
も
の
だ
。
…
…

今
日
の
我
が
国
は
一
日
も
早
く
連
合
国
が
指
示
し
て
ゐ
る
健
全
な
る

民
主
主
義
国
家
に
更
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
向
ふ
と
こ
ろ
は
そ
の
一

本
道
だ
。
無
二
無
三
だ
。
…
…
我
が
大
乗
禅
徒
は
、
こ
の
我
国
に
必
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益
だ
が
、
戦
後
の
活
動
は
小
島
先
生
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
見
解
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
が
無

意
識
に
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

　

残
さ
れ
た
課
題
は
、
上
田
の
戦
前
・
戦
中
と
戦
後
の
一
貫
性
だ
。
戒
律

を
軽
ん
じ
て
大
乗
戒
を
重
視
す
る
の
は
、
日
本
で
は
天
台
宗
が
始
め
た
こ

と
で
あ
り
、
上
田
が
属
す
る
真
言
宗
に
つ
い
て
言
え
ば
、
空
海
は
密
教
を

立
場
と
し
つ
つ
も
有
部
律
を
重
視
し
て
守
る
よ
う
訓
戒
し
て
い
た
。
ま

た
、
鎌
倉
時
代
や
江
戸
時
代
に
は
戒
律
厳
守
の
真
言
律
僧
が
登
場
し
て
お

り
、
上
田
は
そ
う
し
た
僧
を
尊
重
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
戒
律
重
視
と
い

う
点
は
、
戦
中
・
戦
後
も
一
貫
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
側
と
の
意
見
対
立
の
一
因
と
な
っ
た
平
和
パ
ゴ
タ
へ
の
遺
骨
奉
納
問

題
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
リ
仏
教
で
は
塔
は
唯
一
の
仏
で
あ
る
釈
尊
の
舎
利

を
納
め
る
も
の
で
あ
り
、
人
は
死
ね
ば
輪
廻
す
る
と
見
て
遺
骨
を
極
度
に

尊
重
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
、
上
田
は
遺
骨
埋
葬
の
聖
地
で
あ
る
高

野
山
の
大
学
教
授
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人

が
仏
と
な
り
う
る
と
す
る
大
乗
仏
教
を
受
容
し
た
日
本
で
は
、
民
間
信
仰

と
の
習
合
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
人
を
「
ほ
と
け
」
と
呼
ぶ
た
め
、
戦
死
者

の
遺
骨
は
「
ほ
と
け
の
骨
」
と
な
り
、
パ
ゴ
ダ
に
奉
納
し
て
も
違
和
感
を

感
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
上
田
は
ど
の

よ
う
に
意
識
し
て
い
た
の
か
、
小
島
先
生
の
お
考
え
を
伺
い
た
い
。

　

最
後
に
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
先
生
の
発
表
で
は
、
戦
時
中
に
は
日
本
軍

の
中
国
侵
攻
を
擁
護
し
て
い
た
藤
井
日
達
が
、
戦
後
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
影

響
で
平
和
主
義
に
転
じ
て
盛
ん
に
活
動
し
た
こ
と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
は
意

見
の
相
違
が
あ
っ
た
も
の
の
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
日
本
山
の
修
行
僧
た
ち
の

ひ
た
む
き
な
修
行
ぶ
り
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
単
純

山
は
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
り
、
今
回
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
意
義
は

大
き
い
。
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
戦
中
・
戦
後
で
中
山
が
一
貫
し
て
い
た

面
と
し
て
は
、
日
本
の
大
乗
仏
教
の
優
位
性
の
確
信
、
そ
し
て
平
和
主
義

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
中
山
が
創
設
し
た
日
本
仏
教
鑚
仰
会
は
、
日
本
の
大

乗
仏
教
の
素
晴
ら
し
さ
を
顕
彰
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
戦
時
中
も
そ

の
刊
行
物
が
示
す
よ
う
に
、「
大
東
亜
の
平
和
」
を
め
ざ
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
戦
時
中
は
大
東
亜
の
平
和
の
実
現
の
た
め
に
戦
っ
た
の
で
あ
り
、

戦
後
は
国
際
平
和
を
め
ざ
し
た
も
の
の
、
大
乗
仏
教
を
そ
の
主
導
者
と
し

よ
う
と
し
た
点
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い

て
、
坂
井
田
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
資
料
不
足
の
た
め
、
中
山
の
思
想
は
明
ら
か
に
し
に
く
い
と
さ

れ
た
が
、
戦
時
中
も
戦
後
も
中
山
の
同
志
の
よ
う
な
形
で
共
に
活
動
し
て

い
た
パ
ー
リ
学
者
の
長
井
真
琴
の
著
作
を
参
考
に
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
長
井
は
、
日
本
仏
教
鑚
仰
会
が
刊
行
し
た
『
南
方
共
栄
圏
の
仏
教
』

で
は
、
パ
ー
リ
仏
教
の
戒
律
を
尊
重
し
て
お
り
、
大
乗
・
小
乗
と
い
う
表

現
は
避
け
る
べ
き
だ
と
し
て
日
本
は
一
乗
の
立
場
に
立
つ
べ
き
だ
と
説
い

て
い
る
が
、
こ
れ
は
結
果
と
し
て
は
、
一
乗
主
義
で
あ
る
日
本
の
大
乗
仏

教
中
に
パ
ー
リ
仏
教
を
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
小
島
先
生
の
発
表
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
出
家
し
、
戦
時
中
は
日

本
軍
に
従
っ
て
活
動
し
た
上
田
天
瑞
の
戒
律
評
価
の
姿
勢
や
不
殺
生
戒
観

の
変
化
、
戦
後
の
慰
霊
・
遺
骨
収
集
活
動
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
日
本
で
の
平
和
パ
ゴ
タ
建
立
を
め
ぐ
っ
て
、
戦
死
者
の
遺
骨
も
納
め

よ
う
と
し
た
日
本
側
と
、
上
座
部
仏
教
布
教
を
望
み
、
塔
に
は
仏
舍
利
し

か
認
め
な
い
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
認
識
の
ズ
レ
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
上
田

の
戦
中
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
大
澤
広
嗣
先
生
の
先
行
研
究
が
あ
っ
て
有
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勢
に
も
関
わ
る
重
要
な
も
の
だ
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
こ
う
し
た
点
に
関
す
る
研
究
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

な
図
式
で
は
割
り
切
り
な
い
イ
ン
ド
の
人
々
と
日
本
僧
た
ち
の
人
間
的
な

交
流
の
実
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
戦
中
・
戦
後
に
お
け
る
日
達
の
連
続
性
と

い
う
面
が
あ
る
。
日
達
が
奉
じ
て
い
た
日
蓮
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
で
は
仏

教
が
滅
び
た
が
、
日
蓮
に
よ
っ
て
真
の
特
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
『
法
華

経
』
が
日
本
か
ら
再
び
イ
ン
ド
に
も
た
ら
さ
れ
て
世
界
中
に
流
布
し
、

「
前
代
未
聞
の
大
闘
諍
」
を
経
て
『
法
華
経
』
に
基
づ
く
平
和
な
世
界
が

実
現
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
中
山
の
場
合
と
同
じ
く
、
日
達
が
平
和

を
め
ざ
し
て
い
た
点
は
、
実
は
戦
前
も
戦
後
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
戦
後
、
日
達
は
第
二
次
大
戦
を
ど
う
位
置
づ
け
、

『
法
華
経
』
に
よ
る
平
和
が
達
成
さ
れ
る
前
の
「
闘
諍
」
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。

　

も
う
一
つ
検
討
す
べ
き
こ
と
は
、
中
山
の
場
合
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
西

洋
思
想
の
影
響
を
受
け
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
っ
て
仏
教
を
尊
重
し
て

い
な
か
っ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
、
な
ぜ
日
本
の
僧
侶
が
そ
こ
ま
で
尊
重
し
て

影
響
を
受
け
た
の
か
と
い
う
点
だ
。
日
達
が
、
カ
ー
ス
ト
に
よ
る
差
別
に

反
対
し
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
パ
ー
リ
仏
教
系
の
仏
教
復
興
運
動
に
は
積

極
的
に
連
携
せ
ず
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
や
国
粋
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
復
興
運
動

の
指
導
者
た
ち
と
親
し
く
し
て
い
た
宗
教
的
な
背
景
は
何
な
の
か
。
た
と

え
ば
、
日
本
仏
教
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
影
響
を
受
け
た
大
乗
仏
教
で
あ
る

こ
と
は
関
係
な
い
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
先
生

の
お
考
え
を
伺
い
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
三
先
生
の
発
表
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注

目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
事
柄
が

数
多
く
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
我
々
の
現
在
の
研
究
姿
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Ａ
Ｉ
と
宗
教 

│
│ 

Ａ
Ｉ
と
世
界
観
・
神
観
念 

│
│

代
表
者
・
司
会　

木
村
武
史

Ａ
Ｉ
と
一
神
教
は
関
係
あ
る
の
か

小
原　

克
博

　

高
度
に
進
化
し
た
Ａ
Ｉ
は
人
間
の
知
能
を
凌
駕
し
、
神
の
如
き
存
在
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
は
洋
の
東
西
に
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る

が
、
日
本
で
は
Ａ
Ｉ
の
推
進
が
「
一
神
教
的
神
話
の
二
一
世
紀
バ
ー
ジ
ョ

ン
」「
人
間
が
神
と
一
体
化
す
る
と
い
う
思
想
」（
西
垣
通
『
Ａ
Ｉ
原
論

│
│
神
の
支
配
と
人
間
の
自
由
』）
と
い
っ
た
具
合
に
、
一
神
教
的
世
界

観
と
の
関
係
で
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
言
説
を

オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
宗
教
観
と
し
て
批
判
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は

な
い
。
本
稿
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
神
の
像
」（
創
世
記
一
・

二
六
―
二
七
）
を
手
が
か
り
に
、
人
間
と
Ａ
Ｉ
の
再
帰
的
関
係
に
光
を
当

て
、
宗
教
学
的
思
索
の
Ａ
Ｉ
研
究
へ
の
貢
献
可
能
性
を
提
示
す
る
。

　
「
再
帰
的
」
の
辞
書
的
な
意
味
と
し
て
は
、
①
自
己
の
行
為
の
結
果
が

自
己
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
。
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
。
②
（
数
学
な
ど
で
）
定

義
の
中
に
定
義
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
（『
大
辞
林
』）
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
②
の
意
味
か
ら
出
発
し
、「
再
帰

的
」
を
自
己
へ
の
言
及
と
し
て
理
解
す
る
。
新
し
い
も
の
（
価
値
）
を
表

現
す
る
際
に
も
、
自
己
に
と
っ
て
既
知
の
も
の
へ
の
言
及
が
必
要
と
な

る
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
表
現
さ
れ
た
も
の
が
自
己
理
解
に
影
響
を
与
え

る
と
い
う
意
味
で
、
①
の
視
点
も
考
慮
す
る
。

　
「
神
が
自
分
の
姿
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
し
た
」
の
で
人
間
（
だ
け
）

に
「
神
の
像
」
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
「
再
帰
的
」
と
見
な
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』

に
お
い
て
「
人
間
は
自
ら
の
姿
に
似
せ
て
神
を
作
っ
た
」
と
語
り
、
神
と

は
人
間
の
自
己
意
識
で
あ
り
、
ま
た
神
学
と
は
人
間
学
だ
と
主
張
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
批
判
、
無
神
論
の
出
発
点
に
「
再
帰
的
」
気
づ
き
が
あ
っ
た

と
言
え
る
。

　

ま
た
現
代
に
お
い
て
は
、（
超
越
的
な
）
宗
教
経
験
を
脳
内
現
象
と
し

て
考
察
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
再
帰
的
」
考
察
と

言
え
る
。
未
知
の
も
の
を
語
る
こ
と
と
、
再
帰
的
作
法
と
の
間
に
は
不
可

分
の
関
係
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
宗
教
学
は
一
定
の
知
見
を
蓄
積

し
て
い
る
。

　

人
間
は
い
つ
で
も
理
性
的
・
自
律
的
存
在
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
誕

生
・
終
末
期
、
各
種
の
身
体
的
・
精
神
的
障
が
い
）。
そ
の
理
解
の
も
と

で
は
「
神
の
像
」
は
、
人
間
を
他
の
生
物
か
ら
区
別
す
る
特
権
的
・
存
在

論
的
な
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
が
徹
底
し
て
非
自
律
的
・
依
存

的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
の
受
容
と
、
特
定
の
人
間
類
型
（
力
を
持
ち
自
律

し
た
理
性
的
人
間
）
を
偏
重
す
る
こ
と
の
拒
否
を
促
し
て
い
る
と
言
え

る
。

　
「
神
の
像
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
と
一
神
教
（
た
だ
し
、
イ
ス

ラ
ー
ム
は
「
神
の
像
」
を
語
ら
な
い
）
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
再
帰
的

関
係
を
組
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
一
神
教
に
お
い
て
は
、
人
が
神
以
外
の
も
の
を
神
と
見
な
す
こ
と

は
偶
像
崇
拝
と
し
て
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
（
再
帰
的
欲
望
の
禁
止
）、

パ
ネ
ル
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て
、
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察

し
た
。

　

第
一
の
事
例
は
、
二
〇
一
七
年
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
市
民
権
を
獲
得

し
た
、
人
型
ロ
ボ
ッ
トSophia

で
あ
る
。
石
油
に
依
存
し
た
経
済
か
ら

の
脱
却
を
目
指
す
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
は
、「
Ａ
Ｉ
に
市
民
権
を
与
え
た

世
界
初
の
国
」
と
い
う
称
号
を
得
る
こ
と
で
、
経
済
政
策
の
転
換
を
宣
伝

す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
産
油
国
の
Ｕ
Ａ
Ｅ
も
、「
世

界
初
の
Ａ
Ｉ
国
務
大
臣
」
や
「
世
界
初
の
Ａ
Ｉ
フ
ァ
ト
ワ
ー
（
教
義
回

答
）」
を
宣
伝
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
産
油
国
に
と
っ
て
の
Ａ

Ｉ
は
、
新
し
い
経
済
政
策
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

第
二
の
事
例
は
、
イ
ラ
ン
の
人
型
ロ
ボ
ッ
トA

rash

で
あ
る
。A

rash

は
、
小
児
が
ん
の
患
者
の
話
し
相
手
と
な
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
。
そ
の

背
景
に
は
、
病
気
の
た
め
に
希
望
を
失
い
、
信
仰
を
捨
て
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー

ム
の
教
義
の
第
一
の
根
拠
と
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
で
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
慈
悲

に
対
し
て
絶
望
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
ま

た
、A

rash

が
人
型
で
あ
る
理
由
と
し
て
、
犬
の
よ
う
に
不
浄
と
さ
れ

る
動
物
の
形
で
は
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
信
者
が
い
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
は
犬
が
不
浄
で
あ
る
と
の

明
言
は
な
く
、
犬
を
不
浄
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
法
学
派
に
よ
っ
て

解
釈
が
異
な
る
。

　

同
じ
く
イ
ラ
ン
の
事
例
と
し
て
、
宗
教
教
育
に
お
け
る
人
型
ロ
ボ
ッ
ト

N
ao

とA
lice

の
活
用
を
挙
げ
た
。
授
業
に
対
す
る
生
徒
の
関
心
を
高

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
に
礼
拝
や
道
徳
劇
を
行
わ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
な
が
ら
礼
拝
の
所
作
や
女
性
の
装

ま
た
、
聖
書
に
お
け
る
「
神
の
像
」
は
「
理
性
」
や
「
知
能
」
と
同
一
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
が
自
ら
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
神
を
語
ろ
う
と
す
る
再
帰
的
欲
望
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
強
い
警
戒

を
向
け
て
い
る
。

　

Ａ
Ｉ
研
究
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
知
能
」
を
中
心
と
し
た
人

間
観
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
自
覚
的
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
Ａ
Ｉ
の

知
能
を
強
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
の
比
較
の
中
に
人
間
は
置
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
理
性
的
・
合
理
的
・
自
律
的
な
人
間
類
型
が
、
人
間
理

解
の
基
準
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
、
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
る
も
の
が
何

か
を
宗
教
研
究
は
示
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

Ａ
Ｉ
と
一
神
教
は
再
帰
的
欲
望
に
絶
え
ず
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
、
共
通
の
土
台
を
持
つ
。
し
か
し
、
後
者
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
的
に
引

き
受
け
て
き
た
伝
統
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
で
養
わ
れ
て
き
た
批
判
的
人

間
理
解
は
、
Ａ
Ｉ
研
究
か
ら
派
生
し
、
ま
た
、
そ
こ
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

さ
れ
る
人
間
観
に
対
し
、
自
己
批
評
を
可
能
と
さ
せ
る
外
部
的
視
点
を
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
位
置
づ
け

石
田　

友
梨

　

西
垣
通
『
Ａ
Ｉ
原
論
』
は
、
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
知
能
を
超
え
る
と
す
る
ト

ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
背
景
に
、
一
神
教
の
思
想
が
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
西
垣
は
、「
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
を
核
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」

（
一
三
五
頁
）
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
た
が
、
同
じ
く
一
神
教
で
あ
る
イ
ス

ラ
ー
ム
で
は
、
Ａ
Ｉ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
発
表

で
は
、
Ａ
Ｉ
を
搭
載
し
た
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
を
中
心
と
し
た
事
例
を
通
じ
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の
道
具
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
現
状
が
み
え
て
き
た
。
し
か
し
、
Ａ
Ｉ

と
信
仰
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
永
遠
性

冲
永　

宜
司

　

ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
以
下
Ｔ
Ｈ
と
記
す
）
と
は
、
人
間
の
認

知
能
力
の
増
強
や
寿
命
の
延
長
な
ど
を
目
指
し
て
、
人
間
が
従
来
の
身
体

に
限
定
さ
れ
た
人
間
を
超
え
る
こ
と
を
試
み
る
、
現
代
の
欧
米
を
中
心
と

し
た
思
想
、
社
会
運
動
で
あ
り
、
し
か
も
科
学
の
力
で
そ
れ
を
行
お
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｔ
Ｈ
は
自
ら
の
力
で
自

然
を
認
識
、
統
御
し
よ
う
と
す
る
近
代
科
学
の
理
念
の
延
長
上
に
あ
り
、

そ
れ
を
外
的
な
自
然
の
統
御
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
生
命
の
永
遠
化
に
ま

で
及
ぼ
そ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
ひ
と
つ
に
意
識
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
不
死
を
実
現
さ
せ
る
試
み
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

科
学
文
明
の
理
想
を
究
極
ま
で
突
き
詰
め
た
特
徴
が
伺
え
る
。

　

Ｔ
Ｈ
で
は
科
学
が
か
つ
て
の
宗
教
の
位
置
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
伝
統
的
な
宗
教
で
は
永
遠
の
生
は
超
越
者

と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
魂
の
純
化
を
条
件
と
し
た
の
に
対
し
て
、
Ｔ
Ｈ
は

死
を
避
け
生
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
欲
求
を
そ
の
ま
ま
永
遠

化
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
宗
教
は
有
神
論
ま
た
は
唯
心
論
的
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｔ
Ｈ
は
無
神
論
か
つ
唯
物
論
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後

ま
で
批
判
的
合
理
主
義
を
貫
き
、
問
わ
れ
な
い
前
提
や
聖
域
を
残
さ
な

い
。
こ
の
意
味
で
は
合
理
性
を
超
え
た
も
の
を
許
容
す
る
宗
教
と
は
断
絶

す
る
。

　

Ｔ
Ｈ
論
者
の
多
く
に
共
通
す
る
傾
向
と
し
て
、
強
い
死
の
恐
怖
と
そ
の

い
を
示
す
教
育
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
独
自
の
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
イ
ス

ラ
ー
ム
的
道
徳
と
し
て
教
え
ら
れ
る
、
節
水
や
分
か
ち
合
い
の
精
神
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
し
て
い
な
い
者
に
も
共
有
で
き
る
価
値
観
で
あ
る
。

人
型
ロ
ボ
ッ
ト
を
モ
ス
ク
の
案
内
係
に
す
る
と
い
う
構
想
も
、
他
の
宗
教

に
応
用
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
イ
ラ
ン
の
事
例
か
ら
は
、
信
仰
を
維
持
す
る

た
め
の
積
極
的
な
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
利
用
と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

続
い
て
、
ム
ス
リ
ム
科
学
者
の
行
う
Ａ
Ｉ
研
究
と
し
て
、M

uham
-

m
ad A

urangzeb A
hm

ad

の
Ａ
Ｉ
ボ
ッ
ト
を
取
り
上
げ
た
。
亡
父
と

の
会
話
を
再
現
す
る
技
術
は
、
意
識
を
機
械
に
移
す
こ
と
で
永
遠
の
命
を

得
よ
う
と
す
る
マ
イ
ン
ド
・
ア
ッ
プ
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
通
じ
る
も
の
が
あ

る
。
し
か
し
、
彼
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
自
分
の
子
が
祖
父
と
会
話
す
る

機
会
を
も
て
る
よ
う
願
っ
て
開
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、

そ
こ
に
家
族
愛
以
上
の
も
の
を
読
み
込
む
こ
と
は
難
し
い
。

　

最
後
に
、
Ａ
Ｉ
が
発
展
し
て
い
く
社
会
を
見
据
え
たH

adi A
kbar 

D
ahlan

が
、
今
後
の
議
論
の
活
性
化
を
目
指
し
て
提
示
し
た
三
つ
の
問

い
を
紹
介
し
た
。「
ロ
ボ
ッ
ト
は
人
間
に
な
れ
る
か
？
」
と
い
う
問
い
は
、

人
間
は
男
女
の
交
わ
り
か
ら
生
ま
れ
る
と
す
る
ク
ル
ア
ー
ン
を
根
拠
に
否

定
さ
れ
る
。
次
の
問
い
で
あ
る
「
ロ
ボ
ッ
ト
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
で
き

る
か
？
」
に
お
い
て
も
、
人
間
と
ロ
ボ
ッ
ト
は
異
な
る
こ
と
が
重
ね
て
指

摘
さ
れ
る
。
最
後
の
問
い
「
ロ
ボ
ッ
ト
は
信
頼
で
き
る
か
？
」
で
は
、
ハ

ラ
ー
ル
か
否
か
の
機
械
的
判
断
を
行
っ
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
問
題
な
ど

が
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
将
来
の
ム
ス
リ
ム
の
生
活
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
予
め
議
論
を
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い

た
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
Ａ
Ｉ
が
経
済
政
策
の
対
象
や
、
信
仰
を
守
る
た
め
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類
す
る
も
の
が
あ
る
。
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
人
間
の
認
知
行
動
能
力
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
逆
転
す
る
地
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
の
計
算
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
計
算
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
こ
の
世
界
が
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
で
あ
っ
て
も
現
実
と
区

別
不
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は
意
識
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
お
い
て
、
意
識
が

現
実
世
界
ご
と
、
意
識
を
超
え
た
も
の
と
一
体
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。

　

こ
の
現
実
世
界
と
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
と
の
区
別
の
消
滅
は
、
唯
物
論
の

唯
心
論
化
、
汎
神
論
化
を
意
味
す
る
。
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
以
後
、
自
己

を
超
え
た
も
の
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
自
己
の
無
限
大
化
の
方
向
が

宇
宙
の
自
己
化
と
な
り
、
自
己
の
意
志
が
宇
宙
の
意
志
に
な
る
。
こ
れ
は

ボ
ス
ト
ロ
ム
や
テ
ィ
プ
ラ
ー
の
汎
心
論
的
思
想
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
う

し
た
Ｔ
Ｈ
に
お
け
る
自
己
知
が
自
己
抑
制
に
相
当
し
得
る
の
か
、
ま
た
宇

宙
の
自
己
化
が
悟
り
や
霊
に
相
当
す
る
の
か
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で

あ
る
。

技
術
社
会
に
お
け
る
人
工
的
他
者
と
し
て
の
Ａ
Ｉ
と
情
動

木
村　

武
史

　

現
代
技
術
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
と
情
動
と
い
う
テ
ー
マ
の
ど
こ
に
宗
教

や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
、
近
代
化
を
推

進
し
た
技
術
は
西
洋
に
お
い
て
非
キ
リ
ス
ト
教
化
を
進
め
た
た
め
、
近
代

技
術
社
会
は
非
宗
教
的
と
当
然
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教

と
「
宗
教
」
を
同
一
視
し
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
昨
今
の
Ａ
Ｉ
を
巡

る
議
論
で
は
、
Ａ
Ｉ
を
長
期
的
な
人
類
の
技
術
史
に
位
置
付
け
て
お
り
、

内
的
知
識
の
外
在
化
と
い
う
観
点
に
お
い
て
Ａ
Ｉ
は
伝
統
的
な
技
術
史
の

回
避
願
望
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
確
実
な
科
学
技
術
に
よ
っ
て
生

を
永
遠
化
し
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
い
つ
か
は
死
ぬ
の
で
あ
れ
ば
、
問

題
は
根
本
的
に
は
解
決
さ
れ
な
い
。
こ
の
試
み
は
問
題
の
先
送
り
に
し
か

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
科
学
技
術
の
進
歩
を
、
こ
の
回
避
願
望

の
増
大
に
常
に
先
ん
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
処
理
能
力

を
無
限
化
す
れ
ば
、
欲
求
の
拡
大
よ
り
も
、
そ
の
充
足
の
処
理
速
度
が
先

回
り
で
き
、
苦
に
陥
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
苦
の
原
因
と

し
て
の
欲
を
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
欲
を
い
く
ら
拡
大
し
て
も
欲
求
充
足

の
た
め
の
条
件
が
整
え
ら
れ
る
未
来
へ
の
志
向
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
Ｔ

Ｈ
は
、
死
を
進
化
の
自
然
的
帰
結
と
見
な
す
「
死
―
自
然
主
義
」
の
思
想

と
は
対
立
し
続
け
る
。

　

確
か
に
Ｔ
Ｈ
の
中
で
も
、
仏
教
Ｔ
Ｈ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
限
の
欲

求
拡
大
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
側
を
変
え
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
だ

が
そ
れ
は
、
自
己
省
察
の
徹
底
に
よ
る
苦
の
原
因
と
な
る
自
己
の
滅
却
よ

り
も
、
苦
を
除
去
す
る
科
学
的
、
客
観
的
方
法
が
中
心
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
基
本
的
に
自
己
を
変
え
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
、
科
学
的
方
法
に
よ

る
苦
の
除
去
と
、
伝
統
的
な
自
己
省
察
に
よ
る
自
己
改
変
と
は
、
最
終
的

に
は
断
絶
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
自
己
の
内
的
な
性
質
に
つ
い
て
の
知

は
、
そ
れ
が
客
観
知
で
あ
っ
て
も
、
自
己
へ
の
根
源
的
な
反
省
の
条
件
を

整
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
方
法
の
融
合
は
、
将
来
的
な
課
題

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宗
教
に
は
、
死
と
向
か
い
合
い
、
生
を
見
直
す
こ
と
に
実
存
的
な
充
実

を
見
出
す
考
え
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
欲
望
の
前
提
の
転
覆
が
幸
福
の
成
就

で
あ
る
と
い
う
逆
説
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
Ｔ
Ｈ
の
中
に
も
、
シ
ン
ギ

ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
終
末
論
的
な
ラ
プ
チ
ャ
ー
と
捉
え
る
思
想
の
中
に
そ
れ
に
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観
は
非
人
間
的
で
あ
る
が
、
自
然
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
。

②
機
械
の
外
観
は
非
人
間
的
で
あ
る
が
、
二
次
元
上
で
人
間
的
形
態
と
自

然
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
。
③
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
型
ロ
ボ
ッ
ト

で
自
然
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
④
生
活
空
間
に
浸
透
し
、

よ
り
自
然
に
受
け
止
め
ら
れ
る
分
散
型
Ａ
Ｉ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
は
機

械
の
擬
人
化
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
擬
人
化
で
あ
る
か
ら
宗

教
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
が
、
擬
人
化
で
あ
る
か
ら
宗

教
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま

た
、
単
な
る
投
影
で
は
な
く
、
人
間
が
発
す
る
言
語
情
報
を
Ａ
Ｉ
に
学
習

さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
原
が
指
摘
す
る
再
帰
性
の
問
題
が
見
ら
れ

る
。

　

既
に
実
用
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
や
Ａ

Ｉ
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
事
例
か
ら
少
し
考
察
を
進
め
て 

み
る
。
企
業
活
動
に
お
い
て
は
情
報
提
供
と
と
も
に
信
頼
性
と
い
う
感 

情
的
結
び
つ
き
が
重
要
に
な
る
。
ま
た
、
Ａ
Ｉ
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
で
あ
る

Replika

に
つ
い
て
海
外
の
利
用
者
の
間
で
は
様
々
な
反
応
が
見
ら
れ

る
。
詳
細
は
こ
こ
で
は
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
日
本
の
Ｉ
Ｔ
利
用
者
に
も
み

ら
れ
る
が
、
人
間
で
は
な
く
機
械
で
あ
る
か
ら
人
に
は
言
え
な
い
心
の
思

い
を
素
直
に
表
現
で
き
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
し
、
自
分
の
若
い
頃
の
こ

と
を
再
体
験
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
と
い
っ
た
肯
定
的
な
情
動
的
結
び

つ
き
を
表
明
す
る
事
例
も
あ
る
。

　

狭
義
の
意
味
で
の
宗
教
集
団
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
利
用
も
予
想
さ
れ
、
日

常
的
な
場
面
で
の
Ａ
Ｉ
と
人
間
と
の
結
び
つ
き
を
土
台
と
し
た
宗
教
伝
統

の
Ａ
Ｉ
利
用
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
行
方
を
見
守

り
た
い
と
思
う
。

延
長
線
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

西
垣
通
は
『
Ａ
Ｉ
原
論
』（
二
〇
一
八
年
）
で
は
Ａ
Ｉ
推
進
の
背
後
に

隠
さ
れ
て
い
る
一
神
教
的
世
界
観
を
批
判
す
る
が
、『
聖
な
る
ヴ
ァ
ー
チ

ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
』（
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー

ス
に
没
入
す
る
経
験
は
複
数
の
自
己
が
増
殖
し
て
い
く
よ
う
に
感
じ
、
そ

こ
に
二
一
世
紀
科
学
技
術
社
会
の
聖
性
創
出
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
と

い
う
。
そ
の
議
論
は
Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
の
聖
な
る
も
の
に
関
す
る
議
論
と
類

似
し
て
い
る
。
第
三
次
Ａ
Ｉ
ブ
ー
ム
の
前
に
書
か
れ
た
論
点
で
あ
る
が
、

理
性
と
情
動
を
同
時
に
論
じ
よ
う
と
す
る
最
近
の
分
析
哲
学
に
お
け
る
議

論
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
Ⅴ
Ｒ
に
関
し
て
取
り
上
げ
た
議
論
は
、
昨
今
の

Ａ
Ｉ
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
Ａ
Ｉ
研
究
に
お
い
て
統
合
情
報
理
論
に
従
っ
て
機
械
に
意
識
を

持
た
せ
よ
う
と
す
る
試
み
や
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
情
動
的
・
感
情
的
表
現
を
持

た
せ
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。
理
性
が
特
化
型
Ａ
Ｉ
に
お
い

て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
情
動
・
感
情
は
人
間
的
な
も
の
で
あ

り
、
機
械
に
は
情
動
・
感
情
を
持
た
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
の
情
動
の
科
学
的
研
究
に
お
い
て
は

構
成
主
義
的
見
解
が
広
ま
り
始
め
て
お
り
、
そ
れ
は
Ａ
Ｉ
と
ロ
ボ
ッ
ト
研

究
の
構
成
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
近
く
、
ま
た
、
社
会
構
築
主
義
と
も
親

和
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
科
学
的
世
界
観
を
推
進
す
る

立
場
か
ら
は
、
Ａ
Ｉ
と
人
間
と
の
間
主
観
性
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
間
主
観
性
的
関
係
が
Ａ
Ｉ
と
人
間
と
の
間
で
成
り
立
つ
と

き
、
Ａ
Ｉ
は
人
工
的
他
者
（A

rtificial O
ther

）
と
し
て
人
間
に
は
経

験
さ
れ
る
。
そ
の
形
式
に
は
幾
つ
か
の
バ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。
①
外
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国
務
大
臣
」
や
「
世
界
発
の
Ａ
Ｉ
フ
ァ
ト
ワ
ー
」
を
宣
伝
し
て
い
る
。
イ

ラ
ン
の
人
型
ロ
ボ
ッ
トA

rash

は
小
児
が
ん
の
患
者
の
相
手
を
す
る
た

め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア
ッ
ラ
ー
の
慈
悲
に
絶
望
し
て
は
な

ら
な
い
と
ク
ル
ア
ー
ン
で
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
教
育

で
生
徒
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
を
活
用
し
、
礼
拝
の
所

作
や
女
性
の
装
い
を
教
え
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム
科
学
者
が
行
う
Ａ
Ｉ
研
究

や
、
Ａ
Ｉ
利
用
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
の
疑
問
等
も
取
り
上
げ
、
考

察
を
加
え
て
い
る
。

　

冲
永
宜
司
は
「
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
永
遠
性
」
と
題
す
る
発

表
で
、
科
学
の
力
で
人
間
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
を
試
み
る
ト
ラ
ン
ス
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
以
下
、
Ｔ
Ｈ
）
を
批
判
的
に
考
察
す
る
。
Ｔ
Ｈ
で
は
科

学
が
か
つ
て
の
宗
教
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
さ
れ
、
科
学
技
術
に
よ
っ

て
死
を
避
け
生
を
永
遠
化
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
意
味
で
Ｔ
Ｈ
は
、
死

を
進
化
の
自
然
的
帰
結
と
見
な
す
「
死
―
自
然
主
義
」
の
思
想
と
は
対
立

す
る
。
そ
し
て
、
無
神
論
か
つ
唯
物
論
で
あ
り
、
批
判
的
合
理
主
義
を
貫

く
。
こ
の
意
味
で
は
合
理
性
を
超
え
た
も
の
を
許
容
す
る
宗
教
と
は
断
絶

す
る
。
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
人
間
の
認
知
行
動
能
力
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

と
逆
転
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
と
現
実

と
区
別
不
可
能
に
な
る
。
こ
の
現
実
世
界
と
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
と
の
区
別

の
消
滅
は
、
唯
物
論
の
唯
心
論
化
、
汎
神
論
化
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
ボ

ス
ト
ロ
ム
や
テ
ィ
プ
ラ
ー
の
汎
心
論
的
思
想
で
も
あ
る
。

　

木
村
武
史
は
「
技
術
社
会
に
お
け
る
人
工
的
他
者
と
し
て
の
Ａ
Ｉ
と
情

動
」
と
題
す
る
発
表
で
、
Ａ
Ｉ
を
内
的
知
識
を
外
在
化
す
る
技
術
史
に
位

置
付
け
る
観
点
か
ら
、
西
垣
が
『
聖
な
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ

ィ
』（
一
九
九
五
年
）
で
論
じ
た
科
学
技
術
社
会
に
お
け
る
合
理
性
の
隙

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

木
村　

武
史

　

西
垣
通
は
『
Ａ
Ｉ
原
論
』（
二
〇
一
八
年
）
で
、
Ａ
Ｉ
を
開
発
す
る
こ
と

に
よ
り
「
絶
対
知
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
Ａ
Ｉ
推
進
の
背
後
に
隠
さ
れ

て
い
る
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
一
神
教
的
世
界
観
を
取
り
出
し
、

批
判
的
に
検
討
す
る
。
本
パ
ネ
ル
で
は
西
垣
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す

る
と
と
も
に
、
各
パ
ネ
リ
ス
ト
が
各
自
の
立
場
か
ら
考
察
を
行
う
。

　

小
原
克
博
は
「
Ａ
Ｉ
と
一
神
教
は
関
係
あ
る
の
か
」
と
題
す
る
発
表

で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
神
の
像
」（
創
世
記
一
・
二
六
―
二
七
）

を
手
が
か
り
に
、
人
間
と
Ａ
Ｉ
の
再
帰
的
関
係
に
光
を
当
て
、
宗
教
学
的

思
索
の
Ａ
Ｉ
研
究
へ
の
貢
献
可
能
性
を
提
示
す
る
。「
再
帰
的
」
を
、
新

し
い
も
の
（
価
値
）
を
表
現
す
る
際
に
既
知
の
も
の
へ
の
言
及
を
し
、
い

っ
た
ん
表
現
さ
れ
た
も
の
が
自
己
理
解
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で

用
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、「
人
間
は
自
ら
の
姿
に
似
せ
て
神

を
作
っ
た
」
と
主
張
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
無

神
論
、
宗
教
経
験
を
脳
内
現
象
と
し
て
見
な
す
科
学
的
研
究
、
Ａ
Ｉ
研
究

な
ど
は
再
帰
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
神
教
世
界
で
形
成
さ
れ
て
き
た
批

判
的
人
間
理
解
や
偶
像
崇
拝
の
禁
止
（
再
帰
的
欲
望
の
禁
止
）
は
、
Ａ
Ｉ

研
究
で
再
帰
的
に
形
成
さ
れ
る
人
間
観
に
対
し
、
自
己
批
評
を
可
能
と
さ

せ
る
外
部
的
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

石
田
友
梨
は
「
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
位
置
づ
け
」

と
題
す
る
発
表
で
、
一
神
教
で
あ
る
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
Ａ

Ｉ
利
用
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
石
油
依
存
の
経
済
か
ら
脱
却
を
試

み
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
、
二
〇
一
七
年
に
人
型
ロ
ボ
ッ
トSophia

に

市
民
権
を
与
え
た
。
同
じ
く
産
油
国
で
あ
る
Ｕ
Ａ
Ｅ
も
「
世
界
初
の
Ａ
Ｉ
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医
療
現
場
に
お
け
る
宗
教
者
に
よ
る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア

代
表
者
・
司
会　

山
本
佳
世
子

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

柴
田　
　

実

医
療
施
設
に
お
け
る
宗
教
家
の
活
動
調
査
報
告

谷
山　

洋
三

　

臨
床
宗
教
師
や
臨
床
仏
教
師
な
ど
が
登
場
し
て
以
来
、
宗
教
家
の
専
門

性
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
て
お
り
、
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
量
的

研
究
が
必
要
で
あ
る
。
本
調
査
は
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
調
査

／
実
験
倫
理
委
員
会
の
許
可
を
得
て
（
文
倫
第2019-1015-140144

号
）、
二
〇
一
九
年
一
一
月
六
日
か
ら
二
〇
二
〇
年
一
月
三
一
日
ま
で
の

間
、
全
国
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
、
宗
教
的
背
景
の
あ
る
医
療
施
設
、
宗
教
家

の
活
動
が
確
認
さ
れ
て
い
る
医
療
施
設
の
計
四
七
〇
施
設
に
対
し
郵
送
に

よ
る
無
記
名
式
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
、
二
二
七
件
の
回
答
を
得
た
（
回

収
率
四
八
％
）。
今
回
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
施
設
の
宗
教
的
背
景
の

有
無
を
軸
に
考
察
し
、
以
下
の
結
果
を
得
た
。

　

全
回
答
の
う
ち
四
七
施
設
（
二
〇
％
）
が
宗
教
的
背
景
あ
り
（
以
下

「
あ
り
」）、
一
八
一
施
設
（
八
〇
％
）
が
宗
教
的
背
景
な
し
（
以
下
「
な

し
」）。「
あ
り
」
の
七
一
％
、「
な
し
」
二
七
％
で
宗
教
家
が
活
動
し
て
い

る
。
回
答
で
得
ら
れ
た
宗
教
家
の
人
数
は
一
六
〇
名
。
う
ち
男
性
六
一
％
、

女
性
三
八
％
。
キ
リ
ス
ト
教
四
四
％
、
仏
教
四
四
％
、
そ
の
他
一
二
％
。

肩
書
き
は
チ
ャ
プ
レ
ン
と
臨
床
宗
教
師
が
多
い
が
、
臨
床
仏
教
師
、
ビ
ハ

ー
ラ
僧
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
多

様
。
活
動
日
数
は
不
定
期
か
ら
週
五
日
ま
で
多
様
。
礼
拝
ス
ペ
ー
ス
、
聖

間
を
縫
っ
て
表
出
す
る
聖
な
る
も
の
と
い
う
考
え
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス

に
没
入
す
る
際
に
感
じ
る
自
己
増
殖
の
経
験
と
い
う
論
点
と
合
理
と
情
動

を
同
時
に
捉
え
よ
う
と
す
る
分
析
哲
学
の
議
論
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
を

提
案
す
る
。

　

Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
に
情
動
的
表
現
を
持
た
せ
る
研
究
が
あ
る
。
昨
今
の

情
動
の
科
学
的
研
究
に
お
け
る
構
成
主
義
的
見
解
、
Ａ
Ｉ
と
ロ
ボ
ッ
ト
研

究
の
構
成
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
社
会
構
築
主
義
の
間
に
は
親
和
性
が
あ

り
、
こ
の
科
学
的
世
界
観
で
は
Ａ
Ｉ
と
人
間
と
の
間
主
観
性
が
成
立
す

る
。
こ
の
間
主
観
性
的
関
係
が
成
り
立
つ
と
き
、
Ａ
Ｉ
は
人
工
的
他
者

（A
rtificial O

ther

）
と
し
て
人
間
に
は
経
験
さ
れ
る
。
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的
業
務
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え

て
今
後
分
析
を
進
め
た
い
。

　

布
教
伝
道
・
入
信
儀
式
は
「
あ
り
」
に
お
い
て
さ
え
、
四
分
の
三
の
施

設
で
布
教
伝
道
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
入
信
儀
式
は
数
年
に
一
回
以
下
だ
っ

た
。「
な
し
」
で
は
さ
ら
に
消
極
的
だ
が
皆
無
で
は
な
い
。
非
信
者
へ
の

宗
教
的
ケ
ア
は
全
体
の
五
一
％
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。
実
施
さ
れ
て
い
る

中
で
は
、
死
後
世
界
の
話
は
ど
ち
ら
で
も
行
わ
れ
る
が
、
宗
教
儀
式
や
説

教
は
「
あ
り
」
の
方
が
多
い
。
な
お
有
意
差
は
な
い
が
、
他
宗
教
家
の
紹

介
も
「
あ
り
」
の
方
が
多
い
。
全
体
の
三
分
の
一
は
、
宗
教
的
ケ
ア
と
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
違
い
を
区
別
し
て
い
る
が
、
背
景
有
無
に
よ
る
差

は
な
い
。
信
仰
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
患
者
・
家
族
の
ニ
ー
ド
に

丁
寧
に
応
え
よ
う
と
す
る
宗
教
家
が
多
く
を
占
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。

　

今
後
は
、
宗
教
家
の
有
無
に
よ
る
比
較
や
、
宗
教
家
の
活
動
形
態
（
雇

用
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
）
に
よ
る
比
較
を
通
し
て
、
よ
り
俯
瞰
的
・
総
合

的
に
考
察
を
進
め
た
い
。
調
査
に
協
力
い
た
だ
い
た
日
本
ホ
ス
ピ
ス
緩
和

ケ
ア
協
会
、
各
地
の
臨
床
宗
教
師
会
、
質
問
紙
に
回
答
い
た
だ
い
た
各
位

に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

病
院
に
お
け
る
亡
く
な
ら
れ
た
非
信
者
患
者
へ
の
宗
教
者
に
よ
る
ケ
ア

山
本
佳
世
子

　

日
本
に
お
い
て
は
宗
教
系
病
院
を
中
心
に
宗
教
者
が
配
置
さ
れ
て
き
た

が
、
終
末
期
医
療
に
お
け
る
全
人
的
ケ
ア
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
議
論
と
実
践
の
蓄
積
が
、
宗
教
的
ケ
ア
と

は
切
り
離
さ
れ
た
形
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
で
は
、
非
信
者
に
対
し
て
宗

典
・
絵
画
・
写
真
な
ど
の
宗
教
的
物
品
、
院
内
放
送
の
実
施
と
い
っ
た
宗

教
的
資
源
は
「
あ
り
」
施
設
で
多
い
。
以
下
、
宗
教
的
背
景
の
有
無
に
よ

る
比
較
で
有
意
差
な
い
し
有
意
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
中
心
に
考

察
す
る
。

　

宗
教
的
背
景
の
有
無
と
、
宗
教
家
の
活
動
形
態
に
明
確
な
相
関
が
見
ら

れ
、「
あ
り
」
で
は
雇
用
さ
れ
（
九
三
％
）、「
な
し
」
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
（
七
〇
％
）
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
活
動
範
囲
・

周
知
範
囲
に
も
影
響
し
、「
あ
り
」
で
は
職
員
・
患
者
を
含
め
施
設
全
体

に
な
り
や
す
い
が
、「
な
し
」
で
は
一
部
の
部
署
に
限
ら
れ
や
す
い
。「
あ

り
」
で
は
宗
教
家
の
存
在
は
必
然
的
で
、
一
定
の
期
待
感
を
前
提
に
、
宗

教
教
育
や
布
教
伝
道
、
儀
式
執
行
な
ど
も
「
な
し
」
よ
り
多
い
。
一
方

「
な
し
」
で
は
、「
宗
教
家
の
関
与
が
有
意
義
」
と
い
う
評
価
が
存
在
理
由

に
な
り
や
す
い
。
施
設
の
宗
教
的
背
景
「
あ
り
」
で
宗
教
家
の
立
場
が
確

保
さ
れ
や
す
く
、
活
動
と
周
知
の
範
囲
が
広
く
、
活
動
内
容
も
よ
り
広
く

積
極
的
に
な
る
。

　

宗
教
的
背
景
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
患
者
・
家
族
・
遺
族
・
職
員
の
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
と
情
報
共
有
に
期
待
が
あ
り
、
患
者
・
家
族
の
ケ
ア
は
多
く

の
施
設
で
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
族
・
職
員
の
ケ
ア
は
必
ず
し
も
期
待

に
応
え
ら
れ
ず
、
特
に
「
な
し
」
で
の
実
施
が
少
な
い
。「
あ
り
」
で
は
、

宗
教
儀
式
・
季
節
行
事
・
布
教
な
ど
宗
教
教
育
や
信
仰
生
活
支
援
に
加

え
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
、
遺
族
ケ
ア
、
情
報
共
有
が
よ
り

多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
。
遺
族
ケ
ア
は
「
あ
り
」
で
宗
教
家
の
積
極
的
関

与
が
見
ら
れ
る
。
他
の
職
種
が
担
う
業
務
は
期
待
さ
れ
ず
、
実
施
も
少
な

い
が
、「
あ
り
」
で
は
被
雇
用
者
が
多
い
た
め
か
、
や
や
期
待
感
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
内
容
は
、
医
療
施
設
に
お
け
る
宗
教
家
の
専
門
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別
れ
会
」
を
ビ
ハ
ー
ラ
ホ
ー
ル
で
行
っ
て
い
る
。
定
期
的
に
病
院
に
参
り

に
く
る
遺
族
も
お
り
、
菩
提
寺
の
代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
日
常
に
お
け
る
宗
教
者
と
の
関
わ
り
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
現
代
に

お
い
て
、
病
院
で
の
お
見
送
り
・
葬
儀
は
病
院
付
き
宗
教
者
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
ケ
ア
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
系
病
院
で
は
遺
族
の
分
か
ち
合
い
の
会
や
遺
族
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
お
り
、
宗
教
者
や
宗
教
的
空
間
が
死
者
と
の

対
話
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
の
遺
族
ケ
ア
が
な
さ
れ
て
い
る
。
遺
族
ケ
ア

は
宗
教
者
に
し
か
で
き
な
い
ケ
ア
で
は
な
い
が
、
個
人
的
に
「
無
宗
教
」

で
あ
っ
て
も
、
死
後
の
世
界
や
死
後
の
魂
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
遺
族
に
と
っ
て
、
死
者
へ
の
ケ
ア
が
で
き
る
存
在
と
し
て
宗
教
者

が
認
め
ら
れ
、
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
よ
り
、「
無
宗
教
」
を
自
認
す
る
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
死

後
の
世
界
や
故
人
の
魂
に
つ
な
が
る
た
め
に
必
要
な
存
在
は
「
宗
教
」
で

は
な
く
「
宗
教
者
」
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
現
代
日
本
社
会
で
は
、

患
者
や
家
族
に
と
っ
て
初
め
て
親
し
く
な
っ
た
宗
教
者
が
病
院
付
き
宗
教

者
で
あ
る
と
い
う
例
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
日
本
人
は
、「
家
」

が
所
属
す
る
宗
教
宗
派
の
教
義
は
よ
く
知
ら
な
く
と
も
、
故
人
と
繋
が

り
、
弔
い
続
け
る
た
め
に
仏
教
寺
院
や
僧
侶
を
利
用
し
て
き
た
。
同
様

に
、
利
用
す
る
宗
教
者
が
身
近
に
い
な
い
者
が
、
病
院
付
き
宗
教
者
を
利

用
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。「
死
者
へ
の
ケ
ア
」
お
よ
び
「『
悲
嘆

者
の
死
者
へ
の
ケ
ア
』
を
ケ
ア
す
る
こ
と
」
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
病
院
付
き
宗
教
者
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

機
能
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ケ
ア
の
担
い
手
と
し
て
引
き
続
き
宗
教

者
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
域
に
お
け
る
担
い
手
の
再
活
性
化
が

教
者
に
よ
る
宗
教
的
ケ
ア
は
不
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
発
表
で
は
、
宗
教
系
病
院
に
お
け
る
宗
教
者
に
よ
る
患
者
の
死
後
の

死
者
及
び
遺
族
に
対
す
る
ケ
ア
に
注
目
し
、
宗
教
系
病
院
で
活
動
す
る
宗

教
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
よ
り
、
病
院
に
お
け
る
宗
教
者
に
よ
る
非

信
者
患
者
へ
の
ケ
ア
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。
天
理
よ
ろ
づ
相
談
所
病
院

事
情
部
講
師
十
七
名
に
二
〇
一
七
年
十
一
・
十
二
月
に
、
あ
そ
か
ビ
ハ
ー

ラ
病
院
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
三
名
に
二
〇
一
九
年
三
月
に
、
キ
リ
ス
ト
教
系
病

院
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
チ
ャ
プ
レ
ン
等
三
名
に
二
〇
一
九
年
九
月
に
、
研
究
分

担
者
と
共
に
半
構
造
化
面
接
を
行
っ
た
。
な
お
、
本
研
究
は
天
理
医
療
大

学
研
究
倫
理
審
査
委
員
会
の
承
認
を
得
て
行
っ
た
。

　

天
理
よ
ろ
づ
相
談
所
病
院
で
は
、
事
情
部
と
い
う
天
理
教
に
関
す
る 

部
署
に
約
八
十
人
の
講
師
が
所
属
す
る
。
当
直
勤
務
も
あ
り
、
患
者
が
亡

く
な
ら
れ
た
際
に
は
霊
安
室
で
の
お
見
送
り
を
事
情
部
講
師
が
主
導
す

る
。
天
理
教
の
教
理
に
基
づ
き
、
家
族
で
は
な
く
死
者
の
魂
へ
の
挨
拶
を

行
う
。
そ
れ
は
、
死
者
を
「
不
在
な
者
」
で
は
な
く
「
死
者
と
し
て
存

在
」
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
死
者
へ
の
ケ
ア
」
お
よ
び

「『
悲
嘆
者
の
死
者
へ
の
ケ
ア
』
を
ケ
ア
す
る
こ
と
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
系
病
院
で
は
希
望
が
あ
れ
ば
チ
ャ
プ
レ
ン
が
葬
儀
を
司
式

し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
非
信
者
患
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
式

で
あ
る
こ
と
の
了
解
は
得
る
が
、
患
者
・
家
族
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
求

め
な
い
。
チ
ャ
プ
レ
ン
に
よ
る
葬
儀
の
執
行
は
、
非
信
者
患
者
に
と
っ
て

宗
教
は
違
っ
て
も
「
親
し
い
宗
教
者
」
に
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ニ
ー
ズ

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
で
は
葬
儀

は
布
教
伝
道
と
み
な
さ
れ
患
者
の
菩
提
寺
と
の
関
係
悪
化
の
可
能
性
が
あ

る
た
め
に
行
わ
な
い
が
、
希
望
に
応
じ
て
浄
土
真
宗
の
作
法
に
よ
る
「
お
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行
へ
の
参
加
／
不
参
加
を
確
認
し
、
た
と
え
相
手
が
信
者
で
あ
っ
て
も
参

加
を
強
制
せ
ず
、
徹
底
し
て
相
手
の
主
体
性
を
尊
重
す
る
。「
阿
弥
陀
如

来
は
浄
土
真
宗
の
専
売
特
許
で
は
な
」
く
、「
向
こ
う
か
ら
参
加
し
た
い

と
仰
る
他
派
の
方
は
と
て
も
多
い
」
と
語
る
ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
、
非
信
者
へ

「
仏
堂
と
い
う
宗
教
的
場
と
、
患
者
が
個
々
の
思
い
で
阿
弥
陀
仏
と
向
き

合
う
時
間
を
提
供
す
る
」
宗
教
的
ケ
ア
と
し
て
仏
堂
で
の
勤
行
を
位
置
づ

け
て
い
る
。

　

次
に
事
例
一
と
し
て
、
入
院
に
よ
り
日
課
で
あ
っ
た
『
般
若
心
経
』
の

読
誦
が
で
き
な
い
宗
教
的
ペ
イ
ン
を
抱
え
た
他
宗
教
信
者
の
患
者
に
つ
い

て
の
語
り
を
取
り
上
げ
た
。
本
願
寺
派
に
属
し
、『
般
若
心
経
』
を
読
誦

し
な
い
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
と
っ
て
、
仏
堂
で
の
勤
行
で
は
解
決
で
き
な
い
宗

教
的
ペ
イ
ン
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
あ
そ
か
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
、

代
替
手
段
と
し
て
勤
行
後
に
仏
堂
に
お
い
て
音
声
版
『
般
若
心
経
』
を
流

す
こ
と
で
他
宗
教
信
者
の
患
者
の
宗
教
生
活
の
継
続
を
支
援
し
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
先
の
仏
堂
で
の
勤
行
や
こ
の
事
例
は
「
宗
教
的
機
会

の
喪
失
」
や
「
宗
教
的
環
境
の
喪
失
」
を
経
験
し
て
い
る
他
宗
教
信
者
の

患
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
と
し
て
意
味
づ
け
が
可
能
で
あ
る
（
打
本
二
〇
一

四
）。

　

事
例
二
で
は
、
宗
教
用
具
（
式
章
）
の
購
入
を
希
望
す
る
患
者
対
応
の

語
り
を
取
り
上
げ
た
。
患
者
の
宗
教
的
ニ
ー
ズ
を
丁
寧
に
聞
き
、
信
仰
が

曹
洞
宗
と
確
認
し
た
ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
、
患
者
の
菩
提
寺
へ
問
い
合
わ
せ
て

形
状
を
確
認
し
、
患
者
に
伝
達
し
た
。
結
果
、
患
者
は
自
ら
の
意
思
で
式

章
を
購
入
し
た
。
こ
れ
は
他
宗
教
信
者
と
所
属
宗
教
団
体
の
間
を
橋
渡
し

す
る
形
で
の
宗
教
的
ケ
ア
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　

事
例
三
と
し
て
、
患
者
が
所
属
す
る
宗
教
の
聖
職
者
に
よ
る
宗
教
儀
礼

求
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
病
院
付
き
宗
教
者
の
存
在
が
重
要
に
な
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。

ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア

打
本　

弘
祐

　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
本
願
寺
派
）
を
設
立
母
体
と
す
る
独
立
型
緩
和

ケ
ア
病
棟
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
（
あ
そ
か
）
は
、
病
院
内
に
浄
土
真
宗

の
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
を
安
置
し
た
仏
堂
を
有
し
、
本
願
寺
派
の
僧
侶

（
ビ
ハ
ー
ラ
僧
）
が
勤
務
し
て
い
る
。
本
研
究
は
、
常
勤
経
験
一
年
以
上

の
あ
そ
か
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
三
名
を
対
象
と
し
た
半
構
造
化
面
接
に
も
と
づ

く
語
り
の
分
析
か
ら
、
現
在
の
活
動
状
況
、
非
信
者
に
対
す
る
基
本
的
な

姿
勢
な
ら
び
に
他
宗
教
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
の
事
例
を
報
告
す
る
。

　

あ
そ
か
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
、
日
常
業
務
と
し
て
朝
（
読
経
の
み
）
と
夕

（
読
経
・
法
話
）
に
勤
行
を
行
い
、
居
室
訪
問
や
環
境
整
備
を
通
し
て
患

者
・
家
族
と
接
し
て
い
る
。
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
で
医
療
者
と
情
報
共
有

を
随
時
行
な
い
つ
つ
、
患
者
・
家
族
の
要
望
に
応
じ
た
日
常
的
生
活
を
支

援
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
時
に
患
者
の
子
ど
も
の
ケ
ア
も
担
い
な
が

ら
、
不
定
期
に
季
節
行
事
や
誕
生
日
会
、
患
者
の
家
族
の
仏
式
結
婚
式
等

を
開
催
し
、
死
亡
退
院
時
に
は
病
院
内
で
患
者
の
お
別
れ
会
を
行
な
っ
て

い
る
。

　

ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
相
手
に
関
わ
る
際
に
、
信
者
／
非
信
者
や
宗
教
宗
派
の

相
違
に
と
ら
わ
れ
ず
、
信
仰
を
持
た
な
い
こ
と
や
他
宗
教
信
者
の
信
仰
を

尊
重
し
、
自
宗
教
を
押
し
つ
け
な
い
姿
勢
を
基
本
と
し
て
い
る
。

　

非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
と
し
て
、
仏
堂
で
の
勤
行
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
、
信
者
／
非
信
者
を
問
わ
ず
、
患
者
や
そ
の
家
族
毎
に
勤
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僧
で
あ
る
た
め
、
関
係
者
に
よ
る
聞
き
取
り
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お

く
。
本
研
究
は
、
研
究
代
表
者
が
所
属
す
る
天
理
医
療
大
学
に
お
い
て
審

査
さ
れ
、「
承
認
」
を
受
け
た
（
通
知
番
号　

第
一
一
三
号
）。
調
査
者

は
、
適
宜
、
そ
れ
ぞ
れ
の
許
可
や
確
認
な
ど
を
受
け
倫
理
的
配
慮
に
努
め

た
。

　

調
査
対
象
者
は
、
三
〇
代
か
ら
五
〇
代
の
男
性
四
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
真

言
宗
豊
山
派
（
二
名
）、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷
派
に
所
属
し
、

「
お
よ
そ
七
年
か
ら
十
五
年
」
も
の
間
、
病
棟
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ハ
ー

ラ
僧
（
地
元
の
仏
教
者
の
有
志
で
組
織
さ
れ
た
「
仏
教
者
ビ
ハ
ー
ラ
の

会
」
の
会
員
）
と
し
て
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
と
し

て
の
在
職
期
間
は
「
お
よ
そ
二
年
」
で
あ
っ
た
。

　

実
際
の
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
主
だ
っ
た
一
日
の
流
れ
と
大
き
く
変
わ

ら
ず
、
訪
室
（
会
話
や
身
の
回
り
の
お
世
話
）、
カ
フ
ェ
、
環
境
整
備
を

基
本
と
し
て
、
仏
教
者
と
し
て
の
働
き
で
あ
る
、
勤
行
、
死
亡
退
院
時
の

お
別
れ
会
（
夜
中
も
対
応
）、
そ
の
他
の
仏
教
行
事
の
執
行
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
た
。

　

宗
教
的
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
前
述
以
外
、
宗
教
的
な
お
話
し
を
し
た

り
、
他
宗
派
の
お
経
を
よ
ん
で
く
れ
と
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
た
り
、
そ
れ
が

実
現
で
き
な
い
場
合
は
他
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
繋
い
で
対
応
し
た
り
す
る
場

合
も
あ
っ
た
。
他
宗
派
の
お
経
を
唱
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
利
用
者
の
要

望
に
応
え
る
こ
と
に
な
り
、
求
め
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
り
嬉
し
さ
を
感
じ

る
と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
。
個
人
的
に
葬
儀
を
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
要
望
は
な
く
、
自
宗
派
特
有
の
宗
教
的
儀
式
な
ど
を
指
す
宗
教
的
ケ
ア

に
つ
い
て
は
、
病
棟
で
執
り
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
回
答
が

得
ら
れ
た
。「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
？
」
や
お
墓
の
相
談
も
あ
り
、
病

を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
語
り
を
取
り
上
げ
た
。
ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
、
他
宗

教
信
者
の
患
者
が
所
属
す
る
宗
教
の
聖
職
者
の
来
院
を
「
一
切
制
限
し
な

い
」
ば
か
り
か
、
時
に
両
者
の
間
を
調
整
し
、
他
宗
教
信
者
の
患
者
へ
の

宗
教
的
ケ
ア
の
為
に
「
場
」
と
「
時
間
」
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い

た
。
事
例
二
や
事
例
三
は
、「
欧
米
の
病
院
チ
ャ
プ
レ
ン
に
よ
る
ケ
ア
の

最
優
先
課
題
は
、
患
者
と
、
そ
の
属
す
る
信
仰
共
同
体
と
の
橋
渡
し
」

（
伊
藤
二
〇
一
四
）
と
い
う
言
説
に
即
し
た
、
本
邦
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ

る
宗
教
的
ケ
ア
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
本
研
究
に
よ
っ
て
、
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
非
信
者
へ
の
基
本
姿
勢
お

よ
び
他
宗
教
信
者
の
患
者
が
抱
え
る
宗
教
的
ペ
イ
ン
や
宗
教
的
ニ
ー
ズ
へ

の
丁
寧
な
洞
察
に
も
と
づ
く
「
他
宗
教
信
者
へ
の
多
様
な
宗
教
的
ケ
ア
」

の
具
体
的
実
践
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
特
に
三
つ
の
事
例
は
、
一
宗
教
一

宗
派
所
属
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
が
、
病
院
内
で
他
宗
教
信
者
の
患
者
の
信
教
の

自
由
を
保
証
し
、「
患
者
の
権
利
宣
言
」
第
十
一
条
「
宗
教
的
支
援
を
受

け
る
権
利
」
の
擁
護
を
実
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
な
お
本
研
究
は
天
理

医
療
大
学
研
究
倫
理
審
査
委
員
会
の
承
認
を
得
て
行
な
っ
た
。

超
宗
派
の
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア森

田　

敬
史

　

長
年
、
宗
教
者
が
関
わ
る
、
仏
教
を
背
景
と
し
た
医
療
現
場
（
長
岡
西

病
院
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
）
で
、
交
代
で
勤
務
す
る
非
常
勤
の
専
任
ビ
ハ
ー
ラ

僧
（
こ
れ
ま
で
は
フ
ル
タ
イ
ム
の
常
勤
ビ
ハ
ー
ラ
僧
一
名
が
常
駐
し
て
い

た
）
を
対
象
と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し

た
。
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
の
諸
相
、
限
界
や
可
能
性
な
ど
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
調
査
者
が
以
前
常
駐
し
て
い
た
ビ
ハ
ー
ラ
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れ
で
あ
る
。
地
域
性
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
以
外
の
要
因
で
あ
る
の
か
は
今

後
の
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
系
統
的
な
学
び
や
研

鑽
の
欠
如
を
伴
う
固
有
の
ス
タ
イ
ル
を
頑
な
に
守
り
続
け
て
い
る
現
状

は
、
近
年
の
動
向
と
照
合
し
て
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
。

コ
メ
ン
ト

柴
田　
　

実

　

本
研
究
は
、
医
療
施
設
に
お
け
る
宗
教
専
門
職
に
よ
る
非
信
者
の
患
者

に
対
す
る
宗
教
的
ケ
ア
の
特
徴
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
実
証
研
究
で
あ

る
。

　

谷
山
洋
三
の
「
医
療
施
設
に
お
け
る
宗
教
家
の
活
動
調
査
報
告
」
に
お

い
て
は
、
患
者
・
家
族
の
宗
教
専
門
職
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
最
も
強
い
の

は
「
心
理
的
・
霊
的
ニ
ー
ズ
」
で
あ
る
こ
と
、
宗
教
専
門
職
に
対
し
て

「
宗
教
的
で
は
な
く
霊
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
特
別
な

役
割
期
待
が
あ
り
、
宗
教
的
ケ
ア
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
区
別
が
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
宗
教
的
ケ
ア
は
、
直
接
的
に
関
わ
り
を
持
つ
個
人
の
ニ

ー
ズ
に
重
点
が
置
か
れ
た
ケ
ア
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
山
本
佳
世
子
の
「
病
院
に
お
け
る
亡
く
な
ら
れ
た
非
信
者
患
者
へ
の

宗
教
者
に
よ
る
ケ
ア
」
に
お
い
て
は
、
葬
儀
は
患
者
と
遺
族
の
霊
的
ニ
ー

ズ
に
応
じ
る
た
め
の
ケ
ア
で
あ
り
、
宗
教
専
門
職
の
存
在
意
味
は
、
死
者

と
死
後
の
世
界
と
を
「
繋
ぐ
」
た
め
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

と
、
宗
教
的
ケ
ア
が
実
際
に
非
信
者
患
者
の
霊
的
ニ
ー
ズ
を
ケ
ア
し
て
い

た
と
い
う
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
打
本
弘
祐
の
「
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ

る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
」
に
お
い
て
は
、
多
様
な
宗
教
的
ニ
ー
ズ
が

病
院
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
求
め
ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
布
教
が
禁
止
さ
れ
て

棟
内
の
釈
迦
菩
薩
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
堂
と
い
う
宗
教
的
空
間
を
、

手
を
合
わ
せ
る
場
所
と
し
て
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
も
表
出
さ
れ
た
。
信

者
と
非
信
者
へ
の
関
わ
り
の
違
い
に
つ
い
て
、
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
と
し
て

そ
の
場
に
い
る
意
識
が
強
い
な
が
ら
も
、
信
者
は
長
年
の
関
係
性
の
た

め
、
会
話
が
し
や
す
か
っ
た
り
、
何
か
と
声
を
か
け
や
す
か
っ
た
り
す
る

が
、
死
亡
退
院
時
は
、
非
信
者
と
同
様
に
病
棟
ス
タ
イ
ル
の
お
別
れ
会
を

す
る
と
い
う
回
答
や
、
寺
院
か
病
院
か
の
違
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
全
く
ス

タ
ン
ス
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
。「
お
坊
さ
ん
」
と
い
う

見
方
に
一
定
の
価
値
を
見
い
だ
す
一
方
、
病
棟
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
他
人
行

儀
な
会
話
か
ら
距
離
感
を
感
じ
る
と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
。

　

ま
と
め
る
と
、
非
信
者
に
対
す
る
宗
教
的
ケ
ア
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な

肩
書
き
で
あ
れ
、
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
に
居
る
「
僧
侶
」
と
い
う
傾
向
が
強

く
、
患
者
や
家
族
で
あ
る
ケ
ア
対
象
者
は
潜
在
的
な
宗
教
的
ケ
ア
能
力
を

期
待
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
求
め
に
応
じ
て
、
時
に
は
僧
侶

や
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
も
活
か
す
地
元
な
ら
で
は
の
機
動
力
が
浮

き
彫
り
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
長
い
年
月
の
経
験
知
の
蓄
積
に
よ
り
、

「
信
者
獲
得
は
し
な
い
」
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
生
じ
た
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
住
職
な
の
か
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
な
の
か
が
不
明
瞭
で
あ
る

「
多
重
関
係
」
も
垣
間
見
え
る
結
果
と
な
り
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
保

つ
か
が
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
病
院
内
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ビ

ハ
ー
ラ
僧
と
し
て
の
実
績
が
作
用
し
、
病
院
か
ら
の
業
務
委
託
に
よ
り
、

適
度
な
距
離
感
を
保
つ
僧
侶
像
が
う
か
が
え
る
。
教
団
や
「
臨
床
宗
教

師
」
の
規
制
外
で
、
地
域
の
「
僧
侶
」
が
病
院
に
出
入
り
し
て
い
る
と
い

う
構
図
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
地
域
や
利
用
者
の
方
で
、
宗
教

者
が
居
る
「
場
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
独
自
に
定
着
し
て
い
る
強
み
の
表
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て
い
る
こ
と
、
以
上
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

本
研
究
結
果
に
お
い
て
、
宗
教
的
ケ
ア
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
間

に
は
強
い
関
連
性
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
従
来
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
ケ
ア　

versus　

宗
教
的
ケ
ア
」
か
ら
、
本
研
究
成
果
の
「
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
・
宗
教
的
ケ
ア　

versus　

布
教
・
伝
道
」
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
宗
教
的
ケ
ア
の
関
係

に
つ
い
て
の
新
し
い
視
点
と
、
布
教
・
伝
道
と
は
目
的
が
異
な
る
宗
教
的

ケ
ア
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
新
し
い
宗
教
的
ケ
ア
の
特
徴
が
見
出
さ

れ
た
こ
と
が
、
本
研
究
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

山
本
佳
世
子

　

宗
教
者
は
、
特
定
の
信
仰
を
持
た
な
い
／
信
仰
を
異
に
す
る
患
者
の
ケ

ア
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ

も
そ
も
関
わ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

近
年
、
臨
床
宗
教
師
や
臨
床
仏
教
師
と
い
っ
た
医
療
現
場
で
活
動
す
る

宗
教
者
が
注
目
さ
れ
、
緩
和
ケ
ア
施
設
を
中
心
に
徐
々
に
広
が
り
を
見
せ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
信
者
獲
得
を
目
的
と
し
た
布
教
伝
道
を
行
わ
ず
、
宗

教
的
ケ
ア
の
提
供
に
は
慎
重
な
姿
勢
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
と

は
い
え
、
宗
教
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
宗
教
者
が
病
院
に
い

る
意
味
を
考
え
た
と
き
に
、「
信
者
獲
得
を
し
な
い
」「
宗
教
色
を
出
さ
な

い
」
と
い
っ
た
要
望
の
中
で
ど
の
よ
う
な
活
動
が
可
能
な
の
か
、
葛
藤
も

生
じ
る
。
病
院
等
の
医
療
福
祉
施
設
で
の
宗
教
者
の
活
動
を
考
え
た
と

き
、（
特
定
の
宗
教
的
背
景
を
持
た
な
い
人
も
多
い
）
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

い
る
臨
床
宗
教
師
資
格
の
規
制
が
あ
る
中
で
、
患
者
の
中
に
ど
ん
な
意
味

が
あ
っ
て
宗
教
的
ニ
ー
ズ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
を
洞
察
し
よ
う
と
す
る

ス
タ
ン
ス
が
強
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
多
様
性
の
あ
る
宗
教
的
ケ
ア

を
生
み
出
す
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
森
田
敬

史
の
「
超
宗
派
の
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
」

に
お
い
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
現
在
の
病
院
ビ
ハ
ー

ラ
僧
に
は
、
患
者
の
霊
的
ニ
ー
ズ
へ
の
関
わ
り
が
あ
り
、
非
信
者
に
対
す

る
宗
教
的
ケ
ア
の
「
可
能
性
」
を
十
分
に
持
つ
こ
と
、
さ
ら
に
仏
教
的
背

景
の
強
い
地
域
特
性
ゆ
え
の
関
わ
り
の
「
限
界
」
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
四
名
全
員
の
研
究
の
共
通
点
は
、
①
宗
教
的
ケ
ア
の
中
心
に

「
患
者
・
遺
族
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ニ
ー
ズ
へ
の
関
わ
り
」
が
あ
る
こ
と

で
あ
り
、
宗
教
専
門
職
の
宗
教
的
ケ
ア
の
中
心
に
、
患
者
・
遺
族
の
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ニ
ー
ズ
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
②
谷
山
と
山
本
と
打
本
に

お
い
て
は
宗
教
的
ケ
ア
に
つ
い
て
の
「
認
識
」
の
逆
転
が
起
き
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
従
来
の
宗
教
的
ケ
ア
の
定
義
と
は
逆
に
（
つ
ま
り
従
来
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
定
義
と
同
じ
内
容
と
し
て
）、
宗
教
的
ケ
ア
は
宗

教
専
門
職
が
患
者
・
遺
族
の
「
世
界
・
物
語
」
に
入
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
応
答
す
る
ケ
ア
だ
と
い
う
こ
と
、
③
同
じ
く
谷
山
と
山
本
と
打
本
に
お

い
て
は
宗
教
的
ケ
ア
は
布
教
・
伝
道
と
は
目
的
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
宗
教
的
ケ
ア
の
実
際
は
患
者
・
遺
族
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ニ
ー
ズ

が
最
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
専
門
職
の
宗
教
的

理
念
と
宗
教
的
儀
式
（
葬
儀
）
ま
た
施
設
の
宗
教
的
環
境
は
、
患
者
・
遺

族
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ニ
ー
ズ
に
応
ず
る
「
手
段
」
と
し
て
、
最
初
か
ら

最
後
ま
で
「
患
者
・
遺
族
と
宗
教
専
門
職
の
両
者
に
お
い
て
」
考
え
ら
れ
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教
的
ペ
イ
ン
へ
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
多
様
な
対
応
事
例
を
通
し
て
、
非

信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
の
実
際
を
論
じ
た
。
最
後
に
、
森
田
敬
史
は
、
超

宗
派
の
仏
教
者
が
出
入
り
す
る
長
岡
西
病
院
を
取
り
上
げ
、
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
で
は
な
い
地
元
の
複
数
の
仏
教
者
が
「
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
」
と
し
て

交
代
で
活
動
す
る
こ
と
の
意
義
や
限
界
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
柴
田
実
は
、
以
上
の
四
名
の
発
表
か
ら
見
え
て
き
た

新
た
な
視
座
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
宗
教
的
ケ
ア
」
の
定
義
や
認
識
と

は
異
な
る
、「
宗
教
的
ケ
ア
」
理
解
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、

米
国
宗
教
研
究
に
お
け
るSBN

R

（Spiritual but not Religious

）

研
究
と
の
接
続
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

　

フ
ロ
ア
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
本
研
究
グ
ル
ー
プ
が

示
し
た
よ
う
な
宗
教
者
に
よ
る
ケ
ア
が
日
本
全
体
に
お
い
て
ど
の
程
度
一

般
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
い
や
、
終
末
期
医
療
以
外
の
文
脈

や
宗
教
的
背
景
の
な
い
医
療
施
設
に
お
け
る
宗
教
者
に
よ
る
ケ
ア
の
あ
り

方
に
つ
い
て
な
ど
、
活
動
範
囲
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
る
と
同
時
に
、

宗
教
的
ケ
ア
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
相
違
や
信
者
へ
の
ケ
ア
と
非
信

者
へ
の
ケ
ア
の
違
い
な
ど
、
活
動
内
容
に
関
す
る
議
論
も
な
さ
れ
、
フ
ロ

ア
と
発
表
者
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
と
の
間
で
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。

ケ
ア
師
と
何
が
異
な
る
の
か
、
宗
教
者
に
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

か
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
パ
ネ
ル
で
は
、
臨
床
宗
教
師
が
注
目
さ
れ
る
以
前
か
ら
、

宗
教
系
病
院
で
活
動
す
る
宗
教
者
に
焦
点
を
当
て
る
。
臨
床
宗
教
師
の
活

動
の
多
く
が
無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
の
に
対
し
、
有
償
で
活
動
し

て
い
る
例
が
多
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
も
多
い
な
ど
、
活
動
頻
度
も
高
い
。
緩

和
ケ
ア
施
設
の
み
な
ら
ず
、
一
般
病
棟
も
含
め
た
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
例

も
多
い
。
一
方
で
そ
れ
ら
の
施
設
で
も
患
者
の
多
く
は
非
信
者
で
あ
り
、

非
信
者
へ
の
多
様
な
宗
教
的
ケ
ア
の
実
践
の
蓄
積
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
非
信
者
に
対
す
る
宗
教
的
ケ
ア
の
諸
相
を
示
し
、
非
信
者
へ
の
宗

教
的
ケ
ア
の
可
能
性
と
意
義
、
求
め
ら
れ
る
在
り
方
を
検
討
す
る
と
同
時

に
、「
無
宗
教
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
日
本
人
の
死
生
観
や
宗
教
性

に
関
す
る
議
論
に
も
一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
ま
で

宗
教
家
が
活
動
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
国
内
四
七
〇
の
医
療
施
設
を
対

象
と
し
た
質
問
紙
調
査
お
よ
び
宗
教
系
病
院
で
活
動
す
る
宗
教
者
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
成
果
を
報
告
し
た
。
第
一

発
表
者
の
谷
山
洋
三
は
質
問
紙
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
設
の
宗
教
的

背
景
の
有
無
に
よ
る
対
応
の
違
い
な
ど
、
非
信
者
へ
の
対
応
を
含
む
宗
教

家
の
活
動
内
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
司
会
で
第
二
発
表
者

の
山
本
佳
世
子
は
、
宗
教
者
な
ら
で
は
の
ケ
ア
と
し
て
、
病
院
で
亡
く
な

ら
れ
た
非
信
者
患
者
へ
の
ケ
ア
で
あ
る
「
死
者
へ
の
ケ
ア
」
に
つ
い
て
論

じ
た
。
第
三
発
表
者
の
打
本
弘
祐
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
設
立
母
体

で
あ
る
「
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
」
で
活
動
す
る
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
非
信
者

ケ
ア
を
取
り
上
げ
、
特
に
入
院
中
の
他
宗
派
・
他
宗
教
の
信
者
が
持
つ
宗
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「
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
」
の
継
承
と
創
造 

│
│ 

神
社
・
寺
院
・
地
域
社
会 

│
│

代
表
者
・
司
会　

川
又
俊
則

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

井
口　

貢

神
社
神
道
に
お
け
る
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
課
題冬

月
　
　
律

　

神
社
神
道
に
お
い
て
、
全
国
組
織
と
し
て
神
道
青
年
全
国
協
議
会
（
神

青
協
）、
神
道
青
年
会
、
ほ
か
に
も
名
称
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
が
氏

子
青
年
会
な
ど
が
存
在
す
る
。
神
青
協
と
神
道
青
年
会
に
つ
い
て
は
、
い

ず
れ
も
神
社
を
中
心
に
集
ま
っ
た
青
年
の
組
織
で
あ
り
、「
教
化
活
動
」

の
一
環
と
し
て
氏
神
様
や
崇
敬
神
社
の
発
展
や
地
域
振
興
に
関
す
る
様
々

な
活
動
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
の
様
子
は
神
社
界
唯
一
の
業
界
紙

の
『
神
社
新
報
』
お
よ
び
神
社
本
庁
の
機
関
誌
の
『
月
刊
若
木
』、
各
神

社
庁
の
『
庁
報
』、
各
神
社
の
『
社
報
』
な
ど
で
確
認
で
き
る
。

　

本
報
告
で
は
、
教
化
活
動
に
関
す
る
各
種
資
料
の
分
析
か
ら
、
多
種
多

様
な
活
動
の
形
態
、
特
徴
な
ど
を
通
じ
て
従
来
の
教
化
活
動
を
概
観
し
、

神
社
神
道
に
お
け
る
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
な
お
、「
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
」
は
、
宗
教
集
団
に
よ
る

宗
教
者
、
一
般
信
者
へ
の
信
仰
継
承
の
あ
り
方
を
示
す
体
系
・
組
織
・
制

度
の
総
称
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
社
神
道
の
場
合
は
、
神
職
が
氏

子
や
崇
敬
者
に
行
な
う
神
道
的
理
念
の
具
体
的
な
浸
透
を
目
的
と
す
る
、

一
切
の
対
社
会
活
動
を
意
味
す
る
「
教
化
活
動
」
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。

　

宗
派
を
持
た
な
い
神
社
神
道
の
教
化
活
動
を
扱
う
場
合
、
膨
大
な
蓄
積

を
網
羅
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
時
代
や
活
動
区
分
な
ど
、
分
析
に
は

あ
る
程
度
対
象
を
絞
る
必
要
が
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
終
戦
後
か
ら
昭
和

五
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
は
神
社
本
庁
が
ま
と
め
た
事
例
集
の
『
氏
子
と

と
も
に
』（
昭
和
四
八
年
）、『
神
社
の
教
化
活
動
』（
昭
和
五
九
年
）
を
、

平
成
一
五
年
か
ら
令
和
元
年
ま
で
は
専
門
紙
の
『
神
社
新
報
』
を
用
い
て

活
動
事
例
の
分
析
を
行
な
い
、
活
動
の
特
徴
や
時
代
変
遷
を
把
握
し
、
考

察
を
試
み
る
。

　

分
析
の
結
果
か
ら
、
ま
ず
教
化
活
動
の
内
容
の
特
徴
と
し
て
、
大
き
く

①
神
社
本
庁
が
定
め
る
教
化
活
動
一
二
項
目
に
該
当
す
る
も
の
、
②
神
社

本
庁
が
定
め
る
団
体
活
動
七
項
目
に
該
当
す
る
も
の
、
③
モ
デ
ル
神
社
指

定
を
受
け
た
神
社
の
活
動
に
該
当
す
る
も
の
、
④
過
疎
地
域
神
社
活
性
化

対
策
の
活
動
に
該
当
す
る
も
の
、
⑤
そ
の
他
（
イ
ベ
ン
ト
、
神
事
以
外
の

奉
納
行
事
、
特
殊
事
例
等
）
の
五
つ
に
区
分
で
き
る
。

　

教
化
活
動
実
施
の
推
移
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
各
地
で
行

わ
れ
て
い
た
映
写
会
、
音
楽
会
、
各
種
の
教
室
・
講
、
子
供
会
、
青
年

会
、
婦
人
会
と
い
っ
た
従
来
の
活
動
は
、
社
会
変
動
の
影
響
に
よ
り
全
体

的
に
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
、
神
社
本
庁
資
料
よ
り
確
認
で
き
た
。
次

に
、
実
際
の
『
神
社
新
報
』
等
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
活
動
記
事
の
事
例
か

ら
、
と
く
に
次
世
代
教
化
の
た
め
の
活
動
内
容
の
変
容
に
注
目
す
る
と
、

昭
和
五
〇
年
代
ま
で
は
、
社
会
の
変
化
に
お
い
て
教
化
活
動
の
必
要
性
が

高
ま
っ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
教
化
活
動
は
、
過
密
化
に
よ
る
新
旧
氏

子
を
対
象
に
し
た
対
策
（
団
地
対
策
）
を
は
じ
め
、
過
疎
化
に
よ
る
他
郷

在
住
の
氏
子
（
宗
教
浮
動
人
口
）
対
象
の
対
策
、
団
体
活
動
と
い
っ
た
、

氏
子
を
対
象
に
し
た
も
の
が
目
立
つ
。
そ
れ
以
降
、
社
会
変
容
に
と
も
な
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者
研
修
な
ど
必
修
の
充
実
し
た
現
職
研
修
が
あ
り
、
そ
の
職
に
あ
る
間
、

多
種
多
様
な
研
修
を
受
け
続
け
、
教
育
基
本
法
第
九
条
「
自
己
の
崇
高
な

使
命
を
深
く
自
覚
し
、
絶
え
ず
研
究
と
修
養
に
励
み
、
そ
の
職
責
の
遂
行

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
全
う
す
る
。
宗
教
教
師
に
も
上
級
職
位

取
得
の
研
修
・
講
習
が
あ
り
、
教
区
等
に
お
け
る
現
職
研
修
が
あ
る
。
た

だ
教
員
と
は
異
な
り
、
こ
れ
ら
研
修
に
不
参
加
で
も
宗
教
教
師
資
格
は
喪

失
し
な
い
。
意
欲
的
な
宗
教
教
師
は
自
ら
研
鑽
を
積
ん
で
い
く
が
、
そ
う

し
な
い
（
で
き
な
い
）
人
び
と
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
他
方
、
僧
侶
育
成

の
た
め
、
仏
教
界
に
は
仏
教
青
年
会
と
い
う
組
織
が
各
宗
派
各
地
域
に
あ

り
、
全
国
組
織
が
設
置
さ
れ
、
参
加
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

仏
教
青
年
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
も
し
く
は
地
域
の
若
手
僧
侶
が
集

う
団
体
で
あ
る
。
宗
派
の
僧
侶
資
格
を
得
て
、
地
域
社
会
に
あ
る
寺
院
で

活
動
し
檀
家
・
信
徒
と
か
か
わ
る
最
初
の
段
階
は
「
初
任
」
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
住
職
、
副
住
職
や
徒
弟
な
ど
の
立
場
で
参
加
す
る
意
義
は
「
僧
侶

の
現
職
研
修
」
と
も
見
な
せ
よ
う
。
宗
派
そ
れ
ぞ
れ
各
地
域
に
仏
教
青
年

会
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
全
国
組
織
も
あ
る
。
大
学
内
の
サ
ー
ク

ル
や
自
治
会
と
し
て
の
「
大
学
仏
青
」、
既
成
教
団
の
青
年
僧
侶
に
よ
る

「
宗
派
仏
青
」、
地
域
・
職
場
の
文
化
団
体
と
し
て
の
「
地
域
仏
青
」
の
う

ち
、
今
回
は
、「
宗
派
仏
青
」「
地
域
仏
青
」
を
扱
っ
た
。
各
宗
派
の
全
国

組
織
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
ま
で
に
結
成
さ
れ
、
戦
後
日
本

の
経
済
発
展
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
二
十
歳
代
〜
四
十
歳
代

以
下
と
い
う
参
加
年
齢
制
限
が
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
と
卒
業
し
、
会
を

側
面
か
ら
支
え
る
側
と
な
る
。
活
動
は
全
国
大
会
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
、
青
少
年
教
化
活
動
等
、
ど
の
宗
派
も
類
似
し
て
お
り
、
機
関
紙
誌
や

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
活
用
し
た
情
報
発
信
も
し
て
い
る
。
年
一
度
の
全
国

う
、
人
口
減
少
社
会
・
高
度
情
報
化
社
会
の
影
響
、
家
庭
行
事
・
年
中
行

事
・
人
生
儀
礼
の
実
施
と
主
体
が
地
域
縁
か
ら
個
人
ま
た
は
選
択
縁
に
移

行
と
い
っ
た
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
な
ど
を
意
識
し
た
活
動

が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
活
動
の
多
様
化
に
加
え
、
活
動
構

造
も
複
雑
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
変
化
と
と
も
に
氏
子
・
崇
敬
者
を
含
む
地
域
住

民
の
生
活
様
式
、
意
識
も
変
容
し
て
い
く
な
か
、
現
在
も
境
内
で
の
榊
植

樹
で
得
た
榊
を
希
望
す
る
氏
子
崇
敬
者
や
神
職
に
頒
布
す
る
と
い
っ
た
神

職
個
人
の
小
規
模
活
動
か
ら
、
地
域
神
職
の
連
携
に
よ
る
中
規
模
活
動

や
、
地
域
の
商
工
会
議
所
や
観
光
協
会
と
の
コ
ラ
ボ
に
よ
る
大
規
模
活
動

ま
で
、
次
世
代
教
化
を
目
的
と
し
た
様
々
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
様
相
か
ら
、
今
後
も
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。
一
方
で
、
課
題
と
し
て
現
在
の
教
化
活
動
は
、
既
存
の

枠
組
み
で
は
分
類
が
困
難
な
多
方
面
に
亘
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て

「
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
」
の
基
準
を
設
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

仏
教
青
年
会
の
若
手
僧
侶
育
成
に
よ
る
次
世
代
教
化

川
又
　
俊
則

　
「
次
世
代
」
へ
の
信
仰
継
承
を
考
え
る
な
ら
ば
、
宗
教
教
師
の
育
成
は

ど
の
宗
教
で
も
必
要
不
可
欠
だ
。
だ
が
、
大
半
の
宗
教
集
団
で
は
若
年
層

の
宗
教
教
師
不
足
に
悩
む
声
が
あ
る
。
本
報
告
で
は
若
手
教
師
の
育
成
を

考
察
す
る
。
宗
教
系
大
学
等
は
宗
教
教
師
を
養
成
し
て
い
く
機
関
で
も
あ

る
。
そ
こ
で
の
学
び
を
経
て
、
寺
院
・
神
社
・
教
会
な
ど
で
資
格
を
持
っ

た
立
場
た
る
宗
教
教
師
が
、
所
属
す
る
信
者
・
檀
家
や
一
般
の
人
び
と
と

接
し
て
い
く
。
小
中
高
な
ど
の
教
員
は
、
採
用
前
や
初
任
者
、
五
年
経
験
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寺
社
を
中
心
と
し
た
文
化
資
源
の
継
承
と
創
造

郭
　
　
育
仁

　

地
域
振
興
の
視
点
か
ら
考
察
を
試
み
る
。
寺
社
を
中
心
と
し
た
地
域
文

化
と
経
済
の
展
開
は
決
し
て
新
し
い
歴
史
で
は
な
い
。
鎮
守
の
森
や
祭
礼

の
継
承
を
垣
間
見
る
地
域
の
内
発
性
や
、
宗
派
の
性
格
に
も
よ
る
が
、
門

前
町
・
寺
内
町
と
い
っ
た
本
質
的
な
部
分
で
な
さ
れ
て
い
る
事
例
も
少
な

く
な
い
。
現
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
取
り
組
み
「
寺
社
×
地
域
」
が
ど

の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
際
、
一
つ
一
つ
具
現
化
さ
れ
た
地

域
活
動
の
成
果
と
い
う
も
の
が
、
観
光
・
文
化
資
源
の
役
割
を
担
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
可
能
に
し
た
日
常
の
構
造
も

視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
住
民
組
織
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
顕
著
に
発

揮
し
て
い
る
嵯
峨
嵐
山
地
区
（
京
都
市
右
京
区
）
へ
の
調
査
か
ら
で
あ
る
。

四
百
年
余
り
も
続
く
嵯
峨
祭
り
（
野
宮
神
社
・
愛
宕
神
社
・
大
覚
寺
・
清

凉
寺
）
や
野
宮
神
社
と
そ
の
地
域
の
風
土
か
ら
生
ま
れ
る
文
化
資
源
を
活

用
す
る
好
事
例
で
も
あ
る
「
斎
宮
行
列
」
に
お
い
て
は
、
当
該
地
域
の
自

治
組
織
や
商
店
街
組
織
と
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
礼
組
織
が
重
層
化
し
て
い
る
点

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
新
緑
が
広
が
る
五
月
と
秋

口
の
十
月
に
催
さ
れ
、
旅
行
閑
散
期
を
担
う
観
光
資
源
で
も
あ
り
う
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
地
域
の
誇
り
と
な
る
文
化
資
源
は
観
光
の
来
訪
者
の

目
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
に
偏
る
こ
と
は
な
い
。
子
ど
も
神
輿
の
参
列
、
嵯

峨
中
学
校
か
ら
派
遣
さ
れ
た
担
ぎ
手
の
育
成
、
地
元
の
若
き
女
子
か
ら
斎

王
代
の
選
出
等
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
社
会
教
育
的
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
点
を
見
逃
し
て
な
ら
な
い
。
一
方
、
嵯
峨
嵐
山
の
寺
院
活
動
に
つ
い
て

も
そ
う
で
あ
る
。
旅
行
の
大
衆
化
と
地
域
文
化
へ
の
見
直
し
と
い
う
高
度

大
会
を
実
施
す
る
に
は
一
年
が
か
り
で
準
備
す
る
。
こ
う
し
た
運
営
・
活

動
の
経
験
は
、
各
寺
院
で
の
周
年
行
事
に
も
宗
派
全
体
の
行
事
で
も
活
か

さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
三
重
県
内
の
一
宗
派
の
地
域
青
年
会
と
一
地
域
の
超
宗
派
青

年
会
に
つ
い
て
詳
し
く
確
認
し
た
。
前
者
は
寺
院
と
檀
家
・
地
域
交
流
イ

ベ
ン
ト
、
一
台
の
車
で
布
教
師
と
運
転
者
が
対
象
寺
院
に
行
く
説
法
・
映

画
上
映
等
の
布
教
活
動
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
マ
ス
ク
製
作
寄
付
な
ど
を
行
っ

て
い
た
。
後
者
は
、
定
期
的
な
研
修
会
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
上
映

と
メ
ン
バ
ー
の
法
話
、「
ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
の
時
代
」
法
話
・
座
談
会
等
を

実
施
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
約
二
十
年
間
の
仏
教
青
年
会
で
の
活
動
経
験
は
、
や
が
て

一
寺
院
の
住
職
と
し
て
寺
院
経
営
や
教
区
住
職
の
一
人
と
し
て
宗
派
を
率

い
る
前
に
、
多
様
な
経
験
を
積
む
場
・
他
者
と
の
交
流
の
場
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。
年
齢
階
梯
組
織
と
も
い
え
る
仏
教
青
年
会
の
活
動
内
容
か
ら

は
、
そ
れ
ぞ
れ
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
、
現
職
研
修
的
な
経
験
を
積

み
、
会
に
お
け
る
役
割
の
変
化
な
ど
を
通
じ
て
、
僧
侶
と
し
て
の
力
量

（
説
教
、
作
法
他
）
を
つ
け
つ
つ
、
同
時
に
社
会
人
と
し
て
の
力
（
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
、
企
画
力
他
）
も
つ
け
て
い
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
仏
教
青
年
会
は
多
く
の
宗
派

で
存
在
し
、
現
代
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
超
教
派
の

青
年
会
か
ら
は
小
回
り
の
利
い
た
現
代
的
活
動
の
一
端
を
垣
間
見
た
。
そ

れ
ら
は
、
自
坊
に
お
け
る
布
教
活
動
な
ど
で
も
大
い
に
役
立
て
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
一
人
で
」
で
は
な
く
、
同
じ
職
務
を
持
つ
仲
間

と
と
も
に
活
動
す
る
こ
と
は
、「
次
世
代
」
の
僧
侶
に
と
っ
て
有
意
義
だ

ろ
う
。
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際
交
流
事
業
に
も
尽
力
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
今
年
、
株

式
会
社
「
き
ま
ち
ゃ
ん
カ
ン
パ
ニ
ー
」
は
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
神
社
の
事

業
活
動
を
多
面
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
し
っ
か
り
と
し
た
事
業
運
営
と
そ

れ
を
維
持
す
る
人
材
育
成
（
雇
用
）
を
通
し
て
、
金
沢
の
街
と
と
も
に
歩

む
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

寺
社
と
地
域
の
風
土
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
関
わ
る
人
々
の
祈
り
、
楽
し

み
、
学
び
に
応
え
る
〝
形
〞
は
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
た
め
の
事
業
の
あ
り
方
も
異
な
っ
て
い
る
と
は

い
え
、
確
保
し
て
い
る
点
は
共
通
す
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
地
域
へ

の
思
い
が
何
よ
り
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
メ
ン
ト

井
口
　
　
貢

　
「「
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
」
の
継
承
と
創
造
―
神
社
・
寺
院
・
地
域
社

会
―
」
を
テ
ー
マ
に
な
さ
れ
た
、
学
術
大
会
で
の
研
究
発
表
に
対
し
て
、

依
頼
を
受
け
た
コ
メ
ン
ト
を
記
し
た
い
。

　

発
表
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
発
表
順
、
敬
称
略
）。

① 

冬
月
律
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
）「
神
社
神
道
に
お
け
る
次
世
代
教
化

シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
課
題
」

② 
川
又
俊
則
（
鈴
鹿
大
学
）「
仏
教
青
年
会
の
若
手
僧
侶
育
成
に
お
け
る

次
世
代
教
化
」

③ 
郭
育
仁
（
鈴
鹿
大
学
）「
寺
社
を
中
心
と
し
た
文
化
資
源
の
継
承
と
創

造
」

　

次
に
発
表
内
容
に
対
し
て
の
コ
メ
ン
ト
の
要
旨
を
で
き
る
限
り
簡
潔
に

経
済
成
長
以
降
の
流
れ
の
中
で
、
臨
済
宗
大
本
山
・
天
龍
寺
が
い
ち
早
く

打
ち
出
し
た
座
禅
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
化
野
念
仏
寺
に
よ
る
千
灯
供
養
は
ど
れ

も
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
〝
静
か
な
賑
わ
い
〞
で
あ
る
。
実
は
そ
の
歴

史
を
辿
れ
ば
、
地
域
住
民
と
寺
院
の
協
働
が
そ
の
ま
ち
の
風
土
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
。
さ
ら
に
、
生
活
者
の
視
点
に
よ
る
と
、
日
々
の

生
業
と
暮
ら
し
の
営
み
に
寺
院
活
動
へ
の
参
画
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、

一
住
民
・
人
間
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
機
会
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
。

　

次
は
、
寺
社
自
身
の
創
意
工
夫
か
ら
街
へ
の
広
が
り
に
つ
い
て
見
て
み

た
い
。
金
沢
市
・
石
浦
神
社
は
、
多
く
の
記
事
に
も
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、

二
〇
一
二
年
頃
よ
り
、
神
社
に
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
〝
き
ま
ち
ゃ
ん
〞
が

産
声
を
あ
げ
た
の
を
皮
切
り
に
、
神
社
の
持
つ
風
土
を
生
か
し
て
様
々
な

取
り
組
み
を
展
開
し
て
い
る
。
お
酒
の
信
仰
に
因
ん
で
地
元
の
醸
造
所
＝

オ
リ
エ
ン
タ
ル
ブ
ル
ー
イ
ン
グ
と
コ
ラ
ボ
し
た
、「
き
ま
ビ
ー
ル
」
を
市

内
の
飲
食
店
等
で
提
供
し
て
い
る
。
地
元
の
飲
食
物
販
等
の
情
報
発
信
を

担
う
「
き
ま
マ
ッ
プ
」
を
考
案
し
、
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
と
し
て
市
中
に
配

布
さ
れ
る
（
無
償
掲
載
）。
い
ず
れ
の
店
先
に
も
、
そ
こ
へ
訪
れ
る
来
訪

者
の
目
に
映
り
込
む
光
景
と
し
て
「
き
ま
ち
ゃ
ん
御
用
達
」
の
木
札
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
次
か
ら
次
へ
と
、
市
民
の
共
感
を
呼
ぶ
ア
イ
デ
ィ
ア
を

打
ち
出
し
、
活
動
の
輪
を
広
げ
て
い
る
。
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
根
底
に
は

地
域
へ
の
思
い
が
強
か
っ
た
と
よ
く
聞
く
。
そ
の
思
い
を
端
的
に
表
し
た

「
き
ま
ス
ル
ー
」
の
取
り
組
み
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
起
因
し
た
市
民
の
暮
ら

し
と
経
済
的
苦
境
に
切
実
に
寄
り
添
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
特
筆
す
べ
き

は
、
常
に
地
域
の
外
部
に
も
関
心
を
払
う
こ
の
神
社
は
、
同
時
期
に
水
害

に
見
舞
わ
れ
た
熊
本
へ
石
浦
神
社
奉
仕
団
を
派
遣
す
る
ほ
か
、
地
域
の
国
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察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
事
例
の
調
査
研
究
を
深
め

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
地
域
社
会
の
活
性
化
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
寺
社
が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
以
上
、
経
済
と
文
化
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
克
服
、
す
な
わ
ち

「
寺
社
・
文
化
・
住
民
」
が
「
観
光
化
」
と
い
う
課
題
を
抱
え
る
な
か
、

寺
社
を
あ
る
い
は
住
民
を
「
手
段
」
と
す
る
こ
と
な
く
「
目
的
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
視
点
で
の
研
究
の
進
捗
が
期
待
で
き
る
も
の
と

期
待
し
た
い
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

川
又
　
俊
則

　

本
パ
ネ
ル
は
、
科
研
「
伝
統
宗
教
の
『
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
』
の
継

承
と
創
造
に
よ
る
地
域
社
会
の
活
性
化
」（
二
〇
一
七
〜
二
〇
年
）
の
こ

れ
ま
で
の
三
年
間
の
研
究
成
果
を
も
と
に
計
画
さ
れ
た
。
子
ど
も
会
や
青

年
会
を
五
十
年
続
け
て
き
た
寺
院
や
団
体
、
婦
人
会
・
壮
年
会
を
運
営
す

る
宗
教
集
団
に
は
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
機
能
と
次
世
代
継
承
の

可
能
性
が
見
出
せ
る
。
伝
統
的
宗
教
集
団
で
成
功
し
た
「
次
世
代
教
化
シ

ス
テ
ム
」
は
多
方
面
で
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
次
世
代
教

化
シ
ス
テ
ム
」
概
念
は
、
ま
だ
十
分
練
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
報
告

者
ら
は
「
現
世
代
が
宗
教
者
・
信
者
・
一
般
の
人
び
と
に
行
う
宗
教
的
教

育
・
布
教
伝
道
活
動
に
関
す
る
制
度
、
組
織
を
指
す
広
義
的
概
念
で
あ

り
、
学
校
、
年
齢
別
組
織
、
目
的
別
団
体
な
ど
を
広
く
含
む
も
の
」
と
し

て
と
ら
え
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
三
年
間
、
先
駆
的
事
例
を
共
同

調
査
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
・
坐
禅
体
験
会

「
緑
蔭
禅
」、
愛
知
県
名
古
屋
市
覚
王
山
日
泰
寺
弘
法
大
師
縁
日
、
京
都
市

記
し
た
い
。

　

三
者
と
も
、
非
常
に
興
味
深
い
内
容
で
あ
り
、
次
世
代
の
育
成
を
念
頭

に
置
い
た
、
現
代
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

　

先
ず
①
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
教
化
」
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
問
題
意
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
大
き
な
評
価
が
で
き
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
を
中
心

に
「
現
代
史
」
の
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
今
後
は 

明
治
期
以
降
の
「
近
代
史
」
を
含
め
て
戦
前
と
戦
後
の
比
較
研
究
を
取
り

入
れ
て
い
く
こ
と
を
勧
め
た
い
。「
教
化
」
が
テ
ー
マ
で
あ
る
以
上
、
そ

れ
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
将
来
の
在
り
方
に
対
し
て
の
大
き
な
展
望
と

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
研
究
の
深
化
に

も
大
き
な
期
待
を
持
ち
つ
つ
、
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

　

次
に
②
の
発
表
で
あ
る
。
私
自
身
（
井
口
）
学
生
時
代
に
仏
教
青
年
会

の
読
書
活
動
に
参
加
し
た
経
験
が
あ
り
、
興
味
深
く
拝
聴
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
地
域
社
会
に
生
き
る
若
者
た
ち
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
将
来
仏
教

人
に
な
ら
な
く
て
も
、
仲
間
づ
く
り
や
自
己
の
将
来
を
模
索
す
る
た
め
に

も
、
学
校
教
育
や
家
庭
教
育
で
は
で
き
な
い
よ
う
な
第
三
の
場
所
と
し
て

の
、
仏
教
青
年
会
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
発
表
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
今
後
の
（
例
え
ば
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
の
時
代
と
い
う
社
会
の
文

脈
の
な
か
で
）、
仏
教
青
年
会
の
こ
れ
か
ら
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
、
実

践
と
研
究
に
大
き
な
期
待
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
発
表
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
③
で
あ
る
。
こ
の
発
表
は
、
寺
社
と
そ
の
地
域
に
生
き
る
人
々

と
観
光
化
を
主
題
に
し
つ
つ
、
文
化
資
源
の
継
承
と
地
域
社
会
の
活
性
化

と
の
両
立
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ
豊
富
な
事
例
と
と
も
に
考
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最
後
に
郭
は
、
寺
社
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
の
抱
え
て
い
る
課

題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
問
題
解
決
に
求
め
ら
れ
る
共
感
と
協
働
の
あ
り
方

を
報
告
し
た
。
人
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
寺
社
な
い
し
祭
礼
活
動
の
持
つ

社
会
的
な
役
割
が
希
薄
す
る
点
は
顕
著
な
共
通
課
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
各
地
の
状
況
に
応
じ
て
宗
教
者
や
住
民
の
思
い
に
よ
っ
て
発
揮
さ

れ
る
創
意
工
夫
を
紹
介
し
、
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
考
察
を
加

え
た
。
神
社
参
詣
の
あ
り
方
を
型
破
り
し
た
石
浦
神
社
（
石
川
県
金
沢

市
）
の
「
き
ま
ち
ゃ
ん
」
と
そ
の
御
用
達
マ
ッ
プ
、
地
元
商
業
者
の
人
と

し
て
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
繋
が
る
化
野
念
仏
寺
（
京
都
府
京
都
市
）
の

御
用
達
の
会
、
修
学
旅
行
生
に
対
す
る
生
活
全
般
の
学
び
直
し
に
ス
タ
ー

ト
し
た
天
龍
寺
（
京
都
府
京
都
市
）
の
座
禅
会
等
の
事
例
を
紹
介
し
た
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
報
告
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
観
光
文
化
政
策
の
専
門
家

で
文
化
経
済
学
・
文
化
政
策
学
・
ま
ち
づ
く
り
文
化
論
等
の
研
究
を
し
て

い
る
井
口
貢
氏
（
同
志
社
大
学
教
授
）
か
ら
、
宗
教
界
の
状
況
お
よ
び
自

ら
の
体
験
的
知
見
も
含
め
、
地
域
社
会
の
あ
り
方
と
次
世
代
育
成
の
課
題

な
ど
評
し
て
も
ら
っ
た
。

　

そ
の
後
、「
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
」
概
念
の
曖
昧
さ
や
対
象
精
選
の

必
要
性
、
宗
教
と
観
光
の
関
係
性
、
個
別
事
例
報
告
に
関
す
る
追
加
の
説

明
な
ど
活
発
な
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。
研
究
の
ま
と
め
に
向
け
、
大
き
な

示
唆
を
得
た
こ
と
を
今
年
度
の
研
究
に
活
か
し
て
い
き
た
い
。

嵯
峨
嵐
山
お
も
て
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
推
進
協
議
会
、
野
宮
神
社
、
天
龍
寺
、

そ
し
て
静
岡
県
浜
松
市
臨
済
宗
寺
院
。
静
岡
県
神
道
青
年
会
「
こ
ど
も
参

宮
団
」
な
ど
で
あ
る
。
今
回
の
報
告
で
は
そ
れ
ら
の
事
例
も
扱
わ
れ
た
。

以
上
の
パ
ネ
ル
趣
旨
説
明
を
川
又
が
行
っ
た
後
、
三
人
の
研
究
報
告
が
あ

っ
た
。

　

ま
ず
、
神
社
神
道
の
実
態
を
冬
月
が
報
告
し
た
。
全
国
組
織
と
し
て
神

道
青
年
全
国
協
議
会
（
神
青
協
）、
神
道
青
年
会
、
ほ
か
氏
子
青
年
会
が

存
在
す
る
。
神
青
協
と
神
道
青
年
会
は
と
も
に
神
社
を
中
心
に
集
ま
っ
た

青
年
の
組
織
で
あ
り
、
氏
神
様
や
崇
敬
神
社
の
発
展
や
地
域
振
興
に
関
す

る
様
々
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
を
巻
き
込
ん
だ
神
職

の
活
動
は
「
教
化
活
動
」
の
一
環
と
し
て
、
神
社
界
唯
一
の
業
界
紙
の

『
神
社
新
報
』
お
よ
び
神
社
本
庁
の
機
関
誌
の
『
月
刊
若
木
』、
各
神
社
庁

の
『
庁
報
』
な
ど
で
広
く
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
教
化
活
動
に
関

す
る
記
事
や
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
知
見
か
ら
、
多
種
多
様

な
活
動
の
形
態
、
特
徴
な
ど
を
通
じ
て
活
動
の
現
況
を
概
観
し
た
。
そ
し

て
、
神
社
神
道
に
お
け
る
次
世
代
教
化
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
課
題
を
論

じ
た
。

　

続
い
て
、
仏
教
の
実
態
を
川
又
が
考
察
し
た
。
多
宗
派
の
全
国
規
模
の

全
日
本
仏
教
青
年
会
が
存
在
す
る
が
、
他
に
も
各
宗
派
の
全
国
組
織
と
し

て
仏
教
青
年
会
が
あ
り
、
若
手
僧
侶
た
ち
は
そ
こ
に
所
属
し
活
動
し
て
い

る
。
こ
の
年
齢
階
梯
的
な
組
織
で
全
国
集
会
・
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
機

関
誌
刊
行
な
ど
類
似
の
活
動
が
あ
る
。
宗
派
ご
と
、
あ
る
い
は
超
宗
派
で

学
び
を
深
め
、
僧
侶
と
し
て
の
経
験
値
を
積
ん
で
い
る
例
と
し
て
、
三
重

県
内
の
宗
派
青
年
会
お
よ
び
超
宗
派
の
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
意
義
を
論

じ
た
。
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は
、
婚
礼
道
具
の
運
搬
と
引
き
渡
し
（
長
持
渡
し
）
や
婚
礼
道
具
の
貸
出

な
ど
、
強
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
長
持
渡
し
や
道
具
の
貸
出
は
、
女

講
中
の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
と
同
時
に
、
金
銭
を
女
講
中
と
集
落
社
会
で

め
ぐ
ら
せ
、
ま
た
、
花
嫁
を
受
容
し
婚
姻
を
承
認
す
る
社
会
的
な
役
割
も

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
女
講
中
は
自
立
的
な
組
織
で
あ
り
、
契
約
講

の
及
ば
な
い
領
域
を
補
完
す
る
固
有
の
役
割
が
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
女
講

中
と
契
約
講
の
役
割
は
対
称
で
は
な
い
が
、
相
対
的
な
関
係
だ
っ
た
と
い

え
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、（
一
）女
講
中
と
ほ
か
の
村
落
集
団
と
の
関
係
、

（
二
）女
講
中
を
村
落
の
女
性
と
し
て
一
元
的
に
考
え
て
よ
い
の
か
、（
三
）

単
に
女
性
が
強
い
社
会
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
三
つ
の
疑
問
が
浮
上
す

る
。（
一
）に
つ
い
て
は
、
他
集
団
と
の
や
り
と
り
を
会
計
簿
か
ら
参
照
す

る
と
、
女
講
中
が
契
約
講
や
青
年
団
と
金
銭
の
互
酬
あ
る
い
は
贈
与
の
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
女
講
中
の
自
立
性
・
主

体
性
が
窺
え
る
。（
二
）に
つ
い
て
は
、
未
婚
女
性
・
カ
ト
ク
以
外
に
嫁
い

だ
女
性
・
参
加
年
限
を
過
ぎ
て
女
講
中
を
抜
け
た
女
性
の
存
在
が
あ
り
、

女
講
中
＝
村
落
の
女
性
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
未
婚
女
性

や
女
講
中
に
入
れ
な
い
女
性
も
、
長
持
渡
し
や
婚
礼
衣
装
の
着
用
を
経
て

嫁
ぐ
た
め
、
女
講
中
を
介
し
て
村
落
女
性
の
連
帯
に
加
わ
る
こ
と
に
な

る
。（
三
）は
、
個
の
女
性
と
女
講
中
に
分
け
て
考
え
た
い
。
講
員
で
あ
る

嫁
た
ち
は
経
済
的
に
婚
家
に
依
存
す
る
た
め
、
姑
に
対
し
劣
位
な
立
場
に

あ
っ
た
が
、
女
講
中
が
村
落
内
で
女
性
の
代
表
的
組
織
と
し
て
機
能
す

る
。
家
の
論
理
に
お
け
る
嫁
の
地
位
と
、「
講
」
と
し
て
の
女
講
中
の
違

い
は
明
ら
か
と
い
え
る
。

　

小
括
す
る
と
、
ま
ず
、
対
と
な
る
男
性
集
団
・
女
性
集
団
の
機
能
・
役

講
と
女
性
を
め
ぐ
る
研
究 

│
│ 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
が
拓
く
可
能
性 

│
│

代
表
者
・
司
会　

小
林
奈
央
子

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

長
谷
部
八
朗

契
約
講
社
会
に
お
け
る
女
講
中
の
役
割
と
相
対
性

戸
邉
　
優
美

　

女
性
の
在
地
的
な
「
講
」
を
め
ぐ
る
研
究
と
し
て
、
産
育
信
仰
・
習
俗

と
関
連
の
深
い
女
人
講
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
他
方
で
そ
れ
ら
の

研
究
は
、
女
性
の
講
集
団
の
評
価
を
娯
楽
的
・
付
随
的
な
位
置
に
留
め
、

社
会
的
な
役
割
・
機
能
に
つ
い
て
は
看
過
し
て
き
た
。
狭
義
に
対
象
化
さ

れ
た
女
性
研
究
で
は
な
く
、
複
合
領
域
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
視
点

か
ら
、
村
落
社
会
の
「
講
」
と
し
て
再
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
契
約

講
社
会
に
お
け
る
男
性
・
女
性
の
講
集
団
の
関
係
、
個
と
「
講
」
の
女
性

に
着
目
す
る
。

　

宮
城
県
牡
鹿
半
島
の
各
村
落
は
、
年
序
集
団
体
系
に
よ
る
契
約
講
社
会

で
あ
り
、
カ
ト
ク
（
家
の
後
継
者
）
で
あ
る
男
性
が
契
約
講
に
入
る
の
に

対
し
て
、
カ
ト
ク
の
妻
で
あ
る
女
性
が
女
講
中
に
加
入
し
た
。
牡
鹿
半
島

に
係
る
先
行
研
究
等
で
は
、
契
約
講
は
村
落
運
営
や
資
産
管
理
、
祭
祀
を

取
り
仕
切
る
と
し
て
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
女
講
中
は
産

育
信
仰
の
講
と
し
て
記
述
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
村
落

社
会
に
お
け
る
両
者
の
立
場
の
違
い
を
示
す
も
の
に
、
婚
礼
へ
の
関
与
が

あ
る
。
婚
礼
は
家
が
行
う
べ
き
で
あ
る
私
的
な
行
事
で
あ
り
、
公
的
な
組

織
で
あ
る
契
約
講
は
関
わ
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
の
一
方
で
、
女
講
中
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で
、
女
性
の
宗
教
的
優
位
性
を
強
調
す
る
の
み
で
は
、
現
実
の
沖
縄
女
性

の
姿
を
捉
え
き
れ
な
い
と
い
う
指
摘
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
立
場
か
ら
行

わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
重
要
で
あ
る
が
、
地
域
社
会
の
「
現

場
」
に
目
を
向
け
る
と
、
い
ま
な
お
女
性
の
宗
教
的
司
祭
者
た
ち
が
神
祭

祀
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
本
報
告
は
、
地
域
社
会
の
現
場

か
ら
女
性
の
宗
教
的
司
祭
者
た
ち
の
実
践
に
着
目
し
、
そ
の
機
能
と
役
割

に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
報
告
者
が
二

〇
〇
四
年
か
ら
断
続
的
に
調
査
を
実
施
し
た
沖
縄
離
島
で
村
落
祭
祀
を
担

う
女
性
の
宗
教
的
司
祭
者
た
ち
の
「
集
ま
り
」
を
「
講
的
な
も
の
」（
長

谷
部
八
朗
編
著
『「
講
」
研
究
の
可
能
性
』
慶
友
社
、
二
〇
一
三
年
）
の

一
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
彼
女
た
ち
の
実
践
を
、
他
の
社
会
組
織
（
父
系

血
縁
集
団
で
あ
る
門
中
や
男
性
メ
ン
バ
ー
が
中
心
を
占
め
る
行
政
）
と
の

関
わ
り
か
ら
そ
の
役
割
や
機
能
を
考
察
す
る
。
ま
た
こ
の
手
続
き
を
通
し

て
、
本
土
の
「
女
性
」
の
講（
的
）集
団
研
究
と
の
対
話
を
開
く
こ
と
で
、

本
パ
ネ
ル
の
趣
旨
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
運
動
論
と
は
異
な
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

の
議
論
の
可
能
性
を
模
索
し
た
。

　

本
報
告
で
取
り
上
げ
た
調
査
地
は
、
人
口
千
人
足
ら
ず
の
沖
縄
本
島
周

辺
に
位
置
す
る
高
齢
化
の
進
む
島
で
、
祖
先
祭
祀
や
ほ
ぼ
毎
月
開
催
さ
れ

る
神
祭
祀
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。
島
で
は
沖
縄
の
他
の
地
域
と
同
じ
く

父
系
出
自
集
団
で
あ
る
門
中
が
人
び
と
の
社
会
関
係
の
基
盤
と
な
る
主
要

な
社
会
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。「
那
覇
で
は
自
由
だ
け
ど
、
こ
こ

（
島
）で
は
な
」
と
い
う
八
〇
代
女
性
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
通
り
、
島
の
人

び
と
は
性
別
年
齢
に
関
わ
ら
ず
多
か
れ
少
な
か
れ
門
中
を
意
識
し
な
が
ら

生
活
し
て
い
る
。
女
性
は
出
生
と
同
時
に
父
の
門
中
の
一
員
と
な
り
、
婚

出
後
も
そ
の
門
中
と
の
関
係
は
祖
先
祭
祀
等
を
中
心
に
継
続
す
る
。
そ
れ

割
は
必
ず
し
も
対
称
的
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
・
役
割
と
そ
れ
を

支
え
る
文
脈
を
相
対
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
相
互
補
完
的
な
側
面
や
村
落

社
会
に
お
け
る
位
置
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
次
に
、
性
別
に

規
定
さ
れ
る
個
人
と
、
性
別
を
結
集
原
理
と
す
る
「
講
」
は
異
な
る
。
ま

た
、「
講
」
は
構
成
員
に
と
っ
て
だ
け
の
連
帯
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
外
側

の
人
び
と
に
対
し
て
も
中
心
的
存
在
と
し
て
機
能
し
う
る
。
最
後
に
、
漁

に
出
る
男
性
と
陸
仕
事
（
加
工
・
畑
仕
事
）
と
い
う
性
別
役
割
分
担
は
、

ゆ
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
。
女
性
の
契
約
講
加
入
が
認
め
ら
れ
た
村
落
が
あ
る
一

方
で
、
東
日
本
大
震
災
を
機
に
姑
世
代
の
観
音
講
が
再
評
価
・
再
認
識
さ

れ
て
い
る
。
狭
義
に
女
性
の
講
と
し
て
対
象
化
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の

「
講
」
や
個
人
と
の
つ
な
が
り
と
相
対
的
・
総
体
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、

全
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
講
的
な
も
の
」
と
し
て
の
女
性
宗
教
者
の
集
ま
り 

│
│ 

沖
縄
の
事
例
か
ら 

│
│

後
藤
　
晴
子

　
「
講
的
」
な
性
格
を
備
え
た
集
団
は
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
多
々
存
在

す
る
。
こ
う
し
た
緩
や
か
な
「
講
的
」
な
集
団
は
、
し
ば
し
ば
私
た
ち
の

日
常
実
践
に
お
け
る
重
要
な
活
動
の
基
盤
に
も
な
り
う
る
。
と
く
に
女
性

の
講
的
な
集
ま
り
は
、
地
域
社
会
の
中
心
的
な
組
織
と
し
て
構
成
さ
れ
る

男
性
の
講
組
織
や
講
的
な
集
ま
り
と
は
異
な
る
独
自
の
機
能
や
役
割
を
持

つ
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
女
性
の
講
的
な
集
ま
り
は
、
日
本
本
土
と
は
そ

の
文
化
的
・
社
会
的
背
景
を
異
に
す
る
沖
縄
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
沖
縄
研
究
で
は
「
を
な
り
信
仰
」
に
端
を
発
す
る
沖
縄

の
「
霊
性
の
高
い
女
性
」
像
の
固
定
化
や
内
面
化
に
関
す
る
議
論
の
な
か
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梅
花
講
に
お
け
る
女
性
僧
侶
・
寺
族
・
女
性
檀
信
徒
講
員

佐
藤
　
俊
晃

　

梅
花
講
は
曹
洞
宗
教
団
に
お
け
る
御
詠
歌
講
と
し
て
一
九
五
二
年
に
発

足
し
た
。
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
現
在
、
講
員
数
は
一
一
九
四
二
〇
人
。

そ
の
内
僧
侶
：
六
九
九
七
人
、
寺
族
：
五
三
五
九
人
、
檀
信
徒
講
員
：
一

〇
七
〇
六
四
人
で
あ
る
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
伝
道
部
詠
道
課
調
）。
男
女
の

別
は
統
計
に
な
い
が
、
僧
侶
の
九
割
以
上
は
男
性
で
あ
り
、
寺
族
は
ほ
ぼ

全
て
が
女
性
、
檀
信
徒
講
員
は
九
割
以
上
が
女
性
と
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま

り
僧
侶
：
寺
族
＋
檀
信
徒
講
員
の
比
率
が
ほ
ぼ
男
女
の
構
成
比
に
相
当
す

る
と
み
な
し
う
る
。

　

梅
花
講
に
お
け
る
女
性
の
役
割
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
ａ
女
性
僧
侶
・

ｂ
寺
族
・
ｃ
女
性
檀
信
徒
講
員
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。
ａ
女
性
僧

侶
：
梅
花
流
発
足
当
初
、
女
性
僧
侶
の
活
発
な
活
動
背
景
に
は
教
団
内
に

お
け
る
女
性
僧
侶
の
地
位
向
上
運
動
が
あ
っ
た
。
梅
花
講
が
彼
女
た
ち
に

と
っ
て
性
別
役
割
を
越
え
た
活
動
の
場
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。
ｂ
寺
族
：
講
長
の
代
わ
り
に
寺
院
梅
花
講
を
指
導
し
て
い
る

寺
族
が
少
な
く
な
い
。
男
性
住
職
の
従
属
的
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ

と
の
多
い
寺
族
が
、
よ
り
主
体
的
な
宗
教
活
動
の
場
と
し
て
梅
花
講
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ｃ
女
性
檀
信
徒
講
員
：
梅
花
講
発
足
時
の
教
化
対
象

は
主
に
婦
人
層
で
あ
っ
た
。
講
活
動
に
よ
り
宗
教
儀
礼
に
自
ら
参
画
出
来

る
喜
び
を
表
明
す
る
例
が
多
い
。
女
性
同
士
の
つ
な
が
り
の
場
と
し
て
意

識
さ
れ
て
も
い
る
。

　

梅
花
講
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
関
わ
る
先
行
研
究
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。「
少
数
の
僧
侶
が
寺
族
（
住
職
夫
人
）
を
補
助
者
と
し
つ
つ
、
き
わ

め
て
明
確
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
権
威
秩
序
を
形
づ
く
っ
て
、
圧
倒
的
に
多

は
霊
性
が
高
い
と
い
わ
れ
る
人
び
と
（
マ
リ
ン
グ
ヮ
）
も
変
わ
ら
な
い
。

ま
た
霊
性
が
高
い
人
び
と
の
う
ち
、
村
落
レ
ベ
ル
の
神
祭
祀
を
担
う
の
は

ノ
ロ
、
カ
ミ
ン
チ
ュ
と
呼
ば
れ
る
中
高
齢
の
女
性
の
宗
教
的
司
祭
者
た
ち

で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
父
母
が
島
内
の
門
中
の
出
身
者
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が

神
の
召
命
を
受
け
て
そ
の
座
に
着
い
て
い
た
。
宗
教
的
司
祭
者
た
ち
の
霊

性
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
個
人
的
な
活
動
は
村
落
祭
祀
の
み
に
限
ら
れ

ず
、
複
層
的
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
女
性
の
宗
教
的
司
祭

者
た
ち
が
「
集
ま
り
」
と
し
て
活
動
す
る
の
は
、
月
ご
と
の
神
祭
祀
の
場

で
あ
る
。
二
〇
〇
七
当
時
一
名
を
除
き
、
全
員
が
島
外
で
生
活
し
て
い
た

た
め
、
彼
女
た
ち
は
神
祭
祀
の
た
び
に
島
に
通
い
な
が
ら
神
祭
祀
を
担
っ

て
い
た
。
神
祭
祀
の
開
催
に
は
行
政
関
係
者
た
ち
の
手
助
け
は
欠
か
せ
な

い
。
と
く
に
旧
暦
六
月
に
実
施
さ
れ
る
神
祭
祀
は
、
島
に
豊
穣
（
ユ
ー
）

を
も
た
ら
す
神
を
迎
え
る
島
内
最
大
の
神
祭
祀
で
あ
り
、
祭
祀
当
日
に
は

多
数
の
島
の
人
び
と
や
観
光
客
が
参
集
す
る
。
祭
祀
で
ふ
る
ま
わ
れ
る
供

物
の
準
備
、
会
場
の
整
備
や
観
光
客
の
誘
導
等
、
祭
祀
の
実
施
は
行
政
関

係
者
が
統
括
す
る
。
ま
た
行
政
か
ら
の
依
頼
で
、
各
字
で
も
区
長
を
中
心

に
祭
祀
の
準
備
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
宗
教
的
司
祭
者

と
行
政
関
係
者
と
の
間
に
齟
齬
や
軋
轢
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
両
者

の
細
や
か
な
調
整
を
通
し
て
神
祭
祀
が
維
持
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
宗

教
的
司
祭
者
た
ち
の
集
ま
り
は
、
い
わ
ば
月
に
一
度
の
村
落
の
神
祭
祀
を

執
行
す
る
、
凝
集
性
の
低
い
「
講
」
的
な
集
ま
り
と
言
え
る
。
こ
こ
に
は

宗
教
的
優
位
性
を
も
つ
宗
教
的
司
祭
者
（
女
性
）
た
ち
の
集
ま
り
と
、
世

俗
的
優
位
性
を
持
つ
門
中
や
行
政
関
係
者
（
男
性
中
心
）
の
集
ま
り
の
単

純
に
は
二
元
化
で
き
な
い
多
様
な
実
態
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。



45　　

パネル 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

に
講
員
指
導
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
四
級
詠

範
以
上
が
六
五
％
（
三
五
〇
六
人
）
と
い
う
寺
族
が
講
員
指
導
を
担
う
場

合
は
想
像
に
難
く
な
い
。
梅
花
講
員
の
講
活
動
調
査
に
よ
る
と
（『
救
い

と
し
て
の
梅
花
流
』
二
〇
二
〇
）、
実
際
の
梅
花
講
活
動
に
お
い
て
寺
族

が
指
導
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
寺
院
の
教
化
活
動
へ
の
参
画
意
識
を
自
覚
し

て
い
る
多
く
の
例
が
確
認
で
き
る
。

　

各
寺
院
梅
花
講
の
指
導
を
行
う
寺
族
の
存
在
、
そ
の
意
義
は
「
補
助
」

と
い
う
ほ
ど
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
寺
院
の
宗
教
活
動
に

お
け
る
寺
族
（
女
性
）
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
再
検
討
を
促
す
こ
と
に
つ

な
が
る
。
梅
花
講
に
お
け
る
女
性
達
の
役
割
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
重

ね
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
視
点
の
修
正
も
必
要
と
な
る

の
で
は
な
い
か
。

御
嶽
講
と
女
性
先
達 

│
│ 

行
と
法
力
が
支
え
る
講
活
動 

│
│小

林
奈
央
子

　

木
曽
御
嶽
を
霊
山
と
し
て
崇
拝
す
る
御
嶽
講
に
は
、
数
多
く
の
女
性
の

行
者
・
信
者
が
存
在
す
る
。
し
か
し
女
性
が
講
（
教
会
）
の
主
管
者
、
す

な
わ
ち
、
講
長
や
教
会
長
な
ど
と
し
て
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ

り
、
組
織
の
長
は
「
男
性
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
一
般

化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
発
表
者
は
こ
れ
ま
で
、
講
の
発
展
に
欠
か
せ
な

い
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
女
性
行
者
が
、
講
組
織
、
ひ
い
て
は
そ
れ

ら
の
講
を
包
括
す
る
、
上
部
教
団
組
織
内
の
家
父
長
制
や
男
性
中
心
主
義

に
よ
り
、
講
を
主
導
す
る
立
場
に
は
な
れ
ず
周
縁
化
さ
れ
て
い
る
境
遇
に

つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
今
回
の
発
表
で
は
、
そ
う
し
た
性
別
に
よ
る
制
約
や
非
対
称

数
の
在
家
女
性
檀
信
徒
を
指
導
す
る
と
い
う
体
制
が
顕
著
」「
伝
統
的
仏

教
教
団
が
継
承
し
て
き
た
家
父
長
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
引
き
継
ぎ
な

が
ら
、
信
仰
活
動
へ
の
女
性
の
参
加
と
い
う
方
向
で
発
展
さ
せ
た
も
の
」

「
女
性
が
信
仰
生
活
に
お
い
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
教
団

組
織
の
上
層
は
男
性
が
握
っ
て
い
る
」（
島
薗
進
「
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
仏
教
教
団
と
御
詠
歌
講
」
二
〇
〇
五
）。
組
織
的
に
は
曹
洞
宗
梅
花
講

講
長
（
曹
洞
宗
宗
務
総
長
）
の
下
に
全
国
六
七
地
区
の
宗
務
所
梅
花
講

（
講
長
は
各
宗
務
所
長
）
が
あ
り
、
そ
の
下
に
各
寺
院
単
位
の
六
一
九
六

寺
院
梅
花
講
が
あ
る
。
講
組
織
か
ら
す
る
と
こ
の
指
摘
は
妥
当
な
よ
う
に

見
え
る
が
、
各
構
成
員
の
具
体
相
及
び
寺
院
現
場
に
お
け
る
講
活
動
を
見

る
と
そ
の
評
価
と
は
異
な
る
様
相
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

構
成
員
の
梅
花
流
教
階
に
注
目
し
よ
う
。
僧
侶
の
場
合
、
正
伝
師
範
：

一
四
人
、
一
級
師
範
：
一
三
七
人
、
二
級
師
範
：
三
三
九
人
、
三
級
師

範
：
四
九
二
人
、
四
級
師
範
：
一
二
五
八
人
、
五
級
師
範
：
三
一
二
人
、

師
範
補
：
六
三
九
人
、
助
教
：
二
一
一
九
人
、
無
教
階
：
一
六
八
七
人
。

寺
族
の
場
合
、
正
流
詠
範
：
一
六
六
人
、
一
級
詠
範
：
五
五
一
人
、
二
級

詠
範
：
八
四
六
人
、
三
級
詠
範
：
一
三
一
六
人
、
四
級
詠
範
：
六
二
七

人
、
五
級
詠
範
：
三
一
八
人
、
詠
範
補
：
四
三
一
人
、
補
教
：
四
三
三

人
、
無
教
階
：
六
七
一
人
で
あ
る
。

　

僧
侶
の
場
合
、
無
教
階
と
師
範
の
初
級
段
階
に
当
た
る
助
教
を
あ
わ
せ

た
人
数
は
僧
侶
全
体
の
五
四
％
（
三
八
〇
六
人
）。
指
導
者
と
し
て
現
場

対
応
可
能
と
目
さ
れ
る
四
級
師
範
以
上
は
全
体
の
三
二
％
（
二
二
四
〇

人
）。
こ
の
数
値
は
寺
院
梅
花
講
講
長
に
も
反
映
さ
れ
よ
う
。
曹
洞
宗
梅

花
講
規
程
で
は
講
長
は
曹
洞
宗
の
教
師
（
僧
侶
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
梅

花
流
教
階
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
梅
花
講
長
の
大
半
は
実
際
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ま
た
、
御
嶽
講
の
場
合
、
行
者
や
信
者
で
あ
っ
た
者
に
霊
神
号
が
授
与

さ
れ
、
死
後
に
は
霊
神
と
し
て
祭
祀
の
対
象
と
も
な
る
。
Ｈ
先
達
も
本
発

表
で
取
り
上
げ
た
も
う
一
人
の
女
性
先
達
で
あ
る
Ａ
先
達
も
、
死
後
は
霊

神
と
し
て
祀
ら
れ
、
い
ま
も
勤
行
の
際
に
霊
神
号
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
霊

神
を
祀
っ
た
依
り
代
で
あ
る
霊
神
碑
に
祭
祀
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
Ｈ
先
達

は
Ｊ
教
会
の
二
代
目
教
会
長
と
し
て
歴
代
教
会
長
の
姿
を
か
た
ど
っ
た
尊

像
と
な
っ
て
Ｊ
教
会
の
霊
神
場
の
最
上
段
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

死
後
も
霊
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
世
当
時
を
知
る
信
者

は
も
ち
ろ
ん
、
生
前
を
知
ら
な
い
子
孫
の
世
代
に
も
、
二
人
の
女
性
先
達

の
存
在
が
認
識
さ
れ
、
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
二
人
の
霊
神
が
現
在
も
し
ば
し
ば
御
座
の
場
で
降

臨
し
、
行
者
や
信
者
ら
に
託
宣
を
授
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
た
ち

の
教
え
は
託
宣
を
通
じ
て
死
後
も
行
者
や
信
者
ら
に
継
承
さ
れ
、
い
ま
な

お
Ｊ
教
会
の
存
続
に
貢
献
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
Ｊ
教
会
の
事
例
の
よ
う
に
、
単
位
御
嶽
講
で
女
性
が
講
長

（
教
会
長
）
な
ど
責
任
あ
る
地
位
に
就
く
こ
と
で
、
御
嶽
教
や
木
曽
御
嶽

本
教
な
ど
、
講
の
上
部
教
団
組
織
が
開
催
す
る
責
任
役
員
会
な
ど
に
女
性

の
代
表
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
下
部
組
織
の
講
の
主
管
者
に
女
性
が

就
く
と
い
う
こ
と
は
、
男
性
中
心
主
義
が
根
強
い
上
部
教
団
組
織
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
不
均
衡
を
変
え
る
可
能
性
を
も
つ
。

性
が
依
然
と
し
て
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、「
講
」
と
い
う
組
織

の
持
つ
、
講
員
間
の
自
発
性
や
平
等
的
結
合
に
よ
る
相
互
扶
助
と
い
っ
た

特
色
（
長
谷
部
八
朗
編
著
『「
講
」
研
究
の
可
能
性
』）
に
よ
っ
て
、
講
組

織
内
で
、
主
体
的
に
活
動
す
る
こ
と
、
主
導
的
立
場
に
立
つ
こ
と
を
可
能

に
し
た
二
人
の
女
性
先
達
の
歩
み
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
そ

の
よ
う
な
活
動
を
可
能
に
し
た
背
景
に
、
御
座
（
神
降
ろ
し
）
儀
礼
や
霊

神
信
仰
な
ど
御
嶽
講
に
独
自
の
宗
教
活
動
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

二
人
の
女
性
先
達
は
愛
知
県
北
部
に
所
在
す
る
御
嶽
講
の
Ｊ
教
会
に
お

い
て
、
お
も
に
昭
和
期
に
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
Ｈ

先
達
（
明
治
三
二
―
昭
和
六
二
）
は
、
十
七
歳
か
ら
本
格
的
に
霊
山
で
の

籠
山
修
行
を
開
始
し
、
Ｊ
教
会
初
代
教
会
長
（
男
性
）
の
一
番
弟
子
で
あ

っ
た
。
昭
和
二
〇
年
、
初
代
教
会
長
が
亡
く
な
り
、
通
常
は
一
番
弟
子
が

そ
の
ま
ま
二
代
目
教
会
長
に
就
任
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
講
内
部
で
は

「
教
会
長
は
男
性
で
あ
る
べ
き
」
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
、
Ｈ
先
達
よ

り
法
力
の
劣
る
弟
弟
子
（
男
性
）
が
一
旦
は
二
代
目
と
な
る
こ
と
が
決
せ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
Ｈ
先
達
自
ら
そ
の
決
定
に
強
く
反
発
し
、
二
代
目
教

会
長
の
座
に
就
く
と
、
そ
の
後
三
十
余
年
教
会
長
を
務
め
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
を
可
能
に
し
た
の
は
、
Ｈ
先
達
の
過
酷
な
修
行
生
活

や
そ
れ
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
卓
抜
し
た
法
力
、
御
座
で
の
中
座
（
憑

坐
）
と
し
て
の
能
力
を
信
じ
、
そ
の
力
を
支
持
す
る
信
者
が
多
か
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
者
の
行
や
法
力
が
信
者
を
導
き
、
ま
と

め
、
信
仰
集
団
を
と
も
に
作
り
上
げ
て
い
く
「
講
」
の
性
質
が
、
従
前
の

慣
習
か
ら
組
織
の
長
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
女
性
行
者
を
講
（
教
会
）
の

主
管
者
と
し
て
の
立
場
へ
と
導
き
、
主
体
的
な
宗
教
活
動
を
行
う
こ
と
を

可
能
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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前
者
の
発
表
は
、
男
性
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
「
契
約
講
」
が
村
落
の
公
的
役

割
を
果
た
し
て
い
る
宮
城
県
の
例
と
父
系
血
縁
集
団
で
あ
る
門
中
が
村
落

の
基
本
的
な
出
自
原
理
と
し
て
今
な
お
生
き
て
い
る
沖
縄
県
の
離
島
の
例

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
男
性
を

中
心
に
教
団
の
上
部
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
る
御
嶽
教
と
曹
洞
宗
の
傘
下

に
あ
る
講
の
例
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
本
パ
ネ
ル
に
は
、
副
題
に
あ
る

よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
男
女

間
の
関
係
性
を
背
景
に
持
つ
事
例
を
扱
う
場
合
、
従
来
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

で
は
、
両
性
間
の
非
対
照
的
な
権
力
の
在
り
方
に
対
す
る
批
判
的
な
研
究

が
主
流
で
、
そ
の
是
正
に
向
け
て
の
問
題
提
起
を
積
み
上
げ
て
き
た
。

　

し
か
る
に
本
パ
ネ
ル
は
、
そ
う
し
た
視
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て

「
社
会
的
・
文
化
的
な
性
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
意
味
を
、
村
落
社
会

や
教
団
を
ベ
ー
ス
に
形
成
さ
れ
た
講
あ
る
い
は
講
的
な
女
性
の
集
ま
り
の

活
動
を
通
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
戸
邊
は
、
性
別
に
規
定
さ
れ
る
個
人

と
し
て
の
女
性
と
性
別
を
結
集
原
理
と
す
る
「
女
講
中
」
は
異
な
る
と
し

て
、「
女
講
中
」
と
男
性
を
講
員
と
す
る
「
契
約
講
」
を
、
上
下
・
優
劣

関
係
に
も
と
づ
く
対
称
性
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
な
関
係
と
し
て
論
じ

て
い
る
。
後
藤
の
発
表
は
神
事
に
際
し
て
集
合
す
る
カ
ミ
ン
チ
ュ
の
緩
や

か
で
上
下
の
隔
て
の
な
い
集
ま
り
を
「
講
的
な
も
の
」
と
位
置
づ
け
、
と

り
わ
け
島
に
豊
穣
を
も
た
ら
す
重
要
神
事
で
あ
る
「
神
迎
え
」
が
、
彼
女

た
ち
を
司
祭
者
と
し
つ
つ
、
男
性
で
あ
る
村
長
や
行
政
の
担
い
手
の
奉

仕
・
奉
献
に
よ
っ
て
相
互
補
完
的
に
執
行
さ
れ
る
状
況
を
紹
介
し
て
い

る
。
佐
藤
の
取
り
上
げ
る
曹
洞
宗
の
梅
花
講
で
は
、
住
職
ら
の
男
性
僧
侶

が
講
長
で
女
性
檀
信
徒
が
講
員
で
あ
る
形
態
が
一
般
的
だ
が
、
実
際
に

は
、
男
性
住
職
の
従
属
的
存
在
と
見
ら
れ
が
ち
な
寺
族
（
妻
）
が
講
員
を

コ
メ
ン
ト

長
谷
部
八
朗

　

従
来
の
「
講
と
女
性
を
め
ぐ
る
研
究
」
で
は
、
概
ね
民
俗
学
を
中
心

に
、「
女
人
講
」
す
な
わ
ち
村
落
社
会
に
お
け
る
女
性
を
構
成
員
と
し
た

講
を
主
要
な
対
象
と
し
て
、
事
例
の
紹
介
と
分
析
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
講
の
多
く
は
、
講
員
で
あ
る
女
性
同
士
の
娯
楽
・
交
歓
の
機
会

を
提
供
し
、「
女
人
講
」
に
関
す
る
先
行
諸
研
究
は
、
こ
う
し
た
講
の
実

態
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
か
か
る
成
果
の
集
成
を

踏
み
台
に
し
て
、
さ
ら
な
る
「
講
と
女
性
を
め
ぐ
る
研
究
」
の
地
平
を
開

く
試
み
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
女
人
講
」
に
限
ら

ず
、
講
研
究
自
体
が
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
村
落
社
会
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行

わ
れ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
女
性
と
関
連
す
る
例

も
含
め
、
講
集
団
の
存
在
や
そ
の
活
動
は
、
村
落
社
会
に
限
ら
ず
、
仏

教
、
神
道
、
新
宗
教
な
ど
の
教
団
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
多
様
な
展
開

を
見
せ
て
き
た
。

　

小
林
奈
央
子
を
代
表
者
と
す
る
本
パ
ネ
ル
発
表
は
、
前
述
の
「
講
と
女

性
を
め
ぐ
る
研
究
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
い
る
が
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う

な
同
研
究
の
来
し
方
に
対
し
て
、
以
下
の
点
で
、
一
石
を
投
ず
る
内
容
と

い
え
よ
う
。
一
つ
は
、
従
来
の
地
域
社
会
を
ベ
ー
ス
に
し
た
講
に
加
え
、

宗
教
教
団
を
母
体
に
し
た
講
を
取
り
上
げ
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
「
講
と

女
性
」
の
関
係
を
、
講
員
が
専
ら
女
性
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
例
と
、

講
の
指
導
者
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
例
の
二
つ
の
側
面
か
ら
捉

え
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
の
発
表
は
、「
講
と
女
性
」
の
関
係
を
、
村
落
社
会
を
母
体

と
す
る
二
例
と
宗
教
教
団
を
母
体
と
す
る
二
例
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
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本
パ
ネ
ル
で
は
、
こ
う
し
た
従
前
の
「
女
人
講
」
研
究
に
対
し
、
女
性

に
よ
る
（
あ
る
い
は
女
性
が
関
与
す
る
）
講
も
、
村
落
社
会
の
中
で
社
会

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
組
織
で
あ
り
、
講
組
織
を
含
め
た
ほ
か
の
社

会
組
織
や
男
性
組
織
と
の
関
係
性
の
中
で
、
複
合
的
、
俯
瞰
的
な
視
点
か

ら
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
女
性

だ
け
を
対
象
と
す
る
女
性
研
究
か
ら
脱
却
し
、
複
合
領
域
と
し
て
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
論
を
目
指
す
必
要
性
（
戸
邉
優
美
『
女
講
中
の
民
俗
誌
―
牡
鹿
半

島
に
お
け
る
女
性
同
士
の
つ
な
が
り
』）
を
メ
ン
バ
ー
で
共
有
し
た
。

　

ま
ず
、
戸
邉
優
美
が
、
牡
鹿
半
島
に
お
け
る
女
講
中
を
事
例
に
、
経
済

的
に
自
立
し
、
主
体
的
に
活
動
す
る
女
性
の
講
（
女
講
中
）
活
動
に
つ
い

て
、
男
性
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
契
約
講
や
そ
の
他
の
社
会
組
織
と
の
関
係
か

ら
考
察
し
た
。
戸
邊
は
、
契
約
講
を
村
落
の
中
心
的
組
織
と
す
る
牡
鹿
半

島
の
契
約
講
社
会
で
、
男
性
・
女
性
の
講
集
団
の
関
係
や
、
個
と
「
講
」

の
女
性
に
着
目
し
、
性
別
に
規
定
さ
れ
る
個
人
と
、
性
別
を
結
集
原
理
と

す
る
「
講
」
は
異
な
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
女
講
中
と
契
約
講
の
関
係

は
、
必
ず
し
も
対
称
的
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
と
結
論

づ
け
た
。

　

次
に
、
後
藤
晴
子
が
、
沖
縄
離
島
に
お
い
て
村
落
祭
祀
を
担
う
女
性
宗

教
的
司
祭
者
た
ち
の
「
集
ま
り
」
を
凝
集
性
の
低
い
「
講
的
な
」
性
質
を

そ
な
え
た
集
団
の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
当
該
地
域
の
他
の
社
会
集
団
で
あ

る
、
父
系
血
縁
集
団
の
門
中
組
織
や
、
男
性
メ
ン
バ
ー
が
中
心
の
村
落

（
行
政
）
組
織
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
た
。
女
性
司
祭
者
た
ち
が
神
祭
祀

な
ど
の
神
事
を
取
り
仕
切
る
一
方
で
、
そ
の
女
性
た
ち
も
門
中
へ
の
帰
属

意
識
が
強
か
っ
た
り
、
神
事
の
運
営
面
で
村
落
（
行
政
）
組
織
の
補
助
を

受
け
た
り
と
、
相
互
に
調
整
し
合
い
な
が
ら
関
係
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る

指
導
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
て
、
梅
花
講
が
寺
族
に
と
っ
て
主

体
的
な
宗
教
活
動
を
可
能
に
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
と
、
佐
藤
は
指
摘
す

る
。
小
林
の
発
表
で
は
、
男
性
中
心
的
な
教
団
組
織
で
あ
る
御
嶽
教
に
包

括
さ
れ
な
が
ら
も
、
各
講
の
独
自
性
が
容
認
さ
れ
て
き
た
御
嶽
講
に
焦
点

を
当
て
、
女
性
先
達
が
行
と
法
力
の
錬
磨
・
実
践
を
通
し
て
主
導
的
役
割

を
果
た
し
て
き
た
事
例
に
着
目
し
て
い
る
。

　

本
パ
ネ
ル
は
、
従
来
限
定
的
で
あ
っ
た
「
講
と
女
性
」
の
関
わ
り
を
、

「
講
的
な
も
の
」
も
含
む
多
彩
な
位
相
か
ら
捉
え
直
す
と
と
も
に
、
そ
の

こ
と
を
通
し
て
新
た
な
視
座
か
ら
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
可
能
性
を
提
示
し

て
い
る
と
い
え
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

小
林
奈
央
子

　

講
と
女
性
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
お
も
に
民
俗
学
に
お
い
て
「
女
人
講
」

研
究
と
し
て
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。「
女
人
講
」
と
称
す
る
も

の
の
、
そ
の
実
態
は
、
子
安
講
や
観
音
講
、
十
九
夜
講
な
ど
、
女
性
が
構

成
員
と
な
っ
て
い
る
種
々
の
講
を
さ
し
、
講
組
織
が
、
村
落
の
中
で
生
き

る
女
性
た
ち
の
日
常
的
な
悩
み
を
共
有
す
る
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
研
究

で
は
、
娘
、
妻
（
嫁
）、
母
と
い
っ
た
女
性
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
は
自
明
の

も
の
と
さ
れ
、
特
定
地
域
に
お
け
る
「
女
人
講
」
の
、
個
別
の
事
例
報
告

に
と
ど
ま
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
多
く
は
女
性
だ
け
を
調
査
の
対

象
と
す
る
「
女
性
研
究
」
で
あ
り
、
男
性
や
男
性
組
織
と
の
関
係
性
の
中

で
女
性
の
講
組
織
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
機
能
し
て
い
る
か
な
ど
の
視

点
は
希
薄
で
あ
っ
た
。



49　　

パネル 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

陰
陽
道
研
究
の
最
前
線

代
表
者
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
・
司
会　

林　

淳

陰
陽
道
の
定
義
と
そ
の
成
立

細
井
　
浩
志

　

一
九
九
〇
年
代
に
『
陰
陽
道
叢
書
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
の
陰
陽
道
の

定
義
は
、
近
世
以
来
の
陰
陽
道
像
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
代
表
的
な
陰

陽
道
研
究
者
で
あ
っ
た
村
山
修
一
は
、
陰
陽
道
を
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
く

諸
技
術
と
理
解
し
、
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
と
し
た
。
一
方
、
実
際
の
陰
陽

道
は
明
経
道
・
明
法
道
・
紀
伝
道
・
算
道
・
医
道
な
ど
と
並
ぶ
朝
廷
諸
道

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
古
代
日
本
に
成
立
し
た
。
つ
ま
り
朝
廷
に
奉
仕
す
る

た
め
の
学
術
と
こ
れ
を
専
門
と
す
る
職
能
者
集
団
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明

確
に
定
義
し
た
の
が
『
陰
陽
道
叢
書
』
編
者
の
一
人
で
あ
っ
た
山
下
克
明

で
、
陰
陽
道
は
九
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
に
成
立
し
た
と
し
た
。
だ
が
朝

廷
陰
陽
師
（
官
人
陰
陽
師
）
で
は
な
い
が
雑
多
な
呪
術
を
担
う
陰
陽
師
の

存
在
も
、「
法
師
陰
陽
師
」
な
ど
と
し
て
す
で
に
平
安
時
代
に
は
姿
を
現

し
て
い
る
。
彼
ら
の
術
は
説
話
文
学
等
に
よ
れ
ば
「
陰
陽
ノ
道
」
と
よ
ば

れ
る
が
、
こ
れ
は
朝
廷
陰
陽
師
の
術
も
同
様
で
あ
り
（『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
四
第
一
五
「
賀
茂
忠
行
、
道
を
子
の
保
憲
に
伝
ふ
る
語
」）、
陰
陽
道

は
歴
史
的
に
見
て
朝
廷
陰
陽
道
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
朝

廷
陰
陽
道
の
術
も
不
変
で
は
な
い
。
陰
陽
道
の
主
な
占
法
は
太
一
式
（
一

〇
世
紀
以
前
）
↓
六
壬
式
（
戦
国
時
代
ま
で
）
↓
易
占
（
江
戸
時
代
）
と

変
遷
し
、
ま
た
呪
術
・
祭
祀
を
仏
教
・
道
教
・
神
祇
な
ど
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
取
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た
江
戸
時
代
に
陰
陽
道
が
、
吉
田
神
道
な

と
し
た
。

　

三
番
目
に
、
佐
藤
俊
晃
が
、
曹
洞
宗
の
詠
讃
歌
講
で
あ
る
梅
花
講
に
つ

い
て
、
僧
侶
で
あ
り
実
践
者
で
も
あ
る
立
場
か
ら
考
察
し
た
。
佐
藤
に
よ

れ
ば
、
各
寺
院
の
梅
花
講
、
宗
務
所
梅
花
講
の
講
長
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
男

性
僧
侶
で
あ
る
が
、
多
く
が
指
導
実
績
の
無
い
僧
侶
で
あ
り
、
実
際
に
現

場
で
檀
信
徒
に
教
化
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
は
寺
族
（
男
性
僧
侶
の
妻
）

で
あ
る
と
い
う
。
ゆ
え
に
、
彼
女
た
ち
の
存
在
意
義
は
男
性
僧
侶
の
「
補

助
的
な
存
在
」
と
い
う
ほ
ど
小
さ
な
も
の
で
は
な
く
、
寺
院
の
活
動
に
お

け
る
寺
族
女
性
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
し

た
。

　

最
後
に
、
小
林
奈
央
子
が
、
男
性
中
心
の
上
部
教
団
組
織
に
包
括
さ
れ

な
が
ら
も
、
各
講
の
独
自
性
が
容
認
さ
れ
て
き
た
御
嶽
講
に
お
い
て
、
女

性
先
達
が
自
ら
の
行
と
法
力
を
頼
み
に
長
年
主
導
的
立
場
に
立
っ
て
き
た

状
況
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
家
父
長
制
的
に
堅
固
に
組
織
さ
れ
た
宗
教
教

団
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
地
位
を
、
講
と
い
う
組
織
で
あ
る
か
ら
こ
そ
獲

得
・
維
持
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
た
。

　

以
上
四
人
の
研
究
発
表
に
対
し
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
長
谷
部
八
朗
氏
か

ら
は
、「
講
と
女
性
と
の
か
か
わ
り
は
多
彩
な
広
が
り
を
も
つ
と
い
う
こ

と
が
見
え
て
き
た
。
こ
れ
は
従
来
の
『
女
人
講
』
研
究
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
『
講
と
女
性
』
と
い
う
よ
り
広
い
視
点
か
ら
の
研
究
の
可
能
性
を
提
起

し
た
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
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だ
が
、
こ
れ
は
現
存
す
る
史
料
の
質
の
変
化
で
陰
陽
道
・
陰
陽
師
の
活
動

が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
Ｃ
の
特
徴
は
、（
１

）暦
道
・
天

文
道
と
陰
陽
道
と
の
融
合
、（
２

）賀
茂
氏
・
安
倍
氏
に
よ
る
陰
陽
道
支
配

の
形
成
、（
３

）「
陰
陽
道
」
の
語
の
出
現
と
い
え
る
。
Ｄ
に
関
し
て
は
、

「
陰
陽
師
」
が
中
国
で
の
「
陰
陽
家
」
の
意
味
で
日
本
で
も
古
く
か
ら
使

わ
れ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
の
で
成
立
時
期
は
定
め
に
く
い
。
近

世
・
近
代
の
「
陰
陽
道
」
と
は
、
広
義
の
陰
陽
道
概
念
が
、
近
世
の
陰
陽

道
本
所
で
あ
る
土
御
門
家
の
陰
陽
道
支
配
の
都
合
で
、
拡
大
解
釈
の
う
え

社
会
制
度
と
し
て
適
用
さ
れ
も
の
と
い
え
る
。
広
義
の
陰
陽
道
の
中
で
、

も
っ
と
も
整
備
さ
れ
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
の
が
朝
廷
陰
陽
道
で
あ
り
、

逆
に
広
義
の
陰
陽
道
は
朝
廷
陰
陽
道
の
存
在
に
よ
っ
て
類
似
の
術
が
「
陰

陽
ノ
道
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。

陰
陽
道
・
陰
陽
師
研
究
の
中
世

赤
澤
　
春
彦

　

中
世
陰
陽
道
研
究
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、

急
速
に
進
ん
で
き
て
い
る
。
中
世
は
国
家
の
枠
組
み
や
社
会
構
造
が
め
ま

ぐ
る
し
く
変
容
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に
成
立

し
た
「
陰
陽
道
」
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
に
つ
い
て
、
従
来

で
は
「
宮
廷
陰
陽
道
」
が
衰
退
し
、
鎌
倉
幕
府
の
も
と
で
醸
成
さ
れ
る

「
武
家
陰
陽
道
」
が
隆
盛
す
る
と
評
さ
れ
て
き
た
が
（
例
え
ば
村
山
修
一
）、

こ
う
し
た
陰
陽
道
史
観
は
見
直
さ
れ
、
む
し
ろ
朝
廷
陰
陽
道
は
平
安
期
以

上
に
大
き
く
展
開
し
、
鎌
倉
期
に
制
度
的
・
組
織
的
に
到
達
点
を
迎
え
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
朝
廷
陰
陽
道
は
官
司
請
負
制
の
一
類
型
と
み

ど
の
影
響
で
復
興
し
た
こ
と
が
林
淳
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
活
動
か

ら
見
て
法
師
陰
陽
師
も
純
然
た
る
民
間
の
存
在
で
は
な
く
、
朝
廷
陰
陽
師

と
法
師
陰
陽
師
の
術
に
は
交
流
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
よ
っ

て
報
告
者
は
、
近
日
刊
行
の
『
新
陰
陽
道
叢
書　

第
一
巻　

古
代
』
に
お

い
て
、
朝
廷
陰
陽
道
を
狭
義
の
陰
陽
道
、
こ
れ
に
加
え
主
に
術
者
本
人
が

「
陰
陽
師
」
を
名
乗
っ
て
い
た
（
見
な
さ
れ
た
）
も
の
を
広
義
の
陰
陽
道

と
よ
ん
だ
。
広
義
の
陰
陽
道
は
村
山
ら
の
定
義
に
近
い
が
、
陰
陽
五
行
説

に
基
づ
く
諸
技
術
全
般
で
は
な
い
。
陰
陽
師
と
同
じ
く
符
や
呪
薬
で
病
気

治
療
を
行
う
医
師
は
、
あ
く
ま
で
「
医
師
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ

て
占
い
や
暦
日
・
方
角
禁
忌
な
ど
を
含
む
中
国
系
の
呪
術
・
術
者
で
、
仏

教
・
儒
教
・
医
術
な
ど
と
は
異
な
る
と
認
識
さ
れ
た
も
の
が
「
陰
陽
道
」

「
陰
陽
師
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
陰
陽
道
の
成
立
時
期
は
、
山
下
に
よ

る
朝
廷
陰
陽
師
の
職
掌
（
①
占
い
、
②
呪
術
・
祭
祀
活
動
、
③
暦
日
・
方

角
禁
忌
の
勘
申
）
を
指
標
と
す
る
と
、
Ａ
呪
禁
（
朝
廷
陰
陽
道
の
原
型
）

の
倭
国
伝
来
…
六
世
紀
、
Ｂ
朝
廷
陰
陽
道
（
初
期
陰
陽
道
）
…
八
世
紀
後

半
〜
九
世
紀
前
半
、
Ｃ
平
安
期
朝
廷
陰
陽
道
…
九
世
紀
後
半
〜
一
一
世

紀
、
Ｄ
「
陰
陽
師
」
と
称
さ
れ
る
人
々
の
活
動
（
広
義
の
陰
陽
道
）
…
七

世
紀
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
呪
禁
師
は
山
下
の
指
標
①
②
③
を
備
え
て
い

た
可
能
性
が
高
く
、
呪
禁
師
＝「
陰
陽
師
」、
Ａ
呪
禁
の
術
・
呪
禁
師
の
集

団
＝「
陰
陽
道
」
と
言
え
な
く
は
な
く
、
道
教
の
治
病
・
予
防
技
法
が
大

陸
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
、
発
展
し
て
陰
陽
道
が
成
立
し
た
と
の
見
方
も
許

さ
れ
よ
う
。
Ｂ
の
存
在
は
今
ま
で
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
断
片
的

史
料
を
読
み
込
む
と
、
八
世
紀
末
前
後
に
陰
陽
師
は
①
②
③
を
職
能
に
備

え
て
お
り
、
陰
陽
道
が
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。
こ
の
Ｂ
に
対
し
て
通
説
で
成
立
期
の
陰
陽
道
と
さ
れ
て
い
た
の
が
Ｃ
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社
家
の
一
員
と
し
て
年
中
行
事
に
参
仕
し
、
日
次
勘
申
や
清
祓
な
ど
を
行

う
陰
陽
師
が
い
た
。
宇
佐
と
い
う
地
域
社
会
に
定
住
し
、
宇
佐
八
幡
宮
と

い
う
寺
社
権
門
を
拠
点
と
し
て
活
動
を
展
開
す
る
者
た
ち
が
存
在
し
た
の

で
あ
る
。
本
報
告
で
は
こ
う
し
た
寺
社
の
門
前
な
ど
在
地
に
定
住
し
、
権

門
や
地
域
社
会
の
宗
教
的
欲
求
に
応
え
、
陰
陽
道
的
知
を
集
積
・
発
信
す

る
役
割
を
担
っ
た
者
た
ち
を
「
地
域
陰
陽
師
」
と
定
義
し
、
地
域
宗
教
の

習
合
化
の
一
翼
を
担
う
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
み
た
。

　

こ
う
し
た
動
態
に
鑑
み
た
と
き
、
陰
陽
道
史
に
お
け
る
時
代
区
分
も
再

考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
九
世
紀
後
半
か
ら
概
ね
十
四
世
紀
末
、
す

な
わ
ち
「
陰
陽
道
」
が
成
立
し
た
平
安
期
か
ら
鎌
倉
末
・
室
町
初
期
を
一

つ
の
時
代
と
と
ら
え
、
こ
こ
ま
で
を
「
官
人
陰
陽
師
の
時
代
」
と
み
な
す

こ
と
が
適
当
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
崩
壊
す
る
画
期
と
な
る
の
が
南
北
朝
内
乱

で
、
公
家
の
経
済
基
盤
が
退
潮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賀
茂
・
安
倍
氏
で
も

一
部
の
家
を
除
き
没
落
す
る
。
柳
原
敏
昭
が
「
陰
陽
師
の
身
分
的
隆
盛

期
」
と
位
置
付
け
た
十
四
世
紀
末
以
降
の
土
御
門
家
・
勘
解
由
小
路
家
の

公
卿
化
は
身
分
的
上
昇
と
引
き
換
え
に
両
家
が
技
能
者
と
し
て
の
求
心
力

を
失
っ
て
ゆ
く
契
機
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
取

っ
て
代
わ
る
か
の
よ
う
に
多
様
な
陰
陽
道
的
知
を
ま
と
め
た
テ
ク
ス
ト
が

顕
在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
存
在
が
『
簠
簋
内
伝
』
で

あ
り
、
こ
れ
を
陰
陽
道
史
上
に
お
け
る
重
要
な
画
期
に
成
立
し
た
書
と
し

て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
世
陰
陽
道
の
課
題
と
し

て
神
仏
習
合
や
顕
密
体
制
論
な
ど
、
中
世
宗
教
の
核
心
に
対
し
て
本
格
的

に
取
り
組
む
必
要
も
あ
ろ
う
。
山
下
克
明
や
上
島
享
ら
は
陰
陽
道
を
密
教

に
包
摂
さ
れ
た
も
の
と
み
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
上
記
の
課
題
と
併

せ
て
議
論
を
深
め
て
い
き
た
い
。

る
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
が
、
単
に
朝
廷
や
幕
府
の
命
を
上
意
下
達

的
に
請
け
負
う
の
で
は
な
く
、
朝
廷
や
院
、
幕
府
、
寺
社
な
ど
の
諸
権
門

を
横
断
し
て
こ
れ
ら
を
支
え
る
自
律
的
な
当
事
者
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
室
町
期
以
降
の
陰
陽
道
研
究
も
進
捗
を
見
せ

て
い
る
が
、
近
年
、
大
き
く
進
ん
で
い
る
室
町
殿
論
の
成
果
を
踏
ま
え
た

再
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

　

一
方
、「
民
間
陰
陽
師
」
に
つ
い
て
は
そ
の
呼
称
を
含
め
、
改
め
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。「
民
間
陰
陽
師
」
の
語
を
創
出
し
た
木
場
明
志
は

こ
れ
を
系
譜
的
に
と
ら
え
う
る
民
間
宗
教
者
の
一
類
型
と
し
て
設
定
し
た

と
い
う
が
（
木
場
明
志
「
民
間
陰
陽
道
」
概
念
の
再
検
討
」『
宗
教
民
俗

研
究
』
十
四
・
十
五
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
現
在
で
は
陰
陽
道
に
関
わ
る

よ
う
な
様
々
な
存
在
を
指
し
示
す
便
利
な
言
葉
と
し
て
独
り
歩
き
し
て
い

る
観
が
あ
る
。
確
か
に
中
世
後
期
に
は
声
聞
師
、
算
置
、
院
内
と
い
っ

た
、
自
覚
的
に
せ
よ
無
自
覚
的
に
せ
よ
陰
陽
道
の
知
識
や
技
術
を
用
い
る

（
あ
る
い
は
そ
う
主
張
す
る
）
宗
教
者
、
さ
ら
に
願
人
、
勧
進
、
修
験
な

ど
多
様
な
宗
教
者
が
列
島
各
地
に
拡
散
し
て
ゆ
く
。
ま
た
、
陰
陽
道
に
基

づ
く
知
識
や
技
能
が
様
々
な
宗
教
の
知
識
や
呪
法
と
混
ざ
り
合
い
、
形
を

変
え
、
広
く
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
賀
茂
・
安

倍
の
言
説
に
依
拠
し
な
い
陰
陽
道
系
の
知
識
は
十
四
世
紀
あ
た
り
か
ら
活

発
に
流
布
す
る
よ
う
に
な
り
、
必
ず
し
も
「
民
間
陰
陽
師
」
に
限
ら
ず

様
々
な
宗
教
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
問
題
は
各
時
代
の
「
民
間
陰
陽

師
」
像
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
古
代
に
は
「
法
師
陰
陽
師
」
の
存
在
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
（
繁
田
信
一
な
ど
）、
中
世
に
も
「
民
間
」
の
枠
に
は

収
ま
り
き
ら
な
い
存
在
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
宇
佐
八
幡

宮
に
は
十
二
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
後
半
に
わ
た
り
、
門
前
に
定
住
し
、
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念
上
の
存
在
で
あ
り
、
か
れ
ら
に
近
世
陰
陽
師
の
起
源
を
見
い
だ
す
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。

　

一
方
、
近
世
民
間
宗
教
者
と
し
て
の
陰
陽
師
の
存
在
形
態
に
つ
い
て

は
、
職
能
を
含
む
実
態
を
ふ
ま
え
た
議
論
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
中
世

後
期
以
降
展
開
し
た
多
様
な
民
間
（
勧
進
）
宗
教
者
（
修
験
・
陰
陽
師
・

神
事
舞
大
夫
・
本
願
・
願
人
・
御
師
・
盲
僧
）
と
の
類
縁
性
で
あ
る
。
近

世
宗
教
社
会
論
。
身
分
的
周
縁
論
の
進
展
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
か
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
檀
家
・
檀
那
場
を
所
有
し
、
暦
・
年
卦
・
札
・

守
り
を
配
り
、
竈
・
屋
敷
祈
禱
を
行
う
者
で
あ
り
、
家
・
家
族
に
関
わ
る

信
仰
を
担
っ
て
き
た
。
中
世
後
期
の
勧
進
の
盛
行
以
来
膨
張
し
た
宗
教
者

の
系
譜
を
引
く
か
れ
ら
が
、
民
衆
レ
ベ
ル
の
「
家
」
と
そ
の
祭
祀
が
成

立
・
浸
透
し
て
い
っ
た
時
代
状
況
に
応
じ
て
定
着
し
、
江
戸
幕
府
宗
教
行

政
の
も
と
で
「
職
分
」
原
理
に
よ
り
整
理
・
編
成
さ
れ
、
組
織
的
に
結
集

し
た
の
が
近
世
の
民
間
（
も
し
く
は
勧
進
）
宗
教
者
集
団
だ
と
い
え
る
。

近
世
の
陰
陽
師
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
こ
う
し
た
民
間
宗
教
者
群
の
な
か

で
の
陰
陽
師
と
い
う
構
図
で
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
陰
陽
師
だ

け
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
他
集
団
と
の
差
異
・
同
一
性
を
手
が
か
り

に
、
近
世
陰
陽
道
の
位
置
を
探
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
宗

教
者
層
の
な
か
で
土
御
門
家
か
ら
免
許
を
与
え
ら
れ
た
の
が
近
世
陰
陽
師

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
近
世
の
神
職
や
僧
侶
に
対
し
て
「
民
間
」
と
い
う

呼
称
を
必
要
と
し
な
い
の
と
同
様
に
、「
民
間
」
を
冠
せ
ら
れ
る
必
然
性

は
な
い
。
敢
え
て
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
民
間
」
に
対
置
す
る
も
の
は

何
か
―
公
家
・
武
家
と
い
う
身
分
に
よ
る
峻
別
か
、
国
家
・
公
的
陰
陽
道

と
い
う
体
系
を
想
定
す
る
の
か
―
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
、

古
代
・
中
世
と
は
対
照
的
に
、
近
世
の
改
暦
や
天
皇
周
辺
・
朝
廷
の
儀

近
世
陰
陽
道
研
究
の
現
在

梅
田
　
千
尋

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
展
開
し
た
各
時
代
の
陰
陽
道
史
研
究
の
な
か
で
、

国
家
制
度
や
社
会
状
況
と
い
っ
た
歴
史
学
の
主
流
的
研
究
テ
ー
マ
に
最
も

近
接
し
た
の
は
近
世
期
の
研
究
だ
ろ
う
。
高
埜
利
彦
の
研
究
は
陰
陽
道
組

織
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
身
分
的
周
縁
論
や
朝
幕
関
係
・
宗
教
社
会
史
と

い
っ
た
近
世
史
の
研
究
潮
流
を
牽
引
し
て
き
た
。
ま
た
、
林
淳
『
近
世
陰

陽
道
の
研
究
』
は
近
世
の
陰
陽
道
組
織
の
変
容
・
解
体
に
つ
い
て
描
き
出

し
、
そ
の
後
梅
田
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』
は
、
陰
陽
道
組
織
の
変

質
と
職
分
を
介
し
た
暦
・
和
算
家
へ
の
展
開
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に

幕
藩
体
制
下
の
陰
陽
師
集
団
に
関
す
る
研
究
は
近
世
史
研
究
の
潮
流
に
沿

っ
て
進
展
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
江
戸
時
代
の
陰
陽
師
―
百
姓
・
町
人
身

分
に
し
て
陰
陽
道
を
職
分
と
し
た
者
―
を
取
り
上
げ
る
際
、
し
ば
し
ば
民

間
陰
陽
師
と
い
う
表
記
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
呼
称
は
妥
当
だ

ろ
う
か
。

　

村
山
修
一
は
中
世
後
期
以
降
声
聞
師
ら
が
民
間
陰
陽
道
の
担
い
手
と
な

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
か
れ
ら
を
陰
陽
師
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。
民

間
陰
陽
師
を
冠
し
た
論
文
を
早
期
か
ら
提
唱
し
た
木
場
明
志
は
当
初
い
ざ

な
ぎ
流
太
夫
の
呪
法
を
分
析
し
、「
陰
陽
道
・
巫
女
・
山
伏
の
咒
法
を
習

合
さ
せ
」
た
祭
祀
の
姿
に
、
宮
廷
で
の
陰
陽
道
と
は
異
な
る
習
合
的
形
態

を
見
い
だ
し
て
い
た
。
が
、
後
に
「
民
間
陰
陽
道
」
と
「
宮
廷
陰
陽
道
」

は
併
存
し
つ
つ
前
者
か
ら
後
者
が
派
生
し
た
と
い
う
仮
説
を
提
起
し
た
。

し
か
し
、
古
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
官
人
陰
陽
師
と
対
置
さ
れ
る
呪
術
者

の
技
能
内
容
は
不
明
で
、
か
れ
ら
を
民
間
陰
陽
師
と
見
る
こ
と
は
難
し

い
。
古
代
の
民
間
陰
陽
師
と
は
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
概
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し
か
し
、
陰
陽
道
に
そ
の
視
点
を
移
す
と
、
こ
う
し
た
手
法
と
成
果
を

適
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
る
。
そ
の
難
し
さ
は
、
生

活
次
元
で
の
陰
陽
道
の
展
開
が
把
握
し
に
く
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
陰
陽

道
の
担
い
手
で
あ
っ
た
陰
陽
師
が
、
明
治
以
降
は
消
滅
し
た
こ
と
、
さ
ら

に
陰
陽
道
に
基
づ
く
知
識
を
生
活
の
な
か
で
参
照
、
意
識
す
る
モ
ノ
で
あ

っ
た
暦
が
改
変
さ
れ
た
た
め
に
生
活
次
元
で
の
陰
陽
道
が
見
え
に
く
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
前
近
代
、
特
に
近
世
期
の
陰
陽
道
の
本
所
で
あ
っ
た
土

御
門
家
が
管
理
し
た
知
識
や
技
術
―
梅
田
千
尋
の
注
目
す
る
学
知
（『
近

世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』
二
〇
〇
九
年
）
も
含
め
て
―
が
、
近
現
代
の
民

俗
に
影
響
を
与
え
た
陰
陽
道
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ

し
、
そ
の
内
容
は
、
占
い
や
祭
祀
、
ま
じ
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
、
他
宗

教
の
そ
れ
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
を
陰
陽
道
と
し
て
抽
出
す
る
の

は
難
し
い
。
一
方
、
生
活
次
元
で
の
暦
と
そ
の
注
釈
の
知
識
は
、
そ
れ
の

み
で
流
通
、
伝
播
、
浸
透
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代
以
来
の
さ
ま
ざ

ま
な
暦
や
方
位
、
天
文
に
関
す
る
知
識
は
陰
陽
師
を
中
心
と
し
な
が
ら
も

近
接
す
る
仏
教
や
修
験
道
、
神
祇
信
仰
の
な
か
で
も
意
識
さ
れ
、
利
用
さ

れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
知
識
論
レ
ベ
ル
で
の
陰
陽
道
の
展
開
を
考
え
る
参

照
軸
に
『
簠
簋
』
を
据
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
こ
の
書
物
が
多
様
な

宗
教
者
、
知
識
人
に
も
参
照
・
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
も
ふ
ま
え
て
、

『
簠
簋
』
と
そ
れ
に
関
連
す
る
知
識
と
説
話
と
を
、
陰
陽
道
と
研
究
上
は

規
定
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
陰
陽
道
の
知
識
の
内
実
、
構
成
を
考
え
る

と
、
陰
陽
五
行
説
や
干
支
に
ま
つ
わ
る
知
識
が
そ
の
主
要
な
要
素
で
、
そ

れ
ら
を
用
い
て
時
間
や
空
間
を
把
握
・
理
解
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
が
志
向
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
古
代
以
来
連
綿
と
継
続
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
際
の
資
源
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
陰
陽
道
の
知
識
が
参

礼
、
将
軍
へ
の
祓
進
上
と
い
っ
た
事
象
に
つ
い
て
の
研
究
は
遅
れ
て
い

る
。

　

で
は
、
近
世
陰
陽
道
の
担
い
手
が
明
ら
か
に
な
っ
た
う
え
で
、
近
世
陰

陽
道
の
特
質
は
ど
の
よ
う
に
描
け
る
の
か
。
近
世
陰
陽
道
と
は
土
御
門
家

支
配
下
の
陰
陽
師
に
よ
る
営
み
で
あ
る
、
と
し
た
林
淳
の
指
摘
や
『
簠
簋

内
伝
』
の
暦
占
部
分
・
暦
占
書
が
示
す
知
識
体
系
を
重
視
す
る
小
池
淳
一

の
説
が
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
な
近
世
陰
陽
師
の
存
在
形
態
を
念
頭
に
置

い
た
上
で
、
試
み
る
べ
き
は
、
近
世
陰
陽
師
の
活
動
実
態
か
ら
の
復
元
で

あ
ろ
う
。
陰
陽
師
の
日
常
的
な
職
掌
・
実
践
か
ら
、
陰
陽
師
と
受
容
者
の

生
活
に
内
在
す
る
吉
凶
・
カ
ミ
観
念
を
解
明
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
だ

と
い
え
よ
う
。

民
俗
と
説
話
の
領
域
か
ら 

│
│ 

民
俗
的
陰
陽
道
研
究
の
視
点 

│
│

小
池
　
淳
一

　

民
俗
研
究
に
お
い
て
陰
陽
道
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
際
の
前
提
と
そ

の
具
体
的
な
対
象
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
今
後
の
研
究

の
方
向
性
に
つ
い
て
、
本
報
告
で
は
考
え
て
み
る
。

　

民
俗
文
化
の
宗
教
的
要
素
の
研
究
―
い
わ
ゆ
る
、
民
俗
宗
教
あ
る
い
は

民
俗
信
仰
と
呼
ば
れ
る
領
域
―
と
宗
教
史
研
究
と
の
関
係
は
、
仏
教
や
修

験
道
な
ど
の
習
合
的
な
要
素
に
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
生
活
次
元
で
の
展
開

に
着
目
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
面
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
中
世
後

期
以
降
の
諸
宗
教
の
展
開
や
教
義
の
内
容
と
唱
導
と
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
ら

の
日
常
生
活
へ
の
浸
透
や
そ
の
過
程
で
の
変
容
を
意
識
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
き
た
。
民
俗
信
仰
研
究
の
前
提
と
し
て
、
宗
教
史
的
な
知
識
が
必

要
な
の
で
あ
る
。
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以
外
の
中
国
系
呪
術
で
術
者
が
「
陰
陽
師
」
を
名
乗
っ
た
場
合
を
広
義
の

陰
陽
道
と
よ
ぶ
。
さ
ら
に
陰
陽
道
の
成
立
に
関
し
て
四
つ
の
時
期
が
新
た

に
提
案
さ
れ
た
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
は
、「
陰
陽
師
」
を
名
乗
る
中
国
系
呪

術
の
術
者
と
は
ど
の
よ
う
な
事
例
な
の
か
を
尋
ね
た
。
細
井
は
、
法
師
陰

陽
師
や
隠
れ
陰
陽
師
と
よ
ば
れ
る
者
た
ち
で
あ
り
、
朝
廷
陰
陽
道
が
確
立

し
た
こ
と
で
、
中
国
系
呪
術
者
が
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
、
広

義
の
陰
陽
道
に
な
っ
た
と
の
見
通
し
を
述
べ
た
。

　

赤
澤
発
表
は
、「
宮
廷
陰
陽
道
」
が
衰
退
し
「
武
家
陰
陽
道
」
が
隆
盛

す
る
と
い
う
村
山
修
一
説
を
批
判
し
て
、
鎌
倉
期
に
官
人
陰
陽
師
は
到
達

点
に
達
し
た
と
指
摘
す
る
。
赤
澤
は
、
民
間
陰
陽
師
の
概
念
を
紹
介
し

て
、
中
世
後
期
に
様
々
な
宗
教
者
が
い
て
、
陰
陽
道
的
な
知
識
は
拡
散
し

て
受
容
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
中
世
陰
陽
道
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
は
、
十

四
世
紀
末
の
転
換
点
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
時
期
は
隆
盛
期
で
は
な
く
、
賀

茂
氏
、
安
倍
氏
の
技
能
者
の
衰
退
期
で
あ
っ
た
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
は
、

「
民
間
陰
陽
師
」
の
妥
当
性
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点

と
、
顕
密
仏
教
と
の
関
係
に
お
け
る
修
験
道
と
の
違
い
を
尋
ね
た
。
赤
澤

は
、
自
ら
は
「
民
間
陰
陽
師
」
を
使
わ
ず
、
諸
道
で
あ
っ
た
点
で
修
験
道

と
は
異
な
る
と
答
え
た
。

　

梅
田
発
表
は
、
近
世
陰
陽
道
研
究
を
回
顧
し
、
近
世
陰
陽
道
の
特
質
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
身
分
的
周
縁
論
、
本
所
論
の
視
点
か
ら
陰

陽
師
の
編
成
が
研
究
さ
れ
、
朝
廷
権
威
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
政
治
史
的

に
注
目
さ
れ
た
。
中
世
後
期
か
ら
急
増
す
る
民
間
宗
教
者
群
が
、
近
世
の

職
分
の
原
理
で
編
成
さ
れ
た
が
、
民
間
宗
教
者
群
の
な
か
で
陰
陽
師
が
一

定
の
位
置
を
占
め
た
こ
と
が
近
世
的
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
本
所
の
信
仰

内
容
へ
の
関
与
が
弱
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
は
、
梅
田

照
さ
れ
た
（
拙
著
『
陰
陽
道
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
』
二
〇
一
一
年
、
の

第
Ⅰ
部
参
照
）。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
民
俗
研
究
が
対
象
と
す
る
陰
陽
道
と
は
、
①
前
近

代
、
特
に
近
世
期
の
陰
陽
師
が
管
轄
し
て
い
た
儀
礼
・
祭
祀
・
知
識
。
②

中
世
に
成
立
し
た
『
簠
簋
』
を
は
じ
め
と
す
る
陰
陽
道
書
に
記
載
さ
れ
て

き
た
知
識
や
説
話
。
③
体
験
的
な
自
然
観
察
に
基
づ
き
、
陰
陽
五
行
説
、

干
支
説
な
ど
を
は
じ
め
、
①
や
②
と
も
結
び
つ
い
て
記
録
、
継
承
さ
れ
て

き
た
暦
や
そ
れ
に
類
す
る
知
識
お
よ
び
俗
信
、
と
整
理
で
き
る
。
こ
れ
ま

で
の
民
俗
研
究
は
こ
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
展
開
し
て
き
た
も
の
で
は
な

く
、
①
③
は
民
俗
事
象
と
し
て
は
渾
然
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
、
②
も
主
と
し
て
暦
注
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
説
話
的
な
知
識
と
し
て
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
き
た
。
民
俗
と
説
話
と
い
う
視
点
は
、
言

い
換
え
る
と
、
知
識
の
ま
と
め
方
（
枠
組
み
）
と
説
話
と
い
う
形
式
の
な

か
に
溶
か
し
込
ま
れ
た
伝
承
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
①
〜
③
の
視
点

を
意
識
し
、
陰
陽
道
史
と
接
続
さ
せ
、
関
連
す
る
史
資
料
を
取
り
上
げ
て

い
く
こ
と
で
、
民
俗
に
お
け
る
陰
陽
道
研
究
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

コ
メ
ン
ト

林
　
　
　
淳

　

細
井
発
表
は
、
山
下
克
明
説
の
意
義
を
十
分
に
認
め
な
が
ら
、
山
下
以

降
の
研
究
に
よ
っ
て
も
陰
陽
道
の
定
義
、
成
立
時
期
に
関
し
て
は
曖
昧
な

点
が
残
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
通
常
は
、
村
山
修
一
説
か
ら
山
下
説
へ
の

研
究
史
が
進
展
し
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
中
国
系
呪
術
の

術
者
が
見
逃
さ
れ
た
。
細
井
は
、
朝
廷
陰
陽
道
を
狭
義
の
陰
陽
道
、
そ
れ
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の
人
名
は
確
認
で
き
て
い
な
い
と
梅
田
が
答
え
た
。

　

パ
ネ
ル
で
は
「
民
間
陰
陽
師
」
概
念
が
話
題
に
な
り
、
フ
ロ
ア
か
ら
陰

陽
道
は
近
代
で
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の

宿
題
は
、
将
来
の
パ
ネ
ル
の
機
会
に
回
答
し
た
い
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

林
　
　
　
淳

　

陰
陽
道
研
究
は
、
約
三
十
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
陰
陽
道
叢
書
』（
一

九
九
一
〜
九
三
年
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
分
野
で
あ
る
。『
陰
陽
道
叢

書
』
が
な
け
れ
ば
、
い
ま
も
陰
陽
道
は
学
術
の
世
界
で
市
民
権
を
得
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
陰
陽
道
研
究
は
、
ど
こ
か
ら
来

て
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
約
三
十
年
の
間
に
研
究
史

上
で
起
こ
っ
た
変
化
に
つ
い
て
、
三
点
に
わ
け
て
述
べ
る
。
第
一
に
、
か

つ
て
は
陰
陽
道
と
い
え
ば
、
端
的
に
平
安
時
代
の
陰
陽
道
を
意
味
し
た
時

代
が
長
く
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
代
は
終
わ
り
つ
つ
あ
る
。『
陰
陽
道
叢
書
』

に
お
い
て
古
代
篇
の
み
な
ら
ず
、
特
論
篇
に
お
い
て
も
、
平
安
時
代
を
扱

っ
た
論
文
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
た
。
平
安
時
代
に
陰
陽
道
の
ピ
ー
ク
が

あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
中
世
篇
、
近
世
篇
で
は
関
係
論
文
を
集
め

る
こ
と
に
苦
労
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
『
陰
陽

道
叢
書
』
以
降
、
中
世
、
近
世
の
陰
陽
道
研
究
が
著
し
く
進
展
し
、
平
安

時
代
の
陰
陽
道
は
、
陰
陽
道
史
の
一
時
代
と
相
対
化
さ
れ
た
。
中
世
、
近

世
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
の
宗
教
史
に
ま
で
陰
陽
道
研
究
は
影
響
を

与
え
つ
つ
あ
る
。
第
二
に
、
陰
陽
道
の
起
源
が
、
村
山
修
一
の
説
い
た
よ

う
な
古
代
中
国
説
で
は
な
く
、
九
〜
十
世
紀
の
日
本
に
あ
る
と
す
る
山
下

克
明
説
が
登
場
し
、
多
く
の
研
究
者
に
影
響
を
与
え
た
。
山
下
は
、
王
朝

が
使
う
民
間
宗
教
者
・
民
間
陰
陽
師
の
「
民
間
」
の
意
味
を
尋
ね
た
。
梅

田
は
、「
民
間
陰
陽
師
」
は
現
段
階
で
は
古
代
朝
廷
陰
陽
師
と
区
別
す
る

為
に
使
用
し
、「
民
間
宗
教
者
」
も
暫
定
的
な
用
語
で
あ
る
と
答
え
た
。

　

小
池
発
表
は
、
中
世
後
期
以
降
の
諸
宗
教
の
展
開
や
教
義
と
解
説
を
ふ

ま
え
て
、
そ
れ
ら
が
日
常
生
活
へ
の
浸
透
や
そ
の
過
程
で
の
変
容
を
意
識

す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
陰
陽
道
は
明
治
以
降
担
い
手

の
陰
陽
師
が
消
滅
し
暦
が
改
変
さ
れ
た
こ
と
で
、
生
活
次
元
で
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
民
俗
研
究
が
対
象
に
す
る
陰
陽
道
を
捉
え
る

三
つ
の
レ
ベ
ル
が
提
起
さ
れ
る
。
①
近
世
期
の
陰
陽
師
が
管
轄
し
た
儀

礼
・
祭
祀
・
知
識
、
②
『
簠
簋
』
な
ど
の
陰
陽
道
書
の
知
識
や
説
話
、
③

体
験
的
な
観
察
に
基
づ
く
暦
や
そ
れ
に
類
す
る
知
識
や
俗
信
。
小
池
は
三

つ
の
レ
ベ
ル
で
陰
陽
道
研
究
を
整
理
し
た
が
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
は
、
時
間

や
空
間
に
関
わ
る
知
識
が
陰
陽
道
と
す
れ
ば
、
ど
の
レ
ベ
ル
に
も
共
通
す

る
の
で
は
な
い
か
と
尋
ね
た
。
小
池
は
、
時
代
ご
と
に
時
間
や
空
間
に
対

す
る
認
識
と
そ
の
記
憶
様
式
が
変
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
差
異
を
陰
陽
道
史

と
対
応
さ
せ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。

　

フ
ロ
ア
か
ら
は
二
つ
の
質
問
が
き
た
。
一
つ
は
、
陰
陽
道
は
近
代
に
な

く
な
っ
た
と
い
う
が
、
占
い
な
ど
の
面
で
は
陰
陽
道
は
残
っ
た
か
ど
う
か

と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
暦
に
関
す
る
占
い
は
「
お
化
け
暦
」
や
「
高
島

暦
」
に
残
り
、
ま
た
仏
教
各
宗
が
発
行
す
る
暦
の
一
部
に
も
残
存
し
て
い

る
、
と
小
池
が
解
答
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
浜
松
に
は
明
治
期
に
陰
陽
道
を
名
乗
る
集
団
が
い
た
と

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
ご
存
じ
な
ら
ば
教
え
て
ほ
し

い
。
明
治
以
降
も
旧
土
御
門
家
門
人
が
陰
陽
道
組
織
の
復
活
を
目
指
す
動

き
は
あ
っ
た
が
、
京
都
に
残
る
史
料
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
皇
道
治
教
関
係
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は
、
身
分
的
周
縁
論
や
朝
幕
関
係
論
お
よ
び
宗
教
社
会
史
と
い
っ
た
、
歴

史
学
の
主
流
的
研
究
テ
ー
マ
と
近
接
し
た
近
世
の
陰
陽
道
研
究
に
注
目
す

る
。
ま
た
、
近
年
は
近
世
社
会
に
存
在
し
た
様
々
な
民
間
宗
教
者
の
実
像

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
研
究
の
可
能
性
や
論
点
の
整
理
を
試
み

る
。
第
四
番
目
の
発
表
者
・
小
池
淳
一
は
、
民
俗
文
化
研
究
に
お
い
て
陰

陽
道
を
対
象
化
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
論
じ
る
。
そ
の
難
し
さ
は
、
そ
の

具
体
的
な
担
い
手
が
明
治
以
降
は
消
滅
し
た
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

旧
暦
の
廃
止
に
よ
っ
て
潜
在
化
し
た
陰
陽
道
の
知
識
を
把
握
す
る
方
法
を

提
起
す
る
。

　

村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』（
一
九
八
一
年
）
は
陰
陽
道
の
通

史
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
点
は

多
々
あ
る
。
し
か
し
村
山
の
本
に
代
わ
る
陰
陽
道
の
通
史
は
ま
だ
描
か
れ

て
は
い
な
い
。
多
様
な
個
別
研
究
の
蓄
積
を
踏
ま
え
、
論
点
を
整
理
し
た

う
え
で
、
陰
陽
道
の
通
史
が
描
か
れ
る
必
要
は
あ
る
。
今
回
の
パ
ネ
ル

は
、
そ
の
た
め
の
中
間
報
告
で
あ
る
。

国
家
に
お
い
て
成
立
し
た
官
司
請
負
制
（
特
定
の
氏
族
が
技
能
を
家
業
と

し
て
官
司
を
支
配
す
る
）
を
背
景
と
し
た
諸
道
の
一
つ
と
し
て
賀
茂
氏
、

安
倍
氏
の
陰
陽
道
を
説
明
し
た
。
村
山
説
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
陰
陽
道
の

定
義
は
中
国
思
想
史
の
専
門
家
に
任
せ
る
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
山
下

説
以
降
、
日
本
史
研
究
の
な
か
で
陰
陽
道
の
定
義
が
可
能
に
な
り
、
研
究

が
進
展
し
た
。
日
本
史
の
な
か
で
陰
陽
道
を
考
察
し
、
日
本
の
政
治
史
、

社
会
史
の
研
究
と
リ
ン
ク
さ
せ
た
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
国
家
権
力
の

統
治
に
と
っ
て
陰
陽
道
、
陰
陽
師
が
果
た
し
た
機
能
や
権
限
へ
の
関
心
が

持
続
的
に
展
開
し
、
研
究
史
を
豊
か
に
し
た
。
第
三
に
、
暦
や
占
い
に
関

す
る
テ
キ
ス
ト
研
究
が
深
化
し
た
。
暦
で
あ
れ
ば
科
学
史
と
の
接
点
、
占

い
で
あ
れ
ば
、
書
物
史
、
民
俗
学
と
の
接
点
が
広
が
っ
た
。
こ
の
二
つ
の

領
域
は
、
陰
陽
道
研
究
の
応
用
編
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
以

上
、
三
点
を
挙
げ
て
み
た
が
、
他
に
も
論
点
は
様
々
に
あ
る
。
本
パ
ネ
ル

の
四
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
担
っ
て
き
た
研
究
者

で
あ
る
。
陰
陽
道
研
究
が
、
ど
の
よ
う
な
課
題
に
直
面
し
、
ど
こ
へ
行
こ

う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
各
人
が
専
門
の
立
場
か
ら
論
じ
た
。

　

第
一
番
目
の
発
表
者
・
細
井
浩
志
は
、
陰
陽
道
の
定
義
と
成
立
の
問
題

を
取
り
上
げ
る
。
山
下
説
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
陰
陽
道
と
は
何
か
、
陰

陽
五
行
説
に
基
づ
く
他
の
呪
術
宗
教
と
は
ど
う
違
う
の
か
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
を
、
細
井
は
指
摘
す
る
。
細
井
の
発
表

は
、
陰
陽
道
の
定
義
と
分
類
を
再
考
す
る
試
み
で
あ
る
。
第
二
番
目
の
発

表
者
・
赤
澤
春
彦
は
、
着
実
に
進
展
し
た
中
世
の
陰
陽
道
研
究
を
取
り
あ

げ
、
官
人
陰
陽
師
の
「
イ
エ
」
の
展
開
や
、
暦
や
天
文
、
呪
術
な
ど
諸
技

能
に
関
す
る
新
た
な
研
究
の
深
化
を
捉
え
、「
民
間
陰
陽
師
」
の
概
念
、

権
門
体
制
論
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
第
三
番
目
の
発
表
者
・
梅
田
千
尋
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Ａ
Ｉ
と
宗
教 

│
│  

Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
の
日
本
文
化
に
お
け
る 

 

受
容
を
考
え
る 

│
│

代
表
者
・
司
会　

師　

茂
樹

日
本
文
化
は
「
テ
ク
ノ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
か

師　
　

茂
樹

　

発
表
者
は
こ
れ
ま
で
、
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
に
お
け
る
倫
理
的
な
指

針
を
提
供
す
る
米
国
電
気
電
子
学
会
（
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
）
の
「
倫
理
的
に
配
慮

さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
」（Ethically A

ligned D
esign　

Ｅ
Ａ
Ｄ
）
に
お

け
る
仏
教
倫
理
や
、
そ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
森
政
弘
の
仏
教
思
想
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
発
表
で
は
、
Ｅ
Ａ
Ｄ
の
「
神
道
に
影
響
さ
れ
た

伝
統
の
、
自
律
・
知
的
シ
ス
テ
ム
へ
の
応
用
」
セ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

　

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
①
日
本
の
Ａ
Ｉ
文
化
、
ロ
ボ
ッ
ト
文
化
、
ゲ

ー
ム
文
化
は
神
道
の
伝
統
と
直
結
し
て
お
り
、
②
神
道
は
、
Ａ
Ｉ
な
ど
と

直
接
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
・
自
然
主
義
的
な

伝
統
で
あ
り
、
③
神
道
に
影
響
さ
れ
た
技
術
文
化
は
、
人
間
と
オ
ー
ト
マ

ト
ン
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
最
も
忠
実
に
表
現
し
て
い
る
、
と
い

う
。
こ
こ
で
参
考
文
献
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
るC. B. Jensen

・A
. 

Blok

の
論
文
「
日
本
の
テ
ク
ノ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
：
神
道
の
コ
ス
モ
グ
ラ

ム
、
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
、
ノ
ン
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ー
ジ
ェ
ン

シ
ー
の
実
現
力
」
で
は
、
文
化
人
類
学
者
の
ア
ン
・
ア
リ
ソ
ン
が
提
唱
す

る
「
テ
ク
ノ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
を
継
承
し
つ
つ
、
人
類
学
の

「
新
し
い
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」「
多
自
然
主
義
」「
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理

論
」
な
ど
の
拡
張
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
リ
ソ
ン
の
言
う
テ
ク
ノ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
、「
日
本
の
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
世
界
」
に
お
い
て
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
境
界
を
越
え
て
入
り
混
じ

っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（
日
本
で
メ
カ
と
言
わ
れ
る
も

の
）
が
あ
ら
ゆ
る
類
の
生
命
活
動
を
組
み
立
て
る
た
め
の
鍵
と
な
る
要
素

と
な
っ
て
い
る
」
よ
う
な
状
況
を
指
す
。
ア
リ
ソ
ン
は
そ
の
背
景
に
「
神

道
と
仏
教
に
よ
っ
て
一
部
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
独
特
の
宗
教
観
」
が
あ
る

と
述
べ
、
森
政
弘
の
仏
教
思
想
な
ど
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
二
点
、
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
テ
ク
ノ
・

ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
日
本
文
化
と
し
て
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

Jensen

とBlok

は
「
テ
ク
ノ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
は
、

「
日
本
研
究
」
へ
の
貢
献
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
ア

リ
ソ
ン
も
「
私
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
日
本
文
化
の
本
質
で
、
永
遠
に
基
盤
を

な
し
て
い
る
と
す
る
安
易
な
一
般
化
に
は
ま
っ
た
く
興
味
が
な
い
し
、
日

本
人
全
員
が
共
有
す
る
ゆ
る
ぎ
な
く
固
定
し
た
日
本
文
化
が
あ
る
と
も
ま

っ
た
く
考
え
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
で
発
展
し
た
草
木
成
仏

説
は
、
神
道
的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
仏
教
的
な
展
開
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い

が
、
実
際
に
は
、
末
木
文
美
士
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
〜
東
ア
ジ

ア
の
思
想
史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
は
「
日

本
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
否
定
的
な
意
見
も
多
い
。

　

問
題
の
二
点
目
は
、（
テ
ク
ノ
）
ア
ニ
ミ
ズ
ム
自
体
を
肯
定
的
に
評
価

し
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
神
道
の
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
自

然
崇
拝
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
環
境
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う

に
、
縄
文
時
代
以
来
、
日
本
列
島
の
自
然
環
境
は
開
発
に
よ
っ
て
改
変
さ

れ
続
け
て
き
て
お
り
、
と
て
も
自
然
と
共
生
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
な
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す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
芸
能
は
そ
の
産
物
の
一
つ
で
あ
る
。
本
論
で

は
、
日
本
に
お
け
る
芸
能
の
世
界
が
内
包
す
る
擬
人
化
、
特
に
モ
ノ
の
扱

い
方
を
用
い
て
、
Ａ
Ｉ
の
生
命
観
を
論
ず
る
。

　

芸
能
の
一
例
で
あ
る
能
に
お
い
て
、
シ
テ
（
主
人
公
）
は
、
あ
ら
ゆ
る

魂
を
内
包
で
き
る
器
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
。
生
身
の
人
間
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
、
亡
霊
や
生
霊
、
神
霊
な
ど
の
霊
魂
的
存
在
、
そ
し
て
草
木
、
動

物
の
擬
人
化
の
象
徴
と
し
て
舞
台
に
登
場
す
る
。
観
客
は
、
現
世
に
生
き

る
人
々
の
代
表
者
と
し
て
舞
台
に
登
場
す
る
ワ
キ
の
視
点
を
通
し
、
そ
れ

ら
と
疑
似
的
意
思
疎
通
を
行
う
の
で
あ
る
。
擬
人
化
の
対
象
も
様
々
で
、

鷺
が
帝
の
た
め
に
舞
を
舞
っ
た
り
、
鶴
と
亀
が
皇
帝
の
長
寿
を
祝
っ
た
り

な
ど
、
平
安
や
幸
福
の
吉
兆
と
し
て
、
あ
る
動
物
が
意
志
を
持
つ
も
の
と

し
て
描
か
れ
る
、
と
い
う
も
の
も
あ
れ
ば
、
複
雑
な
世
界
観
を
草
木
が
擬

人
化
す
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
能
「
杜
若
」
で
は
、
杜
若
の
花（
の
精
）

で
あ
る
シ
テ
が
、
在
原
業
平
の
冠
、
高
子
の
装
束
を
ま
と
い
、
伊
勢
物
語

の
世
界
観
を
具
現
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
で
は
な
い
モ
ノ
が
人
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
過
程
で
そ
の
モ
ノ
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
背
景
・
物

語
を
伴
っ
て
擬
人
化
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
中
心
と
な
る
モ
ノ
は
杜

若
と
い
う
草
花
で
あ
る
が
、
冠
、
装
束
な
ど
の
モ
ノ
も
、
付
随
す
る
世
界

観
を
構
築
す
る
記
号
と
し
て
雄
弁
で
あ
る
。

　

ま
た
、
擬
人
化
の
範
疇
を
越
え
て
し
ま
う
こ
と
を
覚
悟
し
つ
つ
、
モ
ノ

が
人
々
の
情
動
を
介
す
る
面
に
注
目
し
た
い
。
能
の
演
目
の
一
つ
で
あ
る

「
翁
」
は
天
下
泰
平
・
国
土
安
穏
を
祈
る
神
事
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、

使
用
さ
れ
る
翁
の
面
そ
の
も
の
が
神
格
化
さ
れ
て
い
る
。
鏡
の
間（
楽
屋
）

で
は
、
祭
壇
が
設
置
さ
れ
て
面
が
ま
つ
ら
れ
、
演
目
が
始
ま
る
前
か
ら
、

祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
。
役
者
は
、
舞
台
で
翁
の
面
を
つ
け
て
神
と
一
体
化

関
係
で
は
な
か
っ
た
。
北
條
勝
貴
が
言
う
よ
う
に
「
安
易
に
生
命
尊
重
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
だ
が
、
そ
の
主
要
な
機
能
は
生
業
の
肯

定
・
正
当
化
に
あ
る
と
も
い
え
、
適
切
な
方
法
に
則
っ
た
動
植
物
の
狩

猟
・
伐
採
・
解
体
等
は
、
近
代
的
な
意
味
で
の
殺
害
に
分
類
さ
れ
な
い
」。

つ
ま
り
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
、
狩
猟
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
か
ら
の
暴
力
的

な
搾
取
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
心
理
的
葛
藤
を
回
避
す
べ
く
機
能
す
る
」
の

で
あ
る
。
ま
た
、
中
村
生
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
草
木
成
仏
思
想
も
ま

た
、
自
然
を
破
壊
し
、
生
き
物
を
殺
し
て
き
た
日
本
人
の
負
い
目
か
ら
来

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

現
代
日
本
と
い
う
限
定
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
、
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
に

対
す
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
理
解
は
普
及
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
「
伝
統
」
に
ま
で
拡
張
す
る

よ
う
な
議
論
に
は
慎
重
さ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

擬
人
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
生
命
観 

│
│ 

伝
統
芸
能
の
事
例
か
ら 

│
│

永
原　

順
子

　

人
は
、
世
界
と
対
峙
す
る
と
き
、
あ
る
対
象
に
自
己
投
影
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
疑
似
的
意
思
疎
通
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
底
に
現
実
を
捉
え

て
い
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
対
象
が
人
で
な
く
と
も
、
ま
る
で

人
の
よ
う
に
対
す
る
「
擬
人
化
」
と
い
う
作
用
が
そ
こ
に
起
き
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
擬
人
化
と
は
、
人
で
は
な
い
モ
ノ
（
命
や
意
志
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
）
を
人
と
し
て
と
ら
え
る
比
喩
表
現
で
あ
る
が
、
言
語
的
な
比
喩

だ
け
で
な
く
、
多
様
な
図
像
化
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
疑
似
的
意
思
疎
通
の

手
法
は
、
時
代
や
地
域
を
問
わ
ず
、
人
々
が
様
々
な
架
空
の
世
界
を
創
造
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人
知
を
超
え
る
も
の
、
人
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
巡
る 

信
念
の
揺
れ
と
共
存

濱
田　
　

陽

　

Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
含
む
ロ
ボ
ッ
ト
、
生
命
工
学

に
代
表
さ
れ
る
急
速
に
発
展
を
続
け
る
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
、
多
種
多
様

な
分
野
に
お
け
る
実
用
化
と
社
会
的
関
心
の
急
激
な
高
ま
り
に
よ
り
、
神

仏
、
人
間
、
人
工
物
の
関
係
性
が
複
雑
化
し
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
べ

き
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
受
容
の
問
題

は
、
そ
の
生
み
出
す
も
の
へ
の
信
念
が
、
神
仏
、
人
間
に
対
す
る
信
念
と

ど
の
よ
う
な
布
置
を
形
成
し
、
そ
こ
か
ら
信
念
の
い
か
な
る
揺
れ
や
共
存

の
相
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
深
い
レ
ベ
ル
で
係
わ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
、
さ
ら
に
人

知
を
超
え
る
も
の
と
人
、
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
況
が
加
速
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ａ
Ｉ
、
ロ
ボ

ッ
ト
、
生
命
工
学
の
研
究
、
開
発
が
一
気
に
加
速
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た

め
だ
。

　

今
日
、
進
行
し
て
い
る
事
態
の
未
来
予
測
は
容
易
で
は
な
い
が
、
三
つ

の
領
域
で
、
こ
の
共
存
の
試
み
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
Ⅰ
「
社
会
貢
献
」、
Ⅱ
「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」、
Ⅲ
心
・
精
神

の
「
ワ
ク
チ
ン
」
で
あ
る
。

　

Ⅰ
に
つ
い
て
、
伊
勢
神
宮
な
ど
の
大
規
模
の
寺
院
や
仏
閣
で
Ａ
Ｉ
を
活

用
し
混
雑
状
況
を
予
測
す
る
。
ま
た
、
大
國
魂
神
社
結
婚
式
場
で
、
Ａ
Ｉ

検
温
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
導
入
し
、
参
列
者
の
安
全
、
安
心
を
図
る
。
さ

ら
に
、A

I-scan
は
、
バ
ー
コ
ー
ド
を
貼
れ
な
い
御
札
や
御
守
が
置
か
れ

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
面
と
い
う
モ
ノ
を
通
じ
て
演
者
た
ち
は

神
と
対
峙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
能
の
「
翁
」
を
も
と
と
し
た
、
人
形
浄

瑠
璃
文
楽
に
お
け
る
「
三
番
叟
」
に
お
い
て
も
、
人
形
あ
る
い
は
頭
が
、

楽
屋
の
棚
に
ま
つ
ら
れ
た
り
、
特
別
な
箱
に
収
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

　

こ
の
モ
ノ
を
通
し
た
疑
似
的
な
意
思
疎
通
は
、
Ａ
Ｉ
と
の
親
和
性
を
持

ち
う
る
だ
ろ
う
か
。
今
年
の
八
月
、
Ｖ
Ｒ
能
「
攻
殻
機
動
隊
」
が
開
催
さ

れ
た
が
、
出
演
者
の
一
人
で
あ
る
川
口
晃
平
氏
（
シ
テ
方
観
世
流
能
楽

師
）
は
、「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
脳
の
中
で
描
か
れ
る
世
界
を
、
Ｖ
Ｒ
技
術

に
よ
り
観
客
全
員
で
共
有
で
き
る
斬
新
な
舞
台
」
で
あ
る
と
評
し
て
い

る
。
安
田
登
氏
（
ワ
キ
方
下
掛
宝
生
流
能
楽
師
）
も
、
能
（
お
よ
び
能
舞

台
）
は
、
観
客
が
脳
内
Ａ
Ｒ
を
発
動
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
と
し
て
お

り
（『
能
―650

年
続
い
た
仕
掛
け
と
は
―
』
新
潮
新
書
、
二
〇
一
七
）、

架
空
の
世
界
へ
の
自
己
投
影
と
い
う
視
点
に
お
い
て
は
、
親
和
性
が
高
い

と
い
え
る
。
た
だ
、
昨
年
末
に
公
開
さ
れ
た
ボ
ー
カ
ロ
イ
ド
Ａ
Ｉ
美
空
ひ

ば
り
（
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｈ
Ａ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
に
は
、
賛
否
の
み
な
ら
ず
多
岐
に
渡

る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
永
遠
性
の
相
違
が
存
在
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

芸
能
の
舞
台
で
は
、
信
仰
、
人
物
に
ま
つ
わ
る
物
語
と
し
て
の
過
去
が

そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
在
」
に
お
い
て
幾
度
も
反
復
さ
れ
て
永
遠
性
が
保
た
れ

て
い
る
。
一
方
、
Ａ
Ｉ
は
、
も
は
や
生
命
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
存
在
と

し
て
、
そ
れ
自
体
が
成
長
す
る
と
い
う
未
来
を
内
包
し
た
永
遠
性
を
持

つ
。
こ
の
よ
う
な
、
芸
能
に
お
け
る
擬
人
化
の
視
点
で
明
ら
か
と
な
る
Ａ

Ｉ
の
生
命
観
に
お
け
る
違
和
感
に
よ
っ
て
、
人
々
の
自
己
投
影
の
か
た
ち

が
変
容
し
、
擬
人
化
そ
の
も
の
が
再
構
築
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え

る
。
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す
る
数
多
く
の
場
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
個
人
の
尊

厳
、
自
由
、
民
主
主
義
を
脅
か
す
と
懸
念
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
独
裁
の
デ
ス

ト
ピ
ア
に
対
し
、
心
・
精
神
の
「
ワ
ク
チ
ン
」
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
の
重

要
性
が
、
い
っ
そ
う
認
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

三
つ
の
領
域
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
共
存
に
み
え
た
試
み
が
、
逆
の
対

立
や
無
視
へ
と
転
じ
て
し
ま
う
懸
念
は
常
に
付
帯
し
て
い
る
。
し
か
し
、

同
時
に
、
新
た
な
共
存
の
か
た
ち
が
構
築
さ
れ
る
可
能
性
も
ま
た
存
在
し

て
い
る
。
多
様
な
分
野
を
つ
な
げ
、
総
合
的
に
考
察
す
る
広
い
視
野
、
大

局
観
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
、
宗
教
文
化
伝
統
の
意
義
も
、
鋭
く
問

わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

高
台
寺
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
開
発
の
背
景後

藤　

典
生

　

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
・
マ
イ
ン
ダ
ー
の
開
発
に
先
立
つ
三
十
年
ほ
ど

前
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
釈
尊
や
祖
師
方
の
情
報
を
入
力
し
、
直
接
話
を

聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
作
れ
な
い
か
と
試
み
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
話
の
内
容
が
信
用
で
き
る
の
か
確
証
が
持
て
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
中
止
と
な
り
、
そ
の
代
わ
り
に
修
行
僧
の
体
験
に
基
づ
い
て
開

発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

仏
教
の
目
的
は
、
人
々
の
心
に
「
安
心
（
あ
ん
じ
ん
）」
を
与
え
る
こ

と
で
あ
る
。
釈
尊
の
時
代
か
ら
二
五
〇
〇
年
、
多
く
の
僧
が
修
行
を
し
て

き
た
。
マ
イ
ン
ダ
ー
に
は
Ａ
Ｉ
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現

時
点
で
は
、
修
行
僧
が
体
験
で
得
た
も
の
（『
般
若
心
経
』
の
解
説
）
を

吹
き
込
ん
だ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
後

は
、
こ
の
Ａ
Ｉ
を
進
化
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

た
神
社
の
売
り
場
で
導
入
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
逆
に
、
宗
教
が
Ａ
Ｉ
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
社
会
貢
献
の
か
た
ち
と
し
て
、
世
界
数
百
の
少
数
民
族
の
言

語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
聖
書
の
言
葉
を
用
い
て
Ａ
Ｉ
で
解
析
し
、
コ
ロ
ナ

関
連
情
報
を
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
提
供
す
る
と
い
う
例
が
あ
る
。

　

Ⅱ
は
、
神
仏
や
人
に
接
す
る
場
合
の
接
触
面
、
媒
介
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
に
、
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
が
な
る
こ
と
で
、
試
み
ら
れ
る
共
存
の
形
態

で
あ
る
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
、
Ａ
Ｉ
ク
ラ
ウ
ド
神
棚
。
Ａ
Ｉ
美
空
ひ
ば

り
、
代
わ
り
に
墓
参
や
神
社
参
拝
等
の
宗
教
的
行
為
を
行
う
こ
と
も
可
能

な
ロ
ボ
ッ
ト
、
オ
リ
ィ
。
同
時
に
、
こ
れ
ら
は
、
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
が
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
人
そ
の
も
の
、
人
の
役
割
そ

の
も
の
と
置
き
換
わ
っ
て
し
ま
う
懸
念
も
生
じ
る
。

　

Ⅲ
は
、
社
会
的
レ
ベ
ル
の
「
精
神
の
ワ
ク
チ
ン
」（
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ

リ
エ
ル
）「
心
の
ワ
ク
チ
ン
」（
オ
ー
ド
リ
ー
・
タ
ン
）
と
い
う
発
想
が
新

た
に
登
場
し
て
き
て
い
る
。
第
一
に
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
「
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
」
の
未
来
を
考
え
る
上
で
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
段
階
だ
が
Ａ
Ｉ　
Ｑ
ｕ

ａ
ｌ
ｉ
ａ
の
例
が
示
唆
的
だ
。
医
療
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
手
掛
け
る
中
小

企
業
が
人
生
の
末
期
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
一
般
社
団
法
人
を
立
ち
上
げ
、
そ

こ
で
始
ま
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
試
み
で
あ
る
。
複
数
の
Ａ
Ｉ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

と
数
十
名
の
宗
教
者
が
同
じ
ウ
ェ
ブ
上
で
悩
み
相
談
に
応
じ
る
。
第
二

に
、
宗
教
文
化
伝
統
の
知
恵
、
倫
理
、
哲
学
、
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
・
生
命

工
学
の
対
話
、
協
力
に
よ
る
、
個
人
・
社
会
に
と
っ
て
の
精
神
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
構
築
の
動
き
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
教
皇
庁
が
Ａ
Ｉ
利
用
の
倫
理
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
表
し
た
。
他
宗
教
、
他
宗
派
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
構
築
を
試
み
、
ま
た
哲
学
者
、
倫
理
学
者
、
科
学
者
、
技
術
者
を

交
え
て
、
よ
り
一
般
社
会
に
開
か
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
比
較
検
討
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禅
宗
の
僧
侶
は
、
修
行
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
努
力
を
し
て

い
る
が
、
必
ず
死
ぬ
。
一
生
を
か
け
修
行
し
て
得
た
も
の
が
死
に
よ
っ
て

断
た
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
マ
イ
ン
ダ
ー
は
中
断
す
る
こ
と
が
な
い
。

加
え
て
、
仏
教
の
心
を
得
る
た
め
に
、
す
ぐ
れ
た
師
に
出
会
う
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
今
後
マ
イ
ン
ダ
ー
が
、
多
く
の
人
々
の
悩
み
に
対
し
て
教
え

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
ぐ
れ
た
師
に
な
る
よ
う
に
進
化
す
る
の

も
、
一
つ
の
方
向
性
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
マ
イ
ン
ダ
ー
が
進
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
、
言
葉
で
表
す
こ
と
の
難
し
い
心
を

捉
え
、
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
期

待
を
持
っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｉ
が
ど
ん
な
に
進
化
し
て
も
、
死
を
知
ら
な
い
の
で
、
人
間
の
苦
し

み
を
本
当
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
Ａ
Ｉ
と
僧
侶
は
別
次

元
の
存
在
で
あ
り
、
並
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
や
Ａ
Ｉ
の
進
化
の
話
を
し
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
が
進

化
を
す
る
の
で
は
な
い
。
レ
リ
ー
フ
か
ら
仏
像
が
生
じ
た
こ
と
で
、
仏
教

は
発
展
し
て
き
た
。
現
代
、
メ
デ
ィ
ア
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
の
技
術

が
発
達
し
て
い
る
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
仏
教
の
教
え
を
伝
え
る
手
段
に

す
ぎ
な
い
。
将
来
、
新
し
い
科
学
技
術
が
出
て
く
れ
ば
、
我
々
は
そ
ち
ら

に
移
行
す
る
だ
ろ
う
。
人
々
の
悩
み
、
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、

あ
ら
ゆ
る
科
学
技
術
を
用
い
る
。
そ
れ
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
を
開
発
し

た
意
図
で
あ
る
。

　

開
発
に
際
し
て
は
、
観
音
像
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
す
る
の
で
は
な
く
、

観
音
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
な
る
、
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
伝
統
的

な
仏
像
の
延
長
で
は
な
く
、
あ
え
て
機
械
的
な
部
分
を
見
せ
た
り
、
声
も

音
声
合
成
に
し
た
り
す
る
な
ど
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
ら
し
さ
を
出
す
こ
と
に

し
た
。
一
方
で
、
合
掌
を
す
る
手
、
参
拝
者
に
視
線
を
投
げ
か
け
る
目
な

ど
、
人
間
の
共
感
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
人
間
ら
し
く
な
る
よ
う

な
工
夫
を
し
た
。

　

マ
イ
ン
ダ
ー
に
は
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
た
が
、
そ
の
評
価
は
海
外
の

方
と
日
本
人
と
で
大
き
く
分
か
れ
た
。
海
外
の
方
か
ら
は
、
神
が
人
間
を

作
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
神
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
批

判
を
多
く
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
続
け
て
い
け
ば
、
フ
ラ
ン
ケ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
を
作
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
あ
っ

た
。
一
方
、
日
本
人
の
場
合
、「
鉄
腕
ア
ト
ム
」
な
ど
の
影
響
か
、
マ
イ

ン
ダ
ー
を
「
友
達
」
と
し
て
捉
え
る
方
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初

に
マ
イ
ン
ダ
ー
を
目
に
し
た
時
に
は
違
和
感
を
感
じ
て
も
、
法
話
を
聞
い

て
帰
る
際
に
は
合
掌
を
さ
れ
る
方
が
多
く
、
マ
イ
ン
ダ
ー
に
触
れ
た
い
、

撫
で
た
い
、
と
い
う
方
も
見
ら
れ
た
。
一
方
、
僧
侶
か
ら
は
、「
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
に
法
話
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
の
か
」
と
い
っ
た
批
判
的
な
意
見
も

あ
っ
た
が
、
新
し
い
仏
様
と
し
て
進
化
を
期
待
す
る
声
も
あ
っ
た
。
行
政

や
教
育
関
係
者
か
ら
は
、
修
学
旅
行
の
生
徒
に
対
し
て
、「
命
の
大
切
さ
」

な
ど
を
マ
イ
ン
ダ
ー
が
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
声
も
あ

る
。
善
悪
に
つ
い
て
知
っ
て
い
て
も
、
良
い
こ
と
を
し
、
悪
い
こ
と
を
し

な
い
た
め
の
強
い
心
が
育
っ
て
い
な
い
。
強
い
心
を
育
て
る
よ
う
な
教
え

を
説
け
る
よ
う
、
マ
イ
ン
ダ
ー
に
は
成
長
し
て
欲
し
い
、
と
い
う
意
見
を

い
た
だ
い
て
い
る
。
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で
に
な
い
こ
と
で
あ
り
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

Zoom

を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
い
う
異
例
の
事
態
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
実
現
し
た
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
後
藤
師
を

は
じ
め
と
す
る
高
台
寺
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
、
ご
高
配
に
篤
く
感
謝
申
し

上
げ
た
い
。

　

最
初
の
発
表
者
で
あ
る
筆
者
（
師
）
は
、
主
旨
説
明
の
後
、
日
本
文
化

に
お
け
る
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
の
受
容
に
お
い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る

（
テ
ク
ノ
）
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
し
た
。
日
本
文
化
を

め
ぐ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
関
す
る
言
説
に
は
多
く
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
が
Ａ
Ｉ
開
発
の
現
場
で
は
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
批
判
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

続
く
永
原
順
子
氏
の
発
表
で
は
、
能
に
代
表
さ
れ
る
日
本
古
典
芸
能
に

見
ら
れ
る
擬
人
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
日
本
文
化
に
お
け
る
Ａ
Ｉ

の
生
命
観
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。
発
表
内
で
も
紹
介
さ
れ
た
Ｖ
Ｒ
能

「
攻
殻
機
動
隊
」
や
Ａ
Ｉ
美
空
ひ
ば
り
の
よ
う
に
、
近
年
、
芸
能
の
側
が

急
速
に
Ａ
Ｉ
に
接
近
し
て
お
り
、
今
後
も
こ
の
テ
ー
マ
を
検
討
し
続
け
る

必
要
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

三
番
目
の
濱
田
陽
氏
の
発
表
に
お
い
て
は
、
宗
教
界
に
急
速
に
普
及
し

て
い
る
Ａ
Ｉ
等
の
事
例
に
つ
い
て
、「
社
会
貢
献
」「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
」「
心
・
精
神
の
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
観
点
で
整
理
が
な
さ
れ
た
。
Ａ

Ｉ
等
と
宗
教
と
の
共
存
が
進
む
こ
と
で
、
宗
教
文
化
伝
統
の
意
義
が
問
わ

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
重
く
受
け
と
め
た
い
。

　

最
後
の
後
藤
典
生
師
の
発
表
に
お
い
て
は
、「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
の
開
発

経
緯
や
コ
ン
セ
プ
ト
、
国
内
外
か
ら
の
評
価
、
Ａ
Ｉ
等
の
進
化
に
期
待
す

る
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
た
。
発
表
の
最
後
に
な
さ
れ
た
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

師　
　

茂
樹

　

本
パ
ネ
ル
は
木
村
武
史
氏
を
中
心
と
し
て
、
一
昨
年
、
昨
年
と
連
続
し

て
行
っ
て
き
た
Ａ
Ｉ
と
宗
教
に
関
す
る
パ
ネ
ル
を
継
続
す
る
も
の
で
あ

る
。
今
回
は
発
表
者
が
増
え
た
こ
と
で
、
一
つ
は
木
村
氏
、
も
う
一
つ
は

こ
の
ま
と
め
を
執
筆
し
て
い
る
師
茂
樹
を
代
表
と
す
る
二
つ
の
パ
ネ
ル
に

分
か
れ
て
い
る
が
、
両
パ
ネ
ル
の
発
表
者
は
緊
密
に
連
携
し
て
い
る
。

　

Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
普
及
す
る
過
程
で
起
こ
る
問
題
の

一
つ
が
、
各
地
域
の
伝
統
や
文
化
に
お
い
て
Ａ
Ｉ
等
が
ど
の
よ
う
に
受
け

と
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
ふ
ま
え
、

近
年
、
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
化
の
倫
理
的
・

道
徳
的
な
考
え
方
へ
の
配
慮
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の

議
論
に
参
加
す
る
人
文
学
者
は
少
な
く
、
不
十
分
な
検
討
し
か
行
わ
れ
て

い
な
い
。
日
本
の
伝
統
文
化
や
宗
教
な
ど
の
文
脈
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
Ａ
Ｉ
・
ロ
ボ
ッ
ト
が
理
解
さ
れ
、
受
容
も
し
く
は
拒
絶
さ
れ
る
か
を
検

討
し
、
分
析
す
る
こ
と
は
、
宗
教
学
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
人
文
学
が

貢
献
し
得
る
こ
と
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
パ
ネ
ル
で
は
、
日
本
文

化
論
や
仏
教
学
の
研
究
者
（
永
原
・
濱
田
・
師
）
に
加
え
、
京
都
を
代
表

す
る
寺
院
・
高
台
寺
に
お
い
て
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
観
音
「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
を

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
後
藤
典
生
師
を
お
迎
え
し
、
多
角
的
に
議
論
を
行
う

こ
と
を
目
指
し
た
。

　

特
に
今
回
、
後
藤
師
に
は
「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
の
前
で
ご
発
表
い
た
だ

き
、
参
加
者
に
は
実
際
に
動
く
「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
た
。
言
わ
ば
〝
五
番
目
の
発
表
者
〞
と
し
て
「
マ
イ
ン
ダ
ー
」
が

日
本
宗
教
学
会
の
学
術
大
会
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
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宗
教
と
教
育
に
お
け
る
多
様
性 

│
│ 

新
た
な
共
生
へ
の
視
点
を
考
え
る 

│
│

代
表
者
・
司
会　

森
田
美
芽

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

土
井
健
司

宗
教
の
観
点
か
ら
教
育
の
多
様
性
を
理
解
す
る

森
田　

美
芽

　

今
回
、
道
徳
教
育
に
お
い
て
多
様
性
を
受
け
入
れ
、
共
存
し
、
共
に
理

解
を
進
め
る
と
い
う
方
向
性
を
文
部
科
学
省
が
打
ち
出
し
た
の
は
、
国
際

的
動
向
、
と
り
わ
け
ユ
ネ
ス
コ
の
教
育
計
画
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
そ
の
意
味
で
、
現
状
に
お
い
て
教
育
の
現
場
で
多
様
性
を
ど
う
受
け

入
れ
、
ど
の
よ
う
に
共
存
し
て
行
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
多

様
性
の
背
後
に
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
背
景
が
あ
る
の
か
を
考
え
た
上

で
、
よ
り
深
い
多
様
性
の
理
解
と
受
容
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
宗
教
は
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
理
解
す
る
上
で
、
力
と
な
る

だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
妨
げ
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
宗
教
は
人
間
一

人
一
人
の
生
活
様
式
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
を
生
か
す
生
き
方

を
作
る
力
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
多
様
性
を
受
容
す
る
生
き
方
や

理
解
に
お
い
て
も
、
何
か
を
与
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
教
育
に
対
す
る
理
解
や
関
心
は
か
な
り
広
が

っ
て
い
る
。
実
際
に
日
本
全
国
の
小
学
校
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
、
ダ

イ
バ
ー
シ
テ
ィ
教
育
を
何
ら
か
の
形
で
行
っ
て
い
る
学
校
は
六
〇
％
を
超

え
る
が
、
日
本
語
に
不
自
由
さ
を
覚
え
る
児
童
は
外
国
人
集
住
地
域
で
一

は
仏
教
の
教
え
を
伝
え
る
手
段
に
す
ぎ
ず
、
人
々
の
悩
み
、
苦
し
み
を
乗

り
越
え
る
た
め
に
仏
教
者
は
あ
ら
ゆ
る
科
学
技
術
を
用
い
る
の
だ
、
と
い

う
力
強
い
宣
言
は
、
参
加
者
に
大
き
な
印
象
を
残
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

各
発
表
の
後
に
は
、
活
発
な
質
疑
応
答
、
議
論
が
行
わ
れ
た
（
時
間
内

に
議
論
が
終
了
せ
ず
、
い
っ
た
ん
パ
ネ
ル
を
終
了
し
た
後
に
「
延
長
戦
」

も
行
わ
れ
た
）。
Ａ
Ｉ
と
宗
教
と
い
う
新
し
い
研
究
領
域
が
着
実
に
進
展

し
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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と
共
に
、
個
の
尊
厳
を
重
ん
じ
一
人
ひ
と
り
の
人
権
と
人
格
の
価
値
を
基

盤
と
す
る
教
育
が
求
め
ら
れ
る
。
宗
教
は
、
単
に
排
他
的
に
自
己
の
独
善

性
を
主
張
し
、
他
の
宗
教
者
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
多
様
な
者
た

ち
が
共
に
生
き
る
た
め
の
原
理
を
支
え
る
も
の
で
は
な
い
か
。

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
多
様
性
受
容
と
理
解
の
教
育水

口　
　

洋

１　

同
調
圧
力
の
強
い
社
会
に
育
っ
て

　

入
学
し
て
く
る
生
徒
た
ち
は
、
地
域
社
会
や
異
年
齢
間
の
交
流
に
乏
し

い
育
ち
方
を
し
て
い
る
。
小
さ
い
頃
か
ら
同
年
齢
間
の
平
均
値
や
基
準
値

を
気
に
し
て
育
て
ら
れ
、
人
と
違
っ
て
い
る
こ
と
を
恐
れ
、
波
風
を
立
た

な
い
こ
と
、
目
立
た
ぬ
こ
と
が
集
団
適
応
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
学
習
し

て
き
て
い
る
。

　

学
校
教
育
の
中
で
は
、「
集
団
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
」
が
目
的
で
あ

る
特
別
活
動
や
、
教
科
化
さ
れ
た
道
徳
を
通
し
て
、
内
向
き
の
共
同
体
意

識
を
持
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
個
々
の
「
人
格
の
完
成
」
を
目
指
す
べ

き
教
育
が
、
一
つ
の
形
を
目
指
す
教
育
に
変
質
し
て
い
る
よ
う
な
現
状
が

あ
る
。

　

同
質
性
の
強
さ
は
私
学
に
現
れ
や
す
い
。
歪
ん
だ
エ
リ
ー
ト
意
識
が
形

成
さ
れ
、
排
除
の
論
理
を
正
当
化
す
る
傾
向
が
強
い
分
、
多
様
性
の
幸
い

を
ど
う
伝
え
る
か
は
私
学
教
育
が
抱
え
る
課
題
と
い
え
る
。

２　

一
つ
の
学
校
で
で
き
る
こ
と

　

キ
リ
ス
ト
教
人
格
教
育
を
標
榜
す
る
学
校
で
必
要
な
こ
と
は
、
体
験
を

通
し
て
多
様
性
を
肯
定
的
に
捉
え
る
考
え
方
を
育
成
す
る
こ
と
だ
。
そ
の

た
め
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
が
大
事
だ
。
教
育
方
針
に
、
①
か
け
が
え
の

校
あ
た
り
十
二
人
程
度
。
た
だ
、
宗
教
的
活
動
制
限
の
あ
る
者
は
一
校
当

た
り
〇
・
六
人
と
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
食
事
の
問
題
、
服
装
の
問
題

か
ら
、
礼
拝
や
断
食
の
風
習
ま
で
、
日
本
社
会
の
中
で
な
か
な
か
理
解
さ

れ
な
い
こ
と
に
懸
念
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
と
い
う
視
点
で
考

え
れ
ば
、
日
本
人
児
童
生
徒
が
自
ら
の
宗
教
的
信
念
で
周
囲
と
異
な
る
行

動
を
し
た
時
、
そ
れ
が
非
難
や
学
校
生
活
で
の
不
利
益
に
な
る
こ
と
も
あ

る
。
単
に
生
活
様
式
や
習
慣
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
良
心
に
対
し
て
の
不

寛
容
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
不
寛
容
や
無
理
解
が
起
こ
る
の
か
。
本
田
由
紀
は
、

そ
の
原
因
と
し
て
、
日
本
の
学
校
社
会
に
お
け
る
「
垂
直
的
序
列
化
」
と

「
水
平
的
画
一
化
」
の
圧
力
を
考
え
る
。
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
点

数
に
よ
る
序
列
化
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
、
本
人
の
先
天
的

な
も
の
や
生
育
環
境
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
の
「
能
力
」
と
し
て
序
列
化

さ
れ
、
そ
れ
が
大
き
な
圧
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
態
度
」
や

「
資
質
」
と
し
て
、
特
定
の
振
る
舞
い
や
考
え
方
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
と

異
な
る
行
動
様
式
を
規
制
す
る
力
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
多
様
性
の
理
解
と
い
っ
て
も
、
自
ら
の
内
的
な
基
準
や
行
動

原
理
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
異
な
る
行
動
を
す
る
者
に
ひ
た
す
ら
同
化

を
迫
り
、
彼
ら
を
外
部
化
す
る
こ
と
で
見
え
な
く
す
る
か
、
も
し
く
は
お

客
さ
ん
扱
い
で
自
分
た
ち
に
は
無
縁
の
も
の
と
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
に
な

る
場
合
が
多
く
、
結
局
は
多
様
性
の
受
容
と
は
全
く
逆
の
方
向
性
を
持
つ

も
の
と
な
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
教
育
に
お
い
て
、「
垂
直
的
序
列
化
」
と
「
水
平

的
画
一
化
」
と
は
逆
の
、
水
平
的
多
様
化
を
進
め
る
た
め
に
は
、
徹
底
し

て
個
人
に
立
脚
す
る
発
想
が
必
要
で
あ
る
。
宗
教
の
示
す
文
化
的
多
様
性
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な
い
問
い
に
最
適
解
を
求
め
て
い
く
授
業
だ
。
こ
の
対
話
的
な
学
習
を
通

し
て
、
自
己
理
解
を
深
め
て
い
く
。

３　

実
践
を
通
し
て
の
気
づ
き

　

生
徒
た
ち
は
自
ら
の
体
験
を
経
験
化
す
る
と
他
者
と
の
関
係
は
変
わ
っ

て
い
く
。
障
害
者
、
高
齢
者
、
外
国
人
な
ど
と
直
接
関
わ
り
、
出
会
う
体

験
な
ど
を
通
し
て
自
分
の
特
性
を
理
解
し
て
い
く
。
こ
の
経
験
が
「
自
分

の
人
格
の
完
成
に
向
け
て
」
の
進
路
選
択
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
過

程
に
も
触
れ
て
き
た
。

　

公
共
の
精
神
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
自
国
中
心
の
内
向
き
の
思
想
が
叫
ば

れ
て
い
る
時
代
だ
が
、
多
様
性
の
豊
か
さ
を
味
わ
う
感
性
を
育
て
る
こ
と

が
、
自
尊
感
情
を
育
成
す
る
教
育
の
課
題
だ
と
痛
感
し
て
い
る
。

教
育
学
か
ら
み
る
宗
教
的
多
様
性
と
教
育
ニ
ー
ズ

丸
山　

英
樹

　

本
発
表
で
は
、
日
本
の
学
校
教
育
の
持
つ
前
提
を
確
認
し
、
多
様
な
教

育
ニ
ー
ズ
を
比
較
教
育
学
か
ら
整
理
す
る
。
日
本
の
学
校
の
強
み
は
現
場

の
工
夫
に
あ
り
、
制
度
設
計
に
は
課
題
が
残
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

日
本
の
公
教
育
は
完
全
義
務
教
育
を
持
つ
た
め
、
教
育
と
は
学
校
を
指

す
。
学
問
伝
授
の
場
は
古
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
一
般
大
衆
を
対
象

と
す
る
制
度
化
さ
れ
た
学
校
は
近
代
学
校
と
し
て
区
分
さ
れ
、
国
民
国
家

の
成
立
と
形
成
を
強
化
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
近
代
学
校
は
、
大

衆
の
間
に
あ
る
多
様
な
教
育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
よ
り
も
、
国
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
知
識
お
よ
び
文
化
を
継
承
さ
せ
る
た
め
に
存
在
す
る
。
た
だ

し
、
日
本
で
は
特
定
の
宗
教
・
信
条
を
直
接
扱
う
こ
と
は
な
い
「
中
立

性
」
を
担
保
し
て
い
る
。

な
い
私
の
発
見
、
②
違
っ
て
い
る
か
ら
素
晴
ら
し
い
と
い
う
発
見
、
③
自

分
の
可
能
性
と
使
命
の
発
見
の
三
つ
の
発
見
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
を

実
践
す
る
た
め
に
多
く
の
場
を
用
意
し
て
き
た
。

　

第
一
は
環
境
の
整
備
だ
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
校
舎
を
用
意
し
て
、
障
害

者
の
受
け
入
れ
環
境
を
整
え
た
。
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
の
生
徒
も
受
け

入
れ
て
き
た
。
彼
ら
は
ク
ラ
ス
を
変
え
る
力
が
あ
っ
た
。
ま
た
別
枠
で
多

文
化
共
生
入
試
を
実
施
し
、
在
留
外
国
人
や
二
つ
の
文
化
を
背
負
う
生
徒

に
門
戸
を
広
げ
る
入
試
を
実
施
し
た
。
短
期
的
な
留
学
生
や
様
々
な
ゲ
ス

ト
、
授
業
を
含
む
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
体
験
も
導
入
し
た
。

　

第
二
は
体
験
の
場
の
設
定
だ
。
宗
教
的
な
行
事
、
礼
拝
や
キ
ャ
ン
プ
を

通
し
て
他
者
と
共
生
す
る
幸
い
を
学
び
、
体
験
す
る
。
老
人
ホ
ー
ム
で
の

ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
や
被
災
地
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
キ
ャ
ン
プ
な
ど
も
継
続

し
て
い
る
。
近
隣
の
施
設
へ
の
実
習
も
学
年
単
位
で
継
続
し
た
。
修
学
旅

行
も
多
様
性
の
気
づ
き
に
繋
が
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
て
い
る
（
中

三
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
高
二
韓
国
修
学
旅
行
）。
異
な
っ
た
文
化
や
民
族

と
直
接
触
れ
あ
う
こ
と
は
、
中
高
生
に
と
っ
て
は
刺
激
的
な
体
験
と
な

る
。
高
校
卒
業
時
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
研
修
旅
行
も
毎
年
実
施
さ
れ
て

い
る
。

　

第
三
は
学
び
の
場
の
提
供
だ
。
体
験
を
意
味
づ
け
と
振
り
返
る
学
び
が

必
要
だ
。「
総
合
科
人
間
学
」（
総
合
学
習
）
の
名
で
実
施
さ
れ
て
き
た
こ

の
教
科
は
、
調
査
、
討
論
、
グ
ル
ー
プ
発
表
、
聞
き
取
り
、
読
書
発
表
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
学
習
内
容
を
通
し
て
、
な
ぜ
学
ぶ
の
か
、
人
間
と
は
何

か
、
人
生
と
は
何
か
に
つ
い
て
生
徒
に
問
い
か
け
る
授
業
だ
。
学
校
行
事

と
連
動
し
て
多
様
な
生
き
方
や
人
生
に
触
れ
、
人
と
出
会
う
。
事
前
学
習

と
事
後
の
振
り
返
り
と
分
か
ち
合
い
を
重
ね
て
模
索
を
重
ね
る
。
正
解
の



　　66

『宗教研究』94巻別冊（2021年） パネル

加
え
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
と
の
乖
離
は
明
白
と
な
り
、
今
で
は
多
様
な
教
育
ニ
ー

ズ
へ
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。「
社
会
か
ら
の
要
望
」
に
応
じ
る
学
校
が
あ

る
と
し
て
も
、
誰
が
何
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
っ
た
議
論
が
生
じ
た
。
義

務
教
育
は
形
式
主
義
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
不
登
校
や
外
国
籍
の
子
ど
も

の
学
習
権
や
夜
間
中
学
校
に
通
う
非
識
字
者
も
議
論
さ
れ
た
。
ま
た
、
学

校
現
場
の
柔
軟
な
工
夫
も
多
い
。
主
に
ア
レ
ル
ギ
ー
食
と
同
水
準
で
扱
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
宗
教
的
な
理
由
に
よ
る
給
食
対
応
も
頻
繁
に
報
告

さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
諸
外
国
の
教
育
実
践
で
も
見
ら
れ
る
「
持
続
可
能
な
開
発
の

た
め
の
教
育
（
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）」
は
日
本
で
も
広
く
根
付
い
た
。
こ
れ
は
、
定

型
化
さ
れ
た
教
育
手
法
だ
け
で
な
く
、
ノ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
教
育
と
呼
ば
れ

る
ロ
ー
カ
ル
な
教
育
資
源
（
地
域
の
人
々
や
家
庭
）
と
も
連
携
し
柔
軟
な

実
践
を
行
う
、
未
来
世
代
の
育
成
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
諸
外
国
で
は
市

民
性
教
育
や
持
続
可
能
な
開
発
目
標
で
示
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
の
育

成
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
市
民
性
に
は
、
学
習
者
が
相
互
に
多
様
性

を
承
認
し
、
か
つ
共
生
へ
の
不
断
の
努
力
を
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。

　

今
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
活
用
も
多
様
な
教
育
ニ
ー
ズ
に
直
結
す
る
。
宗

教
的
少
数
派
は
、
教
義
や
価
値
体
系
を
継
承
さ
せ
る
た
め
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
遠
隔
教
育
を
行
う
。
同
時
に
分
断
的
な
動
き
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
諸
外
国
で
は
包
摂
的
な
価
値
教
育
を
市
民
性
教
育
に
含
め
て
い
る
。

多
様
な
背
景
を
持
つ
級
友
や
隣
人
と
の
共
生
を
、
国
民
教
育
の
枠
組
み
で

可
能
と
す
る
か
、
日
本
の
教
育
制
度
は
課
題
に
直
面
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

　

さ
て
、
比
較
教
育
学
は
、
世
界
の
様
々
な
国
・
地
方
や
文
化
圏
の
教
育

に
つ
い
て
空
間
的
に
異
な
る
複
数
の
点
に
着
目
し
、
比
較
の
手
法
を
用
い

て
分
析
し
、
法
則
性
や
独
自
の
類
型
を
見
出
す
学
問
で
あ
る
。
国
際
比
較

研
究
が
そ
の
典
型
例
で
あ
り
、
他
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
参
照
し
て
自
身
の

シ
ス
テ
ム
を
捉
え
直
す
・
改
善
す
る
、
あ
る
い
は
共
通
課
題
へ
の
対
応
を

国
際
的
に
調
査
し
、
時
に
提
案
す
る
根
拠
を
出
す
。
例
え
ば
、
世
俗
主
義

教
育
シ
ス
テ
ム
下
で
の
多
様
な
宗
教
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を
比
較
し
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
の
教
育
へ
の
影
響
は
世
界
的
に
共
通
で
あ
る
と
み
な
し
て
多
様

な
教
育
ニ
ー
ズ
へ
ど
う
応
答
す
る
か
を
研
究
す
る
。

　

そ
う
し
た
比
較
を
通
す
と
、
日
本
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
学

校
は
標
準
化
さ
れ
た
良
質
な
教
育
を
同
年
齢
の
子
ど
も
に
提
供
、
学
校
の

教
育
活
動
を
通
し
て
日
本
国
民
と
し
て
の
規
範
を
醸
成
、「
中
立
性
」
原

則
か
ら
宗
教
を
教
育
に
介
入
さ
せ
な
い
も
の
の
価
値
教
育
を
担
保
す
る
た

め
の
道
徳
を
教
科
化
等
で
あ
る
。
あ
る
家
庭
が
国
内
で
引
っ
越
し
て
も
同

じ
内
容
の
教
育
を
受
け
ら
れ
る
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
反
面
、
そ
の
家

庭
の
個
別
ニ
ー
ズ
が
す
べ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
学
力
と

し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
規
範
的
な
言
動
が
社
会
的
に
評
価
さ

れ
る
素
地
を
確
実
に
生
み
出
し
て
い
る
。

　

学
校
制
度
に
は
目
立
っ
た
変
化
は
み
ら
れ
な
い
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

少
子
高
齢
化
に
よ
っ
て
日
本
社
会
は
既
に
多
文
化
化
し
て
い
る
。
国
際
連

合
体
系
の
中
で
教
育
を
扱
う
ユ
ネ
ス
コ
が
国
際
理
解
・
国
際
協
力
・
国
際

平
和
・
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
た
め
の
教
育
を
国
際
教
育
と
し
て
掲

げ
た
時
も
、
日
本
は
国
民
教
育
の
枠
内
で
対
応
し
た
。
今
日
使
わ
れ
る

「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
と
同
様
に
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
へ
の
理
解
と
尊

重
や
異
文
化
理
解
、
外
国
語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
等
を
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価
値
の
対
立
が
、
や
が
て
自
己
自
身
の
苦
悩
と
し
て
内
化
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
は
、
自
己
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
、
他
者
存
在
を
前
提
と
し
て

持
続
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
自
己
を
否
定
す
る
よ

う
に
み
え
る
他
者
が
、
自
己
の
内
部
に
発
見
さ
れ
る
と
き
、
他
者
は
自
己

の
運
動
全
体
を
照
明
す
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

　

自
己
の
意
識
内
部
に
お
け
る
調
停
困
難
な
価
値
の
相
克
と
い
う
倫
理
問

題
が
、
も
っ
と
も
顕
著
な
か
た
ち
で
現
れ
る
の
は
、
宗
教
が
示
す
倫
理
的

価
値
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
│
│
少
な
く
と
も
世

界
宗
教
と
呼
ば
れ
る
宗
教
に
お
い
て
、
宗
教
倫
理
は
、
人
の
国
と
神
の

国
、
此
岸
と
彼
岸
、
生
死
と
涅
槃
と
い
う
二
元
世
界
を
か
か
え
て
い
る
。

現
世
の
み
の
一
元
的
世
界
を
前
提
と
す
る
自
然
状
態
に
あ
る
人
間
は
、
回

心
や
さ
と
り
を
通
じ
、
根
源
的
に
相
克
す
る
二
元
的
価
値
に
覚
醒
し
、
現

世
の
彼
方
か
ら
現
世
の
意
味
を
照
ら
し
返
し
て
い
る
。

　

世
界
宗
教
が
提
示
す
る
、
死
を
超
え
て
成
立
す
る
倫
理
の
ラ
デ
ィ
カ
ル

さ
は
、
理
念
的
に
し
か
存
在
し
え
な
い
は
ず
の
死
の
超
克
を
、
死
に
確
実

に
運
命
づ
け
ら
れ
た
自
己
の
う
え
に
経
験
し
、
実
証
し
よ
う
と
す
る
点
に

あ
る
。
自
己
と
い
う
運
動
の
持
続
に
お
い
て
、
こ
の
相
克
は
人
生
の
最
後

ま
で
切
実
な
課
題
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
倫
理
が
、
調
停
不
可
能
に
思
え
る

相
克
を
、
自
身
の
内
部
で
超
え
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
働
く
と
す
れ
ば
、
自
己

持
続
の
運
動
を
否
定
す
る
他
者
で
あ
る
死
を
、
自
己
の
内
部
に
引
き
と

り
、
自
己
意
識
成
立
の
基
底
に
す
え
る
宗
教
は
、
倫
理
を
純
粋
な
か
た
ち

で
実
現
す
る
企
図
で
あ
る
。
世
界
宗
教
は
い
ず
れ
も
基
層
に
お
い
て
こ
の

構
造
を
共
通
に
か
か
え
て
い
る
。

　

宗
教
の
差
異
や
多
様
性
が
現
れ
る
の
は
、
こ
の
基
層
の
上
に
被
さ
る
言

語
の
層
に
お
け
る
教
義
に
お
い
て
で
あ
る
。
倫
理
は
、
究
極
的
に
は
、

宗
教
的
多
様
性
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
倫
理

下
田　

正
弘

　

倫
理
を
考
察
す
る
さ
い
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
二
者
間
に
調
停
不
可
能
に
思

え
る
価
値
の
相
克
が
現
れ
た
と
き
、
そ
の
双
方
に
お
い
て
対
立
が
超
え
ら

れ
て
ゆ
く
あ
り
よ
う
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
語
化
さ
れ
た
理
念
と

し
て
与
え
ら
れ
る
倫
理
は
、
個
々
の
具
体
的
現
実
に
あ
っ
て
個
々
人
に
お

い
て
経
験
さ
れ
、
そ
の
有
効
性
が
実
感
さ
れ
る
と
き
に
意
味
を
も
っ
た
存

在
と
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
対
立
す
る
両
者
は
、
他
者
の
存
在
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
開
か
れ
る
自
己
の
あ
り
よ
う
に
め
ざ
め
て
い
る
。

　

現
代
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
が
複
雑
な
関
係
の
も
と
に
併
存
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
い
わ
ゆ
る
多
様
性
の
状
況
に
あ
っ
て
も
、
問
題
は
個
々
の
二
者

の
関
係
に
い
っ
た
ん
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
こ
れ
を
な
さ
な
い

ま
ま
複
数
の
価
値
の
対
立
を
同
時
に
調
停
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
個
々
の
質

的
差
異
を
無
視
し
て
差
異
一
般
と
し
、
固
有
の
二
者
間
に
成
立
す
る
倫
理

の
問
題
を
、
三
人
称
と
し
て
成
立
す
る
一
共
同
体
内
部
の
統
制
の
問
題
へ

と
変
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
容
は
、
一
見
、
個
々
の
差
異
を
超
え
て

全
体
に
適
用
可
能
な
普
遍
的
倫
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
み

え
、
そ
の
じ
つ
問
題
を
個
々
人
の
意
識
か
ら
切
り
離
し
て
客
体
化
し
、
個

人
を
疎
外
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
発
動
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
帰
属
す
る
共

同
体
に
奉
仕
す
る
価
値
と
し
て
の
人
間
像
を
生
み
出
す
。

　

多
様
性
の
問
題
を
、
二
者
間
に
お
け
る
価
値
の
対
立
と
い
う
問
題
に
還

元
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
な
ら
、
こ
の
対
立
は
自
己
内
部

に
存
在
す
る
価
値
対
立
の
問
題
へ
と
進
む
。
自
己
の
ゆ
く
手
を
阻
む
他
者

は
、
そ
れ
ま
で
疑
う
こ
と
な
く
進
ん
で
き
た
自
己
自
身
の
運
動
全
体
を
正

面
か
ら
受
け
、
そ
れ
を
否
定
す
る
斥
力
と
し
て
働
い
て
い
る
。
他
者
と
の
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様
性
教
育
を
阻
害
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
個
人
本
位
の
教

育
、
外
国
人
を
「
外
」
に
追
い
や
ら
な
い
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
、
宗
教

に
確
認
さ
れ
る
共
生
へ
の
倫
理
の
必
要
を
訴
え
た
。

　

水
口
洋
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
教
育
現
場
か
ら
社
会
に
お
け
る

多
様
性
教
育
の
必
要
を
論
じ
て
い
た
。
同
調
圧
力
の
強
い
日
本
社
会
に
お

い
て
、
教
育
と
は
あ
く
ま
で
も
「
人
格
の
完
成
」
を
目
指
す
も
の
と
理
解

し
、
三
つ
の
ポ
ン
ト
か
ら
そ
の
実
践
例
を
紹
介
し
た
。
ひ
と
つ
は
学
校
の

環
境
整
備
で
あ
り
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
校
舎
建
設
な
ど
を
と
お
し
た
障
が

い
者
の
受
け
入
れ
、
ま
た
多
文
化
共
生
を
目
指
し
た
入
試
の
実
践
で
あ

る
。
ふ
た
つ
め
は
体
験
の
場
の
設
定
で
あ
っ
て
、
施
設
訪
問
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
、
海
外
研
修
な
ど
他
者
と
の
交
流
経
験
を
積
み
上
げ
る
。
第
三
は
、

学
び
の
場
の
提
供
で
あ
っ
て
、「
総
合
人
間
科
学
」
や
チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ

ン
グ
方
式
の
授
業
な
ど
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
創
世
記
に
見
ら
れ
る

男
女
の
人
間
創
造
の
記
事
を
も
と
に
「
創
造
の
多
様
性
を
豊
か
さ
と
感
じ

ら
れ
る
完
成
を
育
て
る
」
こ
と
を
課
題
と
し
て
き
た
と
い
う
。

　

教
育
学
の
丸
山
英
樹
は
、
元
来
国
家
に
よ
る
国
民
教
育
の
場
で
あ
っ
た

学
校
が
、
多
様
な
教
育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
現
状
を
論
じ
て
い

る
。
日
本
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
少
子
高
齢
化
の
た

め
に
日
本
社
会
が
す
で
に
多
文
化
化
し
て
い
る
な
か
、
多
様
な
教
育
ニ
ー

ズ
へ
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育

（
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）」
が
日
本
で
も
根
づ
き
、「
ロ
ー
カ
ル
な
教
育
資
源
」
と
の
連

携
に
よ
る
未
来
世
代
の
育
成
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
最
後
に
、
ネ
ッ
ト
環

境
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
の
な
か
で
従
来
通
り
の
国
民
教
育

や
「
道
徳
」
教
育
の
枠
組
み
が
「
共
生
」
と
い
う
も
の
を
ど
こ
ま
で
可
能

に
で
き
る
の
か
を
問
い
、
そ
の
課
題
を
提
示
し
た
。

個
々
人
の
経
験
的
意
識
に
お
い
て
言
語
を
超
え
て
は
た
ら
き
、
そ
こ
で
は

宗
教
の
差
異
や
多
様
性
の
問
題
を
超
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
超
克

は
、
経
験
的
世
界
に
お
い
て
は
、
言
語
次
元
に
理
念
と
し
て
厳
然
と
存
在

す
る
教
義
に
お
け
る
差
異
の
対
峙
と
相
克
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
実
現
さ

れ
る
。
相
克
す
る
他
者
の
存
在
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
深
層
の
自
己
は
、
こ

の
仮
象
と
し
て
の
宗
教
次
元
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
宗
教
的
多
様
性
は

そ
の
た
め
の
き
わ
め
て
貴
重
な
道
標
と
な
っ
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト

土
井　

健
司

　

本
パ
ネ
ル
は
日
本
学
術
会
議
の
報
告
「
宗
教
と
教
育
に
お
け
る
多
様

性
」
を
踏
ま
え
て
、
宗
教
の
視
点
か
ら
様
ざ
ま
な
論
点
を
出
し
合
い
、
豊

か
な
対
話
を
結
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
発
表

者
は
、
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
宗
教
者
の
立
場
か
ら

（
森
田
）、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
立
場
か
ら
（
水
口
）、
そ
し
て
日
本

の
学
校
教
育
の
歴
史
的
流
れ
か
ら
（
丸
山
）、
宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
（
下

田
）
こ
れ
を
論
じ
て
お
り
、
ま
さ
に
多
様
で
豊
か
な
内
容
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。

　

パ
ネ
ル
代
表
者
の
森
田
美
芽
は
、
日
本
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
宗
教
者
が
、
外
国
人
で
あ
れ
、
日
本
人
で
あ
れ
、
経

験
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
障
が
い
を
統
計
、
教
育
現
場
に
お
け
る
実
例
を
も
と

に
論
じ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
信
徒
の
経
験
す
る
食
事
や
服
装
、
イ
ー
ス
タ
ー

を
前
に
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
経
験
す
る
食
事
制
限
の
緩
和
、
エ
ホ
バ

の
証
人
の
経
験
す
る
体
育
に
お
け
る
剣
道
問
題
等
な
ど
様
々
な
問
題
を
も

と
に
、
同
調
圧
力
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
真
の
多
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大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
日
本
学
術
会
議
、
哲
学
・
倫
理
・

宗
教
教
育
分
科
会
で
は
、
こ
の
視
点
に
立
ち
、
こ
れ
ま
で
に
「
考
え
る
力
」

を
通
し
て
主
体
的
な
思
考
の
育
成
、「
道
徳
教
育
の
問
題
点
」
で
「
考
え
、

議
論
す
る
道
徳
」
の
必
要
を
主
張
し
て
き
た
。
そ
し
て
い
ま
、
そ
の
流
れ

で
「
多
様
性
」
を
ど
う
受
け
止
め
、
理
解
し
、
共
に
生
き
る
た
め
の
道
徳

へ
と
結
び
つ
け
る
か
を
考
え
て
き
た
。

　

今
回
の
パ
ネ
ル
で
は
、
多
様
性
の
理
解
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
に
つ

い
て
、
最
も
日
本
社
会
で
の
理
解
の
深
化
が
求
め
ら
れ
る
、
多
様
な
文
化

的
背
景
、
と
り
わ
け
多
様
な
宗
教
の
理
解
と
共
生
が
ど
の
よ
う
に
可
能
か
、

実
際
の
教
育
の
現
場
で
起
こ
っ
て
い
る
困
難
な
課
題
を
通
し
て
、
ど
の
よ

う
な
共
生
の
形
を
求
め
る
か
、
道
徳
教
育
と
の
関
連
性
、
ま
た
今
後
の
教

育
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
示
唆
を
求
め
、
そ
の
方
々
と
共
存
し
、
共
に
生

き
、
学
ぶ
場
と
な
っ
て
い
く
た
め
に
何
が
必
要
か
を
共
に
考
え
る
機
会
と

し
た
い
。
特
に
本
学
会
に
お
い
て
、
そ
の
多
様
性
の
も
と
と
な
る
宗
教
的

背
景
の
理
解
、
ま
た
多
様
性
を
共
存
さ
せ
る
宗
教
の
立
場
か
ら
の
発
想
、

多
様
な
宗
教
性
の
日
本
社
会
へ
の
よ
り
深
い
理
解
を
発
信
し
て
い
き
た
い
。

　

い
ま
、
日
本
の
学
校
に
は
、
多
く
の
外
国
人
や
他
文
化
の
背
景
を
持
つ

人
が
現
実
に
増
加
し
、
多
様
性
の
理
解
と
共
生
が
よ
り
喫
緊
の
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
少
子
化
の
た
め
日
本
人
の
子
ど
も
の
数
が
減
少
す
る
中
、
地

域
に
よ
っ
て
は
外
国
人
や
外
国
籍
の
子
ど
も
が
日
本
人
よ
り
も
多
い
と
い

う
公
立
学
校
も
存
在
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
な
ど
は
、
早
く
か
ら

そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
受
け
入
れ
を
行
う
な
ど
し
て
、
そ
の
問
題
に
直

面
し
て
い
る
。
ま
た
独
自
の
教
育
方
針
に
基
づ
き
、
多
様
性
を
理
解
す
る

教
育
の
試
み
を
行
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
異
な
る
文
化
的
背
景
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
日

　

下
田
正
弘
は
、
宗
教
間
の
多
様
性
の
問
題
を
現
象
学
的
な
仕
方
で
超
克

す
る
。
多
様
性
と
い
う
三
人
称
の
世
界
か
ら
、
二
者
間
の
対
立
と
い
う
二

人
称
の
世
界
へ
と
移
り
行
き
、
さ
ら
に
そ
の
対
立
・
相
違
を
自
己
化
す
る

こ
と
で
一
人
称
の
問
題
と
し
て
止
揚
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
倫
理
上

の
オ
ー
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
問
題
は
内
面
化
、
自
覚
の
次
元
で
解
決
さ
れ
る
と

い
う
。
現
世
一
元
的
な
世
界
観
と
は
異
な
り
、
諸
宗
教
は
い
ず
れ
で
あ
っ

て
も
「
人
の
国
と
神
の
国
、
此
岸
と
彼
岸
、
生
死
と
涅
槃
と
い
っ
た
二
元

的
世
界
」
に
目
覚
め
、
こ
の
自
覚
の
レ
ベ
ル
で
死
を
超
え
て
、
新
た
に
現

世
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
。
こ
の
自
覚
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
諸
宗
教
の

相
違
は
解
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　

個
人
本
位
の
教
育
を
理
想
と
し
つ
つ
も
多
様
性
を
認
め
な
い
教
育
現
場

で
の
経
験
、
人
格
の
完
成
と
共
生
に
向
け
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
校
の
実
践
、
ま

た
諸
宗
教
間
の
相
違
が
自
覚
の
次
元
に
お
い
て
克
服
さ
れ
、
共
生
へ
と
開

か
れ
る
可
能
性
、
国
民
教
育
一
辺
倒
で
あ
っ
た
学
校
教
育
が
多
様
な
教
育

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
教
育
の
現
況
、
こ
れ
ら
の
発
表
を
と
お
し
て
共
生
の
教

育
の
可
能
性
を
宗
教
的
視
点
か
ら
明
ら
か
に
で
き
た
と
評
価
し
た
い
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

森
田　

美
芽

　

現
在
、
特
に
初
等
中
等
教
育
に
お
け
る
「
特
別
の
教
科　

道
徳
」
の
特

徴
と
し
て
、「
一
つ
の
価
値
を
教
え
込
む
の
で
な
く
、
多
様
な
価
値
を
理

解
し
合
う
」「
多
様
性
を
認
め
、
そ
の
中
で
よ
り
よ
い
生
き
方
を
求
め
る
」

「
考
え
、
対
話
す
る
道
徳
」
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
姿
勢

は
、
多
様
性
の
中
で
共
に
生
き
、
対
話
し
、
理
解
し
合
い
、
異
な
る
意
見

と
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
の
こ
の
多
文
化
の
下
で
の
教
育
に
も
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現
代
日
本
の
葬
送
文
化
再
考 

│
│ 

異
文
化
の
視
点
か
ら
考
え
る 

│
│代

表
者
・
司
会　

宮
澤
安
紀

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

土
居　

浩

日
英
葬
送
比
較
文
化
の
試
み 

│
│ 

直
葬
と
火
葬
の
歴
史
か
ら 

│
│

宮
澤　

安
紀

　

現
在
、
世
界
各
地
で
は
火
葬
の
普
及
が
進
ん
で
い
る
。
例
え
ば
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
が
一
九
六
三
年
に
火
葬
を
解
禁
し
た
こ
と
で
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国

で
も
火
葬
化
が
進
行
し
、
ま
た
儒
教
文
化
圏
の
韓
国
や
中
国
で
も
、
近
年

の
都
市
化
や
墓
地
不
足
を
背
景
に
火
葬
や
納
骨
堂
の
普
及
が
進
ん
で
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
火
葬
大
国
と
し
て
知
ら
れ
る
日
本
や
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
近
年
儀
礼
を
排
し
た
「
直
葬
（direct crem

ation

）」
と
呼
ば
れ

る
火
葬
の
方
法
が
広
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
葬
送
の
簡
素
化
の

傾
向
は
、
合
理
性
・
利
便
性
が
追
求
さ
れ
る
世
界
的
な
趨
勢
の
先
端
を
表

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
た
め
、

現
代
イ
ギ
リ
ス
と
現
代
日
本
に
お
け
る
直
葬
に
つ
い
て
、
火
葬
が
提
唱
さ

れ
次
第
に
定
着
し
た
近
代
と
い
う
時
代
を
中
心
に
、
歴
史
的
な
文
脈
を
押

さ
え
な
が
ら
考
察
し
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
火
葬
化
の
歴
史
は
衛
生
的
・
合
理
的
・
世
俗
的
・

経
済
的
な
ど
の
近
代
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
に
推
進
さ
れ
た
と
言
え

る
。
こ
れ
ま
で
短
期
間
で
の
遺
体
の
埋
葬
・
発
掘
を
繰
り
返
し
悲
惨
な
状

況
を
呈
し
て
い
た
教
会
墓
地
に
対
し
、
火
葬
は
「
衛
生
的
な
」
葬
法
と
し

て
医
学
関
係
者
を
中
心
に
そ
の
利
便
性
が
説
か
れ
た
。
一
八
七
四
年
に
ヴ

本
の
学
校
教
育
に
様
々
な
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
語
理
解

の
た
め
の
教
育
が
不
十
分
で
授
業
が
理
解
で
き
ず
、
学
力
が
つ
か
な
い
た

め
、
進
学
や
就
職
に
大
き
な
ハ
ン
デ
を
負
う
。
ま
た
日
本
の
教
育
に
適
応

す
る
こ
と
だ
け
が
求
め
ら
れ
、
自
身
の
持
つ
文
化
的
・
教
育
的
背
景
が
顧

慮
さ
れ
ず
、
い
わ
ば
「
根
無
し
草
」
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
学

校
へ
の
不
適
応
や
そ
の
結
果
と
し
て
不
登
校
が
起
こ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
文
化
は
一
神
教
を
背
景
と
し
な
い
か
ら
寛
容
で
あ

る
と
い
う
思
い
込
み
で
、
い
わ
ば
日
本
文
化
に
従
わ
な
い
者
を
排
除
す
る

と
い
う
極
め
て
排
他
的
な
論
理
が
ま
か
り
通
っ
て
い
た
段
階
か
ら
、
こ
の

十
年
ほ
ど
で
ど
れ
ほ
ど
の
変
化
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

多
様
性
を
受
け
入
れ
、
共
存
し
、
共
に
理
解
を
進
め
る
た
め
に
は
、
そ

う
し
た
現
状
の
中
で
、
教
育
の
現
場
で
多
様
性
を
ど
う
受
け
入
れ
、
ど
の

よ
う
に
共
存
し
て
行
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
多
様
性
の
背
後

に
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
背
景
が
あ
る
の
か
を
考
え
た
上
で
、
よ
り
深
い

多
様
性
の
理
解
と
受
容
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
森
田
が
趣
旨
説
明
を
行
い
、
水
口
氏
に
は
、
実
際
の
キ
リ
ス
ト

教
主
義
学
校
に
お
け
る
多
様
性
理
解
の
試
み
と
、
そ
の
中
心
と
な
る
キ
リ

ス
ト
教
主
義
の
関
係
と
実
際
の
生
徒
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
丸
山
氏
に

は
、
国
際
比
較
の
点
か
ら
、
日
本
の
教
育
の
中
の
国
際
理
解
教
育
、
特
に

宗
教
教
育
や
家
庭
と
の
関
係
な
ど
、
学
校
制
度
の
み
な
ら
ず
ノ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
教
育
面
も
含
め
た
多
様
性
の
受
容
や
理
解
に
つ
い
て
の
現
状
と
課
題

の
考
察
を
い
た
だ
い
た
。
下
田
氏
は
、
イ
ン
ド
及
び
中
国
の
仏
教
思
想
と

現
象
学
の
視
点
か
ら
、
こ
う
し
た
宗
教
的
多
様
性
の
受
容
の
現
状
か
ら
、

新
た
な
事
態
に
求
め
ら
れ
る
と
も
に
生
き
る
た
め
の
倫
理
の
方
向
性
を
示

し
て
い
た
だ
い
た
。



71　　

パネル 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

の
原
則
が
確
立
し
た
現
在
に
も
受
け
継
が
れ
、
読
経
を
行
う
告
別
ホ
ー
ル

や
骨
上
げ
を
行
う
収
骨
室
な
ど
、
遺
族
が
死
者
と
向
き
合
う
機
会
を
尊
重

す
る
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
火
葬
化
の
歴
史
か
ら
見
て
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
直
葬
（di-
rect crem

ation

）
と
呼
ば
れ
る
方
法
は
、
火
葬
場
を
「
遺
体
処
理
の
場
」

と
し
て
割
り
切
り
、
葬
儀
だ
け
で
な
く
火
葬
へ
の
遺
族
の
立
ち
合
い
を
も

省
く
こ
と
で
、
後
日
、
必
要
に
応
じ
別
の
場
所
で
お
別
れ
会
や
埋
骨
式
・

散
骨
式
等
を
行
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（Royal London 2016

）。

一
方
で
日
本
の
直
葬
は
、
式
場
で
の
葬
儀
・
告
別
式
を
省
略
し
、
火
葬
場

で
近
親
者
の
み
で
故
人
を
見
送
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
火

葬
場
は
唯
一
の
別
れ
の
場
と
し
て
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
（
武
田
・
八

木
澤
二
〇
一
一
）。
こ
う
し
た
直
葬
の
あ
り
方
の
違
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

火
葬
場
が
、
宗
教
性
・
儀
礼
性
を
排
し
た
合
理
性
・
効
率
性
を
追
求
し
た

空
間
と
し
て
成
立
し
た
一
方
、
日
本
の
火
葬
場
は
儀
礼
的
な
空
間
と
し
て

設
計
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
樹
木
葬 

│
│ 

エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
を
取
り
入
れ
た
寺
院 

│
│

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ペ
ン
メ
レ
ン
・
ボ
レ
ー

　

日
本
に
お
け
る
「
樹
木
葬
」
は
、
後
継
者
を
必
要
と
し
な
い
新
し
い
タ

イ
プ
の
埋
葬
の
一
つ
で
あ
る
（K

aw
ano 2010, Row

e 2012

）。
本
発

表
は
岩
手
県
に
あ
る
日
本
初
の
樹
木
葬
墓
地
の
活
動
か
ら
、
世
界
中
で
見

ら
れ
る
習
俗
と
し
て
の
〝
古
い
〞
樹
木
葬
と
、
現
在
の
〝
新
し
い
〞
樹
木

葬
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
ま
た
先
祖
代
々
の
墓
祭
祀
を
実
践
し
て

い
る
人
々
と
比
較
し
て
、
樹
木
葬
を
選
ぶ
人
々
の
死
に
対
す
る
考
え
方
は

ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
侍
医
で
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
・
ト
ン
プ
ソ
ン
に
よ
っ
て
火

葬
協
会
が
設
立
さ
れ
る
と
、
火
葬
化
の
動
き
は
本
格
化
し
、
一
九
〇
二
年

の
火
葬
法
成
立
に
至
っ
て
よ
う
や
く
火
葬
は
法
的
な
地
位
を
得
た
。
し
か

し
、
こ
の
と
き
火
葬
場
は
聖
別
さ
れ
た
（consecrated

）
土
地
に
は
建
設

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
（Rugg &

 Parsons 2018

：

156

）、
宗
教
と
の
決
別
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
火
葬
協
会
に
よ
っ
て
一
八

八
〇
年
代
に
初
め
て
の
近
代
火
葬
場
と
し
て
建
設
さ
れ
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

火
葬
場
は
、
当
初
葬
儀
用
の
チ
ャ
ペ
ル
や
遺
族
の
待
合
室
な
ど
も
な
い
、

遺
体
焼
却
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
。
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
、
次
第
に

教
会
建
築
に
似
せ
た
外
装
や
内
装
を
整
え
て
い
く
と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス

の
火
葬
場
は
本
来
的
に
功
利
主
義
的
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
、
宗
教
性

や
儀
礼
性
の
希
薄
な
空
間
と
し
て
成
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は

こ
う
し
た
火
葬
場
の
あ
り
方
が
「
コ
ン
ベ
ヤ
ー
ベ
ル
ト
」
の
よ
う
に
非
人

間
的
で
機
械
的
で
、
遺
族
が
死
に
向
き
合
う
機
会
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る

と
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（W

alter 1990
）。

　

一
方
で
日
本
の
場
合
は
イ
ギ
リ
ス
と
異
な
り
、
近
世
以
前
に
も
真
宗
門

徒
を
中
心
に
地
域
的
に
は
火
葬
が
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
政
府
の
神

道
国
教
化
政
策
の
下
で
火
葬
は
「
仏
教
的
」
と
み
な
さ
れ
、
一
八
七
三
年

に
一
旦
は
禁
止
が
布
告
さ
れ
る
。
し
か
し
都
市
部
で
の
埋
葬
地
不
足
や
神

葬
祭
推
進
運
動
が
頓
挫
す
る
な
か
で
、
二
年
後
の
一
八
七
五
年
に
は
火
葬

は
解
禁
さ
れ
、
そ
の
後
近
代
火
葬
が
普
及
し
て
い
く
。
日
本
の
火
葬
場
は

そ
の
当
初
か
ら
仏
教
寺
院
を
模
し
て
作
ら
れ
、
ま
た
火
葬
場
内
に
葬
儀
所

を
併
設
し
て
い
た
よ
う
に
、「
単
な
る
遺
体
の
処
理
場
で
は
な
く
、
葬
儀

を
行
う
葬
送
の
場
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
」（
日
本
建
築

学
会
二
〇
〇
九
：
一
〇
八
）。
こ
う
し
た
火
葬
場
の
儀
礼
性
は
政
教
分
離
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木
葬
申
込
者
に
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
不
死
（ecological im

m
ortality

）

の
ア
イ
デ
ア
が
見
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
不
死
と

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者D

ouglas D
avies

がA
 Brief H

istory 
of D
eath

（2005

）
で
紹
介
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
で
、「（
森
林
墓
地
の
）
土

へ
と
戻
る
体
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
罪
深
い
息
子
や
娘
で
は
な
く
、
か
つ

て
地
上
の
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
自
然
な
人
間
の
体
で

あ
り
、
今
で
は
そ
の
死
を
通
し
て
そ
の
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
を
継
続
し
て
い

る
」
と
議
論
さ
れ
る
（D

avies 2005

：83

）。
こ
れ
は
例
え
ば
、
樹
木

葬
墓
地
に
夫
を
埋
葬
し
た
未
亡
人
が
書
い
た
詩
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
詩
に
は
「
来
世
は
植
う
る
樹
に
生
ま
れ
変
れ
と
」
と
「
樹
に
生

ま
れ
か
し
と
土
に
埋
む
る
」
と
い
う
部
分
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
生
れ
か
わ

り
の
考
え
が
見
て
と
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
契
約
者
の
ほ

と
ん
ど
が
実
際
に
「
木
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う

で
、
木
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
ス
タ
ッ
フ
が
木
を
別
の
木
に
植
え
替
え

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
樹
木
葬
で
は
一
般
の
墓
と
比
較
し
て
、
自
然
の
循
環
と

い
う
考
え
が
不
死
の
感
覚
に
と
っ
て
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
の
墓

の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
不
死
の
感
覚
と
は
、
私
が
社
会
的
不
死
（social 

im
m
ortality

）
と
呼
ぶ
も
の
で
、
こ
こ
で
は
死
者
の
魂
は
子
孫
の
元
で

先
祖
に
な
り
、
い
つ
ま
で
も
記
憶
と
し
て
生
者
と
死
者
の
つ
な
が
り
が
存

続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
樹
木
葬
墓
地
に
お
け
る
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル

な
不
死
の
感
覚
は
、
遺
体
ま
た
は
遺
骨
が
土
に
か
え
り
、
生
物
の
栄
養
に

な
り
、
い
つ
ま
で
も
自
然
循
環
の
生
態
系
で
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
。

ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
考
察
し
た
。

　

昔
の
習
俗
に
見
ら
れ
る
樹
木
を
墓
に
す
る
方
法
は
、
世
界
各
地
の
実
践

を
み
る
と
様
々
な
方
法
や
意
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
ワ
ラ
ム
ン
ガ
民
族
に
お
け
る
、
樹
上
で
行
う
鳥
葬
の
習
慣
や

（Sutherland D
avidson 1949

）、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
の
木
の
幹

へ
納
骨
す
る
習
慣
（Lysnar 1915

）、
さ
ら
に
セ
ネ
ガ
ル
の
セ
レ
ス
族
に

お
け
る
、
グ
リ
オ
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
社
会
的
階
層
の
人
々
の
遺
体
を
バ

オ
バ
ブ
の
木
に
埋
め
る
習
慣
な
ど
が
あ
る
（W

ickens 1982

）。
こ
う
し

た
〝
昔
の
〞
樹
木
葬
の
目
的
は
、
埋
葬
と
い
う
よ
り
遺
体
の
暴
露
あ
る
い

は
廃
棄
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
持
つ
死
生
観
や
死
者
の
社
会
的
カ
テ
ゴ

リ
に
基
づ
い
て
実
践
さ
れ
た
。
一
方
で
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
発
想
に
基
づ
く

〝
新
し
い
〞
樹
木
葬
は
、
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
し

て
世
界
各
地
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
自
然
環
境

を
保
護
し
、
あ
る
い
は
作
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
葬
法
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
〝
新
し
い
〞
樹
木
葬
の
ひ
と
つ
に
、
日
本
の
樹
木
葬
を
位
置

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
初
の
樹
木
葬
は
、
一
九
九
九
年
に
岩
手
県

一
関
市
で
成
立
し
た
も
の
で
（Boret 2013, 2014

）、
そ
こ
か
ら
普
及

し
、
現
在
で
は
国
内
各
地
に
五
〇
箇
所
以
上
の
樹
木
葬
墓
地
が
あ
る
。
岩

手
県
の
樹
木
葬
墓
地
は
祥
雲
寺
と
い
う
臨
済
宗
の
お
寺
の
子
院
で
あ
る
知

勝
院
が
運
営
し
て
い
る
。
知
勝
院
の
樹
木
葬
第
一
墓
地
は
お
よ
そ
二
万
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
森
林
で
あ
り
、
一
つ
の
墓
に
は
骨
壺
で
は
な
く
遺
骨
を
土
に

直
接
埋
葬
し
、
そ
の
上
に
低
木
を
植
え
る
。
契
約
期
間
は
三
三
年
で
後
継

者
は
必
要
が
な
い
。
ま
た
知
勝
院
で
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
か
か
わ
る
活
動
を

積
極
的
に
行
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
樹
木
葬
墓
地
の
実
践
の
な
か
で
、
発
表
者
は
、
知
勝
院
の
樹



73　　

パネル 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

　

そ
れ
で
は
こ
の
骨
か
ら
灰
へ
の
物
質
変
換
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る

の
だ
ろ
う
か
。
欧
米
で
は
、
工
業
用
の
機
械
で
遺
骨
を
粉
砕
し
灰
に
す
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス

や
機
械
の
存
在
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
、Procter

（1995

）
が
「
無
知

の
生
産
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
示
す
有
力
な
例
で
あ
り
、
欧
米
で
火
葬
が
成

功
し
た
理
由
の
一
端
で
あ
る
と
発
表
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
葬
儀

業
界
は
こ
の
こ
と
を
人
々
に
伝
え
た
く
な
い
し
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
考
え

よ
う
と
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
遺
骨
か
ら
灰
へ
の
移

行
は
、
よ
り
可
視
化
さ
れ
た
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ばK

aw
ano

（2010

）
は
、「
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
、
最
初

は
故
人
の
思
い
出
の
品
を
使
っ
て
自
分
の
手
で
遺
骨
を
粉
状
に
す
る
こ
と

を
推
奨
さ
れ
る
が
、
そ
の
提
案
は
ほ
と
ん
ど
却
下
さ
れ
た
と
説
明
し
て
い

る
。
ま
た
近
年
で
は
専
門
的
な
粉
骨
サ
ー
ビ
ス
が
増
え
、
名
古
屋
で
骨
仏

を
祀
っ
て
い
る
寺
院
で
は
、
コ
ー
ヒ
ー
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
を
モ
デ
ル
に
し
た

粉
砕
機
を
導
入
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
火
葬
後
に
灰
だ
け
を
残
す
「
焼
き

切
り
」
と
呼
ば
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
提
供
す
る
火
葬
場
も
増
え
て
い
る
。
こ

の
場
合
、
遺
灰
は
火
葬
場
で
処
分
さ
れ
る
。
こ
の
粉
末
と
い
う
形
状
に
お

い
て
、
死
者
の
か
た
ち
は
消
去
さ
れ
、
お
そ
ら
く
生
者
と
死
者
の
絆
も
消

去
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
現
象
が
な
ぜ
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
、
遺
骨
は
故
人
と
の
本

質
的
な
結
び
つ
き
を
保
持
し
て
い
る
が
、
一
方
で
遺
灰
は
よ
り
柔
軟
な
記

号
論
を
提
示
し
て
お
り
、
故
人
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
移
動

さ
せ
た
り
廃
棄
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
故
人
の
人
格
性
に

は
そ
れ
ほ
ど
縛
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
と
仮
定
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
灰
は
死
者
の
た
め
の
柔
軟
な
関
係
が
、
物
体
、

骨
仏
か
ら
祈
り
の
真
珠
ま
で 

│
│ 

現
代
日
本
供
養
文
化
に
お
け
る
遺
灰
の
変
形 

│
│

ハ
ン
ナ
・
グ
ー
ル
ド

　

本
発
表
で
は
、
現
代
日
本
の
遺
骨
の
取
り
扱
い
方
の
変
容
に
つ
い
て
考

察
を
行
っ
た
。
現
代
日
本
に
お
け
る
遺
骨
の
物
質
性
に
関
し
て
、
二
つ
の

主
要
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
全
骨
片
の
保

存
か
ら
遺
灰
の
み
の
生
産
・
保
存
へ
の
移
行
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
ま
す

ま
す
少
な
い
量
で
遺
骨
・
遺
灰
を
保
存
す
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
者
の
「
断
片
化
」
は
、
日
本
の
現
代

的
な
死
の
様
式
の
断
片
化
や
解
体
と
ど
の
よ
う
に
交
差
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
人
口
動
態
の
変
化
や
世
俗
化
、
経
済
不
況
な
ど
の
社
会
構
造
的
変

化
で
は
な
く
、
遺
骨
の
物
質
性
か
ら
議
論
を
始
め
る
の
が
本
発
表
の
視
点

で
あ
る
。

　
「
家
の
墓
」
の
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
て
い
く
中
で
、
遺
骨
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
問
題
は
ま
す
ま
す
厄
介
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な

か
で
新
た
に
開
発
さ
れ
る
供
養
品
は
、
遺
族
が
遺
骨
を
維
持
す
る
負
担
を

軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
研
究
者
が
あ
ま
り
注
意

を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
製
品
が
遺
骨
の
物
質
性
を
ど
の

よ
う
に
変
化
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
テ
ン
マ
ッ
ク
と

い
う
花
屋
が
開
発
し
た
「
生
け
花
仏
壇
」
は
、
遺
灰
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
祭
壇
の
引
き
出
し
の
中
に
二
体
分
ま
で
の
遺
灰
を
入
れ
る
こ
と
が
で

き
、
両
親
の
遺
骨
を
両
方
受
け
継
ぐ
一
人
っ
子
の
女
性
の
た
め
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
大
阪
の
一
心
寺
で
有
名
に
な
り
、
全
国
的
に

建
立
が
進
ん
で
い
る
「
骨
仏
」
も
、
細
か
い
灰
に
石
膏
を
混
ぜ
て
仏
像
の

形
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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馴
染
み
深
い
現
象
が
、
そ
の
布
置
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
相
貌
を
見
せ

う
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
こ
そ
、
今
回
の
パ
ネ
ル
最
大
の
意
義
で
あ
ろ

う
。
換
言
す
れ
ば
、
現
代
日
本
に
お
け
る
直
葬
・
樹
木
葬
・
遺
灰
加
工
に

つ
い
て
、
研
究
上
の
再
文
脈
化
が
試
み
ら
れ
た
パ
ネ
ル
で
あ
っ
た
。
パ
ネ

リ
ス
ト
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
再
文
脈
化
が
達
成
さ
れ
た

発
表
で
あ
っ
た
が
、
で
は
パ
ネ
リ
ス
ト
相
互
関
係
に
お
い
て
は
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
当
日
の
コ
メ
ン
ト
１

と
し
て
問
う
た
が
、
こ
れ
は
将
来
的
に

も
繰
り
返
さ
れ
る
べ
き
問
い
で
も
あ
る
。
実
際
、
事
前
打
ち
合
わ
せ
を
含

め
た
パ
ネ
ル
発
表
を
承
け
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
が
触
発
さ
れ
た
の
は
、
近
代

火
葬
史
の
読
み
直
し
で
あ
っ
た
。

　

現
代
日
本
に
お
け
る
直
葬
・
樹
木
葬
・
遺
灰
加
工
の
大
前
提
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
遺
体
を
火
葬
し
て
焼
骨
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宮
澤
氏
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、
火
葬
は
全
世
界
的
な
潮
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
最
近
で

は
フ
ラ
ン
ス
で
も
火
葬
が
増
え
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
（
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
ブ
ト
リ
「
墓
地
の
発
明
か
ら
火
葬
の
勝
利
へ
」『
思
想
』
二
〇
二
〇

年
二
月
号
）。
た
と
え
ば
韓
国
全
体
の
一
九
七
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま

で
の
火
葬
率
の
推
移
は
、
戦
後
日
本
の
山
梨
県
や
高
知
県
に
お
け
る
一
九

五
〇
―
一
九
八
〇
年
の
推
移
と
似
た
よ
う
な
カ
ー
ブ
を
描
く
（
土
居
「
変

化
し
続
け
て
き
た
近
代
日
本
の
葬
儀
」『
比
較
日
本
文
化
研
究
』
一
九
）

ほ
ど
、
急
激
な
上
昇
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
観
察
さ
れ
る
こ
の
現
象
は
、

今
後
も
継
続
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
で
は
火
葬
が
進
展
す
る
こ
と
は
、
世
界
各

国
で
ど
の
よ
う
に
説
明
（
評
価
）
さ
れ
て
い
る
／
き
た
の
か
。
こ
れ
が
当

日
コ
メ
ン
ト
２

で
あ
る
。
従
来
の
火
葬
が
、
環
境
に
負
荷
を
か
け
る
葬
法

で
あ
る
こ
と
は
、
パ
ネ
リ
ス
ト
諸
氏
が
言
及
し
た
が
、
で
は
、
か
つ
て
は

空
間
、
儀
礼
の
よ
り
幅
広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
可
能
に
し
て
い
る
現
代
日

本
社
会
に
と
っ
て
、
よ
り
魅
力
的
な
物
質
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
の

で
あ
る
。

　

最
後
に
興
味
深
い
の
は
、
欧
米
の
多
く
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
デ
ス
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
日
本
の
骨
片
を
保
存
す
る
伝
統
が
、
よ
り
自
然
で

正
直
な
死
と
の
関
わ
り
方
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ばD
eath Positivity

（
死
の
肯
定
）
は
、
人
間
の
死
と
そ
の
結
果
の
根

本
的
な
受
け
入
れ
を
中
心
と
し
た
新
し
い
時
代
の
精
神
的
な
動
き
で
あ

り
、
そ
の
な
か
で
もthe O

rder of the Good D
eath

の
ケ
イ
ト
リ

ン
・
ド
ー
テ
ィ
は
、
日
本
の
骨
上
げ
の
儀
式
は
、
人
々
を
よ
り
良
い
悲
嘆

の
プ
ロ
セ
ス
へ
と
導
き
、
自
分
の
死
と
の
よ
り
健
全
な
関
係
へ
導
く
も
の

と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト

土
居　
　

浩

　

今
回
の
パ
ネ
リ
ス
ト
諸
氏
が
具
体
的
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
、
現
代

日
本
に
お
け
る
直
葬
・
樹
木
葬
・
遺
灰
加
工
（
手
元
供
養
）
は
、
春
秋
の

彼
岸
や
盆
の
季
節
に
な
れ
ば
、「
新
し
い
」
葬
送
ス
タ
イ
ル
の
例
と
し
て

繰
り
返
し
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
、
一
般
に
も
馴
染
み
深
い
現
象
で
あ
る
（
た

と
え
ば
著
名
な
無
料
イ
ラ
ス
ト
配
布
サ
イ
ト
「
い
ら
す
と
や
」
で
は
、
一

般
的
な
墓
石
の
お
墓
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
二
〇
一
四
年
に
は
散
骨
が
、

二
〇
一
六
年
に
樹
木
葬
が
公
開
さ
れ
て
い
る
）。
学
術
大
会
で
も
過
去
に

複
数
名
が
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
珍
し
く
な
い
事
例
だ
が
、
そ

の
事
例
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
の
か
、
い
わ
ば
事
例
の
布
置
が
、
類

似
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
報
告
と
は
異
な
り
、
き
わ
め
て
斬
新
で
あ
っ
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パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

宮
澤　

安
紀

　

本
パ
ネ
ル
は
現
代
日
本
の
葬
送
研
究
の
新
た
な
可
能
性
を
探
る
た
め
、

国
内
の
文
脈
か
ら
で
は
な
く
、
異
文
化
の
視
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
分
析
す

る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
葬
送
研
究
の
嚆
矢
は
柳

田
國
男
の
「
葬
送
の
沿
革
に
つ
い
て
」（
一
九
二
九
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
、

そ
れ
を
継
承
し
て
発
展
し
た
民
俗
学
の
分
野
で
は
、「
仏
教
が
浸
透
す
る

以
前
の
祖
型
の
復
元
」
が
目
指
さ
れ
た
（
山
田
二
〇
〇
六
）。
一
方
で
戦

後
の
民
主
化
や
農
地
改
革
、
ま
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長

期
を
通
じ
、
民
俗
学
と
い
う
よ
り
は
そ
の
隣
接
分
野
か
ら
、
社
会
構
造
の

変
化
に
よ
る
葬
送
文
化
の
変
容
が
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
は
、
直
系
の
子
孫
に
よ
る
継
承
を
前
提
と
し
た

「
家
の
墓
」
シ
ス
テ
ム
の
制
度
疲
労
を
背
景
に
、
地
縁
・
血
縁
に
依
ら
な

い
、
永
代
供
養
墓
や
共
同
墓
、
散
骨
や
樹
木
葬
な
ど
の
新
た
な
葬
送
に
も

関
心
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
槇
村
一
九
九
六
、
井
上
二
〇
〇
三
、

森
二
〇
〇
〇
な
ど
）。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
は
日
本
の
近
代
化
・
個

人
化
に
よ
る
葬
送
文
化
の
変
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
一
方
で
、
そ
の

実
態
を
主
に
国
内
の
文
脈
の
み
に
よ
っ
て
語
る
傾
向
が
あ
っ
た
た
め
、
こ

の
日
本
の
状
況
が
海
外
の
情
勢
と
の
対
比
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の

か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
か
ら
の
分
析
と
い
う
視
点
は
あ
ま
り
取
り
入
れ

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
の
一
方
、
近
年
、
英
米
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
で
は
、
学
際
的
・
国

際
的
な
研
究
領
域
と
し
て
のD

eath Studies

の
興
隆
が
み
ら
れ
る
。

例
え
ば
有
名
な
も
の
で
は
イ
ギ
リ
ス
・
バ
ー
ス
大
学
に
設
置
さ
れ
た
「
死

と
社
会
セ
ン
タ
ー
」
や
、「
死
と
社
会
研
究
学
会
」
が
あ
り
、
こ
こ
で
は

ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　

当
日
、
時
間
の
都
合
で
宮
澤
氏
の
発
表
で
は
省
略
さ
れ
た
が
、
日
英
の

近
代
火
葬
史
に
お
い
て
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
、
日
本
に
お

い
て
は
火
葬
が
禁
止
さ
れ
（
一
八
七
三
年
）、
す
ぐ
さ
ま
解
禁
さ
れ
た
（
一

八
七
五
年
）
そ
の
間
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
英
国
火
葬
協
会
が
発
足
し
た
（
一

八
七
四
年
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
早
く
に
鯖
田
豊
之
『
火

葬
の
文
化
』（
一
九
九
〇
年
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
。
近
代
初
頭
の
日
本

で
西
欧
の
火
葬
が
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
宮
澤
氏
も
コ
メ
ン
ト
へ
の

リ
プ
ラ
イ
と
し
て
、
最
近
ト
ニ
ー
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
「
想
像
さ
れ
た
近
代

性
」
の
好
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
も
絡
め
、
紹
介
さ
れ
た
。
コ

メ
ン
テ
ー
タ
か
ら
は
、
よ
り
具
体
的
事
例
と
し
て
、
一
八
七
四
年
に
刊
行

さ
れ
た
ト
ン
プ
ソ
ン
の
著
作
が
、
一
八
七
八
年
に
は
日
本
で
『
火
葬
論
』

と
し
て
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
訳
者
の
舟

橋
振
は
、
明
治
初
期
の
東
本
願
寺
翻
訳
局
に
所
属
し
て
、
様
々
な
宗
教
関

連
書
の
翻
訳
に
従
事
し
て
お
り
、
こ
の
『
火
葬
論
』
も
そ
の
一
環
あ
る
い

は
派
生
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
か
つ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

馴
染
み
の
な
い
火
葬
が
、
ど
う
想
像
さ
れ
て
き
た
の
か
も
、
日
本
の
そ
れ

と
比
較
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
チ
ェ
コ
映
画
に
表

象
さ
れ
た
火
葬
に
お
け
る
（
想
像
上
の
）
仏
教
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
課
題

を
検
討
す
る
に
際
し
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
郷
堀
ヨ
ゼ
フ
・
土
居

「
比
較
近
代
死
生
観
研
究
の
前
哨
」（『
比
較
日
本
文
化
研
究
』
一
五
、
二

〇
一
二
年
）。
学
問
領
域
を
さ
ら
に
ま
た
ぎ
つ
つ
、
近
代
火
葬
史
・
葬
墓

制
史
の
読
み
直
し
が
待
た
れ
る
。
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究
者
二
人
と
、
異
文
化
と
の
比
較
か
ら
現
代
日
本
の
葬
送
を
考
察
す
る
日

本
の
研
究
者
一
人
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
、
そ
し
て
長
年
近
現
代
日
本
の
葬
送

墓
制
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
き
た
日
本
の
民
俗
学
者
一
人
を
コ
メ
ン
テ

ー
タ
に
加
え
、
現
代
日
本
に
お
け
る
葬
送
文
化
を
分
析
す
る
た
め
の
新
た

な
視
点
の
提
示
を
試
み
た
。

「
死
、
死
に
ゆ
く
こ
と
、
遺
体
の
処
理
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
際
学
会
が

定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
大

学
に
も
「
デ
ス
テ
ッ
ク
・
リ
サ
ー
チ
・
チ
ー
ム
」
が
設
置
さ
れ
、
現
代
社

会
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
死
に
つ
い
て
の
学
際
的
な
研
究
を
展
開 

し
て
い
る
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
に
も
近
年
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
を
ベ
ー
ス 

に
し
た
「
デ
ス
・
ラ
ボ
」
な
ど
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
う
し
たD

eath 
Studies

の
領
域
で
は
、
死
に
関
連
す
る
全
て
の
研
究
が
包
括
さ
れ
、
葬

送
研
究
も
そ
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
日
本
で
も
一
九
七
〇
年 

代
に
はD

eath Studies
やT

hanatology

を
継
承
し
た
領
域
と
し
て

「
死
生
学
」
と
い
う
分
野
が
発
達
し
た
が
、
日
本
の
死
生
学
に
お
い
て
は
、

欧
米
の
ホ
ス
ピ
ス
運
動
や
「
死
の
準
備
教
育
」
の
影
響
が
強
か
っ
た
た
め

か
、
学
際
的
で
は
あ
る
が
医
療
や
ケ
ア
の
現
場
、
生
命
倫
理
、
死
生
観
、

死
別
研
究
な
ど
が
中
心
的
に
扱
わ
れ
、
葬
送
が
研
究
の
主
題
と
な
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
超
少
子
高
齢
化
社
会
と
し
て
、
世
界
に
先
駆
け
葬
送
文
化 

の
大
き
な
変
容
を
経
験
し
て
い
る
現
代
日
本
は
、
近
年
で
は
多
く
の
海 

外
の
研
究
者
に
よ
っ
て
調
査
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
（Suzuki 2000

：

2003, Row
e 2000

：2003

：2011, K
aw
ano 2010, Boret 2013

：
2014

：2017, 

金
二
〇
一
二
、
二
〇
一
九
、Gould et al. 2019
な
ど
）。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
後
日
本
の
葬
送
研
究
の
可
能
性
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
葬
送
研
究
をD

eath Studies

の
領
域

に
位
置
づ
け
直
し
、
海
外
の
研
究
者
と
の
交
流
を
持
ち
な
が
ら
国
際
的
・

学
際
的
に
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
パ
ネ
ル
で
は
そ
の
試
み
の
第
一
歩
と
し
て
、
異
文
化
の
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
ち
な
が
ら
現
代
日
本
の
葬
送
研
究
を
行
っ
て
い
る
研
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世
俗
化
論
は
な
ぜ
流
行
っ
た
の
か 

│
│ 
学
説
史
で
は
な
く
学
問
史
の
観
点
か
ら 

│
│

田
中　

浩
喜

　

本
発
表
の
目
的
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
七
〇
年
代
の
宗
教

社
会
学
に
お
い
て
世
俗
化
論
が
流
行
し
た
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
本
発
表
で
は
、
世
俗
化
論
の
理
論
的
内
容
を
追
う
学
説
史
的
ア
プ
ロ

ー
チ
で
は
な
く
、
世
俗
化
論
の
流
行
の
背
後
に
あ
る
文
脈
に
注
目
す
る
学

問
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。
本
発
表
が
提
示
し
た
の
は
、
世
俗
化

論
が
流
行
し
た
の
は
、
世
俗
化
論
が
二
重
の
利
害
関
心
（
ダ
ブ
ル
・
イ
ン

タ
レ
ス
ト
）
に
答
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

　

第
一
の
利
害
関
心
は
、
学
問
的
な
利
害
関
心
で
あ
る
。
世
俗
化
論
の
流

行
以
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
社
会
学
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
下
に

置
か
れ
て
い
た
。
宗
教
社
会
学
は
教
会
の
司
牧
と
伝
道
に
役
立
つ
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
宗
教
社
会
学
で
は
、
マ
ク

ロ
な
理
論
研
究
が
嫌
厭
さ
れ
て
い
た
。
宗
教
社
会
学
と
蜜
月
関
係
に
あ
る

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
古
典
的
理
論
社

会
学
を
近
代
主
義
的
で
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
戦
間
期
生
ま
れ
の
若
手
世
代

が
、
既
成
（
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
）
の
宗
教
社
会
学
に
異
議
を
申

し
立
て
る
よ
う
に
な
る
。
重
要
な
の
は
、
当
時
の
若
手
宗
教
社
会
学
者

が
、
既
成
の
宗
教
社
会
学
に
対
す
る
批
判
と
世
俗
化
論
の
提
唱
を
、
同
時

に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｔ
・
ル
ッ
ク
マ
ン
の
『
見
え

な
い
宗
教
』（
一
九
六
七
年
）
で
は
、
既
成
の
宗
教
社
会
学
の
教
派
性
と

没
理
論
性
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
後
、
世
俗
化
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
世
代
間
闘
争
を
経
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
社
会
学
は
一
九
七
〇
年

代
初
頭
に
脱
カ
ト
リ
ッ
ク
化
す
る
。
一
九
七
一
年
の
国
際
宗
教
社
会
学
会

で
、
世
俗
化
論
者
の
Ｂ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
会
長
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
社
会
学
の
世
代
間
闘
争
と
世
俗
化
論
の
流
行
の
有
機

的
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

当
時
の
若
手
宗
教
社
会
学
者
に
と
っ
て
、
世
俗
化
論
は
①
既
成
教
会
の

衰
退
を
説
く
点
で
、
既
成
教
会
に
依
存
し
て
い
た
既
成
の
宗
教
社
会
学
へ

の
反
抗
の
象
徴
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
②
マ
ク
ロ
な
理
論
で
あ
る
点
で
、
理

論
研
究
を
等
閑
視
し
て
き
た
既
成
の
宗
教
社
会
学
へ
の
反
抗
の
象
徴
だ
っ

た
。
要
す
る
に
、
世
俗
化
論
は
、
宗
教
社
会
学
の
改
革
を
目
指
す
若
手
研

究
者
の
利
害
関
心
に
適
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
利
害
関
心
は
、
宗
教
的
な
利
害
関
心
で
あ
る
。
宗
教
社
会
学
で

世
俗
化
論
が
流
行
す
る
以
前
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
で
は
す
で
に
、

あ
る
種
の
世
俗
化
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
Ｄ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
や
Ｆ
・

ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
な
ど
の
世
俗
神
学
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
ま
で
、
世
俗

神
学
は
神
学
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
一
九
六
三
年
に
Ｊ
・
ロ
ビ

ン
ソ
ン
の
『
神
へ
の
誠
実
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
と
、
神
学
の
外
部

で
も
世
俗
社
会
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
適
応
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
性
化
し
た
。

　

世
俗
化
論
の
一
部
は
、
こ
の
世
俗
神
学
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
社

会
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
神
学
者
Ｈ
・
コ
ッ
ク
ス
の
『
世
俗

都
市
』（
一
九
六
五
年
）
で
あ
る
。
コ
ッ
ク
ス
は
、
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
議

論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
社
会
科
学
の
言
葉
を
使
っ
て
、
世
俗
化
の
「
聖
書

第
一
グ
ル
ー
プ
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現
在
の
宗
教
学
に
お
け
る
方
法
論
お
よ
び
理
論
は
、
北
米
宗
教
学
会

（
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｓ
Ｒ
）
で
は
活
発
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
国
内
で

は
世
俗
化
理
論
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
言
及
が
見
ら
れ
な
い
。
宗
教
学
の

理
論
家
に
関
す
る
研
究
は
国
内
で
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は

理
論
自
体
の
妥
当
性
は
検
討
せ
ず
、「
宗
教
思
想
」
と
し
て
扱
う
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
国
外
で
は
現
在
に
お
い
て
も
宗
教
に
つ
い
て

の
理
論
は
活
発
に
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
が
進
化
生
物
学
・
認
知

科
学
の
知
見
に
基
づ
い
た
理
論
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
に
お
い
て
発
表
者
は
、
宗
教
学
に
お
け
る
理
論
研
究
や

方
法
論
上
の
議
論
に
は
、
大
い
に
意
義
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
そ
の
意

義
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
複
数
あ
る
が
、
以
下
で
は
そ
の
一
つ
と
し

て
、
理
論
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
「
論
点
の
抽
出
と
研
究
の
性
格
の
認

識
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
前
述
の
進
化
生
物
学
的
・
認
知
科
学
的
理
論

（
科
学
的
宗
教
理
論
）
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
批
判
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
何
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
論
点
を
抽
出
で
き
る
。
そ
の
論
点
の
う
ち
、
対
立
す
る
姿
勢

と
み
な
せ
る
の
が
「
普
遍
主
義
／
個
別
主
義
」「
説
明
ア
プ
ロ
ー
チ
／
理

解
・
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
」「
還
元
主
義
／
非
還
元
主
義
」
の
三
つ
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
普
遍
主
義
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
宗
教
理
論
は
宗
教
の
文
脈
依

存
性
を
無
視
し
て
い
る
、
歴
史
的
変
化
を
考
慮
し
て
い
な
い
な
ど
の
批
判

が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
人
間
の
精
神
は
何
も
書
き
込
ま
れ
て
い
な

い
白
紙
と
は
み
な
し
え
ず
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
普
遍
的
傾
向
性
を
見
出

し
、
宗
教
も
そ
の
傾
向
性
か
ら
生
ま
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
認
知
科
学
や

進
化
心
理
学
で
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
反
論
も
な
さ
れ
て
い
る
。
説
明

ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
言
語
や
意
味
論
の
重
要
性
を
無
視
し
て
い
る

的
根
源
」
を
主
張
し
て
い
る
。
Ｐ
・
バ
ー
ガ
ー
が
『
聖
な
る
天
蓋
』（
一

九
六
七
年
）
で
展
開
し
た
世
俗
化
論
は
、
世
俗
化
の
キ
リ
ス
ト
教
的
起
源

を
説
く
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
と
コ
ッ
ク
ス
の
系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
リ
ベ

ラ
ル
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
社
会
学
者
の
バ
ー
ガ
ー
は
、
世
俗
神
学
に
社

会
科
学
的
な
装
い
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
世
俗
化
論
は
リ
ベ
ラ

ル
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
親
和
的
な
一
部
の
宗
教
社
会
学
者
と
、

リ
ベ
ラ
ル
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
の
「
対
話
」
に
よ
っ
て
発
展
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　

当
時
の
リ
ベ
ラ
ル
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
、
世
俗
化
論
は
①
世

俗
化
の
キ
リ
ス
ト
教
的
起
源
を
説
く
点
で
、
世
俗
社
会
の
肯
定
的
再
解
釈

を
可
能
に
し
、
②
既
成
教
会
の
求
心
力
の
低
下
を
説
く
点
で
、
教
会
改
革

を
正
当
化
し
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
要
す
る
に
、
世
俗
化
論
は
、
世
俗

社
会
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
適
応
を
目
指
す
リ
ベ
ラ
ル
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
利
害
関
心
に
適
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
世
俗
化
論
の
流
行
に
は
、
抵
抗
の
時
代
の
痕
跡
が
二
重

に
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
代
宗
教
学
の
方
法
論
的
議
論 

│
│ 

認
知
科
学
的
宗
教
理
論
へ
の
批
判
か
ら 

│
│

藤
井　

修
平

　

本
発
表
の
目
的
は
、
宗
教
学
に
お
け
る
理
論
研
究
お
よ
び
方
法
論
的
議

論
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
科
学
的
宗
教
理
論
に
対
す
る
批
判

の
検
討
か
ら
、
そ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
論
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
知

見
を
元
に
、
方
法
論
上
の
議
論
と
し
て
論
ず
べ
き
問
い
を
提
示
す
る
こ
と

で
あ
る
。
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今
後
も
議
論
を
行
っ
て
い
く
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。

「
ポ
ス
ト
世
俗
」
の
諸
相

坪
光　

生
雄

　
「
ポ
ス
ト
世
俗
（the postsecular

）」
と
い
う
今
日
の
流
行
語
の
周

囲
に
は
、
異
な
る
論
争
点
、
問
題
関
心
、
規
範
的
主
張
が
集
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
じ
つ
に
多
様
な
言
説
の
モ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、

使
用
さ
れ
る
場
面
ご
と
に
し
ば
し
ば
非
常
に
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
可
能
な
意
味
の
全
域
を
包
括
し
う
る
仕
方
で
あ
ら
か
じ
め

用
語
を
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」

の
諸
言
説
に
関
し
て
批
判
的
に
取
り
組
む
際
に
は
、
こ
の
言
葉
が
使
用
さ

れ
る
そ
の
と
き
ど
き
の
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
ど
の
よ
う
な
意
味
が

開
示
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
明
敏
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
本
発
表
が
と
り
わ
け
注
目
を
促
す
の
は
、
こ
の
言
葉
の
も
つ
パ
フ

ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。「
ポ
ス

ト
世
俗
」
の
語
り
に
お
い
て
意
図
さ
れ
る
こ
と
や
そ
の
意
図
せ
ざ
る
効
果

は
、
言
語
の
純
粋
に
記
述
的
な
性
質
か
ら
は
十
全
に
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
む
し
ろ
、
用
語
の
使
用
に
伴
わ
れ
て
い
る
物
語
的
な
効
果
や
、

概
念
が
現
実
に
対
し
て
規
範
的
・
形
成
的
な
仕
方
で
関
わ
っ
て
い
く
そ
の

動
態
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
多
義
的
で
論
争
的
な
用
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
整
理
や

批
判
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。「
ポ
ス
ト
世
俗
」
を
論
じ
る
多
様
な
言

説
に
つ
い
て
広
範
な
サ
ー
ヴ
ェ
イ
を
行
っ
た
Ｊ
・
Ａ
・
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド

は
、
語
の
意
味
を
大
き
く
六
つ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
に
分
け
て
整
理
し
た
上

で
、
こ
の
概
念
の
学
術
的
使
用
に
関
し
て
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る

と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
他
方
で
理
解
と
解
釈
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
主
観
的

に
な
り
、
確
か
な
知
識
を
生
み
出
せ
な
い
と
批
判
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た

科
学
的
宗
教
理
論
に
対
す
る
還
元
主
義
と
い
う
批
判
は
、
歴
史
や
社
会
な

ど
宗
教
を
扱
う
際
に
無
視
で
き
な
い
水
準
の
情
報
を
無
視
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
人
間
の
生
物
や
認
知
・
心
理
の
水
準
も
ま

た
無
視
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
論
ず
べ
き
な
の
は
、
社

会
や
心
理
、
生
物
な
ど
の
諸
水
準
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宗
教
現
象
に
対

し
て
ど
れ
ほ
ど
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
神
学
的
」
研
究
に
対
す
る
批
判

は
、
宗
教
の
研
究
者
や
教
育
機
関
が
い
か
に
権
力
と
し
て
の
宗
教
と
結
び

付
い
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点
で
捉
え
、
な
お
か
つ
研
究

者
の
「
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
の
結
び
つ
き
だ
け
で
は
な
く
、「
反

宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
の
結
び
つ
き
に
も
着
目
す
れ
ば
、
現
代
に
お

い
て
も
有
効
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
方
法
論
上
の
対
立
は
、
い
ず
れ
か
一
方
が
正
し
い
と
い
う
こ

と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。
重
要
な
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
の
批

判
的
な
議
論
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
を
行
う
こ
と
で
、
自

ら
や
他
者
の
研
究
の
性
格
に
つ
い
て
も
よ
り
良
く
理
解
が
行
え
る
し
、
他

方
で
そ
の
よ
う
な
議
論
の
欠
如
は
、
一
つ
の
手
法
の
絶
対
視
と
新
た
な
視

点
の
排
除
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
人
間
行
動
は
ど
こ
ま
で
普

遍
的
共
通
要
素
に
よ
り
説
明
可
能
で
、
ど
こ
か
ら
そ
れ
が
不
可
能
と
な
る

の
か
」「
自
然
科
学
と
人
文
・
社
会
科
学
の
差
異
は
ど
こ
ま
で
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
」「
言
語
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
非
言
語
的
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
れ

ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
は
何
か
」「
社
会
的
水
準
と
生
物
学
的
水
準
の
双
方

を
反
映
す
る
視
点
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
つ
い
て
、
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り
も
、
異
な
る
自
己
理
解
を
可
能
に
す
る
複
数
の
物
語
の
競
合
す
る
魅
力

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
発
表
で
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
ポ
ス
ト
世
俗
の
パ
フ
ォ
ー
マ

テ
ィ
ブ
な
力
」（H

. D
e V

riese &
 G. V

anheesw
ijck, “T

he Per-
form

ative Force of the Postsecular, ” 2019

）
の
い
く
つ
か
を
概

観
し
た
。
た
と
え
ば
、
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
Ｃ
・
テ
イ
ラ
ー
の
そ
れ
ぞ

れ
の
思
想
に
お
い
て
「
ポ
ス
ト
世
俗
」
と
い
う
語
の
使
用
に
意
図
さ
れ
て

い
る
諸
々
の
効
果
の
拡
散
や
収
束
は
、
本
発
表
の
立
場
か
ら
し
て
と
く
に

興
味
深
い
検
討
課
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」
と

い
う
言
葉
の
価
値
や
有
効
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て

表
現
す
る
政
治
的
・
哲
学
的
・
道
徳
的
・
精
神
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
全
体
の
魅

力
や
も
っ
と
も
ら
し
さ
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

宗
教
の
モ
デ
リ
ン
グ 

│
│ 

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教 

│
│

近
藤　

光
博

　

本
発
表
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
モ
デ
ル
化
（
モ
デ
リ

ン
グ
）
を
試
み
た
。「
こ
れ
ら
の
宗
教
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
な
の
か
」
と

い
う
問
い
に
、
現
代
宗
教
学
の
立
場
か
ら
応
答
し
て
み
た
い
。

　

こ
う
し
た
試
み
は
本
質
主
義
に
堕
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
本

質
主
義
的
な
宗
教
論
が
、
宗
教
学
の
外
側
で
つ
ね
に（
再
）生
産
さ
れ
て
い

る
状
況
に
介
入
す
べ
き
必
要
、
さ
ら
に
、
現
在
の
宗
教
分
類
学
が
、
各
地

域
の
前
近
代
に
根
差
し
て
お
り
、
右
の
問
い
に
は
、
近
代
主
義
批
判
、
植

民
地
主
義
批
判
を
超
え
た
正
当
性
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、

現
代
宗
教
学
に
は
そ
れ
に
応
え
る
べ
き
で
あ
る
。
本
質
主
義
へ
の
頽
落
を

避
け
る
べ
く
、
本
発
表
で
は
、
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
モ
デ
リ
ン
グ

（J. A
. Beckford, “Public Religions and Postsecular, ” 2012

）。

ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
が
問
題
視
す
る
こ
と
の
一
つ
は
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」
を

論
じ
る
言
説
の
多
く
が
規
範
的
で
思
弁
的
な
傾
向
を
示
す
一
方
で
、
経
験

的
な
根
拠
づ
け
や
分
析
に
は
十
分
な
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。「
ポ
ス
ト
世
俗
」
が
社
会
の
経
験
的
現
実
に
正
確
に
対
応
し
た
も

の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
の
使
用
は
宗
教
の
科
学
的
研
究
に
と
っ

て
有
意
義
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
結
論
で
あ
っ
た
。
し
か

し
ま
た
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
別
の
角
度
か
ら
の

批
判
も
目
に
つ
く
。
そ
こ
で
は
用
語
の
記
述
的
な
不
透
明
性
よ
り
も
、
そ

の
物
語
的
な
効
果
の
幻
想
性
が
問
題
と
さ
れ
る
。「
ポ
ス
ト
世
俗
」
と
は

「
現
在
の
泥
沼
か
ら
の
脱
出
と
い
う
希
望
的
な
幻
想
」
を
も
た
ら
す
ば
か

り
の
「
中
身
の
な
い
時
代
区
分
と
領
域
化
の
指
標
」
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い

と
い
っ
た
指
摘
は
、
こ
の
批
判
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
（T

om
oko 

M
asuzaw

a, “Secular by D
efault? ” 2012

）。

　

し
か
し
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」
は
現
代
社
会
の
現
実
に
記
述
的
に
対
応
し

た
語
で
な
い
と
す
る
一
つ
目
の
批
判
は
、
概
念
そ
の
も
の
の
廃
棄
を
正
当

化
す
る
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
ポ
ス
ト
世

俗
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
そ
の
記
述
的
な
使
用
だ
け
で
な
く
、
規
範
的

な
含
意
に
も
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
語
の
物
語

的
な
働
き
か
け
に
集
中
す
る
二
つ
目
の
批
判
は
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」
の
パ

フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
言
う
な
ら

「
世
俗
」
や
「
宗
教
」
に
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
よ
い
。「
私
た
ち

は
世
俗
の
時
代
に
生
き
て
い
る
」
や
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
は
幻
想
で
あ
る
」

と
い
っ
た
言
明
も
ま
た
、
別
の
自
己
解
釈
的
な
物
語
の
一
部
と
な
り
う

る
。
と
す
れ
ば
、
争
わ
れ
て
い
る
の
は
概
念
の
記
述
的
な
性
能
で
あ
る
よ
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と
は
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
拡
大
と
と
も
に
拡
散
し
つ

づ
け
る
。
④
そ
の
状
況
に
お
い
て
、
正
統
性
を
一
つ
に
定
め
る
こ
と
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
唯
一
の
最
高
審
級
で
あ
る

預
言
が
す
で
に
終
了
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
地
域
的
、
時
代
的
な
広

が
り
を
得
る
に
つ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
内
部
に
は
、
偶
像
崇
拝
・
多
神

教
と
か
な
り
親
和
性
の
高
い
信
心
信
仰
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
す
ら
な

る
。
そ
こ
に
お
い
て
す
ら
、「
核
」
へ
の
参
照
、
そ
こ
か
ら
の
自
己
合
理

化
が
な
さ
れ
る
。
⑥
し
か
し
、
そ
の
試
み
の
理
路
は
、
し
ば
し
ば
か
な
り

ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
り
、
お
の
ず
と
「
核
」
へ
の
縮
小
傾
向

が
生
ず
る
。
⑦
お
お
よ
そ
の
正
統
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
と
、
認
め
ら
れ

な
い
範
囲
と
の
境
界
は
、
上
記
の
理
由
か
ら
つ
ね
に
曖
昧
で
あ
り
つ
づ
け

る
。
そ
の
境
界
領
域
で
最
も
強
い
影
響
力
を
も
つ
の
が
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

（T
as. aw

w
uf

）
で
あ
る
。

　

現
代
宗
教
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
な
ど
、
諸
宗
教
の
既
存
範
疇
に
、
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
概
念
の
成
立
を
め
ぐ
る
歴
史
構
築
主
義
的
な

批
判
が
、
そ
こ
で
の
基
礎
的
な
素
養
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
で
は
、
そ

れ
ら
諸
宗
教
の
既
存
範
疇
は
、
た
だ
慣
習
上
、
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
よ
い

の
か
。
特
定
範
疇
が
成
立
維
持
さ
れ
る
必
然
性
は
、
ど
の
程
度
の
も
の
と

見
積
も
ら
れ
る
べ
き
か
。
本
発
表
は
、
こ
う
し
た
問
い
へ
の
取
り
組
み
の

足
が
か
り
と
し
て
、「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
モ
デ
リ
ン
グ
」

を
試
み
た
。
こ
れ
が
学
説
レ
ベ
ル
で
有
意
義
で
あ
る
か
ど
う
か
（
と
い
う

の
も
、
講
義
や
雑
談
、
私
的
理
解
の
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
の
種
の
理
解
は
つ

ね
に
、
も
う
す
で
に
、
十
分
出
来
上
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
）、
今
後

も
検
討
を
続
け
た
い
。

の
方
法
を
採
用
し
、
二
つ
の
既
存
宗
教
範
疇
の
動
態
性
、
開
放
性
を
確
保

し
た
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
つ
い
て
、「
ア
メ
ー
バ
宗
教
と
そ
の
核
」
と
い
う
モ

デ
ル
を
示
し
、
そ
の
特
徴
を
六
点
に
ま
と
め
た
。
①
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
ま

る
で
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
、
接
触
し
た
も
の
、
新
た
に
生
じ
た
も
の
を
、

内
部
に
取
り
込
み
、
全
体
性
を
維
持
し
て
い
る
。
②
そ
の
取
り
込
み
に

は
、
接
触
と
い
う
偶
然
的
な
契
機
の
み
に
よ
り
導
か
れ
る
。
③
取
り
込
み

に
失
敗
し
た
諸
事
物
は
、
単
に
外
に
捨
て
置
か
れ
る
。
④
取
り
込
ん
だ
諸

事
物
は
、
完
全
に
消
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
半
消
化
の
ま
ま
、
据
え

置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
⑤
結
果
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
内
部
に
は
、
相
反

す
る
よ
う
な
要
素
が
併
存
す
る
。
⑥
こ
の
ア
メ
ー
バ
に
は
「
核
」
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
の
三

つ
、
ひ
い
て
は
カ
ー
ス
ト
制
度
で
あ
る
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
い
う
概
念
＝
範
疇
＝
言
説
に
は
、
近
代
的
な
社
会
構

築
性
が
よ
り
強
く
と
も
な
う
。
右
モ
デ
ル
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
こ

こ
二
百
年
弱
の
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
」
に
つ
い
て
妥
当
す
る
モ
デ
ル
を
模
索

し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
期
間
を
超
え
る
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
考
察
の
必
要

が
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
つ
い
て
は
「
核
か
ら
の
拡
大
、
核
へ
の
縮
小
」
と
い

う
モ
デ
ル
を
示
し
、
そ
の
特
徴
を
七
点
に
整
理
し
た
。
①
イ
ス
ラ
ー
ム
教

の
「
核
」
は
ク
ル
ア
ー
ン
、
そ
し
て
次
に
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
、
お
よ
び

ハ
デ
ィ
ー
ス
で
あ
る
。
②
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
言
葉
の
合
理
的

解
釈
を
連
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、「
核
」
を
保
持
し
つ
つ
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
の
地
理
的
、
時
代
的
な
拡
大
が
可
能
に
な
る
。
③
こ
の
連
続
過
程
に

お
い
て
は
、
い
く
ら
合
理
性
を
突
き
詰
め
て
も
、
解
釈
が
多
数
化
す
る
こ
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恣
意
的
に
選
別
し
、
そ
れ
以
外
の
他
者
を
排
除
す
る
よ
う
な
、
閉
ざ
さ
れ

た
え
り
好
み
関
係
」
だ
と
の
誤
解
を
受
け
る
恐
れ
を
免
れ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
日
本
語
の
「
絆
」
は
、
複
数
の
他
者
を
排
除
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
か
ら
も
と
も
と
免
れ
て
い
る
。
こ
の
「
絆
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て

「
汝
」
を
弁
証
す
る
こ
と
は
、
我
汝
関
係
の
よ
り
よ
き
理
解
と
実
現
の
た

め
に
、
少
な
か
ら
ぬ
寄
与
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
我
汝
関
係
と
い
う
基
礎
と
、「
絆
」
と
い
う
そ

の
成
果
と
は
、
相
互
補
完
的
な
作
用
を
も
た
ら
し
合
い
、
と
も
す
れ
ば

「
我
・
そ
れ
」
的
無
機
的
な
自
他
の
関
係
ば
か
り
に
陥
り
が
ち
と
な
っ
て
、

も
は
や
ど
こ
に
も
互
い
の
「
絆
」
を
求
め
ら
れ
ず
、
た
だ
利
己
的
な
「
し

が
ら
み
」
の
も
と
で
自
他
が
縛
っ
た
り
縛
ら
れ
た
り
す
る
し
か
な
い
よ
う

な
現
代
の
現
実
の
状
況
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
地
平
を
超
越
し
た
互
い
の

新
た
な
関
係
を
築
き
合
う
た
め
に
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
「
絆
」
の
語
に
よ
っ
て
我
汝
哲
学
の
新
た
な
展
開
を
試

み
よ
う
と
す
る
発
表
者
小
林
の
省
察
は
、
二
〇
二
一
年
を
目
途
に
、
一
冊

の
図
書
の
中
に
収
録
す
る
形
で
公
表
す
る
べ
く
、
二
〇
二
〇
年
現
在
の
時

点
に
お
い
て
、
目
下
準
備
に
努
め
て
い
る
途
上
に
あ
る
。

近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
再
定
義
と
そ
の
比
較
宗
教
学
的
意
義

後
藤　

正
英

　

近
代
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
背
景
に
も

つ
近
代
西
洋
の
宗
教
概
念
と
遭
遇
し
た
こ
と
で
、
自
ら
の
営
み
を
再
定
義

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
宗
教
」「
教
義
（
ド
グ
マ
）」「
信

仰
」
と
い
っ
た
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
見
解
の

相
違
が
た
え
ず
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
本
発
表
で
は
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
教
の

「
絆
」
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
る
も
の 

│
│ 

我
汝
哲
学
の
継
承
の
た
め
の
試
論 

│
│

小
林　
　

敬

　

こ
れ
ま
で
本
学
会
で
二
度
に
わ
た
っ
て
発
表
し
た
と
こ
ろ
の
、
日
本
語

に
よ
る
新
概
念
「
絆
」
に
つ
い
て
、
我
汝
哲
学
に
示
唆
さ
れ
つ
つ
も
、
発

表
者
小
林
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
省
察
と
し
て
展
開
し
て
き
た
一
連
の
試

論
を
、
ひ
と
ま
ず
締
め
く
く
ろ
う
と
す
る
の
が
本
発
表
の
基
本
的
な
趣
旨

で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
小
林
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
我
・
そ
れ
的
な
関
係
の
下

に
成
り
立
つ
い
わ
ば
「
ニ
セ
絆
」
と
い
う
べ
き
「
し
が
ら
み
」
な
ど
で
は

な
い
、
真
の
「
絆
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
関
係
性
は
、
我
汝
関
係

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
し
が
ら
み
」
も
「
絆
」
も
す
べ

て
同
一
視
し
た
ま
ま
「
絆
」
ま
で
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
考
え
、
他
者
を
え
り

好
み
し
よ
う
と
す
る
態
度
〜
そ
れ
自
体
が
「
我
・
そ
れ
」
的
な
他
者
の
扱

い
に
他
な
ら
な
い
〜
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
し
、「
し
が
ら
み
」
に
よ
る
束

縛
・
被
束
縛
の
関
係
を
超
越
し
た
次
元
で
の
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な

る
。
ま
さ
に
筆
者
が
前
二
発
表
で
例
え
た
よ
う
に
、「
羮
に
懲
り
て
膾
を

吹
く
」
消
極
性
か
ら
他
者
に
向
き
合
う
べ
く
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
、

「
羹
と
絆
を
見
極
め
る
」
た
め
の
目
印
が
、
か
つ
て
ブ
ー
バ
ー
や
マ
ル
セ

ル
が
唱
え
た
「
我
汝
哲
学
」
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
だ
。

　

さ
ら
に
小
林
が
考
え
る
に
、
逆
に
我
汝
哲
学
そ
れ
自
体
に
対
し
て
も
、

こ
の
日
本
語
で
の
新
た
な
概
念
「
絆
」
は
、
こ
の
関
係
性
を
一
層
明
ら
か

に
理
解
す
る
た
め
に
寄
与
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
元
来
西
欧
語
の
二
人
称

単
数
の
人
称
代
名
詞
で
表
現
さ
れ
た
「
汝
」
と
い
う
単
語
自
体
が
、
例
え

ば
初
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
実
際
に
陥
っ
た
よ
う
に
「
特
定
の
他
者
の
み
を



83　　

第１グループ 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

ッ
ク
の
『
ユ
ダ
ヤ
教
の
本
質
』
の
執
筆
動
機
の
一
つ
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
キ
リ
ス
ト
教
成
立
以
前
の
律

法
主
義
的
な
宗
教
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
狭
義
の
ド
グ
マ
は
存
在
せ
ず
、

ユ
ダ
ヤ
教
を
一
つ
の
宗
教
に
ま
と
め
て
い
る
の
は
、
ド
グ
マ
で
は
な
く

て
、
善
行
を
せ
よ
、
と
い
う
命
令
で
あ
る
。
こ
れ
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン

以
来
の
議
論
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

近
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
よ
る
宗
教
の
再
定
義
は
、
比
較
宗
教
学
的
に
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教

を
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
す
る
宗
教
概
念
に
抵
抗
し
、
宗
教
に
お
け
る
独
断
論

や
権
威
主
義
を
批
判
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
そ
れ
が
該
当
し
な
い
こ
と
を
主

張
し
よ
う
と
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た

近
代
ユ
ダ
ヤ
教
の
自
己
理
解
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
国
家
権
力
や
世
俗
社

会
に
批
判
的
に
対
峙
し
て
い
る
点
で
は
、
一
種
の
「
異
議
申
し
立
て
と
し

て
の
宗
教
」（
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン
）
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。

日
本
の
宗
教
（
特
に
神
道
や
一
般
人
の
宗
教
形
態
）
に
つ
い
て
は
、
し
ば

し
ば
、
教
条
主
義
で
は
な
く
、
ビ
リ
ー
フ
よ
り
も
プ
ラ
ク
シ
ス
優
位
の
宗

教
で
あ
る
と
の
言
説
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
だ
け
を
見
れ
ば
、
表
面

的
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
自
己
主
張
と
の
類
似
性
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
本
質
的
類
似
性
で
は
な
く
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
宗
教
理
解
に

直
面
し
た
側
の
対
抗
言
説
に
特
有
の
反
応
と
し
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ

ろ
う
。

　

宗
教
間
の
対
話
・
論
争
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
た
宗
教
理
解
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
特
質
を
あ
る
程
度
は
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
ど
の
宗
教
も
現
実
に
は
複
合
体
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
一
般

リ
ベ
ラ
ル
な
潮
流
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
議
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
こ
の
議
論
が
比
較
宗
教
学
に
と
っ
て
も
ち
う
る
意
義
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

　

モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
議
論
の
う
ち
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教

に
対
す
る
近
代
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
の
対
抗
言
説
の
原
型
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、『
エ
ル
サ
レ
ム
』
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
つ
宗
教
で
あ
り
、
理
性
を
重

視
す
る
自
由
度
の
高
い
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
彼
は
、
ユ
ダ
ヤ

教
は
キ
リ
ス
ト
教
が
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
啓
示
宗
教
で
は
な
く
、
ユ

ダ
ヤ
教
で
は
ド
グ
マ
で
は
な
く
て
律
法
が
啓
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
主

張
し
た
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
行
為
は
命
令
さ
れ
て
い
る
が
、
信
仰

は
命
令
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
信
仰
箇
条
へ
強
制
的
に
誓
約
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
述
べ
た
。
こ
う
し
た
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン

の
主
張
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
独
自
性
を
強
調
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
彼
の
「
ユ
ダ
ヤ
教
は
啓
示
さ
れ
た
宗
教
で
は
な
く
、
啓
示
さ

れ
た
律
法
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
宗
教
概
念

を
基
準
と
す
る
人
々
の
間
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
宗
教
の
名
に
値
し
な
い
の

だ
、
と
い
う
解
釈
を
も
た
ら
す
結
果
を
招
い
た
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
よ
る

ユ
ダ
ヤ
教
理
解
に
典
型
的
な
形
で
現
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、『
宗
教
論
』

で
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
宗
教
で
は
な
く
世
俗
的
国
家
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
点
を
意
識
し
て
、
一
九
世
紀
の
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
騎
手
ホ
ル
ト
ハ

イ
ム
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
言
い
方
は
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
り
、

ユ
ダ
ヤ
教
も
別
の
意
味
で
の
宗
教
で
あ
る
、
と
は
っ
き
り
述
べ
る
べ
き
で

あ
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
最
後
に
、
二
〇
世
紀
に
目
を
転
じ
て
、
レ
オ
・

ベ
ッ
ク
の
議
論
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
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的
次
元
の
み
で
解
釈
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
そ
し
て
可
感
の
世
界
の
歴

史
を
も
う
一
方
の
超
感
覚
の
世
界
の
歴
史
と
結
び
つ
け
る
概
念
と
し
て
ア

ラ
ビ
ア
語
の
ヒ
カ
ー
ヤ
（h. ikāya

）
―
「
模
倣
」（m

im
êsis

）、「
物
語
」、

「
陳
述
」
の
意
味
―
を
引
く
。
可
感
の
世
界
の
「
歴
史
」
は
、「
天
上
の
」

超
感
覚
の
世
界
で
起
こ
る
出
来
事
の
「
模
倣
」
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の

「
模
倣
」
を
タ
ア
ウ
ィ
ー
ル
（ta ’w

īl

：
対
象
を
始
点
、
始
原
に
「
送
り
還

す
こ
と
」）
と
い
う
解
釈
の
方
法
に
よ
り
読
み
解
き
、
そ
こ
の
出
来
事
を

歴
史
の
始
原
、
原
型
に
還
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
真
の
歴
史
」
で

あ
り
、「
神
聖
史
」（hiérohistoire

）、「
超
歴
史
」（transhistoire

）、

「
聖
歴
史
」（histoire sacrale

）
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
二
項
対
立
は
し
か
し
、
完
全
な
二
元
論
は
よ
ら
ず
、
真
の
歴
史
が

展
開
す
る
「
場
」
は
完
全
に
霊
的
な
抽
象
の
世
界
と
は
さ
れ
な
い
。
そ
の

「
場
」
を
コ
ル
バ
ン
は
「
二
つ
の
海
が
出
会
う
と
こ
ろ
」（m

ajm
a ‘ al- 

bah. rayn

ク
ル
ア
ー
ン18:60

）
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
純
粋
な
イ
デ
ア
の

世
界
と
、
感
覚
的
知
覚
の
世
界
が
出
会
う
「
魂
」
と
い
う
場
で
あ
る
。
天

上
の
世
界
と
地
上
の
世
界
に
加
え
て
第
三
の
、「
魂
」
の
世
界
が
想
定
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
は
人
間
の
知
性
・
魂
・
物
体
（
身
体
）
の
三
部
分
に
照
応

す
る
。
コ
ル
バ
ン
に
よ
れ
ば
、
西
洋
は
こ
の
第
三
の
領
域
を
否
定
す
る
こ

と
で
、
精
神
と
物
質
の
二
元
論
に
陥
り
、
真
の
歴
史
の
場
所
は
な
く
な

り
、
世
界
は
非
聖
性
化
し
世
俗
化
す
る
に
至
っ
た
。

　

さ
ら
に
コ
ル
バ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
、
教
義
史
に
こ
の
世
俗
化

の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
。
つ
ま
り
正
統
キ
リ
ス
ト
教
の
「
受
肉
」
の
教
義
の

強
調
に
、
聖
な
る
も
の
の
地
上
化
、
現
世
化
を
見
る
（
Ｃ
・
ジ
ャ
ン
ベ
の

指
摘
も
参
照
）。
彼
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
聖
な
る
も
の
を
地
上
の
世
界

に
「
受
肉
さ
せ
」
る
「
聖
職
者
の
裏
切
り
」（trahison des clercs

）

信
者
、
教
義
学
者
、
職
業
的
宗
教
者
な
ど
、
担
い
手
に
お
い
て
、
か
な
り

幅
が
あ
り
、
哲
学
と
習
俗
の
双
方
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
ど
の
部
分
で
比
較
す
る
の
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
の
歴
史
意
識 

│
│ 

イ
ス
ラ
ー
ム
と
キ
リ
ス
ト
教 

│
│

野
元　
　

晋

　

ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
（H

enry Corbin 1903-1978

）
は
フ
ラ
ン
ス

の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
、
神

秘
哲
学
、
シ
ー
ア
派
系
思
想
な
ど
を
幅
広
く
研
究
し
、
六
〇
年
代
後
半
以

降
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
井
筒
俊
彦
（
一
九
一
四
―
九
四
）
と
と
も
に
イ

ス
ラ
ー
ム
の
中
の
、
神
秘
主
義
的
傾
向
を
持
つ
諸
思
潮
の
研
究
を
牽
引
し

た
感
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
常
に
三
大
一
神
教
に
お
け
る
グ
ノ
ー
シ

ス
的
伝
統
の
共
通
性
を
指
摘
し
、
比
較
思
想
的
な
文
脈
に
イ
ス
ラ
ー
ム
思

想
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
現
象
学
に
通
暁
し
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議

に
定
期
的
に
参
加
す
る
な
ど
、
自
ら
の
専
門
の
枠
を
大
き
く
越
え
て
活
動

し
た
。
そ
の
コ
ル
バ
ン
は
共
時
的
な
「
現
象
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ

た
た
め
、
非
歴
史
主
義
へ
傾
く
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
彼
は
歴
史

と
そ
の
見
方
に
つ
い
て
多
く
論
じ
て
い
る
。
本
発
表
は
、
コ
ル
バ
ン
の
歴

史
意
識
・
歴
史
観
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
と
彼
自
身
が

有
す
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
観
が
如
何
に
関
係
す
る
か
を
考
察
し
た
い
。

　

ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
の
歴
史
意
識
の
基
礎
に
は
二
項
対
立
的
な
視
点
が

あ
る
。
つ
ま
り
聖
典
の
真
の
歴
史
と
現
世
の
歴
史
、
超
感
覚
の
世
界
と
可

感
の
世
界
、
内
面
と
外
面
、
上
方
と
下
方
と
い
う
二
項
の
対
立
で
あ
る
。

そ
し
て
聖
典
が
伝
え
る
歴
史
を
、
一
方
の
可
感
的
な
歴
史
学
的
・
社
会
学
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ゼ
」
の
概
念
を
そ
れ
な
り
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
本
研
究
発
表
は
、
井
筒
が
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論
を
い
か
に
解
釈
し

た
の
か
に
注
目
し
な
が
ら
、
井
筒
・
東
洋
哲
学
の
特
徴
を
分
析
的
に
考
察

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

井
筒
は
『
神
秘
哲
学
』
の
中
で
、「
形
而
上
学
は
形
而
上
的
体
験
の
後

に
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
井
筒
の
「
形
而
上
的
体
験
」
と

は
、
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論
の
核
心
を
成
す
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
体
験
と
同
定

さ
れ
る
。
オ
ッ
ト
ー
に
よ
れ
ば
、「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
体
験
は
人
類
が
共
有

す
る
「
共
通
の
宗
教
感
情
」
で
あ
り
、
全
て
の
宗
教
の
中
核
を
成
し
て
い

る
。
オ
ッ
ト
ー
の
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
は
、
井
筒
が
言
う
「
意
識
の
ゼ
ロ
・

ポ
イ
ン
ト
」
あ
る
い
は
「
存
在
の
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト
」、
す
な
わ
ち
全
存

在
分
節
の
根
源
で
あ
る
絶
対
無
分
節
の
状
態
を
示
唆
す
る
。
井
筒
は
オ
ッ

ト
ー
が
神
秘
主
義
一
般
の
基
本
形
態
と
し
て
、「
神
を
魂
の
深
奥
に
求
め

る
『
魂
・
神
秘
主
義
』」
と
「
神
を
絶
対
超
越
者
と
し
て
無
限
の
彼
方
に

尋
ね
る
『
神
・
神
秘
主
義
』」
を
区
別
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
。「
魂
・
神

秘
主
義
」
と
「
神
・
神
秘
主
義
」
の
類
型
化
を
、
井
筒
は
「
内
向
の
道
」

と
「
外
向
の
道
」
と
も
呼
ぶ
が
、
そ
れ
ら
は
具
体
的
な
形
態
と
し
て
全
く

対
蹠
的
な
性
格
を
示
す
。
と
こ
ろ
が
、
オ
ッ
ト
ー
が
区
別
し
た
「
魂
・
神

秘
主
義
」
と
「
神
・
神
秘
主
義
」
は
、
井
筒
に
よ
れ
ば
、
本
質
的
に
「
同

じ
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
な
ん
ら
優
劣
の
差
違
は
存
し
な
い
」。
井
筒
は
、

『
神
秘
哲
学
』
に
お
い
て
、「
い
ず
れ
の
道
を
選
ぶ
か
は
個
々
の
神
秘
家
の

性
格
傾
向
の
如
何
に
よ
る
の
み
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
道
を
辿
っ
て
も
、
必

ず
最
後
に
は
同
一
処
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
。

　

井
筒
に
よ
れ
ば
、
言
語
以
前
の
絶
対
無
分
節
的
な
境
位
が
、
肯
定
的
に

根
源
的
「
有
」
と
措
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
否
定
的
に
根
源
的
「
無
」

を
見
、
そ
の
延
長
に
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
（Rudolf Bultm

ann

）

が
提
唱
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
聖
書
の
「
非
神
話
化
」（Entm

ythlogi-
sierung

）
を
見
る
。
こ
の
よ
う
な
世
俗
化
の
結
果
が
「
神
学
的
メ
シ
ア

思
想
」
の
「
純
粋
に
社
会
的
な
メ
シ
ア
思
想
へ
の
還
元
」
で
あ
る
と
い

う
。
一
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
十
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
の
メ
シ
ア
思
想

は
こ
の
よ
う
な
世
俗
化
と
社
会
化
を
免
れ
て
い
る
と
す
る
。
メ
シ
ア
は
終

末
の
前
に
は
、
こ
の
世
と
異
な
る
次
元
に
存
在
す
る
と
さ
れ
、
現
世
の
次

元
に
「
受
肉
」
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
は
、

コ
ル
バ
ン
自
身
の
研
究
が
提
供
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
事
例
は
そ
の
キ
リ
ス

ト
教
の
思
想
と
西
洋
社
会
の
「
世
俗
化
」
批
判
へ
の
「
資
料
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
て
歴
史
認
識
の
問
題
の
考

察
は
、
研
究
上
の
年
長
の
僚
友
で
あ
っ
た
コ
ル
バ
ン
の
井
筒
俊
彦
へ
の
影

響
関
係
の
可
能
性
を
探
る
際
に
一
つ
の
鍵
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
井
筒

は
コ
ル
バ
ン
の
い
う
、
現
世
の
次
元
に
は
な
い
真
の
歴
史
を
如
何
に
捉
え

て
い
た
か
。
両
者
の
歴
史
認
識
の
比
較
研
究
は
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

井
筒
・
東
洋
哲
学
と
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論

澤
井　

義
次

　

イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
や
東
洋
思
想
研
究
で
広
く
知
ら
れ
る
井
筒
俊
彦
は
、

東
洋
の
伝
統
的
な
宗
教
思
想
を
独
自
の
「
東
洋
哲
学
」
と
し
て
捉
え
直
そ

う
と
し
た
。
そ
の
哲
学
的
思
索
に
お
い
て
、
井
筒
は
ル
ー
ド
ル
フ
・
オ
ッ

ト
ー
の
宗
教
論
の
枠
組
み
を
援
用
し
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
た
。
井
筒
は

オ
ッ
ト
ー
の
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
井
筒
が
「
東
洋
哲
学
」
の
構
造
の
中
に
、
オ
ッ
ト
ー
の
「
ヌ
ミ
ノ
ー
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異
な
る
が
、
井
筒
・
東
洋
哲
学
は
構
造
論
的
に
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論
と
パ

ラ
レ
ル
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

言
葉
に
よ
る
神
秘
神
学 

│
│ 

中
世
末
期
の
「
発
話
神
学
」
を
め
ぐ
っ
て 

│
│

徳
田
安
津
樹

　

西
洋
中
世
末
期
に
お
い
て
は
言
語
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
試
み
が

な
さ
れ
て
き
た
が
、
中
で
も
と
り
わ
け
独
特
な
言
語
観
を
展
開
し
た
の

が
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（
一
四
〇
一
―
一
四
六
四
）
で
あ
る
。

彼
は
、
自
ら
の
思
想
的
立
場
が
神
の
超
越
性
と
断
絶
性
を
徹
底
す
る
「
神

秘
神
学theologia m

ystica

」
の
系
譜
に
連
な
る
と
自
覚
し
な
が
ら
、

あ
る
著
作
の
中
で
、
自
ら
の
神
学
的
方
法
論
を
「
発
話
神
学theologia 

serm
ocinalis

」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
神
の
言
表
不
可
能
性

を
絶
対
視
し
な
が
ら
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
を
方
法
論
す
る
と
い
う
、
逆

説
的
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
研
究
の
大
家
ト
リ
ン
カ
ウ
ス
は
、
こ
の
「
発
話
神
学
」

を
、
同
時
代
の
人
文
主
義
者
に
よ
る
神
的
事
柄
に
つ
い
て
の
語
り
（
彼
は

「
修
辞
神
学theologia rhetorica

」
と
名
付
け
て
い
る
）
と
同
一
視
し

て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
文
主
義
者
は
、
教
義
の
一
貫
性
に
重
き
を
置

か
ず
、
哲
学
的
に
語
る
こ
と
を
し
な
い
。
む
し
ろ
、
修
辞
に
よ
っ
て
、
論

理
や
理
性
の
限
界
を
超
え
て
、
不
可
視
の
事
柄
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
求

め
る
よ
う
に
聞
き
手
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
雄
弁
に

よ
っ
て
、
聞
き
手
を
自
ら
と
同
じ
信
仰
の
情
熱
へ
と
導
い
て
い
く
こ
と 

が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
（C. T

rinkaus, In O
ur Im

age and 
Likeness, T

he U
niversity of Chicago Press, 1970

）。

と
措
定
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
東
洋
の
形
而
上
学
は
大
き
く
二
つ
に
分
か

れ
る
と
い
う
。
井
筒
は
そ
う
し
た
根
源
的
思
惟
パ
タ
ー
ン
を
伝
統
的
な
東

洋
思
想
の
諸
伝
統
の
中
か
ら
汲
み
出
し
た
の
だ
。
ル
タ
ー
派
神
学
者
で
あ

っ
た
オ
ッ
ト
ー
は
、
イ
ン
ド
な
ど
の
宗
教
思
想
を
比
較
宗
教
の
視
点
か
ら

理
解
す
る
う
え
で
、
絶
対
他
者
（
神
）
と
有
限
な
人
間
存
在
の
関
係
と
い

う
有
神
論
的
な
概
念
的
枠
組
み
に
依
拠
し
た
。
彼
は
東
洋
と
西
洋
の
宗
教

の
あ
い
だ
に
本
質
的
類
似
性
を
認
め
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト

教
神
学
の
視
点
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
性
を
確
信
し
て
い
た
。
井
筒

は
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
オ
ッ
ト
ー
の
キ
リ
ス
ト
教

神
学
的
視
座
を
ず
ら
し
な
が
ら
、
自
ら
の
「
東
洋
哲
学
」
的
枠
組
み
に
引

き
寄
せ
て
オ
ッ
ト
ー
解
釈
を
試
み
た
。
井
筒
の
オ
ッ
ト
ー
解
釈
を
支
え
る

井
筒
哲
学
の
視
座
は
、
彼
独
自
の
「
哲
学
的
意
味
論
」
に
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
論
的
視
座
は
、
宗
教
思
想
が
形
而
上
的
体
験
の
言
語
的
意
味
分
節
で

あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
深
層
体
験
が
日
常
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
と
き
、
言
語
は
内
的
に
変
質
す
る
。
オ
ッ
ト
ー
は
そ
う
し
た
言
語
を

「
イ
デ
オ
グ
ラ
ム
」（
解
釈
記
号
）
と
呼
ん
だ
。
一
方
、
井
筒
は
そ
れ
を

「
詩
的
言
語
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
表
面
的
に
は
日
常
言
語
と
同
じ
で
あ

る
が
、
存
在
あ
る
い
は
意
識
の
深
み
を
示
唆
す
る
。

　

オ
ッ
ト
ー
は
ル
タ
ー
派
神
学
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
研
究
を
お
こ

な
う
と
同
時
に
、
東
洋
の
宗
教
の
中
で
も
、
イ
ン
ド
思
想
に
関
心
を
も
っ

て
比
較
宗
教
的
研
究
も
お
こ
な
っ
た
。
彼
は
宗
教
の
本
質
を
言
語
で
は
表

現
で
き
な
い
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
感
情
と
し
て
捉
え
た
。
井
筒
は
オ
ッ
ト
ー
の

宗
教
理
解
の
視
座
を
彼
独
自
の
「
東
洋
哲
学
」
構
想
に
取
り
込
ん
だ
。
つ

ま
り
、
井
筒
・
東
洋
哲
学
は
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論
と
同
じ
よ
う
に
、
存
在

あ
る
い
は
意
識
の
重
層
構
造
を
な
し
て
い
る
。
両
者
の
具
体
的
な
言
説
は
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葉
（
像
）
に
現
れ
て
い
る
真
理
（
原
型
）
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
記
し
て
い
る
多
数
の
対
話

篇
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
話
し
手
の
す
べ
て
の
言
葉
に
神
が
現
れ
て
い

る
た
め
、
話
し
手
は
い
か
な
る
仕
方
で
語
っ
て
も
真
理
か
ら
離
れ
る
こ
と

が
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
、
様
々
な
語
り
方
に
よ
っ
て
神
的
知
恵
へ
の
欲
求

を
喚
起
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
他
方
、
個
別
的
な
言
葉
の
次
元
に
固

執
し
て
、
原
型
た
る
真
理
に
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
の
な
い
論
争
的
な
人

物
と
は
対
話
が
成
立
し
な
い
。
彼
が
設
定
す
る
対
話
が
も
っ
ぱ
ら
教
導
モ

デ
ル
を
採
用
し
、
聞
き
手
に
よ
る
話
し
手
に
対
す
る
信
頼
関
係
を
前
提
と

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
「
発
話
神
学
」
は
、
雄
弁
に
よ
っ
て
信
仰
へ
の
情
熱
を
燃
え
立
た
せ
る

の
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
う
ち
に
輝
く
真
理
へ
の
希
求
を

掻
き
立
て
る
。
こ
の
よ
う
に
、
肯
定
も
否
定
も
超
え
出
た
神
そ
の
も
の
の

探
求
を
、
む
し
ろ
言
葉
を
積
極
的
に
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う

と
す
る
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
神
学
的
ス
タ
イ
ル
を
、「
言
葉
に
よ
る
神
秘
神
学
」

と
言
い
表
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
に
よ
る
神
秘
主
義
解
釈
に
つ
い
て

西
村　

雄
太

　

本
発
表
で
は
、
現
代
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト

ハ
ッ
ト
が
『
自
己
中
心
性
と
神
秘
主
義
（E

gozentrizität und M
y-

stik
）』
に
お
い
て
提
出
し
た
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
、
一
般
に
宗
教
を
「
人
格
的
な
（
人
格
化
さ
れ

た
）
超
自
然
的
存
在
へ
の
信
仰
」
と
定
義
す
る
こ
と
で
、
宗
教
を
一
般
の

理
解
と
比
較
し
て
は
る
か
に
狭
い
範
囲
へ
と
限
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、

　

し
か
し
な
が
ら
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
「
発
話
神
学
」
は
、
こ
の
よ
う
な

「
修
辞
神
学
」
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
確
か
に
、
彼
の
語
り
は
純

粋
に
推
論
的
・
論
証
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
純
粋
に
修

辞
的
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、「
語
の
意
味vis vocabu-

li

」
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
を
神
に
ま
で
導
く
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ

う
な
立
場
は
、
彼
の
言
語
観
・
真
理
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
人
間
精
神
と
人
間
が
付
与
す
る
語
は
、「
原
型
」
と
「
像
」
の
関

係
性
に
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
好
ん
で
使
用
す
る
モ
チ
ー
フ
で
、「
原
型
」

と
「
像
」
は
同
一
尺
度
に
よ
っ
て
そ
の
完
成
度
の
優
劣
を
測
る
こ
と
が
で

き
ず
、
む
し
ろ
前
者
が
後
者
の
尺
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
比
較
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
断
絶
し
た
状
態
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
後
者
に
は
前
者
が
「
現
れ
て
い
るrelucere

」。
さ
ら
に
、
神
的
知

性
と
人
間
知
性
（
精
神
）
も
ま
た
「
原
型
」
と
「
像
」
の
関
係
に
あ
る
。

そ
の
た
め
、
い
か
な
る
言
葉
に
お
い
て
も
、（
像
の
像
に
お
い
て
と
い
う

仕
方
で
）
神
な
い
し
真
理
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、（
同
じ
語

彙
の
異
な
る
意
味
に
注
目
す
る
な
ら
ば
）
真
理
は
言
葉
の
う
ち
で
「
輝
い

て
い
るrelucere

」。
こ
の
輝
き
に
触
れ
た
と
き
、
観
察
者
は
像
の
あ
り

様
に
驚
嘆
し
、
そ
の
原
型
へ
と
眼
差
し
を
移
し
て
い
く
。
言
葉
は
観
察
者

の
注
意
を
強
く
引
寄
せ
て
、
よ
り
高
次
な
も
の
へ
と
意
識
を
高
め
る
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
発
話
神
学
」
の
実
践
に
お
い
て
は
、
言
葉
に
す
る
こ
と

が
最
も
重
要
と
な
る
。
言
葉
を
除
い
て
は
神
に
接
近
す
る
方
法
は
な
く
、

言
葉
に
よ
っ
て
の
み
言
表
し
え
な
い
神
へ
と
聞
き
手
の
眼
差
し
を
向
け
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
そ
の
語
り
に
お
い
て
話
し
手

が
意
図
し
て
い
る
の
は
言
葉
そ
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
聞
き
手
は
、
言
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な
ど
が
一
例
）
が
、
宗
教
の
本
質
的
要
素
は
自
ら
の
願
望
の
実
現
と
い
う

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
動
機
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

宗
教
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
ト
ゥ
ー

ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
Ｋ
・
ヤ
コ
ー
ビ
に
よ
る
反
論
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
者
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
は
、
第
一
義

的
に
、
自
己
の
願
望
の
実
現
の
為
の
も
の
で
は
な
く
、
主
た
る
神
へ
の
賛

美
や
創
造
行
為
へ
の
感
謝
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
む
ろ

ん
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
が
宗
教
者
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
否

定
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
己
の
願
望
か
ら
の

離
脱
と
し
て
、
神
秘
主
義
的
な
要
素
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　

ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
の
提
示
す
る
以
上
の
理
解
は
、
単
な
る
定
義
上

の
遊
戯
で
あ
っ
て
、
些
細
な
区
別
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
付
け

加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
の
理
解
が
あ
く
ま
で
も
人
間

存
在
の
在
り
方
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
私
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
存
在
と
し
て
、
我
々
人
間
は
、

「
自
己
の
願
望
」
を
何
と
し
て
で
も
叶
え
て
し
ま
お
う
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
在
り
方
か
ら
は
離
脱
可
能
で
も
、
そ
う
し
た
願
望
を
一
切
放
棄
す
る

こ
と
は
決
し
て
可
能
で
な
い
。
可
能
な
の
は
、
そ
う
し
た
願
望
か
ら
離
脱

す
る
こ
と
を
「
自
己
の
願
望
」
と
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
ゲ
ン

ト
ハ
ッ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
願
望
の
在
り
方
を
「
自
己
中
心
性

（Egozentrizität

）」
と
い
う
用
語
で
呼
び
表
し
、
こ
の
在
り
方
を
相
対

化
し
た
り
、
超
越
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
、
神
秘
主
義
と
理
解
す

べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

今
日
で
は
宗
教
的
な
信
仰
が
自
己
欺
瞞
な
し
に
は
可
能
で
は
な
い
と
主
張

す
る
。
宗
教
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
神
信
仰

を
願
望
の
投
射
（W

unschprojektion

）
と
見
な
す
啓
蒙
主
義
以
来
の

考
え
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
神
秘
主
義
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
投
射

を
行
わ
な
い
、
自
己
の
願
望
か
ら
の
離
脱
・
退
却
と
し
て
、
今
日
に
お
い

て
も
な
お
可
能
で
あ
る
と
彼
は
続
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
と
神
秘
主
義
の
区
別
は
か
な
り
恣
意
的
な
も
の
に
感

じ
ら
れ
る
が
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
が
こ
の
よ
う
な
区
別
を
提
示
す
る

に
至
っ
た
の
は
、
人
間
存
在
の
根
本
的
在
り
方
の
緻
密
な
分
析
か
ら
で
あ

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
他
の
動
物

と
は
異
な
り
、
目
標
を
設
定
し
、
そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
よ
り
良
い
選

択
肢
を
熟
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
熟
慮
能
力
を
持
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
都
度
の
状
況
に
依
存
し
な
い
状
況
非
依
存
的
な
在
り
方
を

獲
得
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
熟
慮
は
自
ら
の
生
全
体
を
も
そ
の

対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
自
ら
の
熟
慮
や
そ
れ
に
基
づ
く

行
為
の
選
択
に
よ
っ
て
は
如
何
と
も
し
が
た
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
偶
然

事
（K

ontingenz

）
と
捉
え
ら
れ
、
心
の
不
安
を
生
み
出
す
要
因
と
な

る
。
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
に
お
い
て
、
宗
教
と
神
秘
主
義
は
、
こ
の
不

安
に
対
す
る
二
つ
の
、
そ
れ
も
正
反
対
の
方
向
性
を
持
っ
た
二
つ
の
対
処

法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
前
者
は
神
と
い
う
人
格

化
さ
れ
た
超
自
然
的
存
在
へ
の
祈
り
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
処
し
、
後
者

は
、
自
己
の
願
望
―Ich w

ill

―
）
か
ら
の
離
脱
（Zurücktreten

）
に

基
づ
く
宇
宙
全
体
（
な
い
し
一
者
）
に
対
す
る
自
己
の
相
対
化
に
よ
っ
て

そ
れ
に
対
処
す
る
。
む
ろ
ん
、
一
般
に
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
、

神
秘
主
義
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
（「
御
心
の
ま
ま
に
」
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表
現
で
示
し
、
自
身
の
神
的
世
界
観
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
秩
序
」

は
た
と
え
話
を
用
い
て
合
理
的
に
説
明
さ
れ
る
。
犬
や
猫
の
ペ
ッ
ト
は
、

我
々
の
家
の
中
に
住
ん
で
い
て
も
、
人
間
社
会
の
意
義
を
何
も
知
ら
な

い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
我
々
も
、
よ
り
広
大
な
世
界
の
ご
く
一
部
分
し

か
認
知
し
て
い
な
い
の
だ
と
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
犬
や
猫
の
視
点
か
ら
見

た
世
界
像
が
誤
り
で
は
な
い
よ
う
に
、
我
々
が
捉
え
る
物
理
法
則
の
世
界

も
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
、
そ
れ
を
包
含
す
る
よ
り
高
次
の
秩
序
が
こ
の
世

界
に
重
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
少

な
く
と
も
非
合
理
的
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
高
次
元
の
説
は
信
仰
と
科
学
的
精
神
と
の
同
居
を
可
能
に
す

る
が
、
自
然
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
、
見
え
な
い
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
信
じ
る

こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
こ
り
う
る
。
し
か

し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
考
え
に
浮
か
ぶ
事
物
に
起
因
す
る
反
応
は
、
感
覚
さ

れ
る
も
の
に
起
因
す
る
反
応
と
強
さ
に
お
い
て
同
等
か
、
そ
れ
以
上
だ
と

言
う
。
例
え
ば
侮
辱
さ
れ
た
と
き
よ
り
も
、
そ
の
記
憶
の
方
が
怒
り
を
起

こ
さ
せ
る
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
見
え
な
い
も
の
の
影
響

は
、
む
し
ろ
強
い
。

　

こ
こ
で
、「
信
念
」
と
「
知
識
」
の
違
い
を
考
え
て
み
た
い
。
信
念
と

知
識
は
ど
ち
ら
も
認
知
的
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
万
人
が
そ
の
内
容

を
認
め
る
な
ら
そ
れ
は
「
知
識
」
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
信
念
で
あ
る

こ
と
の
条
件
は
、
一
般
的
な
承
認
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
だ
と
言
い
う

る
。
次
に
、
山
岡
政
紀
に
よ
る
言
語
学
的
研
究
か
ら
「
信
じ
る
」
こ
と
の

特
性
を
確
認
す
る
。「
今
、
雨
が
降
っ
て
い
る
」
と
い
う
発
話
は
、
こ
の

命
題
を
信
じ
る
と
い
う
心
的
態
度
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
は
言
語
化
さ

れ
な
い
。
し
か
し
、
客
観
的
な
保
証
が
な
い
場
合
に
は
「
信
じ
る
」
を
言

神
的
世
界
の
実
在 

│
│ 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
見
え
な
い
秩
序
」
を
手
が
か
り
に 

│
│

林　
　
　

研

　
「
宗
教
と
科
学
」
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
神
や
仏
の
よ
う
な
存
在
お

よ
び
神
的
な
世
界
の
実
在
性
は
ひ
と
つ
の
問
題
点
を
為
す
。
い
わ
ゆ
る

「
科
学
的
」
な
見
方
と
い
う
の
は
、
世
界
を
物
理
法
則
で
成
り
立
つ
も
の

と
見
る
見
方
で
あ
る
が
、
一
般
に
神
や
神
的
世
界
は
物
理
的
現
象
を
超
え

た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
人
が
神
的
な
も
の
を
信
じ
る
と
き
、
そ
の
実
在

へ
の
信
念
は
ど
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
論
を
用
い
て
考

察
す
る
。

　

そ
も
そ
も
多
く
の
場
合
、
信
念
が
生
ま
れ
る
原
因
は
不
明
で
あ
る
。
あ

る
仮
説
が
本
当
と
思
え
る
か
ど
う
か
は
、
自
分
で
は
決
め
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
信
仰
の
ひ
と
つ
の
要
素
と
し
て
「
実
在
の
感
覚
」
を

指
摘
す
る
。
そ
れ
は
な
に
か
が
確
か
に
あ
る
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
、
宗
教
生
活
に
お
い
て
は
多
く
の
人
が
そ
の
信
念
の
対
象
を
直

接
に
感
受
さ
れ
る
準
感
覚
的
な
実
在
と
い
う
形
で
所
有
し
て
い
る
と
述
べ

る
。
こ
の
「
実
在
の
感
覚
」
は
幻
覚
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
抽
象
的

な
概
念
す
ら
も
含
め
て
そ
の
実
在
性
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
人
の

行
動
に
大
い
に
影
響
す
る
と
い
う
。

　

信
仰
者
は
こ
の
実
在
の
感
覚
が
持
つ
威
信
に
よ
っ
て
神
的
な
も
の
を
信

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
宗
教
と
科
学
」
の
問
題
と
し
て
考
え

る
と
き
、
信
仰
者
が
信
仰
と
科
学
的
世
界
観
を
両
立
で
き
る
か
、
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
に
も
合
理
性
が
要
求
さ
れ
る
。
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
、
神
的
な
も
の
の
機
能
的
側
面
を
「
見
え
な
い
秩
序
」
と
い
う
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し
て
み
た
い
。
二
つ
の
方
向
と
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
」
を
大
前
提

と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
側
か
ら
そ
の
外
部
へ
、
そ
し
て
そ
れ
を
前
提

し
な
い
近
代
的
学
知
の
側
か
ら
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
」
に
接
近
す
る

方
向
へ
、
で
あ
る
。

　

こ
の
時
代
に
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
内
部
で
「
神
秘
神
学
」
と
呼
ば
れ
て

き
た
分
野
な
い
し
部
分
に
新
た
な
関
心
が
高
ま
っ
た
。
十
九
世
紀
以
来
再

整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
教
義
体
系
お
よ
び
教
会
制
度
の
い
わ
ば
頂
点
に
、

そ
の
制
御
範
囲
を
超
え
る
「
神
秘
」
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
神
秘
と
の
関
わ

り
を
巡
る
言
説
が
神
秘
神
学
（

≒

神
秘
主
義
）
と
さ
れ
た
。
こ
の
頂
点
へ

の
志
向
に
よ
っ
て
こ
そ
、
神
学
全
体
が
最
終
的
に
意
義
づ
け
ら
れ
る
と
と

も
に
、
そ
れ
は
教
義
と
制
度
の
い
わ
ば
「
外
部
」
へ
の
開
口
部
と
し
て
の

意
義
を
帯
び
る
。
そ
こ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
も
は
や
専
一
的

に
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
も
の
と
の
交
流
の
可
能
性
に
開
か
れ
う
る
。
近

代
社
会
の
学
知
に
対
し
て
い
わ
ば
護
教
的
に
対
峙
し
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク

神
学
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
窮
極
真
理
を
、
外
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
と
の
関

わ
ら
せ
る
一
つ
の
回
路
と
し
て
神
秘
主
義
が
注
目
さ
れ
た
と
も
見
な
し
う

る
マ
レ
シ
ャ
ル
、
マ
リ
タ
ン
、
バ
タ
イ
ユ
等
の
「
ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
」

の
読
み
方
が
参
照
さ
れ
る
。

　

一
方
、
神
学
か
ら
の
離
脱
を
学
問
論
上
も
制
度
上
も
確
立
し
了
え
た
近

代
的
学
知
は
、
迷
妄
と
し
て
切
り
捨
て
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
、

ま
ず
「
宗
教
一
般
」
の
存
在
意
義
と
し
て
一
般
化
し
た
上
で
、
そ
の
核
心

を
、
特
定
宗
教
に
固
有
の
概
念
体
系
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
非
神
学
的
概
念

で
捉
え
る
こ
と
で
取
り
込
み
、
近
代
学
知
の
領
土
拡
張
を
試
み
る
際
に
神

秘
主
義
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
（
な
い
し

宗
教
一
般
）
の
真
理
を
そ
の
神
秘
主
義
的
部
分
に
お
い
て
意
義
づ
け
直

語
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
発
話
に
お
け
る
「
信
じ
る
」
と
は
、
他
者
に
共

有
さ
れ
る
保
証
の
な
い
命
題
を
正
し
い
と
見
做
す
態
度
の
表
明
で
あ
り
、

能
動
的
な
生
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
態
度
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
信
じ
る
意
志
」
学
説
を
想
起
さ
せ

る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
リ
ス
ク
を
負
い
つ
つ
自
ら
信
仰
を
選
び
取
る
こ
と

を
推
奨
す
る
。「
信
じ
る
」
こ
と
が
能
動
的
な
コ
ミ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
、
神

を
信
じ
る
こ
と
で
生
き
生
き
と
し
た
生
が
得
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
生

き
生
き
と
し
た
生
が
善
い
結
果
を
も
た
ら
す
な
ら
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

に
は
神
の
仮
説
は
真
理
と
な
る
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
を
こ
う
し
て
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
科
学
の
時
代
に

神
的
な
も
の
を
信
じ
る
こ
と
は
一
定
の
正
当
性
を
持
つ
と
主
張
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
の
読
ま
れ
方 

│
│ 

思
想
形
成
の
資
源
と
し
て
の
詩
と
体
験 
│
│

鶴
岡　

賀
雄

　
「
神
秘
主
義
（m

ysticism

）」
は
十
九
世
紀
末
葉
か
ら
二
十
世
紀
前
半

に
か
け
て
欧
米
で
「
構
築
」
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
多
く
の
神
学
者
、
哲

学
者
、
心
理
学
者
、
社
会
学
者
、
宗
教（
史
）学
者
、
等
が
こ
の
語
を
用
い

た
理
論
を
展
開
し
た
。
こ
の
こ
と
自
体
を
「
近
代
神
秘
主
義
」
と
呼
び
た

い
。
そ
の
際
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
主
峰
と
す
る
「
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
」
と

ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
を
中
心
と
す
る
「
ス
ペ
イ
ン
神

秘
主
義
」
が
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
こ
の
近
代
神
秘

主
義
の
構
築
は
、
二
つ
の
方
向
か
ら
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
合
流
す
る
と
こ

ろ
に
、
こ
の
構
築
の
意
図
お
よ
び
意
義
が
存
す
る
、
と
い
う
見
方
を
提
出



91　　

第１グループ 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
に
よ
る
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
理
解

水
口　

隆
司

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
司
祭
で
あ
り
、
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
に
よ
っ

て
枢
機
卿
に
指
名
さ
れ
た
が
、
就
任
直
前
に
死
去
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神

学
者
で
あ
る
。
彼
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
多
大
の
関
心
を
持
っ
て
お
り
、

『
ロ
ー
マ
書
』
に
対
し
て
も
自
著
の
中
で
、
初
版
と
第
二
版
と
を
比
較
す

る
形
で
紹
介
し
て
い
る
。『
ロ
ー
マ
書
』
に
関
す
る
関
心
は
、
主
と
し
て

第
二
版
に
集
中
し
て
お
り
、
初
版
に
ま
で
言
及
す
る
も
の
は
稀
で
あ
る
。

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
ま
ず
バ
ル
ト
の
神
学
者
と
し
て
の
来
歴
を
紹
介
し

て
、
バ
ル
ト
が
『
ロ
ー
マ
書
』
か
ら
『
教
会
教
義
学
』
に
ま
で
発
展
し
た

業
績
を
た
ど
る
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
カ
ト
リ
ッ
ク
は
旧
態
依
然
の
姿
勢

を
崩
さ
ず
、
宗
教
間
対
話
や
相
互
理
解
に
関
し
て
も
、
本
質
的
に
向
き
合

う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
。

　

次
い
で
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
が
、
不
幸
な
分
裂
の
歴
史
を
体
験
し
て
い

る
と
し
て
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と

カ
ト
リ
ッ
ク
の
双
方
の
立
場
を
ま
ず
明
確
に
す
る
。
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
と
し
て
自
己
の
立
場
と
神
学
を
明
確
に
し
た
上

で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
と
し
て
の
バ
ル
ト
に
言
及
す
る
。
彼
の
こ

こ
で
の
バ
ル
ト
理
解
は
、
バ
ル
ト
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
に
固
執
す

る
こ
と
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
も
広
く
胸
襟
を
開
い
て
い
る
と
す
る
。
バ

ル
タ
ザ
ー
ル
は
、
バ
ル
ト
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
を
充
分
に
理
解
し
、
バ

ル
ト
自
身
の
立
ち
位
置
を
両
者
の
中
間
地
点
に
お
い
て
い
る
と
す
る
。
し

か
し
バ
ル
ト
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
保
守
的
で
あ
り
、
変
化

を
求
め
ず
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
殻
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
が
様
々
な
意
見
を
表
明
し

し
、
自
ら
の
近
代
的
学
知
と
し
て
の
限
界
を
超
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
哲
学
者
と
し
て
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
バ
リ
ュ
ジ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ヴ

ェ
イ
ユ
の
名
を
挙
げ
て
お
く
。
政
治
哲
学
や
社
会
理
論
に
お
い
て
も
、
神

秘
主
義
は
政
治
的
な
も
の
、
社
会
的
な
も
の
の
成
立
根
拠
に
関
わ
る
と
み

な
さ
れ
、
初
期
の
宗
教
学
で
は
神
秘
主
義
を
経
路
に
世
界
の
諸
宗
教
の
説

く
真
理
の
通
底
性
な
い
し
同
一
性
を
想
定
す
る
議
論
が
多
く
な
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
神
学
側
か
ら
も
近
代
諸
学
の
側
か
ら
も
、
神
秘
主
義
を
巡

っ
て
、
志
向
も
方
法
も
一
様
で
な
い
言
説
が
交
錯
輻
輳
す
る
言
説
ア
リ
ー

ナ
が
産
み
出
さ
れ
た
。
神
秘
主
義
を
語
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理

と
キ
リ
ス
ト
教
外
の
（
近
代
的
学
知
や
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
の
）

真
理
を
同
時
に
語
り
、
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
双
方
の
学
知
が
そ
う
し

た
場
を
潜
在
的
に
求
め
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
際
、「
神
秘
」
と
の

個
人
レ
ベ
ル
で
の
濃
密
な
関
わ
り
を
言
う
語
と
し
て
の
（
神
秘
）「
体
験
」、

現
世
的
な
も
の
一
切
を
超
え
る
地
平
を
指
す
語
と
し
て
の
「
無
」、
絶
対

的
な
も
の
の
非
論
理
的
な
言
語
化
と
し
て
の
「
詩
」、
こ
れ
ら
が
、
神
秘

主
義
が
論
ぜ
ら
れ
る
枢
要
な
タ
ー
ム
と
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る

ア
ウ
ラ
は
狭
義
の
学
問
知
の
外
部
に
及
び
、
多
く
の
文
学
者
、
芸
術
家
、

宗
教
運
動
家
等
も
惹
き
つ
け
た
。

　
「
近
代
神
秘
主
義
」
の
基
本
性
格
を
こ
の
よ
う
に
把
握
し
た
上
で
、
そ

の
構
築
後
百
年
を
経
た
現
在
、
そ
こ
で
「
神
秘
家
」
と
形
容
さ
れ
て
き
た

人
々
を
読
み
直
し
論
ず
る
に
は
、
こ
の
近
代
神
秘
主
義
の
言
説
空
間
の
背

景
に
あ
っ
た
往
時
の
知
的
、
宗
教
的
、
政
治
・
社
会
的
状
況
が
そ
の
後
ど

う
変
質
し
、
あ
る
い
は
継
続
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
反
省
的
検
討
が
必

須
要
件
と
な
る
だ
ろ
う
。



　　92

『宗教研究』94巻別冊（2021年） 第１グループ

神
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
社
会
性
と
正
義
の
問
題
に
関
す
る
一
考
察

上
原　
　

潔

　

本
発
表
の
目
的
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
的
言
説
に
お
い
て
、
正
義
を

め
ぐ
る
主
張
が
社
会
性
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
う
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
、
そ
う
し
た
各
々
の
正
義
の
主

張
を
社
会
性
と
い
う
指
標
に
よ
っ
て
吟
味
し
評
価
す
る
可
能
性
を
示
唆
す

る
こ
と
に
あ
る
。

　

一
つ
目
の
事
例
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
的
言
説
が
社
会
性
を
喪
失
し

て
、
社
会
か
ら
内
面
性
へ
と
撤
退
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
と
世
俗
の
領

域
を
峻
別
し
た
う
え
で
、
前
者
に
魂
の
救
済
や
来
世
で
の
救
済
と
い
っ
た

事
柄
を
割
り
当
て
、
後
者
の
社
会
あ
る
い
は
現
世
的
政
治
と
切
り
離
す
キ

リ
ス
ト
教
言
説
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ル
タ
ー
の
「
二
王
国
説
」
に
依

拠
し
つ
つ
、
神
の
王
国
で
要
求
さ
れ
る
義
や
善
を
、
地
上
の
王
国
と
は
無

関
係
な
も
の
と
す
る
傾
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
宗
教
的

領
域
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
リ
ア
ル
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
宗
教
の
倫
理
的
言
説
は
社
会
に
対
す
る
影
響
力
を
失
っ
て
し
ま

う
。
本
発
表
で
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
よ

る
、
ル
タ
ー
神
学
批
判
を
取
り
上
げ
た
。
バ
ル
ト
の
場
合
、
宗
教
的
領
域

と
世
俗
的
領
域
の
分
離
に
反
対
し
、
国
家
権
力
の
キ
リ
ス
ト
論
的
な
基
礎

付
け
を
行
い
、
両
領
域
の
統
一
を
構
想
す
る
が
、
為
政
者
で
あ
る
人
間
の

有
限
性
と
「
未
だ
救
わ
れ
ざ
る
世
界
」
と
い
う
社
会
の
特
徴
か
ら
、
あ
る

政
治
形
態
や
具
体
的
な
政
策
を
絶
対
視
し
な
か
っ
た
。
神
的
啓
示
に
導
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
都
度
の
歴
史
的
情
勢
に
応
じ
て
、
政
治
は

「
人
間
的
洞
察
と
人
間
的
能
力
の
量
り
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
教
会
全
体
と
し
て
事
態
に
対
応
す

る
伝
統
の
内
に
在
り
、
神
学
者
は
秘
か
に
、
個
人
的
に
、
意
見
を
言
う
の

が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
た
。

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
一
人
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
分
裂
し
た
状
況
で
並
立
し
て
存
在
す
る
の

は
、
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
神
と
キ
リ
ス

ト
に
対
す
る
唯
一
無
二
の
信
仰
を
持
ち
、
そ
れ
を
告
白
す
る
こ
と
で
キ
リ

ス
ト
者
と
な
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
、

無
条
件
の
服
従
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
る
。
総
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ

て
、
神
と
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
の
み
が
根
源
的
な
基
盤
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
神
と
キ
リ
ス
ト
に
立
ち
返
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
互
い
に
相
手
の
立
場
、

信
仰
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
バ
ル
ト
は
言
う
。
バ
ル
タ
ザ

ー
ル
は
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
神
と
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
「
ヤ
ー
」
と
「
ア

ー
メ
ン
」
の
約
束
は
永
遠
の
光
で
あ
る
啓
示
を
満
た
す
、
と
述
べ
る
。
こ

の
事
実
は
総
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
真
実
の
福

音
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
証
で
あ
る
啓
示
が
与
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
「
両
者
の
対
話
の
可
能

性
に
言
及
し
、
見
込
み
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
、
否
定
的
に
捉
え
る
の
で
は

な
く
、
見
込
み
が
少
し
で
も
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
積
極
的
に
追
及
す
る

べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

そ
し
て
彼
は
、「
我
々
は
ど
う
し
て
対
話
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
再
び
明
確
に
知
る
と
き
に
だ
け
、
我
々
は
統
一
す
る
た
め
の
方
法

を
見
つ
け
る
」
と
す
る
。
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ー
ム
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
し
、
社
会
構
造
の
権
力
格
差
に
つ
い
て
認
知

が
著
し
く
歪
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

被
抑
圧
者
が
告
発
や
糾
弾
の
声
を
上
げ
、
社
会
構
造
の
変
革
を
叫
ぶ
と

き
、
そ
こ
で
は
粗
野
な
特
徴
や
暴
力
的
な
言
動
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
形
式
上
の
粗
雑
さ
を
殊
更
に
取
り
上
げ
て
主
張
内
容
を
無

効
化
し
た
り
、
告
発
し
糾
弾
す
る
被
抑
圧
者
側
と
抑
圧
者
を
並
置
し
て
相

対
化
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
当
該
の
暴
力
を
指
弾
す
る
こ
と
で
、
よ
り
一

層
強
大
で
苛
烈
な
暴
力
を
見
過
ご
し
に
さ
せ
か
ね
な
い
。
当
事
者
以
外
の

第
三
者
に
よ
る
発
言
が
、
と
き
と
し
て
、
社
会
構
造
に
お
け
る
権
力
格
差

に
起
因
す
る
暴
力
的
状
況
を
覆
い
隠
す
抑
圧
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ポ
ー
ル
・
ニ
ッ
タ
ー
の
諸
宗
教
の
神
学
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム橘

田　

直
樹

　

ポ
ー
ル
・
ニ
ッ
タ
ー
（
一
九
三
九
―
）
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
宗

教
間
対
話
を
進
め
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
発

表
は
、
ニ
ッ
タ
ー
の
「
諸
宗
教
の
神
学
（T

heologies of Religions

）」

を
、
社
会
哲
学
的
観
点
か
ら
論
じ
た
。
例
え
ば
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
、
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
と

い
っ
た
哲
学
者
が
、
近
年
、
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
ら
の
議
論

と
交
錯
す
る
よ
う
に
、
本
発
表
は
、
二
〇
〇
二
年
の
著
書Introducing 

T
heologies of R

eligions

（『
諸
宗
教
の
神
学
入
門
』）
を
中
心
と
し

て
、
ニ
ッ
タ
ー
の
議
論
を
取
り
上
げ
た
。
ま
ず
現
代
社
会
に
つ
い
て
の
基

本
的
観
点
と
し
て
、
ニ
ッ
タ
ー
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
二
つ
の

観
点
、「
社
会
的
問
題
と
し
て
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
「
思
想
的
回

　

こ
う
し
た
バ
ル
ト
と
は
対
照
的
に
、
宗
教
的
に
「
保
守
」
と
形
容
さ
れ

る
集
団
の
な
か
に
は
、
聖
書
の
文
言
に
忠
実
に
従
う
と
さ
れ
る
具
体
的
な

倫
理
的
振
舞
い
を
直
接
的
に
要
求
す
る
人
々
も
い
る
。
そ
う
し
た
人
々
の

主
張
に
よ
る
と
、
聖
書
の
文
言
は
可
変
的
な
社
会
か
ら
の
影
響
を
総
じ
て

受
け
付
け
な
い
、
超
越
的
で
絶
対
的
な
真
理
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
真

理
を
実
践
す
る
際
に
、
社
会
的
影
響
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
真
理

か
ら
の
逸
脱
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
。
本
発
表
で
は
、
こ
う
し
た
事
例
の

代
表
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
福
音
派
の
牧

師
が
中
心
と
な
っ
て
発
表
し
た
「
社
会
正
義
と
福
音
に
関
す
る
声
明
」
を

取
り
上
げ
た
。
こ
の
声
明
の
立
場
で
は
、
社
会
そ
れ
自
体
に
批
判
的
に
対

峙
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
意
識
的
に
目
を
背
け
る
こ
と
が
生
じ

る
。
社
会
正
義
の
追
求
は
社
会
に
目
を
向
け
、
そ
の
構
造
や
構
造
に
組
み

込
ま
れ
た
権
力
格
差
を
問
題
と
し
て
析
出
し
、
公
正
な
社
会
の
実
現
を
試

み
る
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
る
正
義
概
念
は
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
で
あ

る
が
、
そ
う
し
た
視
点
が
欠
落
す
る
場
合
、
な
る
ほ
ど
特
定
の
義
や
善
を

反
映
し
た
社
会
が
、
例
え
ば
選
挙
活
動
や
ロ
ビ
ー
活
動
を
通
し
て
構
築
さ

れ
は
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
て
実
現
し
た
社
会
が
「
不
正
義
」
と
な

る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

社
会
構
造
に
目
を
向
け
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
を
倫
理
的
主
張
の
妥

当
性
を
は
か
る
基
準
と
す
る
発
想
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
レ
イ
シ
ズ
ム
や
排
外
主
義
、
種
々
の
差
別
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を

持
っ
て
い
る
。
差
別
主
義
者
や
排
外
主
義
者
と
批
判
さ
れ
る
側
に
も
、
平

等
原
則
や
公
正
さ
と
い
う
基
準
に
則
っ
て
主
張
を
展
開
し
て
い
る
事
例
が

散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
特
定
の
属
性
を
差
別
し
て
も
よ
い

と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
公
正
さ
が
共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
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る
。
ま
た
、『
諸
宗
教
の
神
学
入
門
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
は
、

神
で
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
一
九
八
五
年
の
『
他
の
名
前
？
』
と
二
〇
〇
二
年
の
『
諸
宗

教
の
神
学
入
門
』
の
あ
い
だ
で
、
時
代
の
状
況
が
変
わ
っ
た
と
、
ニ
ッ
タ

ー
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
ニ
ッ

タ
ー
の
認
識
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
に
、『
諸
宗
教

の
神
学
入
門
』
第
四
部
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
大
き
く
取
り
上
げ
て

い
る
。
例
え
ば
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
」
や
「
デ
リ
ダ
と
神
学
」

の
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
影
響
を
与
え
た
哲
学
者
と
キ
リ
ス
ト

教
神
学
の
関
係
を
論
じ
た
著
書
は
他
に
も
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教

の
他
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
論
じ
た
著

書
は
、
他
に
あ
ま
り
例
が
な
い
。
こ
の
点
が
、
類
書
に
な
い
『
諸
宗
教
の

神
学
入
門
』
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

宗
教
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｈ
・
ロ
ン
グ
と
黒
人
神
学

村
上　

辰
雄

　

二
〇
二
〇
年
二
月
十
二
日
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ン
グ
が
九
三
歳
で
そ
の

生
涯
を
閉
じ
た
。
一
九
四
九
年
に
シ
カ
ゴ
大
学
神
学
校
に
入
学
し
て
以

来
、
ロ
ン
グ
は
、
ヨ
ワ
キ
ム
・
ヴ
ァ
ッ
ハ
の
方
法
論
を
継
承
し
、
ミ
ル
チ

ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
や
ジ
ョ
セ
フ
・
キ
タ
ガ
ワ
と
共
に
シ
カ
ゴ
大
学
を
拠
点

と
し
て
解
釈
学
的
宗
教
学
を
広
め
る
先
達
と
な
っ
た
。
後
に
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
ル
批
判
を
い
ち
早
く
宗
教
学
に
お
い
て
も
展
開
し
、
ア
メ
リ
カ
及
び

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
宗
教
研
究
に
も
独
自
の
視
点
を
も
っ
て
貢

献
し
た
。
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
彼
に
と
っ
て
、
そ
の
際
に

焦
点
と
な
っ
た
の
が
、
奴
隷
制
度
と
人
種
問
題
の
持
つ
意
味
だ
っ
た
が
、

答
と
し
て
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
区
別
し
た
。
次
に
、
ニ
ッ
タ
ー
の

「
諸
宗
教
の
神
学
」
の
中
心
的
議
論
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
他
宗
教
に

対
す
る
態
度
の
四
つ
の
モ
デ
ル
を
取
り
上
げ
た
。
ニ
ッ
タ
ー
の
四
つ
の
モ

デ
ル
は
複
雑
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
本
発

表
は
「
歴
史
的
物
語
と
し
て
の
四
つ
の
モ
デ
ル
」、「
保
守
／
リ
ベ
ラ
ル
論

と
し
て
の
四
つ
の
モ
デ
ル
」、「
ニ
ッ
タ
ー
独
自
の
キ
リ
ス
ト
論
と
し
て
の

四
つ
の
モ
デ
ル
」
と
い
う
解
釈
を
提
起
し
た
。

　

ニ
ッ
タ
ー
は
、
シ
カ
ゴ
で
生
ま
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
両
親
に
育
て
ら
れ

た
。
そ
の
後
、
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
大
学
や
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
に
留
学
し
、

第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
や
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
神
学
に
触
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
お
け
る
革
命
で
あ
り
、
他
宗
教
に
対
す
る

態
度
の
急
激
な
変
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
著
書
が
、

『
他
の
名
前
？
』（
一
九
八
五
）
で
あ
る
。
彼
は
、『
諸
宗
教
の
神
学
入
門
』

で
、『
他
の
名
前
？
』
に
つ
い
て
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
当
時
は
「
神
中
心
的
立
場
」
を
取
っ
て
い
た
が
、
論
争
を
巻

き
起
こ
し
た
の
で
、
誰
に
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
立
場
を
あ
き
ら
め
た
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
神
を
中
心

と
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
他
宗
教
に
開
か
れ
た
も
の
に
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
他
宗
教
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い

が
、
神
で
あ
れ
ば
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
試
み
は
多
く
の
反
対
に
あ
っ
た
。
そ
の
反
省
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の

が
、
四
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。『
諸
宗
教
の
神
学
入
門
』
で
、
彼
は
、「
あ

る
立
場
が
他
の
立
場
よ
り
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
議
論
の
仕
方
で
は
な

く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
他
宗
教
に
対
す
る
態
度
を
四
つ
の
モ
デ
ル
に
分
け
、

「
各
々
の
立
場
が
異
な
る
意
義
を
持
つ
」
と
い
う
議
論
の
仕
方
を
し
て
い
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前
は
、
抑
圧
者
と
被
抑
圧
者
の
線
引
き
が
人
種
間
で
明
確
に
で
き
、
被
抑

圧
者
で
あ
る
黒
人
共
同
体
も
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ワ
ー
の
名
の
も
と
結
束
し
や

す
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
共
同
体
も
多
様
化
し
一
枚
岩
で
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
結
果
、
黒
人
共
同
体
と
し
て
の
共
感
や
連
帯
も
容
易
で
は
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
黒
人
の
解
放
を
掲
げ
た
黒
人

神
学
は
人
種
問
題
と
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
す
る
ロ
ン
グ
の
一
つ
の
回
答
は
、
人
種
問
題
を
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
枠
を
超
え
て
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
も
の
の
本
質
か

ら
考
え
直
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
を
市
民
宗
教
の
枠
組
み

で
捉
え
る
と
、
そ
の
聖
概
念
に
当
た
る
も
の
は
「
自
由
」
で
あ
り
「
平

等
」
で
あ
り
「
民
主
主
義
」
で
、
そ
れ
ら
を
具
現
化
し
た
も
の
が
、
合
衆

国
憲
法
と
独
立
宣
言
と
な
る
。
し
か
し
ロ
ン
グ
は
そ
れ
ら
の
背
後
に
「
不

自
由
」
と
「
不
平
等
」
を
黒
人
に
強
い
て
い
た
奴
隷
制
度
が
隠
さ
れ
て
い

た
と
し
、
こ
の
真
実
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
全

体
を
真
の
解
放
へ
と
導
く
と
論
じ
る
。
合
衆
国
憲
法
と
独
立
宣
言
で
謳
わ

れ
る
諸
々
の
理
想
の
裏
に
、
無
数
の
ア
フ
リ
カ
人
奴
隷
の
、
そ
し
て
ア
メ

リ
カ
原
住
民
た
ち
の
犠
牲
が
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
こ
の
真
実
を
ア
メ
リ

カ
社
会
全
体
が
人
種
を
問
わ
ず
認
識
し
、
そ
の
犠
牲
に
対
し
て
負
い
目
を

感
じ
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
彼
ら
の
犠
牲
を
無
償
の
贈
与
と
受
け
取
り
、
そ

れ
を
新
た
な
起
源
と
し
て
歴
史
認
識
を
変
換
さ
せ
る
こ
と
。
も
し
以
上
の

よ
う
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
ら
れ
れ
ば
、
多
元
的
社
会
ア
メ
リ
カ
は
新
た
な

建
国
の
始
祖
た
ち
と
共
に
、
一
つ
の
道
徳
共
同
体
に
な
れ
る
可
能
性
が
で

て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

時
を
同
じ
く
し
て
公
民
権
運
動
の
最
盛
期
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
人
種
問
題

に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
コ
ー
ン
で
あ
っ
た
。

　

コ
ー
ン
は
神
学
者
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
い
う
二

つ
の
主
体
性
を
統
合
す
る
た
め
、
黒
人
神
学
を
提
唱
・
主
導
し
て
い
こ
う

と
す
る
が
、
ロ
ン
グ
は
宗
教
学
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
批
判
す
る
。
最
初
の

批
判
は
、
い
か
に
「
白
人
神
学
」
を
「
黒
人
神
学
」
に
置
き
換
え
よ
う
と

し
て
も
、
従
来
の
「
神
学
」
自
体
の
構
造
が
西
洋
中
心
的
（
＝
白
人
的
）

で
あ
る
以
上
、
結
局
の
と
こ
ろ
真
の
変
革
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
ロ
ン
グ
が
問
題
視
し
た
の
は
、
黒
人
神
学
が
「
黒
人
教

会
」
の
神
学
で
あ
る
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
宗
教
的
経
験
、
特
に
解

放
前
の
黒
人
奴
隷
に
よ
る
様
々
な
形
で
表
現
さ
れ
た
宗
教
実
践
を
十
分
く

み
取
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
は
そ
の
よ
う
な
黒
人
教
会
の
枠
組

み
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
宗
教
的
態
度
と
実
践
は
後
世
に
も
受
け
継
が
れ
、

現
代
に
お
い
て
も
そ
の
影
響
が
、
詩
や
小
説
、
音
楽
、
絵
画
な
ど
様
々
に

形
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
フ
ォ

ー
ク
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
の
中
に
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
特
有
の
宗
教

性
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ロ
ン
グ
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ

ン
の
宗
教
観
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
黒
人
教
会
に
関
し
て
は
、
歴
史
的
に
ア
メ
リ
カ
主
流
社
会
へ
の

同
化
を
促
し
て
き
た
保
守
的
な
側
面
も
あ
り
、
実
際
、
コ
ー
ン
ら
黒
人
神

学
者
を
急
進
的
す
ぎ
る
と
批
判
す
る
向
き
も
黒
人
教
会
の
中
で
起
こ
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
黒
人
教
会
の
保
守
的
傾
向
は
、
公
民
権
運
動
以
降
、

黒
人
た
ち
の
一
部
が
徐
々
に
中
産
階
級
化
さ
れ
る
に
つ
れ
強
ま
っ
て
い

き
、
黒
人
神
学
は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
キ
リ
ス
ト
教
者
の
中
で
も

相
対
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
振
り
返
れ
ば
、
公
民
権
運
動
時
代
以
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ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

伊
藤　

潔
志

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
宗
教
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と

は
、
弟
子
た
ち
の
証
言
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
宗
教
理
解
の
形
成
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
、
ト
ル
ス
ト
イ
な
ど
と
並
び
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
「
倫
理
学
講
演
」
か
ら
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
い
て
倫
理
と

宗
教
と
は
必
ず
し
も
分
離
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
が
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
に
も
倫
理
と
宗
教
性
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
が
見

ら
れ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
の
登
場
人
物
が
宗
教
の
意
義
に
気

づ
い
て
生
き
方
を
変
え
て
い
く
の
は
、
し
ば
し
ば
苦
難
や
罪
悪
感
の
経
験

を
通
し
て
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
典
型
が
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』

の
主
要
人
物
の
一
人
で
あ
る
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
で
あ
る
。

　

ド
ミ
ー
ト
リ
ー
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
苦
難
を
通
し
て
の
生
活
の
変

化
で
あ
る
。
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
は
、
父
親
の
フ
ョ
ー
ド
ル
殺
害
の
冤
罪
で
逮

捕
さ
れ
る
。
直
情
的
な
人
で
あ
る
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
は
、
抽
象
的
・
合
理
的

に
で
は
な
い
が
情
熱
的
か
つ
真
剣
に
考
え
、
生
活
の
変
化
を
遂
げ
る
。
そ

し
て
、
苦
難
に
お
い
て
神
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
と

き
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
が
自
ら
の
生
活
に
喜
び
を
見
出
す

の
は
罪
悪
感
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ド
ミ
ー
ト
リ
ー
は
、
自
ら
の
放
蕩
生
活
を
「
恥
辱
」
と
認
め
つ
つ
も
、

自
分
の
中
に
も
高
貴
な
何
か
が
あ
る
と
も
感
じ
て
い
る
。
ド
ミ
ー
ト
リ
ー

は
、
次
の
よ
う
な
詩
を
作
っ
て
い
る
。「
こ
の
世
の
神
に
栄
光
あ
れ
／
我

が
内
な
る
神
に
栄
光
あ
れ
！
」（『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』）。
こ
の
よ
う

に
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
は
、
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
な
が
ら
も
神
を
称
え
、
苦
難
に

よ
る
浄
化
を
望
ん
で
い
る
。
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
詩
を
よ
く
引
用
し
て
い
た
と
い
う
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
日
記
や
手
紙
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
そ
の

罪
悪
感
は
尋
常
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
宛

て
の
手
紙
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
私
は
、
こ
れ
ま
で
人
生
の
中

で
し
ば
し
ば
あ
っ
た
、
非
常
に
恐
ろ
し
い
状
態
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
こ
と
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
る
」（
一
九
二
〇
年
六
月
二
一

日
）。
そ
の
直
後
に
は
「
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
私
が
信
仰
を
持
っ
て
い
な

い
こ
と
に
起
因
す
る
！
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
罪
悪
感
は
宗
教
と
の
関
わ

り
で
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
ミ
ー
ト
リ
ー
か
ら
は
、
自
ら
の
悪
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
、
そ
の
上

で
自
ら
の
高
貴
な
面
を
自
覚
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
必
死
に
幸
福

な
生
活
へ
と
変
化
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
基
底

に
あ
る
の
は
、
激
情
の
人
で
あ
る
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
の
情
熱
で
あ
る
。
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
罪
悪
感
に
苛
ま
さ
れ
る
中
で
生
活
の
変
化
を
求
め

て
お
り
、
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
の
罪
悪
感
と
そ
こ
か
ら
の
生
活
の
変
化
と
は
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
惹
き
つ
け
ら
れ

た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
手
稿
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
し
か
し
、
も
し
私
が
本
当
に
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
│
│
私
に
は
確
実
性
が
必
要
だ
│
│
知
恵
で
も
夢
で
も
思
弁
で
も
な

第
二
グ
ル
ー
プ
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る
魂
の
心
理
学
的
教
説
で
あ
る
。
他
方
、
ボ
ス
ュ
エ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
「
仮
定
」
で
あ
り
「
言
述
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
現
実
化
・
実
践
化
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
両
者
の
対
立

は
、
愛
と
希
望
の
関
係
性
と
い
う
神
学
的
な
水
準
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
思

想
史
・
精
神
史
上
の
二
つ
の
変
化
の
ベ
ク
ト
ル
に
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

第
一
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
愛
・
信
仰
と
知
覚
・
感
覚
と
の
対
立
の
深
化
な

い
し
断
絶
で
あ
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
、
一
切
の
感
覚
的
な
も
の
を
退
け
て

「
純
粋
な
信
仰
」
の
境
地
に
到
達
す
べ
き
と
説
い
た
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人
に

深
く
感
化
さ
れ
つ
つ
、
さ
ら
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
純
粋
愛
」
の
教
説
を
体

系
化
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ボ
ス
ュ
エ
は
、
信
仰
も
愛
も
つ
ね
に
内
的
な
悦

び
が
と
も
な
う
こ
と
を
主
張
し
て
根
本
的
な
異
議
を
唱
え
た
。
従
来
の
図

式
的
な
見
方
で
は
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に
よ
る
神
秘
主
義

の
信
仰
論
（
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
）
と
、
反
神
秘
主

義
者
ボ
ス
ュ
エ
の
無
理
解
お
よ
び
「
ヘ
ド
ニ
ズ
ム
（
享
楽
主
義
）」
が
対

比
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
よ
り
広
い
思
想
史
的
・
精
神
史
的
観
点
に
立

て
ば
、
キ
エ
テ
ィ
ス
ム
論
争
は
、
近
世
西
欧
に
顕
在
化
す
る
愛
・
信
仰
と

心
理
的
体
験
と
の
緊
張
関
係
を
深
化
な
い
し
断
絶
さ
せ
、
一
八
世
紀
以
降

の
神
秘
主
義
言
説
に
そ
の
影
響
を
波
及
さ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
神
秘
主
義
の
愛
・
信
仰
論
に
お
け
る
現
在
性

（
過
去
・
未
来
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
い
ま
・
こ
こ
」）
の
先
鋭
化
で
あ
る
。

こ
れ
も
、
神
秘
主
義
の
擁
護
者
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
／
糾
弾
者
ボ
ス
ュ
エ
と
い
う

図
式
が
見
逃
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
自
ら
の
救
い
に
頓
着
し
な
い
魂
の

不
偏
心
・
静
寂
の
境
地
を
求
め
、「
現
在
」
と
い
う
瞬
間
を
先
鋭
化
さ
せ

る
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に
対
し
て
、
ボ
ス
ュ
エ
は
、
た
と
え
ば
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ

く
│
│
そ
し
て
こ
の
確
実
性
が
信
仰
で
あ
る
。
…
…
私
の
魂
は
、
そ
の
情

熱
を
持
っ
て
、
ま
る
で
そ
の
肉
と
血
の
よ
う
に
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
私
の
抽
象
的
な
精
神
で
は
な
い
」（『
雑
考
』）。
こ
の
一

節
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
に
関
す
る
注
釈

の
よ
う
に
も
読
め
る
。
こ
れ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
宗
教
理
解
の

一
部
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
エ
テ
ィ
ス
ム
論
争
再
訪

渡
辺　
　

優

　

一
七
世
紀
末
の
「
キ
エ
テ
ィ
ス
ム
（
静
寂
主
義
）
論
争
」
は
、
近
代
の

黎
明
期
に
西
洋
宗
教
思
想
史
上
の
重
大
な
転
換
点
と
な
っ
た
出
来
事
と
し

て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
七
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
で
黄
金
時
代
を
迎
え

た
神
秘
主
義
に
終
止
符
を
打
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
啓
蒙
の
世
紀
以
降
の

神
秘
主
義
言
説
あ
る
い
は
神
秘
主
義
概
念
を
深
く
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
、
基
礎
的
資
料
が
整

備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
思
想
史
的
研
究
も
大
き
く
進
展
し
た
。
し
か
し
、

近
世
以
降
の
西
洋
宗
教
思
想
史
、
と
り
わ
け
神
秘
主
義
の
歴
史
に
こ
の
論

争
が
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
な
お
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な

い
。
本
発
表
は
、
キ
エ
テ
ィ
ス
ム
論
争
の
意
味
を
広
く
近
世
か
ら
近
現
代

の
西
洋
宗
教
史
の
文
脈
に
埋
め
込
ん
で
捉
え
な
お
す
べ
く
、
新
た
な
論
点

を
提
起
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

論
争
の
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に
よ
っ
て
体
系
化

さ
れ
た
純
粋
愛
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
サ
ル
の

「
不
可
能
な
仮
定
」
に
淵
源
す
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
純
粋
愛
は
、「
不
可
能

な
仮
定
」
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
逆
説
的
な
癒
し
を
得
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の
視
点
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
宗
教
」
と
し
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
宗
教
表
象
の
受
容
と
、
キ
リ
ス
ト
教
表
象
の
受
容
過
程
の
評
価
を

め
ぐ
っ
て
、
信
仰
者
視
点
に
立
つ
叙
述
と
一
般
文
芸
史
視
点
か
ら
の
叙
述

に
深
い
分
断
を
も
た
ら
す
要
因
で
も
あ
る
。

　

本
報
告
で
は
英
文
学
者
・
詩
人
、
西
脇
順
三
郎
（
一
八
九
四
―
一
九
八

二
）
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

　

西
脇
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
理
論
を
日
本
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
西

洋
古
典
表
象
を
漢
籍
・
日
本
文
学
と
自
然
観
照
か
ら
得
ら
れ
た
着
想
を
自

在
に
結
び
、「
意
識
の
流
れ
」
を
描
く
た
め
に
伝
統
的
定
型
詩
の
韻
律
に

寄
ら
な
い
文
体
に
よ
っ
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
理
論
の
実
践
を
体
現
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
。
西
脇
の
詩
的
体
験
に
も
こ
の
関
心
は
明
確
に
反
映
さ

れ
て
い
る
。
慶
應
義
塾
大
学
理
財
科
在
学
中
の
若
き
日
の
西
脇
は
、
西
洋

古
代
像
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
と
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
『
享

楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』
を
通
し
て
ロ
マ
ン
主
義
的
な
西
洋
古
代
像
を
知
っ

た
の
ち
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
へ
の
留
学
（
一
九
二
二
―
一
九
二
五
）

の
さ
い
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
英
語
文
学
の
最
先
端
に
ふ
れ
た
結
果
、「
文
明
の

始
原
」
を
模
索
す
る
当
時
の
社
会
人
類
学
の
視
点
と
自
在
な
古
今
東
西
の

古
典
の
引
証
の
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
伝
統
詩
の
内
容
を
無
韻
詩
の

広
大
な
詩
の
領
域
を
特
定
の
宗
教
の
語
彙
を
用
い
ず
に
語
る
手
法
を
見
い

だ
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　

本
報
告
で
は
と
く
に
西
脇
の
詩
論
に
注
目
し
た
い
。
西
脇
は
一
九
三
〇

年
代
の
初
期
評
論
か
ら
最
晩
年
の
評
論
に
至
る
ま
で
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
い

た
る
「
西
洋
」
の
詩
の
根
幹
に
、
聖
書
・
キ
リ
ス
ト
教
表
象
も
含
め
た
宗

教
表
象
と
形
而
上
性
へ
の
言
及
が
、
古
典
へ
の
言
及
と
と
も
に
無
時
間
性

と
永
遠
性
に
連
な
る
広
大
な
詩
想
を
表
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
ま

を
参
照
し
な
が
ら
、
神
を
見
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
こ
の
世
に
生
き
る
魂

の
、「
焦
が
れ
る
よ
う
な
願
望
」
の
運
動
性
・
持
続
性
を
強
調
し
た
。
こ

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
一
七
世
紀
以
降
の
神
秘
主
義
言
説
に
強
ま
る
、
現

在
性
の
先
鋭
化
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　

キ
エ
テ
ィ
ス
ム
論
争
は
、
神
秘
主
義
の
概
念
史
に
と
っ
て
空
白
の
時
代

と
い
え
る
一
八
世
紀
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
に
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、

フ
ェ
ヌ
ロ
ン
と
ボ
ス
ュ
エ
の
神
秘
主
義
解
釈
に
窺
え
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

は
、
お
そ
ら
く
は
近
世
以
降
の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
解
釈
の
一
義
化
（
冷
た

い
試
煉
の
夜
と
熱
い
愛
の
炎
と
の
分
離
）
と
も
地
続
き
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
、
ま
た
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
の
「
読
ま
れ
方
」

は
、
キ
エ
テ
ィ
ス
ム
論
争
の
歴
史
的
意
味
を
読
み
解
く
重
要
な
補
助
線
と

な
り
う
る
。

日
本
語
近
現
代
詩
歌
史
に
お
け
る 

西
洋
古
代
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
史

中
西　

恭
子

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
表
象
の
受
容
は
、
と
き

に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
器
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
西
洋
の
宗
教

文
化
」
と
の
対
峙
に
よ
る
新
た
な
文
学
の
創
出
の
た
め
の
着
想
源
と
し

て
、
日
本
語
近
現
代
文
学
に
お
け
る
表
現
と
思
考
の
地
平
を
広
げ
る
役
割

を
担
っ
た
。
一
方
で
「
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
」
に
よ
っ
て
信
仰
の
表
出
の
器

と
し
て
用
い
ら
れ
る
聖
書
表
象
・
キ
リ
ス
ト
教
史
表
象
の
系
譜
も
否
定
で

き
な
い
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
ら
の
提
示
し
た
「
信
仰
者
に
と
っ
て
、
創
作
を

行
う
こ
と
は
罪
で
あ
り
、
自
由
な
創
作
は
聖
典
に
劣
る
」
と
す
る
発
想
は

「
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
」「
キ
リ
ス
ト
教
作
家
」
の
あ
い
だ
に
は
根
深
い
。
こ
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明
治
前
期
に
お
け
る
「
世
界
の
諸
宗
教
」
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察

星
野　

靖
二

　

本
発
表
は
、
端
的
に
は
一
八
七
〇
年
代
に
お
け
る
「
世
界
の
諸
宗
教
」

に
つ
い
て
の
語
り
を
幾
つ
か
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
別
の

宗
教
伝
統
に
対
す
る
叙
述
が
、
ど
の
よ
う
に
総
称
と
し
て
の
「
宗
教
」
概

念
に
関
わ
る
の
か
、
相
互
の
往
還
を
検
討
し
た
い
と
い
う
問
題
意
識
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
制
度
的
学
問
と
し
て
の

宗
教
学
の
成
立
や
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
と
い
う
語
の
使
用
が

一
般
化
す
る
前
の
段
階
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
。

　

ま
ず
、
こ
の
時
期
に
「
世
界
の
諸
宗
教
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
著
作

を
、
網
羅
的
で
な
い
に
せ
よ
列
挙
し
た
上
で
、
特
に
黒
田
行
元
『
開
化
新

説
』（
一
八
七
四
）
と
『
万
国
立
教
大
意
』（
一
八
七
五
）
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
な
お
、
黒
田
行
元
（
一
八
二
七
―
九
七
）
は
麹
廬
と
号
し
、『
ロ

ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
日
本
語
初
訳
と
な
る
『
漂
流
紀
事
』
を
出

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
洋
学
者
で
あ
る
。
一
八
七
〇
年
代
前
半
に

は
、
生
活
の
糧
の
た
め
も
あ
っ
て
、
啓
蒙
書
を
多
数
執
筆
し
て
い
た
。

　
『
開
化
新
説
』
は
「
開
化
」
に
つ
い
て
の
啓
蒙
書
・
概
説
書
で
あ
っ 

て
、
必
ず
し
も
宗
教
に
特
化
し
た
書
で
は
な
い
が
、「
教
法
」
に
つ
い
て

の
部
分
が
あ
り
、
黒
田
は
ド
イ
ツ
語
のErnst von Seydlitz, Schul- 

G
eographie

を
原
本
と
し
て
、
そ
の
宗
教
に
関
係
す
る
部
分
を
訳
出
し

た
上
で
、
自
ら
の
見
解
を
付
け
加
え
て
い
る
。
黒
田
自
身
の
評
と
し
て
カ

ト
リ
ッ
ク
批
判
、
未
開
宗
教
批
判
が
な
さ
れ
て
お
り
、
他
方
で
日
本
の
宗

教
に
つ
い
て
あ
ま
り
述
べ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
特
徴
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
『
万
国
立
教
大
意
』
は
、
上
下
二
冊
合
わ
せ
て
三
五
丁
程
度
の
小
冊
で

た
尊
敬
の
対
象
と
な
る
べ
き
権
威
あ
る
詩
の
成
立
要
件
と
み
な
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
鋭
く
看
破
し
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
形
而
上
詩
や
Ｔ
・
Ｓ
・

エ
リ
オ
ッ
ト
ら
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
神
話
表
象
と
宗
教
表
象
へ
の
言
及
も

「
永
遠
性
」
の
表
現
の
手
段
と
し
て
理
解
し
た
。

　

西
脇
に
は
中
世
英
文
学
専
攻
の
英
文
学
者
と
し
て
の
一
面
が
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
書
き
継
が
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
『
古
代
文
学

序
説
』
で
は
、
先
史
時
代
か
ら
中
世
後
期
に
至
る
「
ゲ
ル
マ
ン
人
」
の
宗

教
的
心
性
と
詩
想
の
連
続
性
を
「
幻
影
の
人
」
と
い
う
永
遠
性
の
シ
ン
ボ

ル
の
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
と
な
る
存
在
を
叙
述
す
る
欲
望
の
探
求
と
み
な

す
仮
説
を
た
て
、
古
代
・
中
世
の
宗
教
民
俗
誌
と
文
学
史
の
照
応
関
係
を

検
討
す
る
。
先
史
時
代
の
図
像
表
象
か
ら
中
世
後
期
の
恋
愛
詩
・
叙
事
詩

に
至
る
詩
史
の
背
景
に
あ
る
霊
性
の
通
観
を
試
み
る
著
作
で
あ
る
。
レ
ヴ

ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
『
原
始
人
の
心
性
』
や
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
『
シ
ン
ボ
ル
形

式
の
哲
学
』
を
参
照
し
て
書
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
に
も
つ
文
化
の

な
か
で
培
わ
れ
た
無
記
名
性
と
引
証
の
詩
学
へ
の
視
座
に
貫
か
れ
た
壮
大

な
構
想
を
も
つ
こ
の
著
作
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
の
心

性
史
の
試
み
を
兼
ね
そ
な
え
た
「
世
界
文
学
」
と
し
て
の
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
学
論
に
匹
敵
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
つ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
の

資
料
蒐
集
の
限
界
か
ら
大
成
し
な
か
っ
た
。

　

西
脇
は
文
学
者
と
宗
教
者
の
役
割
を
明
確
に
区
別
し
て
論
じ
、
晩
年
、

英
国
国
教
会
に
改
宗
し
た
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
帰

依
せ
ず
と
も
「
西
洋
」
の
詩
人
に
伍
し
て
東
洋
の
詩
人
も
参
与
で
き
る
広

大
な
「
永
遠
性
」
の
世
界
を
求
め
る
詩
人
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
た
り
え
た
は

ず
な
の
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
大
成
者
で
あ
り
な
が
ら
最
終
的
に
は
宗

教
家
た
ら
ん
と
し
た
人
物
と
し
て
理
解
し
た
。
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言
え
ば
、
そ
の
影
響
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
の
後
黒
田
は
一
八
七
五
年
頃
か
ら
七
七
年
末
ま
で
、
東
本

願
寺
翻
訳
局
で
働
き
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
翻
訳
な
ど
に
従
事
す
る
こ
と

に
な
る
。
同
翻
訳
局
は
、
洋
行
帰
り
の
石
川
舜
台
が
一
八
七
三
年
に
設 

立
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
例
え
ばJam

es Freem
an Clarke, T

en 
G
reat R

eligions

な
ど
宗
教
書
の
翻
訳
・
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
。
黒

田
と
大
谷
派
の
僧
侶
た
ち
と
の
交
流
を
含
め
て
、
同
翻
訳
局
に
つ
い
て
も

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
本
発
表
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費19K

00086

の
助
成
を
受
け
て

い
る
。

生
成
の
神
学
と
心
身
論
の
位
置 

│
│ 

聖
マ
ク
シ
モ
ス
と
山
崎
闇
斎
の
事
例
か
ら 

│
│

久
保　

隆
司

　

本
稿
の
目
的
は
、「
生
成
の
神
学
」
と
「
心
身
論
」
と
の
関
係
性
の
考

察
で
あ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
時
代
も
場
所
も
異
な
る
証
聖
者
マ
ク
シ

モ
ス
（
東
方
教
会
）
と
山
崎
闇
斎
（
神
道
）
を
取
り
上
げ
る
。
ど
ち
ら
の

神
学
も
「
生
成
」「
心
身
」、
そ
し
て
目
的
と
し
て
の
「
神
人
合
一
」
を
中

核
概
念
と
し
て
、
普
遍
的
文
化
と
特
殊
文
化
と
の
融
合
を
図
っ
た
。
世
界

哲
学
的
・
比
較
思
想
的
観
点
か
ら
考
察
を
深
め
た
い
。

　

マ
ク
シ
モ
ス
の
神
学
は
、「
へ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
葛
藤
と

超
越
に
よ
る
統
合
」
と
も
さ
れ
る
。
類
比
的
に
、
闇
斎
の
神
学
「
神
儒
兼

学
」
は
、「
日
本
文
化
（
神
道
）
と
中
国
大
陸
文
化
（
新
儒
教
）
の
葛
藤

と
超
克
に
よ
る
統
合
」
と
い
え
よ
う
。
両
者
と
も
、
原
初
の
生
成
か
ら
始

あ
る
が
、
世
界
の
諸
宗
教
に
つ
い
て
概
説
す
る
書
で
あ
る
。
凡
例
に
「
地

誌
中
よ
り
抄
訳
」
と
あ
る
が
、
原
本
の
確
定
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
内

容
と
し
て
は
総
論
を
述
べ
た
後
に
神
教
、
儒
教
、
道
教
、
仏
教
、
婆
羅
門

教
、
猶
太
教
、
耶
蘇
教
、
回
教
、
雑
教
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

宗
教
理
解
の
特
徴
と
し
て
、「
教
﹇
ヲ
シ
ヘ
﹈」
の
普
遍
性
と
、
そ
の
本

質
の
同
一
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
、「
開
化
せ
る

人
民
の
教
」
は
全
て
「
天
を
宗
」
と
す
る
と
さ
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
神

道
・
儒
教
・
道
教
・
西
洋
諸
教
な
ど
が
並
列
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
他

方
、
未
開
宗
教
へ
の
批
判
も
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、「
魔
教
」（「
語
意
は

幻
術
妖
術
の
義
」
と
あ
る
の
でm

agic

相
当
語
の
訳
か
）
に
つ
い
て
は

「
教
法
の
最
下
」
で
「
黒
人
」
が
奉
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
認

識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
関
連
し
て
、
神
道
は
多
神
教
で
あ
っ
て

も
未
開
の
宗
教
の
よ
う
な
程
度
の
低
い
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
「
天
」
の
共
通
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
教
法
」
の
捉
え
方
は
、
そ
の
「
天
」
認
識
を
含
め
て
、
中

村
敬
宇
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
重
な
る
面
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
逆
に

言
え
ば
、
独
自
の
宗
教
理
解
が
見
ら
れ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
も

思
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
黒
田
の
他
の
著
述
物
を
併
せ
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
、
黒
田
が
な
し
た
「
教
」
に
つ
い
て
の
訳
業
・
著
述
の
持
つ

意
義
と
、
そ
の
継
承
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
ス

ン
ナ
派
と
シ
ー
ア
派
の
存
在
が
触
れ
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
初
訳
で
あ
る

可
能
性
の
あ
る
、
か
な
り
細
か
な
固
有
名
詞
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
し
て

い
る
が
、
他
方
で
、
前
述
の
「
魔
教
」
の
よ
う
に
、
そ
の
後
あ
ま
り
見
ら

れ
な
い
よ
う
な
独
特
な
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
、
概
し
て
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習
合
を
否
定
し
、「
対
立
す
る
」
両
者
の
統
合
の
道
を
探
っ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
、
超
越
的
・
形
而
上
学
的
領
域
に
移
行
の
際
の
葛
藤
と
超
越

に
お
け
る
問
題
は
、
両
者
の
生
涯
を
通
し
て
の
体
験
的
探
求
過
程
で
直
面

せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
両
者
は
と
も
に
、
心
身（
論
）と
そ

れ
に
伴
う
「
神
秘
（
超
越
的
）
体
験
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
超
克
を

可
能
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
基
本
構
造
は
通
じ
る
。
と
も
に
、
心
身
の
一

致
を
根
源
的
、
基
盤
的
な
も
の
と
捉
え
、
身
体
化
（
受
肉
／
分
霊
）
は
、

無
限
の
超
越
的
な
も
の
の
有
限
的
な
身
体
へ
の
内
在
を
可
能
せ
し
め
る
と

す
る
。
根
源
神
か
ら
の
分
有
・
分
霊
的
な
聖
霊
や
心
神
は
（
そ
の
源
流
の

一
部
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
「
梵
我
一
如
」
思
想
の
可
能
性
が
あ
る
が
）、

と
も
に
万
人
の
心
臓
／
カ
ル
デ
ィ
ア
に
宿
る
と
さ
れ
、
生
成
・
変
容
の
エ

ン
ジ
ン
と
な
る
。

　

上
昇
の
力
（
生
成
力
／
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
に
よ
っ
て
、
一
種
の
神
秘
的

体
験
を
伴
う
幾
多
の
心
身
一
致
を
経
て
、
人
間
の
究
極
的
な
「
目
的
」
で

あ
る
神
人
一
致
（
神
化
）
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
促
進
さ
れ
る
。
常
に
生
き

て
い
る
私
た
ち
は
、
神
へ
の
変
容
（
神
人
一
致
）
へ
の
道
を
歩
む
中
間
的

存
在
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
心
身
一
致
＝
神
人
合
一
の
神
学
に
は
、

実
践
的
な
身
体
（
心
身
）
技
法
・
行
法
が
関
わ
る
。
た
と
え
ば
、
観
想
、

静
坐
、
禊
祓
、
祈
り
、
祈
禱
、
正
直
な
ど
の
関
与
に
認
め
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
、
比
較
研
究
の
初
歩
的
・
俯
瞰
的
考
察
で
あ
る
が
、
東
方
キ
リ

ス
ト
教
と
神
道
と
の
間
で
は
、
心
身
論
／
心
身
技
法
を
媒
介
に
、
心
身
論

や
神
人
合
一
に
関
わ
る
新
し
い
研
究
が
可
能
と
の
考
え
に
至
っ
た
。

ま
る
発
達
論
的
観
点
か
ら
、
心
身
の
一
致
（
身
体
化
）
と
神
人
合
一
（
神

化
）
を
一
貫
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
、
位
置
付
け
て
い
る
。

　

マ
ク
シ
モ
ス
は
、
魂
と
身
体
と
の
全
体
存
在
と
し
て
の
人
間
の
変
容
と

再
形
成
の
道
を
説
く
。
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
完
全
な
人
性
を
神
学
の
核
と

し
、
人
間
の
神
化
も
可
能
と
す
る
。
そ
の
際
の
人
間
性
の
顕
れ
と
し
て
の

自
由
意
志
は
、「
よ
り
善
く
在
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
が
神
に
向
か

っ
て
上
昇
す
る
時
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
。
人
間
性
の
次
元
、
肉
体

の
レ
ベ
ル
が
、
終
末
時
に
お
け
る
神
化
・
統
合
・
一
致
の
類
比
と
な
る

が
、
身
体
は
ヘ
ブ
ラ
イ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
は
重
要
な
意
味
を
担

う
。
魂
は
身
体
と
結
び
つ
き
、
結
合
し
て
は
じ
め
て
こ
の
世
に
生
成
し
存

立
す
る
。
物
質
で
は
な
い
魂
は
、
物
質
で
あ
る
身
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
く
、
肢
体
全
体
に
遍
在
す
る
。
人
間
的
自
然
・
本
性
は
本
質
的

に
「
動
き
」
の
う
ち
に
あ
り
、
変
化
す
る
身
体
は
、
魂
・
人
間
の
全
体
と

し
て
の
宇
宙
的
神
化
へ
の
変
容
可
能
性
を
担
う
と
さ
れ
た
。

　

一
方
、
山
崎
闇
斎
の
統
合
学
「
神
儒
兼
学
」
で
は
、「
敬
」
に
基
づ
く

神
儒
妙
契
の
心
身
論
が
核
と
な
る
。
闇
斎
は
朱
子
学
か
ら
、
身
が
本
で
あ

り
、
心
が
身
を
主
宰
し
、
心
が
身
に
充
満
す
る
こ
と
を
体
認
し
た
。「
敬

義
内
外
説
」
で
は
、
心
身
と
も
に
「
内
」
と
す
る
心
身
一
致
の
立
場
を
取

る
。
そ
し
て
、
万
人
に
神
性
が
内
在
す
る
と
す
る
神
道
の
「
心
神
」
概
念

と
そ
れ
と
結
び
つ
く
儀
礼
・
行
法
に
よ
っ
て
、
朱
子
学
で
は
限
界
の
あ
る

超
越
的
・
形
而
上
学
的
領
域
へ
の
移
行
を
構
造
的
に
試
み
た
。
す
な
わ

ち
、
朱
子
学
と
神
道
は
「
敬
」（
心
身
が
整
え
ら
れ
て
い
る
場
／
状
態
）

に
お
い
て
「
妙
契
」
す
る
が
ゆ
え
に
、
統
合
で
き
る
と
の
考
え
か
ら
、
闇

斎
は
神
儒
兼
学
に
行
き
着
い
た
。
そ
こ
で
は
、「
知
」
に
お
い
て
は
、
朱

子
学
が
優
先
さ
れ
、「
行
」
に
お
い
て
は
神
道
が
優
先
さ
れ
る
。
安
易
な
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と
の
合
一
と
い
う
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
体
験
」
が
強
調
さ
れ
る
の
み
な
ら

ず
、
一
者
に
向
か
う
向
上
の
道
に
は
、
こ
の
世
界
に
戻
っ
て
人
々
を
教
導

す
る
降
下
の
道
も
必
然
的
に
伴
う
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
（
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
）
以
来
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
伝
統
に
お
い

て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。
波
多
野
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
真

な
る
宗
教
と
哲
学
の
一
致
を
見
い
だ
し
彼
の
宗
教
哲
学
の
典
型
例
だ
と
言

及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
日
本
の
思
想
家
に
お
い
て
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
へ
の
「
根
源
」
か
ら
の
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
に
し
て
も

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の

受
容
で
は
、
そ
の
初
期
か
ら
本
来
の
特
質
を
捉
え
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ

れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
田
と
波
多
野
に
共
通
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
へ
の
見

方
と
し
て
、
二
人
と
も
表
層
的
・
一
面
的
な
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
深
奥
を
捉
え
、
自
分
た
ち
の
思
想
と
並
べ
論
じ
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
核
心
は
哲
学
と
宗
教
の
渾

然
一
体
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
、
西
田
は
「
宗
教
」
の
語
を
知

っ
て
い
な
が
ら
も
特
段
用
い
ず
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
哲
学
と
し
て
論

じ
、
波
多
野
は
自
身
の
宗
教
哲
学
と
い
う
領
域
に
引
き
寄
せ
て
「
宗
教
」

と
し
て
も
論
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
確
立
と
並

行
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
の
は
興
味
深
い
論
点
で
あ
る
が
、
今
回
の
発
表

で
は
割
愛
し
た
。

　

と
は
言
え
、
西
田
に
せ
よ
波
多
野
に
せ
よ
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
つ
い

て
は
や
は
り
「
学
者
の
宗
敎
」
と
い
う
領
域
に
と
ど
ま
っ
た
議
論
で
あ

り
、「
実
践
」
を
閑
却
し
が
ち
で
理
論
化
し
う
る
教
義
や
教
説
に
偏
っ
て

い
た
。
し
か
し
本
来
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
の
よ
う
に

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の
初
期
を
め
ぐ
る
一
考
察

土
井　

裕
人

　

本
発
表
は
、
日
本
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
そ
の

導
入
の
初
期
に
い
か
に
受
容
さ
れ
た
の
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
日
本
の
思
想
家
と
し
て
は
主
に
西
田
幾
多
郎
と
波
多
野
精
一
を
、
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
と
し
て
は
特
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
取
り
上
げ
る
。

　

西
田
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
著
作
と
し
て
、

『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
直
観
と
意
思
」
や
、
講
義
記
録
を

原
型
と
す
る
「
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
哲
学
」、
未
発
表
原
稿
の
「
一
者
に
つ
い

て
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
「
語
り
え

な
い
」
一
者
を
「
無
」
と
同
様
と
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
プ
ロ
テ
ィ

ノ
ス
に
西
田
が
関
心
を
持
ち
、
自
ら
の
思
想
へ
と
統
合
し
て
い
こ
う
と
す

る
足
跡
が
見
い
だ
さ
れ
よ
う
。
特
に
「
一
者
に
つ
い
て
」
で
は
、
西
田
が

美
を
念
頭
に
円
環
に
つ
い
て
述
べ
た
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
語
ら
れ
る
一

者
か
ら
の
発
出
と
帰
還
を
め
ぐ
る
円
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
箇
所
が

特
筆
さ
れ
、
根
源
た
る
善
一
者
へ
の
還
帰
に
つ
い
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
ど

の
箇
所
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
は
確
言
で
き
な
い
と
し
て
も
、
両
者
の

類
同
は
明
ら
か
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、
根
源
者
と
個
と
が
い
か
に
接
続

さ
れ
る
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
伏
在
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
中
心

（
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
は
そ
こ
に
お
い
て
一
者
と
個
と
が
帰
一
す
る
）
を
め

ぐ
る
円
環
動
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

波
多
野
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
著
作
と
し

て
は
、『
西
洋
哲
学
史
要
』
や
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
カ
ン
ト　

宗
教
哲
学

の
二
つ
の
任
務
」
が
挙
げ
ら
れ
、
特
に
前
者
で
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を

「
学
者
の
宗
教
」
と
位
置
づ
け
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
後
者
で
は
一
者
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に
、
生
じ
た
と
こ
ろ
を
見
る
な
ら
、
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
で
き
る
と
い
う

理
由
で
、「
教
え
の
た
め
に
」
そ
う
述
べ
た
の
だ
と
い
う
説
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
断
片
二
八
で
は
、
数
十
（
デ
カ
ス
）
が
「
万
有
の
作
り
手
で
あ

る
神
の
前
に
置
か
れ
た
最
も
完
全
な
範
型
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
はT

im
.

に
お
い
て
、
神
が
宇
宙
を
製
作
す
る
さ
い
に
手
本
と
し
た

イ
デ
ア
の
こ
と
で
あ
る
。
断
片
四
四
、
五
八
、
五
六
か
ら
は
、T

im
.

に

お
け
る
神
に
よ
る
宇
宙
の
製
作
が
歴
史
的
事
実
で
は
な
く
、
説
明
の
た
め

の
方
便
だ
と
す
れ
ば
、
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
し
て
の
神
は
、
宇
宙
論
的

な
知
性
へ
と
還
元
さ
れ
、
そ
れ
は
さ
ら
に
宇
宙
の
魂
の
理
性
的
な
側
面
と

同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
の
流
れ
が
窺
わ
れ
る
。

　

ク
セ
ノ
ク
ラ
テ
ス
も
プ
ラ
ト
ン
に
直
接
学
ん
だ
人
で
、
ス
ペ
ウ
シ
ッ
ポ

ス
の
後
を
継
い
で
学
頭
に
な
っ
た
。
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
は
彼
を
「
プ
ラ
ト

ン
の
弟
子
た
ち
の
中
で
も
最
も
正
統
的
な
人
」
と
呼
ん
で
い
る
（
断
片
五

三H
einze

）。
断
片
五
四
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
「
生
成
と
い
う
の
は
、

あ
る
時
点
か
ら
生
じ
た
と
い
う
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
宇
宙
に

お
け
る
よ
り
先
な
る
も
の
と
よ
り
構
成
さ
れ
た
も
の
と
の
順
序
を
教
え
る

た
め
に
、
仮
定
か
ら
語
ら
れ
た
」
と
、
彼
は
主
張
し
た
。
断
片
三
三
で

は
、
永
遠
で
あ
る
は
ず
の
イ
デ
ア
の
生
成
が
、
同
じ
論
法
で
説
明
さ
れ
て

い
る
。
断
片
一
五
で
は
、
最
高
原
理
で
あ
る
一
性
（
モ
ナ
ス
）
か
ら
四
元

素
に
ま
で
い
た
る
世
界
の
諸
原
理
が
、
伝
統
的
な
神
々
の
名
で
呼
ば
れ
て

い
る
。
断
片
六
八
で
は
、T

im
.

三
五
Ａ
以
下
の
宇
宙
の
魂
の
構
成
を
、

「
数
の
生
成
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
」、「
魂
の
本
質
を
自
ら
動
く
数
そ
の

も
の
だ
と
言
明
」
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
断
片
五
三
か
ら
は
、
五
つ
の

正
多
面
体
の
う
ち
四
元
素
に
対
応
し
な
い
正
十
二
面
体
を
、
彼
は
ア
イ
テ

ー
ル
に
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
断
片
二
三
、
二
四
、
二
五

本
来
は
実
践
の
領
域
を
射
程
に
入
れ
て
お
り
、
西
田
や
波
多
野
が
プ
ロ
テ

ィ
ノ
ス
に
見
い
だ
し
た
「
深
み
」
は
、
彼
ら
が
宗
教
と
し
て
述
べ
る
領
域

を
本
来
は
拡
大
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
、
こ
れ
は
当
時
の
学
者
た
ち
が
触

れ
て
い
た
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
に
伴
っ
て
い
た
制
約
も
影
響
し
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
も
踏
ま
え
て
宗
教
と
哲
学
が
交
差
し
た
思

想
と
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
の
理
解
に
も
新
た
な
視
座
が
開
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
検

討
に
お
い
て
鍵
と
な
る
思
想
家
と
し
て
は
田
辺
元
ら
が
挙
が
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
考
察
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
解
釈

土
屋　

睦
廣

　
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』（
以
下T

im
.

と
略
す
）
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇

の
中
で
も
、
古
く
か
ら
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
か
ら
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て

き
た
。
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
伝
統
は
、T
im
.

の
解
釈
史
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。T

im
.

の
特
権
的
な
扱
い
は
、
中
期
プ
ラ
ト
ン
主

義
に
お
い
て
顕
著
に
な
り
、
後
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ

く
が
、T

im
.

を
め
ぐ
る
議
論
は
、
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
の
直
接
の
後
継
者

た
ち
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
今
回
の
発
表
で
は
、T

im
.

解
釈
史
の
最

初
期
の
段
階
、
初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
哲
学
者
た
ち
のT

im
.

解
釈
を

検
証
す
る
。

　

ス
ペ
ウ
シ
ッ
ポ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
甥
で
、
前
三
四
七
年
に
プ
ラ
ト
ン
の

死
に
際
し
、
後
を
継
い
で
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
学
頭
と
な
っ
た
。
断
片
六
一

（T
arán

）
で
は
、「
宇
宙
が
生
じ
た
」
と
い
う
の
は
、「
過
去
の
一
時
点

に
お
い
て
生
じ
た
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
図
形
を
描
く
場
合
の
よ
う
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第
一
部
第
三
九
問
第
七
項
）
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
に
そ
の
端
緒
を
も
ち
（
特
に
『
三
位
一
体
論
』
第
六
巻
・
第
七
巻
）、

一
二
世
紀
の
神
学
（
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
な
ど
）
が
発
展
さ
せ
、
一
三
世
紀

の
神
学
に
到
る
こ
の
適
合
化
の
思
想
と
い
う
点
か
ら
見
た
場
合
に
、
一
一

世
紀
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
三
位
一
体
論
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
か
を
、
彼
の
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』『
言
の
受
肉
に
関
す
る
書
簡
』『
聖
霊

の
発
出
に
つ
い
て
』
と
い
う
三
著
作
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
る
。

　
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
は
、
そ
の
序
文
が
示
す
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
『
三
位
一
体
論
』
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
、
三
位
一
体
の
論
証

そ
れ
自
体
も
、
創
造
者
の
理
性
に
お
け
る
「
語
り
」（locutio

）
を
契
機

と
し
て
、
記
憶
・
理
解
・
愛
の
三
組
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
本
書
に
お

い
て
適
合
化
を
用
い
た
三
位
一
体
の
理
解
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、「
最
高

の
本
質
（
神
）
に
つ
い
て
実
体
的
に
言
わ
れ
う
る
こ
と
と
、
言
わ
れ
え
な

い
こ
と
」
を
論
じ
る
第
一
五
章
は
、
適
合
化
の
思
想
に
と
っ
て
重
要
で
あ

る
。
本
章
で
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
被
造
的
な
事
物
に
適
用
さ
れ
る
名
辞

や
言
葉
の
う
ち
で
、
創
造
的
な
実
体
に
適
用
可
能
な
も
の
が
あ
る
か
否
か

を
検
討
し
、
生
命
、
知
恵
、
全
能
、
真
、
義
、
至
福
、
永
遠
の
よ
う
に

「
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
で
な
い
こ
と
よ
り
も
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
善

い
も
の
」（ipsum

 om
nino m

elius est quam
 non ipsum

：per-
fectio sim

plex

）
と
、
鉛
や
金
の
よ
う
に
「
そ
れ
で
な
い
こ
と
が
、
そ
れ

で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
あ
る
点
で
善
い
も
の
」（non ipsum

 in aliquo 
m
elius est quam

 ipsum

：perfectio m
ixta

）
を
区
別
し
、
前
者
は

神
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
。
本
章
は
、
実
体
と
し
て
の
神
に
適
用

可
能
な
完
全
性
（
あ
る
い
は
実
体
的
諸
属
性
）
を
論
じ
る
も
の
だ
が
、
こ

は
、
ダ
イ
モ
ー
ン
に
関
す
る
議
論
で
、
古
代
末
期
に
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た

ダ
イ
モ
ー
ン
論
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
。

　

プ
ロ
ク
ロ
ス
に
よ
っ
て
「
プ
ラ
ト
ン
の
最
初
の
解
釈
者
」
と
呼
ば
れ
た

ク
ラ
ン
ト
ル
は
、
断
片
一
（K

ayser

）
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
語
る

ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
物
語
を
、
実
際
に
エ
ジ
プ
ト
の
神
官
が
語
っ
た
も
の
を

そ
の
ま
ま
書
き
記
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
断
片
二
に
よ
れ
ば
、

「
宇
宙
が
生
じ
た
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
時
間
の
あ
る
一
点
に
お
い
て
生

じ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
宇
宙
は
そ
の
存
在
の
原
因
を
他
者
に
追
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
だ
と
、
彼
は
考
え
た
。
断
片
四
で
は
、T
im
.

三
五

Ａ
以
下
の
魂
の
構
成
に
関
し
て
、
認
識
論
的
な
観
点
を
重
視
し
た
独
自
の

解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
断
片
の
後
半
で
は
、
魂
は
生
じ
る
も
の
で
は
な

い
の
だ
が
、「
プ
ラ
ト
ン
は
、
考
察
の
た
め
に
魂
の
本
質
を
こ
れ
ら
の
能

力
に
分
析
し
た
と
き
、
言
葉
の
上
で
は
、
魂
は
生
じ
、
混
合
さ
れ
て
い
る

と
仮
定
し
た
の
だ
」
と
言
い
、
こ
れ
は
宇
宙
の
生
成
に
つ
い
て
も
同
じ
だ

と
言
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
後
世
ま
で
影
響
を
与
え
るT

im
.

解
釈
の
重
要
な

論
点
が
、
す
で
に
初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
時
点
で
か
な
り
出
揃
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
は
、T

im
.

解
釈
史
に
お
い

て
、
た
ん
な
る
出
発
点
以
上
の
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
三
位
一
体
論 

│
│ 

適
合
化
に
つ
い
て 

│
│矢

内　

義
顕

　
「
適
合
化
」（appropriatio

）
と
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
言
葉

を
用
い
る
と
「（
三
位
一
体
の
）
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、（
神

の
）
本
質
的
諸
属
性
を
ペ
ル
ソ
ナ
に
適
合
化
す
る
こ
と
」（『
神
学
大
全
』
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ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
三
位
一
体
論
に
適
合
化
の
思
想
は
見
出
さ
れ
な
い
。

だ
が
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る
完
全
性
の
区
別
、『
言
の
受
肉
に
関

す
る
書
簡
』『
聖
霊
の
発
出
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
「
固
有
性
の
総
体
」

と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
理
解
は
、
こ
の
適
合
化
を
可
能
に
す
る
思
想
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
端
を
発
す

る
適
合
化
の
思
想
が
、
一
二
世
紀
お
よ
び
一
三
世
紀
に
展
開
す
る
た
め
の

準
備
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

Freedom
 of R

eligion as a D
iplom

atic Strategy of Japan 
in 1893

T
A
K
A
SE K

ōhei

　

本
発
表
の
目
的
は
、
一
九
世
紀
末
に
明
治
政
府
が
欧
米
諸
国
に
向
け
て

ど
の
よ
う
に
自
ら
の
政
教
関
係
を
表
象
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ

る
。
と
く
に
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
概
念
を
、
政
府
が
特
定
の
外
交
的

局
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

　

本
発
表
が
分
析
し
た
資
料
は
、『
に
ほ
ん
れ
き
し
』（H

istory of the 
E
m
pire of Japan

）
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
一
八
九
三
年
に
シ
カ
ゴ
で

開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
の
た
め
に
政
府
の
指
揮
の
も
と
作
成
さ
れ
た
英

文
の
日
本
史
書
で
あ
る
。
政
府
が
同
書
を
編
纂
し
た
理
由
は
、
日
本
の

「
文
明
化
」
の
進
捗
を
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
進
め

る
条
約
改
正
に
向
け
た
交
渉
を
後
押
し
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
本
発
表
は
、
こ
う
し
た
性
格
を
持
つ
同
書
に
お
い
て
、
日
本
の
政

教
関
係
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
た
。

　

こ
の
本
の
作
成
過
程
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
一
）農
商
務
省
内
に
設

置
さ
れ
た
臨
時
博
覧
会
事
務
局
が
文
部
省
に
作
成
を
指
令
し
た
。（
二
）文

れ
ら
の
完
全
性
が
個
々
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
固
有
性
と
し
て
適
用
さ
れ
る
場
合

に
、
適
合
化
の
思
想
が
生
ま
れ
る
。

　
『
言
の
受
肉
に
関
す
る
書
簡
』
は
、
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
の
異
端
を
論
駁
す

る
著
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
本
論
か
ら
逸
脱
し
て
、
ペ

ル
ソ
ナ
の
一
性
に
関
し
て
述
べ
る
第
一
一
章
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス

は
、
ペ
ル
ソ
ナ
の
定
義
に
関
し
て
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
い
て
は
、 

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
エ
ウ
テ
ュ
ケ
ス
と
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
論
駁
』
第
三
章
に

お
け
る
「
ペ
ル
ソ
ナ
と
は
理
性
的
な
本
性
の
個
的
な
実
体
」（naturae 

rationalis individua substantia

）
と
い
う
定
義
を
踏
襲
す
る
。
し

か
し
、『
言
の
受
肉
に
関
す
る
書
簡
』
で
は
、
こ
の
ペ
ル
ソ
ナ
理
解
に

「
固
有
性
の
総
体
」（collectio proprietatum

）
と
い
う
新
た
な
理
解

が
加
わ
る
。
こ
れ
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
翻
訳
し
た
ポ
ル
フ
ュ
リ
オ
ス 

の
『
イ
サ
ゴ
ー
ゲ
』（PL 64, col. 114B
）
に
見
出
さ
れ
る
概
念
で
あ

る
。

　

こ
の
「
固
有
性
の
総
体
」
と
い
う
理
解
は
、
ギ
リ
シ
ア
教
会
の
聖
霊
論

に
対
し
て
、
ラ
テ
ン
教
会
の
フ
ィ
リ
オ
ク
エ
（Filioque
）
を
弁
護
す
る

『
聖
霊
の
発
出
に
つ
い
て
』
で
も
堅
持
さ
れ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
固
有

性
と
見
な
す
の
は
、「
父
を
も
つ
こ
と
、
父
を
も
た
な
い
こ
と
、
子
を
も

つ
こ
と
、
子
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ
れ
自
身
か
ら
発
出
す
る
聖
霊
を
も
つ

こ
と
、
そ
れ
自
身
か
ら
発
出
す
る
霊
を
も
た
な
い
こ
と
」（
第
一
六
章
）

の
六
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ス
コ
ラ
学
で
い
う
「
識
標
」（notiones

）

に
あ
た
る
。
こ
の
六
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
「
固
有
性
の
総
体
」
を
形
成
す

る
が
、
こ
れ
ら
の
固
有
性
の
組
み
合
わ
せ
に
、
各
々
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
適
合

可
能
な
完
全
性
が
加
え
ら
れ
「
総
体
」
を
構
成
す
る
と
き
、
適
合
化
の
思

想
が
成
立
す
る
。



　　106

『宗教研究』94巻別冊（2021年） 第２グループ

の
信
仰
が
あ
ま
り
に
深
く
人
々
の
心
の
中
に
確
立
し
て
い
た
た
め
、
い
か

な
る
公
的
政
策
に
よ
っ
て
も
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
か
ら
、

こ
う
し
た
政
策
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ

い
て
『
に
ほ
ん
れ
き
し
』
は
、
明
治
政
府
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
忠

告
に
従
い
同
教
へ
の
禁
教
措
置
を
撤
廃
し
た
と
説
明
し
た
。
か
つ
同
書

は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
八
条
に
よ
る
信
教
の
自
由
の
保
障
も
、
こ
う

し
た
合
衆
国
の
助
言
に
基
づ
き
実
現
し
た
と
記
述
し
て
い
る
。
よ
う
す
る

に
『
に
ほ
ん
れ
き
し
』
は
、
当
時
の
明
治
政
府
を
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス

ト
教
に
対
し
中
立
的
で
あ
り
、
か
つ
合
衆
国
の
示
し
た
基
準
に
則
り
憲
法

に
よ
り
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
政
体
と
し
て
描
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
発
表
は
、
こ
う
し
た
言
説
を
、
明
治
政
府
が
採
っ
た
外
交
上
の
戦
略

と
し
て
分
析
し
た
。
す
な
わ
ち
政
府
は
、
西
洋
中
心
主
義
的
・
キ
リ
ス
ト

教
中
心
主
義
的
な
当
時
の
国
際
政
治
の
場
に
お
い
て
、
周
縁
的
な
非
キ
リ

ス
ト
教
国
で
あ
る
日
本
を
、
欧
米
諸
国
と
対
等
な
外
交
関
係
を
結
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
国
家
と
し
て
説
得
的
に
表
象
す
る
た
め
に
、
宗
教
的
な
自
律
性

と
中
立
性
を
自
ら
の
歴
史
に
書
き
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

T
he N

ew
 Life M

ovem
ent in Post-w

ar Japan: 
Sim
plification of W

eddings and Funerals
Ō
BA A

ya

　

生
活
全
般
を
合
理
的
に
見
直
し
、
改
善
・
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
取
り

組
み
は
、
江
戸
時
代
に
そ
の
萌
芽
を
見
、
明
治
時
代
末
か
ら
繰
り
返
し
唱

え
ら
れ
て
き
た
。
第
二
次
大
戦
後
は
、
一
九
四
七
年
に
当
時
の
片
山
哲
内

閣
が
「
新
日
本
建
設
国
民
運
動
」
を
提
唱
し
て
以
降
、
全
国
の
婦
人
会
や

青
年
団
、
自
治
会
な
ど
を
中
心
に
、
公
務
員
や
一
般
企
業
な
ど
も
様
々
な

部
省
は
帝
国
大
学
出
身
の
歴
史
家
で
あ
る
高
津
鍬
三
郎
・
磯
田
良
・
三
上

参
次
に
執
筆
を
、
英
字
新
聞
『
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
ー
ル
』
の
主
筆
で
あ
る
フ

ラ
ン
シ
ス
・
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
に
翻
訳
を
依
頼
し
た
。（
三
）完
成
し
た
初
稿

の
校
閲
を
文
部
省
は
帝
国
大
学
に
依
頼
し
た
。
そ
こ
で
同
大
学
は
一
八
八

九
年
に
内
閣
か
ら
移
管
さ
れ
て
い
た
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
の
委
員
で
あ
っ

た
重
野
安
繹
と
星
野
恒
に
校
閲
を
任
せ
た
。（
四
）最
終
稿
が
大
日
本
図
書

株
式
会
社
か
ら
出
版
さ
れ
、
シ
カ
ゴ
万
博
の
日
本
会
場
に
お
い
て
陳
列
、

そ
の
後
「
各
国
の
紳
士
」
に
頒
布
さ
れ
た
。（
五
）一
八
九
四
年
、『
に
ほ

ん
れ
き
し
』
の
日
本
語
原
稿
を
三
上
が
修
正
し
た
も
の
が
、
尋
常
中
学
校

向
け
歴
史
教
科
書
と
し
て
大
日
本
図
書
株
式
会
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
一

八
九
五
年
に
は
『
に
ほ
ん
れ
き
し
』
の
第
二
版
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
『
に
ほ
ん
れ
き
し
』
は
、
当
時
の
日
本
を
宗
教
的
に
自
律
的
で
中
立
的

な
国
家
と
し
て
表
象
し
た
。
宗
教
的
自
律
性
に
つ
い
て
、
確
か
に
『
に
ほ

ん
れ
き
し
』
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
を
典
拠
と
し
て
天
皇
の

「
神
聖
性
」
の
根
拠
を
「
神
々
を
直
系
の
祖
先
と
す
る
」
点
に
求
め
た
。

し
か
し
同
書
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
神
代
の
記
述
を

全
て
事
実
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
省
略
や
誤
謬
、
事
実
の
混

乱
」
を
含
む
「
口
頭
伝
承
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
も
い
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、『
に
ほ
ん
れ
き
し
』
は
、
天
皇
の
「
神
聖
性
」
の
根
拠
を

事
実
で
は
な
く
、「
口
頭
伝
承
」
に
記
録
さ
れ
た
集
合
的
記
憶
と
し
て
、

す
な
わ
ち
日
本
臣
民
が
自
発
的
か
つ
伝
統
的
に
信
じ
て
き
た
事
柄
と
し
て

描
写
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
的
中
立
性
に
つ
い
て
『
に
ほ
ん
れ
き
し
』

は
、
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
を
「
神
道
に
対
す
る
優
遇
」
か
ら
「
信
教
の

自
由
の
保
障
」
へ
の
転
換
と
し
て
記
述
し
た
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
政
府
は

当
初
、
神
道
を
優
遇
し
仏
教
を
抑
圧
す
る
政
策
を
採
っ
た
も
の
の
「
仏
教
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目
標
は
「
新
生
活
運
動
の
推
進
に
お
い
て
最
も
難
点
で
あ
る
」（
三
川
町

猪
子
地
区
）、「
ほ
と
ん
ど
失
敗
に
終
わ
っ
て
き
て
い
る
」（
東
田
川
郡
櫛

引
村
）
な
ど
、
な
か
な
か
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

一
方
、
各
地
域
・
団
体
の
実
践
報
告
や
議
事
録
等
か
ら
は
、
次
の
よ
う

な
取
り
組
み
が
見
ら
れ
た
。
①
県
北
部
に
位
置
す
る
最
上
郡
最
上
町
で

は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
、
地
元
の
婦
人
会
が
映
画
観
覧
券
や
物
品
の
販

売
に
よ
る
手
数
料
を
資
金
に
婚
礼
用
の
貸
衣
装
を
購
入
し
た
。
ま
た
契
約

講
の
各
講
長
（
戸
主
層
男
性
）
ら
は
、
一
九
五
九
年
、
契
約
講
連
合
会
を

結
成
し
、
葬
儀
の
冗
費
節
約
の
た
め
葬
具
お
よ
び
霊
柩
車
（
棺
車
）
を
共

同
購
入
、
町
内
で
の
貸
し
出
し
を
行
っ
た
。
一
九
六
三
年
に
は
、
数
年
間

に
わ
た
る
町
と
の
交
渉
の
末
、
重
油
式
火
葬
場
の
建
設
お
よ
び
霊
柩
自
動

車
の
購
入
を
実
現
し
た
。
こ
れ
が
当
町
に
お
け
る
葬
法
の
変
化
・
時
間
の

短
縮
・
労
務
の
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
。
②
西
置
賜
郡
小
国
町
舟
渡
地
区
で

は
、
一
九
五
〇
年
、
婦
人
会
の
共
同
作
業
で
か
つ
ら
・
衣
装
・
振
り
袖
な

ど
を
購
入
し
、
町
民
に
貸
し
出
し
た
。
ま
た
、
青
年
団
と
の
共
催
に
よ
り

公
民
館
結
婚
式
を
挙
行
し
た
。
③
北
村
山
郡
尾
花
沢
町
（
現
尾
花
沢
市
）

で
は
、
一
九
五
三
年
、
婦
人
会
が
農
協
と
連
携
し
、
花
嫁
衣
装
の
貸
し
出

し
を
行
っ
た
。
④
最
上
郡
戸
沢
村
真
柄
地
区
で
は
、
一
九
五
六
年
、
火
葬

場
の
新
設
に
取
り
組
ん
だ
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
衣
装
・
用
具
・
施
設
等
の
「
共
同
購
入
」「
共
同

利
用
」
と
い
う
方
向
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
改
善
項
目

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
も
、
新
生
活
運
動
や
生
活
改
善
の
名

を
冠
し
て
取
り
組
ま
れ
、
結
果
と
し
て
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も

た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
一
九
四
〇
年
代

後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
全
国
各
地
で
見
ら
れ
た
動
き
で
あ

活
動
を
進
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
動
き
を
国
家
再
建
に
つ
な
げ
よ
う
と
、

一
九
五
五
年
、
鳩
山
一
郎
内
閣
は
「
新
生
活
運
動
」
を
提
唱
す
る
。
中
央

機
関
で
あ
る
新
生
活
運
動
協
会
の
発
足
後
、
全
都
道
府
県
に
推
進
機
関
が

設
置
さ
れ
、
全
国
的
な
拡
が
り
を
み
せ
た
。

　

新
生
活
運
動
協
会
が
一
九
五
八
年
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の

時
期
に
実
際
に
取
り
組
ま
れ
た
内
容
は
「
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
」
が
六

五
％
と
最
多
で
あ
り
、
各
種
報
告
か
ら
も
冠
婚
葬
祭
は
重
要
視
さ
れ
た
項

目
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
に
お
い
て
冠
婚

葬
祭
の
簡
素
化
は
「
成
果
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
項
目
の
ひ
と
つ
」
と
さ

れ
、
な
か
で
も
「
祝
儀
・
不
祝
儀
の
返
礼
の
廃
止
」
は
戦
前
か
ら
再
三
主

張
さ
れ
な
が
ら
も
「
見
る
べ
き
成
果
が
な
い
」
と
い
う
。
報
告
者
は
こ
れ

ま
で
山
形
県
に
お
け
る
新
生
活
運
動
の
展
開
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
て
き

た
が
、
各
市
町
村
お
よ
び
地
区
レ
ベ
ル
に
お
け
る
実
践
報
告
等
を
丁
寧
に

追
っ
て
い
く
と
、
変
化
と
い
う
べ
き
事
項
が
複
数
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で

本
発
表
で
は
、
戦
後
の
新
生
活
運
動
が
冠
婚
葬
祭
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を

も
た
ら
し
た
の
か
、
改
善
目
標
の
み
な
ら
ず
実
際
の
取
り
組
み
と
変
化
に

着
目
し
、
各
地
域
お
よ
び
婦
人
会
・
公
民
館
に
よ
る
実
践
報
告
や
広
報
紙

等
に
お
け
る
関
連
の
記
述
か
ら
分
析
を
行
っ
た
。

　

山
形
県
で
は
、
一
九
五
六
年
、
県
新
生
活
運
動
連
絡
協
議
会
が
発
足
す

る
。
こ
れ
を
受
け
、
各
市
町
村
に
お
い
て
も
推
進
協
議
会
の
設
立
お
よ
び

改
善
実
行
案
の
作
成
が
進
ん
だ
。
当
県
で
は
、
戦
前
の
生
活
改
善
運
動
時

よ
り
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
が
最
優
先
事
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
基
本
的
に
戦
後
も
引
き
継
が
れ
た
が
、
実
践
者
の
声
を
見
る
と
、

「
結
婚
の
簡
素
化
は
種
々
話
し
合
わ
れ
る
が
実
現
し
な
い
の
で
困
っ
て
い

る
」（
朝
日
町
婦
人
会
）、
儀
礼
の
簡
素
化
や
返
礼
の
廃
止
と
い
っ
た
改
善
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数
は
少
な
く
、
多
く
の
魔
女
は
ソ
ロ
で
活
動
し
て
い
る
よ
う
だ
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
書
籍
を
読
ん
だ
り
、
同
じ
関
心
を
持
つ
人
と

交
流
し
た
り
し
て
学
ん
で
い
る
。
日
本
は
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
な
い
た

め
、
魔
女
を
名
乗
っ
た
と
し
て
も
邪
悪
と
か
、
悪
魔
の
使
い
だ
と
か
見
な

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

日
本
で
魔
女
を
名
乗
る
人
の
多
く
は
、
神
道
や
仏
教
に
否
定
的
で
は
な

く
、
供
物
と
し
て
日
本
の
食
べ
物
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
魔
女
の
グ
ル
ー
プ
も
あ
る
し
、
ペ
イ
ガ
ン
の
祭
壇
と
共
に
神
道
の
祭

壇
も
も
つ
魔
女
も
い
る
。
八
つ
の
季
節
に
分
か
れ
る
ケ
ル
ト
暦
を
用
い
る

人
は
少
な
く
な
い
が
、
日
本
に
は
二
四
節
季
が
あ
る
の
で
類
似
の
祝
祭
を

探
す
の
は
容
易
だ
と
い
う
。

　

西
洋
の
魔
女
術
と
比
較
し
た
日
本
の
魔
女
の
特
徴
と
し
て
は
、
伝
統
的

宗
教
を
否
定
し
な
い
こ
と
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
欠
け
て
い
る
こ
と

だ
と
考
え
る
。
先
述
の
よ
う
に
日
本
で
魔
女
を
名
乗
っ
て
も
邪
悪
と
見
な

さ
れ
る
こ
と
は
稀
だ
が
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
の
魔
女
の
イ
メ
ー
ジ
や

ア
ニ
メ
や
児
童
文
学
か
ら
来
て
い
る
た
め
、
否
応
が
な
し
に
そ
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
日
本
に
お
け
る
魔
女

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
を
抜
き
に
し
て
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
さ

れ
、
信
仰
と
し
て
の
魔
女
術
は
ロ
ー
カ
ル
化
さ
れ
、
発
展
し
て
い
る
。

る
。
今
後
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
特
定
の
事
例
を
掘
り
下
げ

る
こ
と
で
、
各
取
り
組
み
の
背
景
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

Localisation of Contem
porary W

estern W
itchcraft in Japan
K
A
W
A
N
ISH
I Eriko

　

ペ
イ
ガ
ニ
ズ
ム
に
か
ん
す
る
研
究
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教

を
主
な
宗
教
と
す
る
国
々
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に
多
神
教
が
浸
透
し
て

い
る
国
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
発
表
で
は
、
ペ
イ
ガ

ニ
ズ
ム
と
り
わ
け
魔
女
術
の
ロ
ー
カ
ル
化
に
つ
い
て
、
私
が
二
〇
一
七
年

か
ら
続
け
て
い
る
、
日
本
で
魔
女
を
名
乗
る
人
々
等
の
調
査
か
ら
考
察
し

た
。

　

日
本
で
は
、
魔
女
術
（W

itchcraft
）
よ
り
も
、
儀
式
魔
術
（Ritual 

M
agic

）
が
先
に
や
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
オ
カ
ル
ト
が
到
来
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
黄
金
の
夜
明
け
団
や

ア
レ
イ
ス
タ
ー
・
ク
ロ
ウ
リ
ー
な
ど
の
西
洋
魔
術
の
書
籍
が
刊
行
さ
れ
、

日
本
で
魔
術
を
行
う
人
々
も
書
籍
を
執
筆
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
、

魔
女
術
や
ウ
イ
ッ
カ
が
紹
介
さ
れ
、
魔
女
術
の
グ
ル
ー
プ
も
創
設
さ
れ
、

魔
女
た
ち
の
世
紀
シ
リ
ー
ズ
（
全
六
巻
）
も
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
オ

ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
後
、
魔
術
や
魔
女
術
に
関
す

る
様
々
な
事
柄
は
危
険
と
さ
れ
、
オ
ー
プ
ン
な
集
ま
り
は
激
減
し
た
。
二

〇
〇
〇
年
頃
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
と
も
に
、
魔
女
を
自
覚

す
る
人
が
増
え
た
よ
う
だ
。
二
〇
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
は
、
魔
女
術
の
ハ

ウ
ツ
ー
本
が
次
々
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
魔
女
と
占
い
は
切
り
離

せ
な
い
関
係
に
あ
り
、
魔
女
を
名
乗
る
占
い
師
も
少
な
く
な
い
。

　

魔
女
の
総
数
は
不
明
だ
が
、
カ
ヴ
ン
、
あ
る
い
は
魔
女
の
グ
ル
ー
プ
の
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る
。
③
伝
統
的
な
村
で
は
カ
ー
ス
ト
間
に
よ
る
暴
動
が
起
こ
る
が
、
平
等

村
で
は
そ
の
よ
う
な
暴
動
が
な
い
。
④
伝
統
的
な
村
で
は
カ
ー
ス
ト
身
分

の
低
い
者
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
あ
ま
り
表
さ
な
い
が
、
平

等
村
で
は
カ
ー
ス
ト
身
分
の
低
い
者
も
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

大
事
に
し
て
い
る
。
次
に
、
否
定
的
な
側
面
や
課
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

①
平
等
村
に
入
っ
た
人
々
の
元
々
の
目
的
は
カ
ー
ス
ト
に
よ
る
差
別
や
不

平
等
を
な
く
す
こ
と
で
は
な
く
、
経
済
的
な
理
由
―
自
分
の
ふ
る
さ
と
に

は
自
分
の
家
や
土
地
が
な
く
、
政
府
に
よ
る
無
料
の
家
や
土
地
が
得
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
②
平
等
村
で
は
異
な
る
カ
ー
ス
ト
の
人
々
と
生
活
し
て

い
る
が
、
親
し
く
、
仲
良
く
し
て
い
る
関
係
は
同
じ
カ
ー
ス
ト
の
人
々
に

限
ら
れ
て
い
る
。
④
こ
の
村
が
で
き
て
二
十
年
が
経
過
す
る
が
、
異
カ
ー

ス
ト
間
の
結
婚
が
ま
だ
な
い
。
⑤
平
等
村
に
は
共
同
墓
地
が
あ
る
が
、
実

際
に
利
用
し
て
い
る
の
は
身
分
の
低
い
人
の
み
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
身
分

の
高
い
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
彼
ら
の
ふ
る
さ
と
に
あ
る
同
じ
カ
ー
ス

ト
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
の
死
後
に
も
カ
ー
ス
ト
差
別
が

存
在
し
て
い
る
の
は
驚
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お

け
る
穢
れ
の
概
念
に
よ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
輪
廻
転
生
が
信
じ
ら

れ
、
亡
く
な
っ
た
時
に
は
良
い
来
世
の
た
め
に
祈
り
の
儀
式
が
行
わ
れ

る
。
カ
ー
ス
ト
身
分
の
低
い
人
々
と
同
じ
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
、

そ
れ
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
葬
儀
の
参
列

者
は
、
平
等
村
で
異
な
る
カ
ー
ス
ト
の
人
々
と
接
し
、
葬
儀
を
す
る
こ
と

に
抵
抗
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑥
更
に
平
等
村
を
立
ち
上
げ
た
政
党
は
Ｄ

Ｍ
Ｋ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
十
年
間
政
権
を
取
っ
て
い
る
政
党
Ａ
Ｄ
Ｍ
Ｋ
は

平
等
村
の
整
備
や
発
展
に
寄
与
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
政
治
的
な
理
由
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

A
n Evaluation on Sam

athupuram
 in T

am
il N
adu in 

Prom
otion of Social H

arm
ony

A
N
T
O
N
Y Susairaj

　

イ
ン
ド
で
は
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
社
会
階
層
が
作
ら
れ
て
お
り
、
伝
統

的
な
村
で
は
居
住
地
も
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

カ
ー
ス
ト
の
身
分
の
高
い
人
が
低
い
人
と
関
わ
る
こ
と
は
穢
れ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
カ
ー
ス
ト
身
分
の
高
い
人
の
居
住
地
は
便
利
な
所
に

あ
る
一
方
、
身
分
の
低
い
人
の
居
住
地
は
非
衛
生
的
な
所
に
決
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
イ
ン
ド
の
村
で
は
社
会
的
な
不
平
等
だ

け
で
な
く
、
空
間
的
な
不
平
等
も
存
在
す
る
。
タ
ミ
ー
ル
州
の
政
府
は
一

九
七
〇
年
に
空
間
的
な
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
、
無
料
の
住
宅
地
を
建

設
し
、
異
な
る
カ
ー
ス
ト
同
士
が
一
緒
に
同
じ
空
間
で
生
活
で
き
る
制
度

を
作
っ
た
。
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
市
民
の
快
適
さ
を
共
有
で
き
る
グ
ラ

ウ
ン
ド
や
図
書
館
、
保
育
園
な
ど
の
施
設
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
現
在
、
タ
ミ
ー
ル
州
で
は
百
四
十
五
の
村
が
存
在
し
、
一
つ
の
村
に

は
お
よ
そ
百
家
族
が
住
ん
で
い
る
。
発
表
者
が
調
査
し
た
村
は
イ
ン
ド
南

の
タ
ミ
ー
ル
州
の
州
都
チ
ェ
ン
ナ
イ
か
ら
三
二
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に

位
置
す
る
イ
ナ
ム
ク
ラ
ト
ゥ
ル
で
あ
る
。
こ
の
研
究
の
目
的
は
こ
の
平
等

村
が
で
き
て
か
ら
二
十
年
の
間
に
ど
の
く
ら
い
社
会
的
平
等
・
調
和
が
実

現
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

研
究
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
評
価
で
き
る
点
で
あ
る
。
①

空
間
的
平
等
で
あ
る
。
伝
統
的
な
村
で
は
カ
ー
ス
ト
身
分
に
よ
り
居
住
地

が
異
な
る
が
、
こ
の
村
で
は
隣
人
は
カ
ー
ス
ト
や
宗
教
の
異
な
る
人
々

で
、
施
設
を
共
有
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。
②
結
婚
式
や
お
葬
式
な
ど

家
族
の
行
事
に
異
な
る
カ
ー
ス
ト
や
宗
教
の
人
々
と
交
流
を
行
っ
て
い
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伝
統
的
な
イ
ン
ド
の
村
と
比
較
し
、
平
等
村
は
空
間
的
に
平
等
で
、
異

な
る
カ
ー
ス
ト
と
平
和
的
に
生
活
で
き
る
環
境
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
暴
動
は
な
い
一
方
で
、
異
な
る
カ
ー
ス
ト
間
が
親
し
い
わ
け
で
は
な

い
。
異
カ
ー
ス
ト
間
の
結
婚
や
全
て
の
カ
ー
ス
ト
に
よ
る
共
同
墓
地
の
利

用
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
平
等
村
の
評
価
に
つ
い
て
、
社
会

活
動
家
達
の
間
で
は
二
つ
の
意
見
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
異
カ
ー
ス

ト
間
で
親
し
い
関
係
が
築
け
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
等
村
の
制
度
は
失

敗
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
同
じ
村
に
住
み
な
が
ら

同
じ
空
間
を
共
有
で
き
た
こ
と
は
差
別
を
な
く
す
た
め
の
大
き
な
一
歩
で

あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
に
よ
る
差
別
は
二
千
年
以
上
前
か

ら
存
在
し
、
完
全
に
な
く
す
に
は
時
間
が
必
要
で
あ
る
が
、
平
等
村
は
社

会
的
平
等
に
向
け
た
挑
戦
に
値
す
る
努
力
だ
と
思
わ
れ
る
。



111　　

第３グループ 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

明
治
天
皇
の
大
喪
儀
を
め
ぐ
る
諸
問
題

大
番　

彩
香

　

明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
七
月
三
十
日
、
明
治
天
皇
が
崩
御
さ
れ

る
（『
官
報
』
公
示
）。
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
九
月
十
三
日
か
ら
十
五

日
に
は
、
青
山
練
兵
場
と
伏
見
桃
山
陵
を
主
た
る
場
と
し
て
、
大
喪
儀
が

執
行
さ
れ
た
。

　

明
治
天
皇
の
大
喪
儀
は
、
従
来
、「
国
民
統
合
」
に
与
え
た
役
割
や
皇

室
に
お
け
る
「
神
仏
関
係
」
の
問
題
に
焦
点
が
置
か
れ
、
と
も
す
れ
ば
権

力
誇
示
の
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
き
た
ふ
し
が
あ
る
。
一
方
で
、
近
年

「
都
市
空
間
」
の
視
点
か
ら
、
明
治
神
宮
外
苑
造
成
の
前
史
と
し
て
、
大

喪
儀
で
の
青
山
練
兵
場
の
利
用
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
分
析
が
加
え
ら

れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
天
皇
の
大
喪
儀
を
含
む
近
代
の
大
喪
儀

に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
実
証
的
研
究
は
乏
し
く
、
必
ず
し
も
全
容
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
と
既
往

研
究
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、
本
発
表
は
、
儀
礼
に
着
目
し
て
考
察
を
行
っ

た
。
儀
礼
の
意
義
を
問
い
、
単
に
儀
礼
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
の

大
喪
儀
を
め
ぐ
る
史
実
の
一
端
を
補
っ
て
い
く
こ
と
が
研
究
の
目
的
で
あ

る
。

　

重
要
な
前
史
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
明
治
三
十
年
一
月
十
一
日
、

孝
明
天
皇
女
御
英
照
皇
太
后
が
崩
御
さ
れ
た
こ
と
で
明
治
維
新
以
後
初
め

て
執
行
さ
れ
た
大
喪
儀
で
あ
る
。
聖
裁
を
奉
じ
、
宮
内
省
下
に
事
務
を
管

掌
す
る
「
大
喪
使
」
が
設
置
さ
れ
る
が
、
大
喪
儀
の
執
行
に
む
け
た
評
議

に
お
い
て
「
御
喪
主
ハ
天
皇
ナ
ル
ニ
依
リ
、
別
ニ
之
ヲ
置
カ
レ
サ
ル
事
」、

さ
ら
に
「
両
陛
下
ハ
、
泉
涌
寺
御
葬
場
ニ
臨
御
、
御
陵
整
頓
ノ
上
翌
日
以

後
ニ
於
テ
更
ニ
御
参
拝
ノ
事
」
が
決
議
さ
れ
る
。
近
世
ま
で
の
慣
習
を
鑑

み
れ
ば
、
天
皇
や
院
の
葬
儀
で
新
帝
や
天
皇
は
葬
送
に
関
与
せ
ず
に
錫
紵

著
御
や
倚
盧
殿
渡
御
に
よ
る
服
喪
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を

超
克
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
決
議

に
対
し
、
勅
命
に
よ
り
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
が
「
喪
主
」
に
任
じ
ら
れ
る

と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
明
治
天
皇
の
大
喪
儀
に
お
け
る
儀
礼
の
土
台
と
な
っ
た
の

が
、
明
治
三
十
二
年
八
月
二
十
四
日
設
置
の
帝
室
制
度
調
査
局
に
お
い
て

作
成
さ
れ
る
「
皇
室
喪
儀
令
」
の
草
案
で
あ
る
。
同
局
で
の
審
議
は
明
治

三
十
五
年
六
月
十
一
日
に
「
皇
室
喪
儀
令
案
第
一
読
会
」
と
し
て
開
始
さ

れ
て
お
り
、
御
用
掛
多
田
好
問
が
起
稿
し
た
「
皇
室
喪
儀
令
案
」
を
順
次

修
正
し
、
大
行
天
皇
の
大
喪
に
天
皇
が
「
喪
主
」
と
な
る
条
文
が
明
文
化

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、「
皇
室
喪
儀
令
」
に
定
め
る
喪
葬
儀
礼
の
「
原
則
」

も
定
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
「
天
皇
喪
主
」
と
「
天
皇
倚
廬
ニ
御
ス

ル
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
天
皇
に
よ
る
「
倚
廬
」
へ
の

出
御
は
近
世
以
前
に
も
行
な
わ
れ
て
い
た
「
古
式
」
の
儀
礼
で
あ
る
反

面
、「
天
皇
喪
主
」
は
歴
史
的
に
き
わ
め
て
異
例
の
儀
礼
で
あ
っ
た
。
こ

れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
も
帝
国
憲
法
や
皇
室
典
範
の
検
討
で

な
さ
れ
た
よ
う
に
、
西
欧
王
室
の
慣
習
と
辻
褄
が
合
う
よ
う
考
慮
し
た
姿

勢
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

明
治
三
十
九
年
六
月
十
三
日
、
検
討
が
重
ね
ら
れ
た
「
皇
室
喪
儀
令
」

の
条
文
が
上
奏
さ
れ
る
も
、
明
治
天
皇
の
御
手
元
か
ら
下
付
さ
れ
る
こ
と

第
三
グ
ル
ー
プ
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満
州
事
変
（
一
九
三
一
）
の
発
生
以
降
、
国
内
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト

教
と
日
本
」
の
関
係
が
問
い
直
さ
れ
る
中
、
日
本
救
世
軍
内
に
お
い
て

も
、
イ
ギ
リ
ス
の
万
国
本
営
に
対
す
る
自
主
権
の
確
立
な
ど
を
求
め
る
教

団
改
革
運
動
が
生
じ
る
（
一
九
三
五
）。
改
革
運
動
に
与
し
た
青
年
士
官

と
救
世
軍
本
営
の
対
立
は
、
二
度
の
籠
城
騒
ぎ
を
経
る
な
ど
し
て
深
ま

り
、
宗
教
界
の
重
鎮
に
よ
る
調
停
も
む
な
し
く
、
一
九
三
七
（
昭
和
一

二
）
年
、
改
革
派
士
官
が
分
派
独
立
す
る
に
至
る
（
第
一
段
階
）。

　

志
那
事
変
勃
発
（
一
九
三
七
）
後
、
日
英
関
係
が
悪
化
す
る
中
、
教
団

を
離
れ
た
元
士
官
等
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
従
属
の
実
態
や
教
団
財
政
の
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど
の
内
情
暴
露
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
右
翼
団

体
等
に
よ
る
日
本
救
世
軍
の
排
撃
運
動
が
展
開
さ
れ
る
。
一
九
四
〇
年
三

月
に
は
、
第
七
十
五
回
帝
国
議
会
衆
議
院
決
算
委
員
会
に
お
い
て
、
時
局

同
志
会
所
属
の
今
井
新
造
議
員
が
日
本
救
世
軍
批
判
を
展
開
、
陸
軍
省
、

内
務
省
、
文
部
省
に
対
し
、
取
り
締
ま
り
強
化
を
要
請
す
る
。
そ
の
後
、

山
室
軍
平
著
『
平
民
之
福
音
』
が
絶
版
処
分
と
な
り
、
今
井
の
答
弁
が
報

道
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
救
世
軍
批
判
も
高
揚
、
救
世
軍
へ
の
批

判
が
自
教
団
へ
と
波
及
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
も

救
世
軍
批
判
の
声
が
上
が
り
始
め
る
（
第
二
段
階
）。

　

同
年
七
月
、
イ
ギ
リ
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
コ
ッ
ク

ス
（
ロ
イ
タ
ー
通
信
）
が
軍
機
保
護
法
違
反
で
検
挙
後
、
取
調
中
に
自
殺

す
る
事
件
が
起
こ
る
。
コ
ッ
ク
ス
の
検
挙
は
、
二
・
二
六
事
件
（
一
九
三

六
）
の
戒
厳
実
施
中
の
通
信
検
閲
に
よ
り
発
覚
し
た
、
戦
艦
長
門
の
近
代

化
改
装
の
情
報
漏
洩
に
対
す
る
継
続
的
捜
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

コ
ッ
ク
ス
の
検
挙
と
同
時
に
全
国
的
に
も
イ
ギ
リ
ス
諜
報
機
関
関
係
者
の

摘
発
が
行
わ
れ
た
（
第
三
段
階
）。

は
な
く
、
明
治
期
に
本
令
が
公
布
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
成
立
過
程
を
経
た
草
案
を
も
と
に
、
明
治
天
皇
の
大
喪
儀
で

は
、
画
期
的
な
が
ら
も
新
帝
（
大
正
天
皇
）
が
親
ら
葬
場
に
出
御
し
「
御

誄
」
を
奉
読
さ
れ
る
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

憲
兵
隊
に
よ
る
日
本
救
世
軍
弾
圧
の
経
緯

小
島　

伸
之

　

一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
七
月
三
一
日
、
東
京
憲
兵
隊
は
軍
機
保
護

法
違
反
と
不
敬
罪
の
嫌
疑
日
本
救
世
軍
司
令
官
植
村
益
蔵
ら
四
名
を
召
喚

し
、
本
営
な
ど
の
施
設
に
対
す
る
捜
索
を
行
っ
た
。
そ
れ
ら
の
嫌
疑
は
不

問
に
付
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
文
部
省
宗
教
局
の
指
導
に

よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
救
世
軍
万
国
本
営
と
の
関
係
解
消
、
役
職
へ
の
欧
米

人
登
用
の
禁
止
、
軍
事
的
名
称
使
用
の
取
り
や
め
と
救
世
団
へ
の
改
称
な

ど
の
教
団
改
革
が
な
さ
れ
た
。
日
本
救
世
軍
弾
圧
は
他
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
諸
派
へ
も
衝
撃
を
与
え
、
海
外
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
の
関
係
解
消
と
国
内
諸

教
派
合
同
の
動
き
を
加
速
さ
せ
た
。

　

こ
の
弾
圧
の
概
要
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て

き
た
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
弾
圧
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
全
体
的

な
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
管
見
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
本
報
告
で
は
そ
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試

み
る
。

　

前
提
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
―
一
八
）
を
契
機
に
、

軍
隊
内
の
秩
序
維
持
と
い
う
従
来
の
憲
兵
隊
の
任
務
が
、
防
諜
等
の
観
点

か
ら
社
会
一
般
を
対
象
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
憲
兵
隊
の
管
轄
拡

大
が
背
景
に
あ
る
。
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磯
前
以
降
の
松
本
久
史
・
藤
田
大
誠
・
髙
野
裕
基
に
よ
る
研
究
は
、
哲
学

に
対
す
る
国
学
の
系
譜
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
哲
学
と
国
学
が

同
時
代
的
に
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
本
報
告
で
は
一
八
八
八
年
か
ら
一

九
〇
八
年
前
後
の
「
神
道
青
年
運
動
」
を
対
象
に
、
神
道
研
究
と
宗
教

性
、
哲
学
・
国
学
の
位
置
づ
け
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
近
代
「
神
道
学
」

の
形
成
前
史
を
再
検
討
し
た
。
田
中
を
は
じ
め
、
近
代
の
神
道
学
者
は
少

な
か
ら
ず
「
青
年
」
を
意
識
し
て
神
道
学
を
論
じ
て
お
り
、「
裾
野
」
と

見
做
せ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
神
道
と
「
青
年
」
を
め
ぐ
っ
て
は
畔
上

直
樹
・
原
田
雄
斗
の
研
究
が
あ
る
が
、
本
報
告
で
は
そ
れ
ら
に
対
し
、

「
煩
悶
」
が
語
ら
れ
る
以
前
も
含
め
た
「
神
道
青
年
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

全
体
を
、
学
問
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
分
析
し
た
。

　

神
道
青
年
団
体
の
端
緒
は
、
一
八
八
八
年
に
大
成
教
院
で
結
成
さ
れ
た

「
神
道
青
年
会
」
で
あ
る
（
た
だ
し
、
す
ぐ
に
「
本
学
青
年
会
」
と
改
称

す
る
）。
周
辺
記
事
か
ら
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
対
抗
す
る
「
演
説
」

実
践
に
宗
教
と
し
て
参
入
す
べ
く
「
青
年
」
が
組
織
化
さ
れ
た
こ
と
、
記

紀
や
「
本
居
平
田
大
人
の
著
述
」
が
「
今
の
哲
学
と
か
理
学
」
に
合
致
す

る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

一
八
九
八
年
に
神
宮
教
の
周
辺
で
結
成
さ
れ
た
大
日
本
神
道
青
年
会
も

ま
た
、「
教
界
の
勁
敵
」
た
る
「
耶
仏
」
と
の
「
宗
教
的
」
競
争
で
勝
つ

た
め
に
、「
研
究
」
に
よ
っ
て
神
道
を
「
革
新
」
し
よ
う
と
し
た
。
神
宮

教
が
神
宮
奉
斎
会
に
改
組
し
て
か
ら
は
一
九
〇
二
年
、
大
日
本
神
道
青
年

同
志
会
が
結
成
さ
れ
、
機
関
誌
と
し
て
『
元
気
』
を
刊
行
し
た
が
、「
元

気
」
は
同
時
期
の
一
高
で
す
で
に
「
人
格
の
修
養
」
論
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
る
概
念
だ
っ
た
ほ
か
、
神
宮
奉
斎
会
の
機
関
誌
で
は
藤
村
操
の
自
死
が

　

コ
ッ
ク
ス
検
挙
に
至
る
陸
軍
省
内
に
お
け
る
英
国
系
諜
報
網
摘
発
の
準

備
過
程
に
お
い
て
、
陸
軍
省
兵
務
局
防
衛
課
と
東
京
憲
兵
隊
が
防
諜
上
の

観
点
か
ら
日
本
救
世
軍
に
注
目
す
る
。
陸
軍
省
兵
務
局
防
衛
課
の
強
い
要

請
に
基
づ
き
、
東
京
憲
兵
隊
は
日
本
救
世
軍
の
弾
圧
を
実
施
し
た
の
で
あ

る
（
第
四
段
階
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
東
京
憲
兵
隊
に
よ
る
日
本
救
世
軍
の
弾
圧
は
、
国
際

関
係
に
お
け
る
対
外
的
緊
張
が
段
階
的
に
高
ま
っ
て
い
く
過
程
に
お
い

て
、
①
教
団
内
の
改
革
運
動
が
生
起
し
、
②
改
革
派
に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ

ラ
ス
な
教
団
の
内
情
暴
露
な
ど
を
通
じ
て
批
判
が
社
会
に
広
ま
り
、
そ
の

批
判
が
議
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
さ
ら
に
拡
大
し
、
③
社
会
に

お
け
る
日
本
救
世
軍
批
判
の
高
ま
り
の
最
中
に
イ
ギ
リ
ス
系
諜
報
網
の
摘

発
事
件
が
生
じ
、
④
防
諜
上
の
観
点
か
ら
東
京
憲
兵
隊
が
日
本
救
世
軍
を

摘
発
す
る
に
至
る
、
と
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。

知
識
人
宗
教
と
し
て
の
近
代
神
道
学
形
成
前
史 

│
│ 

神
道
青
年
運
動
を
中
心
に 

│
│

木
村
悠
之
介

　

近
代
神
道
学
の
学
問
史
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
東
京
帝

国
大
学
神
道
研
究
室
の
田
中
義
能
を
論
じ
た
磯
前
順
一
の
も
の
が
あ
る

が
、
学
史
の
「
裾
野
」
を
論
じ
て
い
な
い
点
、
神
道
的
な
「
日
本
的
教
育

学
」
か
ら
出
発
し
た
田
中
が
な
ぜ
一
九
〇
八
年
か
ら
神
道
そ
の
も
の
の
研

究
へ
と
明
確
に
転
じ
る
の
か
と
い
う
点
、
田
中
に
よ
る
「
積
極
的
神
社
非

宗
教
論
」
が
神
社
対
宗
教
問
題
へ
の
対
処
と
い
う
受
動
的
な
理
由
を
主
と

し
て
登
場
し
た
も
の
な
の
か
と
い
う
点
に
課
題
と
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
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ど
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神
道
超
宗
教
論
は
、
神
道
宗
教
論
の
延

長
線
上
に
お
け
る
必
然
的
な
転
化
だ
と
も
考
え
う
る
。

近
代
日
本
に
お
け
る
「
教
団
」
と
い
う
自
己
定
位

藤
井　

麻
央

　
「
教
団
」
は
、
広
く
宗
教
の
団
体
を
表
す
言
葉
と
し
て
今
日
一
般
に
定

着
し
て
い
る
が
、
定
義
と
し
て
厳
密
さ
を
欠
い
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ

る
。
例
え
ば
、
宗
教
団
体
法
で
は
「
基
督
教
其
他
の
宗
教
の
教
団
」
と
さ

れ
、「
教
派
」「
宗
派
」
と
さ
れ
た
宗
教
集
団
が
「
教
団
」
と
い
う
言
葉
で

あ
え
て
表
現
さ
れ
る
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
こ
で
、
教
宗
派
に
お
い

て
「
教
団
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
や
経
過
に
つ

い
て
、
明
治
前
期
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
の
動
向
を
検
討
し
た
。

　

明
治
前
期
の
教
導
職
管
長
制
を
経
て
、
明
治
一
七
年
太
政
官
布
達
第
一

九
号
に
よ
り
教
宗
派
は
管
長
制
に
基
づ
く
「
自
治
」
団
体
と
さ
れ
た
。
こ

の
経
過
に
お
い
て
仏
教
で
は
近
世
の
本
山
制
を
基
盤
に
管
長
制
が
導
入
さ

れ
る
と
と
も
に
「
宗
派
」
と
い
う
団
体
概
念
が
生
じ
て
い
く
が
、
宗
教
的

権
威
や
支
配
権
を
め
ぐ
る
内
紛
や
改
革
運
動
が
多
く
の
宗
派
で
起
こ
っ

た
。
真
宗
の
場
合
、
明
治
中
期
の
大
谷
派
の
改
革
運
動
の
機
関
紙
で
あ
る

『
教
界
時
言
』
に
お
い
て
革
新
す
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
た
の
は
「
宗
旨
」

「
宗
門
」「
本
山
」「
宗
務
」
等
で
「
教
団
」
の
言
葉
は
見
受
け
ら
れ
な
い

が
、
大
正
期
に
お
け
る
真
宗
に
対
す
る
宗
内
外
の
批
判
に
お
い
て
は
「
教

団
」
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
明
治
期
に
お
け
る
「
教

団
」
の
用
例
は
少
な
い
が
、
明
治
四
三
年
の
本
願
寺
派
の
『
教
団
規
定
』

で
は
「
宗
門
」
の
下
位
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

大
正
期
に
お
い
て
は
「
宗
門
」
や
「
派
」
と
等
位
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ

非
難
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
〝
煩
悶
〞
状

況
に
は
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
ら
の
団
体
が
あ
ま
り
持
続
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
〇
五

年
に
結
成
さ
れ
、
神
道
界
の
メ
デ
ィ
ア
宗
教
運
動
と
し
て
の
性
質
を
持
っ

た
神
風
会
で
は
、
青
年
運
動
も
比
較
的
持
続
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

神
風
会
で
は
当
初
か
ら
〝
煩
悶
〞
状
況
へ
の
対
処
意
識
が
見
ら
れ
、
國
學

院
大
學
学
生
ら
の
「
神
国
青
年
会
」
な
ど
、
複
数
の
下
部
組
織
が
形
成
さ

れ
た
。
神
風
会
に
集
ま
っ
た
「
青
年
」
た
ち
は
、
個
人
の
権
利
と
し
て
信

仰
を
求
め
遍
歴
し
最
終
的
に
神
道
を
選
ぶ
、
と
い
う
語
り
や
、
神
道
が

「
哲
学
科
学
」
に
矛
盾
せ
ず
「
学
理
的
」
で
あ
る
た
め
他
者
を
「
改
宗
」

さ
せ
う
る
、
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
た
。

　

こ
こ
で
、
神
道
青
年
運
動
に
期
待
を
か
け
つ
づ
け
た
磯
部
武
者
五
郎
の

「
哲
学
」
論
や
、
木
村
鷹
太
郎
『
日
本
主
義
国
教
論
』
へ
の
受
容
を
検
討

す
る
と
、
古
典
の
「
考
証
」
を
中
心
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
国
学
」

が
批
判
さ
れ
、
よ
り
近
世
国
学
の
本
質
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
「
哲

学
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
と
も
に
、
非
宗
教
を
標
榜
し
「
宗
教
」
排
撃
を

し
て
い
た
木
村
の
「
生
々
主
義
」
論
で
さ
え
も
、「
宗
教
」
的
な
性
質
や

「
煩
悶
」
の
解
決
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
田
中
義

能
が
神
道
研
究
を
本
格
的
に
論
じ
は
じ
め
た
場
は
実
は
神
国
青
年
会
で
あ

り
、
田
中
や
丸
山
正
彦
が
神
国
青
年
会
で
行
っ
た
演
説
は
、
そ
の
よ
う
な

「
哲
学
」
と
「
国
学
」
に
関
す
る
議
論
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

田
中
義
能
の
「
神
道
哲
学
」
論
は
、「
煩
悶
」
に
対
し
「
宗
教
」
や
「
哲

学
」
を
求
め
た
「
青
年
」
層
の
同
時
代
的
な
現
実
を
捉
え
、
そ
の
知
識
人

宗
教
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
前
提
と
し
て
初
め
て
登
場
し
え
た
。
そ
し

て
、
神
道
と
他
宗
教
を
対
比
す
る
田
中
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
磯
部
や
神
風
会
な



115　　

第３グループ 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、「
教
団
」
は
「
宗
門
」
や
「
派
」
と
等
位
概
念
と

し
て
大
正
期
頃
よ
り
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
原
始

仏
教
研
究
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。「
派
」
が

形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、「
教
団
」
は
「
派
」
の
時
間
的
・
空
間
的

な
比
較
を
可
能
に
し
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
集
団
意
識
、
他
集
団
と
は

異
な
る
集
団
意
識
を
獲
得
し
て
現
時
の
状
態
を
定
位
で
き
る
言
葉
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
際
に
、
創
始
者
時
代
の
始
原
の
姿
と
現
時
の
状
態

が
対
置
さ
れ
、
過
去
の
「
教
団
」
像
に
理
想
が
仮
託
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
、
政
策
的
に
つ
く
ら
れ
た
世
俗
的
な
事
務
機
関
と
し
て
の

「
派
」
に
集
団
と
し
て
の
歴
史
性
や
聖
性
が
付
与
さ
れ
る
過
程
が
看
取
さ

れ
る
。

六
〇
年
代
英
国
に
お
け
る
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
神
学

村
山　

由
美

　

本
発
表
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
「
政
治
の
時
代
」
に
展

開
さ
れ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
性
格
を
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
視
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
研
究
課
題
の
一
端
で
あ
る
。
六

〇
年
代
の
政
治
思
想
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
公
民
権
運
動
、
核
へ
の
恐

怖
、
大
学
闘
争
な
ど
、
お
も
に
西
側
諸
国
で
共
有
さ
れ
た
問
題
意
識
を
背

景
に
展
開
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
先
行
研
究
を
手
が
か
り
と
し
て
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
対
抗
文
化
と
神
学
の
情
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

対
抗
文
化
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
西
側
諸
国
に
派
生
し
た
主
流
の
支
配

的
文
化
・
保
守
的
道
徳
性
に
反
逆
す
る
文
化
と
定
義
さ
れ
る
。
従
来
、
対

抗
文
化
と
宗
教
に
つ
い
て
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
、

る
よ
う
に
変
化
し
た
。
大
正
期
は
「
祖
師
に
か
え
れ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

す
る
改
革
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、「
教
団
」
は
祖
師
の
時
代
の
理

想
的
姿
と
批
判
す
る
べ
き
現
在
と
の
対
置
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
、「
派
」
と
い
う
集
団
を
「
派
」
以
前
か
ら
の
歴
史
的
存
在
と
し
て
現

時
の
状
態
を
定
位
し
得
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
見
做
し
得
る
。
こ
の
動
向
の

背
景
に
は
、
西
欧
の
研
究
の
影
響
を
受
け
つ
つ
仏
教
学
や
宗
教
学
に
お
い

て
原
始
仏
教
研
究
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
、
例
え

ば
、
大
正
初
期
に
は
「
教
団
」
を
「
僧
伽
」
と
同
質
の
も
の
と
す
る
解
釈

が
生
じ
て
い
た
。

　

一
方
、「
宗
派
」
と
同
じ
く
「
自
治
」
団
体
と
さ
れ
た
「
教
派
」
に
お

い
て
は
教
義
や
組
織
の
整
備
が
明
治
中
期
以
降
に
進
め
ら
れ
た
。
黒
住
教

で
は
明
治
三
〇
年
代
に
大
教
会
所
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権
化
が
図
ら

れ
、
同
四
一
年
の
改
正
教
規
で
は
、「
黒
住
教
教
団
」
が
教
祖
の
信
仰
を

以
て
信
仰
す
る
「
道
連
」
に
よ
り
成
立
す
る
旨
が
謳
わ
れ
た
。
こ
こ
に
み

え
る
、
信
徒
に
よ
り
成
立
す
る
「
教
団
」
と
い
う
概
念
は
教
宗
派
中
早
い

用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
金
光
教
で
は
昭
和
前
期
に
生
じ
た
管

長
罷
免
運
動
と
「
取
次
」
を
中
心
と
す
る
宗
教
団
体
と
し
て
の
表
明
等
の

一
連
の
動
向
が
後
に
「
教
団
自
覚
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、「
教
団
」

と
い
う
言
葉
が
派
内
で
一
般
化
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
は
「
団
体
の
信
心
」「
教
団
と
し
て
助
か
る
道
」
と
い
う
よ
う
に
、
集

団
の
単
位
が
信
仰
営
為
の
主
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
教
派
に
お
い
て
は
、
旧
来
の
本
山
の
支
配
権
に
由
来
す
る
課
題
を

抱
え
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
宗
教
的
権
威
の
確
立
と
そ
の
中
央
集
権
組
織

と
し
て
の
制
度
化
と
い
う
課
題
が
生
じ
る
中
で
、
一
部
の
教
派
に
お
い
て

「
教
団
」
と
い
う
言
葉
で
自
ら
を
宗
教
集
団
と
し
て
表
す
こ
と
が
選
択
さ
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に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（T

he M
aking of Post Christian 

Britain, 1980

）。
そ
し
て
そ
の
代
表
的
な
論
客
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ

ビ
ン
ソ
ン
（
一
九
一
九
―
一
九
八
三
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ビ
ン
ソ

ン
は
『
神
へ
の
誠
実
』（
一
九
六
三
年
）
の
著
者
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
」
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
ラ
デ

ィ
カ
ル
神
学
」
と
は
、
一
九
五
七
年
以
降
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
キ
ン
グ

ス
・
カ
レ
ッ
ジ
の
ア
レ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
ド
ラ
ー
ら
を
中
心
と
し
た
思
想
運
動

で
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
現
代
的
な
観
点
か
ら
批
判
・
再
構
築
す
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
た
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
学
監
で
あ
っ
た

が
、
一
九
五
七
年
ウ
ー
リ
ッ
ジ
の
司
教
と
な
っ
た
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
般

で
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
が
最
も
顕
著
だ
っ
た
の
は
労
働
者
階
級
で
あ
り
、
ロ

ビ
ン
ソ
ン
も
ウ
ー
リ
ッ
ジ
で
そ
の
こ
と
を
実
感
す
る
。
一
九
六
〇
年
に
ロ

ビ
ン
ソ
ン
は
ロ
レ
ン
ス
作
『
チ
ャ
タ
レ
イ
婦
人
の
恋
人
』
を
出
版
し
た
ペ

ン
ギ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
が
猥
褻
罪
で
訴
え
ら
れ
た
際
、
被
告
側
の
証
人
と
し

て
出
廷
し
文
学
作
品
と
し
て
の
同
作
の
価
値
を
全
面
的
に
擁
護
し
た
。
そ

の
根
底
に
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
「
存
在
の
根
源
」
と
し
て
の
神
概
念

と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
宗
教
な
き
キ
リ
ス
ト
教
」
を
踏
襲
し
た
、
儀
礼

や
戒
め
を
排
除
し
た
愛
あ
る
人
間
関
係
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
神
と
の
関

係
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
系
団
体
の

学
生
運
動
に
も
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
今
後
日
本
に
お
け
る
同
時
代
の

神
学
思
想
と
比
較
研
究
を
す
る
こ
と
で
、
両
国
に
お
け
る
六
〇
年
代
の
キ

リ
ス
ト
教
思
想
の
特
異
性
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

カ
リ
ス
マ
・
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
運
動
な
ど
と
の
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
教
会
内
の
神
学
思
想
も
、
と
く
に
倫
理
の
領
域
に
お

い
て
は
対
抗
文
化
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
世
俗
化
を
め
ぐ
る

議
論
で
は
近
年
、
世
俗
主
義
に
よ
っ
て
社
会
の
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
る
宗

教
と
い
う
構
図
が
批
判
さ
れ
て
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
六
〇
年
代
と
宗
教
に

つ
い
て
は
、H

ugh M
cleod

がT
he R

eligious Crisis of the 1960s

（2007

）
で
、
世
俗
化
論
が
論
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
を
反
映
し
が

ち
で
あ
る
と
し
て
、
世
俗
化
で
は
な
く
「
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
」
を
礼
拝
出

席
者
、
大
学
生
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体
所
属
、
通
過
儀
礼
実
践
者
の
統
計
を

も
と
に
考
察
し
て
い
る
。
西
側
諸
国
で
は
五
〇
年
代
ま
で
、
反
共
・
反
ナ

チ
ス
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
深
く

む
す
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
は
西
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
黄
金
期
で
あ
っ
た
が
、
一
八
世

紀
か
ら
存
在
し
た
超
越
的
存
在
の
否
定
、
反
権
威
主
義
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

の
否
定
と
い
っ
た
批
判
的
精
神
が
、
六
〇
年
代
に
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
を
う

な
が
す
流
れ
と
し
て
具
現
化
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、Sam

 Brew
itt-T

aylor

もChristian R
adicalism

 in the 
Church of E

ngland and the Invention of the British Sixties

（2018

）、
でT

. A
sad

の
世
俗
化
論
批
判
を
踏
襲
し
た
が
、
さ
ら
に
、

六
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
の
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
を
ま
ね
い
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

と
し
て
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
（
白
人
・
エ
リ
ー
ト
・
知
識

人
・
男
性
）
の
役
割
を
強
調
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
を
も
た

ら
し
た
主
体
が
神
学
的
・
思
想
的
運
動
で
あ
る
と
し
た
。

　

キ
リ
ス
ト
教
内
の
改
革
派
や
ラ
デ
ィ
カ
ル
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
世
俗 

化
を
推
し
進
め
た
と
の
見
解
自
体
は
、
八
〇
年
代
に
す
で
にA

lan Gil-
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戦
後
の
神
道
界
の
指
導
的
論
客
、
葦
津
珍
彦
は
、
戦
前
、
今
泉
定
助
の

強
い
影
響
を
受
け
た
。「
神
道
」
を
「
皇
道
」
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
捉

え
る
見
方
は
戦
後
も
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
に
著
さ

れ
た
「
神
宮
と
皇
位
」（『
み
や
び
と
覇
権
│
│
類
纂
天
皇
論
』
日
本
教
文

社
、
一
九
八
〇
年
、
所
収
）
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
だ
。
こ
れ
ら

の
論
者
が
「
神
道
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
「
国
家
的
神
道
」「
国
体
神
道
」

な
ど
と
よ
ぶ
必
要
性
は
明
治
期
か
ら
意
識
さ
れ
始
め
、
大
正
期
に
三
ツ
矢

重
松
、
加
藤
玄
智
、
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
、
そ
れ
こ
そ
が
「
神
道
」
だ
と
い
う
論
調
が
強
く
な
っ
た
。
し
か
し
、

前
後
、
神
聖
天
皇
崇
敬
や
国
体
論
を
基
軸
と
す
る
よ
う
な
神
道
こ
そ
が

「
神
道
」
だ
と
い
う
立
場
は
と
り
に
く
く
な
っ
た
。
ま
た
、
宗
教
集
団
を

軸
に
宗
教
を
捉
え
る
見
方
が
強
ま
り
、
近
代
の
神
道
を
「
宗
教
神
道
」

「
神
社
神
道
」「
国
体
神
道
」「
国
家
的
神
道
」
な
ど
と
区
分
け
す
る
立
場

が
有
力
と
な
っ
た
。
宮
澤
俊
義
や
村
上
重
良
ら
の
「
国
家
神
道
」
概
念

は
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
登
場
し
、
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
拙
著
『
戦
後
日
本
と
国
家
神
道
』
岩
波
書
店
、
近
刊
）。

　

な
お
、
戦
前
の
「
神
道
」「
国
体
神
道
」「
国
家
的
神
道
」
の
前
に
は
、

「
皇
道
」「
古
道
」「
大
教
」「
治
教
」「
惟
神
の
大
道
」
な
ど
の
語
が
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
は
明
治
維
新
の
際
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
国
家
的
伝
統
理
念
で

あ
り
、
そ
れ
が
次
第
に
近
代
宗
教
概
念
の
枠
組
み
の
な
か
で
整
理
さ
れ

て
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
「
神
道
」
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
拙
著
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
で
示
し

た
よ
う
に
、
一
八
八
〇
年
代
は
じ
め
に
成
立
す
る
神
職
養
成
機
関
が
、
皇

學
館
、
皇
典
講
究
所
と
い
う
よ
う
に
「
皇
道
」
を
前
提
と
す
る
名
称
だ
っ

た
こ
と
も
思
い
起
こ
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
。

国
家
神
道
概
念
の
形
成
過
程

島
薗　
　

進

　

戦
後
の
「
国
家
神
道
」
の
源
流
は
、
戦
前
・
戦
中
の
神
道
家
や
神
道
学

者
が
「
神
道
」
と
よ
ん
だ
も
の
に
あ
る
。
だ
が
、
戦
前
か
ら
そ
れ
を
「
宗

教
神
道
（
教
派
神
道
）」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
国
家
的
神
道
」、「
国
家

神
道
」、「
国
体
神
道
」
な
ど
と
よ
ぶ
呼
び
方
が
育
っ
て
き
て
も
い
た
。
し

か
し
、
一
五
年
戦
争
期
に
は
「
神
道
」
が
優
勢
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
田
大
誠
「「
国
家
神
道
」
概
念
の
近
現
代
史
」

（
山
口
輝
臣
編
『
戦
後
史
の
な
か
の
「
国
家
神
道
」』
山
川
出
版
、
二
〇
一

八
年
）
が
か
な
り
の
程
度
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
国
家
神

道
」
論
の
先
駆
け
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
神
道
」
論
者
に
は
、
滝
口

駒
造
、
山
本
信
哉
、
河
野
省
三
、
小
野
祖
教
ら
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
加

藤
玄
智
、
宮
地
直
一
ら
「
国
家
的
神
道
」「
国
体
神
道
」
を
用
い
た
論
者

を
含
め
る
と
、
東
京
帝
大
、
國
學
院
大
の
多
く
の
教
員
が
入
る
。

　

加
え
て
、
明
治
維
新
は
神
道
復
興
だ
っ
た
と
捉
え
る
見
方
が
、
戦
前
か

ら
神
道
家
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
再
考
し
た
い
。
戦
前
の
神

崎
一
昨
、
戦
後
の
藤
井
貞
文
を
例
に
あ
げ
る
。
ま
た
、
戦
前
の
神
道
界
で

影
響
力
が
大
き
か
っ
た
今
泉
定
助
に
注
目
し
た
い
。
今
泉
は
一
九
三
四
年

の
「
皇
道
の
真
髄
」
で
、「
従
来
皇
道
と
云
っ
た
り
、
神
道
と
云
っ
た
り
、

乃
至
我
が
国
体
な
ど
と
云
へ
ば
世
間
知
ら
ず
の
時
代
遅
れ
と
嗤
は
れ
て
ゐ

た
が
、
近
来
は
盛
に
皇
道
と
か
、
神
道
と
か
、
国
民
精
神
と
か
、
日
本
精

神
と
か
、
な
い
し
は
我
が
大
日
本
帝
国
の
建
国
の
精
神
な
ど
と
呼
ば
れ
る

を
聞
く
に
至
っ
た
。
是
は
誠
に
嬉
ば
し
い
現
象
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。「
皇
道
」
と
「
神
道
」
を
等
置
す
る
よ
う
な
立
場
は
、
す
で
に
一
九

二
一
年
の
「
拡
充
さ
れ
る
神
道
の
意
義
」
で
示
さ
れ
て
い
る
。
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社
、
川
又
俊
則 

一
九
九
八
：
一
九
一
―
二
〇
二
「
教
会
墓
地
に
み
る
キ

リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
―
日
本
基
督
教
団
信
夫
教
会
の
事
例
を
中
心
に

―
」『
年
報
社
会
学
論
集
』
関
東
社
会
学
会
ほ
か
）。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、

各
地
の
教
会
単
位
や
信
徒
だ
け
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
か
ら
分
析
さ
れ
た

も
の
が
多
く
、
司
祭
や
信
徒
な
ど
異
な
る
立
場
の
者
の
意
見
の
相
違
や
そ

の
幅
に
関
し
て
は
あ
ま
り
述
べ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

の
日
本
正
教
会
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
歴
史
研
究
と
神
学
研
究
が

中
心
で
、
現
在
の
実
態
調
査
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
（
山
下
須
美
礼 

二
〇

一
四
『
東
方
正
教
の
地
域
的
展
開
と
移
行
期
の
人
間
像
』
清
文
堂
ほ
か
）。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
現
代
の
日
本
正
教
会
の
死
者
へ
の
祈
り
を
見
て
み

る
と
、
司
祭
は
神
に
よ
る
「
記
憶
」
と
い
う
概
念
を
重
視
す
る
一
方
、
信

徒
は
実
際
に
祈
る
中
で
生
者
が
死
者
を
想
い
起
こ
す
=
死
者
の
聖
名
を
呼

ぶ
と
い
う
点
を
よ
り
重
視
し
て
お
り
、
実
践
の
場
で
「
死
者
の
記
憶
」
を

祈
る
と
き
に
は
こ
の
二
つ
の
意
味
合
い
が
共
存
す
る
こ
と
で
、
信
徒
の
要

望
を
か
な
え
、
正
教
会
は
日
本
で
の
土
着
化
を
可
能
と
し
て
い
た
（
二
〇

一
八
年
日
本
宗
教
学
会
に
て
佐
﨑
発
表
）。
ま
た
、
日
本
の
正
教
会
で
信

者
が
亡
く
な
る
と
、
月
例
パ
ニ
ヒ
ダ
や
墓
地
祈
禱
、
場
合
に
よ
っ
て
は
永

代
供
養
な
ど
の
祈
り
を
経
て
、
徐
々
に
非
個
性
的
な
記
憶
（
名
前
も
覚
え

て
い
な
い
先
祖
）
へ
と
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日

本
正
教
会
の
特
徴
は
、
月
例
パ
ニ
ヒ
ダ
や
永
代
供
養
な
ど
、
新
た
に
登
場

し
た
死
者
の
た
め
に
繰
り
返
し
祈
る
日
本
独
自
の
死
者
の
儀
礼
の
中
で
、

今
生
き
て
祈
っ
て
い
る
信
徒
と
故
人
と
を
つ
な
ぎ
、
死
者
と
と
も
に
あ
る

教
会
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
た
（
二
〇
一
九
年
日
本
宗
教
学
会
に
て
佐

﨑
発
表
）。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
「
死
者
の
記
憶
」
が
媒
介
概
念
と
な
っ

て
、
正
教
会
の
伝
統
を
壊
さ
ず
、
か
つ
信
徒
の
希
望
に
答
え
る
こ
と
で
、

　

こ
う
し
た
事
柄
は
、
葦
津
珍
彦
の
熟
知
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
葦
津
珍

彦
は
一
九
八
七
年
刊
行
の
『
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』（
神
社
新

報
社
）
で
、「
神
道
」「
国
家
神
道
」「
宗
教
」
を
宗
教
集
団
と
し
て
用
い

る
用
法
と
、
観
念
・
思
想
・
実
践
・
施
設
等
の
複
合
体
と
し
て
用
い
る
用

法
の
両
面
性
に
着
目
し
、
前
者
の
用
法
を
用
い
て
、「
国
家
神
道
」
に
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
役
割
は
な
か
っ
た
と
い
う
論
を
展
開
す
る
。
村
上
重
良

ら
が
両
面
性
に
気
づ
か
ず
、「
神
道
」
を
宗
教
集
団
と
し
て
論
じ
が
ち
で

あ
っ
た
こ
と
を
と
が
め
る
言
説
と
も
言
え
る
。

日
本
正
教
会
の
神
に
よ
る
「
記
憶
」 

│
│ 

死
者
を
巡
る
実
践
を
事
例
と
し
て 

│
│

佐
﨑　
　

愛

　

日
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
（
以
下
、
日
本
正
教
会
）
の
歴
史
は
、
一
八

六
一
年
に
ロ
シ
ア
人
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン
が
来
日
し
た
こ

と
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
後
、
土
着
化
の
際
に
、
正
教
会
に
お
け
る
重
要

概
念
で
あ
る
神
に
よ
る
「
記
憶
」
概
念
と
日
本
の
供
養
文
化
と
が
交
錯
す

る
こ
と
で
、
正
教
会
は
受
容
さ
れ
て
き
た
。
現
在
、
日
本
全
国
に
は
九
、

四
八
五
人
の
正
教
徒
が
お
り
、
五
六
の
教
会
を
有
す
る
。
本
発
表
で
は
、

ま
ず
こ
れ
ま
で
発
表
者
が
調
査
し
た
日
本
正
教
会
独
自
の
死
者
の
た
め
の

実
践
、
お
よ
び
そ
の
際
の
「
死
者
の
記
憶
」
の
あ
り
方
を
考
察
し
、
そ
の

後
ロ
シ
ア
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
日
本
ハ

リ
ス
ト
ス
正
教
会
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
関
す
る
研
究
は
非
常

に
分
厚
く
、
中
で
も
受
容
の
形
態
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き

た
（
森
岡
清
美 

一
九
七
〇
『
日
本
の
近
代
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
』
評
論
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題
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
追
究
し
た
。
戦
後
の
研
究
史
で
は
小
崎
の
思
想
が

有
す
る
近
代
性
が
高
く
評
価
さ
れ
る
一
方
、
天
皇
制
な
ど
に
対
す
る
融
和

的
と
さ
れ
る
態
度
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
そ

う
し
た
二
項
対
立
的
な
価
値
判
断
を
あ
ら
か
じ
め
当
て
は
め
る
の
で
は
な

く
、
歴
史
的
文
脈
に
即
し
て
小
崎
の
思
想
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
研
究
が

進
み
つ
つ
あ
る
。
本
発
表
は
か
か
る
近
年
の
研
究
動
向
を
受
け
、
従
来
あ

ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
小
崎
の
政
教

関
係
論
の
内
実
を
改
め
て
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

政
教
関
係
論
に
お
け
る
小
崎
の
主
著
で
あ
る
『
政
教
新
論
』（
明
治
十

九
年
〈
一
八
八
六
〉）
は
、「
著
者
一
己
の
新
仕
組
に
て
我
国
従
来
政
教
の

思
想
よ
り
之
を
観
察
し
、
社
会
上
此
二
者
の
相
影
響
す
る
所
を
論
じ
た
」

も
の
と
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
の
社
会
状
況
に
即
し
て

政
治
と
宗
教
の
あ
り
う
べ
き
関
係
を
論
じ
た
著
作
で
あ
る
。
小
崎
の
認
識

に
よ
れ
ば
、
当
時
の
日
本
社
会
は
民
衆
も
「
士
人
以
上
」
の
人
々
も
、
も

は
や
容
易
に
「
神
儒
仏
」
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
精
神
的
な
「
大
空

虚
」（「
真
正
な
る
宗
教
の
必
要
」、
明
治
十
六
年
〈
一
八
八
三
〉）
が
生
じ

て
い
る
。
そ
こ
で
小
崎
は
自
由
民
権
運
動
に
対
抗
し
つ
つ
、「
夫
れ
道
徳

宗
教
は
国
家
の
元
気
な
り
」
と
し
、
社
会
統
合
を
維
持
す
る
た
め
の
道

徳
・
宗
教
の
必
要
性
を
訴
え
る
。
し
か
し
前
近
代
ま
で
「
国
家
の
元
気
」

と
な
っ
て
い
た
儒
教
は
政
教
一
致
を
前
提
と
す
る
以
上
、
政
教
分
離
が
進

み
つ
つ
あ
る
近
代
日
本
で
は
も
は
や
効
力
を
持
ち
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
キ

リ
ス
ト
教
を
儒
教
に
代
わ
る
日
本
の
「
国
家
の
元
気
」
と
し
て
確
立
す
る

こ
と
を
小
崎
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
小
崎
の
政
教
関
係
論
の
背
景
と
し
て
、
従
来
あ
ま
り
着

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
次
の
二
つ
の
流
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
た
な
儀
礼
を
創
出
す
る
点
が
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

　

そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
日
本
独
自
の
新
た
な
死
者
の
祈
り
に
つ
い
て
考

え
る
た
め
、
ロ
シ
ア
の
死
者
の
祈
り
と
比
較
す
る
こ
と
で
よ
り
多
角
的
に

そ
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
対
象
・
方
法
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
人
を

対
象
と
し
たw

eb

ア
ン
ケ
ー
ト
と
日
本
の
事
例
と
を
比
較
し
、
改
め
て

日
本
の
特
徴
を
探
っ
た
。
ロ
シ
ア
人
対
象w

eb

ア
ン
ケ
ー
ト
、
二
〇
二

〇
年
二
月
十
五
日
〜
五
月
三
十
一
日
発
表
者
実
施
。
回
答
者
数
三
六
三
名

（
一
〇
〜
七
〇
代
の
男
女
か
ら
回
答
取
得
、
男
女
比
は
男
二
二
・
三
一
％
：

女
七
七
・
一
三
％
）。

　

そ
の
結
果
、
日
本
と
ロ
シ
ア
両
方
の
正
教
徒
に
と
っ
て
死
者
供
養
は
教

会
で
行
う
祈
り
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
人
正
教

徒
の
祈
り
を
見
る
と
、
基
本
的
に
は
思
い
立
っ
た
時
に
祈
る
こ
と
が
多

く
、
ま
た
家
庭
祭
壇
に
も
あ
ま
り
イ
コ
ン
以
外
の
も
の
は
置
か
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
人
正
教
徒
の
毎
年
／
毎
月
祈
る
と
い
う
祈
り
の
あ
り

方
や
、
家
庭
祭
壇
に
お
茶
や
お
水
を
置
く
事
例
な
ど
か
ら
、
日
本
の
正
教

徒
の
祈
り
は
、
日
本
の
仏
教
文
化
に
お
け
る
年
忌
や
月
忌
、
ま
た
仏
壇
に

お
茶
を
あ
げ
る
習
慣
な
ど
の
影
響
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
、

日
本
で
写
真
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
も
見
ら
れ
、
日
本
で
は
死
者
の
た
め
の

祈
り
の
場
に
モ
ノ
を
多
く
置
く
傾
向
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
崎
弘
道
に
お
け
る
政
治
と
宗
教

齋
藤　

公
太

　

小
崎
弘
道
は
同
志
社
第
二
代
社
長
な
ど
を
務
め
た
日
本
組
合
基
督
教
会

の
指
導
的
存
在
で
あ
り
、
近
代
日
本
の
代
表
的
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
の
一

人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
小
崎
は
と
り
わ
け
政
治
と
宗
教
の
関
係
と
い
う
問
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り
認
識
し
た
宗
教
の
重
要
性
を
「
国
民
の
元
気
」
と
い
う
文
脈
で
説
明
し

て
お
り
、
こ
こ
に
は
小
崎
の
政
教
関
係
論
と
共
通
し
た
潮
流
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

有
賀
鐵
太
郎
に
よ
る
基
督
教
学
の
構
想 

│
│ 

未
公
刊
資
料
の
調
査
よ
り 

│
│

小
柳　

敦
史

　

本
発
表
で
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究（
Ｂ
）に
よ
る
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
新
制
大
学
制
度
に
お
け
る
宗
教
関
連
の
学
問
・
養
成
・
資

格
に
関
す
る
多
角
的
研
究
」（
課
題
番
号
：18H

00616

）
の
一
環
と
し
て

行
っ
た
「
有
賀
鐵
太
郎
関
連
資
料
」
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
有
賀
鐵
太

郎
が
京
都
大
学
の
基
督
教
学
講
座
で
な
さ
れ
る
学
問
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
構
想
し
て
い
た
の
か
を
報
告
し
た
。
本
発
表
で
「
有
賀
鐵
太
郎
関

連
資
料
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
・
後
の
激
動
期
に

同
志
社
大
学
の
文
学
部
神
学
科
お
よ
び
神
学
部
を
支
え
た
の
ち
に
、
京
都

大
学
文
学
部
に
移
り
基
督
教
学
講
座
を
担
当
し
た
有
賀
鐵
太
郎
の
遺
品

を
、
鐵
太
郎
の
長
男
で
あ
る
有
賀
誠
一
氏
が
京
都
大
学
大
学
文
書
館
に
管

理
を
委
託
し
た
資
料
群
で
あ
る
。
こ
の
資
料
群
に
は
有
賀
鐵
太
郎
の
日

記
、
受
け
取
っ
た
手
紙
や
葉
書
、
学
生
時
代
（
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
時
代
を

含
む
）
の
ノ
ー
ト
、
教
員
と
な
っ
て
か
ら
の
講
義
ノ
ー
ト
、
原
稿
類
、
参

加
し
た
国
内
外
の
会
議
関
連
資
料
（
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
会
議
、
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｒ

一
九
五
八
年
東
京
大
会
他
）、
関
わ
り
の
あ
る
学
協
会
関
連
資
料
（
Ｗ
Ｃ

Ｃ
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
、
日
本
友
和
会
、
日
本
基
督
教
学
会
他
）
な
ど
が
含
ま
れ
て

お
り
、
有
賀
鐵
太
郎
の
思
想
研
究
の
基
礎
資
料
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
二

〇
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
史
や
大
学
史
の
研
究
に
と
っ
て
も
貴
重
な
資
料
で

一
つ
は
欧
米
に
お
け
る
「
市
民
宗
教
」
的
次
元
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

小
崎
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
や
、
イ
ラ
イ 

シ
ャ
・
マ
ル
フ
ォ
ー
ド
（Elisha M

ulford

）
の
著
作N

ation: T
he 

Foundation of Civil O
rder and Political Life in the U

nited 
States

（1870

）
に
依
拠
し
、
政
教
分
離
を
前
提
と
す
る
ア
メ
リ
カ
型
の

市
民
宗
教
を
理
想
と
し
て
い
た
。
他
方
で
無
神
論
を
背
景
と
す
る
社
会
主

義
、
無
政
府
主
義
の
危
険
性
も
早
く
か
ら
説
い
て
お
り
、
小
崎
の
政
教
関

係
論
は
欧
米
の
議
論
と
の
連
続
性
を
有
し
て
い
た
。

　

も
う
一
つ
の
背
景
は
「
国
家
の
元
気
」
論
で
あ
る
。
原
島
正
が
す
で
に

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（「
小
崎
弘
道
の
「
国
家
の
元
気
」
論
」『
東
洋 

英
和
女
学
院
大
学
短
期
大
学
部 
研
究
紀
要
』
三
四
号
、
一
九
九
六
年
一

月
）、「
国
家
（
国
民
）
の
元
気
」
と
い
う
概
念
は
同
時
代
の
言
論
空
間
の

な
か
で
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
植
村
正
久
や
海
老
名
弾
正
も
用
い
て
い

た
。
こ
れ
は
後
期
水
戸
学
に
淵
源
し
、
幕
末
・
維
新
期
を
経
て
「
人
心
」

が
統
御
す
べ
き
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
な
か
で
共
通
の
政
治
言
語
と
し

て
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
か
か
る
言
説
が
前
述
の
市
民

宗
教
論
と
接
続
す
る
こ
と
で
、
小
崎
の
政
教
関
係
論
は
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
著
作
で
あ
る
『
国
家
と
宗
教
』（
大
正
二
年
〈
一
九
一
三
〉）

の
な
か
で
小
崎
は
、
明
治
憲
法
に
よ
る
政
教
分
離
の
確
立
を
経
て
、
日
本

は
「
政
教
無
視
の
制
度
」
の
段
階
に
入
っ
て
い
っ
た
と
と
ら
え
て
い
た
。

小
崎
の
認
識
で
は
こ
の
段
階
で
「
危
険
思
想
」
が
普
及
し
大
逆
事
件
が
起

き
た
こ
と
は
自
ら
の
理
路
の
正
し
さ
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対

策
と
し
て
内
務
省
が
三
教
会
同
を
主
催
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
三

教
会
同
を
企
画
し
た
内
務
次
官
・
床
次
竹
二
郎
も
ま
た
、
欧
米
視
察
に
よ
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（w
issenschaftliche Selbstbesinnung des christlichen Glau-

ben

）
と
定
義
す
る
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
が
頻
繁
に
参
照
さ
れ
る
。（
３

）実
践

神
学
に
相
当
す
る
部
門
の
基
督
教
学
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
。
有
賀

は
、「
基
督
教
学
に
はpraktische T

heologie

を
除
く
他
の
神
学
の

各
部
門
は
事
実
上
皆
含
ま
れ
る
…
た
だ
こ
れ
を
教
会
的
立
場
か
ら
追
究
す

る
の
で
は
な
く
…
あ
く
ま
で
も
学
的
に
尋
ね
ん
と
す
る
」
と
述
べ
る
。
実

践
的
な
分
野
を
除
外
し
た
有
賀
の
構
想
は
、
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
学

や
、
ひ
い
て
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
有
賀
個
人
は
友
和
会

（F. O
. R.

）
の
活
動
に
関
わ
り
続
け
る
な
ど
、
社
会
的
な
関
心
は
持
ち
続

け
て
お
り
、
最
終
講
義
の
草
稿
で
は
基
督
教
学
が
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
や
宗

教
間
対
話
に
貢
献
す
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
有
賀
個
人
に
と

っ
て
の
、
そ
し
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
と
っ
て
の
学
問
性
と
実
践

の
緊
張
を
孕
ん
だ
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
た
め
に
も
、
引

き
続
き
「
有
賀
鐵
太
郎
関
連
資
料
」
の
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。

日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策 

│
│ 

自
由
療
養
区
か
ら
絶
対
隔
離
へ 

│
│

松
岡　

秀
明

　

一
九
二
五
年
に
発
足
し
た
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
（M

ission to Lepers

）
は
、

キ
リ
ス
ト
教
系
の
ハ
ン
セ
ン
病
支
援
団
体
の
な
か
で
、
次
の
三
点
で
特
異

な
存
在
で
あ
っ
た
。（
一
）診
療
施
設
を
設
置
し
な
い
一
方
で
、
講
演
会
や

療
養
所
へ
の
慰
問
を
積
極
的
に
行
な
い
、
機
関
誌
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
を
発

行
し
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
で
な
く
非
信
者
の
医
師
、
患
者
が
書
い
た
文
を
掲

載
し
た
。（
二
）一
九
三
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
無
癩
県
運
動
に
加
担
し
た
。

あ
る
。
現
在
は
ま
だ
文
書
館
に
よ
る
整
理
が
終
了
し
て
お
ら
ず
、
一
般
公

開
は
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回
は
誠
一
氏
よ
り
許
可
を
い
た
だ
き
調
査
を
実

施
し
た
。

　

有
賀
の
「
基
督
教
学
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料

と
し
て
、「
基
督
教
学
序
論
」
の
講
義
ノ
ー
ト
と
、
最
終
講
義
の
草
稿
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
、「
基
督
教
学
序
論
」
講
義
ノ
ー
ト
は
、

「
基
督
教
学
」
と
い
う
学
問
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要

な
資
料
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
基
督
教
学
講
座
は
一
九
二
二
（
大
正
十

一
）
年
に
波
多
野
精
一
を
初
代
教
授
と
し
て
設
置
さ
れ
た
が
、
波
多
野
は

基
督
教
学
と
神
学
を
内
容
と
し
て
は
区
別
し
て
お
ら
ず
、
波
多
野
も
、
そ

の
後
に
授
業
を
担
当
し
た
松
村
克
己
も
、「
基
督
教
学
」
と
は
何
か
を
講

じ
る
授
業
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
有
賀
が
京
都
大
学
に
着
任
し
て

初
め
て
「
基
督
教
学
」
と
い
う
学
問
の
独
自
性
と
存
在
意
義
に
つ
い
て
の

反
省
が
始
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
と
し
て
「
基
督
教
学
」
を
創
設

し
た
の
は
波
多
野
で
あ
る
が
、
そ
の
学
問
的
内
実
を
設
定
し
た
の
は
有
賀

で
あ
り
、「
基
督
教
学
序
論
」
講
義
ノ
ー
ト
は
、
そ
の
構
想
を
記
し
た
貴

重
な
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
「
基
督
教
学
序
論
」
講
義
ノ
ー
ト
の
記
述
の
中
か
ら
、
目
を
惹
い
た
内

容
を
以
下
に
三
点
挙
げ
る
。（
１

）有
賀
が
ア
メ
リ
カ
の
大
学
制
度
を
モ
デ

ル
と
し
て
、
公
立
大
学
と
神
学
の
分
離
を
考
え
て
い
る
こ
と
。
波
多
野
は

ド
イ
ツ
の
大
学
が
念
頭
に
あ
る
た
め
、
公
立
大
学
で
神
学
を
教
育
・
研
究

す
る
こ
と
に
違
和
感
を
示
し
て
い
な
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
。（
２

）学
問

上
の
モ
デ
ル
は
、
ド
イ
ツ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
学
問
的
神
学
で
あ
る
こ
と
。
と

り
わ
け
、
神
学
を
「
実
証
的
学
問
」（positive W

issenschaft

）
と
述

べ
る
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
学
的
自
己
省
察
」
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し
て
い
た
が
、
日
本
で
は
や
は
り
日
本
的
の
性
格
を
も
つ
た
も
の
の
方
が

い
い
と
思
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
非
キ
リ
ス
ト
者
の
光
田
が

発
起
人
に
な
り
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト

教
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
神
」
と
「
正
直
」 │
│ 

吉
見
幸
和
を
事
例
と
し
て 

│
│

城
所　

喬
男

　

今
発
表
の
主
題
で
あ
る
「
正
直
」
は
、
日
本
の
思
想
や
宗
教
な
ど
の
分

野
に
お
け
る
大
き
な
テ
ー
マ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
神
道
思
想
の
場

合
、
中
世
で
は
伊
勢
神
道
が
「
神
道
五
部
書
」
の
一
つ
『
倭
姫
命
世
記
』

の
中
で
「
神
垂
祈
禱
冥
加
正
直
」
と
記
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
中
世
神
道

は
、
近
世
に
な
る
と
歴
史
性
な
ど
の
面
で
疑
問
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
代
表
的
な
批
判
者
の
一
人
が
吉
見
幸
和
（
一
六
七
三
―
一
七
六

一
）
で
あ
る
。
彼
は
『
五
部
書
説
弁
』
に
よ
っ
て
「
神
道
五
部
書
」
が
偽

書
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
の
証
明
の
た
め
に
用
い

た
国
史
官
牒
主
義
が
近
世
的
な
合
理
主
義
の
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
発
表
で
は
、
彼
自
身
が
「
正
直
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い

た
の
か
、
ま
た
東
照
宮
の
祠
官
で
あ
っ
た
彼
の
祭
祀
・
神
観
と
「
正
直
」

の
関
連
性
に
焦
点
を
当
て
、
考
察
を
試
み
た
。

　

そ
の
た
め
の
事
例
と
し
て
、
幸
和
が
嫡
男
幸
混
に
中
臣
祓
の
詞
を
講
義

し
た
時
の
内
容
を
基
に
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
中
臣
祓
詞
蒙
訓
』
と
、

尾
張
大
國
魂
神
社
の
「
儺
追
神
事
」
の
内
容
の
是
非
を
論
じ
た
『
儺
追
問

答
』
の
二
つ
を
取
り
上
げ
た
。

　

ま
ず
『
中
臣
祓
詞
蒙
訓
』
で
は
、
六
根
清
浄
大
祓
の
「
身　

波

諸　
ノ

穢　
仁

觸　
弖

、
心　

仁

諸　
ノ

穢　
仁

不p
觸
」
と
い
う
文
言
に
対
し
て
、
口
で
は
偽
り
を
述
べ
な
が
ら
、

（
三
）日
本
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
医
師
光
田
健

輔
（
一
八
七
六
―
一
九
六
四
）
が
、
七
名
の
発
起
人
の
一
人
に
名
を
連
ね

て
い
た
。

　
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
創
刊
号
（
一
九
二
六
年
三
月
）
か
ら
、
戦
時
色
が
強

ま
る
な
か
で
一
九
四
一
年
一
月
に
組
織
の
名
称
が
「
楓
十
字
会
」
に
変
更

さ
れ
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
機
関
誌
の
名
称
も
『
楓
の
蔭
』
と
変
わ
る
ま

で
、
す
な
わ
ち
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
第
一
一
六
号
（
一
九
四
〇
年
十
二
月
）

ま
で
を
読
み
、
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
に
お
け
る
光
田
の
戦
略
を
検
討
し
た
。

　

創
刊
号
に
光
田
が
隔
離
の
必
要
性
を
力
説
す
る
「
癩
救
済
の
国
家
的
急

務
」
を
寄
せ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
無
記
名
の
「
新
生
涯
へ
の
一
路
入
院

を
勧
め
ま
す
」
と
い
う
患
者
に
自
ら
隔
離
さ
れ
る
こ
と
を
促
す
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
は
隔
離
の
必
要
性
を
訴
え

て
い
く
。
他
方
、
治
療
解
法
主
義
を
説
く
記
事
も
創
刊
号
か
ら
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
患
者
の
集
落
が
あ
っ
た
草
津
に
自
由
療
養
区
域

の
設
定
を
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
島
愛
生
園
に
続
く
全
国
二

つ
め
の
国
立
療
養
所
と
し
て
草
津
に
栗
生
楽
泉
園
が
一
九
三
二
年
十
一
月

に
開
園
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
行
な
わ
れ
な
く
な
る
。

　

日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
は
隔
離
主
義
一
辺
倒
に
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、

全
体
の
流
れ
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
者
も
次
第
に
積
極
的
に
隔
離
を
説
く
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
光
田
自
身
や
光
田
の
主
張
を
支
持

す
る
人
々
が
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
に
隔
離
主
義
の
必
要
を
訴
え
る
論
を
積
極

的
に
投
稿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隔
離
主
義
を
是
と
す
る
論
調
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

後
年
、
光
田
は
「
外
国
で
は
早
く
か
ら
Ｍ
・
Ｔ
・
Ｌ
と
い
う
よ
う
な
も

の
が
で
き
て
日
本
で
も
キ
リ
ス
ト
教
団
が
そ
れ
に
似
た
機
関
と
し
て
活
動
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為
」
の
論
理
の
範
囲
を
政
治
的
な
行
為
に
ま
で
拡
大
し
て
理
解
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

弟
子
で
あ
る
藤
塚
知
直
と
初
め
て
会
っ
た
時
の
詞
が
記
さ
れ
て
い
る

『
恭
軒
先
生
初
会
記
』
に
あ
る
「
神
道
は
天
皇
の
行
ひ
給
ふ
祭
政
を
、
百

官
の
輩
命
を
奉
り
て
勤
る
の
み
。
仍
て
臣
下
と
し
て
神
道
を
行
ふ
と
云
べ

か
ら
ず
。」
と
い
う
言
葉
は
、
幸
和
の
神
道
観
を
語
る
言
葉
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
、
祭
政
を
行
為
と
し
て
統
一
的
に
理
解

し
、
そ
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
幸
和
の
行
為
重
視
の
論
理
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
居
宣
長
の
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
に
み
る
天
皇
と
宗
教

森　
　

和
也

　

本
居
宣
長
の
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』（
以
下
『
詔
詞
解
』）
は
『
続
日
本

紀
』
収
録
の
宣
命
六
十
二
篇
を
註
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』

の
時
代
は
仏
教
興
隆
の
時
代
で
あ
り
、
宣
命
に
も
そ
れ
が
反
映
し
て
お

り
、
聖
武
天
皇
、
孝
謙
・
称
徳
天
皇
父
子
の
宣
命
に
お
い
て
特
筆
さ
れ

る
。
宣
命
が
天
皇
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
祇
に
対
し
て
仏
教
が
優

位
と
な
っ
た
宗
教
状
況
を
天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
宣
長
が

捉
え
た
の
か
を
『
詔
詞
解
』
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

第
十
二
詔
（
聖
武
天
皇
）
は
、「
三
宝
の
奴
と
仕
へ
奉
る
天
皇
」
の
文

言
で
有
名
だ
が
、
宣
長
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
目
を
ふ
た
ぎ
て
過
ご
す
べ

く
な
む
」
と
無
視
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、「
三
宝
乃
奴
止
仕
奉
流
」
に
振

り
仮
名
を
振
っ
て
い
な
い
。
激
烈
な
仏
教
批
判
の
言
葉
だ
が
、
一
方
で
こ

の
第
十
二
詔
中
に
あ
る
「
三
宝
」、「
盧
舎
那
」
な
ど
の
仏
教
語
に
は
詳
し

い
註
釈
を
つ
け
て
お
り
、
や
み
く
も
に
仏
教
を
批
判
し
、
存
在
を
無
視
し

心
は
正
直
で
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
皆
す
べ
か
ら
く
言
行
が
齟
齬
し
て

お
り
役
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
言
行
の
齟
齬
を
理
由
と
し
て

批
判
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
は
心
だ
け
で
は
な
く
、
行
動
が
伴
っ

て
い
な
け
れ
ば
正
直
と
は
言
い
難
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。

　

次
に
『
儺
追
問
答
』
に
お
け
る
「
正
直
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の

『
儺
追
問
答
』
は
愛
知
県
稲
沢
市
に
鎮
座
し
て
い
る
尾
張
大
國
魂
神
社
で

今
日
も
行
わ
れ
て
い
る
儺
追
神
事
の
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
、
か
つ
て
行
わ

れ
て
い
た
「
儺
追
捕
」
の
是
非
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
祭
祀
に
つ

い
て
は
度
々
停
止
や
改
正
が
行
わ
れ
、
そ
の
内
の
元
禄
年
間
と
寛
保
三
年

の
停
止
・
改
正
に
は
幸
和
も
諮
問
と
い
う
形
で
意
見
を
求
め
ら
れ
、
係
わ

っ
て
い
た
。
彼
自
身
や
弟
子
の
積
極
的
な
活
動
か
ら
、
幸
和
が
改
正
に
対

し
て
強
い
意
欲
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
「
儺
追
神

事
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
彼
が
論
じ
て
い
る
の
が
『
儺
追
問
答
』
で
あ
る
。

　

こ
の
『
儺
追
問
答
』
の
「
夫
神
ハ
明
々
ニ
シ
テ
、
一
点
モ
曇
リ
ナ
シ
、

其
明
々
ナ
ル
神
ヘ
、
正
直
ヲ
以
テ
行
フ
ニ
、
何
ソ
祟
リ
ア
ラ
ン
ヤ
」
と
の

一
文
か
ら
、
幸
和
が
神
と
は
「
正
直
」
な
行
い
を
肯
定
す
る
存
在
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
一
文
に
お
け
る
「
正
直
」
な
行
い

と
は
、
こ
の
文
が
元
々
福
島
正
則
に
よ
る
儺
追
神
事
の
停
止
を
指
示
し
た

こ
と
に
対
す
る
幸
和
の
答
え
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
福
島
や
織
田
信
長
な

ど
尾
張
を
治
め
て
い
た
大
名
の
行
政
的
な
命
令
、
政
治
行
為
を
指
す
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

こ
の
『
中
臣
祓
詞
蒙
訓
』
と
『
儺
追
問
答
』
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
で
展

開
さ
れ
た
「
正
直
」
論
か
ら
、
幸
和
は
行
為
と
心
の
連
動
性
、
統
一
性
を

前
提
と
し
て
行
為
と
い
う
も
の
を
重
視
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
行
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で
す
ら
マ
ガ
ツ
ヒ
の
神
に
抗
え
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、「
現
御
神
」
で
あ

る
天
皇
が
抗
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　

光
仁
天
皇
が
即
位
し
て
以
降
は
《
マ
ガ
ツ
ヒ
の
あ
ら
び
》
か
ら
回
復
し

た
と
宣
長
は
認
識
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
「
定
ま
れ
る
事
」
と
し

て
、
い
ず
れ
回
復
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
（
第
四
十
八
詔

（
光
仁
天
皇
）
註
釈
）。
こ
れ
が
『
直
毘
霊
』
か
ら
『
詔
詞
解
』
に
受
け
継

が
れ
た
宣
長
の
歴
史
意
識
で
あ
る
。『
直
毘
霊
』
で
は
、
仏
教
が
日
本
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
《
禍
津
日
神
》
に
よ
る
不
可
抗
力
と
し
て

の
「
せ
む
す
べ
な
い
」
世
界
の
現
状
と
、
そ
れ
が
い
ず
れ
正
し
い
姿
に
回

復
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
《
神
直
毘
神
・
大
直
毘
神
》
へ
の
信
頼
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
《
事
実
》
と
し
て
、
し
か
も
「
現
御
神
」
で
あ
る

天
皇
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
歴
史
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
が

『
続
日
本
紀
』
の
「
宣
命
」
で
あ
っ
た
。

　

寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
成
立
の
『
詔
詞
解
』
は
宣
長
最
後
の
著
作

で
あ
る
が
、
寛
政
十
年
に
脱
稿
し
た
『
古
事
記
伝
』
に
時
間
的
に
接
続
し

て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
の
歴
史
意
識
に
お
い
て
も
接
続
し
て
お
り
、『
古

事
記
伝
』
を
思
想
的
に
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
『
詔
詞
解
』
を
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

肥
前
の
国
学
者
に
お
け
る
「
道
」
と
「
雅
び
」

三
ツ
松　

誠

　

ポ
ス
ト
宣
長
期
の
国
学
を
、
鈴
門
の
大
半
を
占
め
る
歌
学
派
と
、
神
典

の
学
を
中
心
に
し
た
篤
胤
以
後
の
古
道
派
に
分
け
て
理
解
す
る
見
方
は
、

今
な
お
通
説
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
国
文
学
研
究
者
が
歌
学
を
取
り

扱
い
、
古
道
論
は
別
の
業
界
で
論
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
棲
み
分
け
の
傾

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
註
釈
態
度
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
て
、
宣
長
が

何
を
批
判
す
る
か
に
は
基
準
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
三
十
八
詔
（
称
徳
天
皇
）
の
「
上
つ
方
は
三
宝
に
供
へ
奉
り
、
次
に

は
天
社
国
社
の
神
等
を
も
ゐ
や
び
ま
つ
り
」
に
対
し
、
仏
が
神
に
優
先
す

る
こ
と
は
「
い
と
も
ゆ
ゝ
し
き
ま
が
こ
と
」
で
あ
る
と
、
宣
長
は
激
し
い

口
調
で
批
判
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
教
優
位
に
対
す
る
宣
長
の
批

判
は
僧
と
し
て
の
天
皇
と
い
う
存
在
の
前
に
屈
折
す
る
。

　

第
四
十
一
詔
（
称
徳
天
皇
）
の
註
釈
で
は
道
鏡
が
法
王
に
就
く
こ
と
を

「
い
み
し
き
大
ま
が
こ
と
」
と
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
力
点
は
皇
統
に

な
い
者
が
王
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
皇
統
に
あ
る
も
の
が
出
家
す
る
こ

と
に
対
し
て
は
、
宣
長
の
表
現
は
複
雑
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
も
孝
謙
・
称

徳
天
皇
も
出
家
し
て
い
る
。
し
か
も
称
徳
天
皇
は
出
家
し
た
身
で
重
祚
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
「
い
と
も
い
と
も
ゆ
ゝ
し
く
か
し
こ
き
御
事
」
と

評
し
、
ま
た
、
こ
の
天
皇
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
仏
教
優
位
を
「
あ
な

か
し
こ
あ
な
ゆ
ゝ
し
」（
第
三
十
八
詔
註
釈
）
と
評
し
て
い
る
。「
か
し
こ

し
」
と
並
列
す
る
「
ゆ
ゝ
し
」
に
は
、《
不
吉
さ
》
と
《
神
聖
さ
》
が
重

な
り
合
っ
て
い
る
。
止
揚
し
て
い
る
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
現
御
神
」
で
あ
る
天
皇
の
行
為
を
宣
長
は
直
接
に
否
定
し
な
い
。
称

徳
天
皇
の
生
前
お
よ
び
崩
御
後
の
道
鏡
に
対
す
る
厚
遇
は
、
天
皇
の
意

志
・
遺
志
を
尊
重
し
た
も
の
で
あ
り
、
臣
民
が
こ
れ
に
従
う
の
は
、「
古

ヘ
の
正
し
き
道
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
第
四
十
七
詔
（
称
徳
天
皇
）
註

釈
）。
こ
れ
も
天
皇
が
「
現
御
神
」
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宣

長
は
一
連
の
仏
教
優
位
の
事
態
を
《
マ
ガ
ツ
ヒ
の
あ
ら
び
》
と
し
て
認
識

す
る
。
禍
津
日
神
の
仕
業
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
の
行
為
は
高
次
元

で
《
免
罪
》
さ
れ
る
。『
直
毘
霊
』
に
は
「
天
照
大
御
神
高
木
ノ
大
神
」
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し
て
彼
は
『
古
事
記
』
を
教
え
る
と
と
も
に
、
神
職
等
向
け
の
歌
会
も
し

ば
し
ば
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
残
さ
れ
た
歌
集
か
ら
は
、
西
川
須
賀
雄
や

岡
吉
胤
、
副
島
種
臣
と
い
っ
た
明
治
時
代
に
活
躍
す
る
復
古
神
道
家
た
ち

が
そ
こ
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
佐
賀
藩
の
古
道
派
国
学
者
の

間
で
は
、
神
典
と
詠
歌
と
が
と
も
に
勉
強
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と

言
え
よ
う
。

　

あ
る
い
は
、
西
川
須
賀
雄
に
と
っ
て
ま
た
一
人
の
師
で
あ
る
実
行
教
初

代
管
長
柴
田
花
守
は
、
平
田
神
学
の
受
容
者
で
あ
り
つ
つ
も
、
歌
を
修
め

端
唄
「
春
雨
」
を
詠
ん
だ
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
不
二
道
の

禄
行
の
下
で
各
地
を
め
ぐ
り
、
浜
松
藩
で
禄
行
の
代
わ
り
に
教
え
を
説
い

た
際
、
富
士
信
仰
と
国
学
を
習
合
さ
せ
る
よ
う
勧
め
ら
れ
、
遠
州
国
学
を

学
ぶ
便
宜
を
図
ら
れ
た
も
の
の
、
都
合
が
つ
か
ず
、
代
わ
り
に
長
崎
の
国

学
者
中
島
広
足
に
入
門
し
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
歌
学
派
国
学
者
と
見

な
さ
れ
が
ち
な
広
足
は
実
の
と
こ
ろ
神
学
面
で
は
平
田
篤
胤
の
受
容
者
で

あ
り
、
通
説
の
如
く
歌
学
派
／
古
道
派
と
い
う
二
分
法
で
理
解
す
る
こ
と

が
難
し
い
人
物
だ
っ
た
の
だ
。

　

以
上
の
如
く
│
│
少
な
く
と
も
肥
前
佐
賀
地
域
に
つ
い
て
│
│
、
古
道

派
に
お
け
る
詠
歌
は
、
そ
の
意
義
を
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
不
二

道
神
道
化
の
動
き
を
考
え
る
う
え
で
も
、「
道
」
と
「
雅
び
」
と
を
同
時

に
視
野
に
入
れ
た
研
究
が
望
ま
れ
よ
う
。

向
、
言
い
換
え
れ
ば
国
文
学
と
思
想
史
と
が
分
裂
し
た
現
状
は
、
田
中
康

二
氏
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

　

勿
論
、
こ
う
し
た
限
界
を
越
え
た
研
究
も
存
在
す
る
。
渡
辺
浩
氏
の

「「
道
」
と
「
雅
び
」」
や
、
近
年
の
青
山
英
正
氏
の
研
究
な
ど
、
歌
学
派

と
さ
れ
る
国
学
者
に
お
け
る
古
道
論
の
特
質
を
問
題
に
し
た
議
論
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
で
は
逆
に
、
古
道
派
国
学
者
に
お
け
る
和
歌
へ
の
取
り
組
み

は
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

平
田
篤
胤
に
は
「
歌
道
大
意
」
な
る
著
作
が
あ
り
、
彼
の
和
歌
に
つ
い

て
の
研
究
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
の
文
学
的
価
値
を
説
く
論
者
が
学
界

に
多
い
と
す
る
の
は
難
し
い
。
篤
胤
自
身
、
風
流
の
た
め
の
玩
物
と
し
て

の
和
歌
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
人
の
道
」
の
優
位
を
説
く
。

後
継
者
銕
胤
は
「
歌
詠
大
き
ら
ひ
、
子
々
孫
々
申
伝
へ
歌
は
詠
ま
せ
申
間

敷
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
平
田
門
流
の
全
て
が
こ
う
し
た
態
度
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
富
小
路
貞
直
や
六
人
部
是
香
の
よ
う
に
、
和
歌
に
通
じ
た
京
都

に
お
け
る
篤
胤
の
協
力
者
は
有
名
で
あ
る
。
あ
る
い
は
所
謂
平
田
直
門
で

は
な
い
が
大
国
隆
正
や
鈴
木
重
胤
も
歌
集
の
出
版
で
知
ら
れ
、
幽
界
へ
の

関
心
を
持
っ
て
篤
胤
と
交
流
し
た
薩
摩
藩
の
八
田
知
紀
は
桂
園
派
の
有
名

人
で
あ
る
。
明
治
初
年
に
最
も
政
治
的
に
有
力
な
平
田
派
だ
っ
た
島
原
藩

の
丸
山
作
楽
も
、
歌
人
と
し
て
研
究
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　

藩
主
鍋
島
直
正
の
学
問
奨
励
の
結
果
と
し
て
神
職
向
け
の
教
育
機
関
が

設
け
ら
れ
た
幕
末
の
佐
賀
で
は
、
六
人
部
是
香
経
由
で
平
田
神
学
が
広
が

っ
て
い
た
。
是
香
と
も
交
流
を
持
ち
、
独
自
の
復
古
神
道
神
学
を
編
み
出

し
た
南
里
有
隣
は
桂
園
派
の
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
藩
主
直
正
も
関
わ

る
こ
と
に
な
る
和
歌
サ
ー
ク
ル
小
車
社
の
有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
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新
仏
教
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン 

│
│ 
広
井
辰
太
郎
の
信
仰
論
を
中
心
と
し
て 

│
│

呉　
　

佩
遥

　

近
代
日
本
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
リ
ベ
ラ
ル
な
一
派
と
さ
れ
、
三

位
一
体
や
原
罪
説
を
否
定
し
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
仏
教
の
か
か
わ
り
は
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
対
話
」
を
代
表
す
る
一
例
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
宗
教
学
者
の
ミ
シ
ェ
ル
・
モ
ー
ル
が
、

日
本
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
仏
教
者
の
交
流
過
程
を
考
察

し
、
両
者
に
共
通
さ
れ
る
「
普
遍
性universality

」
へ
の
追
求
と
そ
の

課
題
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
（
二
〇
一
四
年
）。

　

一
方
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
仏
教
の
交

渉
を
考
え
る
に
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
青
年
仏
教
徒
が
中
心
と
な
り
、
世

紀
転
換
期
に
巻
き
起
こ
っ
た
新
仏
教
運
動
と
の
か
か
わ
り
が
重
要
と
な

る
。
し
か
し
、
同
運
動
の
綱
領
の
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
た
「
健
全
な
る
信

仰
」
が
い
か
に
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
「
信
仰
」
と
か
か
わ
っ
た
か
に
つ
い
て

の
研
究
は
、
皆
無
に
等
し
い
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
一
九

〇
〇
年
代
頃
か
ら
一
九
一
〇
年
代
に
か
け
て
『
新
仏
教
』
で
数
多
く
の
論

説
を
発
表
し
、「
信
仰
」
に
つ
い
て
盛
ん
に
論
じ
た
広
井
辰
太
郎
（
一
八

七
六
―
一
九
五
二
）
を
取
り
上
げ
る
。
広
井
は
、
戦
前
に
お
け
る
動
物
愛

護
運
動
の
活
動
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
と
し

て
新
仏
教
徒
と
の
交
流
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
人
物
で
も
あ
る
。
彼
の

信
仰
論
の
分
析
を
通
し
て
、「
信
仰
」
を
め
ぐ
る
同
運
動
と
ユ
ニ
テ
リ
ア

ン
の
「
対
話
」
の
実
態
を
考
察
す
る
。

　

広
井
の
信
仰
論
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
主
に
三
つ
の
特
徴
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
は
、「
智
」
と
「
信
」
の
二
項
対
立
で
は

な
く
、
そ
の
「
調
和
」
を
力
説
し
、
学
術
と
宗
教
の
「
衝
突
」
を
克
服
し

よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
（「
時
代
思
想
と
信
仰
の
衝
突
及
其
結
果
」『
新

仏
教
』
三
―
八
、
三
―
一
〇
）。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
広
井
一
人
の
見
解

で
は
な
く
、
同
時
代
の
新
仏
教
徒
な
ど
の
仏
教
系
知
識
人
に
も
見
ら
れ
る

論
理
で
あ
る
が
、
広
井
は
あ
く
ま
で
も
「
智
識
」
の
枠
組
み
に
お
い
て

「
信
仰
」
の
表
象
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

二
つ
目
は
、
道
徳
的
な
要
素
に
重
き
を
置
い
た
宗
教
理
解
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
彼
の
「
人
道
教
」
な
る
構
想
か
ら
窺
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
が

提
唱
し
た
「
新
宗
教
」
で
は
、
合
理
性
と
宗
教
的
な
「
情
操
」
と
い
う
側

面
を
備
え
、
ま
た
、
社
会
を
教
化
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
理
想
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
『
新
仏
教
』
誌
上
に
お
い
て
も
、
新
し
い

仏
教
の
道
徳
的
な
側
面
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
例

え
ば
、「
旧
仏
教
」
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
た
「
戒
律
」
は
、「
人
倫
の
大

道
」
に
反
す
る
「
病
的
戒
法
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
牛
涎
「
僧
侶
の
妻

帯
を
論
ず
」『
新
仏
教
』
二
―
九
）。

　

そ
し
て
三
つ
目
は
、「
日
本
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
主
義
」
と
い
う
言
葉
自
体

か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
彼
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
主
義
で
は
、
世
界
的
な
普

遍
性
と
日
本
の
特
殊
性
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（「
日
本
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
主
義
確
論
」『
新
仏
教
』
一
一
―
一
）。
こ
こ
で
留

意
す
べ
き
は
、『
新
仏
教
』
に
発
表
さ
れ
た
論
考
、
と
り
わ
け
初
期
の
も

の
で
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
合
同
」
も
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ

ろ
う
。
例
え
ば
新
仏
教
運
動
の
綱
領
に
あ
る
「
自
由
討
究
」
の
項
目
を
説

第
四
グ
ル
ー
プ
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の
心
得
が
記
さ
れ
た
『
霊
学
抄
』
を
書
写
し
た
巻
物
が
多
く
残
さ
れ
て
い

る
。
大
本
教
で
は
、『
霊
学
抄
』
を
『
神
伝
秘
書
』
と
呼
ぶ
が
、
神
道
三

穂
教
会
で
は
こ
れ
を
『
神
界
学
則
』
と
し
、
行
法
書
と
し
て
重
用
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
長
澤
門
人
達
が
長
澤
雄
楯
か
ら
受
け
た
本
田
霊
学
の
教

え
は
、『
道
之
大
原
』
と
『
霊
学
抄
』
が
中
心
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
「
神
道
三
穂
教
会
霊
学
史
料
」
の
う
ち
、『
幽
理
顕
象
』
の
巻
物
は
、
神

主
宮
城
島
金
作
へ
の
御
穂
神
社
の
眷
属
神
「
三
穂
彦
命
」
の
憑
依
に
よ
っ

て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
物
に
お
い
て
、
金
作
は
、『
霊
学
抄
』

の
記
述
を
参
照
し
つ
つ
も
「
帰
神
法
」
に
お
い
て
、
神
主
が
自
ら
の
内
に

神
霊
を
召
喚
す
る
「
自
感
法
」
を
「
幽
冥
通
道
法
」
と
名
付
け
、
万
葉
仮

名
を
用
い
て
こ
れ
を
記
し
て
い
る
。
金
作
の
改
変
し
た
「
幽
冥
通
道
法
」

の
特
徴
と
し
て
、「
一
意
仁
自
良
之
霊
魂
乃
三
穂
津
姫
大
神
之
御
許
尓
至

留
古
刀
尾
黙
念
須
辺
志
。」
と
あ
り
、「
三
穂
津
姫
大
神
」
の
御
許
に
到
る

こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　

本
田
親
徳
の
霊
学
思
想
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
守
護
神
霊
で
あ
る
「
産

土
神
」
へ
の
信
仰
を
強
調
し
つ
つ
も
、
宇
宙
の
創
造
神
で
あ
る
「
天
御
中

主
大
神
」
を
最
も
重
視
し
、「
天
御
中
主
大
神
」
の
御
許
に
到
達
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
が
、
宮
城
島
金
作
の
思
想
で
は
、「
天
御
中
主
大
神
」
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
宮
城
島
家
が
代
々
奉
職
し
て
き
た

御
穂
神
社
の
祭
神
と
の
合
一
を
目
的
と
し
た
。

　

ま
た
、
本
田
霊
学
で
は
、
心
を
浄
化
す
る
こ
と
を
基
本
し
て
、
心
（
神
）

魂
を
鎮
め
る
こ
と
を
重
要
と
し
、
こ
れ
を
「
鎮
魂
法
」
と
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
田
親
徳
の
現
存
す
る
著
作
類
の
う
ち
『
産
土
神
徳
講
義
』
に

記
述
さ
れ
た
「
閉
目
拱
手
の
形
を
と
り
、
気
海
丹
田
に
神
魂
を
留
め
る
方

法
」
以
外
に
は
、
ど
の
よ
う
に
「
鎮
魂
法
」
を
お
こ
な
う
か
、
詳
し
い
説

明
す
る
の
に
際
し
、「
彼
の
仏
耶
二
教
の
合
一
の
如
き
も
、
亦
我
徒
は
理

想
の
一
に
し
て
、
亦
其
の
希
望
の
一
也
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
（「
我
徒
の
宣
言
」『
新
仏
教
』
一
―
一
）。
こ
の
よ
う
に
、
広
井
の
思

想
は
新
仏
教
運
動
の
主
張
と
数
多
く
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
が
、「
信

仰
」
と
「
日
本
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
主
義
」
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
と
新
仏
教
徒
は

具
体
的
に
い
か
な
る
交
流
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

神
道
三
穂
教
会
史
料
に
み
る
「
鎮
魂
・
帰
神
法
」

並
木　

英
子

　

神
道
三
穂
教
会
は
、
現
静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
三
保
に
鎮
座
す
る
駿
河

国
三
宮
、
御
穂
神
社
の
崇
敬
教
会
と
し
て
、
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
大

正
十
五
年
頃
ま
で
、
教
派
神
道
「
神
道
」
の
公
認
を
受
け
、
宗
教
活
動
を

お
こ
な
っ
た
。
本
教
会
神
主
で
あ
っ
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
）
は
、
御
穂
神
社
祠
官
長
澤
雄

楯
（
安
政
五
年
―
昭
和
十
五
年
）
よ
り
、
本
田
霊
学
を
受
容
し
、
御
穂
神

社
の
祭
神
で
あ
る
「
三
穂
津
彦
（
大
己
貴
命
）」
と
「
三
穂
津
姫
命
」
へ

の
信
仰
と
本
田
霊
学
を
融
合
さ
せ
た
宗
教
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。

　

本
発
表
で
は
、「
宮
城
島
家
史
料
（
神
道
三
穂
教
会
関
係
史
料
）」
の
う

ち
、
霊
学
史
料
と
真
一
学
人
著
『
幽
事
神
伝
帰
神
法
（
附
神
界
物
語
）』

を
も
と
に
神
道
三
穂
教
会
に
お
け
る
「
鎮
魂
・
帰
神
法
」
の
思
想
と
行
法

実
践
の
様
相
を
考
察
し
た
。

　
「
神
道
三
穂
教
会
関
係
史
料
」
に
は
、
本
田
親
徳
の
霊
学
教
義
書
で
あ

る
『
道
之
大
原
』（
長
澤
版
）
の
書
写
テ
キ
ス
ト
や
抜
粋
文
書
が
存
在
す

る
。
そ
の
ほ
か
に
、
本
田
霊
学
の
「
学
則
」
や
「
帰
神
法
」「
審
神
者
」
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く
証
言
が
集
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
証
拠
、
証
明
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
説

明
、
仮
説
、
理
論
が
提
出
さ
れ
た
。
論
争
を
単
純
化
す
る
と
、
死
後
存
続

を
支
持
す
る
側
は
、
死
者
の
霊
と
称
す
る
ア
ク
タ
ー
の
独
立
し
た
リ
ア
リ

テ
ィ
を
認
め
る
、
霊
魂
仮
説
を
と
り
、
否
定
す
る
側
は
、
詐
欺
説
や
幻
覚

説
、
無
意
識
説
そ
の
他
に
よ
り
、
す
べ
て
は
生
者
の
作
用
と
し
た
。
そ
の

後
に
設
立
さ
れ
た
、
質
・
量
と
も
に
最
大
で
あ
る
心
霊
研
究
協
会
（
一
八

八
二
）
で
は
、
死
者
の
作
用
と
生
者
の
作
用
の
双
方
に
適
用
さ
れ
る
、
両

義
的
な
テ
レ
パ
シ
ー
説
が
、
第
三
の
仮
説
と
し
て
、
前
面
に
出
て
き
た
。

　

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
調
査
委
員
会
レ
ポ
ー
ト
の
冒
頭
で
、
実
験
の
回

数
や
出
席
者
数
、
文
書
を
寄
せ
た
人
数
、
現
象
の
真
正
さ
に
つ
い
て
の
賛

否
の
考
え
を
公
に
し
て
い
る
科
学
者
に
、
協
同
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
た

こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
、
誤
解
の
余
地
の
な
い
整
理
が
な
さ
れ
て
い

る
。
賛
否
双
方
の
証
拠
に
つ
い
て
、
賛
成
側
の
証
拠
の
証
明
能
力
に
は
疑

問
が
残
る
と
し
て
も
、
否
定
す
る
側
は
そ
も
そ
も
何
ら
証
拠
を
出
さ
な
か

っ
た
、
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。
結
び
で
は
、
け
た
外
れ
の
事
実

は
、
高
邁
な
性
格
と
偉
大
な
知
性
の
持
ち
主
に
よ
っ
て
目
撃
さ
れ
た
こ

と
、
詐
欺
や
妄
想
だ
と
い
う
証
明
が
な
い
こ
と
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層

と
文
明
世
界
全
体
の
多
く
の
人
が
、
超
自
然
的
な
原
因
の
信
仰
に
影
響
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
哲
学
的
な
説
明
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
、
こ
の
主
題
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
さ
ら
に
真
剣
な
関
心
と
、
注
意

深
い
調
査
に
値
す
る
と
い
う
確
信
を
述
べ
る
責
任
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
あ

る
こ
と
、
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

心
霊
研
究
協
会
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
創
始
者
た
ち
の
目
的

は
「
被
催
眠
者
、
霊
媒
、
透
視
家
」
を
対
象
と
す
る
実
験
や
、「
幻
出
現

や
幽
霊
屋
敷
そ
の
他
」
に
関
す
る
証
拠
の
収
集
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の

明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

神
道
三
穂
教
会
史
料
に
お
い
て
、
唯
一
、「
鎮
魂
法
」
に
つ
い
て
述
べ

た
史
料
と
し
て
は
、
真
一
学
人
著
『
幽
事
神
伝
帰
神
法
（
附
神
界
物
語
）』

（
成
立
年
代
不
詳
）
が
あ
る
。
著
者
の
真
一
学
人
は
宮
城
島
金
作
本
人
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、「
鎮
魂
法
」
を
独
立
し
た
行
法
と
し
て
捉
え

て
お
ら
ず
、「
帰
神
法
」
の
う
ち
、「
審
神
者
」
と
「
神
主
」
の
二
者
で
お

こ
な
う
「
他
感
法
」
の
前
段
階
の
行
法
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
真
一

学
人
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
鎮
魂
法
」
で
は
、
神
主
で
あ
る
人
間
の
霊
魂

を
「
本
座
」
に
鎮
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
霊
魂
の
「
本
座
」
と

は
、「
天
府
」
で
あ
る
と
い
う
。「
帰
神
法
」
に
お
い
て
、
神
霊
を
神
主
の

肉
体
に
憑
依
さ
せ
る
に
は
、
神
主
自
身
の
人
間
の
霊
魂
が
肉
体
に
残
っ
て

い
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
神
主
自
身
の
霊
魂
は
、「
天
の
本
座
」
に
帰
し
、

霊
魂
を
天
に
留
め
置
い
て
、
人
間
の
肉
体
を
空
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
。
つ
ま
り
、
宮
城
島
金
作
（
真
一
学
人
）
の
「
鎮
魂
法
」
は
人
間
の
霊

魂
を
肉
体
か
ら
脱
魂
さ
せ
、「
天
の
本
座
」
に
帰
し
、
神
霊
を
憑
依
さ
せ

る
器
と
す
る
行
法
で
あ
っ
た
。

無
き
も
の
と
さ
れ
た
近
代
知 

│
│ 

心
霊
研
究
の
諸
事
実
と
諸
説
明 
│
│

津
城　

寛
文

　

古
今
東
西
で
起
こ
り
、
断
続
的
に
事
件
化
し
て
き
た
、
千
里
眼
や
憑

霊
、
霊
媒
現
象
が
、
第
一
線
の
科
学
者
、
知
識
人
た
ち
に
よ
る
集
団
的
な

研
究
対
象
と
な
っ
た
先
駆
け
は
、
ロ
ン
ド
ン
弁
証
協
会
（
一
八
六
九
）
の

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
調
査
委
員
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
多
少
と
も
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
実
験
が
行
な
わ
れ
、
細
か
い
事
実
が
記
録
さ
れ
、
広
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プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
『
地
理
学
』
中
の
マ
ガ
関
連
記
述
の
批
判
的
検
討

永
井　

悠
斗

　

二
世
紀
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
活
動
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
学
者
ク
ラ

ウ
デ
ィ
オ
ス
・
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
著
作
『
地
理
学
』
の
第
七
巻
第
一
章

七
四
節
に
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ナ
イ
・
マ
ゴ
イ
（Gr. 

）

と
い
う
人
々
が
現
れ
る
。『
地
理
学
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
「
ビ

ッ
テ
ィ
ゴ
ー
山
脈
」
の
下
方
を
「
バ
ト
イ
族
」
の
と
こ
ろ
ま
で
を
占
め
る

種
族
と
さ
れ
る
。
彼
ら
に
関
す
る
『
地
理
学
』
の
記
述
は
僅
か
こ
れ
だ 

け
だ
が
、M

cCrindle

に
よ
る
英
訳
注
（M

cCrindle, John W
atson, 

trans. 1885. A
ncient India as D

escribed by Ptolem
y, Bom

-
bay: Bom

bay Education Society
’s Press

）
で
は
、
こ
の
ブ
ラ
フ

マ
ナ
イ
・
マ
ゴ
イ
と
い
う
名
前
の
解
釈
に
関
し
て
、「
マ
ゴ
イ
」
の
語
を

「
息
子
」
を
意
味
す
る
カ
ン
ナ
ダ
語
で
解
釈
す
る
説
と
、
ペ
ル
シ
ア
の
宗

教
者
マ
ゴ
ス
を
指
す
と
解
釈
す
る
説
の
二
つ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
他
の
説
と
し
て
は
、
主
と
し
て
音
の
類
似
を
根
拠
に
し
て
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
献
に
現
れ
る
太
陽
崇
拝
集
団
「
マ
ガ
・
ブ
ラ
ー
フ

マ
ナ
（Skt. M

aga-brāhm
an. a

）」
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ

り
、
早
く
も
十
九
世
紀
のA

. F. W
eber

の
論
文
（W

eber, A
lbrecht 

Friedrich, 1879. “Ü
ber die M

agavyakti des K
r. s. n. adāsa M

i-
śra. ” In M

onatsberichte der K
öniglichen Preussische A

kade-
m

ie der W
issenschaften zu Berlin (1879), pp. 446-488; pp. 

810-814. Berlin: K
önigliche A

kadem
ie der W

issenschften

）

に
こ
の
種
の
指
摘
が
見
出
さ
れ
る
。
マ
ガ
・
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
、
あ
る
い
単

に
マ
ガ
と
は
、
イ
ン
ド
の
宗
教
文
献
『
サ
ー
ン
バ
・
プ
ラ
ー
ナ
』
等
に
現

れ
る
、
太
陽
崇
拝
を
専
門
と
す
る
バ
ラ
モ
ン
の
こ
と
で
、
彼
ら
の
も
の
と

「
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
」
性
格
の
た
め
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
き
か
な
い
、

と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。
多
く
の
時
間
を
か
け
て
多
く
の
作
業
を
行
な
っ

た
が
、
そ
れ
ら
を
証
拠
と
し
て
、
確
固
た
る
基
盤
の
上
に
、「
妥
当
な
理

論
」
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
回
顧
し
た
。

　

二
〇
世
紀
後
半
、
高
い
評
価
を
得
た
数
少
な
い
一
流
の
研
究
者
、
ブ
ロ

ー
ド
は
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
あ
げ
て
、
心
霊
現
象
の
真
正
性
を
評
価
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
ど
れ
が
満
た
さ
れ
て
も
、
こ
の
現

象
は
「
死
後
の
作
用
」
が
本
質
的
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
結
論

を
、
強
い
る
も
の
で
は
な
い
と
留
保
す
る
。
た
だ
し
、
も
し
こ
れ
ら
を
別

様
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
生
き
て
い
る
人
間
の
側
の
超
常
的

な
認
知
と
、
超
常
的
な
作
用
を
、
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し

て
、
死
後
生
存
説
の
批
判
者
側
に
、
ボ
ー
ル
を
投
げ
返
す
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
、
ブ
ロ
ー
ド
ま
で
を
点
描
す
る
と
、
も
と
に
な
っ
た

事
実
の
一
部
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
説
明
は

併
存
・
対
立
し
た
ま
ま
、
初
期
か
ら
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
い
こ
と

が
、
確
認
さ
れ
る
。
肉
体
を
離
れ
た
人
間
の
霊
、
と
い
う
作
用（
者
）を
認

め
る
か
ど
う
か
と
い
う
最
大
の
論
点
は
、
両
極
端
を
除
け
ば
、「
心
」
を

戦
場
と
し
て
展
開
し
た
が
、
そ
こ
は
、「
霊
媒
た
ち
も
霊
媒
を
通
し
て
語

る
ス
ピ
リ
ッ
ト
た
ち
も
、
こ
の
神
経
質
な
現
象
の
、
ど
こ
で
人
間
的
な
も

の
が
終
わ
り
、
ど
こ
か
ら
リ
ア
ル
な
霊
的
存
在
が
始
ま
る
の
か
、
わ
れ
わ

れ
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
相
互
浸
透
的
で
、

切
り
分
け
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
だ
っ
た
。
状
況
を
少
し
で
も
組
み
替
え

る
た
め
に
、
霊
と
の
対
話
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
視
点
か

ら
見
直
す
こ
と
、
な
ど
に
取
り
組
み
始
め
て
い
る
。
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る
。
こ
の
年
代
は
、『
地
理
学
』
の
成
立
年
代
に
矛
盾
し
な
い
。
現
時
点

で
は
、
資
料
か
ら
判
断
す
る
限
り
、『
地
理
学
』
の
当
該
記
述
を
も
っ
て
、

マ
ガ
の
イ
ン
ド
移
住
が
二
世
紀
以
前
に
遡
る
こ
と
の
決
定
的
証
拠
と
見
な

す
こ
と
は
出
来
ず
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
示
す
傍
証
に
し

か
な
ら
な
い
が
、
仮
に
二
世
紀
前
後
の
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
マ
ガ
・
ブ
ラ

ー
フ
マ
ナ
の
活
動
を
示
す
イ
ン
ド
側
の
資
料
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
マ
ガ
説
も
ま
た
有
力
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
（
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費20J10840

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
）

サ
ム
エ
ル
記
に
お
け
る
「
神
の
箱
」
に
つ
い
て 

│
│ 

サ
ム
上
四
：
一
―
二
十
二 

│
│

塩
野
谷
恭
輔

　

聖
書
に
出
て
く
る
「
神
の
箱
」
は
、
本
発
表
で
扱
っ
た
サ
ム
エ
ル
記
上

四
：
一
―
二
十
二
と
い
う
箇
所
に
お
い
て
ま
さ
に
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
陣

営
の
中
心
に
あ
り
、
そ
の
導
き
手
と
な
る
も
の
」
と
い
う
地
位
を
決
定
的

に
失
う
こ
と
と
な
る
。
テ
ク
ス
ト
の
当
該
範
囲
に
お
い
て
「
神
の
箱
」
が

被
っ
た
意
味
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
：
一
―
二
十
二
前
後
に

お
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
考
の
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を

見
出
し
、
さ
ら
に
当
該
範
囲
の
テ
ク
ス
ト
が
サ
ム
エ
ル
記
全
体
の
テ
ク
ス

ト
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
が
、
本

発
表
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
栄
光
」（
二
十
一
―
二
十
二
節
）
を
担
保
す
る
も
の
と

し
て
の
神
の
箱
の
地
位
が
四
：
一
―
二
十
二
内
で
一
貫
し
て
失
わ
れ
て
い

な
い
一
方
で
、
三
―
七
節
と
十
一
節
を
見
る
と
「
神
の
箱
」
に
対
す
る
イ

さ
れ
る
風
習
の
い
く
つ
か
が
古
代
イ
ラ
ン
宗
教
の
風
習
と
類
似
す
る
こ
と

か
ら
、
マ
ガ
は
イ
ン
ド
に
移
住
し
て
き
た
イ
ラ
ン
起
源
の
集
団
と
み
る
の

が
マ
ガ
研
究
に
お
け
る
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
発
表
で
は
、『
地
理
学
』
に
記
さ
れ
た
地
理
情
報
と
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
マ
ガ
の
活
動
地
域
の
情
報
を
比
較
し
、
こ
の

「
マ
ガ
・
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
＝
ブ
ラ
フ
マ
ナ
イ
・
マ
ゴ
イ
」
説
の
検
証
を
試

み
た
。
そ
し
て
、
ブ
ラ
フ
マ
ナ
イ
・
マ
ゴ
イ
に
つ
い
て
は
、『
地
理
学
』

に
依
拠
す
る
限
り
で
は
、
彼
ら
が
今
日
の
地
理
上
で
は
西
ガ
ー
ト
山
脈
南

部
か
ら
デ
カ
ン
高
原
南
部
に
住
ん
で
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
沿
岸
地
域
で
は

な
く
内
陸
地
域
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
一
方
、
マ
ガ
に

つ
い
て
は
、『
サ
ー
ン
バ
・
プ
ラ
ー
ナ
』
の
他
、『
業
施
設
論
』
等
の
仏
教

文
献
等
も
参
照
し
、
資
料
上
確
認
さ
れ
る
限
り
で
マ
ガ
の
活
動
範
囲
は
概

ね
北
イ
ン
ド
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
以
上
か
ら
マ

ガ
の
活
動
地
域
と
ブ
ラ
フ
マ
ナ
イ
・
マ
ゴ
イ
の
住
む
と
さ
れ
る
地
域
に
は

断
絶
が
あ
り
、
両
者
を
同
種
の
集
団
と
見
て
、
陸
路
で
の
移
動
を
想
定
す

る
な
ら
ば
相
当
な
地
理
的
隔
絶
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
海
路
を
経
た
可

能
性
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ナ
イ
・
マ
ゴ
イ
の
住
地
が
内
陸
と
さ
れ
て

い
る
点
が
難
点
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
マ
ガ
説
以
外
の
二
説
に
つ
い

て
も
、
地
理
的
隔
絶
と
い
う
点
で
は
ペ
ル
シ
ア
の
マ
ゴ
ス
説
も
同
じ
難
点

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
蓋
然
性
が
高
い
の
は
南
イ
ン
ド
の
現
地
語
説

で
あ
る
と
判
じ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
ブ
ラ
フ
マ
ナ
イ
・
マ
ゴ
イ
＝
マ
ガ
・
ブ
ラ
ー
フ
マ

ナ
」
説
そ
れ
自
体
に
矛
盾
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ラ
ン
系
民
族
の
イ

ン
ド
進
出
が
断
続
的
に
生
じ
た
、
紀
元
前
後
か
ら
三
世
紀
頃
ま
で
の
時
期

は
マ
ガ
・
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
イ
ン
ド
移
住
時
期
の
有
力
候
補
の
一
つ
で
あ
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を
「
神
の
箱
」
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
当
該
範
囲
の
テ
ク
ス
ト
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

四
：
一
―
二
十
二
に
お
い
て
、
そ
の
後
回
帰
す
る
こ
と
な
く
テ
ク
ス
ト

か
ら
決
定
的
に
排
斥
さ
れ
る
の
は
シ
ロ
の
祭
司
エ
リ
一
族
で
あ
る
が
、
彼

ら
は
当
該
範
囲
、
特
に
そ
の
末
部
十
八
―
二
十
二
節
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト

内
部
の
時
間
性
を
担
う
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
世
代
交

代
を
示
唆
す
る
こ
の
範
囲
に
お
い
て
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
栄
光
が
去
っ

た
」
と
い
う
意
味
の
名
を
持
つ
半
匿
名
の
人
物
イ
カ
ボ
ド
の
誕
生
が
描
か

れ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
栄
光
が
回
帰
す
る
六
―
七
章
お
よ

び
そ
れ
以
降
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
イ
カ
ボ
ド
も
死
ん
だ
と
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
を
統
治
し
て
き
た
エ
リ
家
の

滅
亡
が
決
定
づ
け
ら
れ
、
預
言
者
サ
ム
エ
ル
こ
そ
が
正
統
な
後
継
者
と
し

て
浮
上
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ム
エ
ル
だ
け
が
そ
の
名
を
書

物
に
冠
す
る
ほ
ど
の
重
要
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
四
：
一
―
二
十
二
に
お

い
て
は
徹
底
し
て
排
除
さ
れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作

の
影
響
を
一
切
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

M
idrash R

abbah

の
印
刷
か
ら
見
ら
れ
る
ラ
ビ
た
ち
の
解
釈
伝
統

袁　
　

浩
春

　

本
報
告
で
は
二
〇
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
たK

leinm
an

版
ミ
ド
ラ
シ

ュ
・
ラ
ッ
バ
（
以
下M

D
R

と
略
す
）
に
よ
る
一
六
世
紀
以
降
のM

D
R

の
印
刷
と
注
解
の
紹
介
を
通
し
て
、M

D
R

に
お
け
る
本
文
と
注
解
の
併

置
（
イ
ン
タ
ー
・
テ
ク
ス
ト
）
と
い
う
独
特
の
頁
様
式
の
形
成
史
を
示

し
、
一
六
世
紀
前
後
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
ア
ガ
ダ
ー
を
中
心
と
す
る
注

解
の
状
況
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

ス
ラ
エ
ル
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
て
い
る
。「
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
栄
光
が
去

っ
た
」（
二
十
一
―
二
十
二
節
）
と
い
う
事
態
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

先
行
研
究
が
示
唆
す
る
「
神
の
箱
が
ペ
リ
シ
テ
人
に
奪
わ
れ
た
」
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
神
の
箱
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
ペ
リ
シ
テ
人
に
敗
北
し
た
こ
と
」
で
あ
り
、「
な
ぜ
主
は
今
日
、

ペ
リ
シ
テ
人
の
面
で
打
た
れ
た
の
か
」
と
い
う
長
老
た
ち
の
問
い
に
最
後

ま
で
答
え
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
本

テ
ク
ス
ト
の
悲
劇
性
の
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
下
は
、
本
節
が
サ
ム
エ
ル
記
に
も
た
ら
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効
果
に

つ
い
て
述
べ
る
。
古
代
近
東
に
一
般
的
な
戦
神
の
性
質
、
す
な
わ
ち
ヤ
ハ

ウ
ェ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
た
め
に
戦
い
そ
の
敵
を
打
ち
倒
す
と
で
も
定
義
で

き
る
「
万
軍
の
主
と
し
て
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

四
：
一
―
二
十
二
に
お
い
て
、
シ
ロ
か
ら
召
喚
さ
れ
た
「
神
の
箱
」
に
付

与
さ
れ
た
上
で
ペ
リ
シ
テ
の
地
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
彼
方
へ
と
送
り
出
さ

れ
る
。
こ
の
過
程
が
「
万
軍
の
主
と
し
て
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
自
ら
裏
切
る
形
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ペ
リ
シ
テ
に
対
す
る
敗
北
）

と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
万
軍
の
主
と
し
て
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
」

と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
神
の
箱
」
か
ら
の
分
離
を
果
た
す
。
か
か
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
七
章
以
降
に
お
い
て
サ
ム
エ
ル
、
お
よ
び
イ
ス
ラ
エ
ル

の
王
で
あ
る
サ
ウ
ル
や
ダ
ビ
デ
へ
と
回
帰
し
、
神
の
箱
も
ま
た
イ
ス
ラ
エ

ル
の
地
へ
と
回
帰
す
る
。
し
か
し
神
の
箱
は
も
は
や
戦
時
に
は
役
立
た
な

い
。
王
制
成
立
後
、
か
か
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
身
に
纏
う
の
が
王
の
仕
事

と
な
る
こ
と
か
ら
、
四
：
一
―
二
十
二
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
戦
争
遂
行
者
と

し
て
の
王
と
い
う
存
在
を
導
入
す
る
た
め
の
伏
線
と
し
て
機
能
し
て
い
る

の
で
あ
り
、「
万
軍
の
主
と
し
て
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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ー
ム
（
一
〇
世
紀
頃
〜
一
五
世
紀
頃
）
の
聖
書
注
解
者
に
言
及
さ
れ
て
い

る
た
め
、M
D

R

の
各
巻
は
珍
し
い
書
物
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
一
六
世
紀
以
前
の
状
況
か
ら
一
六
世
紀
以
降
の
注
解
の
現

出
へ
の
変
化
を
単
に
読
者
数
の
増
加
と
編
集
上
の
改
善
に
よ
る
も
の
と
し

て
考
え
る
と
し
た
ら
、
あ
ま
り
に
も
表
層
の
み
を
捉
え
た
理
解
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

　

参
考
対
象
か
ら
解
釈
対
象
へ
の
変
化
と
し
てM

D
R

と
そ
の
注
解
を
巡

る
一
六
世
紀
の
前
後
状
況
を
捉
え
直
す
こ
と
が
適
切
で
あ
れ
ば
、M

D
R

注
解
に
関
す
る
状
況
の
変
化
は
、
か
つ
て
の
参
考
対
象
を
理
解
す
る
た
め

の
要
請
と
も
い
え
る
。
そ
の
解
釈
の
要
請
は
、
注
解
者
の
関
心
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
代
の
言
語
と
時
勢
か
ら
統
合
さ
れ
た
歴
史
的
背

景
と
密
接
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、M

D
R

と
そ
の
注
解
を
巡
る
一
六
世
紀
以
前
の
状
況
及

び
そ
の
一
連
の
変
化
を
考
察
す
る
際
に
は
、M

D
R

な
い
し
ア
ガ
ダ
ー
に

対
す
る
関
心
上
の
変
化
を
生
み
出
し
た
で
あ
ろ
う
歴
史
的
背
景
を
常
に
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
今
回
の
報
告
を
通
し
て
、
そ
の
一
六

世
紀
前
後
を
巡
るM

D
R

へ
の
関
心
上
の
変
化
に
光
を
当
て
る
こ
と
と

い
う
今
後
の
研
究
方
針
を
得
る
。

カ
イ
ロ
・
ゲ
ニ
ザ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
カ
ラ
ー
ム
と
聖
書
解
釈法

貴　
　

遊

　

こ
の
発
表
で
は
、
カ
イ
ロ
・
ゲ
ニ
ザ
か
ら
発
見
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
カ
ラ

ー
ム
写
本
群
の
一
部
を
紹
介
し
、
中
世
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
に
よ
る
カ
ラ
ー
ム

の
学
（‘ilm

 al-kalām

）
の
受
容
に
つ
い
て
論
じ
た
。
カ
イ
ロ
・
ゲ
ニ
ザ

に
は
、
主
に
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
半
ば
に
か
け
て
書
か
れ
た
様
々
な

　

こ
れ
は
一
五
一
二
年
に
印
刷
さ
れ
た
初
版M

D
R

か
ら
一
九
世
紀
の

ヴ
ィ
ル
ナ
版
（
一
八
八
七
）
と
ワ
ル
シ
ャ
ワ
版
（
一
八
九
一
）
ま
で
の
幾
つ

か
の
版
と
注
解
の
特
徴
を
紹
介
し
、K

leinm
an

版
に
お
け
る
本
文
と
注

解
の
併
置
は
初
版
に
は
な
く
、M

D
R

に
対
す
る
注
解
の
蓄
積
とM

D
R

を
含
む
ラ
ビ
文
学
全
体
に
対
す
る
編
集
技
術
の
上
昇
と
共
に
長
い
歳
月
を

経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
ら
の
版
と

注
解
の
紹
介
は
印
刷
物
と
し
て
のM

D
R

の
形
成
史
に
お
け
る
具
体
的

な
要
素
を
示
し
、M

D
R

の
本
文
を
理
解
す
る
た
め
の
可
能
性
を
で
き
る

限
り
多
く
提
供
す
る
書
物
と
し
て
、M

D
R

本
文
と
本
文
を
越
え
る
頁
の

大
半
を
占
め
る
注
解
に
埋
め
尽
く
さ
れ
た
頁
様
式
を
生
み
出
し
た
。
こ
の

頁
様
式
は
本
文
と
注
解
の
不
即
不
離
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
書
解
釈
の
特

徴
を
示
し
て
い
る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
特
徴
は
タ
ン
ナ
イ
ム

（
一
世
紀
頃
〜
二
世
紀
頃
）
の
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
既
に
強
調
さ
れ
始
め
た
成

文
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
）
と
口
伝
（
解
釈
、
補
足
、
伝
承
、
行
為
）
と
の

相
互
関
係
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
一
六
世
紀
以
降
か
ら 

よ
う
や
く
ア
ガ
ダ
ー
と
そ
の
注
解
に
当
て
は
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、K

leinm
an

版
に
よ
る
数
々
の
版
と
注
解
の
紹
介
は

M
D

R

と
い
う
書
物
の
編
集
に
関
す
る
試
行
錯
誤
を
示
す
こ
と
に
偏
り
、

M
D

R

注
解
の
形
成
に
関
す
る
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
未
回
答
の
ま

ま
で
あ
っ
た
。
即
ち
、Rashi

（
一
〇
四
〇
―
一
一
〇
五
）
以
外
の
一
六

世
紀
以
前
のM

D
R

注
解
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
一

六
世
紀
以
降
か
らM

D
R

注
解
が
頻
繁
に
見
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
何
故
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

M
D

R

な
い
し
ア
ガ
ダ
ー
は
も
と
も
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
を
理
解
す
る

た
め
の
参
考
対
象
と
し
てRashi

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
レ
シ
ョ
ニ
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語
の
知
識
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
異
教
徒
の
言
語（
ア
ラ
ビ
ア
語
）

に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
記
述
は
、
カ
ラ
ー
ム
の
学
の

基
本
的
な
方
法
論
を
論
じ
た
章
に
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
知
識
と
は
、
基
礎
的
な
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
読
み
書
き
で

は
な
く
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
関
す
る
分
析
的
な
知
識
、
つ
ま
り
、
バ
ス
ラ
系

カ
ラ
ー
ム
が
採
用
し
た
よ
う
な
、
文
法
学
に
基
づ
く
厳
密
な
言
語
分
析
の

方
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
述
か
ら
、
こ
の
文
献
の
著
者
が
カ
ラ
ー
ム
の
学

を
言
語
に
つ
い
て
の
学
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

別
の
写
本
断
片T

-S A
r. 27.50

とT
-S A

r. 43.254

（
著
者
不
明
）

に
は
、
こ
の
言
語
分
析
を
用
い
た
聖
書
解
釈
の
実
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
著
者
は
、
聖
書
に
見
ら
れ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
記
述
を
ア
ラ

ビ
ア
語
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
、
そ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
文
を
ア
ラ
ビ
ア
語
の

言
語
分
析
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
中
世
ユ
ダ
ヤ
知
識
人

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
カ
ラ
ー
ム
の
学
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の

言
語
分
析
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
章
句
を
ア
ラ
ビ

ア
語
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
う
え
で
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
言
語
分
析
を
適
用

し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
言
説 

│
│ 

捕
虜
と
再
改
宗
を
例
に 

│
│

河
底　

佑
佳

　

一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
の
異
端
的
諸
教
派
を
集
成
し
た
文

献
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
と
並
列
す
る
表
現

が
見
ら
れ
る
。
前
記
の
よ
う
な
文
献
の
一
部
は
約
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
版

を
重
ね
、
幅
広
い
読
者
を
獲
得
し
た
。
す
な
わ
ち
近
世
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

文
書
群
が
存
在
す
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
由
来
の
学
問
で
あ
る
カ
ラ
ー
ム
の

学
に
関
す
る
写
本
も
多
く
残
存
し
て
い
る
。
近
年
、
こ
れ
ら
の
ユ
ダ
ヤ
教

カ
ラ
ー
ム
写
本
の
カ
タ
ロ
グ
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
写
本
の
内
容
の

研
究
は
い
ま
だ
本
格
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
ユ
ダ
ヤ
に
対
す
る

カ
ラ
ー
ム
の
学
の
影
響
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
特
定
の
概
念
や
テ
ー
ゼ

に
注
目
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
カ
ラ
ー
ム
の
学
の
公
式
の
方
法
論
、
す

な
わ
ち
、
古
典
ア
ラ
ビ
ア
語
文
法
学
に
基
づ
く
言
語
分
析
に
着
目
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
本
発
表
は
、
カ
イ
ロ
・
ゲ
ニ
ザ
の
写
本
の
内
容

を
読
解
し
、
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
に
よ
る
カ
ラ
ー
ム
の
学
の
言
語
分
析
の
受
容

に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

カ
ラ
ー
ム
の
学
は
大
き
く
分
け
て
、
ア
ラ
ビ
ア
語
文
法
学
に
基
づ
く
言

語
分
析
を
発
展
さ
せ
た
バ
ス
ラ
系
カ
ラ
ー
ム
と
、
対
象
の
本
性
に
つ
い
て

考
察
す
る
バ
グ
ダ
ー
ド
系
カ
ラ
ー
ム
に
分
け
ら
れ
る
。
バ
ス
ラ
系
カ
ラ
ー

ム
に
分
類
さ
れ
る
バ
ス
ラ
の
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
学
派
が
ユ
ダ
ヤ
教
カ
ラ
イ
派

に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
サ
ム
エ
ル
・
ベ
ン
・
ホ
フ

ニ
・
ガ
オ
ン
や
ハ
イ
・
ガ
オ
ン
な
ど
の
イ
ラ
ク
の
ガ
オ
ン
に
代
表
さ
れ
る

ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
教
も
、
バ
ス
ラ
系
カ
ラ
ー
ム
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て

い
た
。
た
だ
し
、
カ
ラ
イ
派
が
ほ
ぼ
バ
ス
ラ
の
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
学
派
の
み

の
影
響
を
受
け
た
の
に
対
し
、
イ
ラ
ク
の
ガ
オ
ン
た
ち
に
影
響
を
与
え
た

カ
ラ
ー
ム
の
学
派
に
は
一
貫
性
が
な
い
（
サ
ム
エ
ル
・
ベ
ン
・
ホ
フ
ニ
は

バ
ス
ラ
の
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
学
派
、
ハ
イ
・
ガ
オ
ン
は
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
学
派

の
影
響
を
受
け
る
）。

　

本
発
表
で
は
、
カ
イ
ロ
・
ゲ
ニ
ザ
の
ユ
ダ
ヤ
教
カ
ラ
ー
ム
写
本
の
一
部

と
思
わ
れ
る
三
つ
の
断
片
を
紹
介
し
た
。
最
初
に
、
著
者
不
明
の
写
本
断

片T
-S A

r. 44.41

に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
中
で
、
著
者
は
ヘ
ブ
ラ
イ
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ら
れ
る
反
キ
リ
ス
ト
と
い
う
呼
称
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
転
換
、
再
改
宗
者

の
受
容
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
姿
勢
が
異
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
等
か
ら

の
改
宗
者
を
も
受
け
入
れ
て
き
た
原
始
教
会
の
態
度
と
連
続
す
る
こ
と
の

強
調
、
ま
た
再
改
宗
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
む
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
へ
の
批
判
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
な
言
説
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
国
教

会
が
置
か
れ
た
不
安
定
な
状
況
が
存
在
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
は
原
始

教
会
を
模
範
と
し
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ヴ
ィ
ア
・
メ
デ
ィ
ア
を
追
求
し
、
普
遍
的
教
会
を
築
く

こ
と
を
目
的
と
し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
そ
の
成
り
立
ち
ゆ
え
に
イ
ギ
リ

ス
国
教
会
は
礼
拝
形
式
・
思
想
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
大

陸
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ど
ち
ら
に
偏
ろ
う
と
も
国
内
の
諸
方
面
か
ら
批

判
を
浴
び
る
状
態
で
あ
っ
た
。
加
え
て
一
七
世
紀
初
頭
以
降
、
反
体
制
的

諸
教
派
の
乱
立
を
経
験
し
た
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
は
、
自
身
の
信
仰
を
国
内

の
他
者
た
る
非
国
教
会
諸
教
派
か
ら
明
確
に
区
別
し
、
そ
の
正
当
性
を
提

示
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
述
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
言
説
と

キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
へ
の
言
及
の
接
続
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
一
源
泉

で
あ
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
過
剰
な
批
判
を
和
ら
げ
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
正
統
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
ユ
ダ
ヤ
教
、
そ
の
他
異
教
や
異
端
的
キ
リ
ス

ト
教
諸
教
派
に
、
正
統
な
信
仰
と
教
会
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
に
立

ち
返
る
可
能
性
の
あ
る
宗
教
と
し
て
同
列
の
地
位
を
与
え
る
も
の
で
も
あ

る
。
つ
ま
り
近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
一
方
で
は
非
国

教
会
諸
教
派
と
並
列
さ
れ
る
こ
と
で
国
教
会
の
地
盤
を
確
固
た
る
も
の
と

キ
リ
ス
ト
教
と
等
置
さ
れ
る
一
宗
教
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
認
知
さ
れ

る
に
至
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
上
記
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の

地
位
の
高
ま
り
が
生
じ
た
経
緯
の
一
端
を
、
バ
ル
バ
リ
ア
海
賊
に
よ
る
イ

ギ
リ
ス
人
捕
虜
と
彼
ら
の
信
仰
、
と
り
わ
け
捕
虜
と
な
り
イ
ス
ラ
ー
ム
に

改
宗
し
た
者
が
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
に
再
改
宗
す
る
際
に
行
わ
れ
た
説
教
に

着
目
し
て
考
察
す
る
。

　

一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
バ
ル
バ
リ
ア
海
賊
た
ち

は
洋
上
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
船
を
拿
捕
す
る
だ
け
で
な
く
ポ
ル
ト
ガ
ル

や
イ
ギ
リ
ス
の
沿
岸
都
市
に
上
陸
し
て
略
奪
を
行
い
、
彼
ら
に
捕
え
ら
れ

た
者
た
ち
は
北
ア
フ
リ
カ
の
諸
都
市
に
送
ら
れ
奴
隷
と
さ
れ
た
。
海
賊
は

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
出
会
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
部
で
し
か
な
い
も
の

の
、
海
賊
行
為
の
増
加
は
イ
ギ
リ
ス
人
捕
虜
解
放
の
た
め
の
オ
ス
マ
ン
帝

国
と
の
交
渉
と
い
う
外
交
上
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
イ

ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗
と
い
う
新
た
な
動
向
を
も
惹
起
し
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
こ
と
を
教
区
の
聖
職
者
に
告
白
し
た
う
え
で

国
教
会
に
戻
る
こ
と
を
望
ん
だ
者
を
再
び
迎
え
入
れ
る
た
め
の
説
教
『
ア

ル
ジ
ェ
か
ら
の
帰
還
』（
一
六
二
八
年
）
と
『
背
教
か
ら
の
回
復
』（
一
六

三
八
年
）
か
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
け
る
宗
教
状
況
と
の
連
関
の
中

で
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
言
説
を
分
析
し
う
る
。
こ
れ
ら
説
教
に
お
け
る

イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
言
及
の
多
く
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
慣
習
や
ム
ハ

ン
マ
ド
に
対
す
る
偏
見
に
由
来
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
批
判
、
す
な
わ
ち
ム
ハ

ン
マ
ド
の
人
間
性
や
行
為
、
ム
ス
リ
ム
の
外
見
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
へ

の
批
判
と
い
う
主
に
三
つ
の
論
点
に
集
約
さ
れ
る
。
加
え
て
イ
ス
ラ
ー

ム
・
再
改
宗
者
に
対
す
る
言
説
は
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
に
対
す
る
言
説
と

接
続
す
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
し
ば
し
ば
用
い
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マ
ー
ム
派
伝
承
中
で
は
ク
ル
ア
ー
ン
の
表
現
を
反
映
し
た
独
自
の
専
門
用

語
と
な
っ
て
い
る
。
本
発
表
で
は
同
派
の
伝
承
集
の
中
で
最
も
権
威
の 

高
い
ク
ラ
イ
ニ
ー
（al-K

ulaynī, d. 329/941

）
の
『
充
全
の
書
（al-

K
āfī

）』
の
中
の
「
ム
ス
タ
ド
ア
フ
の
章
（bāb al-m

ustd. ‘af

）」
を
分

析
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
伝
承
中
の
ム
ス
タ
ド
ア
フ
の
定
義
は（
１

）信

仰
も
不
信
仰
も
で
き
な
い
者
で
、
子
供
や
子
供
レ
ベ
ル
の
知
性
し
か
な
い

者
、（
２

）宗
派
に
関
す
る
人
々
の
間
の
相
違
を
知
ら
な
い
者
（
か
つ
シ
ー

ア
派
に
敵
対
し
な
い
者
）、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、

伝
承
に
お
け
る
上
記
の
定
義
は
曖
昧
な
点
を
含
み
、
解
釈
の
余
地
が
多
く

残
っ
て
い
る
。

　

伝
承
の
曖
昧
性
に
反
し
て
、
後
世
の
十
二
イ
マ
ー
ム
派
学
者
た
ち
の 

ム
ス
タ
ド
ア
フ
の
定
義
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本 

発
表
で
は
中
世
の
同
派
の
碩
学
シ
ャ
ヒ
ー
ド
・
サ
ー
ニ
ー
（al-Shahīd 

al-T
hānī, d. 965/1558

）
と
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ニ
ー
（M

uh. am
m

ad 
S. ālih.  al-M

āzandarānī, d. 1081/1670

）、
現
代
の
シ
ー
ア
派
の
宗
教

権
威
（m

arja ‘ al-taqlīd

）
で
あ
る
マ
カ
ー
レ
ム
・
シ
ー
ラ
ー
ズ
ィ
ー

（M
akārem

 Shīrāzī, b. 1927

）、
現
代
イ
ラ
ン
の
シ
ー
ア
派
学
者

M
ahdī ‘A

zīzān

の
ム
ス
タ
ド
ア
フ
に
関
す
る
定
義
を
分
析
し
た
。
そ

の
結
果
、
後
世
の
十
二
イ
マ
ー
ム
派
学
者
た
ち
の
解
釈
で
は
、
ム
ス
タ
ド

ア
フ
と
は
、（
１

）知
性
の
十
分
で
は
な
い
人
々
全
般
、
お
よ
び（
２

）イ
マ

ー
ム
の
存
在
・
権
威
を
認
知
せ
ず
、
イ
マ
ー
ム
た
ち
に
服
従
し
な
い
が
、

他
の
誰
か
に
服
従
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
な
他
派
ム
ス
リ
ム
も
指
す
、
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ム
ス
タ
ド
ア
フ
は
後
世
の
学
者
た
ち
の
解
釈
で

も
、
罪
の
免
責
の
可
能
性
を
持
つ
人
々
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
マ

ー
ム
や
シ
ー
ア
派
に
敵
対
す
る
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
来
世
の
ム
フ
タ
ド
ア
フ

す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
、
他
方
そ
の
並
列
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
同
等

の
地
位
を
も
つ
一
宗
教
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

十
二
イ
マ
ー
ム
派
に
お
け
る
「
薄
弱
者
（m

ustad. ‘af

）」
の
概
念

平
野　

貴
大

　

本
発
表
の
目
的
は
、
十
二
イ
マ
ー
ム
派
（
現
在
の
イ
ス
ラ
ー
ム
・
シ
ー

ア
派
の
圧
倒
的
多
数
派
を
占
め
る
宗
派
）
に
お
け
る
「
ム
ス
タ
ド
ア
フ

（
薄
弱
者 m

ustad. ‘af
）」
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ム
ス
タ
ド
ア
フ
と
い
う
概
念
は
同
派
の

救
済
論
に
お
い
て
は
信
仰
者
と
不
信
仰
者
の
中
間
的
な
概
念
で
あ
る
。
イ

ス
ラ
ー
ム
の
来
世
観
に
お
い
て
は
、
人
間
の
最
終
的
な
行
き
先
は
楽
園
か

火
獄
か
の
二
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ー
ア
派
の
現
世
観
（
法

学
的
観
点
）
で
は
人
間
は
楽
園
行
き
の
信
仰
者
と
火
獄
行
き
の
不
信
仰
者

と
い
う
単
純
な
二
元
論
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
法
学
的
観
点
で
は
ム
ス
リ

ム
・
非
ム
ス
リ
ム
と
い
う
区
分
の
み
な
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
さ
ら

に
「
十
二
イ
マ
ー
ム
派
信
徒
」、「
他
派
信
徒
」、「（
同
派
に
）
敵
対
的
な

信
徒
」
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
来
世
観
と
現
世
観

を
総
合
し
て
考
え
た
と
き
に
、
十
二
イ
マ
ー
ム
派
信
徒
の
大
多
数
は
楽
園

行
き
、
不
信
仰
者
の
大
多
数
は
火
獄
行
き
と
し
て
も
、
他
派
の
ム
ス
リ
ム

は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
と
い
う
救
済
論
的
問
題
が
残
る
。
こ
の
問
題

に
答
え
る
た
め
に
、
本
発
表
で
は
ム
ス
タ
ド
ア
フ
と
い
う
概
念
を
紹
介

し
、
こ
の
概
念
の
シ
ー
ア
派
伝
承
中
で
の
定
義
お
よ
び
後
世
の
学
者
た
ち

の
解
釈
を
ま
と
め
て
い
く
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
で
は
ム
ス
タ
ド
ア
フ
と
い
う
単
語
は
「
弱
い
者
」、「
虐
げ

ら
れ
る
者
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
十
二
イ
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れ
た
。

G
od and M

an in the K
oran

’allah w
a ’al- ’insān fiy ’al-qurān -

‘ilm
u ’al-dilālah ’al-ru

’iyah 
’al-qurāniyah lil ‘ālam

-, dāru ’al-m
ultaqā, h. alab, Syria, 2007

ア
ラ
ビ
ア
語
訳
の
直
訳
：『『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
お
け
る
ア
ッ
ラ
ー
と
人
間

―
ク
ル
ア
ー
ン
の
世
界
観
明
示
学
―
』

E
thico-R

eligious Concepts in the Q
uran (1966 republished 

2002
)

’al-m
ahūm

ātu ’al- ’akhlāqīyah ’al-dīniyah fiy ’al-qurān, dāru 
’al-m

ultaqā, h. alab, Syria, 2008

ア
ラ
ビ
ア
語
訳
の
直
訳
：『『
ク
ル
ア
ー
ン
』
の
倫
理
宗
教
概
念
』

Concept of Belief in Islam
ic T

heology (1980
)

m
ahūm

u 
’al-īm

ān fiy 
‘ilm

i 
’al-kalām

i 
’al- ’islām

iy -tah. līlu 
dilāliy lil-īm

ān-, dāru ’al-m
ultaqā, h. alab, Syria, 2010

ア
ラ
ビ
ア
語
訳
の
直
訳
：『
カ
ラ
ー
ム
学
に
お
け
る
信
仰
概
念
―
信
仰
と

イ
ス
ラ
ー
ム
の
言
語
分
析
―
』

　

彼
は
言
語
の
無
と
有
は
宗
教
と
共
に
あ
る
と
の
射
程
を
外
さ
ず
、
そ
の

最
た
る
現
実
で
あ
る
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
解
明
を
行
っ
た
。

　

井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
の
方
法
論
は
イ
ス
ラ
ー
ム
伝
統
学
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
違
い
が
生
じ
た
の
は
、
目
的
に
お
い
て
で
あ

り
、
前
者
で
は
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
明
文
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
具
体
的
事
案
に

対
す
る
法
判
断
（
フ
ァ
ト
ワ
）
を
導
き
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
技
術
が

法
理
学
で
あ
る
の
だ
が
、
後
者
の
場
合
は
技
術
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
目

的
は
異
な
り
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
明
文
の
創
造
に
お
け
る
無
と
有
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
神
が
創
造
し
た
言
葉
の
存
在
、
そ
れ
以
前
の
無
と
し
て
の
無

に
は
含
ま
れ
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
言
え
る
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
シ
ー
ア
派
で
は

ム
ス
タ
ド
ア
フ
と
い
う
用
語
が
独
自
の
専
門
用
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。（
１

）信
仰
も
不
信
仰
も
で
き
な
い
よ
う
に
不
十
分
な
知
性
し

か
な
い
大
人
や
子
供
、（
２

）イ
マ
ー
ム
の
存
在
・
権
威
を
知
ら
ず
、
敵
対

も
し
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
指
す
。
こ
の
意
味
で
「
ム
ス
タ
ド
ア
フ
」

は
、「
信
仰
者
（m

u
’m

in

）」
と
「
不
信
仰
者
（kāfir

）」
の
間
の
中
間

的
立
場
と
し
て
、
来
世
に
お
け
る
救
済
の
可
能
性
の
残
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

井
筒
俊
彦
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学 

│
│ 

イ
ス
ラ
ー
ム
法
理
学
の
観
点
か
ら 
│
│

四
戸　

潤
弥

　

井
筒
の
思
想
は
無
制
約
の
存
在
論
の
中
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
彼
は
禅

の
内
観
法
で
あ
る
、
心
と
い
う
文
字
を
見
つ
め
て
、
心
に
描
き
、
決
し
去

る
鍛
錬
に
親
し
み
、
そ
の
後
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
ロ
ゴ
ス
が
神
秘
主
義
と

共
に
あ
る
こ
と
に
知
っ
た
。
そ
し
て
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
と
、
言
葉
に
よ
る

創
造
の
プ
ロ
セ
ス
と
出
会
う
。
こ
こ
か
ら
西
欧
の
東
洋
学
過
去
百
年
の
偉

業
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
ア
ラ
ビ
ア
語
の
文
献
解
読
に
あ
る
こ
と
、
ア
ラ

ビ
ア
語
を
自
在
に
扱
わ
れ
る
人
材
が
稀
な
る
こ
と
か
ら
自
身
が
と
決
意
、

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
思
い
、
亜
文
献
読
破
に
明
け
暮
れ
た
青
春
を
「
ム

ハ
ン
マ
ド
」
と
共
に
送
っ
た
。『
ム
ハ
ン
マ
ド
』
と
『
ア
ラ
ビ
ア
語
入
門
』、

『
コ
ー
ラ
ン
』
和
訳
を
上
梓
し
、
思
想
的
成
果
を
英
書
に
著
し
た
。

　

英
書
は
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
理
学
の
文
理
解
釈
の

デ
ィ
ラ
ー
ラ
（
示
唆
す
る
も
の
）
と
方
法
論
の
試
み
と
し
て
位
置
付
け
ら
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ム
・
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
と
キ
リ
ス
ト
教
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
対
峙
す
る
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
、
コ
ン
ヤ
（
ル
ー
ム
・
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク

朝
首
都
）
に
は
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
住
民
が
相
当
数
お
り
、
ル
ー
ミ
ー
も
日

常
的
に
彼
ら
と
接
し
て
い
た
こ
と
が
聖
人
伝
な
ど
か
ら
伺
わ
れ
る
。
マ
ス

ナ
ヴ
ィ
ー
な
ど
に
イ
エ
ス
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
と
き
に
登
場
す
る
理
由
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ル
ー
ミ
ー
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
イ
エ
ス
観
な

ど
を
含
め
こ
れ
ら
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
ル
ー
ミ
ー
の
思
想
は
神
秘
的

実
践
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
核
に
は
神
と
の
「
愛
」（‘eshq

）
に
よ
る

結
合
が
あ
る
。
ル
ー
ミ
ー
に
お
い
て
神
は
人
格
神
で
あ
る
と
同
時
に
絶
対

的
無
（‘adam

, nīstī

）
で
も
あ
り
、
万
物
の
原
型
で
あ
る
相
対
的
無
か

ら
「
工
場
」（kārgah

）
に
お
い
て
万
物
を
創
造
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に

お
け
る
神
の
創
造
の
枠
内
で
、
人
類
の
祖
・
ア
ダ
ム
の
堕
落
以
来
、
人
は

欲
望
に
捕
ら
わ
れ
た
心
（nafs

）
と
天
使
的
理
性
（‘aql

）
が
相
克
す
る

存
在
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
人
は
欲
望
を
抑
え
、
神
秘
階
梯
で
自
我
滅

却
（
フ
ァ
ナ
ー
）（fanā ’

）
を
繰
り
返
し
天
使
段
階
に
至
り
、
さ
ら
に
心

臓
（del, qalb

）
を
満
た
す
「
愛
」
に
よ
っ
て
神
と
結
合
す
る
こ
と
が
最

終
的
到
達
点
で
あ
る
。

　

ル
ー
ミ
ー
に
と
っ
て
、
モ
ー
セ
、
イ
エ
ス
な
ど
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

と
ほ
ぼ
同
格
の
最
も
高
い
神
秘
的
境
地
に
達
し
た
預
言
者
、
聖
人
で
あ
っ

た
。
モ
ー
セ
に
関
す
る
詩
編
は
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
に
登
場
す
る
預
言
者
の
中

で
最
も
多
く
、
と
き
に
フ
ァ
ラ
オ
も
欲
と
迷
い
に
捕
ら
わ
れ
た
支
配
者
と

し
て
登
場
す
る
。
フ
ァ
ラ
オ
は
無
か
ら
の
創
造
に
無
知
な
た
め
神
の
定
め

（qadar
）
に
逆
ら
い
、
聖
書
の
逸
話
の
よ
う
に
モ
ー
セ
が
生
ま
れ
な
い

よ
う
幼
児
を
大
量
に
殺
害
す
る
が
、
自
身
の
宮
殿
：
内
側
に
あ
っ
て
無
事

だ
っ
た
モ
ー
セ
に
裏
切
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
フ
ァ
ラ
オ
像
と
と
も
に
、
ル

意
識
、
あ
る
い
は
意
識
下
の
構
造
的
把
握
の
機
会
が
生
じ
た
。
老
子
、
仏

教
へ
の
そ
の
後
の
接
近
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
学
で
彼
の
軌
跡
で
あ
る
言
語
と

共
に
あ
っ
た
。
伝
統
的
イ
ス
ラ
ー
ム
学
の
方
法
論
か
ら
独
自
の
井
筒
の
イ

ス
ラ
ー
ム
学
の
成
果
は
、
方
法
論
が
法
理
学
の
文
理
解
釈
で
あ
る
以
上
、

否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
学
問
は
自

由
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
ク
ル
ア
ー
ン
』
明
文
か
ら
法
判

断
を
導
く
場
合
、
言
語
は
人
の
知
性
、
あ
る
い
は
理
性
の
駆
使
で
あ
り
、

そ
れ
に
ウ
ェ
ー
ト
を
置
い
た
ム
ォ
タ
ズ
ィ
ラ
派
の
先
例
と
、
そ
の
成
果
は

学
問
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
井
筒
の
成
果
が
否
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
的
学
問
系
譜
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
度

量
が
あ
る
。
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
が
西
欧
の
そ
れ
を
前
提
と
し
て
展
開

さ
れ
て
き
た
が
、
西
欧
と
同
じ
く
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
直
結
す

る
契
機
を
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
が
提
示
し
て
い
る
。

ル
ー
ミ
ー
の
宗
教
共
生
思
想 

│
│ 

イ
エ
ス
・
モ
ー
セ
観
か
ら 

│
│

佐
野　

東
生

　

ル
ー
ミ
ー
（Jalāl al-D

īn M
oh. am

m
ad Rūm

ī-ye Balkhī
）（
一

二
〇
七
―
一
二
七
三
）
は
中
央
ア
ジ
ア
出
身
の
著
名
な
イ
ス
ラ
ー
ム
神 

秘
家
で
、
ト
ル
コ
中
部
コ
ン
ヤ
に
移
住
し
活
動
し
た
。「
メ
ヴ
ラ
ー
ナ
」

（M
evlana

）（
我
ら
が
主
）
と
の
尊
称
で
呼
ば
れ
、
代
表
作
に
浩
瀚
な

神
秘
詩
集
『
精
神
的
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』（M

asnavī-ye m
a ‘navī

）（
以

下
「
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
」）（
ペ
ル
シ
ア
語
）
が
あ
る
。
本
発
表
は
、
ル
ー
ミ

ー
の
神
秘
思
想
を
基
に
モ
ー
セ
、
イ
エ
ス
観
を
見
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と

の
共
生
思
想
を
考
察
す
る
。

　

ル
ー
ミ
ー
の
時
代
の
ト
ル
コ
（
ア
ナ
ト
リ
ア
）
は
イ
ス
ラ
ー
ム
系
ル
ー
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三
輪
田
高
房
の
伝
え
た
鎮
魂
行
事
と
橘
家
神
道
十
種
加
持

新
田　

惠
三

　

幕
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
儒
者
、
神
職
、
教
導
職
、
神
宮
の
教
化

関
係
機
関
教
師
な
ど
と
し
て
幅
広
く
活
動
し
た
三
輪
田
高
房
〔
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）
―
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）〕
は
、
明
治
十
九
〜
二
十

六
年
頃
に
か
け
て
自
身
が
所
属
し
た
神
宮
教
の
関
係
者
や
各
地
の
神
職
に

鎮
魂
行
事
の
伝
授
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
鎮
魂
行
事
は
三
輪
田
高

房
直
門
の
叶
真
吉
に
よ
っ
て
昭
和
九
年
に
石
上
神
宮
宮
司
森
津
倫
雄
に
伝

え
ら
れ
た
。
石
上
神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
鎮
魂
行
事
は
戦
後
、
神
社
神
道
の

研
修
制
度
の
中
で
禊
祓
行
事
と
共
に
神
道
行
法
の
一
つ
と
さ
れ
、
現
在
も

全
国
の
神
職
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

近
世
か
ら
近
代
へ
と
移
行
す
る
中
で
変
化
し
た
神
道
行
法
を
共
有
し
た

場
や
現
在
も
神
社
神
道
で
行
わ
れ
る
鎮
魂
行
事
の
由
来
に
つ
い
て
は
先
行

研
究
も
少
な
く
不
明
な
部
分
が
多
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
発
表
で
は
鎮
魂
行
事
の
次
第
作

法
が
ど
の
よ
う
な
影
響
の
も
と
に
さ
れ
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
橘
家
神
道
の
行
法
と
の
類
似
性
に
着
目
し
、
三
輪
田
高
房
の
出

自
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
し
た
。

　

鎮
魂
行
事
の
法
式
に
つ
い
て
は
三
輪
田
高
房
が
自
身
の
鎮
魂
論
を
記
し

た
『
日
文
本
義
』
や
、
叶
真
吉
が
後
年
に
鎮
魂
行
事
の
伝
授
を
行
っ
た
際

の
記
録
を
参
考
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の

の
、
凡
そ
修
祓
↓
降
神
↓
献
饌
↓
鎮
魂
行
事
↓
撤
饌
↓
昇
神
↓
退
下
と
の

流
れ
と
な
っ
て
い
る
。

　

行
事
の
中
核
と
な
る
鎮
魂
行
事
部
分
の
法
式
は
、
安
坐
と
な
り
、
手
順

に
則
り
左
右
の
手
を
組
み
合
わ
せ
、「
ヒ
フ
ミ
ヨ
イ
ム
ナ
ヤ
コ
ト
」
と
の

ー
ミ
ー
は
他
の
詩
編
で
「
モ
ー
セ
と
フ
ァ
ラ
オ
は
真
理
（h. aqq

）（
神
秘

思
想
に
お
け
る
神
の
別
称
）
の
下
僕
」
と
謳
い
、
被
造
物
と
し
て
両
者
に

差
が
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
フ
ァ
ラ
オ
は
自
ら
を
不
完
全
な
存
在
に
創

っ
た
神
の
定
め
を
悟
り
、「
あ
な
た
（
一
般
人
）
が
元
々
持
っ
て
い
た
無

色
に
至
っ
た
と
き　

モ
ー
セ
と
フ
ァ
ラ
オ
は
和
解
し
よ
う
」
と
謳
わ
れ

る
。
フ
ァ
ラ
オ
は
欲
望
に
捕
ら
わ
れ
が
ち
な
一
般
人
を
象
徴
し
、
改
心
し

て
本
来
そ
こ
か
ら
創
造
さ
れ
た
無
に
回
帰
す
れ
ば
モ
ー
セ
同
様
の
存
在
と

な
る
。
こ
こ
に
は
す
べ
て
の
人
は
神
へ
の
愛
さ
え
あ
れ
ば
平
等
に
救
わ
れ

る
芽
が
あ
る
、
と
の
本
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
持
つ
普
遍
性
が
観
取
さ
れ
よ

う
。

　

ル
ー
ミ
ー
は
イ
エ
ス
に
つ
い
て
も
、
神
の
子
と
し
て
の
神
性
は
否
定
し

つ
つ
、
神
の
息
吹
に
よ
り
命
を
与
え
る
預
言
者
・
聖
人
と
し
て
讃
え
る
。

キ
リ
ス
ト
教
な
ど
他
宗
教
に
関
し
、「
愛
の
信
仰（m

ellat-e ‘eshq

）は
あ

ら
ゆ
る
宗
教
と
は
別
だ　

愛
す
る
人
々
に
と
っ
て
信
仰
と
宗
派
（m

adh-
hab

）
は
神
だ
」
と
謳
い
、
神
：
愛
の
下
に
宗
教
を
問
わ
ず
万
人
平
等
に

救
わ
れ
る
と
す
る
。
聖
人
伝
に
よ
れ
ば
、
ル
ー
ミ
ー
は
修
道
院
に
赴
き
修

道
士
と
対
話
し
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
若
者
の
命
を
救
っ
て
弟
子
に
す

る
な
ど
、
そ
の
思
想
を
実
践
す
る
交
流
を
行
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
「
愛
」

を
軸
に
イ
ス
ラ
ー
ム
本
来
の
普
遍
的
一
神
教
の
精
神
を
蘇
ら
せ
、
宗
教
共

生
の
思
想
を
謳
い
、
実
践
し
た
と
も
い
え
る
。
今
後
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
や
タ

フ
シ
ー
ル
と
比
較
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
内
部
に
お
け
る
そ
の
諸
宗
教
に
対
す

る
特
色
の
究
明
、
お
よ
び
ギ
リ
シ
ア
正
教
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
と

の
比
較
を
通
じ
た
そ
の
共
生
思
想
の
解
明
が
期
待
さ
れ
る
。
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を
深
く
学
ん
で
お
り
、
高
房
の
兄
常
貞
や
弟
元
網
も
橘
家
神
道
に
触
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
三
輪
田
高
房
の
伝
え
た
鎮
魂
行
事
と
橘

家
神
道
の
行
法
と
の
類
似
性
は
こ
の
よ
う
な
伊
予
国
の
橘
家
神
道
文
化
に

起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
三
輪
田
高
房
の
伝
え
た
鎮
魂
行
事
は
橘
家
神
道
の
行
法
と
全
く

同
じ
で
は
な
く
、
異
な
る
要
素
も
多
々
見
ら
れ
る
。
本
発
表
で
扱
え
な
か

っ
た
こ
れ
ら
の
相
違
点
や
、
資
料
に
基
づ
い
た
伊
予
国
の
橘
家
神
道
文
化

の
内
実
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

丸
山
教
会
の
扶
桑
教
合
同
期
に
お
け
る
教
理
的
言
説

大
谷　

正
幸

　

丸
山
教
会
は
、
近
世
後
期
に
登
戸
村
（
現
・
神
奈
川
県
多
摩
区
登
戸
）

に
て
成
立
し
た
富
士
講
・
丸
山
講
を
前
身
と
す
る
。
明
治
に
入
っ
て
、
講

員
の
伊
藤
六
郎
兵
衛
（
一
八
二
九
―
一
八
九
四
）
が
神
告
を
受
け
て
奇
抜

な
苦
行
に
励
む
こ
と
で
生
神
行
者
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
庶
民
か
ら
信
仰
を

得
た
。
伊
藤
の
苦
行
や
そ
の
主
張
は
一
般
的
な
富
士
講
と
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
り
、
伊
藤
は
人
を
惑
わ
す
者
と
し
て
し
ば
し
ば
警
察
の
取
り
調

べ
を
受
け
て
拘
留
さ
れ
た
。

　

一
方
、
教
部
省
の
役
人
だ
っ
た
宍
野
半
（
一
八
四
四
―
一
八
八
四
）
は

職
を
辞
し
て
大
宮
（
現
・
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
）
の
宮
司
と
な
っ
た
。

彼
は
富
士
山
麓
の
各
信
仰
集
落
に
あ
る
浅
間
神
社
の
祠
掌
も
兼
務
し
て
富

士
信
仰
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
。
更
に
各
信
仰
集
落
の
顧
客
で
あ
る
富
士

講
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
、
富
士
一
山
講
社
を
設
立
、
東
京
芝
に
本
部
を

構
え
た
も
の
の
そ
の
造
営
に
は
多
額
の
費
用
を
必
要
と
し
た
。
富
士
一
山

講
社
は
各
地
の
富
士
講
と
そ
の
先
達
、
彼
ら
と
密
接
に
か
か
わ
る
吉
田

唱
え
詞
と
共
に
組
み
合
わ
せ
た
手
を
前
後
左
右
中
と
振
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
組
み
合
わ
せ
た
手
を
左
右
前
後
中
と
繰
り
返
し
振
る
動
作
に
つ
い

て
は
、
左
右
は
臍
の
前
で
行
う
円
運
動
の
こ
と
で
あ
り
、
前
後
と
は
胸
か

ら
臍
の
あ
た
り
で
行
う
円
運
動
で
あ
り
、
中
と
は
顔
か
ら
胸
の
あ
た
り
で

行
う
円
運
動
で
あ
る
。

　

橘
家
神
道
の
伝
書
に
よ
る
と
「
祈
禱
法
」
と
い
う
行
法
は
、
動
↓
昇
降

↓
左
右
↓
前
後
↓
振
一
↓
合
一
↓
動
↓
五
手
と
の
流
れ
で
行
わ
れ
る
。

「
動
」
で
は
組
ん
だ
手
を
開
閉
し
、「
昇
降
」
で
は
組
ん
だ
手
を
上
下
に
昇

降
し
、「
左
右
」
で
は
組
ん
だ
手
を
左
右
に
動
か
し
、「
前
後
」
で
は
組
ん

だ
手
を
向
う
（
自
分
の
向
こ
う
側
）、
前
（
自
分
の
手
前
側
）
に
動
か
し
、

「
振
一
」
で
は
組
ん
だ
手
を
左
、
右
に
旋
し
、「
合
一
」
で
は
組
ん
だ
手
を

前
、
後
に
旋
し
、「
五
手
」
で
は
三
種
類
の
拍
手
（
中
手
、
右
手
、
左
手
）

と
手
を
組
ん
で
行
う
観
念
（
心
手
）
を
中
手
↓
右
手
↓
左
手
↓
中
手
↓
心

手
の
順
に
行
う
。
な
お
、
組
ん
だ
手
を
動
か
す
作
法
を
行
う
際
は
全
て
一

〜
十
、
十
〜
一
の
数
を
唱
え
な
が
ら
行
う
。

　

三
輪
田
高
房
の
伝
え
た
鎮
魂
行
事
と
橘
家
神
道
で
行
わ
れ
る
「
祈
禱

法
」
と
を
比
較
す
る
と
安
坐
で
行
事
を
行
う
こ
と
や
手
を
組
む
こ
と
、
一

〜
十
ま
で
の
数
を
唱
え
な
が
ら
行
事
を
行
う
こ
と
、
手
を
前
後
左
右
に
振

る
こ
と
が
類
似
し
て
い
る
。

　

三
輪
田
高
房
の
生
家
は
伊
予
国
久
米
郡
鎮
座
の
日
尾
八
幡
神
社
の
社
家

で
あ
る
。
先
学
が
既
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
予
国
は
垂
加
・
橘
家
神

道
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。
千
葉
県
文
書
館
お
と
づ
れ

文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
三
輪
田
高
房
に
関
係
す
る
資
料
や
、
日
尾
八
幡
神
社

に
残
さ
れ
た
垂
加
・
橘
家
神
道
に
関
係
す
る
資
料
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

高
房
の
生
家
で
あ
る
三
輪
田
家
に
於
い
て
も
高
房
の
父
清
敏
は
橘
家
神
道
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両
書
か
ら
は
当
時
抱
え
て
い
た
枎
桑
・
丸
山
両
者
の
葛
藤
や
軋
轢
を
伺

い
得
な
い
。
む
し
ろ
『
教
伝
弁
解
』
で
は
宍
野
を
歴
代
尊
師
に
位
置
づ
け

て
称
揚
し
て
い
る
。
両
書
の
成
立
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
丸
山
講
社
の

所
産
で
あ
り
な
が
ら
、
教
祖
た
る
伊
藤
が
直
接
著
述
し
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
に
あ
る
。
伊
藤
は
農
民
の
出
身
で
、
教
説
に
実
語
教
を
好
ん
で
用
い

て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
高
等
な
教
育
や
教
養
に
は
無
縁
だ
っ

た
。
信
徒
向
け
に
教
義
書
を
作
成
す
る
際
に
も
こ
の
点
が
考
慮
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
。『
一
即
五
成
十
化
更
始
一
』
は
宍
野
が
お
墨
付
き
を
与
え
、

『
教
伝
弁
解
』
は
重
立
の
幹
部
が
著
者
と
な
る
こ
と
で
内
容
の
権
威
が
担

保
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
両
書
の
立
場
や
内

容
は
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
合
同
を
解
消
し
た
丸
山
教
会
が
こ

れ
を
解
決
す
る
に
は
伊
藤
自
身
に
よ
る
教
説
の
筆
記
『
御
調
』
ま
で
待
た

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

枎
桑
教
と
丸
山
教
会
の
軋
轢
は
、
宍
野
を
含
め
た
枎
桑
教
上
層
部
と
丸

山
教
会
幹
部
と
の
間
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
宍
野
と
伊
藤
の
個
人
的
な

関
係
は
最
後
ま
で
悪
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
伊
藤
と
宍
野
の
対
話
に
よ

っ
て
『
一
即
五
成
十
化
更
始
一
』
が
成
立
し
た
経
緯
に
は
、
そ
の
情
景
が

事
実
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
二
人
の
関
係
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

（
現
・
山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
）
の
御
師
た
ち
か
ら
な
り
、
寄
合
所

帯
故
に
財
務
的
に
は
脆
弱
だ
っ
た
。
宍
野
は
吉
田
の
富
士
嶽
神
社
（
現
・

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
）
に
放
置
さ
れ
て
い
た
梵
鐘
だ
っ
た
銅
塊
を
本

部
の
造
営
資
金
と
し
て
売
却
し
、
そ
の
こ
と
を
問
題
と
さ
れ
て
各
浅
間
神

社
の
宮
司
・
祠
掌
を
辞
し
た
。

　

富
士
一
山
講
社
と
丸
山
講
の
合
同
は
、
先
達
や
教
導
職
の
任
命
に
よ
る

社
会
的
権
威
と
前
者
と
は
桁
違
い
の
信
徒
に
よ
る
献
金
と
の
引
き
換
え
で

あ
り
、
お
互
い
に
益
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
の

関
係
は
同
時
に
お
互
い
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
て
、

明
治
十
七
年
五
月
に
宍
野
が
死
没
す
る
と
翌
年
に
合
同
は
解
消
さ
れ
た
。

　

明
治
八
年
初
頭
か
ら
同
十
八
年
七
月
に
わ
た
る
両
者
の
合
同
期
の
間

に
、
丸
山
講
社
は
二
冊
の
教
義
書
を
木
版
本
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
一

つ
は
十
三
年
三
月
の
『
一
即
五
成
十
化
更
始
一
』、
十
七
年
十
月
の
『
教

伝
弁
解
』
で
あ
る
。『
一
即
五
成
十
化
更
始
一
』
は
陰
陽
五
行
の
相
生
相

克
説
を
枎
桑
教
の
神
観
念
に
よ
せ
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
な
る

神
・
大
祖
参
神
か
ら
陰
陽
の
働
き
に
よ
っ
て
五
元
に
分
か
れ
相
生
相
克
の

十
化
に
よ
っ
て
万
物
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
伊
藤
が
こ
の

説
を
宍
野
に
説
い
た
時
、
宍
野
が
傍
に
い
た
編
集
掛
の
碬
稲
綺
朮
に
著
述

を
命
じ
て
成
立
し
た
こ
と
が
巻
末
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
教
伝
弁
解
』

は
彼
ら
が
共
通
し
て
富
士
山
の
題
目
と
す
る
「
参
明
藤
開
山
」
の
五
字
を

逐
次
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
大
祖
参
神
＝
造
化
三
神
か
ら

説
き
起
こ
し
、
大
陽
大
陰
の
日
月
、
藤
原
武
邦
（
角
行
系
の
始
祖
、
角
行

藤
仏
の
言
い
換
え
）
の
先
祖
・
天
児
屋
命
や
藤
原
氏
の
活
躍
を
述
べ
、
そ

の
末
裔
た
る
武
邦
が
富
士
山
で
修
行
し
て
宗
教
を
開
い
た
事
績
を
讃
え
て

い
る
。
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い
く
つ
か
の
活
動
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
各
時
期
の
性
格
を
見
比
べ
る
こ

と
に
よ
っ
て
教
団
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
の
柴
田
礼
一
の
位
置
づ
け

を
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

教
義
を
神
道
化
す
る
方
針
に
よ
っ
て
、
全
国
に
数
万
人
と
言
わ
れ
た
不

二
道
信
徒
を
分
裂
さ
せ
つ
つ
も
一
派
特
立
へ
と
導
い
た
花
守
管
長
時
代
は

創
業
期
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
神
道
化
、
分
裂
、
一
派
特
立
と
続
く
こ
の

時
期
は
、
多
く
の
書
籍
の
刊
行
が
目
立
つ
。
書
籍
を
刊
行
す
る
こ
と
、
刊

行
す
る
だ
け
の
書
籍
を
自
ら
執
筆
で
き
る
こ
と
が
花
守
と
そ
の
周
囲
の
学

の
高
さ
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

礼
一
管
長
時
代
に
は
、『
実
行
雑
誌
』『
本
教
実
行
録
』『
惟
一
』
と
い

っ
た
雑
誌
の
刊
行
、
日
清
戦
争
後
の
朝
鮮
や
台
湾
へ
の
布
教
師
の
派
遣
、

万
国
宗
教
会
議
へ
の
礼
一
自
身
の
出
席
、
人
類
学
者
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ス

タ
ー
ル
と
の
交
流
な
ど
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
、
海
外
へ
の
視
点
が
注
目
さ

れ
る
。
信
徒
数
等
も
教
会
説
教
所
一
五
七
か
所
、
教
信
徒
三
十
八
万
五
千

三
百
三
十
八
人
を
数
え
る
規
模
と
な
っ
て
い
る
。
活
動
が
充
実
し
信
徒
数

も
増
大
し
た
こ
の
時
期
は
教
団
の
成
長
期
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
不
二

道
以
来
の
地
盤
の
一
つ
で
あ
る
長
野
は
こ
こ
で
は
長
野
の
有
力
信
徒
で
あ

り
副
管
長
で
あ
っ
た
原
九
右
衛
門
が
積
極
的
に
巡
教
に
あ
て
ら
れ
た
こ
と

等
に
よ
っ
て
原
の
求
心
力
が
増
し
、
長
野
の
信
徒
を
中
心
と
し
た
大
日
本

実
行
会
の
分
裂
に
つ
な
が
っ
た
。
原
は
、
花
守
の
弟
子
で
同
じ
く
副
管
長

で
あ
っ
た
西
川
須
賀
雄
と
並
ん
で
、
管
長
世
襲
が
成
文
化
さ
れ
る
以
前
に

二
代
管
長
候
補
と
目
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

陸
軍
士
官
学
校
で
ド
イ
ツ
語
教
官
を
務
め
、
礼
一
の
死
を
受
け
て
就
任

し
た
孫
太
郎
管
長
時
代
は
、
教
会
講
社
説
教
所
百
七
十
三
か
所
、
信
徒
三

十
五
万
三
千
三
百
八
十
六
人
と
、
礼
一
時
代
の
規
模
を
引
き
継
い
で
い

柴
田
礼
一
管
長
時
代
の
実
行
教
の
教
化
活
動

今
井　

功
一

　

一
八
八
五
年
に
教
規
第
一
三
条
の
規
定
「
管
長
ハ
一
姓
氏
相
続
ヲ
以
テ

認
可
ヲ
願
フ
ベ
キ
コ
ト
」
に
よ
り
世
襲
と
定
め
ら
れ
て
以
来
、
実
行
教
の

管
長
は
柴
田
家
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
初
代
柴
田
花
守
（
一
八

〇
九
―
一
八
九
〇
（
管
長
在
任
期
間
一
八
八
二
―
一
八
九
〇
））
の
跡
を

継
い
で
二
代
管
長
に
就
任
し
た
の
が
、
花
守
の
長
子
で
あ
る
柴
田
礼
一

（
一
八
四
〇
―
一
九
二
〇
（
管
長
在
任
期
間
一
八
九
〇
―
一
九
二
〇
））
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
礼
一
及
び
礼
一
が
管
長
を
勤
め
た
時
代
を
積
極
的
に

取
り
上
げ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の

で
特
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
井
上
順
孝
編
『
近
代
日
本
の
宗
教
家
一
〇

一
』（
新
書
館
、
二
〇
〇
七
）
に
お
け
る
「
柴
田
礼
一
」
の
項
目
で
あ
ろ

う
。
永
井
美
紀
子
の
手
に
な
る
こ
の
記
述
を
除
く
と
、
教
団
の
内
外
を
問

わ
ず
、
礼
一
に
関
す
る
記
述
の
多
く
を
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
で
行
わ
れ

た
彼
の
演
説
の
転
載
と
し
て
い
る
も
の
が
目
立
つ
。
事
実
、
守
忠
と
名
乗

っ
た
彼
の
前
半
生
に
つ
い
て
詳
し
い
と
こ
ろ
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

一
派
特
立
の
し
ば
ら
く
後
、
一
八
八
〇
年
代
を
中
心
と
し
た
時
期
に
つ

い
て
は
、
近
年
、
個
別
の
テ
ー
マ
あ
る
い
は
事
象
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な

っ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
時
期
を
礼
一
管
長
時
代
と
し
て
と

ら
え
た
時
、
礼
一
は
ど
の
よ
う
な
管
長
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
時
期
に
行
わ

れ
た
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
か
、

そ
れ
は
前
後
の
管
長
と
比
べ
て
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
初
代
花
守
と
二
代
礼

一
お
よ
び
、
礼
一
の
長
子
で
三
代
管
長
で
あ
る
柴
田
孫
太
郎
（
一
八
七
一

―
一
九
三
九
（
管
長
在
任
期
間
一
九
二
〇
―
一
九
三
九
））
の
三
管
長
の

各
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
力
を
入
れ
て
い
た
あ
る
い
は
特
筆
す
べ
き
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る
。
河
野
省
三
は
『
神
道
大
綱
』（
臼
井
書
店
、
一
九
二
七
）
に
お
い
て
、

不
二
道
以
来
の
有
力
信
徒
の
地
盤
で
あ
る
静
岡
・
茨
城
・
栃
木
・
長
崎
を

「
勢
力
地
と
し
て
目
す
べ
き
地
方
」
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
戦
後
独
立

し
て
「
神
々
の
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
」
を
彩
る
こ
と
に
な
る
大
規
模
な
傘
下

教
会
に
よ
る
勢
力
拡
大
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
安
定
期
と

言
う
べ
き
時
期
を
迎
え
て
い
る
と
見
え
る
。

　

三
人
が
管
長
を
務
め
た
時
期
は
教
団
の
創
業
期
、
成
長
期
、
安
定
期
に

そ
れ
ぞ
れ
重
な
る
。
各
管
長
個
人
の
個
性
だ
け
で
な
く
、
側
近
幹
部
の
顔

ぶ
れ
や
、
同
時
期
の
宗
教
行
政
が
各
教
団
に
も
と
め
た
諸
政
策
と
の
関
係

も
更
に
検
討
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
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発
見
さ
れ
た
上
田
天
瑞
「
ビ
ル
マ
日
記
」
を
読
む

大
澤
　
広
嗣

　

二
〇
一
九
年
に
惜
し
く
も
逝
去
さ
れ
た
上
田
閑
照
先
生
に
は
、
生
前
に

一
度
だ
け
尊
父
上
田
天
瑞
の
思
い
出
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
だ

筆
者
の
心
の
中
に
、
温
か
く
、
そ
し
て
深
く
印
象
に
残
る
。

　

上
田
天
瑞
（
一
八
九
九
―
一
九
七
四
）
は
、
高
野
山
大
学
の
教
授
と
学

長
を
務
め
た
仏
教
学
者
で
、
高
野
山
真
言
宗
僧
侶
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
筆

者
は
、
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
タ
イ
及
び
ビ
ル
マ
に
留
学
し

た
上
田
の
活
動
を
論
じ
た
。
開
戦
当
初
の
宣
撫
工
作
へ
の
関
与
、
平
定
後

の
ラ
ン
グ
ー
ン
日
本
語
学
校
で
の
校
長
職
を
経
て
、
ビ
ル
マ
の
寺
院
に
出

家
し
て
上
座
部
仏
教
の
僧
侶
と
な
り
、
戒
律
を
厳
守
し
つ
つ
、
戒
律
と
教

団
を
研
究
す
る
生
活
を
送
っ
た
。
戦
後
は
、
ビ
ル
マ
戦
没
者
の
供
養
と
慰

霊
に
全
て
を
捧
げ
る
人
生
で
あ
っ
た
（
拙
著
『
戦
時
下
の
日
本
仏
教
と
南

方
地
域
』
法
藏
館
、
二
〇
一
五
年
）。

　

上
田
に
つ
い
て
、
二
〇
一
七
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ワ
ー
ル
ド
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

樋
爪
か
お
り
氏
か
ら
、
問
合
せ
を
受
け
た
。
番
組
制
作
の
助
言
を
求
め
ら

れ
、
情
報
提
供
を
行
っ
た
。
ま
ず
は
、
報
道
番
組
「N

ew
sroom

 T
okyo

」

（
同
年
七
月
二
七
日
）
の
中
で
、
戦
中
と
戦
後
の
ビ
ル
マ
を
め
ぐ
る
上
田

が
短
く
紹
介
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
九
年
に
な
り
上
田
が
住
職
を
務
め
た
高
野
山
成
福
院
か
ら
、
ビ

ル
マ
で
記
録
し
た
日
記
や
ノ
ー
ト
、
写
真
な
ど
の
一
次
資
料
が
発
見
さ
れ

た
。
上
田
の
孫
で
あ
る
樫
本
慈
弘
師
の
尽
力
に
よ
り
、
同
院
の
現
住
職
で

上
田
の
直
弟
子
で
あ
る
仲
下
瑞
法
師
の
理
解
か
ら
所
在
の
確
認
に
至
っ

た
。
こ
の
際
、
上
田
閑
照
の
指
導
を
受
け
た
秋
富
克
哉
氏
及
び
岩
田
文
昭

氏
か
ら
紹
介
を
頂
い
た
。
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
本
稿

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
共
に
確
認
し
た
、
上
田
の
資
料
に
関
す
る
中
間
報
告
で
あ

る
。

　

ビ
ル
マ
で
の
日
記
は
、
全
部
で
十
一
巻
（
八
、
十
一
巻
は
未
発
見
）
あ

る
と
推
定
さ
れ
る
。
日
記
の
第
一
巻
は
日
本
を
出
発
す
る
一
九
四
一
年
十

一
月
一
日
に
始
ま
り
、
存
在
が
確
認
で
き
な
い
第
十
一
巻
は
、
ビ
ル
マ
か

ら
高
野
山
に
帰
着
し
た
同
年
六
月
十
九
日
ま
で
を
記
録
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
日
記
は
、
ビ
ル
マ
で
の
修
学
記
録
だ
が
、
手
紙
で
伝
え
ら
れ
た
家

族
の
動
向
に
思
い
を
綴
る
。
例
え
ば
、
長
男
の
閑
照
に
つ
い
て
は
、
受
験

し
た
第
一
高
等
学
校
の
合
格
を
祈
願
す
べ
く
、
朝
早
く
か
ら
「
一
週
間

…
…
パ
ゴ
ダ
に
日
参
」（
一
九
四
三
年
三
月
四
日
）
し
た
結
果
、「
シ
ツ
テ

ル　

一
コ
ウ　

ニ　

パ
ス
シ
タ
」（
同
年
三
月
二
三
日
）
の
電
報
に
喜
ぶ
。

入
学
後
、
閑
照
が
学
問
を
志
し
た
こ
と
を
知
る
と
、「
学
者
に
は
不
向
で

あ
る
。
多
少
異
色
の
あ
る
行
政
家
に
で
も
す
る
の
が
最
も
よ
い
の
か
も
知

れ
ぬ
と
思
ふ
」（
同
年
六
月
九
日
）
と
将
来
を
案
じ
る
。
し
か
し
親
の
予

想
は
外
れ
、
子
は
学
者
と
し
て
大
成
す
る
。

　

戦
後
に
上
田
は
、
日
記
を
参
考
に
し
て
、
①
『
南
方
仏
教
修
学
記
│
│

戒
律
と
教
団
生
活
の
実
際
』（
一
九
五
〇
年
）、
②
『
ビ
ル
マ
戦
跡
巡
礼

記
』（
一
九
五
七
年
）、
③
『
戒
律
の
思
想
と
歴
史
』（
一
九
七
六
年
）
を

公
刊
し
た
。
①
は
、
日
記
を
も
と
に
ビ
ル
マ
の
滞
在
中
の
経
過
を
述
べ
て

い
る
が
、
戦
後
五
年
が
経
過
し
た
時
期
で
、
い
ま
だ
占
領
下
に
あ
っ
た
た

め
、
戦
争
に
関
す
る
記
述
は
慎
重
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
目
次
に
よ
れ
ば

第
五
グ
ル
ー
プ
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メ
ー
ジ
の
核
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
が
帝
国
日
本
に
よ
る
植
民
地
支

配
を
受
け
る
過
程
で
、
僧
侶
の
過
半
数
が
妻
帯
し
た
「
都
会
仏
教
」
に
変

貌
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
一
九
四
五
年
の
「
光
復
」
以
後
、
韓
国
政
府
に

よ
る
「
日
帝
残
滓
の
清
算
」
と
い
う
名
目
の
下
で
、「
親
日
仏
教
」
追
放

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展
開
す
る
と
、
そ
こ
で
は
戒
律
を
遵
守
し
た
朝
鮮
仏

教
の
一
部
の
「
清
僧
」
た
ち
が
「
抗
日
」
の
シ
ン
ボ
ル
に
位
置
づ
け
ら

れ
、
刷
新
が
図
ら
れ
た
と
い
う
。

　

か
か
る
見
取
り
図
の
前
提
と
な
っ
て
き
た
の
は
、「
持
戒
」
の
「
朝
鮮

仏
教
」
と
「
破
戒
」
の
「
日
本
仏
教
」
と
い
う
語
り
で
あ
る
。
対
し
て
本

報
告
で
は
、
帝
国
日
本
の
持
戒
僧
の
一
行
が
朝
鮮
半
島
へ
と
越
境
し
た
と

き
、
現
地
の
仏
教
に
如
何
な
る
眼
差
し
を
向
け
、
自
己
を
如
何
に
語
っ
た

の
か
と
い
う
課
題
を
設
定
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
近
代
日
本
を
代
表
す

る
真
言
宗
の
律
僧
・
釈
雲
照
（
一
八
二
七
―
一
九
〇
九
）
と
そ
の
子
弟
・

田
中
清
純
（
一
八
七
六
―
一
九
四
一
）
を
対
象
と
し
、
二
人
の
「
朝
鮮
仏

教
」
と
の
交
流
を
考
察
す
る
。
な
お
、
戒
律
復
興
を
目
指
し
た
雲
照
は
、

律
僧
養
成
の
た
め
に
目
白
僧
園
を
東
京
に
開
き
、
清
純
は
そ
の
門
弟
で
あ

っ
た
。
具
体
的
に
本
報
告
の
第
一
節
で
は
雲
照
の
渡
航
の
背
景
に
触
れ
、

第
二
節
で
は
清
純
の
『
戦
場
の
花
│
│
雲
照
律
師
満
韓
巡
錫
記
』（
一
九

〇
七
年
）
を
対
象
に
、
若
き
目
白
僧
が
朝
鮮
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た

の
か
を
確
認
す
る
。
最
終
節
で
は
、
雲
照
と
朝
鮮
僧
侶
の
交
流
か
ら
生
じ

た
自
他
認
識
の
転
回
を
考
察
し
た
。

　

本
報
告
の
考
察
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
雲
照
一
行
の
朝
鮮
体

験
が
、
総
じ
て
彼
ら
に
正
し
い
仏
教
と
は
、
正
し
い
戒
律
実
践
と
は
何
か

と
い
う
問
題
へ
の
再
考
を
促
す
契
機
と
も
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と

き
、
雲
照
に
随
行
し
た
若
き
僧
侶
・
田
中
清
純
に
と
っ
て
朝
鮮
仏
教
の
僧

第
五
章
は
「
僧
侶
隊
編
成
記
│
│
牟
田
口
司
令
官
と
ビ
ル
マ
仏
教
」
と
あ

る
が
、
本
文
で
は
全
文
削
除
さ
れ
た
。
今
回
、
未
掲
載
と
な
っ
た
第
五
章

の
原
稿
も
発
見
さ
れ
た
。
②
は
、
全
三
部
構
成
で
、
第
一
部
で
戦
後
に
行

わ
れ
た
厚
生
省
に
よ
る
ビ
ル
マ
遺
骨
収
集
事
業
の
参
加
記
録
、
第
二
部
で

戦
時
中
の
ビ
ル
マ
体
験
に
つ
い
て
①
の
記
述
か
ら
概
要
を
記
録
し
て
い

る
。
第
三
部
に
、
戦
争
と
平
和
に
関
す
る
所
感
を
収
め
た
論
考
が
あ
る
。

③
は
、
上
田
の
没
後
に
企
画
さ
れ
た
追
悼
出
版
で
、
①
が
再
録
さ
れ
た
。

　

こ
の
日
記
が
、
重
要
な
資
料
で
あ
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
上

田
が
四
つ
の
立
場
か
ら
書
い
た
稀
有
な
記
録
で
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち

大
乗
仏
教
僧
侶
、
大
学
教
授
、
陸
軍
軍
属
、
上
座
部
仏
教
僧
侶
で
あ
る
。

そ
し
て
日
本
と
ビ
ル
マ
で
離
れ
て
暮
し
た
、
上
田
家
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス

ト
リ
ー
で
も
あ
る
。

　

本
日
記
を
も
と
に
し
た
研
究
成
果
の
一
部
は
、
拙
稿
「
仏
教
学
者
の
上

田
天
瑞
と
陸
軍
中
将
の
牟
田
口
廉
也
│
│
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
開
始
前
後

に
お
け
る
会
見
」（
林
行
夫
編
『
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
交
流
│
│

そ
の
史
実
と
展
望
』
三
人
社
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

帝
国
日
本
の
持
戒
僧 

│
│ 

目
白
僧
侶
た
ち
の
朝
鮮
体
験
を
め
ぐ
っ
て 

│
│

亀
山
　
光
明

　

戦
後
の
「
韓
国
仏
教
」
の
自
己
認
識
に
は
、「
親
日
」
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
の
僧
侶
の
「
肉
食
妻
帯
」
を
め
ぐ
る
批
判
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
近
代
日
韓
史
研
究
者
の
諸
点
淑
に
よ
る
と
、「
韓

国
仏
教
」
は
植
民
地
期
以
前
に
「
山
中
仏
教
」
と
も
呼
ば
れ
、
僧
侶
が
世

俗
を
離
れ
山
奥
で
座
禅
を
し
な
が
ら
厳
格
な
持
戒
を
お
こ
な
う
こ
と
を
イ
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家
・
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
一
九
三
一
―
二
〇
一
三
）
の
著
書
『
オ
カ

ル
ト
』（
中
村
保
男
訳
、
一
九
七
三
年
、
原
著
・
一
九
七
一
年
）
の
翻
訳

出
版
を
通
し
、
日
本
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ

ン
は
魔
女
・
錬
金
術
・
テ
レ
パ
シ
ー
な
ど
様
々
な
超
自
然
的
な
現
象
を
、

人
間
が
持
っ
て
い
る
潜
在
能
力
（
彼
の
表
現
で
は
「
Ｘ
機
能
」）
の
証
拠

と
見
な
し
、「
Ｘ
機
能
」
の
開
発
を
通
じ
て
人
類
は
現
代
文
明
の
行
き
詰

ま
り
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
七
三
年
に
同
書
が

日
本
に
出
版
さ
れ
て
以
来
、「
オ
カ
ル
ト
」
と
い
う
言
葉
は
一
気
に
注
目

を
集
め
、
翌
年
に
は
瞬
く
間
に
流
行
語
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
当

時
の
雑
誌
記
事
で
は
「
オ
カ
ル
ト
」
の
具
体
的
な
中
身
を
把
握
し
よ
う
と

す
る
試
み
も
見
ら
れ
、
怪
獣
・
超
能
力
・
催
眠
術
・
四
次
元
・
Ｕ
Ｆ
Ｏ
・

占
い
・
密
教
・
ヨ
ー
ガ
な
ど
、
超
自
然
的
な
現
象
と
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る

出
版
物
が
「
オ
カ
ル
ト
」
関
連
書
籍
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
の
主
流
は

「
超
能
力
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
超
能
力
」
が

こ
の
時
期
に
特
に
話
題
に
な
っ
た
直
接
的
な
原
因
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の

超
能
力
者
・
ユ
リ
・
ゲ
ラ
ー
の
来
日
（
一
九
七
四
年
二
月
）
が
挙
げ
ら
れ
、

ま
た
、
彼
の
登
場
は
「
オ
カ
ル
ト
」
と
い
う
用
語
が
一
気
に
拡
大
す
る
端

緒
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
超
能
力
」
に
対
す
る
関
心
は
彼
の
来
日
以

前
に
も
す
で
に
日
本
社
会
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
本
報
告
で
は

当
時
の
「
超
能
力
」
言
説
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
密
教
に
注
目
し
た
。

　

す
で
に
密
教
は
『
オ
カ
ル
ト
』
の
書
評
な
ど
で
同
書
の
内
容
と
類
似
し

た
東
洋
思
想
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
密
教
が
「
オ
カ
ル

ト
」
と
並
置
さ
れ
る
背
景
に
は
当
時
の
日
本
で
展
開
し
て
い
た
「
密
教
ブ

ー
ム
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。「
密
教
ブ
ー
ム
」
と
は
、
密
教
に
か
か

侶
た
ち
の
戒
律
実
践
は
手
放
し
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
は
「
形
式
的
」
か
つ
人
間
精
神
の
未
発
達
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
受

け
止
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
ア
ジ
ア
他
国
の
仏
教
を
劣
位
の
も
の
と
見
な

す
発
想
が
潜
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
批
判

が
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
雲
照
ら
目
白
派
の
持
戒
僧
に
向
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
朝
鮮
仏
教
」
は
弊
害
を
乗
り
越
え
た
自

己
を
語
る
べ
く
、
対
象
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

他
方
、
清
純
の
師
・
雲
照
の
場
合
は
一
見
す
る
と
や
や
事
情
が
異
な

る
。「
新
仏
徒
」
が
勢
力
を
有
す
る
現
状
の
「
日
本
仏
教
」
に
不
満
を
抱

き
つ
つ
日
本
仏
教
界
で
孤
立
を
深
め
た
雲
照
に
と
っ
て
、
当
時
迫
害
を
受

け
た
朝
鮮
僧
侶
た
ち
と
の
出
会
い
は
一
縷
の
希
望
を
与
え
た
。
し
か
し
、

当
初
に
お
い
て
朝
鮮
僧
侶
と
協
力
し
て
仏
教
改
良
を
試
み
た
も
の
の
、
や

が
て
雲
照
は
二
五
〇
戒
や
受
戒
の
方
軌
、
七
衆
別
戒
へ
の
知
識
の
欠
如
を

見
出
し
、「
心
」
へ
の
偏
重
に
由
来
す
る
「
大
乗
の
弊
風
」
と
呼
ぶ
べ
き

問
題
を
発
見
す
る
│
│
一
方
で
、
雲
照
と
清
純
は
戒
律
実
践
に
お
け
る
内

面
と
外
面
の
バ
ラ
ン
ス
を
強
調
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
か
か
る
語

り
の
な
か
で
朝
鮮
僧
侶
た
ち
は
画
一
的
な
存
在
と
見
な
さ
れ
、
彼
ら
の
実

践
は
堕
落
論
の
一
形
態
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
考
察
し
た
。

戦
後
日
本
に
お
け
る
密
教
ブ
ー
ム
と
「
超
能
力
」

韓
　
　
相
允

　

本
報
告
は
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
オ
カ
ル
ト
」
概
念
が
、
戦
後
日

本
に
定
着
す
る
過
程
に
お
い
て
、
列
島
土
着
の
信
念
体
系
で
あ
る
密
教
の

果
た
し
た
役
割
を
「
超
能
力
」
言
説
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。「
オ
カ
ル
ト
」（T

he O
ccult

）
と
い
う
言
葉
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
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日
露
戦
争
に
お
け
る
軍
人
精
神
と
禅 

│
│ 

加
藤
咄
堂
の
人
格
論
を
中
心
と
し
て 

│
│

山
口
　
陽
子

　

今
日
で
も
「
日
本
人
」
な
る
も
の
の
精
神
性
を
表
象
す
る
言
葉
と
し
て

用
い
ら
れ
る
「
武
士
道
」
は
、「
近
世
」
か
ら
「
近
代
」
ま
で
様
々
な
変

遷
を
経
て
き
た
。
武
士
道
の
歴
史
的
成
立
を
研
究
し
た
笠
谷
和
比
古
は
、

「
武
士
道
」
の
用
語
が
見
ら
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
『
甲
陽
軍
艦
』（
一

六
五
六
年
）
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
が
大
衆
を
含
む

形
で
転
換
を
迎
え
た
の
は
、
や
は
り
近
代
で
あ
る
。
武
士
道
ブ
ー
ム
は
一

九
〇
五
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
武
士
道
の

研
究
に
お
い
て
耳
目
を
集
め
た
の
は
、
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』（
一

九
〇
〇
年
、
日
本
語
訳
一
九
〇
八
年
）
が
創
ら
れ
た
伝
統
か
、
前
近
代
と

の
連
続
性
を
も
つ
か
、
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
武
士
道
が
「
禅
」
の
枠
組

で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
の
時
期
に
、
同
じ
言
説
枠
で
「
人
格
」
が
語

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
報
告
で
は
、
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
武
士
道
の

表
象
を
仏
教
者
の
言
説
か
ら
読
み
解
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
法
蔵
館
編

『
軍
国
布
教
資
料
』（
一
九
〇
四
年
）
か
ら
武
士
道
と
禅
と
の
関
り
を
検
討

し
、
同
資
料
に
論
説
を
載
せ
た
在
家
仏
教
者
の
加
藤
咄
堂
（
一
八
七
〇
―

一
九
四
九
）
の
『
死
生
観
』（
一
九
〇
四
年
）
か
ら
彼
が
武
士
道
を
如
何

に
捉
え
、「
人
格
」
を
語
る
の
か
も
検
討
す
る
。

　

日
露
戦
争
に
仏
教
者
は
積
極
的
な
協
力
姿
勢
を
見
せ
て
い
く
が
、
布
教

資
料
は
戦
争
が
仏
教
と
背
反
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
銃
後
の
国
民
に
心
構

え
を
説
く
。
論
説
に
掲
載
さ
れ
る
仏
教
者
の
戦
争
観
は
様
々
で
あ
る
が
、

戦
争
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
た
点
で
一
致
し
て
い
る
。
軍
人
勅
諭
の
五
条

を
五
指
に
喩
え
、
忠
義
や
「
大
和
魂
」
を
主
張
す
る
南
条
文
雄
（
一
八
四

わ
る
様
々
な
人
物
や
団
体
が
展
開
し
た
複
雑
な
活
動
を
包
括
す
る
言
葉
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
「
密
教
ブ
ー
ム
」
の
創
出
・
普
及
に
当
た
っ
て

特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
さ
れ
る
の
が
桐
山
靖
雄
の
密
教
論

で
あ
る
。
後
に
阿
含
宗
の
創
設
者
と
な
る
真
言
宗
の
僧
侶
・
桐
山
靖
雄

は
、
密
教
の
現
代
日
本
に
お
け
る
復
活
を
標
榜
し
、
独
自
の
密
教
論
を
展

開
し
た
が
、
そ
の
際
に
彼
は
密
教
の
優
れ
た
特
徴
と
し
て
「
超
能
力
（
念

力
）」
を
強
調
し
て
い
た
。
桐
山
に
よ
る
と
密
教
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受

け
れ
ば
自
ら
の
潜
在
能
力
が
開
発
さ
れ
、
誰
も
が
超
能
力
者
に
な
れ
る
と

言
う
。
ま
た
、
彼
は
密
教
こ
そ
が
未
来
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
「
シ
ス
テ

ム
」
か
つ
「
科
学
」
で
あ
る
と
宣
言
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
現
代
の
競
争
社

会
を
勝
ち
抜
く
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。

　

さ
ら
に
自
己
の
潜
在
能
力
の
開
発
に
よ
っ
て
特
別
な
力
を
獲
得
し
、
物

質
世
界
の
限
界
を
超
え
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
超
心
理
学
の
見
地
か
ら

誰
で
も
霊
感
の
開
発
に
よ
っ
て
超
能
力
者
に
な
れ
る
と
説
い
た
『
霊
感
術

入
門
』（
橋
本
健
著
、
池
田
書
店
、
一
九
六
八
年
）
の
例
か
ら
も
窺
え
る

よ
う
に
、
桐
山
の
密
教
論
を
含
む
当
時
の
様
々
な
書
籍
で
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
「
Ｘ
機
能
」
の
開
発
を
主
張
す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
『
オ
カ
ル

ト
』
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
桐
山

の
密
教
論
は
『
オ
カ
ル
ト
』
の
翻
訳
出
版
に
際
し
て
西
洋
の
思
想
的
な
潮

流
に
乗
っ
た
東
洋
（
日
本
）
の
秘
教
思
想
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
以

上
の
よ
う
に
、「
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
」
以
前
の
段
階
で
日
本
社
会
に
お
い

て
は
「
超
能
力
」
言
説
と
結
び
つ
い
て
い
た
「
密
教
ブ
ー
ム
」
が
展
開
し

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
日
本
に
お
け
る
「
オ
カ
ル
ト
」
概
念
の
受
容
は
海
外

か
ら
の
一
方
的
な
受
容
で
は
な
く
、
既
存
の
文
脈
と
接
続
さ
れ
つ
つ
生
成

し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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り
」
と
死
の
意
味
を
捉
え
、「
吾
人
の
一
言
一
行
」
の
意
義
を
見
出
す
。

　

日
露
戦
争
期
の
仏
教
者
の
言
説
に
お
け
る
「
武
士
道
」
は
江
戸
時
代
の

鈴
木
正
三
の
禅
思
想
を
含
有
し
、
武
士
道
概
念
と
し
て
の
勇
武
・
敢
闘
の

精
神
や
徳
義
的
内
容
を
含
ん
で
展
開
し
、
さ
ら
に
明
治
期
の
「
人
格
」
と

い
う
概
念
を
含
ん
で
複
合
的
に
表
象
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
咄
堂
は

伝
統
的
な
禅
思
想
を
「
人
格
」
概
念
に
依
拠
し
、
近
代
に
位
置
付
け
よ
う

と
し
た
。
咄
堂
の
人
格
論
は
、
彼
が
人
格
を
明
確
に
論
じ
修
養
へ
展
開
し

て
い
く
前
史
と
考
え
ら
れ
、
和
崎
光
太
郎
が
い
う
品
性
、
修
養
、
人
格
と

い
う
近
代
特
有
の
概
念
の
流
通
や
「
内
な
る
近
代
化
」
を
背
景
に
し
て
い

る
。
そ
の
思
想
は
一
九
〇
七
年
の
『
人
格
の
養
成
』
に
結
実
す
る
こ
と
と

な
る
。

梵
文
法
華
経
に
お
け
るprajñā

西
　
　
康
友

　

初
期
大
乗
仏
典
を
代
表
す
る
法
華
経
は
、
梵
文
法
華
経
（SP

）
の
漢

訳
の
一
つ
と
さ
れ
る
鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』（
妙
法
華
）
の
出
現

に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
多
く
の
地
域
に
伝
承
・
受
容
さ
れ
展
開
し
た
。

特
に
日
本
仏
教
公
伝
以
来
、
法
華
経
は
多
く
の
伝
統
仏
教
・
新
宗
教
教
団

の
所
依
経
典
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
法
華
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
が
、

現
存SP

写
本
の
語
彙
・
語
形
・
語
法
・
書
写
法
・
韻
律
等
に
お
け
る
総

合
的
研
究
が
不
十
分
な
た
め
、
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
未
解
決
問

題
の
一
つ
に
、SP

写
本
と
妙
法
華
対
照
箇
所
の
齟
齬
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

本
発
表
で
は
多
く
の
齟
齬
の
う
ち
、prajñā

「
智
慧
」
に
着
目
す
る
。

prajñā
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
バ
ウ
ッ
ダ
コ
ー
シ
ャ
研
究
会

「prajñā / paññā
の
訳
語
を
め
ぐ
っ
て
」
や
仏
典
を
鳥
瞰
し
た
論
考
な

九
―
一
九
二
七
）
の
ペ
ー
ジ
の
最
後
に
、
江
戸
時
代
の
禅
僧
・
鈴
木
正
三

（
一
五
七
九
―
一
六
五
五
）
名
で
「
軍
人
に
示
す
十
条
」
が
掲
載
さ
れ
る
。

一
八
九
〇
年
代
に
正
三
の
テ
キ
ス
ト
が
再
発
見
さ
れ
、
彼
の
『
万
民
徳

用
』（
初
版
一
六
四
九
年
）
の
武
士
用
十
七
条
か
ら
仏
法
色
の
強
い
条
を

省
き
軍
人
用
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
自
が
武
家
の
正
三
の
勇
猛
な

禅
法
に
流
れ
る
武
士
道
が
軍
人
の
精
神
と
し
て
推
奨
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
十
条
が
、
同
時
期
の
雑
誌
『
禅
宗
』
に
は
法
語
と
し
て
紹
介
さ
れ
、

布
教
資
料
に
臨
済
宗
僧
侶
の
釈
宗
演
の
布
教
使
と
し
て
の
従
軍
記
事
が
載

り
、
曹
洞
宗
で
は
従
軍
布
教
使
が
「
大
死
一
番
大
活
現
成
」
な
る
禅
語
を

戦
地
で
説
い
た
。

　

こ
の
枠
組
み
で
、
開
戦
二
か
月
後
に
咄
堂
は
『
死
生
観
』
を
刊
行
す
る

が
、
島
薗
進
が
指
摘
す
る
如
く
修
養
言
説
の
興
隆
が
背
景
に
あ
る
。
彼
曰

く
、
古
代
に
比
べ
、
徳
川
時
代
の
死
生
観
は
理
論
的
か
つ
哲
学
的
で
あ

る
。
禅
と
武
士
道
を
説
く
者
と
し
て
正
三
と
臨
済
宗
・
沢
庵
の
言
葉
か
ら

「
修
業
」
と
「
心
」
の
関
係
を
い
い
、
江
戸
時
代
儒
者
の
伊
藤
仁
斎
（
一

六
二
七
―
一
七
〇
五
）
の
言
葉
に
、
武
士
道
の
精
神
が
子
孫
に
伝
わ
る
こ

と
を
捉
え
る
。
さ
ら
に
後
年
、
感
憤
を
与
え
た
江
戸
時
代
の
儒
者
・
山
鹿

素
行
（
一
六
二
二
―
一
六
八
五
）、
大
塩
平
八
郎
（
一
七
九
三
―
一
八
三

七
）
と
吉
田
松
陰
（
一
八
三
〇
―
一
八
五
九
）
の
死
生
観
か
ら
、
学
問
情

熱
と
死
を
厭
わ
な
い
「
至
誠
」
に
「
人
格
」
の
「
感
化
」、
そ
し
て
人
格

の
社
会
的
生
命
を
認
識
す
る
。
咄
堂
は
、「
精
神
と
肉
体
と
は
人
格
の
両

方
面
な
り
、
精
神
は
肉
体
に
影
響
し
身
体
は
精
神
に
影
響
す
、
此
二
者
終

に
截
然
と
し
て
区
別
す
べ
か
ら
ず
」
と
、
肉
体
が
滅
ん
で
も
「
人
格
」
は

社
会
に
「
感
化
」
と
し
て
残
る
と
考
究
す
る
。
彼
は
武
士
道
と
科
学
を
つ

な
い
で
人
格
論
を
語
り
、
畢
竟
、「
人
生
死
あ
る
は
社
会
進
歩
の
根
底
な
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る
用
例
は
、
同
格
の
語
がprajñā

と
同
価
値
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
代
表
的
な
用
語
は
以
下
で
あ
る
：
①ks. īn. ā- 

srava

「
漏
が
尽
き
」、vaśībhūta

「
自
制
者
」
な
ど
、
②r. ddhim

at

「
神
通
を
備
え
た
」、sm

r. tim
at

「
記
憶
に
留
め
る
こ
と
」、
③pun. ya

「
福
徳
」、r. ddhi

「
神
通
」、śruta

「（
ブ
ッ
ダ
の
さ
と
り
を
）
学
習
し

た
」
な
ど
。
⑵
五
波
羅
蜜
（
布
施
・
持
戒
・
忍
耐
・
精
進
・
禅
定
）
を 

行
じ
る
こ
と
で
得
ら
れ
るprajñā

に
よ
っ
て
思
惟
し
、
こ
れ
を
繰
り
返

し
た
結
果
、
ブ
ッ
ダ
の
さ
と
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
⑶SP

が
伝
承
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
現
存
す
るSP

写
本
の
書
写
年
代
順
に

tathāgataprajñā

↓tathāgatajñāna

と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
如
来
・
ブ
ッ
タ
が
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

jñāna

と
、
あ
ら
ゆ
る
修
行
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
こ
と
を
意
味
す
る

prajñā

と
、
二
つ
の
用
語
の
場
合
・
状
況
に
応
じ
て
表
現
が
使
い
分
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑷prajñā

がr. ddhi

と
同
価
値
の
意
味

を
も
つ
と
解
釈
で
き
る
。
以
上
か
ら
、prajñā

の
語
義
は
、
如
来
・
ブ

ッ
ダ
の
さ
と
り
を
得
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
修
行
（
五
波
羅
蜜
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
福
徳
の
集
積
で
思
惟
し
た
行
為
や
、
こ
の
行
為
の
集
積
と
し
て

身
に
つ
い
た
神
通
）
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、SP

に

お
け
るprajñā

は
、prajñā

の
す
べ
て
の
用
例
か
ら
、
五
波
羅
蜜
や
福

徳
の
集
積
で
身
に
付
い
た
多
く
の
経
験
知
（「
洞
察
」）
を
意
味
す
る
。

SP

で
は
こ
の
経
験
知
（prajñā

）
の
集
積
・
総
和
こ
そ
が
、「
如
来
・

ブ
ッ
ダ
の
知
」（jñāna

）
に
他
な
ら
な
い
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
本
発
表
の
論
文
は
『
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
九
号
﹇
二
〇
二

〇
年
十
一
月
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
）

ど
の
妙
法
華
に
お
け
る
「
智
慧
」
研
究
は
数
多
く
あ
る
が
、
管
見
で
は
妙

法
華
の
「
智
慧
」
を
含
め
たSP

に
お
け
るprajñā

用
例
研
究
が
ほ
と

ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
発
表

で
は
現
存SP

写
本
す
べ
て
に
お
け
るprajñā

と
妙
法
華
の
漢
訳
対
照

箇
所
に
つ
い
て
吟
味
し
、SP

に
お
け
るprajñā

の
語
義
を
提
示
す
る
。

　

SP

写
本
は
六
十
七
種
類
が
現
存
し
、
中
央
ア
ジ
ア
（Central A

sia: 
CA

）
伝
本
と
ギ
ル
ギ
ッ
ト
・
ネ
パ
ー
ル
（Gilgit-N

epal: G-N

）
伝
本

の
二
伝
本
に
大
別
で
き
る
。
本
発
表
で
は
す
べ
て
のSP

写
本
を
参
照

し
、CA

伝
本
に
カ
シ
ュ
ガ
ル
本
（O

）
と
そ
の
ロ
ー
マ
字
本
（T

h

）

を
、G-N

本
にSP

研
究
の
標
準
テ
キ
ス
ト
（『
ケ
ル
ン
・
南
條
校
訂
本
』

K
N

）
を
、
各
々
の
伝
本
と
し
て
代
表
さ
せ
、
写
本
間
の
異
な
る
語
彙

（
異
読
）
が
あ
る
場
合
、O

, K
N

の
当
該
箇
所
に
付
記
し
て
明
示
し
た
。

ま
た
妙
法
華
の
底
本
は
未
だ
不
明
だ
が
、
訳
出
年
が
四
〇
六
年
で
、
現
代

に
最
も
多
く
流
布
し
て
い
る
漢
訳
法
華
経
で
あ
り
、
さ
ら
に
現
存
す
る
最

古
のSP

写
本
（CA

伝
本
旅
順
本
）
の
書
写
年
代
が
五
世
紀
半
ば
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
発
表
で
は
漢
訳
対
照
資
料
と
し
て
妙
法
華
を
用
い
る
こ

と
と
し
た
。

　

SP

に
お
け
るprajñā

、
お
よ
び
妙
法
華
の
当
該
対
照
全
箇
所
は
五
十

二
箇
所
に
出
現
す
る
。SP

に
お
け
るprajñā

と
妙
法
華
に
お
い
て
、

出
現
す
るprajñā

の
全
用
例
は
以
下
の
四
つ
に
分
類
で
き
る
：
⑴
徳
相

と
し
て
、
⑵
ブ
ッ
ダ
の
さ
と
り
を
得
る
た
め
の
思
惟
（
六
波
羅
蜜
の
一

つ
）
と
し
て
、
⑶
如
来
・
ブ
ッ
ダ
の
知
と
し
て
、
⑷
神
通
と
し
て
。
こ
の

分
類
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
以
下
と
な
る
：
⑴
①prajñā

と
の
複
合
語

（bahuvrīhi

）
の
場
合
、
②prajñāvat

で
与
え
ら
れ
る
場
合
、
③pra-
jñā

と
の
並
列
で
同
格
の
場
合
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
の
場
合
に
共
通
す
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く
」
な
ど
と
度
々
日
教
の
言
葉
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
批
判
を
行
っ
て
い

る
。
日
教
の
著
作
が
写
本
と
し
て
伝
わ
る
中
で
、
日
辰
が
引
用
し
た
説
示

と
の
擦
り
合
わ
せ
に
よ
り
、
日
教
の
著
作
の
傍
証
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
基
本
史
料
と
し
て
日
教
伝
を
検
討
す
る
。
ま
ず
日
教
の
別
称

に
つ
い
て
、
日
教
に
は
、
本
是
院
日
叶
・
顕
応
坊
・
左
京
阿
闍
梨
日
教
の

名
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
日
辰
『
与
本
因
坊
状
』
に
は
大
石
寺
の
後
、
重
須

に
帰
入
し
た
際
に
顕
応
坊
日
教
と
名
乗
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
日
教

の
初
出
は
文
明
一
六
年
成
立
の
『
穆
作
抄
』
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
名

を
改
め
た
こ
と
に
な
る
が
、
日
向
下
向
の
年
に
堺
調
御
寺
に
て
日
乗
に
相

伝
書
を
授
与
し
て
お
り
、
そ
の
記
名
は
日
叶
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
等

か
ら
改
名
の
時
期
等
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
相
伝
に
関
し
て
は
、

日
尊
門
流
内
で
の
相
伝
で
あ
る
こ
と
か
ら
日
叶
の
名
を
用
い
た
こ
と
も
想

定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
改
名
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
べ

き
は
日
教
が
遊
学
し
た
諸
山
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
教
活
躍
の
場
は
、
出

雲
国
・
京
都
・
富
士
・
重
須
・
日
向
国
・
上
野
国
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、

大
石
寺
日
有
に
帰
伏
し
た
時
期
は
明
ら
か
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
重
須
で
の

書
写
活
動
も
鮮
明
で
は
な
い
。
日
向
で
は
、
日
郷
門
徒
と
の
接
点
が
あ
る

が
、
日
郷
門
徒
に
は
日
隆
の
弟
子
と
な
っ
た
日
穏
の
存
在
、
日
安
が
『
玄

義
教
相
見
聞
』、
日
要
が
『
法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
』
を
書
写
し
て
い
る

こ
と
も
踏
ま
え
、
日
隆
教
学
の
研
鑽
を
行
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の

点
、
大
黒
喜
道
氏
が
日
教
の
教
学
の
検
討
に
日
隆
の
存
在
を
念
頭
に
置
く

必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
（『
興
風
』
一
四
号
）
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

三　

お
わ
り
に

　

以
上
、
日
教
伝
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
た
。
日
教
の
生
涯
に
つ
い
て

左
京
阿
闍
梨
日
教
伝
の
再
検
討

堀
江
　
瑛
正

一　

は
じ
め
に

　

左
京
阿
闍
梨
日
教
（
一
四
二
八
―
八
九
―
）
は
日
興
門
流
内
の
一
流
派

で
あ
る
日
尊
門
流
に
属
し
、
日
蓮
宗
教
学
史
上
に
お
い
て
日
興
門
流
教
学

の
独
自
性
を
立
証
し
よ
う
と
試
み
た
学
匠
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
執
行
海
秀
『
興
門
教
学
の
研
究
』
一
五
六
頁
取
意
）。
そ
の
教
学
は
出
身

で
あ
る
日
尊
門
流
内
で
流
行
し
て
い
た
造
仏
読
誦
の
義
を
批
判
し
、
不
造

像
不
読
誦
の
義
を
選
び
取
り
、
日
蓮
本
仏
論
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、

後
に
貫
主
本
仏
論
を
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
日
教
は
そ
の
教
学
を
形

成
す
る
過
程
に
あ
っ
て
、
当
時
同
じ
日
興
門
流
内
に
て
割
拠
し
て
い
た
諸

山
を
遊
学
し
た
事
歴
を
持
ち
、
そ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
相
伝
書
を
引
用

す
る
点
な
ど
か
ら
着
目
す
べ
き
先
師
の
一
人
で
あ
り
、
日
興
門
流
独
自
の

教
学
形
成
に
は
、
日
教
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と
考
え
る
。
そ
こ

で
、
日
教
の
事
蹟
を
今
一
度
検
討
し
日
興
門
流
教
学
の
変
遷
を
明
か
と
す

る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。

二　

日
教
伝
の
検
討

　

日
教
伝
を
検
討
す
る
た
め
の
基
本
史
料
に
は
ま
ず
著
作
が
挙
げ
ら
れ

る
。
日
教
に
は
『
諫
状
』、『
百
五
十
箇
条
』、『
穆
作
抄
』、『
四
信
五
品
抄

見
聞
』、『
五
段
荒
量
』、『
類
聚
翰
集
私
』、『
六
人
立
義
破
立
抄
私
記
』
な

ど
の
著
作
が
伝
わ
り
、
著
作
以
外
で
は
相
伝
書
の
合
本
の
奥
書
が
存
在

し
、
ほ
ぼ
全
て
が
写
本
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
他
と
し
て
、
日
有

聞
書
、
定
善
寺
日
守
『
改
悔
起
請
文
』、
広
蔵
院
日
辰
『
与
本
因
坊
状
』・

『
造
仏
論
議
』・『
読
誦
論
義
』・『
辰
春
問
答
』
等
が
あ
る
。
特
に
『
造
仏

論
議
』・『
読
誦
論
義
』
の
二
書
で
は
「
顕
応
が
義
」、「
顕
応
の
書
に
云
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年
・
一
二
五
八
）「
此
等
の
四
十
二
年
之
説
教
は
皆
法
華
経
之
汲
引
之
方

便
也
」（『
昭
和
定
本
』
六
五
頁
、
以
下
書
名
略
）、
ま
た
同
書
で
法
華
経

方
便
品
「
雖
示
種
種
道
其
実
為
仏
乗
文
」
引
用
の
後
「
法
華
経
の
為
に
一

切
の
経
を
説
く
」（
六
六
頁
）
と
、『
守
護
国
家
論
』（
正
元
元
年
・
一
二
五

九
）「
問
う
て
云
く
、
法
華
経
と
涅
槃
経
と
何
れ
か
勝
れ
た
る
や
。
答
え

て
云
く
、
法
華
経
勝
る
る
な
り
」（
九
四
頁
）
と
あ
る
。
爾
前
諸
経
は
法

華
経
へ
と
引
き
入
れ
る
た
め
の
方
便
教
で
、
法
華
経
の
た
め
に
一
切
経
が

説
か
れ
、
ま
た
法
華
経
が
最
も
勝
れ
て
い
る
と
明
か
さ
れ
、
こ
こ
に
見
ら

れ
る
思
想
信
条
は
本
書
執
筆
時
に
も
貫
か
れ
て
い
た
と
拝
察
さ
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、
多
用
さ
れ
る
経
典
が
本
書
の
展
開
に
与
え
た
影
響
を
考
え
て

み
る
に
、
第
一
段
で
は
「
経
文
を
披
き
た
る
に
」（
二
〇
九
頁
）
と
あ
る

が
、
こ
の
段
階
で
は
経
証
を
示
し
て
は
お
ら
ず
、
主
人
自
身
の
理
解
を
仄

め
か
す
表
現
に
止
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
主
人
は
既
に
経
証
に
基
づ
く
真

実
に
つ
い
て
確
証
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
経
証
を
提
示
し
証
拠
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
読
み
手
で
あ
る
旅
客
に
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
表
現

を
用
い
て
い
る
。
第
二
段
「
夫
れ
四
経
の
文
朗
ら
か
な
り
」（
二
一
三
頁
）、

第
三
段
「
文
に
就
き
て
世
を
見
る
に
」（
二
一
四
頁
）、
第
七
段
「
夫
れ
経

文
顕
然
な
り
。
私
の
詞
何
ぞ
加
へ
ん
」（
二
二
三
頁
）、
第
九
段
「
広
く
衆

経
を
披
き
た
る
に
、
専
ら
謗
法
を
重
し
と
す
」（
二
二
六
頁
）
と
の
表
記

が
見
ら
れ
、
ま
た
典
籍
の
引
用
に
も
、
第
四
段
「
之
に
就
き
て
之
を
見
る

に
」（
二
一
六
頁
）、
第
五
段
「
此
を
以
て
之
を
惟
ふ
に
」（
二
一
九
頁
）

と
あ
る
。
主
人
は
、
自
ら
の
考
え
を
明
か
す
う
え
で
の
確
固
た
る
証
拠
と

し
て
、
経
典
や
典
籍
を
多
用
し
て
い
た
と
い
え
、
ま
た
経
典
説
示
の
内
容

こ
そ
が
第
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
考
察
を
整
理
す
る
に
、
主
人
（
日
蓮
）
は
経
典
を
媒
介
と
し
て

は
異
説
が
存
在
す
る
箇
所
が
多
く
、
問
題
点
を
有
し
て
い
る
現
状
に
あ

り
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
日
教
の
教
学
を
検
討
す
る
上
で
、
日

教
説
を
引
用
す
る
日
辰
の
著
作
に
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
思
想
と

大
石
寺
日
有
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
加
え
て
、
日
有
・
日
教
の

教
学
の
検
討
に
は
八
品
派
の
日
隆
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
日
興
門
流
教
学
の
変
遷
を
考
え
る
に
は
、
相
伝
書
の
成
立
と
内

容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
、
中
古
天
台
本
覚
思
想
の
影

響
、
貫
首
本
仏
論
へ
の
展
開
、
八
品
教
学
と
の
接
点
な
ど
課
題
と
し
、
正

し
い
日
興
門
流
の
教
学
を
求
め
続
け
た
日
教
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

日
蓮
著
『
立
正
安
国
論
』
に
み
る
経
典
引
用
を
め
ぐ
っ
て

矢
吹
　
康
英

　

日
蓮
が
執
筆
し
た
『
立
正
安
国
論
』（
文
応
元
年
・
一
二
六
〇
）
は
、
旅

客
と
主
人
の
十
九
に
及
ぶ
発
言
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
九
問
九
答
一
領

解
）。
そ
の
文
字
量
に
着
目
す
る
に
、
登
場
人
物
の
発
言
よ
り
も
引
用
が

多
い
。
特
に
主
人
発
言
中
に
は
、
七
種
の
経
典
や
『
選
択
集
』『
摩
訶
止

観
』
等
の
典
籍
が
引
か
れ
て
い
る
。
本
書
に
引
用
の
経
典
は
、
旅
客
中
に

一
ヶ
所
、
主
人
中
に
三
十
ヶ
所
が
確
認
で
き
、
そ
の
う
ち
涅
槃
経
が
最
多

の
十
二
ヶ
所
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
第
九
段
「
実
乗
の
一
善
に
帰

せ
よ
」
を
基
と
し
、
日
蓮
は
本
書
を
通
じ
て
法
華
経
信
仰
を
要
請
し
た
と

解
す
こ
と
が
多
い
。「
実
乗
の
一
善
」
を
法
華
経
と
仮
定
す
れ
ば
、
本
書

中
の
正
法
は
法
華
経
と
な
る
。
し
か
し
、
何
故
に
諸
経
の
引
用
が
さ
れ
た

の
か
。
そ
し
て
、
諸
経
の
多
用
が
主
人
の
発
言
に
対
し
如
何
な
る
影
響
を

与
え
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
が
、
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
よ
う
。

　

本
書
以
前
の
日
蓮
遺
文
に
た
ず
ね
る
と
、『
一
代
聖
教
大
意
』（
正
嘉
二
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仏
教
系
新
宗
教
に
お
け
る
法
華
経
の
受
容
と
解
釈

大
西
　
克
明

　

本
報
告
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
に
生
ま
れ
た
「
仏
教
系
新
宗
教
」
に

お
け
る
教
え
の
体
系
に
含
ま
れ
る
法
華
経
の
位
置
並
び
そ
の
解
釈
の
特
性

に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
仏
の
区
別
は
信
者
の
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
必
ず
し
も
厳
密
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
の
認
識
か
ら
、「
仏
教
系
」
を
広
義
に
取
り
、
法
華
経
に
言
及
す

る
「
生
長
の
家
」
も
取
り
上
げ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
西
田
無
学
（
利
蔵
）、
小
谷
喜
美
、
久
保
継
成
、
長
沼

妙
佼
、
庭
野
日
敬
、
戸
田
城
聖
、
谷
口
雅
春
の
法
華
経
へ
の
言
説
を
比
較

検
討
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
た
。

　

ま
ず
、
全
般
的
に
、
現
世
（
日
常
生
活
）
に
お
け
る
苦
悩
克
服
の
た
め

の
実
践
と
法
華
経
の
教
説
が
接
合
さ
れ
て
お
り
、
娑
婆
即
寂
光
と
い
う
国

土
観
が
現
世
主
義
と
し
て
強
く
現
れ
る
側
面
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は

法
華
経
に
お
け
る
現
世
指
向
性
を
、
新
宗
教
が
親
和
的
に
摂
取
し
て
い
る

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
仏
の
超
越
性
（「
大
我
」）
や
永
遠

性
と
い
っ
た
観
念
が
、
自
ら
を
超
え
た
境
位
と
し
て
定
置
さ
れ
、
そ
こ
に

参
与
す
る
こ
と
で
、
我
執
（「
小
我
」）
が
克
服
さ
れ
、
本
来
的
な
「
生

命
」
の
状
態
に
回
復
す
る
と
の
思
惟
が
観
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
先
祖
供
養
と
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
法
華
経
を
独
創
的
に
解

釈
し
た
西
田
の
先
祖
供
養
行
法
は
、
後
の
霊
友
会
系
諸
教
団
に
多
大
な
影

響
を
与
え
た
が
、
そ
こ
で
は
菩
薩
行
や
懺
悔
の
在
り
方
が
法
華
経
か
ら
導

き
出
さ
れ
て
お
り
、
法
華
経
の
定
着
過
程
の
一
つ
の
在
り
方
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
久
保
継
成
に
お
け
る
先
祖
供
養
と
菩
薩
行
の
説
明
は
、
そ
れ
を

洗
練
化
さ
せ
た
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
法
華
経
に

釈
尊
に
直
参
し
た
仏
弟
子
と
い
う
立
場
か
ら
、
釈
尊
の
教
説
（
経
典
＝
金

言
）
を
多
用
し
、
自
身
の
言
葉
よ
り
も
釈
尊
の
金
言
を
重
視
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
日
蓮
の
仏
教
観
や
経
典
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
本
書
に
お
け
る
諸
経
の
引
用
は
、
日
蓮
が
一
切
衆
生
を
法
華
経

信
仰
に
導
く
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
経
典
に
基
づ
い
て
そ
の
優
劣
を
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
書
以
前
の
日
蓮
遺
文
に
た
ず
ね
た
結
果
、
爾
前
諸

経
の
引
用
は
法
華
経
へ
と
導
き
入
れ
る
た
め
の
方
法
で
あ
り
、
法
華
経
が

最
勝
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
経
典
の
多
用
が
、
本
書
中

の
主
人
発
言
に
も
影
響
を
与
え
、「
経
文
に
明
ら
か
」
と
の
意
味
内
容
や
、

経
文
に
明
ら
か
な
の
で
「
自
ら
の
言
葉
を
加
え
な
い
」
な
ど
の
発
言
も
あ

り
、
経
典
を
第
一
と
し
て
為
政
者
を
諫
め
る
仏
弟
子
と
し
て
の
立
場
が
表

明
さ
れ
て
い
る
。
本
書
冒
頭
に
て
は
経
証
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
「
聊

か
」
と
謙
遜
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
が
、
論
が
展
開
し
種
々
の
経

文
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
最
終
第
九
段
で
は
「
広
く
衆
経
を
」
と
あ
っ

て
、
こ
こ
ま
で
に
多
く
の
経
証
を
提
示
し
て
き
た
こ
と
で
、
主
人
自
身
の

発
言
も
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

日
蓮
が
為
政
者
を
諫
め
る
た
め
に
多
用
し
た
経
典
が
、
本
書
の
展
開
に
も

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　

小
稿
で
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
主
人
が
旅
客
に
対
し
て
最
終
的
に

勧
奨
さ
れ
た
「
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
」
の
意
味
を
再
考
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
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過
程
（
教
導
の
過
程
）
に
お
け
る
懺
悔
の
在
り
方
と
使
徒
性
の
重
視
の
差

異
は
、
共
通
し
た
経
典
の
異
な
る
読
み
方
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

大
谷
光
瑞
と
中
国 

│
│ 

水
野
梅
暁
宛
書
簡
を
中
心
に 

│
│

楽
　
　
　
星

　

大
谷
光
瑞
（
一
八
七
六
―
一
九
四
八
）
は
本
願
寺
派
の
第
二
十
一
世
法

主
で
あ
る
大
谷
光
尊
（
一
八
五
〇
―
一
九
〇
三
）
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ

た
。
一
九
〇
三
年
に
、
大
谷
光
尊
が
亡
く
な
っ
た
後
、
彼
は
第
二
十
二
世

の
法
主
と
な
り
、
本
願
寺
派
の
近
代
化
や
海
外
伝
道
な
ど
に
努
め
、
積
極

的
に
活
動
し
て
い
る
。
光
瑞
は
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け

て
、
計
三
回
中
央
ア
ジ
ア
に
学
術
探
検
隊
を
派
遣
し
、
仏
跡
の
発
掘
調
査

を
行
っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
大
谷
探
検
隊
で
あ
る
。
一
九
一
四
年
後
、

光
瑞
は
教
団
の
疑
獄
事
件
で
法
主
を
辞
任
し
、
中
国
、
朝
鮮
や
東
南
ア
ジ

ア
各
地
に
遊
歴
し
、
放
浪
生
活
を
過
ご
し
始
め
た
。
こ
の
時
期
に
、
光
瑞

は
時
事
問
題
へ
関
心
を
寄
せ
、『
概
世
余
言
』（
一
九
一
七
年
）、『
帝
国
の

危
機
』（
一
九
一
九
年
）
な
ど
中
国
を
対
象
と
す
る
「
ア
ジ
ア
主
義
」
の

著
作
を
次
々
と
発
表
し
た
。
光
瑞
は
布
教
僧
で
あ
る
水
野
梅
暁
（
一
八
七

八
―
一
九
四
九
）
を
通
し
て
、
中
華
民
国
の
政
治
家
で
あ
る
孫
文
（
一
八

六
六
―
一
九
二
五
）
と
知
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
、
一
九
一
八
年
に
中
華

民
国
政
府
の
最
高
顧
問
を
務
め
、
孫
文
を
中
心
と
す
る
革
命
派
に
多
大
な

関
心
を
寄
せ
た
。
し
か
し
、
一
九
二
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
支
那
論
』
に

お
い
て
、
光
瑞
は
中
国
を
「
紀
綱
弛
廃
し
、
桀
鶩
威
を
擅
に
し
、
盗
賊
横

行
し
、
政
令
行
わ
ず
、
居
民
一
日
の
安
き
な
し
」
の
「
中
華
匪
国
」
と
し

て
描
き
、
従
来
の
日
中
親
善
論
と
や
や
異
な
る
姿
勢
を
示
し
た
。
本
研
究

お
け
る
菩
薩
観
は
使
徒
性
と
も
結
び
つ
く
回
路
を
有
し
て
お
り
、
戸
田
や

庭
野
の
両
者
が
、「
使
徒
の
平
等
（
在
家
性
）」
を
法
華
経
か
ら
読
み
取
っ

て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。

　

一
方
、
小
谷
喜
美
や
長
沼
妙
佼
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
の
は
、
経
典
読

誦
を
通
し
て
得
ら
れ
る
我
欲
を
排
し
た
体
験
領
域
へ
の
参
与
で
あ
り
、
法

華
経
理
解
を
根
底
か
ら
支
え
る
体
験
性
の
提
示
で
あ
っ
た
。
法
華
経
に
お

け
る
懺
悔
の
思
想
は
、
読
誦
経
験
を
通
し
て
体
験
さ
れ
る
小
我
の
克
服
過

程
と
し
て
提
示
さ
れ
、「
教
え
」
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

　

生
長
の
家
は
仏
教
系
新
宗
教
に
類
別
さ
れ
な
い
が
、
仏
教
経
典
（
般
若

心
経
や
法
華
経
）
は
谷
口
雅
春
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

特
に
法
華
経
は
、
唯
心
論
に
欠
如
し
た
「
永
遠
性
（
生
死
を
超
え
た
絶
対

実
在
）」
を
加
味
さ
せ
る
経
典
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
永
遠

性
（
絶
対
実
在
）
を
大
生
命
と
し
て
体
験
的
に
把
握
し
、
自
ら
も
ま
た
大

生
命
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に
は
、
生
命
論
的
な
法
華
経
の
読
解
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
生
命
論
的
な
読
解
は
、
戸
田
や
庭
野
に
お
い
て
も
共
通
し

て
い
る
。
特
に
法
華
経
（
如
来
寿
量
品
）
の
解
釈
に
お
い
て
、
両
者
と

も
、
本
仏
を
「
宇
宙
の
真
理
＝
生
命
」
と
し
て
捉
え
る
点
は
相
似
性
が
あ

る
。
他
方
、
戸
田
は
使
徒
性
（
勧
持
品
）
や
布
教
者
の
聖
性
（
従
地
涌
出

品
）
に
力
点
を
置
き
、
庭
野
は
忍
辱
修
行
（
勧
持
品
）
や
懺
悔
実
修
（
不

軽
菩
薩
品
、
結
経
）
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
法
華
経
解
釈
の
差
異

が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
広
義
の
仏
教
系
新
宗
教
に
お
い
て
、
法
華
経
は
現
世
主

義
、
永
遠
性
、
体
験
性
、
平
等
性
の
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
が
観
察
さ
れ

る
。
そ
れ
と
と
も
に
教
団
ご
と
の
差
異
も
看
取
さ
れ
る
。
特
に
人
間
変
革
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五
―
一
九
三
〇
）
に
源
流
を
見
る
場
合
が
多
い
。
前
田
は
江
戸
時
代
の
宗

学
研
究
法
を
「
欠
陥
」
と
断
じ
て
、
具
体
的
に
「
文
訓
詁
的
」「
宗
派
的
」

な
ど
と
批
判
し
、
代
替
す
る
新
た
な
手
法
と
し
て
「
哲
学
的
」「
歴
史
的
」

「
思
想
史
的
」「
体
系
的
」
研
究
の
導
入
を
訴
え
た
（「
宗
学
に
就
い
て
同

窓
会
諸
君
に
白
す
」
一
九
〇
一
年
）。
前
田
の
主
張
は
現
代
ま
で
概
ね
好

意
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
過
程
で
江
戸
宗
学
批
判
が
次
第

に
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
。
急
先
鋒
は
信
楽
峻
麿
（
一
九
二
六
―
二
〇
一

四
）
だ
っ
た
。
信
楽
は
、
世
俗
価
値
と
対
峙
す
る
宗
教
的
主
体
を
確
立
出

来
な
か
っ
た
江
戸
宗
学
の
態
度
が
、
後
に
戦
時
教
学
へ
接
続
し
た
点
を
問

題
視
し
て
徹
底
し
て
否
定
し
た
。
結
果
、
信
楽
以
降
の
「
近
代
真
宗
学
」

論
で
は
江
戸
宗
学
と
の
異
質
性
が
極
端
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

だ
が
、
江
戸
期
の
「
学
則
」
を
通
し
て
当
時
の
学
問
観
を
伺
え
ば
、
上

述
の
江
戸
宗
学
史
観
が
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
一
例
と

し
て
第
四
代
能
化
・
日
溪
法
霖
（
一
六
九
三
―
一
七
四
一
）
の
『
日
溪
学

則
』（
一
七
三
〇
年
）
が
注
目
さ
れ
る
。
学
則
の
な
か
で
法
霖
は
、
当
時

の
宗
学
が
名
聞
利
養
に
堕
し
て
お
り
、
現
状
の
ま
ま
で
は
「
教
ノ
倒
ル

カ
、
人
ノ
倒
ル
カ
」
と
い
う
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
現
状

は
「
学
ノ
正
シ
カ
ラ
ザ
ル
」
こ
と
に
由
来
す
る
と
指
摘
。
そ
し
て
現
状
を

改
革
す
る
た
め
の
新
た
な
学
問
観
を
提
示
し
た
。
法
霖
に
よ
れ
ば
、
教
義

解
釈
に
は
「
義
解
」
と
「
円
解
」
が
あ
り
、
前
者
は
文
に
依
っ
て
義
を
解

釈
す
る
立
場
、
後
者
は
文
を
離
れ
て
義
を
解
釈
す
る
立
場
と
い
う
。
そ
の

際
、
円
解
は
単
に
文
を
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
文
の
要
素
を
引
き
継
ぎ

つ
つ
新
た
な
解
釈
を
施
す
手
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
「
今
宗
ノ
学

者
、
大
蔵
中
ノ
三
部
ヲ
学
ブ
勿
レ
、
須
ク
三
部
中
ノ
大
蔵
ヲ
学
ブ
ベ
シ
」

の
著
名
な
一
文
に
顕
著
に
表
れ
る
。
法
霖
の
円
解
論
は
円
融
思
想
に
基
づ

で
は
、
光
瑞
の
水
野
梅
曉
宛
の
書
簡
を
題
材
と
し
て
、
大
正
期
に
お
い
て

日
中
関
係
が
ま
す
ま
す
緊
張
し
て
く
中
で
、
彼
の
中
国
認
識
の
展
開
を
考

察
し
た
。

　

光
瑞
と
水
野
二
人
と
も
「
東
洋
対
西
洋
」「
キ
リ
ス
ト
教
対
仏
教
」
と

い
う
思
考
様
式
を
以
て
、
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
の
拡
大

に
強
く
警
戒
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
二
人
は
孫
文
ら
の
革
命
派
に
資
金
の

支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
西
洋
勢
力
、
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
教
の
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
に
、
中
国
で
中
日
大
学
堂
の
構
想
を
立
て
た
。
光
瑞
は

こ
の
構
想
を
達
成
す
る
た
め
に
、
水
野
に
有
名
な
実
業
家
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
、
自
分
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
、
有
吉
明
（
一
八
七
六
―
一

九
三
七
）
な
ど
の
政
治
家
と
交
流
し
て
、
学
校
の
創
設
に
尽
力
し
た
。

　

し
か
し
、
一
九
一
九
年
の
五
・
四
運
動
を
経
て
、
中
国
で
の
政
治
状
況

は
、
光
瑞
に
と
っ
て
軍
閥
、
匪
賊
の
支
配
に
よ
っ
て
生
活
で
き
な
い
よ
う

に
な
っ
て
、
光
瑞
と
水
野
の
中
日
大
学
堂
の
構
想
も
台
無
し
に
な
っ
て
、

彼
の
中
国
に
対
す
る
認
識
も
変
っ
た
。
彼
は
南
洋
に
一
歩
退
い
て
、
中
国

か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
南
洋
で
ゴ
ム
園
、
コ
ー
ヒ
ー
農
園
な
ど

を
経
営
し
、
産
業
開
発
に
力
を
注
い
だ
。
水
野
宛
て
の
書
簡
と
一
九
二
三

年
の
『
支
那
論
』
に
表
し
た
光
瑞
の
中
国
認
識
の
大
き
な
落
差
は
、
彼
が

中
国
の
現
地
で
排
日
運
動
の
体
験
と
そ
の
深
い
関
与
が
あ
る
ゆ
え
に
絶
望

感
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
近
代
真
宗
学
」
の
な
か
の
江
戸
宗
学

菊
川
　
一
道

　

本
研
究
で
は
本
願
寺
派
の
江
戸
宗
学
と
近
代
真
宗
学
の
関
係
性
に
つ
い

て
再
考
し
た
。
従
来
、
本
願
寺
派
の
宗
学
近
代
化
は
前
田
慧
雲
（
一
八
五
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す
ら
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

戦
前
期
真
宗
大
谷
派
の
災
害
対
応

御
手
洗
隆
明

　

慶
長
伏
見
地
震
（
一
五
九
六
年
）
を
背
景
に
西
本
願
寺
か
ら
分
立
し
た

東
本
願
寺
は
、
幕
末
に
は
災
禍
な
ど
に
よ
る
四
度
の
伽
藍
焼
失
が
あ
っ

た
。
ま
た
北
関
東
・
東
北
相
馬
地
方
の
飢
饉
か
ら
の
復
興
に
北
陸
真
宗
門

徒
が
か
か
わ
る
な
ど
、
真
宗
大
谷
派
教
団
は
被
災
と
復
興
の
歴
史
を
持

つ
。
現
在
、
真
宗
大
谷
派
は
「
災
害
対
策
条
例
」（
二
〇
一
二
年
六
月
）

の
も
と
、「
被
災
し
た
個
人
、
寺
院
及
び
地
域
」
へ
の
支
援
活
動
を
「
宗

門
人
の
つ
と
め
」
と
位
置
づ
け
、
被
災
者
支
援
と
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ

の
支
援
を
行
う
。
ま
た
京
都
市
と
防
災
協
定
を
結
び
（
二
〇
一
三
年
十
一

月
）、
大
規
模
災
害
時
の
帰
宅
困
難
者
等
の
受
け
入
れ
施
設
と
な
り
、
さ

ら
に
『〈
寺
院
〉
の
た
め
の
災
害
対
策
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
二
〇
二
〇
年
六

月
）
を
刊
行
し
、
寺
院
に
は
災
害
時
に
支
援
拠
点
と
な
る
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

近
年
の
相
次
ぐ
自
然
災
害
は
、
宗
教
者
と
そ
の
所
属
宗
団
に
高
い
防
災

意
識
と
、
地
域
住
民
・
行
政
と
の
連
携
に
よ
る
備
え
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
教
え
る
の
だ
が
、
過
去
に
お
け
る
宗
教
勢
力
の
災
害
対
応
に
つ
い
て

の
検
証
は
個
別
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
史
に

お
い
て
災
害
史
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
記
録
上
必
ず
し
も
言
え
ず
（
西

本
願
寺
『
本
願
寺
年
表
』
一
九
八
一
年
、
東
本
願
寺
『
近
代
大
谷
派
年
表

第
二
版
』
二
〇
〇
四
年
）、
過
去
へ
の
手
が
か
り
と
未
来
へ
の
備
え
と
し

て
、
災
害
時
に
お
け
る
支
援
活
動
の
実
際
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
。
今
報
告
で
は
、
真
宗
大
谷
派
の
災
害
対
応
に
つ
い
て
、
戦

い
て
、
大
乗
諸
派
や
儒
教
経
典
な
ど
と
「
融
会
」
し
た
教
義
解
釈
を
重
視

し
た
も
の
で
あ
る
。
天
台
教
理
等
を
縦
横
無
尽
に
応
用
し
て
教
義
を
解
説

す
る
法
霖
の
学
問
観
は
、
明
治
以
降
に
「
文
訓
詁
的
」
と
そ
の
閉
鎖
性
を

非
難
さ
れ
た
江
戸
宗
学
観
と
は
一
線
を
画
す
性
質
を
持
つ
。

　

法
霖
没
後
も
『
日
溪
学
則
』
は
空
華
学
派
の
祖
と
し
て
名
高
い
僧
鎔
を

は
じ
め
、
多
く
の
学
僧
に
よ
っ
て
注
釈
書
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
真
宗
学

方
法
論
の
手
引
き
書
と
し
て
近
世
を
通
じ
て
広
く
読
み
継
が
れ
た
。
注
目

す
べ
き
は
、
法
霖
と
そ
の
学
則
が
近
代
以
降
も
綿
々
と
評
価
さ
れ
て
来
た

点
で
あ
る
。
例
え
ば
前
田
慧
雲
は
前
段
の
宗
学
近
代
化
言
説
と
同
時
期

に
、『
本
願
寺
派
学
事
史
』（
一
九
〇
一
年
）
の
な
か
で
法
霖
の
業
績
を

「
孰
れ
も
皆
宗
教
を
発
揚
し
、
道
義
を
維
持
す
る
も
の
に
非
ら
ざ
る
な
り
」

と
評
し
た
。
天
台
教
理
を
専
門
と
し
た
前
田
と
、
円
融
思
想
に
依
拠
す
る

法
霖
に
は
、
宗
派
の
外
部
性
を
重
要
視
す
る
と
い
う
共
通
点
が
見
い
だ
せ

る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
学
問
観
の
相
性
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
に
も
、
本
願
寺
派
の
宗
学
近
代
化
を
牽
引
し
た
鈴
木
法
琛
や
西
谷
順

誓
な
ど
も
同
様
に
法
霖
を
取
り
上
げ
て
そ
の
学
問
観
を
讃
え
た
。
西
谷
に

至
っ
て
は
「
訓
詁
の
義
解
を
排
し
て
死
学
と
し
、
達
意
の
円
解
を
以
て
活

学
と
称
す
る
」
と
述
べ
る
な
ど
「
文
訓
詁
的
」
態
度
を
改
め
た
人
物
と
し

て
法
霖
を
積
極
的
に
評
価
し
た
（「
学
則
を
通
じ
て
見
た
る
先
哲
の
学
風
」

一
九
三
一
年
）。

　

権
力
に
屈
し
て
御
用
化
し
た
近
世
真
宗
教
団
と
い
う
語
り
は
、
近
代
真

宗
学
を
評
価
す
る
反
面
、
江
戸
宗
学
を
全
般
に
渡
り
否
定
す
る
負
の
側
面

を
強
く
印
象
づ
け
た
。
け
れ
ど
も
実
際
の
近
代
真
宗
学
は
、
江
戸
宗
学
と

の
決
別
の
末
の
成
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
江
戸
宗
学
の
系
譜
上
に
更
新
さ

れ
た
学
問
的
性
質
を
有
し
て
お
り
、
宗
学
の
近
代
化
を
後
押
し
す
る
機
能
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谷
派
寺
院
や
大
阪
茨
木
別
院
も
避
難
者
を
収
容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

当
時
は
寺
院
が
災
害
時
の
避
難
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

教
団
と
し
て
災
害
支
援
を
行
う
こ
と
を
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
年
）

以
来
の
常
識
と
す
る
声
も
あ
る
が
、
こ
の
両
堂
開
放
に
つ
い
て
は
賛
否
が

あ
っ
た
。
武
内
了
温
（「
災
変
と
寺
院
解
放
に
つ
い
て
」『
真
宗
』
一
九
三

五
年
八
月
号
）
は
内
部
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
な
が
ら
、
災

害
支
援
は
「
深
き
反
省
懺
悔
」
が
必
要
と
し
、
非
常
時
の
「
真
の
寺
院
解

放
」
の
た
め
に
は
「
常
時
不
断
の
心
掛
け
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と

述
べ
る
。
平
時
の
取
り
組
み
を
災
害
支
援
に
活
か
す
と
い
う
あ
り
方
と
共

に
、
な
ぜ
宗
教
者
が
災
害
支
援
に
取
り
組
む
の
か
と
い
う
普
遍
の
問
い
か

け
が
戦
前
期
よ
り
続
い
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
仏
教
の
な
か
の
女
性
た
ち 

│
│ 

浄
土
真
宗
の
伝
道
事
例
よ
り 

│
│

釋
氏
　
真
澄

　

第
二
次
世
界
大
戦
前
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
席
巻
し
た
過
激
な
排
日
感

情
に
よ
り
、
日
系
二
世
た
ち
は
公
衆
の
面
前
で
の
罵
倒
、
職
業
・
住
ま

い
・
娯
楽
施
設
の
出
入
り
へ
の
制
限
等
を
経
験
し
た
。
そ
の
状
況
下
、
二

世
は
一
世
か
ら
立
派
な
ア
メ
リ
カ
人
・
日
本
人
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
、
日
本
語
学
校
で
日
本
語
と
日
本
精
神
（
集
団
重
視
の
日
本
的
価
値
観

（
我
慢
・
遠
慮
・
義
理
・
親
孝
行
・
恥
等
））
を
学
ぶ
が
、
個
人
主
義
重
視

の
「
ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
」
と
の
狭
間
で
苦
悩
や
混
乱
を
抱
え
る
状
況
も

生
じ
た
。
特
に
二
世
女
性
は
「
人
種
」
差
別
の
上
に
、
一
世
が
持
ち
込
ん

だ
「
性
」
差
別
、
加
え
て
仏
教
徒
は
「
宗
教
」
差
別
も
受
け
た
。
そ
の
よ

う
な
中
、
一
九
二
〇
年
代
に
多
数
の
二
世
が
青
年
期
に
達
し
た
こ
と
に
よ

前
期
の
本
山
を
中
心
に
う
か
が
い
た
い
。

　

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
月
発
災
の
「
濃
尾
地
震
」
は
、
近
代

日
本
が
初
め
て
体
験
し
た
巨
大
地
震
と
さ
れ
、
岐
阜
・
愛
知
両
県
を
中
心

に
死
者
七
千
名
以
上
、
全
壊
家
屋
十
四
万
棟
以
上
に
及
び
、
東
西
の
岐
阜

別
院
と
東
大
垣
別
院
は
倒
壊
し
た
。
東
本
願
寺
は
両
堂
再
建
中
で
あ
っ
た

が
、
前
門
厳
如
・
法
主
現
如
ら
本
山
要
人
に
よ
る
巡
回
慰
問
、
被
災
地
寺

院
に
救
恤
事
務
所
設
置
、
義
援
金
と
支
援
物
資
の
勧
募
、
追
弔
法
要
の
執

行
な
ど
、
近
年
の
宗
派
支
援
に
匹
敵
す
る
支
援
活
動
が
行
わ
れ
、
特
に
住

居
を
失
っ
た
被
災
門
徒
に
は
真
宗
聖
教
『
御
文
』
を
送
り
見
舞
っ
て
い

る
。
法
主
ら
に
よ
る
現
地
慰
問
は
、
西
南
戦
争
中
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、

戦
時
で
の
経
験
を
災
害
時
に
活
か
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

　

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
三
月
発
災
の
「
京
都
丹
後
地
震
」
は
、
死
者

約
三
千
名
、
八
千
戸
以
上
が
焼
失
し
た
。
大
谷
派
寺
院
が
多
い
地
域
で
は

な
か
っ
た
が
、
本
山
は
「
救
援
事
務
」
体
制
を
と
り
、
近
隣
教
務
所
・
別

院
へ
支
援
を
指
示
し
、
被
災
地
説
教
所
に
救
護
部
を
設
置
し
、「
屍
体
急

護
」
や
無
料
葬
儀
を
勤
め
た
。
ま
た
被
災
し
た
峰
山
説
教
所
跡
に
「
簡
易

幼
稚
園
」
を
開
設
し
、
大
谷
大
学
生
の
児
童
救
援
を
引
き
継
い
だ
。
農
繁

期
に
寺
院
に
簡
易
託
児
所
を
開
設
す
る
な
ど
、
平
時
か
ら
の
社
会
事
業
が

災
害
支
援
に
活
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
九
月
の
「
室
戸
台
風
」（
死
者
・
行
方
不
明
者

約
三
千
名
）
と
翌
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
六
月
二
十
九
日
発
災
の
「
京

都
大
水
害
」（
死
者
一
六
〇
名
以
上
）
で
は
京
阪
地
域
が
被
災
し
た
。
京
都

大
水
害
に
際
し
、
大
き
な
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
本
山
は
両
堂
を
避
難
所

と
し
て
避
難
者
四
千
名
以
上
を
、
翌
日
は
総
会
所
に
避
難
者
約
三
百
名
を

収
容
し
、
食
事
の
提
供
な
ど
救
援
活
動
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
京
都
の
大
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れ
た
。
そ
の
他
に
も
、「
よ
く
父
母
の
大
恩
を
思
い
孝
養
を
尽
さ
れ
ば
な

ら
な
い
」
等
、
親
・
仏
へ
の
報
恩
と
深
い
真
宗
信
仰
が
結
び
つ
い
た
記
事

が
見
ら
れ
た
。
ま
た
二
世
の
仏
教
理
解
の
特
徴
と
し
て
日
曜
学
校
で
学
ぶ

釈
尊
伝
・
釈
尊
の
教
説
の
重
視
が
あ
る
が
、
複
数
の
二
世
女
子
が
『
法
句

経
』
を
引
用
し
つ
つ
強
い
仏
教
信
仰
の
も
と
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
、
そ
し

て
廃
悪
修
善
を
生
活
で
実
践
す
る
重
要
性
を
、
過
酷
な
状
況
下
で
生
き
抜

く
術
と
し
て
訴
え
て
い
た
。
ま
た
外
見
で
本
当
の
ア
メ
リ
カ
人
と
見
な
さ

れ
な
い
と
い
う
厳
し
い
人
種
差
別
下
で
、
日
本
語
や
「
大
和
魂
」
の
精
神

を
学
び
、
そ
れ
ら
の
根
幹
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
仏
教
（
真
宗
）
を
学
び

信
仰
す
る
こ
と
で
、
日
米
両
国
に
平
等
で
忠
実
な
国
民
と
な
り
う
る
と
い

う
記
事
も
幾
つ
か
見
ら
れ
た
。
ま
た
仏
に
対
し
て
、「
ど
う
か
、
仏
様
」

と
救
済
を
願
う
詩
も
数
編
見
ら
れ
た
。

　

二
世
女
子
は
人
種
差
別
に
よ
る
孤
独
・
悲
嘆
の
中
、
仏
教
に
安
ら
ぎ
と

生
き
る
方
法
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
多
く
の
女
子
会
員
記
事
に
共
通

し
て
い
た
の
は
、
一
世
の
苦
労
や
仏
教
信
仰
の
堅
固
さ
を
讃
え
、
そ
の
恩

に
報
い
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
「
報
恩
の
精
神
」
と
「
真
宗
・

仏
教
信
仰
」
の
結
び
つ
き
が
、
戦
前
の
日
系
二
世
女
性
の
仏
教
・
真
宗
受

容
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
彼
女
た
ち
は
仏
女
青
の
行
事
で
、
揃
い

の
「
会
員
制
服
」「
会
員
章
」「
同
色
同
形
の
珠
数
」
を
身
に
着
け
て
「
姉

妹
感
」
を
深
め
、
共
に
仏
に
感
謝
の
心
を
捧
げ
た
時
、
言
い
知
れ
ぬ
感
慨

に
打
た
れ
た
と
い
う
。
戦
前
に
お
け
る
仏
女
青
は
、
そ
の
後
の
強
制
収
容

と
い
う
境
遇
を
生
き
抜
く
た
め
の
連
帯
と
精
神
の
基
盤
の
形
成
に
重
要
な

意
義
を
持
ち
、
そ
れ
は
ま
た
「
ア
メ
リ
カ
仏
教
」
の
一
断
片
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

り
、
各
地
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
北
米
開
教
区
（
一
八
九
九
年
創
設
。
以

下
、
北
米
教
団
）
傘
下
の
仏
教
会
で
仏
教
女
子
青
年
会
（
以
下
、
仏
女

青
）
が
設
立
さ
れ
、
一
九
二
七
年
に
北
米
仏
女
青
連
盟
が
設
立
さ
れ
た
。

　
『
白
蓮
華
（Byaku Renge

）』（
中
加
仏
女
青
連
盟
発
行
、
一
九
二
七

年
）、『
兄
弟
（BH

RA
T

RI

）』（
北
米
仏
青
連
盟
発
行
、
一
九
三
二
年
）

に
は
、
仏
女
青
会
員
へ
の
伝
道
例
と
し
て
、
生
活
に
お
け
る
仏
教
実
践
と

し
て
報
謝
行
を
九
条
武
子
が
、
六
波
羅
蜜
の
実
践
を
京
極
逸
蔵
開
教
使
が

提
示
し
、
そ
の
ほ
か
北
米
教
団
の
総
長
・
開
教
使
た
ち
は
、「
柔
軟
、
忍

耐
、
慈
愛
の
三
徳
」
や
「
中
道
」（
フ
ァ
ミ
ニ
ズ
ム
と
、
男
性
へ
の
服
従

と
い
う
極
端
を
避
け
る
）
を
母
親
に
な
る
べ
く
女
性
の
生
き
方
と
し
て
述

べ
て
い
た
。
ま
た
世
界
平
和
へ
の
貢
献
・
超
宗
派
の
米
国
仏
教
・
日
本
精

神
等
の
テ
ー
マ
の
伝
道
例
も
見
ら
れ
た
。

　

次
に
同
誌
に
み
る
仏
女
青
会
員
の
受
容
例
と
し
て
、
報
恩
と
真
宗
信
仰

が
見
ら
れ
る
記
事
が
複
数
あ
っ
た
が
、
特
筆
す
べ
き
は
『
白
蓮
華
』
邦
語

編
集
者
大
田
い
さ
み
だ
っ
た
。
大
田
作
詞
の
連
盟
歌
「
中
加
仏
教
女
子
青

年
会
連
盟
の
声
」
に
は
阿
弥
陀
仏
・
自
然
・
父
母
へ
の
報
恩
感
謝
の
心

が
、「
山
を
出
で
し
釈
尊
」
の
「
み
仏
の
貴
い
慈
悲
を
心
深
く
自
覚
さ
せ

て
、
い
た
だ
い
た
時
は
、
自
ら
先
祖
に
謝
し
、
叱
っ
た
親
の
恩
の
高
き

を
、
嬉
ぶ
事
が
出
来
る
の
で
御
座
い
ま
す
」、「
数
へ
歌
」
の
「
不
思
議
の

願
力
そ
の
ま
ま
に　

助
か
る
我
等
は
幸
福
よ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
十
代

と
は
思
え
ぬ
ほ
ど
の
深
い
信
仰
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
。
高
橋
壽
枝
の

「
友
に
」
も
、
亡
き
母
の
遺
言
を
胸
に
し
た
日
本
訪
問
で
、
お
寺
嫌
い
な

祖
父
に
「
お
祖
父
様
御
浄
土
に
参
っ
て
御
母
さ
ん
に
あ
っ
て
下
さ
い
。
ど

ん
な
に
お
喜
び
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
伝
え
る
こ
と
で
、
祖
父
が
毎
日
お

参
り
を
欠
か
さ
な
く
な
っ
た
と
い
い
、
彼
女
の
真
宗
信
仰
の
深
さ
も
窺
わ
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鈔
』、
宗
密
の
『
大
方
広
仏
華
厳
経
普
賢
行
願
品
別
行
疏
鈔
』、
宗
密
の

『
円
覚
経
大
疏
』、
宗
密
述
・
子
璿
刊
定
の
『
金
剛
般
若
経
疏
論
纂
要
』
等

の
経
典
を
引
用
し
た
と
同
時
に
、
澄
観
と
宗
密
の
思
想
と
教
義
を
そ
の
ま

ま
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
澄
観
・
宗
密
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と

は
明
ら
か
と
な
っ
た
。
延
俊
の
思
想
の
背
景
に
は
華
厳
学
が
あ
っ
た
こ
と

は
疑
う
余
地
が
な
い
。
彼
は
法
蔵
・
澄
観
・
宗
密
の
教
理
体
系
の
枠
組 

み
に
基
づ
い
て
、
常
に
澄
観
・
宗
密
・
子
璿
の
思
想
を
も
っ
て
自
身
の 

五
教
・
五
宗
観
念
を
改
善
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
蔵
の

「
小
・
始
・
終
・
頓
・
円
」
と
い
う
五
教
判
に
基
づ
い
て
、
自
身
の
「
以

義
分
教
」
を
完
成
し
、
宗
密
の
「
随
相
法
執
宗
・
真
空
無
相
宗
・
唯
識
法

相
宗
・
如
来
蔵
縁
起
宗
・
円
融
具
徳
宗
」
と
い
う
五
宗
の
枠
組
み
に
基
づ

い
て
、
自
身
の
五
宗
五
教
観
念
を
詳
し
く
説
明
し
た
。
さ
ら
に
宗
密
の
円

教
心
性
の
三
義
・
宗
密
の
如
来
蔵
と
空
教
の
十
異
・
澄
観
の
一
法
重
重
無

尽
の
十
種
類
の
理
由
・
澄
観
の
第
五
円
融
具
徳
宗
と
前
の
四
宗
の
十
種
の

相
異
・
子
璿
の
一
経
容
多
経
、
一
宗
具
多
経
等
の
思
想
を
利
用
し
、
自
身

の
五
教
・
五
宗
教
義
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
宋
代
の
華

厳
宗
に
お
い
て
、
延
俊
は
注
目
す
べ
き
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
始
教
」
に
つ
い
て
、
法
蔵
・
宗
密
・
子
璿
は
少
し
触
れ
る
だ

け
で
具
体
的
に
説
明
し
な
い
が
、
延
俊
は
多
く
の
紙
幅
を
割
り
て
分
教
法

相
宗
の
教
義
を
解
釈
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
自
身
の
宗
・
教
・
経
の
関
係

を
説
明
し
た
際
に
、
唯
識
法
相
宗
・
如
来
蔵
縁
起
宗
・
円
融
具
徳
宗
と
い

う
三
教
が
共
に
三
界
唯
心
を
説
い
て
お
り
、
こ
の
一
分
の
唯
心
の
義
は
ま

た
唯
識
法
相
宗
が
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

　

延
俊
は
間
違
い
な
く
、
宋
代
の
「
二
水
四
家
」
以
外
に
も
注
目
さ
れ
る

べ
き
人
々
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。

玉
溪
延
俊
に
つ
い
て
の
考
察

平
　
　
燕
紅

　

中
国
宋
代
の
「
二
水
四
家
」
以
外
に
、
北
宋
（
九
六
〇
―
一
一
二
七
）

中
期
の
玉
溪
延
俊
は
注
目
さ
れ
る
人
々
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
無
視
で
き

な
い
存
在
で
あ
る
。
義
天
の
『
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
』
に
よ
れ
ば
、
延
俊

は
『
起
信
論
演
奥
鈔
』
十
巻
・
科
二
巻
を
書
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

引
用
文
に
よ
れ
ば
、
彼
が
澄
観
・
宗
密
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
旧
唐
書
』
に
よ
れ
ば
、
唐
代
に
成
都
府
の
茂
州
都
督
府
の
下
の
冉
州

に
お
い
て
、
あ
る
県
が
玉
溪
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
延
俊
が
宗
密
の
故
郷
で
そ
の
教
説
を
受
け
継
い
だ
可
能
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
義
天
録
の
記
述
に
よ
っ
て
、
延
俊
が
義
天
録
の
完
成
（
一
〇
九

一
年
）
前
に
す
で
に
自
身
の
『
起
信
論
演
奥
鈔
』
を
完
成
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
延
俊
の
著
作
に
引
用
さ
れ
た
も
の
と
延
俊
の
著
作
を
引
用

し
た
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
に
よ
っ
て
彼
の
生
存
年
代
を
考
察
す
る
。
上

記
の
考
察
に
よ
っ
て
、『
演
奥
鈔
』
の
著
作
年
代
は
一
〇
二
四
年
（
前
後

の
数
年
）
か
ら
一
〇
八
八
年
（
前
後
の
数
年
）
ま
で
の
間
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
従
っ
て
、
延
俊
の
生
存
年
代
も
お
よ
そ
こ
の
時
期
に
当
た
る
と

し
て
さ
ら
に
そ
の
範
囲
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
北
宋
中
期
の

人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

延
俊
の
『
起
信
論
演
奥
鈔
（
抄
）』
が
多
く
の
華
厳
学
者
に
引
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
、
彼
は
華
厳
宗
と
関
係
が
あ
る
人
物
で
あ
る
と
推

測
で
き
る
。
以
下
に
、
こ
れ
ら
の
引
用
文
を
検
討
し
た
結
果
、
延
俊
が
澄

観
の
『
大
方
広
仏
華
厳
経
疏
』、
澄
観
の
『
大
方
広
仏
華
厳
経
随
疏
演
義
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「
導
江
縣
令
韋
諗
註　

慈
覺
大
師
圓
仁
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

巻
二
十
二
と
天
平
写
経
で
あ
る
他
巻
と
の
差
異
に
、
一
行
に
お
け
る
文

字
数
が
あ
る
。
他
巻
が
一
行
十
六
字
か
ら
十
七
字
で
あ
る
の
に
対
し
、
巻

二
十
二
は
一
行
が
主
と
し
て
十
三
字
か
ら
十
四
字
で
あ
る
。
ま
た
、
他
巻

に
は
見
ら
れ
な
い
墨
消
跡
や
墨
汚
れ
、
文
字
の
誤
写
も
若
干
存
す
る
。

　

円
仁
筆
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
徴
証
す
る
奥
書
が
付
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
円
仁
書
写
と
す
る
に
は
や
や
困
難
か
と
思
わ

れ
る
。
円
仁
真
筆
と
の
比
較
考
証
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

熟
覧
し
た
結
果
、
こ
の
巻
二
十
二
は
一
行
の
字
数
が
相
違
す
る
も
の

の
、
天
平
写
経
の
『
注
涅
槃
経
』
の
系
譜
を
受
け
た
写
本
で
あ
り
、
奈
良

後
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
書
写
さ
れ
た
一
筆
経
で
な
い
か
と
想
定
さ

れ
る
。

　

巻
二
十
二
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
本
巻
は
『
涅
槃
経
』「
光
明

遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
品
」
に
当
た
り
、
仏
陀
が
光
明
遍
照
菩
薩
と
一
闡
提

の
性
は
不
定
で
あ
る
こ
と
の
問
答
を
す
る
箇
所
で
あ
る
。
巻
八
に
は
韋
諗

の
注
記
が
二
百
二
十
一
箇
所
あ
る
が
、
本
巻
に
は
四
十
二
箇
所
の
注
記
が

あ
る
。
そ
の
形
式
は
、
他
巻
に
相
似
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
典
拠
典

籍
名
の
不
開
示
、「
況
」「
喩
」「
譬
」
の
比
喩
用
例
の
使
用
、
さ
ら
に
は
、

引
用
文
の
語
彙
や
順
次
の
改
変
な
ど
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
韋
諗

の
『
注
涅
槃
経
』
に
、「
若
犯
重
之
人
有
佛
性
者
、
姓
是
善
法
當
遮
惡
趣
。

云
何
復
墮
地
獄
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
先
行
す
る
隋
・
慧
遠
（
五
二

三
―
五
九
二
）
撰
『
涅
槃
経
義
記
』
の
「
犯
重
等
有
佛
性
者
、
性
是
善
法

應
遮
地
獄
。
此
等
云
何
復
墮
地
獄
。」
の
文
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
韋
諗
は
慧
遠
の
『
涅
槃
経
義
記
』
の
説
を
受
け

て
い
る
が
、
韋
諗
は
そ
の
ま
ま
引
用
せ
ず
に
、
幾
つ
か
の
語
彙
を
変
更
し

新
出
・
伝
円
仁
写
『
注
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
十
二
攷

青
木
　
佳
伶

　

韋
諗
撰
『
注
大
般
涅
槃
経
』（
以
下
『
注
涅
槃
経
』）
は
、
中
国
唐
代
導

江
県
令
で
あ
っ
た
韋
諗
（
生
没
年
未
詳
）
が
撰
述
し
た
『
涅
槃
経
』「
北

本
」
の
注
釈
書
で
あ
る
。
そ
の
成
立
は
、
唐
の
開
元
年
間
（
七
一
三
―
七

四
一
年
）
で
あ
り
、
遅
く
て
も
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
年
）
ま
で
に
日

本
に
請
来
さ
れ
た
（
拙
稿
﹇
二
〇
一
八
﹈「
韋
諗
撰
『
注
大
般
涅
槃
經
』

の
現
存
諸
本
に
つ
い
て
」『
仙
石
山
仏
教
学
論
集
』
第
十
号
）。
全
三
十
巻

と
伝
え
ら
れ
、
巻
二
、
八
、
十
、
十
二
、
十
四
、
十
九
及
び
今
回
紹
介
す

る
巻
二
十
二
の
七
巻
が
現
存
す
る
。
奈
良
時
代
の
天
平
写
経
と
し
て
重
文

指
定
を
受
け
て
い
る
の
は
、
巻
二
、
八
、
十
二
、
十
四
、
十
九
の
五
巻
で

あ
る
。

　

本
論
攷
で
は
、
新
出
資
料
で
あ
る
慈
覚
大
師
円
仁
（
七
九
四
―
八
六

四
）
筆
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
巻
二
十
二
に
つ
い
て
紹
介
し
、
す
で
に
調
査

し
た
巻
二
、
八
、
十
二
と
の
相
違
に
つ
い
て
触
れ
る
。

　

本
巻
は
、
巻
子
本
、
全
二
十
六
紙
（
本
紙
は
二
十
五
紙
）、
黄
麻
紙
、

表
紙
（
縦
二
十
七
・
五
糎
×
横
二
十
七
・
六
糎
）
裏
に
は
、
銀
箔
を
散
ら
し

て
あ
る
。
一
筆
経
で
あ
る
。
裏
打
ち
は
絹
紙
に
よ
っ
て
全
面
に
施
さ
れ
て

い
る
。
軸
は
象
牙
で
設
え
て
あ
り
、
軸
首
は
切
と
な
っ
て
い
る
。
表
紙
並

び
に
軸
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
修
補
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

首
尾
完
備
し
、
少
々
虫
損
が
見
ら
れ
る
が
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。
訓

点
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
閲
読
用
の
た
め
な
の
か
、
折
れ
跡
が
三
十
一
・

二
糎
か
ら
三
十
二
糎
の
幅
で
全
巻
に
わ
た
る
。
界
線
は
淡
墨
界
で
、
界
高

二
十
一
・
一
糎
、
界
幅
は
二
・
五
糎
、
一
紙
二
十
一
行
、
一
行
十
三
字
で
あ

る
。
経
箱
の
蓋
の
裏
に
墨
書
き
で
「
注
大
般
涅
槃
經
高
貴
德
王
菩
薩
品
」
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世
）
を
取
り
上
げ
、
彼
に
よ
る
復
興
事
業
を
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
元
亨

二
年
（
一
三
二
二
）
成
『
元
亨
釈
書
』
の
入
蔵
後
に
お
け
る
東
福
寺
を
め

ぐ
る
時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
東
福
寺
が
い
か
に
し
て
五
山
の
格
式

の
あ
る
禅
寺
と
し
て
安
定
を
図
っ
て
い
っ
た
か
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

　

東
福
寺
は
そ
も
そ
も
九
宗
の
兼
学
で
き
る
、
ま
た
は
禅
・
天
台
・
真
言

の
兼
修
で
き
る
と
い
う
、
い
わ
ば
総
合
仏
教
の
形
を
採
っ
た
寺
院
で
あ
っ

た
。
原
田
正
俊
「
高
野
山
金
剛
三
昧
院
と
鎌
倉
幕
府
」（
二
〇
〇
三
年
）

は
、
大
陸
様
の
寺
院
組
織
を
採
用
し
禅
・
教
・
律
を
兼
修
す
る
、
鎌
倉
幕

府
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
、
行
勇
の
高
野
山
金
剛
三
昧
院
や
、
俊

芿
の
泉
涌
寺
と
い
っ
た
寺
院
は
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
と
と
も
に
次
第
に
真

言
密
教
寺
院
や
、
律
宗
寺
院
に
変
わ
っ
て
い
き
、
そ
の
な
か
で
東
福
寺
と

聖
一
派
の
門
流
は
禅
宗
寺
院
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、

今
泉
淑
夫
『
本
覚
国
師
虎
関
師
錬
禅
師
』（
一
九
九
五
年
）
は
、『
釈
書
』

に
は
南
宗
の
み
が
正
当
た
る
禅
宗
で
あ
る
こ
と
と
、
聖
一
派
こ
そ
が
正
統

た
る
禅
宗
の
一
派
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
お
う
と
す
る
意
図
が
込
め

ら
れ
て
い
た
と
言
及
し
た
。

　

要
す
る
に
、
東
福
寺
は
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
と
と
も
に
禅
宗
寺
院
へ
の
変

貌
を
図
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
後
、
禅
宗
の
正
統
さ
に
関
す
る
問
題
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
併
せ
て
、
開
山
円
爾
弁
円
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
守
ら
れ
て
き
た
東
福
寺
の
甲
乙
徒
弟
院
（
度
弟
院
）
は
、
自

派
の
門
流
の
み
を
止
住
さ
せ
る
と
い
う
住
持
制
度
で
あ
っ
て
、
禅
寺
の
官

寺
化
お
よ
び
中
央
集
権
的
制
度
を
目
指
す
五
山
寺
院
と
し
て
は
不
適
切
で

あ
り
、
最
初
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。

　

東
福
寺
は
最
初
暫
く
五
山
第
三
位
に
列
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
建

武
二
年
（
一
三
三
五
）
五
山
よ
り
外
さ
れ
る
の
を
辛
う
じ
て
免
れ
第
五
位

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、「
等
」↓「
之
人
」、「
性
」↓「
姓
」、

「
応
」↓「
当
」、「
地
獄
」↓「
悪
趣
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
は

他
巻
で
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　

以
上
巻
二
十
二
の
特
徴
に
つ
い
て
書
誌
と
本
文
注
記
の
二
点
か
ら
考
察

し
た
。
本
巻
は
天
平
写
経
の
『
注
涅
槃
経
』
の
系
譜
で
は
あ
る
も
の
の
書

式
を
異
に
す
る
点
か
ら
僚
巻
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
円
仁
筆
と
伝

承
さ
れ
て
い
る
韋
諗
撰
『
注
涅
槃
経
』
写
本
の
調
査
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

性
海
霊
見
に
よ
る
東
福
寺
復
興
事
業 

│
│ 『
元
亨
釈
書
』
入
蔵
以
後 
│
│

鄭
　
　
美
景

　

現
在
京
都
市
東
山
区
に
あ
る
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
大
本
山
東
福
寺
は
、

京
都
五
山
の
第
四
位
の
格
式
を
誇
る
、
中
世
・
近
世
を
通
し
て
栄
え
た
禅

寺
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
福
寺
は
元
応
元
年
（
一
三
一

九
）
第
一
回
の
火
災
に
遭
い
全
伽
藍
を
失
っ
て
か
ら
再
び
長
禄
二
年
（
一

四
五
八
）
伽
藍
全
体
を
整
え
る
ま
で
、
む
り
ょ
百
三
十
九
年
と
い
う
歳
月

を
か
け
て
復
興
さ
れ
た
と
い
う
苦
難
の
歴
史
を
も
つ
。
文
保
二
年
（
一
三

一
八
）
新
政
を
志
す
後
醍
醐
天
皇
が
即
位
し
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）

大
檀
那
で
あ
っ
た
鎌
倉
幕
府
が
滅
ぼ
さ
れ
る
や
、
そ
の
翌
年
京
都
を
中
心

と
す
る
五
山
官
寺
制
度
が
出
帆
す
る
。
つ
ま
り
、
本
格
的
な
五
山
官
寺
制

度
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
も
、
東
福
寺
伽
藍
を
元
に
戻
す
ま
で
百
年
を
超
え

る
歳
月
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
長
期
間
に
亘
る
東
福
寺
復
興
事
業
の
中
で
、
沈
滞
し
て

い
た
復
興
運
動
に
一
種
の
変
曲
点
を
作
し
た
、
性
海
霊
見
（
東
福
第
四
三
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『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
に
お
け
る 

観
自
在
菩
薩
の
二
十
一
経
典
の
引
用
研
究

槇
殿
　
伴
子

　
『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』（「
摩
尼
全
集
」）
は
チ
ベ
ッ
ト
の
守
護
神
・
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
の

遺
書
と
さ
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
の
埋
蔵
経
で
あ
る
。『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』「
偉

大
な
る
歴
史
章
」
第
十
二
話
と
第
三
十
五
話
に
は
観
自
在
菩
薩
の
二
十
一

経
典
が
説
示
さ
れ
て
い
る
が
、
両
章
の
経
典
に
違
い
が
あ
る
。（
一
）同
じ

経
典
と
見
ら
れ
る
経
典
で
も
表
記
が
若
干
異
な
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
。（
二
）第
十
二
章
で
は
『
蓮
華
頂
タ
ン
ト
ラ
』
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
三
十
五
章
で

は
『
蓮
華
頂
タ
ン
ト
ラ
』
は
明
記
さ
れ
ず
、『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』

が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（
三
）第
十
二
章
で
は
『
六
字
真
言
経
』
が
明

記
さ
れ
、『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
三

十
五
章
で
は
『
六
字
真
言
経
』
と
、『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
が
明
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（
四
）第
三
十
五
章
の
二
十
一
経
典
の
経
文
の

引
用
箇
所
で
は
、
木
版
印
刷
版
に
よ
る
引
用
経
典
の
違
い
が
あ
る
。
プ
ナ

カ
版
は
『
六
字
真
言
経
』
と
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
の
経
文
を
含
む

が
、
ジ
ェ
プ
ン
版
、
デ
ル
ゲ
版
、
グ
ン
タ
ン
版
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
タ
ル
版
で

は
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
の
経
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

プ
ナ
カ
版
の
第
三
十
五
章
に
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
が
含
ま
れ
る
た

め
、『
六
字
真
言
経
』
は
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
と
は
別
で
あ
る
こ

と
が
自
明
と
な
る
。
で
は
、『
六
字
真
言
経
』
は
何
を
指
す
の
か
。
筆
者

は
『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
に
引
か
れ
た
、『
六
字
真
言
経
』
の
原
典
と
し

て
引
用
句
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、『
准
堤
陀
羅
尼
経
』
を
示
唆
す
る
。

に
押
し
出
さ
れ
て
以
来
、『
釈
書
』
の
入
蔵
を
叶
っ
た
以
後
に
も
相
変
わ

ら
ず
、
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
に
も
五
山
よ
り
外
さ
れ
る
危
機
に
迎
え

る
な
ど
、
五
山
と
し
て
の
不
安
な
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
延
文

五
年
（
一
三
六
〇
）
後
光
厳
天
皇
に
よ
っ
て
入
蔵
の
許
可
が
出
さ
れ
る
時

は
、
北
朝
権
威
が
弱
体
化
し
て
、
真
言
・
天
台
・
律
等
の
旧
仏
教
系
の
権

門
寺
院
勢
力
が
幕
府
に
強
い
影
響
力
が
行
使
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
て
、

入
蔵
を
通
し
て
禅
宗
の
正
当
さ
や
、
聖
一
派
の
禅
の
正
統
さ
を
公
認
し
て

も
ら
う
に
は
多
少
困
難
で
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
長
ら
く
萎
靡
沈
滞
し
て
い
た
東
福
寺
復
興
運
動
は
、
康
暦

元
年
（
一
三
七
九
）
性
海
の
主
催
し
た
開
山
聖
一
国
師
百
年
遠
忌
を
起
点

と
し
て
い
っ
ぺ
ん
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
康
暦
元
年
は
、
性
海
と
親
交
の

あ
っ
た
春
屋
妙
葩
が
康
暦
の
政
変
に
よ
っ
て
隠
棲
先
の
丹
後
雲
門
寺
か
ら

帰
京
し
、
日
本
初
の
僧
録
司
と
な
っ
た
年
で
も
あ
る
。
七
年
ぶ
り
に
京
都

に
戻
っ
た
春
屋
は
、
そ
の
間
京
都
に
残
っ
て
五
山
を
掌
握
し
て
い
た
龍
湫

周
沢
ら
を
避
け
、
信
任
の
厚
い
性
海
と
東
福
寺
僧
衆
の
支
持
を
求
め
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
聖
一
派
の
禅
の
正
統
さ
や
甲
乙
徒
弟
院

は
、
僧
録
春
屋
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
、
そ
れ
以
後
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
開
山
百
年
忌
を
媒
介
と
し
、
そ
の
翌
年
、
性
海
は

開
山
以
来
初
め
て
聖
一
派
下
の
十
刹
五
十
二
ヶ
寺
を
定
め
、
五
山
の
一
寺

と
し
て
の
体
系
を
備
え
、
法
堂
の
再
建
に
拍
車
を
か
け
る
な
ど
、
東
福
寺

復
興
の
た
め
の
土
台
を
築
い
た
と
言
え
る
。
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ハ
』
の
教
え
と
し
て
五
無
間
の
罪
の
浄
化
が
説
か
れ
て
い
る
。『
マ
ニ
・

カ
ン
ブ
ン
』
に
と
っ
て
の
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
の
魅
力
の
一
つ

は
、
観
自
在
菩
薩
の
六
字
真
言
が
「
五
無
間
」
の
罪
の
浄
化
に
有
効
で
あ

る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。「
偉
大
な
る

歴
史
章
」
第
十
一
章
で
は
、「
五
無
間
」
が
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』

の
説
く
六
字
真
言
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
る
と
説
く
。
第
三
十
章
で
は
ア
ジ

ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
が
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
最
大
級

の
罪
悪
を
滅
す
る
と
い
う
の
は
密
教
の
中
で
も
特
に
浄
化
度
の
高
さ
に
お

い
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ロ
バ
ー
ト
・
ジ
メ
ロ
は
女
神
准
堤
は
観
自
在
菩
薩
の
変
化
身
の
一
つ
と
し

て
中
国
の
宋
時
代
に
観
自
在
菩
薩
が
女
性
と
し
て
変
容
し
た
こ
と
に
結 

び
つ
い
て
い
る
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
（Gim

ello 2010

）。『
マ

ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
の
製
作
者
も
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
と
は
別
に
、

准
堤
仏
母
の
経
典
を
観
自
在
菩
薩
の
経
典
の
一
つ
と
し
て
み
な
し
た
と
考

え
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
三
十
五
章
に
引
用
さ
れ
た
「
六

字
真
言
経
」
中
に
説
か
れ
る
「﹇
五
﹈無
間
が
清
ま
る
」
と
い
う
文
言
に
着

目
す
る
と
、『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
の
経
文
と
の
違
い
が
よ
り
明
ら

か
に
な
る
。
こ
の
語
句
は
『
七
倶
胝
佛
母
准
堤
大
明
陀
羅
尼
経
』（
大
正
一

〇
七
五
、173a17

）
に
も
、『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』（
大
正1050, 

51a21; V
aidya, p. 269.18-19

）
に
も
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
カ

ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
に
現
れ
る
経
文
で
は
前
後
の
文
意
が
合
致
し
な

い
。
結
論
と
し
て
は
、
プ
ナ
カ
版
に
お
い
て
は
、『
六
字
真
言
経
』
は
『
准

堤
陀
羅
尼
経
』
を
指
し
、『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
は
文
字
通
り
『
カ

ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
を
指
す
が
、
他
の
四
版
に
お
い
て
は
『
六
字
真
言

経
』
を
以
っ
て
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
か
、『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー

ハ
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
観
自
在
菩
薩
の
六
字
真
言
を
含
む
経
典
を

総
体
的
に
意
味
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
二
十
一
経
典
の
教
義

上
の
特
徴
は
罪
の
浄
化
で
あ
る
。
中
で
も
、
引
用
句
中
の
「
五
無
間
」
の

語
句
は
教
義
上
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
二
十
一
経
典
中
、「
五
無
間
」
を
説

く
経
典
は
『
不
空
罥
索
経
』、『
不
空
罥
索
後
経
』、『
最
勝
蓮
華
経
』、『
六

字
真
言
経
』『
諸
河
川
経
』『
蓮
華
冠
タ
ン
ト
ラ
』（T

oh. 701

）
が
あ
る
。

『
蓮
華
冠
タ
ン
ト
ラ
』
は
六
字
真
言
も
説
か
れ
る
。
二
十
一
経
典
と
し
て

引
用
さ
れ
た
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
』
の
経
文
中
に
は
「
五
無
間
」
の

語
は
な
い
が
、「
偉
大
な
る
歴
史
章
」
十
一
章
で
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
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『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
「
広
略
相
入
」
の
一
考
察

溪　
　

英
俊

　

曇
鸞
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
（
以
下
『
論
註
』）』
は
、
世

親
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
（
以
下
『
論
』）』
を
評
し
て
「
此
無

量
寿
経
優
波
提
舎
蓋
上
衍
之
極
致
不
退
之
風
航
者
也
（
大
正
四
〇
・
八
二

六
中
）」
と
い
う
。『
論
註
』
は
『
論
』
の
註
釈
書
と
い
う
枠
に
留
ま
ら

ず
、
曇
鸞
独
自
の
思
想
展
開
が
み
ら
れ
る
。
小
論
は
、『
論
註
』
浄
入
願

心
に
見
ら
れ
る
「
広
略
相
入
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
。
こ
の
語
は
二
種

法
身
と
と
も
に
、『
論
註
』
の
重
要
な
概
念
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。

曇
鸞
は
『
論
』
を
「
不
退
之
風
航
」
と
す
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
不
退
転
に

至
る
者
（
願
生
者
）
が
想
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
願
生
者
を
軸

に
「
広
略
相
入
」
を
検
討
し
、『
論
註
』
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　

ま
ず
『
論
』
と
『
論
註
』
の
関
係
を
確
認
す
る
と
、『
論
』
は
偈
頌
と

散
文
（
長
行
）
か
ら
成
る
。
善
男
・
善
女
が
五
念
門
を
修
し
、
畢
竟
じ
て

安
楽
国
土
に
生
じ
阿
弥
陀
仏
に
見
え
る
こ
と
を
説
く
。
こ
の
善
男
・
善
女

は
、
後
に
菩
薩
と
も
称
さ
れ
る
。
つ
ま
り
五
念
門
を
修
す
力
を
有
す
る
存

在
と
、
そ
の
修
行
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
『
論
註
』
は
、
巻

上
で
偈
頌
を
、
巻
下
で
長
行
を
註
釈
す
る
。
ま
た
偈
頌
に
五
念
門
を
配
当

す
る
こ
と
で
、『
論
』
著
者
の
世
親
が
五
念
門
を
行
じ
た
と
理
解
し
て
い

る
。
さ
ら
に
巻
上
末
に
八
番
問
答
を
設
け
、
回
向
門
の
対
象
（
凡
夫
・

下
々
品
）
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
五
念
門
を
修
す
菩
薩
と
、
そ

の
回
向
門
の
対
象
を
浄
土
願
生
者
と
理
解
し
て
い
る
。
よ
っ
て
『
論
』
に

比
較
し
凡
夫
の
願
生
に
つ
い
て
の
意
識
が
浮
上
し
て
い
る
と
い
え
る
。
観

察
体
相
お
よ
び
浄
入
願
心
の
註
釈
で
も
同
様
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

　

観
察
体
相
中
の
国
土
体
相
で
、「
有
凡
夫
人
煩
悩
成
就
亦
得
生
彼
浄
土

三
界
繋
業
畢
竟
不
牽
則
是
不
断
煩
悩
得
涅
槃
分
（
大
正
四
〇
・
八
三
六

下
）」
と
、
凡
夫
の
往
生
を
論
じ
る
。
ま
た
入
第
一
義
諦
で
は
、
問
答
形

式
こ
そ
と
ら
な
い
が
、「
此
中
有
疑
疑
言
（
大
正
四
〇
・
八
三
八
下
）」
と

願
生
に
関
わ
る
議
論
を
展
開
し
、
さ
ら
に
末
尾
に
問
答
を
設
け
氷
上
燃
火

の
譬
喩
を
も
っ
て
願
生
者
（
特
に
下
々
品
）
が
浄
土
の
往
生
し
て
い
く
事

態
（
得
生
の
相
）
に
つ
い
て
論
じ
る
。
加
え
て
衆
生
世
間
荘
厳
の
中
、
仏

の
身
口
意
（
心
）
業
功
徳
成
就
を
説
き
、
仏
の
三
業
に
よ
り
凡
夫
の
三
業

が
治
さ
れ
、「
入
如
来
家
畢
竟
得
平
等
身
（
口
意
）
業
（
大
正
四
〇
・
八

三
九
下
）」
と
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。『
論
』
の
当
面

は
、
観
察
の
対
象
と
な
る
三
種
荘
厳
と
そ
の
願
心
荘
厳
の
論
理
的
根
拠
を

示
す
も
の
だ
っ
た
が
、『
論
註
』
で
は
、
そ
の
浄
土
へ
の
往
生
や
、
凡
夫

（
下
々
品
）
に
つ
い
て
の
意
識
が
浮
上
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

浄
入
願
心
で
は
、
三
種
荘
厳
が
願
心
荘
厳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
三
種

荘
厳
と
一
法
句
の
関
係
に
よ
り
論
理
付
け
が
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
問
答
を

設
け
、
浄
土
に
往
生
し
た
人
天
が
、
畢
竟
じ
て
清
浄
法
身
を
得
る
と
い

い
、
得
生
の
果
を
示
し
て
い
る
。
や
は
り
願
生
お
よ
び
浄
土
願
生
者
に
対

す
る
意
識
が
強
調
さ
れ
る
。

　
「
広
略
相
入
」
は
、
こ
の
一
法
句
の
釈
の
中
に
出
る
。
二
種
法
身
と
併

せ
て
先
行
研
究
に
お
い
て
も
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
入
第
一
義

諦
の
構
造
と
並
べ
合
わ
せ
る
と
、
両
者
と
も
に
『
論
』
に
も
と
づ
き
願
心

荘
厳
の
成
立
を
論
理
付
け
る
た
め
の
説
明
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が

第
六
グ
ル
ー
プ
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し
か
し
な
が
ら
、『
観
念
法
門
』
の
説
示
と
、
そ
の
経
証
と
さ
れ
て
い

る
『
観
経
』
ま
た
は
『
観
仏
三
昧
海
経
（
以
下
、
観
仏
経
）』
原
文
と
を

よ
く
比
較
し
て
み
る
と
、
従
来
の
説
と
は
違
っ
た
「
心
光
」
の
真
意
が
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
心
光
」
は
阿
弥
陀
仏
の
心
臓
の
光
、

ひ
い
て
は
菩
薩
の
衆
生
摂
化
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
よ

り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
述
し
て
み
た
い
。

　

現
生
護
念
増
上
縁
の
全
九
文
の
う
ち
、
最
初
の
三
文
は
『
観
経
』
を
経

証
と
し
て
い
る
。
そ
の
始
め
の
二
文
と
『
観
経
』
の
当
該
箇
所
と
を
比
較

す
る
と
、
次
の
よ
う
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。

　

①
『
観
経
』
で
は
「
無
量
寿
仏
の
化
身
無
数
に
し
て
、
観
世
音
・
大
勢

至
と
与
に
」
と
あ
る
が
、『
観
念
法
門
』
で
は
「
無
量
寿
仏
無
数
の
化
仏

を
化
作
し
、
観
音
・
大
勢
至
亦
無
数
の
化
身
を
作
し
て
」
と
な
っ
て
い

る
。（
第
一
文
目
）

　

②
『
観
経
』
に
は
「
観
世
音
菩
薩
・
大
勢
至
菩
薩
、
其
の
勝
友
と
為

り
」
と
あ
る
が
、『
観
念
法
門
』
で
は
「
観
音
・
勢
至
常
に
行
人
の
与
に

勝
友
知
識
と
作
り
て
」
と
な
っ
て
い
る
。（
第
二
文
目
）

　

①
よ
り
、
菩
薩
の
応
化
身
で
あ
る
化
菩
薩
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
②
で
は
、
菩
薩
が
善
知
識
と
な
り
行
者
を
摂
化
す

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
①
②
で
は
、
菩
薩
の
衆
生
摂
化
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
あ
っ
て
、
い
よ
い
よ
冒
頭
に
挙

げ
た
「
心
光
」
の
文
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
（
第

三
文
目
）
に
は
菩
薩
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
大
胆
な
仮
説
を
立
て
て
み
る
と
、
善

導
は
「
心
光
」
に
菩
薩
の
衆
生
摂
化
の
意
味
を
含
ま
せ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

で
き
る
。
そ
し
て
同
時
に
、「
広
略
相
入
」
は
菩
薩
の
自
利
利
他
の
成
立

根
拠
で
も
あ
る
た
め
、
浄
土
願
生
の
菩
薩
と
、
菩
薩
に
共
に
往
生
す
る
こ

と
を
願
わ
れ
る
凡
夫
と
の
関
係
が
生
じ
る
（
五
念
門
中
の
回
向
門
は
、
未

証
浄
心
の
菩
薩
で
あ
る
龍
樹
・
世
親
等
が
、
共
に
往
生
す
る
こ
と
を
願

い
、
善
知
識
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
構
造
が
八
番
問
答
な
ど
に
見
ら
れ

る
）。

　

曇
鸞
は
『
論
』
を
全
文
引
用
し
、
随
文
解
釈
的
に
註
釈
す
る
た
め
、

（
１

）『
論
』
の
論
理
を
註
釈
す
る
部
分
、（
２

）『
論
註
』
独
自
の
論
理
展

開
す
る
部
分
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

今
回
検
討
し
た
「
広
略
相
入
」
に
も
、
同
様
の
視
点
が
適
応
で
き
る
。

そ
の
視
点
か
ら
「
広
略
相
入
」
を
う
か
が
う
と
、
三
種
荘
厳
が
法
性
に
準

じ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
論
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
浄
土
願
生

の
菩
薩
と
、
菩
薩
に
共
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
わ
れ
る
凡
夫
の
結
節
点
と

な
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

善
導
の
光
明
観 

│
│ 

身
光
と
心
光
を
中
心
に 

│
│

安
部　

弘
得

　

善
導
著
『
観
念
法
門
』「
五
縁
功
徳
分
」
の
現
生
護
念
増
上
縁
を
説
く

箇
所
に
は
「
身
相
等
の
光
一
一
に
遍
く
十
方
世
界
を
照
す
に
、
但
専
ら
阿

弥
陀
仏
を
念
ず
る
衆
生
の
み
有
り
て
、
彼
の
仏
の
心
光
常
に
是
の
人
を
照

し
て
、
摂
護
し
て
捨
て
た
ま
は
ず
。」
と
い
う
文
が
あ
る
。
従
来
、「
身
相

等
の
光
」
は
阿
弥
陀
仏
の
身
体
・
相
好
の
光
つ
ま
り
「
身
光
」
と
呼
ば

れ
、
一
方
「
心
光
」
は
弥
陀
の
慈
悲
の
心
（
こ
こ
ろ
）
か
ら
な
る
光
で
あ

り
、「
身
光
」
と
は
対
を
な
す
光
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
畢
竟
二

光
は
不
離
あ
る
い
は
不
二
と
も
言
わ
れ
る
）。
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親
鸞
の
「
報
中
化
土
説
」
成
立
の
背
景
と
そ
の
周
辺

那
須　

一
雄

　

報
中
化
土
辺
地
説
が
、
法
然
門
下
中
、
親
鸞
・
隆
寛
以
外
に
、
証
空
や

幸
西
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
郡
嶋
昭
示
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
（「
聖
光

の
仏
身
仏
土
理
解
に
つ
い
て
」『
宗
教
研
究
』
八
一
―
四
）。
そ
の
後
、
拙

論
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
は
、
他
力
的
な
信
を
強
調
す
る
法
然
門
下
生
（
以

下
「
他
力
派
」）
に
お
け
る
、
共
通
し
た
教
学
的
な
論
理
の
展
開
の
も
と

に
示
さ
れ
た
仏
土
論
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（「
法
然
と
そ
の
門
下
に

お
け
る
仏
土
論
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
八
―
二
）。
本
稿
で
は
、
以

上
の
事
を
前
提
と
し
た
上
で
、
親
鸞
の
報
中
化
土
説
成
立
に
関
す
る
い
く

つ
か
の
基
礎
的
事
項
に
つ
い
て
の
確
認
を
行
う
。

　

ま
ず
第
一
に
、
従
来
よ
り
親
鸞
の
報
中
化
土
説
の
典
拠
と
さ
れ
る
源
信

の
『
往
生
要
集
』（
以
下
『
要
集
』）
第
十
問
答
料
簡
中
の
「
報
化
得
失
」

の
項
の
「
化
の
浄
土
の
中
に
生
る
る
者
少
な
か
ら
ず
」
と
い
う
文
の
意
味

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
の
直
前
の
『
往
生
礼
讃
』
や
『
菩
薩
処
胎
経
』
の

所
説
か
ら
把
握
す
る
な
ら
ば
、「
化
の
浄
土
へ
の
往
生
」
を
誡
め
る
文
と

し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
次
の
「
故
に
経
に
別
に
説
け
り
。
実
に

は
相
違
せ
ず
」
は
、「『
菩
薩
処
胎
経
』
に
お
い
て
懈
慢
国
土
に
執
着
し
て

阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
で
き
な
い
人
々
の
非
を
特
に
説
い
て
い
る
こ
と
と
、

「
化
の
浄
土
」
で
は
な
く
「
報
の
浄
土
」
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
勧
め
て
い

る
こ
と
と
は
、
そ
の
説
示
意
図
が
同
一
で
あ
る
（
の
で
、
す
べ
て
の
行
者

は
、
報
の
浄
土
へ
の
往
生
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
）」
と
解
釈
す
べ
き
で

あ
る
。
さ
ら
に
上
記
文
中
の
「
化
の
浄
土
」
に
つ
い
て
は
、
報
中
化
土
説

で
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
他
力
派
が
示
す
よ
う
な
教
学
的

な
論
理
展
開
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な

　

こ
の
仮
説
を
証
明
す
る
手
が
か
り
に
な
る
の
が
「
仏
心
」
と
い
う
語
で

あ
る
。『
観
念
法
門
』「
三
昧
行
相
分
」
に
は
、「
仏
心
」
つ
ま
り
仏
の
心

臓
の
相
を
細
説
し
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
と
経
証
で
あ
る
『
観
仏
経
』
原

文
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
仮
説
の
「
心
光
」
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、『
観
仏
経
』
と
『
観
念
法
門
』
と
の

相
違
を
見
て
み
よ
う
。

　

㋐
『
観
仏
経
』
で
は
心
臓
の
光
明
の
中
に
存
し
て
い
る
の
は
化
仏
と
十

地
の
菩
薩
で
あ
る
が
、『
観
念
法
門
』
で
は
化
仏
の
説
示
が
な
く
な
り
、

十
地
の
菩
薩
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。

　

㋑
『
観
仏
経
』
で
は
十
地
の
菩
薩
が
心
臓
の
光
照
を
受
け
る
対
象
で
あ

っ
た
が
、『
観
念
法
門
』
で
は
十
地
の
菩
薩
は
光
中
に
あ
り
な
が
ら
、
心

臓
の
相
を
讃
嘆
供
養
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　

㋐
よ
り
、
化
仏
よ
り
も
菩
薩
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
㋑

よ
り
、
十
地
の
菩
薩
が
被
救
済
者
か
ら
救
済
者
で
あ
る
仏
を
補
助
す
る
役

割
（
救
済
者
の
一
部
）
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、

㋐
㋑
で
も
菩
薩
の
衆
生
摂
化
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
①

②
の
結
果
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
仏
心
」
の
光

＝
仏
の
心
臓
の
光
＝
菩
薩
の
衆
生
摂
化
＝「
心
光
」
と
な
る
。

　

以
上
、『
観
念
法
門
』
で
い
わ
れ
る
「
心
光
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
心
臓

の
光
明
ひ
い
て
は
菩
薩
の
衆
生
摂
化
を
表
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
心
臓
は
身
体
の
一
部
で
あ
る
か
ら
「
心

光
」
も
ま
た
「
身
光
」
の
一
部
だ
と
言
え
る
。
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の
土
」
に
つ
い
て
表
現
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

親
鸞
が
、「
懈
慢
界
」
を
も
報
中
化
土
説
で
理
解
し
て
い
る
の
は
、
法
然

に
お
け
る
「
懈
慢
界
」
と
「
辺
地
」
と
を
同
列
視
す
る
立
場
を
、
報
中
化

土
説
の
立
場
か
ら
受
用
し
た
た
め
と
、
自
己
の
到
達
し
た
阿
弥
陀
仏
に
よ

る
救
済
の
理
念
が
よ
り
明
確
に
表
現
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
法
然
教
学
を
自
力
的
方
向
へ
展
開
し
た
と
さ
れ
て
い
る
弁
長

が
、
上
記
の
よ
う
に
、
辺
地
は
報
土
の
外
に
あ
る
と
す
る
立
場
を
示
し
、

さ
ら
に
は
、
辺
地
と
懈
慢
国
と
を
同
一
視
す
る
立
場
を
批
判
し
て
い
る
の

は
、『
西
宗
要
』
成
立
時
（
一
二
三
七
）、
九
州
の
弁
長
に
も
伝
わ
っ
て
い

た
他
力
派
の
報
中
化
土
辺
地
説
に
基
づ
く
教
学
理
論
を
意
識
し
た
上
で
の

仏
土
論
の
展
開
と
も
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

聖
覚
仮
託
文
献
と
し
て
の
『
黒
谷
源
空
上
人
伝
』
に
つ
い
て

西
河　
　

唯

　

法
然
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
の
伝
記
で
あ
る
『
黒
谷
源
空
上
人
伝

（
以
下
、
十
六
門
記
）』
の
作
者
は
聖
覚
（
一
一
六
七
―
一
二
三
五
）
と
さ

れ
て
い
る
が
、
本
書
は
従
来
か
ら
成
立
年
時
お
よ
び
聖
覚
の
作
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
疑
義
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
基
本
的
に
聖
覚
に
仮
託

さ
れ
た
文
献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
宗
典
籍
中
の
聖
覚
仮
託

と
さ
れ
る
文
献
に
は
、
①
『
大
原
談
義
聞
書
鈔
』
②
『
浄
土
略
名
目
図
』

③
『
浄
土
布
薩
式
』
④
『
四
十
八
願
釈
』
⑤
『
十
六
門
記
』
等
が
あ
り
、

①
〜
④
は
、
聖
光
（
一
一
六
二
―
一
二
三
八
）
を
派
祖
と
す
る
浄
土
宗
鎮

西
派
第
七
祖
聖
冏
（
一
三
四
一
―
一
四
二
〇
）
な
ら
び
に
第
八
祖
聖
聡

（
一
三
六
六
―
一
四
四
〇
）
が
敷
衍
に
尽
力
し
た
二
蔵
二
教
二
頓
判
と
い

う
新
教
判
の
正
統
性
を
示
す
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

ら
な
い
。

　

次
に
親
鸞
の
面
受
の
師
で
あ
る
法
然
に
お
い
て
は
、
報
中
化
土
辺
地
説

は
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
仏
の

五
智
を
疑
い
（『
東
大
寺
十
問
答
』）
称
名
念
仏
に
助
さ
す
（『
禅
勝
房
伝

説
の
詞
』）
行
者
が
往
生
す
る
土
が
辺
地
。
但
余
行
、
或
い
は
、
念
仏
余

善
兼
行
者
の
う
ち
余
行
の
心
の
重
き
行
者
（『
三
心
料
簡
事
』）
や
雑
修
の

行
者
（『
要
集
詮
要
』『
大
経
釈
』）
が
往
生
す
る
土
が
懈
慢
国
で
あ
る
と

い
う
よ
う
に
、「
辺
地
」
と
、『
要
集
』
報
化
得
失
の
項
で
は
極
楽
国
と
は

別
に
位
置
す
る
と
説
か
れ
る
「
懈
慢
国
」
と
を
同
列
に
扱
う
と
い
う
立
場

を
示
し
て
い
る
事
、
法
然
が
特
に
勧
め
た
『
観
経
』
の
上
品
上
生
段
の
往

生
に
は
「
華
合
」
が
説
か
れ
て
い
な
い
事
、
弁
長
が
『
西
宗
要
』
第
四
十

三
・
辺
地
胎
生
事
に
お
い
て
、『
大
経
』
所
説
の
辺
地
胎
生
は
、『
観
経
』

所
説
の
九
品
の
浄
土
（
報
土
）
の
外
に
あ
る
と
い
う
理
解
が
「
師
（
法

然
）
の
御
意
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
事
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
親
鸞
の
報
中
化
土
説
は
、
源
信
や
法
然
の
仏
土
論
を
背

景
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
が
、
親
鸞
と
同
じ
報
中
化
土

説
を
、
源
信
や
法
然
の
著
作
の
上
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第
三
に
、
共
通
し
た
教
学
的
な
論
理
の
展
開
の
も
と
に
報
中
化
土
辺
地

説
を
展
開
す
る
他
力
派
の
う
ち
、
隆
寛
と
証
空
が
「
辺
地
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
た
の
は
、
法
然
と
『
大
経
』
胎
化
段
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
「
化
土
」
と
い
う
語
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、「
三
土
中
の
応
身
土
と

し
て
の
化
土
」
と
混
同
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
幸
西
や
親
鸞
が
「
化
土
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、『
要
集
』
の

報
化
得
失
の
文
の
「
化
の
浄
土
」
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
化

土
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
、
辺
地
等
の
語
よ
り
も
、
よ
り
的
確
に
「
報
中
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拾
因
』
に
簡
潔
に
触
れ
る
の
み
の
『
弘
願
本
』
や
『
秘
伝
』
と
い
っ
た
、

『
十
六
門
記
』
と
近
し
い
時
代
の
成
立
と
思
わ
れ
る
法
然
諸
伝
に
比
べ
、

『
十
六
門
記
』
で
は
具
体
的
に
文
を
引
用
し
て
お
り
、
特
に
念
仏
の
易
行

性
を
説
く
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
あ
え
て
禅
林
寺
や
永
観

を
強
調
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
道
光
（
一
二
四
三
―
一

三
三
〇
）・
定
慧
（
一
二
九
六
―
一
三
七
〇
）・
聖
聡
な
ど
の
鎮
西
派
に
連

な
る
学
匠
は
『
往
生
拾
因
』
註
釈
書
を
編
ん
で
お
り
、『
往
生
拾
因
』
へ

の
注
目
は
、
む
し
ろ
鎮
西
派
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
法
然
没
後
帰
浄
者
と
し
て
静
遍
を
採
り
上
げ
た
点
に
つ
い
て
も
、

存
在
の
強
調
と
ま
で
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
聖
光
と
聖
覚
の
存
在
こ
そ
が
強

調
さ
れ
て
お
り
、
静
遍
を
採
り
上
げ
た
の
は
、
真
言
宗
か
ら
の
帰
浄
者
を

示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、『
往
生
拾
因
』
の
引
用
や
静
遍
に
つ
い
て
の
記
事

は
、『
十
六
門
記
』
が
鎮
西
派
系
統
の
仮
託
書
で
あ
る
と
い
う
説
を
妨
げ

る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
冏
・
聖
聡
に
お
け
る
聖
覚
仮
託
文
献

の
主
な
利
用
目
的
で
あ
る
新
教
判
の
敷
衍
と
い
う
目
的
が
『
十
六
門
記
』

か
ら
は
即
座
に
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
聖
光
と
聖
覚
の
問
法
の
構
造
を
勘

案
す
れ
ば
、『
十
六
門
記
』
は
聖
冏
・
聖
聡
よ
り
以
前
の
、
鎮
西
派
関
係

者
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
聖
覚
仮
託
文
献
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

い
る
（
鈴
木
英
之
「
中
世
浄
土
宗
に
お
け
る
偽
書
―
聖
冏
・
聖
聡
著
作
を

中
心
に
―
」『
日
本
思
想
史
学
』
四
六
、
二
〇
一
四
）。
一
方
⑤
に
つ
い
て

は
伝
記
と
い
う
文
献
的
性
格
も
あ
り
、「
聖
覚
仮
託
」
と
い
う
理
由
の
み

で
は
、
①
〜
④
の
仮
託
文
献
群
と
ひ
と
く
く
り
に
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
①
〜
④
の
仮
託
文
献
群
が
す
べ
て
聖
冏
・
聖
聡
周
辺
に
お
い
て
依
用

さ
れ
て
い
る
以
上
、
⑤
の
み
が
鎮
西
派
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
作
ら
れ
た

と
速
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
小
稿
に
お
い
て
は
、
本
書
が

聖
覚
仮
託
文
献
群
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

　

今
日
ま
で
の
『
十
六
門
記
』
真
偽
論
を
概
観
す
る
と
、
撰
者
は
聖
覚
と

は
思
わ
れ
ず
、
成
立
年
時
に
つ
い
て
も
確
定
は
で
き
な
い
が
、
聖
覚
没
後

の
可
能
性
が
高
く
、
や
は
り
仮
託
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
撰
者
推
定

問
題
に
つ
い
て
は
、
記
事
内
容
等
か
ら
鎮
西
派
の
流
れ
を
く
む
何
者
か
と

予
想
さ
れ
て
き
た
が
、
三
田
全
信
氏
は
、「
永
観
（
一
〇
三
三
―
一
一
一

一
）
や
『
往
生
拾
因
』
へ
の
注
目
」「
静
遍
（
一
一
六
六
―
一
二
二
四
）

を
強
調
す
る
」
と
い
っ
た
諸
点
よ
り
、
禅
林
寺
関
連
の
者
の
作
と
い
う
可

能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
説
を
提
出
し
て
い
る
（
三
田
全
信

『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
光
念
寺
出
版
部
、
一
九
六
六
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
十
六
門
記
』
中
に
は
聖
光
と
聖
覚
が
法
然
に
対
し

て
問
法
し
た
記
事
が
あ
り
、
当
該
記
事
は
そ
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
聖
光

の
思
想
を
聖
覚
が
裏
付
け
る
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
良

忠
（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
）
の
『
決
答
授
手
印
疑
問
抄
』
や
①
〜
④
の

聖
覚
仮
託
文
献
中
に
お
け
る
聖
光
と
聖
覚
の
関
係
性
と
、
そ
の
性
格
を
同

じ
く
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
永
観
や
『
往
生
拾
因
』
の
名
は
『
四
十
八
巻

伝
』『
九
巻
伝
』『
琳
阿
本
』
等
、
他
の
法
然
諸
伝
に
も
出
る
上
、『
往
生
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を
指
摘
し
た
児
玉
識
の
研
究
が
あ
る
。

　

有
福
の
善
太
郎
の
事
績
は
僧
純
編
『
妙
好
人
伝
』
四
編
巻
下
に
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
地
域
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
言
行
と
善
太
郎
が
書
き
遺
し

た
手
記
を
加
え
た
『
妙
好
人
有
福
の
善
太
郎
』
が
光
現
寺
住
職
の
菅
真
義

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
善
太
郎
は
手
次
寺
、
本
山
は
も
と
よ
り
他
の
寺

や
同
行
の
も
と
へ
聞
法
の
旅
を
し
て
い
た
。
小
寄
講
に
よ
る
法
座
に
も
参

加
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
広
範
囲
に
移
動
、
交
流
し
て
い
た
。

　

下
有
福
町
は
加
志
岐
川
の
流
域
で
水
田
が
広
が
り
、
役
場
・
農
協
・
学

校
な
ど
も
集
積
し
て
い
る
地
区
で
あ
る
。『
浜
田
市
誌
』
に
よ
る
と
「
古

来
農
業
経
営
に
積
極
的
研
究
的
」
で
あ
り
、
過
疎
化
が
問
題
化
し
た
高
度

経
済
成
長
期
に
も
人
口
が
増
え
て
い
た
。
現
在
は
過
疎
化
・
少
子
高
齢
化

の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　

因
幡
の
源
左
の
言
行
は
、
柳
宗
悦
と
願
正
寺
住
職
の
衣
笠
一
省
が
編
纂

し
た
『
妙
好
人
因
幡
の
源
左
』
で
広
く
知
ら
れ
る
。
源
左
も
本
山
参
り
の

ほ
か
、
紙
問
屋
へ
の
訪
問
や
そ
の
行
き
来
、
ま
た
道
中
で
旅
人
の
荷
物
を

持
っ
て
や
り
な
が
ら
法
談
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

願
正
寺
と
源
左
の
生
家
が
あ
る
青
谷
町
山
根
は
、
和
紙
生
産
で
知
ら
れ

る
。
源
左
も
紙
漉
き
を
行
っ
て
お
り
、
紙
問
屋
か
ら
の
帰
り
道
で
盗
人
に

遭
っ
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

柳
宗
悦
は
こ
の
地
域
の
和
紙
生
産
の
持
続
に
も
関
与
し
て
い
る
。
柳
は

妙
好
人
へ
の
関
心
か
ら
一
九
四
九
年
八
月
に
願
正
寺
を
訪
ね
た
が
、
こ
の

と
き
和
紙
生
産
を
営
む
塩
義
郎
が
柳
を
訪
ね
、
塩
は
柳
か
ら
鳥
取
市
で
民

藝
運
動
を
展
開
す
る
吉
田
璋
也
を
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
民
藝
の
道
に
入

り
、
大
因
州
製
紙
有
限
会
社
、
の
ち
の
大
因
州
製
紙
協
業
組
合
の
結
成
に

至
っ
た
。

妙
好
人
と
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ

黒
崎　

浩
行

　

近
年
、
地
域
再
生
と
そ
の
資
源
と
し
て
の
宗
教
文
化
に
関
心
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
が
、「
地
域
活
性
化
」
が
叫
ば
れ
る
状
況
に
対
し
て
「
地
域
は

鎮
静
化
す
べ
き
だ
」
と
唱
え
た
人
が
い
る
。
島
根
県
雲
南
市
木
次
町
で
酪

農
業
を
営
む
佐
藤
忠
吉
氏
で
あ
る
。

　

戦
後
復
興
期
、
繊
維
革
命
、
燃
料
革
命
に
よ
っ
て
養
蚕
や
炭
焼
き
と
い

っ
た
農
家
の
副
業
が
需
要
を
失
い
、
酪
農
に
活
路
を
見
出
し
て
い
っ
た
中

で
、
佐
藤
氏
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
教
育
者
、
加
藤
歓
一
郎
や
そ
の
周
辺
の

人
々
に
間
近
に
接
し
て
い
た
。
佐
藤
氏
自
身
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
は
な
ら

な
か
っ
た
が
、
機
械
化
・
工
業
化
や
外
部
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
に
過

度
に
依
存
せ
ず
、
風
土
に
根
ざ
し
た
循
環
型
の
酪
農
経
営
を
志
向
す
る
姿

勢
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
文
化
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。

　

あ
る
雑
誌
で
佐
藤
氏
は
「
平
成
の
妙
好
人
」
と
評
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で

は
妙
好
人
の
言
行
が
多
く
伝
え
ら
れ
る
山
陰
地
方
で
、
持
続
可
能
な
地
域

づ
く
り
へ
の
可
能
性
を
も
つ
動
き
は
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
発
表
で
は
、
有
福
の
善
太
郎
（
一
七
八
二
・
天
明
二
―
一
八
五

六
・
安
政
三
）
を
輩
出
し
た
現
・
島
根
県
浜
田
市
下
有
福
町
と
、
因
幡
の

源
左
（
一
八
四
二
・
天
保
一
三
―
一
九
三
〇
・
昭
和
五
）
を
輩
出
し
た

現
・
鳥
取
県
鳥
取
市
青
谷
町
を
例
に
と
り
あ
げ
る
。

　

近
世
の
真
宗
に
お
い
て
、
妙
好
人
が
輩
出
さ
れ
た
要
因
と
し
て
、
吾
勝

常
行
は
「
聴
聞
」
の
二
つ
の
形
態
、
す
な
わ
ち
、「
唱
導
」「
説
教
」
と

「
法
談
」「
御
示
談
」
と
い
う
「
タ
テ
糸
」
と
「
ヨ
コ
糸
」
の
存
在
を
挙
げ

て
い
る
。
ま
た
、「
ヨ
コ
糸
」
の
聴
聞
が
な
さ
れ
る
芸
北
・
石
南
地
方
の

「
小
寄
講
」
に
つ
い
て
、
近
世
社
会
に
お
け
る
下
層
民
の
相
互
扶
助
機
能
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い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

妙
成
寺
の
年
中
行
事
に
関
わ
る
資
料
を
紐
解
い
て
い
く
と
、
釈
尊
の
涅

槃
会
・
日
蓮
の
誕
生
会
、
乗
師
会
、
祖
師
会
を
妙
成
寺
に
お
け
る
三
大
会

と
し
て
お
り
、
特
に
六
月
の
乗
師
会
（
寄
合
会
）
は
加
賀
国
・
能
登
国
・

越
中
国
の
法
華
信
徒
の
寄
合
い
法
会
で
あ
り
、
こ
の
時
に
加
賀
の
三
谷
法

華
の
信
徒
た
ち
は
、
茅
を
一
束
ず
つ
持
参
し
て
参
詣
す
る
の
が
慣
例
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
妙
成
寺
は
加
賀
・
能
登
地
方
の
中
核
寺
院
の
た
め
、
同

寺
の
儀
礼
や
年
中
行
事
に
は
広
く
北
陸
地
域
に
住
む
法
華
信
徒
が
集
結
し

た
の
で
あ
り
、
伽
藍
の
外
に
広
場
の
存
在
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
次

に
、
寄
合
会
の
夜
に
は
本
堂
や
二
王
門
の
前
の
広
場
に
桃
燈
を
出
し
て
賑

や
か
な
祭
典
の
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
儀
礼
の
特

徴
を
み
て
い
く
と
、
妙
成
寺
の
貫
首
を
輿
に
乗
せ
、
客
殿
か
ら
開
山
堂
ま

で
歌
舞
と
い
っ
た
行
列
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
境
内
で
儀
礼
が

催
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
伽
藍
構
造
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
妙
成

寺
に
お
い
て
は
、「
妙
成
寺
配
置
図
」
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
礼
拝

域
が
右
（
西
）、
居
住
域
（
僧
坊
）
が
左
（
東
）
に
明
確
に
区
別
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
三
光
堂
・
本
堂
・
祖
師
堂
の
三
堂
の
主
要
堂
宇
を
中
心

に
伽
藍
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
三
堂
と
客
殿
が
廻
廊
で
結
ば
れ
て
お

り
、
こ
の
伽
藍
配
置
の
構
造
は
日
蓮
宗
の
代
表
的
寺
院
で
あ
る
山
梨
県
身

延
久
遠
寺
、
そ
し
て
岡
山
県
牛
窓
本
蓮
寺
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
礼

拝
域
に
あ
る
三
堂
と
居
住
域
の
客
殿
、
陟
屺
堂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
壇
に
安

置
さ
れ
る
礼
拝
仏
や
位
牌
等
は
す
べ
て
南
向
き
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
囲

み
伽
藍
の
北
向
き
と
な
る
開
山
堂
・
経
堂
、
東
向
き
と
な
る
番
神
堂
・
同

拝
殿
・
五
重
塔
、
西
向
き
と
な
る
鐘
楼
を
除
け
ば
礼
拝
伽
藍
は
南
向
き
が

基
本
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

善
太
郎
、
源
左
と
も
に
、
そ
の
行
動
に
は
並
大
抵
の
相
互
扶
助
を
超
え

る
も
の
が
あ
り
、
盗
人
に
遭
っ
た
と
き
に
自
分
の
も
の
を
差
し
出
す
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
特
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
が
す
で
に
宿
業
を
背
負
っ

て
い
る
と
い
う
自
覚
と
、
そ
の
よ
う
な
自
分
が
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
受
け

て
い
る
と
い
う
信
仰
に
根
差
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

妙
好
人
を
培
っ
て
き
た
「
聞
法
の
風
土
」
は
現
在
、
過
疎
化
の
波
に
あ

ら
が
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
が
、
そ
の
風
土
に
支
え
ら
れ
て
持
続
可
能
な

地
域
経
営
を
志
向
す
る
動
き
も
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
。

　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP18H

00612

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。

日
蓮
宗
寺
院
伽
藍
配
置
の
特
徴 

│
│ 

石
川
県
滝
谷
妙
成
寺
を
中
心
に 
│
│

望
月　

真
澄

　

石
川
県
能
登
地
方
に
位
置
す
る
日
蓮
宗
妙
成
寺
の
草
創
に
関
し
て
み
て

み
る
と
、
応
永
八
（
一
三
七
五
）
年
二
月
二
四
日
付
の
二
世
日
乗
「
乗 

師
譲
状
」
に
「
甘
田
保
魚
谷
村
法
華
堂
」
と
記
さ
れ
、『
伝
灯
余
光
』
に

「
此
地
名
今
滝
谷
の
事
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
滝
谷
妙
成
寺
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
。
譲
状
の
内
容
は
、
二
世
日
乗
か
ら
三
世
日
源
（
三
位

阿
闍
梨
源
海
）
に
法
華
堂
を
譲
る
と
い
う
も
の
で
、
妙
成
寺
が
法
華
堂
か

ら
発
展
し
て
い
っ
た
経
緯
が
み
て
と
れ
る
。
そ
の
後
、
羽
咋
地
域
北
部
の

有
力
国
人
得
田
氏
の
帰
依
を
得
て
地
域
の
寺
院
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
く

が
、
開
基
一
族
と
な
る
柴
原
氏
の
支
援
を
得
た
こ
と
は
そ
の
後
の
伽
藍
造

営
に
影
響
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
日
蓮
宗
内
に
お
い
て
は
、
京
都
妙
顕
寺

の
末
寺
と
な
り
、
能
登
地
域
に
お
け
る
滝
谷
門
流
の
中
心
寺
院
と
な
っ
て
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禅
観
経
典
に
見
る
心
の
負
の
反
応
に
対
す
る
対
処
法

蓑
輪　

顕
量

　

身
心
の
観
察
を
行
っ
て
い
る
時
に
、
過
去
の
嫌
な
こ
と
を
思
い
出
し
た

り
、
幻
覚
の
よ
う
な
も
の
が
出
現
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
マ
イ
ナ
ス
の
反
応
に
対
す
る
対
処
と
し
て
、『
次
第
禅
門
』『
摩
訶
止

観
』
な
ど
に
は
六
種
類
（
対
治
・
転
治
・
不
転
治
・
兼
治
・
兼
転
兼
不
転

の
治
・
非
対
非
転
非
兼
の
治
）
ま
た
は
五
種
類
（
対（
治
）、
転（
治
）と
不

転（
治
）と
、
兼（
治
）と
、
具（
治
））
の
対
応
の
仕
方
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
前
年
に
報
告
）。
こ
の
よ
う
な
対
処
の
仕
方
が
、
何
に
基
づ
く
の
か
、
と

い
う
視
点
か
ら
考
察
し
、
禅
観
経
典
に
そ
の
起
源
が
あ
る
こ
と
を
報
告
す

る
。
ま
ず
安
世
高
訳
の
『
安
般
守
意
経
』
に
は
「
身
体
を
観
察
し
悪
露
を

念
じ
る
の
は
、
こ
れ
は
貪
り
や
淫
を
止
め
る
薬
で
あ
る
。
四
等
心
を
念
じ

る
の
は
、
こ
れ
は
瞋
恚
を
止
め
る
薬
で
あ
る
。
も
と
は
ど
の
よ
う
な
因
縁

が
あ
る
の
か
と
計
る
の
は
、
こ
れ
は
愚
痴
を
止
め
る
薬
で
あ
る
。
呼
吸
を

観
察
し
て
心
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
の
は
、
多
念
（
を
止
め
る
）
の
薬
で

あ
る
の
だ
。」（
大
正15.167c7-10

）
と
の
記
述
が
見
え
る
。
同
様
に
羅

什
訳
と
伝
え
ら
れ
る
『
坐
禅
三
昧
経
』
に
も
、「
も
し
婬
欲
の
多
い
人
で

あ
れ
ば
、
不
淨
法
門
を
も
っ
て
治
す
。
も
し
瞋
恚
の
多
い
人
な
ら
ば
、
慈

心
法
門
に
よ
っ
て
治
す
。
も
し
愚
癡
の
多
い
人
で
れ
ば
、
思
惟
し
て
因
縁

を
観
じ
る
法
門
に
よ
っ
て
治
す
。
も
し
思
覺
の
多
い
人
な
ら
ば
、
念
息
法

門
に
よ
っ
て
治
す
。
も
し
多
等
分
の
多
い
人
な
ら
ば
、
念
佛
法
門
に
よ
っ

て
治
す
」（
大
正15.271c3-6

）
と
の
記
述
が
あ
る
。
淫
欲
の
多
い
人
に

は
不
浄
観
で
、
怒
り
っ
ぽ
い
人
に
は
慈
心
観
で
な
ど
の
記
述
が
見
出
さ

れ
、
病
に
対
応
し
た
治
し
方
が
登
場
し
て
お
り
、
天
台
の
対
治
法
門
の
起

源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
転
治
（
観
察
の
対
象
を

　

妙
成
寺
の
礼
拝
域
は
、
現
伽
藍
配
置
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
堂

を
中
心
と
す
る
三
堂
の
南
側
の
空
間
が
広
場
（
空
間
）
と
な
る
構
造
に
な

っ
て
い
る
。
参
詣
者
が
こ
の
広
場
に
立
つ
と
、
周
囲
の
伽
藍
を
礼
拝
で
き

る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
礼
拝
域
に
あ
る
諸
堂
が
礼
拝
域
中
心
部

と
な
る
広
場
に
向
け
ら
れ
た
「
囲
み
伽
藍
」
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
た
め

で
あ
る
。
こ
の
参
拝
者
が
集
ま
る
空
間
（
参
拝
者
溜
）
を
設
け
た
伽
藍
構

造
が
日
蓮
宗
寺
院
の
特
徴
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
囲
み
伽
藍
と
参

拝
者
溜
り
の
構
造
を
兼
ね
備
え
た
寺
院
と
し
て
天
明
期
以
降
に
再
建
さ
れ

た
京
都
本
圀
寺
が
あ
る
。
寺
院
の
伽
藍
構
造
に
「
囲
み
廻
廊
」
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
廻
廊
を
通
じ
て
複
数
の
伽
藍
を
結
ぶ
意
図
で
造
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
妙
成
寺
に
お
い
て
は
伽
藍
す
べ
て
が
廻
廊
で
結
ば
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
客
殿
と
祖
師
堂
・
鐘
楼
堂
を
結
ぶ
廻
廊
が
主
要
堂
宇
三
堂

の
建
立
と
同
時
期
に
完
成
し
て
お
り
、
礼
拝
域
の
主
要
伽
藍
と
居
住
域
の

伽
藍
を
結
び
付
け
る
役
目
を
果
た
し
て
い
た
。
庶
民
信
仰
が
高
揚
し
て
い

く
江
戸
中
後
期
に
あ
っ
て
、
信
徒
層
の
礼
拝
場
所
と
し
て
設
け
ら
れ
た
参

拝
者
溜
で
あ
る
が
、
こ
の
必
要
性
に
つ
い
て
妙
成
寺
の
年
中
行
事
の
資
料

を
紐
解
く
と
、
庶
民
の
信
仰
儀
礼
を
行
う
上
に
お
い
て
重
要
な
空
間
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

以
上
、
妙
成
寺
を
中
心
に
日
蓮
宗
寺
院
の
伽
藍
構
造
を
寺
院
儀
礼
に
関

す
る
資
料
と
伽
藍
配
置
の
特
徴
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
。
同
寺
は
桃
山

期
以
降
に
本
堂
を
中
心
と
す
る
主
要
堂
宇
の
三
堂
を
中
心
に
伽
藍
が
配
置

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
前
部
に
参
拝
者
溜
り
と
い
っ
た
空
間

を
有
し
て
お
り
、
こ
の
境
内
で
信
徒
の
儀
礼
を
行
う
伽
藍
構
造
が
日
蓮
宗

寺
院
の
伽
藍
配
置
の
特
徴
と
な
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
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切
は
空
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
了
解
が
治
療

法
に
な
る
と
い
う
も
の
は
、
大
乗
仏
教
で
強
調
さ
れ
て
出
て
き
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
現
地
調
査
で
分
か
っ
た
こ
と

は
、
現
在
で
も
、
身
心
を
観
察
す
る
実
践
の
中
で
経
験
す
る
、
様
々
な
マ

イ
ナ
ス
の
心
の
現
象
に
、
対
治
等
の
治
療
法
で
望
む
こ
と
も
、
第
一
義
悉

檀
に
よ
る
治
療
法
で
望
む
こ
と
も
、
そ
の
ど
ち
ら
も
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
ま
た
負
の
反
応
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
、
ま
ず
は
学
習

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
禅
観
経
典
以
外
に

も
、
心
の
負
の
反
応
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
、
そ
の
伝
承
は
残
さ
れ
て
い

る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一
念
三
千
と
他
者

三
輪　

是
法

　

天
台
大
師
智
顗
の
『
摩
訶
止
観
』
で
説
か
れ
る
一
念
三
千
は
、
不
可
思

議
な
る
対
象
と
し
て
人
間
の
精
神
、
心
を
表
し
た
言
葉
で
、
三
千
と
い
う

数
字
は
現
象
界
の
構
成
要
素
（
法
華
経
の
十
如
是
）
と
仏
教
で
説
か
れ
る

十
界
（
地
獄
界
か
ら
仏
界
ま
で
）、
そ
れ
か
ら
三
種
の
世
界
観
（
五
蘊
世

間
・
衆
生
世
間
・
国
土
世
間
）
の
乗
数
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
換
言

す
る
と
、
我
々
の
心
は
十
種
の
人
格
的
要
因
（
十
界
）
と
現
象
の
構
成
要

素
（
十
如
是
）、
さ
ら
に
環
境
的
外
部
要
因
を
含
め
た
関
係
性
（
三
種
世

間
）
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
心
に
は
他
者
性
が
存
在

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
己
の
心
は
他
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
人
間
の
精
神
（
実
体
視
さ
れ

た
心
で
は
な
く
、
関
係
性
の
中
か
ら
誘
発
す
る
精
神
）
に
焦
点
を
当
て
た

一
念
三
千
と
い
う
理
論
を
、
精
神
分
析
が
提
唱
す
る
視
点
、
自
我
論
と
主

別
の
も
の
に
変
え
る
）
の
治
し
方
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
羅
什

訳
の
『
禅
秘
要
法
経
』
や
『
達
磨
多
羅
禅
経
』
の
記
述
が
典
拠
と
な
り
う

る
。
こ
の
よ
う
な
転
、
不
転
等
の
対
治
方
法
は
、『
安
般
守
意
経
』
が
説

一
切
有
部
系
の
資
料
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
初
期
仏
教
か
ら
伝
え

ら
れ
て
き
た
対
処
法
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　

次
に
天
台
で
は
、
大
乗
の
治
法
と
し
て
「
大
乗
の
治
療
法
は
、
第
一
義

悉
檀
（
一
切
が
空
で
あ
る
と
い
う
領
解
）
が
治
療
法
で
あ
る
。
大
乗
は
、

治
は
対（
治
）で
も
な
く
兼（
治
）で
も
な
い
な
ど
を
第
一
義
の
治
と
名
付
け

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
阿
竭
陀
薬
が
多
く
の
病
を
治
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
小
乗
は
多
く
は
三
つ
の
悉
檀
を
も
っ
て
治
療
と

す
る
が
、
大
乗
は
多
く
は
第
一
義
悉
檀
を
も
っ
て
治
療
と
す
る
の
で
あ

る
。
空
、
無
生
の
中
に
一
体
何
が
煩
悩
で
あ
り
、
何
が
治
す
主
体
で
あ
ろ

う
か
」（
大
正46.103a12-14

）
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
第
一
義
悉
檀
が
す

べ
て
の
場
合
に
あ
て
は
ま
る
治
療
法
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一

義
悉
檀
す
な
わ
ち
す
べ
て
が
空
で
あ
る
と
の
了
解
が
一
切
の
病
を
治
す
と

い
う
考
え
方
が
登
場
す
る
。
こ
の
考
え
方
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
直
接
に

は
『
大
智
度
論
』
で
あ
り
、『
大
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
で
あ
る
。『
大
智

度
論
』
で
は
「
諸
法
実
相
、
初
め
な
く
中
無
く
終
わ
り
な
く
、
尽
き
ず
壊

せ
ず
。
是
を
第
一
義
悉
檀
と
名
づ
け
る
」（
大
正25.61b9-11

）
と
説
明

し
、
空
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
切
は
心
が
作
り
出
し
た
も
の
と

す
る
了
解
が
、
様
々
な
マ
イ
ナ
ス
の
心
の
反
応
を
解
決
す
る
術
と
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
治
療
の
仕
方
は
、
仏
教
の
伝
統
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
対
治
等
の
五
法
は
初
期
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
に
伝
承
さ
れ
た
も

の
で
、
そ
れ
ら
は
主
に
禅
観
経
典
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
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れ
、
こ
の
自
我
に
執
着
す
る
こ
と
を
克
服
す
る
無
我
を
重
視
す
る
が
、
こ

の
自
我
で
す
ら
す
で
に
実
体
を
も
た
な
い
も
の
だ
と
い
う
精
神
分
析
の
理

論
は
、
あ
る
意
味
仏
教
の
無
我
と
類
似
し
て
い
る
。
精
神
分
析
で
い
う
自

我
と
は
、
あ
く
ま
で
も
実
体
を
も
た
な
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

社
会
常
識
と
し
て
心
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
と
な
る
の

は
「
主
体
」
と
い
う
存
在
で
、
自
我
と
い
う
意
識
的
主
体
は
存
在
せ
ず
、

意
識
と
無
意
識
の
関
係
性
に
お
い
て
主
体
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
主
体
と
は
「
無
意
識
の
主
体
」
で
あ
り
、
実
体
が
な

く
、
存
在
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
一
瞬
生
じ
る
も
の
で
、
自
分
で
気
づ
く

こ
と
が
困
難
な
「
も
っ
と
他
の
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
智
顗
の
理
論
と

対
照
化
す
る
と
、
止
観
行
の
深
ま
り
と
と
も
に
顕
れ
る
心
、
つ
ま
り
一
念

三
千
と
い
う
心
こ
そ
、
意
識
と
無
意
識
の
関
係
性
に
生
ず
る
主
体
だ
と
考

え
ら
れ
、
我
々
は
、
も
う
一
つ
の
他
者
で
あ
る
言
語
の
世
界
へ
参
入
す
る

こ
と
で
規
制
さ
れ
、
や
が
て
欲
望
が
生
ま
れ
て
い
く
。
心
と
欲
望
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
考
察
し
て
い
く
。

メ
デ
ィ
ア
と
教
団
活
動 

│
│ 

社
会
貢
献
に
関
す
る
認
知
度
の
違
い 

│
│

青
木　
　

繁

　

本
論
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
教
団
の
社
会
貢
献
活
動
の
情
報
が
ど
の

様
に
発
信
さ
れ
、
人
々
は
そ
れ
を
ど
の
様
に
受
け
取
り
、
ど
の
様
に
一
般

の
人
々
は
理
解
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
新
宗
教

系
の
宗
教
団
体
の
震
災
支
援
活
動
に
焦
点
を
当
て
調
査
を
行
っ
た
。

　
（
公
益
財
団
法
人
）
庭
野
平
和
財
団
が
実
施
し
た
調
査
「『
宗
教
団
体
の

社
会
貢
献
活
動
に
関
す
る
調
査
』
報
告
書
（
二
〇
一
六
年
六
月
実
施
）」

（
二
〇
一
七
年
）で
は
、「
東
日
本
大
震
災
で
の
宗
教
団
体
の
支
援
活
動
を
、

体
論
に
基
づ
い
て
考
察
を
加
え
、
仏
教
の
人
間
観
と
倫
理
の
発
生
契
機
を

考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

天
台
大
師
智
顗
の
『
摩
訶
止
観
』
巻
五
上
で
は
、
止
観
と
い
う
修
行
に

よ
る
対
境
（
観
察
対
象
）
と
し
て
最
初
に
陰
入
界
境
を
説
明
し
、
続
け
て

煩
悩
境
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
陰
入
界
は
実
体
を
も
た
な
い
人
間
存
在
を

表
し
、
五
陰
を
観
察
す
る
こ
と
で
煩
悩
の
複
雑
な
動
き
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

次
に
そ
の
観
察
方
法
と
し
て
十
乗
観
法
が
説
か
れ
る
。
智
顗
は
そ
こ
で

も
陰
入
界
に
つ
い
て
解
説
し
て
、
界
内
・
界
外
（
欲
界
・
色
界
・
無
色
界

の
三
界
の
内
外
）
の
す
べ
て
は
心
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
世
界
は
色
と
名
＝
こ
と
ば
＝
意
識
、
つ
ま
り
五
陰
し
か
な
く
、
心
が
迷

い
の
原
因
で
、
ま
ず
識
陰
の
心
を
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
観
察
法

と
し
て
十
種
の
方
法
を
あ
げ
、
そ
の
第
一
番
目
が
観
不
思
議
境
で
あ
る
。

五
陰
、
十
法
界
、
十
如
是
、
三
種
世
間
の
関
係
を
詳
述
し
た
後
、
心
の
様

相
で
あ
る
「
一
念
三
千
」
が
説
か
れ
る
。
智
顗
の
説
明
に
基
づ
け
ば
、
こ

の
世
界
の
中
で
、
心
で
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
世
界

の
現
象
を
知
れ
ば
心
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
の
心
」
な

る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
か
つ
心
は
こ
の
世
界
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、「
心
は
他
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
心
は
三
千
の
他
者
で
あ
る
」
と
い
う
心
観
は
精
神
分
析

と
共
通
し
た
心
の
見
方
で
あ
る
。
通
常
、
他
者
と
対
立
す
る
言
葉
と
し
て

自
己
、
自
我
、
主
体
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
自
分
と
い
う
存
在
の

あ
り
方
に
他
者
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。「
自
我
」
と
い
う
自
分
の
像
は
、

他
者
を
通
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
本
性

で
は
な
い
。
通
常
仏
教
で
は
、
自
我
は
自
立
し
た
存
在
と
し
て
認
め
ら
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名
を
現
地
に
、
立
正
佼
成
会
も
同
じ
く
積
極
的
で
、
こ
の
三
団
体
と
も
支

援
活
動
は
大
規
模
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
一
般
の
人
の
情
報
源
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
、
全
国
紙
で
は
ど
の

様
に
報
道
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
三
〇
年
間
の
メ
デ
ィ
ア
露
出
を
調
べ
て

み
た
。
新
聞
は
朝
日
・
読
売
、
放
送
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
（
総
合
・
教
育
・

衛
星
）、
ラ
ジ
オ
（
第
一
・
第
二
・
Ｆ
Ｍ
）。
期
間
は
①
阪
神
淡
路
大
震
災

前
、
②
阪
神
淡
路
大
震
災
時
、
③
そ
の
八
年
後
、
④
東
日
本
大
震
災
時
、

⑤
そ
の
後
現
在
ま
で
と
、
五
つ
に
二
年
間
に
わ
け
て
、
新
聞
社
・
放
送
局

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
し
た
。
調
査
結
果
で
は
、
ひ
と
つ
は
全
国
紙
の

記
事
の
掲
載
頻
度
は
少
な
く
（
阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
で
、
天
理
教
は
朝

日
二
四
件
・
読
売
十
八
件
、
真
如
苑
・
朝
日
五
件
・
読
売
一
件
、
立
正
佼

成
会
・
朝
日
七
件
・
読
売
四
件
）、（
東
日
本
大
震
災
時
は
六
件
か
ら
二

件
）、
一
般
の
人
が
活
動
を
知
る
機
会
は
限
ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
教
団
名
が
ヒ
ッ
ト
し
な
か
っ
た
。

　

な
ぜ
報
道
さ
れ
る
機
会
は
こ
れ
ほ
ど
少
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
は
、

メ
デ
ィ
ア
は
宗
教
・
信
仰
の
自
由
に
関
わ
る
テ
ー
マ
に
は
自
主
基
準
を
設

け
、
と
て
も
慎
重
で
あ
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
報
道
は
人
命
に
関
わ

る
安
否
情
報
が
最
優
先
で
宗
教
者
の
支
援
が
敏
速
で
あ
れ
ば
逆
に
報
道
さ

れ
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
起
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（social net-w

ork system

）
は
こ
の
宗
教
情

報
が
届
き
難
い
状
況
を
打
ち
破
る
変
化
を
今
起
こ
し
て
い
る
。
宗
教
儀
礼

はZoom

で
毎
朝
教
会
か
ら
同
時
中
継
を
行
い
、
フ
ェ
ー
ス
ブ
ッ
ク
に

は
宗
教
情
報
が
溢
れ
て
い
る
。
信
頼
性
に
関
し
て
は
疑
問
が
残
る
が
、
低

コ
ス
ト
・
即
時
性
・
簡
便
・
熟
達
し
た
技
術
は
不
要
で
あ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、

宗
教
者
の
社
会
貢
献
活
動
や
情
報
を
直
接
伝
え
る
新
し
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

な
に
で
知
っ
た
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
「
テ
レ
ビ
」
八
〇
・
三
％
、

「
新
聞
」
四
九
・
九
％
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
一
六
・
九
％
と
答
え
て
い
る
。

　

こ
の
結
果
か
ら
一
般
の
人
は
、
東
日
本
大
震
災
の
宗
教
団
体
の
支
援
活

動
情
報
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
情
報
を
受
け
と
っ
て
い
る
こ
と
と
、
も
う

一
つ
は
、
二
〇
一
二
年
に
実
施
し
た
同
じ
調
査
か
ら
は
今
回
は
、
四
ポ
イ

ン
ト
上
が
り
一
六
・
九
％
で
ネ
ッ
ト
の
情
報
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
東
日
本
大
震
災
関
連
の
宗
教
団
体
の
活
動
は
情
報
源
で
あ
る
新

聞
・
雑
誌
・
専
門
紙
か
ら
ど
の
く
ら
い
発
信
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
国
際

宗
教
研
究
所
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
調
べ
た
。

　

九
つ
の
宗
教
団
体
（
神
道
、
曹
洞
宗
・
浄
土
真
宗
・
浄
土
宗
・
日
蓮

宗
、
基
督
教
、
そ
し
て
、
新
宗
教
系
と
し
て
天
理
教
・
真
如
苑
・
立
正
佼

成
会
）
を
選
び
、
検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
各
宗
教
団
体
名
」「
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
」「
社
会
貢
献
」
の
三
つ
、
期
間
は
東
日
本
大
震
災
後
二
〇
一
一
年

か
ら
一
年
半
を
調
べ
た
。

　

検
索
結
果
は
、「
専
門
誌
＋
一
般
紙
」
で
、
神
道
／
神
社
は
六
〇
三
件
、

仏
教
は
四
宗
派
合
計
で
七
四
六
件
、
基
督
教
は
三
九
八
件
、
し
か
し
、
新

宗
教
系
の
天
理
教
・
真
如
苑
・
立
正
佼
成
会
は
三
つ
の
合
計
で
一
五
一

件
。
一
般
の
人
に
伝
統
仏
教
の
情
報
が
多
く
届
い
た
が
、
新
宗
教
系
の
社

会
貢
献
情
報
は
限
ら
れ
て
い
た
。

　

で
は
、
新
宗
教
系
の
教
団
は
支
援
活
動
を
行
わ
な
い
為
、
掲
載
数
が
少

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
新
宗
教
系
の
教
団
は
震
災
の
救
援
に
熱
心
で
、
天
理

教
は
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
翌
年
四
月
ま
で
に
の
べ
一
万
三
千
人
を
超

え
る
人
を
被
災
地
に
送
り
、
東
日
本
大
震
災
で
も
同
様
な
支
援
を
行
っ

た
。
真
如
苑
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
を
契
機
にSeRV

（Shinnyo-en 
Relief V

olunteers

）
を
発
足
さ
せ
、
東
日
本
大
震
災
で
は
の
べ
九
千
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所
の
説
明
、
拝
殿
、
授
与
所
、
遥
拝
所
、
若
宮
社
、
末
社
の
説
明
を
行
っ

た
。
自
然
環
境
と
し
て
は
、
境
内
で
見
ら
れ
る
野
鳥
、
樹
木
の
説
明
を
行

っ
た
。
祭
り
に
つ
い
て
は
、
枚
岡
神
社
独
特
の
祭
り
、
粥
占
神
事
、
注
連

縄
賭
神
事
、
秋
郷
祭
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
た
。
信
仰
・
祈
り
に
つ
い

て
は
、
ご
祈
禱
の
内
容
、
お
札
・
お
守
り
等
の
授
与
品
、
ご
朱
印
の
説
明

を
行
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
授
与
品
一
覧
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
を
行
い
、
前

記
に
示
し
た
内
容
と
共
に
英
訳
を
行
っ
た
。
考
察
と
し
て
、
神
社
の
国
際

化
に
関
す
る
神
社
本
庁
の
動
向
と
し
て
、Soul of Japan

を
出
版
し
、

神
道
と
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
外
国
人
の
理
解
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
、
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
「
神
社
に
外
国
人
が
や
っ
て
き
た
」（
全
七
冊
）
を
作
成
し
、

各
神
社
に
外
国
人
へ
の
対
応
を
教
示
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら

に
、
神
社
が
国
際
化
を
目
指
す
に
あ
た
っ
て
の
課
題
と
し
て
、
①
神
社
の

意
識
改
革
の
問
題
、
す
な
わ
ち
外
国
人
が
訪
れ
る
一
部
の
観
光
名
所
以
外

の
神
社
は
国
際
化
へ
の
意
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
、
②
予
算
の
問
題
と
し

て
、
本
研
究
に
お
け
る
実
践
は
英
訳
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
共
に
無

償
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
作
業
に
つ
い
て
予
算
が
必

要
で
あ
る
こ
と
、
③
語
学
力
の
問
題
と
し
て
、
神
職
を
は
じ
め
神
社
職
員

の
外
国
語
能
力
を
高
め
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。

「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
」
に
関
す
る
経
緯
考

太
田　

俊
明

　

平
成
七
年
十
一
月
十
五
日
「
科
学
技
術
基
本
法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
こ

の
「
科
学
技
術
基
本
法
」
は
「
科
学
技
術
創
造
立
国
」
を
目
指
し
そ
の
基

盤
と
な
っ
た
法
律
で
、
我
が
国
の
科
学
技
術
政
策
の
基
本
的
な
枠
組
み
を

与
え
た
も
の
で
あ
る
（
尾
身
幸
次
『
科
学
技
術
立
国
論
│
│
科
学
技
術
基

回
路
を
構
築
し
、
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
の
新
し
い
領
域
を
拡
大
し
て
い
る
。

ど
の
様
な
影
響
が
宗
教
行
動
を
可
能
に
す
る
か
は
未
知
数
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
重
要
な
今
後
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。

枚
岡
神
社
に
お
け
る
国
際
化
へ
の
取
り
組
み

辰
巳
佳
寿
恵

　

本
研
究
で
は
、
二
〇
一
九
年
に
開
催
さ
れ
た
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
を
と
お
し
て
国
際
化
が
必
要
に
な
っ
た
枚
岡
神
社
に
お
け
る
由
緒
書
や

授
与
品
の
英
訳
化
に
取
り
組
ん
だ
。
も
と
も
と
の
由
緒
書
は
難
解
で
英
訳

が
困
難
で
あ
り
斬
新
さ
に
欠
け
た
。
そ
こ
で
英
訳
を
き
っ
か
け
に
由
緒
書

そ
の
も
の
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
問
題
と
し
て
は
次

の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
も
と
も
と
の
由
緒
書
は
難
解
で
あ
り

理
解
し
に
く
く
英
訳
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
写
真
や
レ
イ
ア
ウ
ト
が
古
臭

く
斬
新
さ
に
欠
け
る
こ
と
、
業
者
に
依
頼
す
る
ほ
ど
の
予
算
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
枚
岡
神
社
の
由
緒
書
の
内
容
を
見

直
し
、
枚
岡
神
社
の
魅
力
を
捉
え
な
お
す
こ
と
、
英
訳
に
つ
い
て
は
筆
者

が
研
究
の
一
環
と
し
て
無
償
で
担
当
す
る
こ
と
、
写
真
や
レ
イ
ア
ウ
ト
に

つ
い
て
は
禰
宜
の
知
り
合
い
で
あ
る
広
告
代
理
店
経
験
者
に
無
償
で
依
頼

す
る
こ
と
、
製
品
化
は
せ
ず
に
上
質
紙
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
対
応
す
る

こ
と
と
し
た
。
枚
岡
神
社
の
魅
力
と
し
て
は
、
次
の
四
点
、
す
な
わ
ち
自

然
環
境
、
境
内
建
物
、
祭
り
、
信
仰
・
祈
り
を
中
心
に
整
理
し
、
枚
岡
神

社
の
恒
例
行
事
で
あ
る
お
笑
い
神
事
に
象
徴
さ
れ
る
開
運
招
福
と
い
う
言

葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
据
え
た
。
自
然
環
境
と
し
て
は
枚
岡
神
社
の
池
や
井

戸
、
多
岐
に
ま
つ
わ
る
み
ず
を
中
心
と
し
た
内
容
を
記
載
し
た
。
境
内
建

物
と
し
て
は
当
社
の
主
祭
神
四
柱
の
神
、
一
の
鳥
居
、
二
の
鳥
居
参
拝
場
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（
二
） 

人
文
科
学
（
特
に
宗
教
学
と
関
連
す
る
学
問
）
は
い
の
ち
に
関
し

て
直
接
問
う
学
問
で
あ
り
、
個
人
の
内
心
に
触
れ
る
面
が
あ
る
。
ま
た
思

想
信
条
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
役
割
を
果
た
す
教
団
に
関
し
て
は
そ
の
核
心
で

あ
る
教
化
・
伝
道
と
直
接
結
び
つ
き
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
国
家
・
政
府

の
介
入
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
） 「
宇
宙
基
本
法
」
制
定
の
経
緯
か
ら
「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も

の
を
除
く
」
の
文
言
が
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
歴
史
的
な
側
面
と

現
代
的
な
宇
宙
観
に
関
す
る
認
識
に
違
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
果
的

に
歴
史
的
な
宇
宙
観
を
切
り
捨
て
な
か
っ
た
こ
と
。
こ
こ
か
ら
科
学
技
術

法
制
の
在
り
方
に
「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
」
が
入
る
き
っ
か
け
が

生
じ
た
の
で
は
な
い
か
（
太
田
俊
明
「
宇
宙
基
本
法
に
関
す
る
一
考
察
」

『
宗
教
研
究
』
八
二
の
四
、
二
〇
〇
九
年
）。

　

そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
災
害
と
伝
承
の
調
査
等
が
行
わ
れ

た
こ
と
。
人
工
知
能
等
の
発
展
も
大
き
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
四
） 

従
っ
て
「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
」↓「
人
文
科
学
も

関
係
す
る
」↓「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
」
そ
の
も
の
の
撤

廃
。
つ
ま
り
「
技
術
士
法
」
の
ド
ク
マ
か
ら
「
科
学
技
術
基
本
法
」
が
本

当
の
意
味
で
解
放
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
五
） 「
科
学
技
術
基
本
法
」
一
条
の
「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を

除
く
」
の
部
分
削
除
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は
必
要
で
あ
る
が
、
教
化
・

伝
道
等
教
団
に
お
け
る
研
究
活
動
と
の
兼
ね
合
い
や
他
の
基
本
法
と
の
兼

ね
合
い
か
ら
よ
り
深
い
考
察
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

本
法
解
説
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
科

学
技
術
基
本
法
」
に
は
一
つ
の
重
要
な
概
念
が
欠
落
し
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
令
和
二
年
第
二
〇
一
回
国
会
に
て
「
科
学
技
術
基
本
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、「
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

基
本
法
」
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
施
行
は
令
和
三
年
四
月
予

定
）。
背
景
に
は
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
り
人
間
や

社
会
の
在
り
方
と
の
関
係
が
避
け
ら
れ
な
い
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
削
除
さ
れ
た
の
が
「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
」
の

文
言
で
あ
る
（
前
田
惠
學
「
仏
教
教
育
の
諸
問
題
」『
日
本
仏
教
教
育
学

研
究
』
十
三
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
ま
た
同
時
に
こ
れ
こ
そ
が
「
科
学
技

術
基
本
法
」
に
お
い
て
欠
落
し
て
い
た
そ
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
（『
毎
日

新
聞
』
二
〇
二
〇
年
一
月
八
日
一
面
）。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
前
田
惠
學
氏
が
二
〇
〇
四
年
の
日
本
仏
教
教
育
学

会
で
の
基
調
講
演
で
の
指
摘
か
ら
勃
興
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
太
田

俊
明
「
科
学
技
術
基
本
法
に
関
す
る
一
考
察
」『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』

一
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

　

本
発
表
で
は
「
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
」
に
関
す
る
経
緯

に
触
れ
つ
つ
、
こ
の
文
言
が
削
除
さ
れ
た
以
降
の
、
宗
教
学
に
関
す
る
可

能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
以
下
の
五
点
が
ま
と
め
で
あ
る
。

（
一
） 

旧
法
原
案
（
一
九
六
八
年
）
作
成
時
よ
り
言
わ
れ
て
き
た
が
、
政

府
案
で
削
除
さ
れ
た
こ
と
（
大
阪
工
業
技
術
試
験
所
分
会
「
科
学
技
術
振

興
総
合
計
画
法
案
要
綱（
試
案
）の
検
討
―
科
学
技
術
基
本
法
案（
一
九
六

八
年
第
五
八
国
会
提
出
案
）と
の
比
較
―
」『
日
本
の
科
学
者
』
二
八
の

五
、
一
九
七
〇
年
）。
ま
た
『
科
学
技
術
計
画
』
等
で
も
人
文
科
学
の
重

要
性
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
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り
、
各
年
で
ど
の
よ
う
な
活
動
に
力
が
注
が
れ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
こ

こ
に
現
れ
た
政
治
活
動
の
項
目
を
通
時
的
に
追
っ
た
上
で
整
理
し
た
結

果
、
以
下
の
六
点
を
主
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

①
「
皇
室
の
尊
厳
護
持
運
動
」
が
最
重
点
活
動
。
こ
れ
は
、
通
時
的
に

最
も
先
頭
で
言
及
さ
れ
る
。「
皇
室
の
尊
厳
護
持
」
と
い
う
タ
ー
ム
自
体

は
一
九
六
二
年
の
『
神
社
新
報
』
に
現
れ
る
。
元
号
法
制
化
や
剣
璽
御
動

座
の
復
古
運
動
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
ど
う
い
っ
た
内
容
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ

に
含
ま
れ
る
か
は
、
時
期
に
応
じ
て
異
な
る
。
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
「
国

家
神
道
復
興
」
の
動
き
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

②
靖
国
神
社
に
つ
い
て
の
持
続
と
変
化
。
こ
の
活
動
は
ほ
ぼ
途
切
れ

ず
、
継
続
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
庁
年
史
・
誌
で
は
、「
国
家
護
持

運
動
」（
七
六
年
）・「
公
式
参
拝
実
現
運
動
」（
八
一
年
）・「
公
式
参
拝
・

国
家
護
持
運
動
」（
八
六
年
）
な
ど
と
、
社
会
情
勢
を
受
け
て
表
記
と
重

点
を
変
え
て
き
て
い
る
。

　

③
「
侵
略
戦
争
史
観
是
正
」
は
九
〇
年
代
後
半
か
ら
前
面
に
登
場
。

「
教
育
正
常
化
」
な
ど
は
継
続
的
に
訴
え
て
き
て
い
た
も
の
の
、
戦
後
五

〇
年
前
後
の
政
治
的
動
向
を
受
け
て
、「
侵
略
戦
争
史
観
を
是
正
す
る
運

動
」（
九
六
年
）・「
教
育
の
正
常
化
と
正
し
い
歴
史
観
を
後
世
に
伝
へ
る

運
動
」（
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
と
カ
テ
ゴ
リ
と
表
記
が
展
開
し
て
き
た
（
本

庁
年
史
・
誌
）。

　

④
新
た
な
課
題
・
カ
テ
ゴ
リ
の
追
加
。
九
五
年
に
夫
婦
別
姓
が
社
会
的

に
議
論
さ
れ
る
な
か
で
、「
夫
婦
別
姓
制
導
入
に
反
対
す
る
運
動
」（
〇
〇

年
、
神
政
連
年
史
）
が
加
わ
っ
た
。
永
住
外
国
人
地
方
参
政
権
や
人
権
擁

護
法
案
も
、
同
じ
「
反
対
」
カ
テ
ゴ
リ
に
入
れ
ら
れ
る
（
一
五
年
、
同
）。

税
制
問
題
も
、
社
会
的
に
宗
教
法
人
税
制
が
議
論
さ
れ
る
な
か
で
、
単
独

戦
後
神
社
界
に
よ
る
政
治
活
動
の
理
念
と
実
践

塚
田　

穂
高

　

神
社
界
、
神
社
本
庁
（
本
庁
）、
と
り
わ
け
そ
の
政
治
的
理
念
と
政
治

活
動
と
が
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
社
会
的
注
目
を
集
め
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
学
術
的
蓄
積
は
十
分
で
は
な
い
。
神
社
界
自
ら
に
よ
る

記
録
類
や
教
学
的
論
考
、
左
派
・
革
新
勢
力
か
ら
の
注
意
喚
起
的
な
も
の

を
除
け
ば
、
島
薗
進
に
よ
る
も
の
が
あ
る
程
度
だ
。
島
薗
は
、
本
庁
な
い

し
神
道
政
治
連
盟
（
神
政
連
）
の
活
動
を
「
国
家
神
道
復
興
運
動
の
担
い

手
」（
二
〇
一
九
年
）
と
し
て
描
き
、
伊
勢
神
宮
や
皇
室
祭
祀
・
崇
敬
に

主
に
着
目
す
る
。

　

し
か
し
、
は
た
し
て
神
社
界
の
政
治
活
動
と
は
、「
国
家
神
道
」
の
「
復

興
」
を
目
指
す
（
だ
け
の
）
運
動
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
で
あ
り
続

け
た
の
か
。
そ
の
点
で
、
神
社
界
の
内
側
か
ら
概
括
し
た
政
治
活
動
の
類

型
に
「
戦
前
に
は
全
く
起
こ
り
や
う
の
な
か
っ
た
新
た
な
問
題
に
主
体
的

か
つ
積
極
的
に
対
応
し
た
も
の
」（
大
原
康
男
「
神
社
と
政
治
」（
二
〇
一

〇
年
））
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
本
報
告
で
は
、
戦
後
神
社
界
の
政
治
活
動
の
な
か
で
も
、

特
に
神
政
連
（
一
九
六
九
年
設
立
）
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
活
動
の
広
が

り
と
特
徴
を
可
視
化
し
て
前
述
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
目
指
す
。
用
い

る
資
料
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
蓄
積
の
な
か
で
十
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
き

て
い
な
い
本
庁
の
年
史
・
誌
（
五
年
ご
と
・
十
四
冊
）、
神
政
連
の
年
史

（
五
年
ご
と
・
八
冊
）、『
神
社
新
報
』
記
事
と
す
る
。

　

本
庁
の
年
史
・
誌
に
は
、
当
該
五
年
間
の
活
動
が
つ
ぶ
さ
に
記
録
さ
れ

て
お
り
、
特
に
『
三
十
年
史
』
か
ら
は
神
政
連
の
活
動
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
神
政
連
の
年
史
に
も
「
政
策
活
動
」
に
つ
い
て
の
章
が
あ
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も
の
な
の
か
、
具
体
事
例
を
も
と
に
考
察
し
た
。

　

開
帳
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
比
留
間
尚
氏
の
「
江
戸
の
開
帳
」「
江
戸

開
帳
年
表
」（
西
山
松
之
助
編
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
第
二
巻
所
収
、
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）
を
到
達
点
と
し
て
、
後
学
に
お
い
て
も
近
世

に
お
け
る
寺
社
参
詣
の
隆
盛
を
背
景
に
宗
教
史
や
教
団
史
、
文
化
史
や
寺

社
参
詣
史
な
ど
お
も
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た
。
一
方
で
近
現
代
を
対
象
と
し
た
研
究
は
多
く
は
な
く
、
現
在
進

行
形
の
変
容
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
は
前
例
を
見
な
い
。

　

本
報
告
で
は
、
具
体
的
に
次
の
四
つ
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
観
察
対
象
と
し

た
。

（
Ａ
） 

東
大
寺
大
仏
リ
モ
ー
ト
参
拝
生
中
継
（
四
月
十
一
日
、
四
月
十
九

日
〜
五
月
三
十
一
日
）

（
Ｂ
） 

西
国
四
十
九
薬
師
霊
場
会
コ
ロ
ナ
収
束
一
斉
祈
願Y

ouT
ube

独
占
ラ
イ
ブ
（
五
月
二
日
）

（
Ｃ
） 

オ
ン
ラ
イ
ン
毘
沙
門
天
朔
日
参
り
（
八
月
一
日
、
以
降
毎
月
一
日

実
施
）

（
Ｄ
） 

オ
ン
ラ
イ
ン
坊
主
バ
ー
（
九
月
十
六
日
プ
レ
体
験
会
、
九
月
十
八

日
よ
り
サ
ー
ビ
ス
開
始
）

　

事
例
Ａ
は
、
通
常
拝
観
停
止
中
の
奈
良
東
大
寺
の
国
宝
盧
舎
那
仏
像

を
、
動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス
「
ニ
コ
ニ
コ
生
放
送
」
が
疫
病
退
散
と
鎮
護
国

家
を
名
目
と
し
て
生
中
継
し
、
共
に
祈
る
機
会
を
提
供
し
た
。
事
例
Ｂ

は
、
一
切
の
病
者
を
救
済
す
る
薬
師
如
来
瑠
璃
光
（
通
称
：
薬
師
如
来
、

別
名
：
大
医
王
仏
）
を
祀
る
寺
院
で
構
成
さ
れ
る
霊
場
会
が
、
ビ
デ
オ
会

議
サ
ー
ビ
ス
「zoom

」
を
活
用
し
て
新
薬
師
寺
の
国
宝
本
堂
を
中
心
に

コ
ロ
ナ
退
散
一
斉
祈
願
を
多
元
生
中
継
し
た
。
事
例
Ｃ
は
、
近
世
大
坂
商

の
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
（
九
〇
年
、
同
）。

　

⑤
自
主
憲
法
制
定
・
憲
法
改
正
は
必
ず
し
も
最
前
面
で
は
な
か
っ
た
。

現
今
、
神
社
界
の
政
治
活
動
の
旗
印
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
改
憲
は
、
両

年
史
・
誌
収
録
の
期
間
の
大
部
分
に
お
い
て
必
ず
し
も
重
点
的
に
記
録
さ

れ
て
お
ら
ず
、
言
及
さ
れ
て
い
て
も
「
そ
の
他
」
の
な
か
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ

リ
扱
い
だ
っ
た
。
よ
う
や
く
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
、
主
た
る
柱
の
一

つ
と
し
て（
再
）浮
上
し
て
き
た
。

　

⑥
政
教
問
題
・
訴
訟
対
策
が
継
続
的
な
柱
。
続
発
し
た
政
教
分
離
問

題
・
訴
訟
に
対
し
て
、
合
憲
側
の
立
場
で
一
貫
し
て
取
り
組
ん
だ
。
前
述

の
大
原
は
、
こ
れ
を
「
新
た
な
問
題
」
へ
の
「
対
応
」
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
単
純
な
「
国
家
神
道
復
興
運
動
」
と
も
、

「
改
憲
勢
力
の
先
頭
」
と
も
異
な
る
像
が
結
ば
れ
る
。
こ
う
し
た
広
が
り

の
な
か
で
戦
後
神
社
界
の
政
治
活
動
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
御
開
帳
の
変
容 

│
│ 

拝
観
停
止
と
リ
モ
ー
ト
参
拝
の
試
み 

│
│

和
栗　

隆
史

　

二
〇
二
〇
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
人
や
物
の
移
動
が
制

限
さ
れ
、
全
国
の
寺
社
に
お
い
て
も
拝
観
停
止
や
行
事
の
中
止
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
通
じ

て
本
尊
や
秘
仏
を
開
帳
す
る
試
み
が
各
地
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
て
自
宅
に
居
な
が
ら
に
し
て
リ

モ
ー
ト
で
参
拝
で
き
る
機
会
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
伝
統

的
な
開
帳
に
は
自
坊
で
公
開
す
る
居
開
帳
と
他
所
へ
出
張
す
る
出
開
帳
と

が
あ
る
が
、
リ
モ
ー
ト
参
拝
に
よ
る
開
帳
は
そ
の
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
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に
あ
る
と
言
え
る
。

　

や
が
て
技
術
革
新
に
よ
り
人
類
に
と
っ
て
の
体
験
の
質
や
意
味
が
変
わ

る
と
す
れ
ば
、
開
帳
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
体
験
に
つ
い
て
そ
の
意

義
と
定
義
を
見
直
す
必
要
が
出
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
。

感
染
症
と
現
代
ユ
ダ
ヤ
教
世
界

志
田　

雅
宏

　

二
〇
二
〇
年
九
月
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
流
行
は
と
ど

ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
世
界
各
地
で
猛
威
を
振
る
っ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ

教
世
界
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
北
東
部
な
ど
の
超
正
統
派

居
住
地
域
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
等
で
深
刻
な
状
況
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
シ
ン
グ
の
重
要
性
に
つ
い

て
は
、
各
国
の
政
府
の
方
針
に
従
い
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
教
指
導
者
も
そ
れ

を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
超
正
統
派
の
な
か
に
は
そ
の
指
示

を
拒
絶
す
る
集
団
も
あ
る
。
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
宗
教
学
校
（
イ
ェ
シ
ヴ

ァ
）
の
閉
鎖
を
受
け
入
れ
ず
、
日
々
の
ト
ー
ラ
ー
学
習
こ
そ
が
世
界
の
存

続
を
実
現
す
る
と
い
う
理
念
を
強
調
す
る
リ
ト
ア
ニ
ア
派
指
導
者
の
命
令

や
、
聖
地
ウ
マ
ン
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
）
へ
の
巡
礼
を
強
行
す
る
一
部
の
ブ
ラ

ツ
ラ
フ
派
信
徒
た
ち
の
行
動
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
不

安
を
生
み
出
し
て
い
る
。
超
正
統
派
は
多
く
の
宗
派
に
分
か
れ
て
お
り
、

そ
の
文
化
や
信
仰
は
多
様
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
礼
拝
や
宗
教
学
習
、
日
常

生
活
な
ど
の
す
べ
て
が
共
同
体
で
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
加
え
て
、
特
に
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
世
俗
社
会

で
生
ま
れ
育
っ
た
若
者
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
に
目
覚
め
、
超
正
統
派
の
社

会
に
入
っ
て
い
く
「
悔
い
改
め
運
動
」
が
起
こ
り
、
そ
の
宗
教
共
同
体
が

人
に
広
ま
っ
た
毎
月
一
日
に
商
売
繁
盛
の
神
様
で
も
あ
る
毘
沙
門
天
に
祈

る
習
慣
を
、
移
動
が
制
限
さ
れ
る
社
会
に
あ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
提

供
し
よ
う
と
始
ま
っ
た
。
参
拝
は
有
料
で
、
特
別
リ
モ
ー
ト
参
拝
券
を
事

前
に
ネ
ッ
ト
で
購
入
し
て
視
聴
す
る
。
初
回
以
降
奈
良
の
信
貴
山
朝
護
孫

子
寺
と
大
阪
の
神
峯
山
寺
か
ら
二
元
中
継
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
事
例
Ｄ

は
、
全
国
各
地
の
寺
の
僧
侶
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
が
り
、
人
生
相
談
は

も
と
よ
り
坐
禅
や
精
進
料
理
教
室
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
が
で
き
る
有
料

の
新
サ
ー
ビ
ス
で
、
オ
ー
プ
ン
前
に
開
催
さ
れ
た
体
験
会
に
お
い
て
ゲ
ス

ト
に
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
秘
仏
を
公
開
す
る
ケ
ー
ス
を
観
察
し
た
。

　

伝
統
的
な
居
開
帳
や
出
開
帳
に
お
い
て
は
、
参
拝
者
は
仏
像
が
安
置
さ

れ
て
い
る
場
所
ま
で
物
理
的
に
身
体
を
移
動
さ
せ
て
参
拝
す
る
。
そ
の
た

め
空
間
的
同
一
性
が
確
保
さ
れ
、
自
己
の
周
囲
の
空
間
的
な
拡
が
り
を
感

じ
、
ま
た
没
入
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
実

施
さ
れ
る
も
の
の
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
端
末
で
視
聴
さ
れ
る
移
動
を
伴
わ
な

い
リ
モ
ー
ト
参
拝
で
は
、
空
間
的
な
同
一
性
は
存
在
せ
ず
、
時
間
的
に
の

み
同
一
性
が
確
保
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
仏
像
は
移
動
し
な
い
た
め
居
開
帳

で
あ
る
と
い
え
、
あ
る
い
は
仏
像
の
デ
ジ
タ
ル
映
像
デ
ー
タ
が
端
末
モ
ニ

タ
ー
ま
で
配
信
さ
れ
る
の
で
出
開
帳
の
変
種
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
今

後
Ｖ
Ｒ
（
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
）
技
術
の
進
化
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
延
長
線
上
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
超
現
実
的
な
第
三
の
開
帳
と
な

る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
。

　

関
連
し
て
同
じ
く
空
間
的
同
一
性
が
確
保
さ
れ
な
い
生
中
継
テ
レ
ビ
番

組
と
の
相
違
点
は
、
ラ
イ
ブ
チ
ャ
ッ
ト
（
事
例
Ａ
、
Ｂ
）
や
僧
侶
と
の
直

接
の
会
話
（
事
例
Ｄ
）
を
通
し
て
対
象
物
や
他
者
に
対
し
て
働
き
か
け
て

反
応
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
相
互
作
用
の
感
覚
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
感
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る
。
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
伝
統
的
に
、「
命
の
尊
重
」
は
戒
律
の
実
践
に
優
先

す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
現
代
の
ラ
ビ
た
ち
は
感
染
リ
ス
ク
と
共
同
体
的
生

活
、「
命
の
尊
重
」
と
戒
律
遵
守
と
い
っ
た
、
均
衡
の
見
極
め
の
難
し
い

諸
問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
争
か
ら

い
く
つ
か
の
興
味
深
い
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
安

息
日
や
祝
日
に
電
子
機
器
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
法
解
釈
の

議
論
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
現
代
に
お
い
て
慣
習
化
さ
れ
自
明
視
さ
れ
て

き
た
規
定
を
問
い
な
お
す
意
識
が
広
が
っ
て
い
る
。
第
二
に
、「
命
の
尊

重
」
の
理
念
に
お
い
て
、「
命
」
を
精
神
的
な
健
康
と
し
て
理
解
す
る
傾

向
が
従
来
よ
り
も
顕
著
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
宗
教
生
活
と
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
と
の
関
係
の
な
か
で
、
安
息
日
に
つ
い
て
の
現
代
的
な
理
解
や
期

待
を
反
映
す
る
仕
方
で
、
ラ
ビ
た
ち
が
そ
の
聖
性
の
「
本
質
」
を
あ
ら
た

め
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
感
染
流
行
の
な
か
で
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
生
活

を
実
践
す
る
た
め
の
彼
ら
の
取
り
組
み
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
や
慣
習
を

問
い
な
お
す
深
い
示
唆
を
含
み
つ
つ
、
今
後
も
し
ば
ら
く
続
い
て
い
く
で

あ
ろ
う
。

学
生
と
共
に
考
え
る
「
コ
ロ
ナ
時
代
の
生
命
倫
理
」

冲
永　

隆
子

　

本
発
表
で
は
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
末
に
起
き
た
、
厚
生
労
働
省
の

「
人
生
会
議
」
ポ
ス
タ
ー
炎
上
問
題
を
き
っ
か
け
に
、
発
表
者
が
担
当
す

る
「
生
命
倫
理
」
受
講
生
（
コ
ロ
ナ
前
と
コ
ロ
ナ
後
の
看
護
や
介
護
な
ど

の
医
療
職
を
め
ざ
す
学
部
生
お
よ
び
人
文
系
学
部
生
約
三
〇
〇
人
）
に
問

い
か
け
た
、
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
発
端
は
、
終
末
期
に
ど

の
よ
う
な
医
療
を
受
け
た
い
か
を
家
族
や
医
療
関
係
者
と
繰
り
返
し
話
し

拡
大
し
て
き
て
い
る
。
感
染
流
行
の
初
期
段
階
か
ら
、
世
俗
社
会
に
対
し

て
閉
鎖
的
な
傾
向
を
持
つ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
超
正
統
派
の
宗
教
生
活
が
、
感

染
リ
ス
ク
の
高
い
密
集
状
態
を
容
易
に
形
成
し
て
し
ま
う
と
い
う
指
摘
が

な
さ
れ
て
き
た
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
の
超
正
統
派
社
会
に
対
す
る
あ
る
調

査
で
は
、
共
同
体
と
し
て
感
染
症
に
対
抗
し
、
神
へ
の
信
頼
を
深
め
る
こ

と
が
心
理
的
な
不
安
や
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
う
結
果
も
報
告
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
集
団
生
活
ゆ
え
の
感
染
リ
ス
ク
を
で
き
る
だ
け
回
避

し
つ
つ
、
い
か
に
共
同
体
的
な
宗
教
性
を
保
持
し
、
あ
ら
た
め
て
創
り
出

し
て
い
け
る
か
が
、
現
代
ユ
ダ
ヤ
教
世
界
の
最
も
重
要
な
課
題
と
い
え
よ

う
。

　

ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
感
染
症
の
観
念
や
取
り
組
み
を
歴
史
的
に
概
観
す

る
と
、
聖
書
的
な
観
念
と
し
て
「
神
罰
と
し
て
の
疫
病
」
が
あ
る
。
こ
れ

は
迷
信
や
現
実
逃
避
で
は
な
く
、
む
し
ろ
疫
病
の
な
か
で
ハ
ラ
ハ
ー
（
ユ

ダ
ヤ
教
規
範
）
を
守
っ
て
生
活
す
る
と
い
う
様
式
を
現
在
も
な
お
支
え
る

伝
統
的
な
観
念
で
あ
る
。
感
染
症
に
対
す
る
科
学
的
な
対
処
を
受
容
す
る

宗
派
も
拒
絶
す
る
宗
派
も
あ
る
が
、
彼
ら
の
多
く
は
「
神
罰
」
と
い
う
観

念
を
意
識
的
に
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
流
行
と
い
う
現
実
を
ハ
ラ

ハ
ー
の
枠
組
み
で
認
識
し
、
神
に
よ
る
癒
し
と
し
て
の
感
染
収
束
を
実
現

す
る
た
め
に
ハ
ラ
ハ
ー
を
実
践
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
ハ
ラ
ハ
ー
的
生
活
の
基
盤
と
な
る
の
が
レ
ス
ポ
ン
サ
（
回
答

書
簡
）
で
あ
る
。
レ
ス
ポ
ン
サ
は
中
世
に
成
立
し
た
制
度
で
あ
り
、
信
仰

者
の
質
問
に
ラ
ビ
が
回
答
す
る
法
文
書
を
さ
す
。
現
在
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で

膨
大
な
レ
ス
ポ
ン
サ
が
流
布
し
て
お
り
、
感
染
拡
大
下
で
の
具
体
的
な
宗

教
生
活
の
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
指
導
の
大
き
な
特
徴
は
、

「
命
の
尊
重
」（
ピ
ク
ア
ッ
ハ
・
ネ
フ
ェ
シ
ュ
）
を
強
く
訴
え
る
こ
と
に
あ
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三
％
）
で
八
割
以
上
が
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
回
答
。「
人
生
会
議
」

を
誰
と
し
た
い
か
、
の
質
問
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
親
と
回
答
（
八

三
・
三
％
）。
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
末
期
患
者
を
観
続
け
た
医
師
の
死
（
Ｂ

Ｂ
Ｃ
ニ
ュ
ー
ス
）
を
視
聴
し
た
学
生
の
九
割
以
上
が
死
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を

痛
切
に
感
じ
る
、
と
回
答
。
さ
ら
に
、
自
由
記
述
で
は
、
日
本
人
特
有
の

「
臨
終
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」（
最
期
死
に
目
に
遭
え
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や

む
こ
と
）
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
三
月
末
の
新
型
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な

っ
た
志
村
け
ん
さ
ん
の
遺
族
が
、
遺
骨
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
志
村
さ
ん

と
対
面
で
き
た
と
い
う
「
不
都
合
な
真
実
」
を
メ
デ
ィ
ア
が
報
じ
て
か

ら
、
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
…
最
期
を
看
取
る
機

会
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
世
界
共
通
の
悲
劇
で
あ
る
が
、
突
然
の
死
を
も
た

ら
す
新
型
コ
ロ
ナ
の
脅
威
、
恐
怖
は
私
た
ち
の
死
生
観
に
何
ら
か
の
影
響

を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
…
。「
若
い
世
代
の
健
康
な
私
た
ち
が
こ

ん
な
に
も
死
を
身
近
に
感
じ
た
こ
と
は
な
い
」
と
多
数
回
答
し
た
。
ま

た
、「
人
生
会
議
」
の
意
義
で
よ
く
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
死
を
考
え
る

こ
と
は
ど
う
生
き
る
か
を
考
え
る
、
生
き
る
こ
と
に
つ
な
が
る
…
」
果
た

し
て
そ
う
か
？
生
き
る
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
も
精
一
杯
な
の
で
は
な
い

か
？
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、「
人
生
会
議
」
は
自
分
の
万
が
一
を
決

め
て
お
く
た
め
に
家
族
と
一
緒
に
語
り
合
う
良
い
き
っ
か
け
に
つ
な
が
る

と
多
く
回
答
し
て
い
た
。

　

以
上
の
結
果
よ
り
、
コ
ロ
ナ
状
況
で
の
学
生
の
「
人
生
会
議
」
に
対
す

る
意
識
の
高
ま
り
を
受
け
、
さ
ら
に
今
後
も
継
続
し
て
死
を
イ
メ
ー
ジ
し

に
く
い
若
い
世
代
へ
の
働
き
か
け
の
必
要
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

合
う
よ
う
厚
生
労
働
省
が
啓
発
す
る
「
人
生
会
議
」
ポ
ス
タ
ー
。
本
ポ
ス

タ
ー
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
（
ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
を
普
及
さ

せ
る
た
め
に
、
二
〇
一
八
年
秋
に
公
募
で
決
め
ら
れ
た
「
人
生
会
議
」
愛

称
を
テ
ー
マ
に
作
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
吉
本
興
業
の
お
笑
い
芸

人
・
小
藪
千
豊
さ
ん
が
酸
素
チ
ュ
ー
ブ
を
つ
け
た
姿
の
ポ
ス
タ
ー
が
公
開

さ
れ
る
や
否
や
、
複
数
の
団
体
か
ら
「
苦
し
い
治
療
を
受
け
る
患
者
の
気

持
ち
を
傷
つ
け
る
」、「
死
を
連
想
さ
せ
る
デ
ザ
イ
ン
は
ナ
ン
セ
ン
ス
」
等

と
改
善
を
求
め
る
要
望
書
が
届
き
、
翌
日
に
は
ポ
ス
タ
ー
の
自
治
体
へ
の

配
布
と
掲
示
を
取
り
や
め
、
現
在
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
削
除
さ
れ
て

い
る
。
実
際
に
ど
の
よ
う
な
ク
レ
ー
ム
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
廃
止
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
の
問
題
点
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
発
表
者
の
二
〇
一
九
年
コ
ロ
ナ
前
の
学
生
意
識
調
査
結
果

で
、
九
割
以
上
の
学
生
が
小
藪
さ
ん
ポ
ス
タ
ー
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
か

ら
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
ポ
ス
タ
ー
は
若
い
世
代
に
も
「
人
生
会
議
」
と
い

う
言
葉
を
印
象
付
け
た
可
能
性
も
あ
る
（
読
売
「
安
心
の
設
計 

Ａ
Ｃ
Ｐ

（
人
生
会
議
）
を
考
え
る
①
」
二
〇
二
〇
年
四
月
二
〇
日
掲
載
）。

　

そ
こ
で
発
表
者
は
、「
コ
ロ
ナ
禍
で
の
家
族
と
の
「
人
生
会
議
」
へ
の

意
識
」「
死
を
通
し
て
生
を
考
え
る
と
は
？
」「
ど
の
よ
う
な
死
に
方
を
望

む
の
か
？
」「
死
に
対
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
は
？
」
等
に
つ
い
て
、
コ

ロ
ナ
状
況
下
で
の
前
期
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
受
講
生
三
〇
〇
人
ほ
ど
に
対

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
基
に
意
見
を
求
め
た
（
三
〇
〇
人
の
う
ち
九
六
人
が

ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
）。
さ
ら
に
、
発
表
者
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
バ
リ
バ
ラ
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
よ
り
受
け
た
取
材
で
述
べ
た
テ
ー
マ
を
め
ぐ
り
、
自
由
に
語
り
合

っ
て
も
ら
っ
た
。
コ
ロ
ナ
に
な
り
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
（
五
一
％
）
コ
ロ
ナ
に
な
っ
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
三
二
・
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素
が
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
有
機
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
教
科
書
で
は
全
社
と
も
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
ラ
ン
ダ
ム
に
配
置
さ

れ
、
相
互
の
関
連
は
な
い
。
生
命
と
人
知
を
超
え
た
大
い
な
る
も
の
（
超

越
性
）
と
の
関
わ
り
も
希
薄
で
あ
る
。

　

ま
た
教
科
書
で
は
「
心
の
ノ
ー
ト
」（
五
・
六
年
生
版
）
に
は
な
か
っ

た
「
い
の
ち
」
を
死
か
ら
照
射
す
る
、
闘
病
か
ら
考
え
る
要
素
が
前
面
に

出
て
い
る
。
教
科
書
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
二
三
件
中
、
一
四
件
が
医
療
関
連

で
、
そ
の
う
ち
九
件
が
闘
病
、
八
件
が
亡
く
な
る
話
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

道
徳
の
学
習
指
導
要
領
で
死
（
生
命
の
有
限
性
）
が
出
て
く
る
の
は
中
学

生
に
な
っ
て
か
ら
で
、
二
〇
〇
五
・
〇
六
年
に
全
国
で
展
開
さ
れ
た
文
科

省
指
定
の
「
い
の
ち
の
教
育
」
モ
デ
ル
校
で
も
、
特
色
あ
る
取
り
組
み
や

教
材
に
お
い
て
、
死
、
闘
病
、
障
害
、
老
い
を
扱
う
こ
と
は
多
く
は
な
い

（
弓
山
達
也
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
の
ち
の
教
育
」、
堀
江
宗
正
編

『
現
代
日
本
の
宗
教
事
情
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
）。
教
科
書
で
は
、
死

や
闘
病
を
通
し
て
「
い
の
ち
」
の
継
承
、
自
覚
、
そ
し
て
そ
の
尊
厳
を
確

認
す
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。

　

か
か
る
変
化
は
、
教
科
書
に
お
け
る
「
い
の
ち
」
観
の
積
極
的
な
変 

更
（
新
し
い
傾
向
）
と
い
う
よ
り
、
各
社
と
も
教
科
書
以
前
の
道
徳
の
副

読
本
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
心
の
ノ
ー
ト
」
刊
行
の
背
景
に

は
「
い
の
ち
の
教
育
」
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
精
緻
な

「
い
の
ち
の
教
育
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
教
科
書
に
は
そ
う
し
た

精
緻
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
「
い
の
ち
の
教
育
」
が
当
初
は
デ
ス
・
エ

デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
訳
語
の
「
死
へ
の
準
備
教
育
」
と
大
き
く
重
な
っ
て

い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
般
の
死
や
闘
病
に
教
科
書
の
紙
幅
が
大
き
く

割
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
死
へ
の
準
備
教
育
へ
の
回
帰
と
も
と
ら
え
ら

特
別
の
教
科
「
道
徳
」
の
教
科
書
に 

「
い
の
ち
」
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か

弓
山　

達
也

　

本
報
告
の
目
的
は
二
〇
一
八
年
度
か
ら
小
学
校
で
始
ま
っ
た
「
特
別
の

教
科　

道
徳
」
の
教
科
書
（
以
下
、
単
に
教
科
書
と
い
う
）
に
「
い
の

ち
」
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
、
死
や
大
い
な
る
も
の
な
ど
の
宗
教
的
テ

ー
マ
に
注
目
し
つ
つ
、
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
全
教

科
書
に
お
け
る
「
生
命
尊
重
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成

し
（
藤
原
有
紗
・
弓
山
達
也
「
道
徳
教
科
書
に
お
け
る
「
生
命
尊
重
」」

『
い
の
ち
の
教
育
』
五
、
二
〇
二
〇
）、
今
回
、
そ
の
中
で
も
五
年
生
の
教

科
書
に
絞
っ
て
、
先
行
す
る
文
科
省
教
材
（
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
「
心
の

ノ
ー
ト
」
と
そ
の
後
継
の
「
私
た
ち
の
道
徳
」）
と
の
比
較
を
行
っ
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
の
背
景
に
は
、
道
徳
性
の
涵
養
に
宗
教
的
情
操
が
常
に

取
り
ざ
た
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
宗
教
と
教
育
に
関
わ
る
、
宗
派
教

育
、
宗
教
情
操
教
育
、
宗
教
知
識
教
育
、
宗
教
文
化
教
育
と
い
う
伝
統
的

な
議
論
が
あ
る
こ
と
、「
い
の
ち
の
教
育
」
自
体
が
宗
教
的
テ
ー
マ
と
大

き
く
重
な
る
こ
と
（
畏
敬
の
念
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
）
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。
同
時
に
教
育
学
や
心
理
学
で
は
「
い
の
ち
の
教
育
」
は
宗

教
的
テ
ー
マ
と
切
り
離
し
て
議
論
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

　

教
科
書
と
「
心
の
ノ
ー
ト
」「
私
た
ち
の
道
徳
」
と
を
比
較
す
る
と
、

「
い
の
ち
」
観
の
体
系
性
や
超
越
性
の
後
退
が
指
摘
で
き
る
。
後
者
で
は

生
命
尊
重
か
ら
自
然
愛
護
、
そ
し
て
人
知
を
超
え
た
大
い
な
る
も
の
へ
の

畏
敬
の
念
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
「
い
の
ち
」
が
語
ら
れ
、
生
命
・

自
然
・
大
い
な
る
も
の
と
い
う
一
つ
ひ
と
つ
は
抽
象
的
で
判
り
づ
ら
い
要



181　　

第６グループ 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

れ
、
大
量
死
の
時
代
風
潮
が
そ
れ
を
推
し
進
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
教
科
書
で
は
「
い
の
ち
」
観
に
お
い
て
体
系
性
や
超
越
性
が
後

退
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
死
や
闘
病
か
ら
見
え
る
「
い
の
ち
」
の
継
承
、

自
覚
、
尊
厳
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

か
か
る
検
討
、
つ
ま
り
教
団
所
属
意
識
の
低
い
日
本
に
あ
っ
て
、
生
、

死
、
い
の
ち
の
感
覚
を
、
教
科
書
と
い
う
、
あ
る
程
度
民
意
を
反
映
し
、

ま
た
国
民
に
強
く
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
定
式
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト

に
問
う
こ
と
は
、
宗
教
研
究
上
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
報
告
者
は
確
信

し
て
い
る
。
ま
た
教
育
、
と
り
わ
け
道
徳
教
育
に
お
い
て
、
広
い
意
味
で

の
宗
教
の
役
割
と
い
っ
た
教
育
上
の
資
源
を
考
え
る
う
え
で
も
何
ら
か
の

示
唆
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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カ
ル
ト
、
Ａ
Ａ
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス 

│
│ 
神
的
存
在
を
め
ぐ
っ
て 

│
│

横
道　
　

誠

　

福
祉
の
世
界
で
は
、
二
〇
〇
一
年
に
北
海
道
の
「
浦
川
べ
て
る
の
家
」

で
始
ま
っ
た
「
当
事
者
研
究
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
当
事
者
研
究
で

は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
「
当
事
者
」
が
、
自
分
た
ち
の
苦
労
の
仕
組
み
を

仲
間
の
協
力
を
得
て
掘
り
さ
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
仕
組
み
を
把
握
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
生
き
づ
ら
さ
を
緩
和
さ
せ
る
。

　

論
者
は
、
こ
の
当
事
者
研
究
の
手
法
を
使
っ
て
、
宗
教
信
者
二
世
の
当

事
者
と
し
て
、
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
的
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。
論
者
は
二

〇
二
〇
年
の
春
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
知
り
あ
っ
た
別
の
宗
教
二
世
た
ち

と
会
合
を
立
ち
あ
げ
、
当
事
者
研
究
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
。
参
加

者
の
宗
教
体
験
に
つ
い
て
の
内
省
的
語
り
は
互
い
に
融
合
し
、「
集
合
知
」

と
し
て
摘
出
さ
れ
る
。
参
加
者
が
所
属
し
て
い
た
、
ま
た
は
現
に
所
属
し

て
い
る
宗
教
団
体
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
創
価
学
会
、
幸
福
の
科
学
、

生
長
の
家
、
家
庭
連
合
（
統
一
教
会
）、
も
の
み
の
塔
（
エ
ホ
バ
の
証
人
）、

誠
成
公
倫
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
。

　

論
者
の
場
合
は
、
児
童
期
に
も
の
み
の
塔
の
二
世
信
者
と
し
て
教
育
を

受
け
た
。
こ
の
教
団
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
積
極
的
な
体
罰
を
通
じ
て

子
ど
も
へ
の
布
教
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
論
者
が
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
一
九
八
〇
年
代
に
は
体
罰
が
過
激
化
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
広
島
市

で
折
檻
死
す
る
事
例
も
発
生
し
、
社
会
問
題
に
な
っ
た
。
論
者
は
、
当
事

者
研
究
の
仲
間
た
ち
と
、
自
分
た
ち
の
経
験
を
共
有
し
あ
い
つ
つ
も
、
一

般
化
さ
れ
な
い
固
有
の
経
験
に
眼
を
向
け
、
語
り
あ
い
、
受
け
と
め
あ
う

こ
と
で
、
宗
教
体
験
が
も
た
ら
し
た
ト
ラ
ウ
マ
の
緩
和
を
模
索
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
当
事
者
研
究
で
は
、
個
々
の
当
事
者
の
特
殊
な
身
体
性
や
精
神

性
が
大
き
く
照
明
を
与
え
ら
れ
る
。
論
者
の
場
合
に
は
、
自
閉
ス
ペ
ク
ト

ラ
ム
症
（
Ａ
Ｓ
Ｄ
）
が
あ
る
。
こ
の
障
害
は
感
覚
過
敏
の
「
ハ
イ
パ
ー
ワ

ー
ル
ド
」
体
験
（
池
上
英
子
）、「
魔
法
の
世
界
」
に
生
き
て
い
る
か
の
よ

う
な
予
測
困
難
さ
（
パ
ワ
ン
・
シ
ン
ハ
）
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
た
め
、
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
は
根
が
深
く
な
り
や
す
い
。

　

論
者
は
、
宗
教
二
世
に
関
す
る
当
事
者
研
究
の
結
果
を
、
個
人
情
報
な

ど
を
省
い
た
形
で
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
ま
と
め
つ
つ
あ
る
。
論
者
の
場

合
は
、
宗
教
体
験
の
記
憶
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
神
秘
主
義
な
ど
宗
教

的
な
も
の
を
焦
点
と
し
た
文
学
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
見
方

に
よ
っ
て
は
、
い
ま
な
お
か
つ
て
所
属
し
て
い
た
宗
教
団
体
の
影
響
か
ら

完
全
に
は
抜
け
だ
せ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
が
、
他
方
で
は
心
的
外
傷
後

成
長
（
Ｐ
Ｔ
Ｇ
）
の
例
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

論
者
は
つ
ね
に
侵
入
的
想
起
（
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
）
に
見

舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
者
に
は
よ
く
発
生
し
、

論
者
に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）

の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
論
者
は
依
存
症
の
傾
向
を
深

め
、
ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
（
Ａ
Ａ
）
に
通
っ
た
が
、
そ
こ

で
は
自
分
な
り
に
選
ん
だ
「
神
」（
な
い
し
「
ハ
イ
ヤ
ー
パ
ワ
ー
」）
へ
の

帰
依
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
意
志
に
よ
っ
て
克
服
し
が
た
い
も

の
を
、
超
越
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
御
を
可
能
に
す
る
と
い
う

第
七
グ
ル
ー
プ
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枠
組
み
を
捉
え
る
目
的
で
、
市
場
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
商
品
と
し
て
の

宗
教
表
象
に
関
心
を
有
し
て
お
り
、
当
該
発
表
も
そ
う
し
た
問
題
意
識
に

基
づ
い
て
い
る
。

　
「
願
望
成
就
本
」
と
は
、
個
人
的
な
願
望
の
成
就
、
と
り
わ
け
、
現
世

利
益
の
獲
得
を
主
眼
と
し
た
神
社
参
拝
の
指
南
書
を
包
括
す
る
た
め
に
発

表
者
が
設
け
た
分
析
概
念
で
あ
る
。
願
望
成
就
本
は
、
神
社
関
連
書
籍
の

市
場
に
お
い
て
、
一
定
の
支
持
と
売
り
上
げ
を
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ネ
ッ
ト
書
店A

m
azon

で
「
神
社
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
書
籍

の
検
索
を
行
っ
て
み
る
と
、
レ
ビ
ュ
ー
評
価
の
上
位
に
は
多
く
の
「
願
望

成
就
本
」
が
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
二
〇
二
〇
年
四

月
か
ら
八
月
の
期
間
で
任
意
の
計
三
十
四
回
、
同
条
件
で
上
位
二
十
位
の

書
籍
タ
イ
ト
ル
を
記
録
し
た
と
こ
ろ
、
全
七
十
六
件
中
、
約
二
七
・
六
％

に
当
た
る
二
十
一
件
が
願
望
成
就
本
で
あ
っ
た
。

　

願
望
成
就
本
の
多
く
は
、「
神
道
家
」「
○
○
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
」「
○
○
鑑

定
士
」
な
ど
を
名
乗
る
、
神
職
と
は
異
な
っ
た
神
社
信
仰
の
担
い
手
に
よ

っ
て
執
筆
さ
れ
、
そ
の
言
説
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
自
己
啓
発
と
い

っ
た
文
脈
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
脈
と
神
社
と
の
接
合
を

考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
今
回
焦
点
化
し
た
の
は
「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
と

い
う
思
想
で
あ
る
。「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
と
は
、
自
身
の
思
考
が
そ
の

思
考
ど
お
り
の
現
実
を
「
引
き
寄
せ
る
」
と
み
な
す
よ
う
な
、
思
考
が
現

実
化
す
る
と
い
う
思
想
の
こ
と
だ
。「
い
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
い
い
こ

と
が
起
こ
る
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
シ
ン
キ
ン
グ
が
代
表
例
で
、
近
年

は
単
に
「
類
似
が
類
似
を
呼
ぶ
」
の
意
で
も
使
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

ロ
ン
ダ
・
バ
ー
ン
『
ザ
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
』（
日
本
で
は
二
〇
〇
七
年

刊
行
）
の
世
界
的
な
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
大
衆
に
広
ま
っ
た
「
引
き
寄
せ
の

知
恵
に
基
づ
い
て
居
る
の
だ
が
、
論
者
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
「
神
」
と

い
う
単
語
が
侵
入
的
想
起
の
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
と
い
う
現
実
に
直
面
し

た
。

　

結
局
、
論
者
の
侵
入
的
想
起
を
緩
和
す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
の
は
、
禅

と
い
う
宗
教
的
な
源
泉
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
社
会
参
画
仏
教
」
の
指
導

者
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
に
よ
っ
て
世
俗
的
な
装
い
を
得
た
マ
イ
ン
ド

フ
ル
ネ
ス
だ
っ
た
。
ベ
ッ
セ
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ア
・
コ
ー
ク
は
、
ト
ラ
ウ

マ
治
療
は
「
情
動
脳
と
仲
良
く
な
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
述
べ
、
穏
や

か
な
呼
吸
に
よ
っ
て
「
過
覚
醒
に
対
処
す
る
」
こ
と
、
誰
か
と
絆
を
結
ん

で
「
か
か
わ
り
合
う
」
こ
と
、
音
楽
、
演
劇
、
舞
踊
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に

よ
る
「
リ
ズ
ム
の
共
有
と
同
調
」
を
利
用
す
る
こ
と
、
体
の
緊
張
を
放
出

さ
せ
る
た
め
に
「
触
れ
る
」
こ
と
、
強
制
さ
れ
た
受
動
性
を
撥
ね
か
え
す

た
め
に
「
行
動
を
起
こ
す
」
こ
と
と
と
も
に
、「
い
ま
こ
こ
」
に
集
中
す

る
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
活
用
す
る
」
こ
と
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
と

論
じ
て
い
る
。

「
願
望
成
就
本
」
の
中
の
神
社
と
祭
神 

│
│ 「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
と
の
接
合 

│
│

大
道　

晴
香

　

本
発
表
は
、
近
年
、
神
社
に
関
連
す
る
書
籍
の
中
で
一
定
の
売
り
上
げ

を
挙
げ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
、
願
望
成
就
を
主
眼
と
し
た
解
説
書
（
願
望

成
就
本
）
を
対
象
に
、
神
社
信
仰
と
い
う
伝
統
的
な
宗
教
リ
ソ
ー
ス
が
、

「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
自
己
啓
発
的
思
想
の

中
で
い
か
に
再
解
釈
さ
れ
、
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
も

の
で
あ
る
。
発
表
者
は
、
大
衆
の
宗
教
的
感
覚
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
認
知
の
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発
動
す
る
と
さ
れ
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
と
接
合
す

る
こ
と
で
、
神
社
の
祭
神
の
意
思
や
力
は
「
自
己
変
革
」
の
自
律
性
の
中

に
回
収
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

物
語
に
み
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
リ
ア
リ
テ
ィ
の
均
衡
の
変
容

大
澤
千
恵
子

　

小
学
校
国
語
科
の
教
材
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
空
想
的
な
物
語
文

は
、
学
ぶ
側
の
児
童
と
、
教
え
る
側
の
教
師
の
受
け
止
め
方
に
差
異
が
あ

っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
不
思
議
な
空
想
世
界
を
楽
し
む
一
方
で
、
教
師
は

正
解
が
は
っ
き
り
せ
ず
教
え
に
く
い
と
感
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
教
材
化
さ
れ
た
、
現
代
児
童
文
学
作
家
・
あ
ま
ん

き
み
こ
の
作
品
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
あ
ま
ん
は
、
多
く
の
作
品

が
教
材
化
さ
れ
た
作
家
で
、
最
も
多
い
と
き
に
は
九
作
品
十
四
社
、
二
〇

二
〇
年
現
在
も
七
作
品
九
社
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
小
学
校
教
育

を
受
け
た
多
く
が
、
子
ど
も
時
代
に
あ
ま
ん
作
品
に
教
室
の
中
で
出
会
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
著
名
な
作
品
は
、「
白
い
ぼ
う
し
」
で
、

発
表
後
す
ぐ
に
教
科
書
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
、
一
九
七
一
年
初
収
載
以

降
現
在
ま
で
、
四
年
生
の
定
番
教
材
と
し
て
不
動
の
地
位
を
確
立
し
て
い

る
。「
白
い
ぼ
う
し
」
は
、
現
実
の
世
界
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
空
想

的
な
要
素
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
物
語
文
で
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の

松
井
さ
ん
が
お
客
と
し
て
乗
せ
た
女
の
子
は
、
彼
が
意
図
せ
ず
に
助
け
た

チ
ョ
ウ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
幻
想
的
な
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が

特
徴
的
で
あ
る
。
本
作
に
つ
い
て
も
、
児
童
と
教
師
の
間
の
乖
離
、
す
な

わ
ち
教
師
の
感
じ
る
教
え
に
く
さ
に
つ
い
て
も
早
く
か
ら
指
摘
が
あ
っ

法
則
」
は
、
願
望
成
就
本
に
も
多
分
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
は
自
己
の
思
考
の
力
を
重
ん
じ
る
「
自
力
」
の
思

想
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
、
神
社
を
通
じ
た
従
来
の
願
望
成
就
で
重

視
さ
れ
て
き
た
、
祭
神
の
力
や
意
思
と
い
う
「
他
力
」
な
い
し
「
他
律
」

の
要
素
が
法
則
と
の
接
合
の
中
で
い
か
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題

と
な
っ
て
く
る
。

　

そ
こ
で
、
発
表
者
が
記
録
し
た
二
十
一
件
の
願
望
成
就
本
等
を
対
象
に

そ
の
祭
神
の
解
釈
を
分
析
し
て
み
る
と
、（
１

）祭
神
に
独
立
し
た
自
我

（
他
者
性
）
を
認
め
な
い
＝
自
己
の
延
長
と
捉
え
る
、（
２

）祭
神
に
独
立

し
た
自
我
を
認
め
る
、
と
い
う
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
の
存
在
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
殆
ど
の
書
籍
は
後
者
の
立
場
を
採
用
し
て
お
り
、

「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
の
中
に
「
他
者
」
と
し
て
の
祭
神
を
置
く
こ
と
で
、

「
自
力
」
と
し
て
の
法
則
を
、
祭
神
と
の
望
ま
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
結
果
と
い
う
「
自
力
」
と
「
他
力
」
の
両
立
し
た
法
則
に
読
み
替
え

て
い
た
。
こ
の
「
他
力
」
を
求
め
る
姿
勢
は
、
全
て
を
「
自
力
」
に
還
元

す
る
ロ
ン
ダ
・
バ
ー
ン
と
は
大
き
く
異
な
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
願
望
成
就
本
が
現
世
利
益
を
得
る
た
め
の
方
法
と
し
て
最
も

重
視
し
て
い
る
の
は
、
自
身
の
言
動
を
変
え
る
こ
と
で
個
人
の
内
面
（
人

格
）
を
変
革
す
る
「
自
己
変
革
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
最
終
的
に

「
神
と
の
同
一
化
」
へ
と
行
き
つ
い
て
い
る
。
祭
神
の
「
他
力
」
を
頼
り

つ
つ
、
そ
れ
を
確
実
な
も
の
と
す
べ
く
操
作
す
る
よ
う
な
「
自
力
」
を
求

め
る
姿
勢
は
伝
統
的
な
祈
願
手
法
と
共
通
す
る
も
の
の
、
願
望
成
就
本
の

場
合
、
そ
の
「
自
力
」
は
「
自
己
変
革
」
と
い
う
手
段
を
と
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
伝
統
的
な
祈
願
に
お
け
る
努
力
の
方
向
性
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

祭
神
の
「
他
力
」
が
、「
自
己
変
革
」
と
い
う
「
自
力
」
の
結
果
と
し
て
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こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
八
〇
〜
九
〇
年
代
初
め
ま
で
は
し
ば
し
ば
み
ら

れ
た
が
、
定
番
教
材
と
し
て
広
く
読
ま
れ
る
中
で
確
立
さ
れ
た
の
は
、
松

井
さ
ん
の
「
優
し
さ
」
が
幻
想
的
な
世
界
と
結
び
つ
い
た
と
す
る
読
み
で

あ
っ
た
。
た
だ
の
幻
想
で
は
な
く
、
そ
こ
に
合
理
的
な
理
由
を
求
め
る
形

で
教
師
が
歩
み
寄
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
空
想
的
な
物
語

に
対
す
る
認
識
も
深
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
不
思
議
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
世
界

を
味
わ
お
う
と
す
る
読
み
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
今
後
は
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
越
え
て
、
事
実
と
は
区
別
す

る
形
で
、
物
語
の
空
想
性
の
中
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
、
私
た
ち
が
日
々
生
き

る
現
実
の
中
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
両
面
を
見
つ
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
に
還
元
さ
れ
が
ち
な
「
優
し
さ
」
と
い
っ
た
徳

目
よ
り
も
、
孤
独
や
寂
し
さ
に
も
着
目
し
た
読
み
が
確
立
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
そ
こ
に
、
単
な
る
「
事
実
」
を
超
え
た
、
あ
る
種
の
「
真
実
」
が

見
い
だ
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
と
現
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究

伊
藤　

雅
之

　

本
発
表
の
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
会
長
だ
っ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・

セ
リ
グ
マ
ン
の
呼
び
か
け
に
よ
り
一
九
九
八
年
に
創
始
さ
れ
た
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
心
理
学
と
現
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
に
あ
る
。「
宗
教
」
を
補
完
し
た
り
代
替
し
た
り
す
る
も
の
と
し

て
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
発
展
し
た
現
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
文
化

は
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
主
流
文
化
に
ま
す
ま
す
深
く
浸
透
し
て
き
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「SBN

R

（Spiritual but not Religious

、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
で
は
あ
る
が
、
宗
教
的
で
は
な
い
）」
と
い
う
語
が
ア

た
。
作
中
で
は
、
は
っ
き
り
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
多
く
の

児
童
は
、
女
の
子
が
チ
ョ
ウ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
あ
い
ま
い
な

状
況
を
矛
盾
な
く
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
、
む
し
ろ
そ
れ
を
楽
し
ん
で

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
実
の
中
に
空
想
性
、
す
な
わ
ち
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

が
入
り
込
む
こ
と
を
許
容
し
た
状
態
で
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
リ
ア
リ
テ
ィ

の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
教
師
の
側
は
、
現
実
と
幻
想
の
あ
い
ま
い
な
状
態
を
避
け
、
あ

れ
は
松
井
さ
ん
の
幻
想
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
、
現

実
に
起
こ
り
う
る
リ
ア
リ
テ
ィ
以
外
は
あ
く
ま
で
も
夢
や
幻
想
を
描
く
物

語
世
界
と
し
て
許
容
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
リ
ア
リ
テ

ィ
の
完
全
に
外
側
に
お
か
れ
て
い
る
状
態
で
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
、
幻
想
的
な
も
の
は
迷

信
・
誤
謬
で
あ
り
、
子
ど
も
時
代
の
夢
想
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
と

深
く
関
係
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
、
理
性
が
未
発
達
の
た
め
現
実
と
幻
想

を
混
同
し
て
し
ま
う
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
者
と
も
深
く

関
わ
っ
て
い
る
近
代
文
学
の
読
み
の
影
響
も
挙
げ
ら
れ
る
。
空
想
的
な
物

語
文
の
学
習
は
初
等
教
育
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
中
等
教
育
以
降
は
、

写
実
的
な
文
学
に
触
れ
る
割
合
が
大
き
く
な
る
。
近
代
文
学
は
、
た
と
え

小
説
で
あ
っ
て
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
重
視
さ
れ
る
。
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に

描
き
出
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
側
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
入
り
込
み
、
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、「
な
ぜ
〜
な
の
か
」
と
い
う
問
い
が
成
立

す
る
が
、
空
想
的
な
物
語
文
で
は
そ
の
よ
う
な
問
い
は
意
味
を
な
さ
な
い

た
め
、
近
代
文
学
の
読
み
を
自
明
の
理
と
す
る
大
人
で
あ
る
教
師
は
困
惑

し
た
の
で
あ
る
。
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さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
類
の
な
か
に
は
、
感
謝
、
希
望
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
な
ど
の
徳
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

二
一
世
紀
に
入
っ
て
急
激
に
発
展
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
だ
が
、
そ

れ
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
た
主
要

な
問
題
点
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
が
現
代
社
会
に
適
合
的
な
個
人
主
義

的
な
価
値
規
範
を
特
徴
と
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
カ
バ
ナ
ら
は
、
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
心
理
学
が
個
人
主
義
と
い
う
西
洋
的
で
自
民
族
中
心
主
義
の
信
条

を
促
進
さ
せ
た
と
批
判
し
て
い
る
。
事
実
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
が
美
徳

の
強
化
を
め
ざ
す
の
は
、
美
徳
自
体
に
価
値
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
個

人
の
持
続
的
幸
福
の
た
め
の
手
段
と
な
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
価
値
中
立
的
な
一
専
門

科
学
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
人
々
の
精
神
的
健
康
だ
け
で
な
く
、
道

徳
的
お
よ
び
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
も
密
接
に
関
係

す
る
科
学
で
あ
る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
が
持
続
的
幸
福
の
基
盤
と
捉
え

る
人
格
の
強
み
は
、
元
来
は
世
界
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
重
視
さ
れ
、
美

徳
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
、

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
で
は
あ
る
が
宗
教
的
で
は
な
い
」
と
自
己
規
定
す
る

人
た
ち
を
は
じ
め
、
一
見
宗
教
と
は
関
わ
り
な
い
と
捉
え
る
人
た
ち
が
、

科
学
的
技
法
に
よ
り
美
徳
を
涵
養
す
る
。
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
の

が
、
現
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

心
理
学
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
大
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
示
す
理
想
の
人
間
像

や
そ
こ
に
至
る
方
法
、
ま
た
そ
の
問
題
点
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
現
代
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
文
化
の
特
徴
を
理
解
す
る
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

メ
リ
カ
で
用
い
ら
れ
、SBN

R

と
し
て
自
己
規
定
す
る
人
び
と
の
割
合

が
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
も
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
の
広
が
り
や
そ
の
背
景
を
ふ
ま
え
、
お
も
に
美
徳
（
人

格
の
強
み
）
の
理
論
と
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
現
代
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
文
化
と
の
関
連
を
検
討
す
る
。

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
が
美
徳
に
力
点
を
置
く
の
は
、
そ
れ
が
ウ
ェ
ル
ビ

ー
イ
ン
グ
（
持
続
的
幸
福
）
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
基
盤
に
な
る
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
セ
リ
グ
マ
ン
がPERM

A

と
呼
ぶ
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
理
論
は
、
Ｐ
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
感
情
）、
Ｅ
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）、
Ｒ

（
関
係
性
）、
Ｍ
（
人
生
の
意
味
や
仕
事
の
意
義
）、
Ａ
（
達
成
）
の
五
つ

の
要
素
で
構
成
さ
れ
る
。
個
人
の
人
生
や
職
業
形
成
、
組
織
・
地
域
開

発
、
そ
し
て
国
家
の
政
策
の
各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、PERM

A

の
レ
ベ

ル
を
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
全
体
的
に
向
上
さ
せ

る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。

　

PERM
A

の
各
構
成
要
素
の
根
底
に
あ
る
の
が
「
人
格
の
強
み
」
で

あ
る
。
美
徳
（
あ
る
い
は
徳
性
）
は
、
宗
教
学
や
哲
学
の
主
題
で
あ
る
と

同
時
に
、
健
康
や
回
復
力
、
意
義
の
あ
る
人
生
な
ど
、
心
の
健
康
に
も
密

接
に
関
わ
る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
を

は
じ
め
、
個
人
や
共
同
体
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
世
界
各
地
の
哲
学
・
倫
理

体
系
に
お
け
る
普
遍
的
な
徳
性
に
着
目
す
る
。
そ
の
結
果
明
ら
か
と
な
っ

た
中
心
的
な
価
値
（
美
徳
）
は
、
知
恵
と
知
識
、
勇
気
、
愛
と
人
間
性
、

正
義
、
節
制
、
超
越
性
の
六
つ
で
あ
る
。
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

に
密
接
に
関
連
す
る
「
超
越
性
」
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
は
、「
そ
れ
ぞ
れ

の
強
み
を
通
し
て
、
個
々
人
が
よ
り
大
き
な
宇
宙
と
の
繋
が
り
を
構
築
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
自
の
人
生
に
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
」
と
規
定
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仰
共
同
体
は
世
界
の
解
放
に
つ
な
が
る
。「
こ
の
共
同
体
（
神
に
よ
っ
て

造
ら
れ
た
）
は
、
│
│
弱
い
人
間
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
も
、
聖
霊
が
こ

れ
に
独
自
の
解
放
の
た
め
の
力
を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
」。
こ
の
点
は
、

神
の
国
を
求
め
る
こ
と
と
関
係
す
る
。「
神
の
国
は
必
要
な
新
し
い
宗
教

改
革
の
鍵
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
は
│
│
心
の
中
の
平
安
の
祈
求

で
は
な
く
、
シ
ャ
ロ
ー
ム
へ
向
か
っ
て
心
と
精
神
を
広
げ
る
こ
と
で
あ

る
。」（
Ｋ
・
リ
ー
チ
）。
ナ
ウ
エ
ン
も
リ
ー
チ
も
、
自
分
の
心
の
平
安
を

求
め
る
だ
け
の
霊
的
生
活
で
な
く
、
神
の
国
の
実
現
に
向
け
て
奉
仕
す
る

生
き
方
を
強
調
し
て
い
る
。「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
非
服
従
者
で
あ
る
と
同

時
に
、
こ
の
世
と
の
出
会
い
に
お
い
て
は
創
造
的
な
非
適
応
者
に
な
る
必

要
が
あ
る
」（
Ｍ
・
Ｌ
・
キ
ン
グ
）。
ナ
ウ
エ
ン
は
ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
の
司

祭
と
し
て
、
弱
者
が
阻
害
さ
れ
る
社
会
を
変
え
る
こ
と
に
貢
献
し
、
創
造

的
な
働
き
を
し
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
聖
霊
の
力
に
よ
り
世
界
の
解
放
の
た
め
に
奉
仕
す
る
過
程
は
、

霊
的
成
長
と
も
関
連
す
る
。「
霊
的
成
長
と
は
、
な
だ
ら
か
な
道
つ
ま
り

霊
的
ス
キ
ル
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
獲
得
し
そ
れ
を
利
用
す
る
よ
う
な
道
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
│
│
危
険
を
は
ら
む
道
で
あ
る
」（
Ｋ
・
リ
ー
チ
）。
ナ

ウ
エ
ン
の
思
想
に
お
い
て
も
、
霊
的
ス
キ
ル
等
の
強
調
は
見
ら
れ
な
い
。

ナ
ウ
エ
ン
は
、
身
の
危
険
を
知
り
つ
つ
も
他
国
を
訪
れ
、
奉
仕
し
た
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。

　

最
後
に
考
察
と
し
て
は
、
ナ
ウ
エ
ン
は
、
神
が
世
界
の
解
放
の
た
め
の

奉
仕
に
私
達
を
導
い
て
い
る
事
を
強
調
す
る
一
方
で
、
神
の
前
に
独
り
静

ま
る
こ
と
の
重
要
性
も
強
調
し
、
ナ
ウ
エ
ン
の
霊
性
理
解
は
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

　
「
旧
約
聖
書
で
は
、
聖
霊
は
生
命
の
創
造
者
で
あ
る
（
ヨ
ブ
三
三
・
四
、

ナ
ウ
エ
ン
の
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
に
お
け
る
霊
性
理
解 

│
│ 

聖
霊
と
の
関
係 

│
│

武
田　

厚
子

　

ヘ
ン
リ
・
Ｊ
・
Ｍ
・
ナ
ウ
エ
ン
の
聖
霊
の
捉
え
方
に
お
け
る
強
調
点
に

関
し
て
、
ま
ず
聖
霊
は
、
私
た
ち
の
内
で
息
を
し
て
い
る
神
の
息
吹
き
で

あ
り
、
私
た
ち
の
内
で
祈
る
神
の
霊
で
あ
る
（
参
一
コ
リ
六
・
十
九
）。

ま
た
、「
聖
霊
は
愛
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
永
遠
に
御
父
と
御
子
を
包
み

込
ん
で
い
る
」（
参
ロ
マ
五
・
五
）。
さ
ら
に
聖
霊
は
、
御
父
と
御
子
の
間

に
あ
る
愛
と
同
じ
愛
を
私
達
に
注
い
で
い
る
（
参
ロ
マ
八
・
十
五
）。
ま

た
、
聖
霊
は
私
た
ち
の
代
わ
り
に
祈
る
霊
で
あ
る
（
ロ
マ
八
・
二
六
、
二

七
）。「
祈
り
は
│
│
信
仰
者
が
神
の
方
を
向
く
よ
う
に
と
聖
霊
が
働
き
促

し
て
い
る
の
だ
と
み
な
さ
れ
る
」（
Ａ
・
マ
ク
グ
ラ
ス
）。
聖
霊
が
私
た
ち

を
神
に
向
か
わ
せ
、
と
り
な
し
て
祈
る
の
で
あ
る
。

　

ナ
ウ
エ
ン
の
以
上
の
聖
霊
に
つ
い
て
の
強
調
点
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
生

き
方
に
関
わ
っ
て
く
る
。「
霊
的
な
生
き
方
と
は
、
私
た
ち
が
聖
な
る
生

き
方
に
あ
ず
か
る
者
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」。
そ
れ

は
、
御
父
と
御
子
の
間
に
あ
る
の
と
、
同
じ
愛
に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
る
生

き
方
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
聖
霊
の
力
に
よ
り
、
恐
れ
、
暴
力
、
虐
待

の
世
界
に
お
い
て
も
、
神
の
愛
を
信
じ
て
証
す
る
生
き
方
に
導
か
れ
る
。

そ
し
て
、「
私
た
ち
の
間
に
い
る
聖
霊
に
よ
る
絶
え
間
な
い
祈
り
に
注
意

を
向
け
る
」
修
練
に
よ
り
、
聖
霊
は
私
達
に
癒
し
、
他
者
と
の
和
解
と
一

致
の
た
め
の
力
を
与
え
る
。

　

ナ
ウ
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
私
達
は
信
仰
共
同
体
に
導
か
れ
る
。

「
そ
れ
（
聖
霊
）
は
、
父
と
子
と
が
互
い
に
愛
し
合
う
愛
の
霊
、
こ
の
霊

を
送
っ
て
神
の
い
の
ち
に
似
た
共
同
体
を
創
造
す
る
」。
ま
た
、
こ
の
信
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こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
存
在
を
語
り
合
い
受
容
さ
れ
、
気
付
き
、
自
ら

を
肯
定
し
、
認
知
の
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
、
行
動
の
変
容
へ
と
連
な
り
適

応
が
促
進
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
的
プ
ロ
セ
ス
を
、
多

変
量
解
析
を
用
い
て
そ
の
影
響
の
客
観
的
エ
ビ
デ
ン
ス
を
得
る
の
が
、
本

研
究
に
連
な
る
一
連
の
「
宗
教
と
青
年
期
適
応
の
研
究
」
で
あ
る
。
特

に
、
今
回
の
研
究
目
的
は
、
宗
教
観
の
個
人
認
知
的
変
数
と
し
て
の
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
的
認
知
（
信
念
）
に
よ
る
、
不
適
応
の
認
知
的
変
数
と

し
て
抑
う
つ
ス
キ
ー
マ
（
コ
ア
ビ
リ
ー
フ
）
に
与
え
る
影
響
を
、
質
問
紙

調
査
を
用
い
た
因
子
相
関
分
析
・
多
変
量
解
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て

い
く
。

　

質
問
紙
は
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ト
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
的
認
知
（
信

念
）
尺
度
、
抑
う
つ
ス
キ
ー
マ
尺
度
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
質
問
紙

は
都
内
大
学
生
に
「
教
職
課
程
：
教
育
相
談
の
理
論
と
方
法
」
授
業
終
了

後
、
配
布
・
即
時
回
収
さ
れ
た
。
調
査
対
象
者
は
一
八
五
名
、
有
効
回
答

数
一
三
五
名
で
あ
っ
た
。
因
子
分
析
（
主
因
子
解
・
プ
ロ
マ
ッ
ク
ス
回

転
）
を
各
尺
度
に
対
し
実
施
し
、
各
尺
度
間
因
子
の
影
響
を
測
る
た
め
に

重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
的
認
知
（
信
念
）
尺
度
「
人
生
の

意
味
因
子
」「
輪
廻
因
子
」
の
二
因
子
が
、
抑
う
つ
ス
キ
ー
マ
「
失
敗
不

安
因
子
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
負
荷
量
の

高
い
項
目
か
ら
は
、「
人
生
で
起
こ
る
出
来
事
や
人
と
の
出
会
い
は
あ
な

た
が
人
間
と
し
て
必
要
な
こ
と
を
学
び
、
成
長
す
る
た
め
に
、
見
え
な
い

縁
に
よ
っ
て
や
っ
て
き
ま
す
。
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
の
で
す
。」「
人
生

の
挫
折
や
行
き
づ
ま
り
に
は
、
そ
こ
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
か

が
あ
る
の
で
す
。
あ
せ
ら
ず
に
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
、
最
終
的
に
は

創
二
・
七
等
）」（
佐
藤
敏
夫
『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
概
論
』）。
す
べ
て
の
点

か
ら
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ナ
ウ
エ
ン
は
、
聖
霊
が
生
命
の
創
造

者
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
は
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
視
点
は

人
間
の
基
盤
で
あ
り
、
他
者
を
顧
み
る
パ
ス
ト
ラ
ル
ケ
ア
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
ナ
ウ
エ
ン
が
強
調
す
る
世
界
の
解
放
の
た
め
の
奉
仕
の
意
味
が

少
し
曖
昧
で
あ
る
。
神
か
ら
の
召
命
は
、
祈
り
の
奉
仕
、
執
筆
や
社
会
正

義
の
活
動
等
様
々
で
あ
る
。
ナ
ウ
エ
ン
は
さ
ら
に
自
由
に
他
国
で
の
奉
仕

も
行
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
自
由
を
持
た
な
い
人
も
存
在
す
る
の
で
あ

る
。

宗
教
と
青
年
期
適
応
に
関
す
る
研
究 

│
│ 

個
人
認
知
変
数
と
抑
う
つ
ス
キ
ー
マ 
│
│

山
﨑　

洋
史

　

臨
床
心
理
学
に
お
け
る
第
三
世
代
認
知
行
動
療
法
は
、「
神
経
症
」「
恐

怖
症
」「
抑
う
つ
」
な
ど
へ
の
心
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
個
人
の
文

化
的
背
景
に
あ
る
リ
ソ
ー
ス
で
あ
る
宗
教
観
の
適
用
を
併
存
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
心
理
療
法
が
促
進
さ
れ
る
と
す
る
臨
床
研
究
が
多
く
報
告
さ
れ
て

い
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
認
知
療
法
（
Ｍ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
）、
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
・
ス
ト
レ
ス
低
減
法
（
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
）、
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
・
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
・
セ
ラ
ピ
ー
（
Ａ
Ｃ
Ｔ
）
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
は

「
個
人
認
知
的
側
面
」
の
「
不
適
応
認
知
・
行
動
」
へ
の
影
響
を
ア
セ
ス

メ
ン
ト
し
、
個
人
的
認
知
的
ス
キ
ー
マ
と
し
て
の
宗
教
的
リ
ソ
ー
ス
を
活

用
し
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
仏
教
な
ど
の
経
典

を
朗
読
、
瞑
想
、
グ
ル
ー
プ
で
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
テ
ー
マ
で
話
し
合
う
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心
の
声
に
従
う 

│
│ 

佼
成
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
で
の
傾
聴
者
養
成 

│
│葛

西　

賢
太

　

な
ん
ら
か
の
宗
教
的
背
景
を
も
っ
た
医
療
施
設
で
、
そ
の
宗
教
的
背
景

を
も
つ
傾
聴
者
が
、
無
宗
教
や
他
宗
教
の
患
者
や
家
族
の
話
を
傾
聴
す
る

と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
や
注
意
を
行
っ
て
い
る
か
。
筆
者
の
研
究

は
、
山
本
佳
世
子
を
研
究
代
表
者
と
す
る
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研

究（
Ｃ
）課
題
番
号18K

00093

）
に
よ
る
共
同
研
究
の
一
部
で
、
天
理
よ

ろ
ず
相
談
所
病
院
、
長
岡
西
病
院
、
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
、
キ
リ
ス
ト

教
系
病
院
二
つ
の
事
例
を
比
較
し
つ
つ
、
日
本
国
内
の
医
療
施
設
で
傾
聴

を
行
う
専
門
職
の
あ
り
方
を
広
く
調
査
し
た
「
医
療
現
場
に
お
け
る
宗
教

者
に
よ
る
非
信
者
へ
の
宗
教
的
ケ
ア
」
パ
ネ
ル
と
連
携
し
て
い
る
。
立
正

佼
成
会
附
属
佼
成
病
院
に
て
奉
仕
す
る
、
佼
成
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所

か
ら
の
「
心
の
相
談
員
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
）」
七
人
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

　

傾
聴
や
心
の
ケ
ア
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
ほ
ど
語
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
半
世
紀
前
か
ら
、
傾
聴
者
養
成
を
開
始
し
た
の
が
、
佼
成

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
（http://w

w
w
.kosei-counseling.net/

）

で
あ
っ
た
。
母
体
と
な
る
立
正
佼
成
会
は
、
法
華
経
へ
の
信
仰
を
基
盤
と

す
る
在
家
仏
教
教
団
で
、
日
本
国
内
に
お
け
る
宗
教
間
対
話
や
宗
教
協
力

を
精
力
的
に
牽
引
し
て
き
た
教
団
で
あ
り
、
無
宗
教
者
や
他
宗
教
者
に
対

す
る
配
慮
を
教
団
の
あ
り
方
と
し
て
長
年
に
わ
た
り
重
視
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
同
研
究
所
が
要
請
す
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
た
ち
も
、
法
華
経
の
理
念

へ
の
崇
敬
と
、
他
宗
教
者
や
無
宗
教
者
へ
の
配
慮
と
を
併
せ
持
っ
た
学
び

を
し
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
、
教
団
指
導
者
層
の
育
成
の
た
め
に
設
置

プ
ラ
ス
の
結
果
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。」
な
ど
の
「
生
き
る
意
味
の
把
握
」

と
「
見
え
な
い
縁
」
の
よ
う
な
超
自
然
的
な
存
在
を
意
識
す
る
こ
と
。
お

よ
び
、「
前
世
で
人
か
ら
感
謝
さ
れ
た
行
い
は
、
現
世
で
の
好
運
と
な
っ

て
現
れ
ま
す
。
前
世
で
人
を
傷
つ
け
た
経
験
は
、
現
世
で
そ
の
つ
け
を
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。」「
神
様
は
い
つ
も
、
あ
な
た
の
こ
と
を
見
て
い
ま

す
。
あ
な
た
を
助
け
、
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。」
な
ど
の
、
現
世
の
行

い
が
来
世
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
時
間
や
魂
の
連
続
性
を
意
識
す
る
こ
と

や
、
そ
れ
を
神
に
よ
っ
て
見
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
の
二

因
子
が
、「
一
度
で
も
大
き
な
失
敗
を
し
た
ら
、
挽
回
で
き
な
い
。」「
も

し
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
人
が
い
な
け
れ
ば
、
悲
惨
で
あ
る
。」「
同
じ
失

敗
は
、
繰
り
返
し
て
は
い
け
な
い
。」「
結
果
は
ど
う
で
あ
れ
、
や
っ
て
み

る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。」
な
ど
の
抑
う
つ
ス
キ
ー
マ
に
、
マ
イ
ナ
ス
の

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
抑
う

つ
ス
キ
ー
マ
因
子
の
「
失
敗
不
安
」
に
起
因
す
る
認
知
の
歪
み
へ
の
心
理

的
支
援
に
お
い
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
的
認
知
（
信
念
）「
人
生
の
意

味
の
把
握
」
や
、「
輪
廻
」
に
関
す
る
意
識
を
用
い
る
認
知
へ
再
構
成
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
影
響
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
実
証
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
三
世
代
認
知
行
動
療
法
に
お
い
て
、
個
人
的
宗
教

的
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
の
認
知
・
行
動
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
へ
の
働

き
か
け
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
方
法
論
に
取
り
入
れ
て
お
り
、
本
研
究
で

得
ら
れ
た
知
見
は
そ
の
客
観
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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し
く
過
ご
し
語
る
べ
き
こ
と
や
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
語
っ
て
も
ら
う
に

は
、「
さ
あ
ど
う
ぞ
語
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
促
す
の
は
適
切
で
は
な
い
。

傾
聴
者
が
自
分
自
身
や
自
分
自
身
の
「
正
し
さ
」
基
準
へ
の
と
ら
わ
れ
を

知
り
、
患
者
や
家
族
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
方
を
力
ま
ず
に
口
に
出
す
場
を

用
意
で
き
る
よ
う
、
四
年
間
の
学
び
は
、
傾
聴
者
自
身
が
自
分
の
あ
り
方

を
観
察
す
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
る
。
そ
れ
は
、
傾
聴
者
自
身
の
こ
れ
ま

で
の
宗
教
的
価
値
観
や
、
宗
教
体
験
、
人
間
関
係
を
再
解
釈
し
、
傾
聴
者

自
身
の
生
の
意
味
を
再
認
識
す
る
喜
び
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
訓
練
を
経
て
学
び
を
重
ね
て
い
る
誇
り
が
、
他
宗

教
や
無
宗
教
へ
の
無
意
識
の
「
配
慮
」
の
基
盤
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

生
徒
の
受
用
的
理
解
が
「
宗
教
科
」
学
業
達
成
に
及
ぼ
す
影
響桑

原　

昭
信

　

高
校
「
宗
教
科
」
授
業
の
教
科
書
の
学
業
不
振
に
関
す
る
研
究
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
そ
こ
に
記
述
さ
れ
る
宗
祖
の
思
想
形
成
過
程
に
つ
い

て
の
理
解
に
対
す
る
不
振
を
始
発
点
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
学
習
支
援
の

視
点
を
検
討
し
て
い
る
。
特
に
「
理
解
」
の
過
程
に
注
目
し
て
お
り
、
本

研
究
で
は
「
受
用
的
理
解
」
を
そ
の
中
核
と
定
め
て
お
り
、
こ
れ
は
「
自

分
の
こ
と
と
し
て
理
解
、
活
用
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

仮
説
「「
宗
教
科
」
教
科
書
の
受
用
的
理
解
こ
そ
が
、「
宗
教
科
」
授
業

の
学
業
達
成
を
規
定
す
る
」
を
検
証
す
る
た
め
、
質
的
・
量
的
の
両
面
か

ら
エ
ビ
デ
ン
ス
を
得
る
こ
と
と
し
、「
宗
教
科
」
の
あ
る
高
等
学
校
に
お

い
て
調
査
を
実
施
し
た
。
期
間
は
二
〇
一
九
年
六
月
か
ら
十
一
月
の
間

で
、
龍
谷
総
合
学
園
に
加
盟
す
る
龍
谷
大
学
付
属
平
安
高
等
学
校
（
京

さ
れ
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
で
あ
り
な
が
ら
、
他
宗
教
者
や
無
宗
教

者
を
受
講
生
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
佼
成
病
院
で
の
傾
聴
活
動
も
一
緒

に
行
っ
て
い
る
ケ
ア
者
の
共
同
体
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
。

　

同
研
究
所
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
宗
教
的
な
教
化
で
は
な
く
、
全
日
本
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
協
議
会
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
同

協
議
会
に
は
現
在
一
八
の
加
盟
団
体
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
団
体
と

思
わ
れ
る
カ
リ
ス
や
、
仏
教
系
と
考
え
ら
れ
る
真
宗
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

も
、
そ
の
中
に
あ
る
。
佼
成
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
の
学
び
で
は
、
土

日
に
一
泊
二
日
を
毎
月
一
回
、
そ
れ
を
四
年
間
に
わ
た
っ
て
重
ね
る
が
、

二
年
生
の
終
わ
り
に
選
抜
が
あ
り
、
半
分
は
そ
こ
で
学
び
を
終
え
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
同
研
究
所
は
、
研
究
所
で
の
面
談
と
、
関
東
と
大

阪
で
の
電
話
相
談
を
無
料
で
受
け
付
け
る
拠
点
を
用
意
し
、
苦
し
み
を
抱

え
る
一
般
市
民
へ
の
傾
聴
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、「
有
資
格
者
」
と

呼
ば
れ
る
修
了
生
た
ち
の
多
く
は
、
立
正
佼
成
会
の
教
会
で
の
要
職
を
引

き
受
け
る
指
導
者
に
な
る
が
、
公
民
館
な
ど
で
の
社
会
教
育
活
動
を
通
じ

て
一
般
市
民
に
奉
仕
す
る
修
了
生
も
い
る
。
同
研
究
所
は
ま
た
、「
有
資

格
者
」
の
研
修
や
、
全
国
で
の
教
団
指
導
者
層
の
研
修
も
行
っ
て
い
る
。

　

佼
成
病
院
に
緩
和
ケ
ア
・
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
が
開
設
さ
れ
た
二
〇
〇
四

年
、
す
で
に
三
〇
年
の
歴
史
を
重
ね
て
い
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
か

ら
、
傾
聴
者
と
し
て
「
心
の
相
談
員
」
を
送
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
当

初
の
患
者
の
反
応
に
は
、「
心
を
探
ら
れ
そ
う
で
怖
い
」
と
い
う
反
応
も

あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
物
を
通
し
て
医
療
ス
タ
ッ
フ
を
支

え
、
患
者
に
な
じ
ん
で
い
く
。
午
後
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
に
、
緩
和
ケ

ア
・
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
だ
け
の
奉
仕
で
、
患
者
の
多
く
と
は
「
二
度
目
」
の

傾
聴
の
機
会
は
な
い
。
残
さ
れ
た
時
間
の
中
で
、
患
者
や
家
族
が
自
分
ら
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た
意
味
理
解
の
過
程
を
「
選
択
」「
体
制
化
」「
統
合
」
と
大
き
く
捉
え

る
、R. M
ayer

（
二
〇
一
七
）
の
理
解
過
程
の
マ
ク
ロ
モ
デ
ル
を
参
考

に
し
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
更
新
さ
れ
、「
動
機
づ
け
」「
メ
タ
認
知
」

に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
五
つ
の
質
問
を
設
け
た
。
そ
し

て
、「
受
用
的
理
解
」
の
測
定
に
お
い
て
は
、
実
際
に
読
ん
で
も
ら
っ
た

教
科
書
の
説
明
文
を
、「
自
分
の
こ
と
」
と
し
て
、
ま
た
、
自
分
の
在
り

方
や
生
き
方
を
考
え
て
い
く
手
が
か
り
と
し
て
、
理
解
し
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
問
う
質
問
を
五
つ
設
け
た
。

　

先
述
の
「
宗
教
科
」
教
師
へ
の
面
接
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
理
解
状
況

な
ら
び
に
「
受
用
的
理
解
」
に
つ
い
て
質
問
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
突

き
合
わ
せ
る
と
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
教
師
の
目
線
か
ら
す

る
と
、「
受
用
的
理
解
」「
自
分
の
こ
と
と
し
て
理
解
、
活
用
」
の
重
要
性

が
認
識
さ
れ
て
い
る
様
子
が
強
く
示
さ
れ
、
生
徒
が
少
し
で
も
こ
れ
ら
に

親
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
関
わ
り
、
現
在
か
ら
将
来
に
わ
た
っ
て
そ

の
期
間
を
考
え
て
い
る
。
一
方
、
生
徒
の
目
線
か
ら
す
る
と
、
教
師
の
認

識
と
乖
離
し
て
い
る
部
分
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
が
、
試
験
の
答
案
や
学

校
行
事
の
感
想
文
等
を
通
し
て
「
受
用
的
理
解
」
の
芽
も
認
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
ら
を
拡
充
さ
せ
て
い
く
支
援
の
必
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言

い
得
る
。

　

現
段
階
で
は
ひ
と
ま
ず
生
徒
の
「
受
用
的
理
解
」
が
「
宗
教
科
」
の
学

業
達
成
に
及
ぼ
す
影
響
が
有
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
が
不
十
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
後
は
各
回
答
の
因
果
関
係
や
相
関
関
係
を
深
く
考
察
し
、
そ

の
影
響
に
つ
い
て
よ
り
く
わ
し
く
解
明
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

都
）、
相
愛
高
等
学
校
（
大
阪
）、
北
陸
高
等
学
校
（
福
井
）
の
三
校
の
ご

協
力
を
い
た
だ
い
た
。
具
体
的
な
実
施
内
容
と
し
て
は
、「
宗
教
科
」
教

師
（
合
計
六
人
）
へ
の
半
構
造
化
面
接
と
、「
宗
教
科
」
受
講
生
徒
（
三

年
生
／
合
計
六
二
四
人
）
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
あ
る
。
こ
の
な
か
の

「
宗
教
科
」
教
師
へ
実
施
し
た
半
構
造
化
面
接
に
つ
い
て
は
、「
高
校
「
宗

教
科
」
授
業
に
お
け
る
受
用
的
理
解
の
重
要
性
と
学
習
支
援
の
視
点
」

（
桑
原
昭
信
・
山
本
博
樹
、『
宗
学
院
論
集
』
九
二
号
、
二
〇
二
〇
年
三

月
）
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
と
分
析
に
つ
い
て
既
に
述
べ
て
い
る
。

　

現
在
、「
宗
教
科
」
受
講
生
徒
へ
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果

分
析
を
進
め
て
お
り
、
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
報
告
し
た

い
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
四
つ
の
大
問
か
ら
成
り
、
こ
れ
ら
の
概
要
に
つ

い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
問
１

（
①
〜
⑩
）
は
理
解
状
況
に
つ
い
て

の
内
容
で
、
先
ず
は
「
宗
教
科
」
教
科
書
の
説
明
文
を
実
際
に
読
ん
で
も

ら
い
、
理
解
過
程
（
①
〜
⑤
）
と
「
受
用
的
理
解
」（
⑥
〜
⑩
）
に
つ
い

て
自
己
評
価
し
て
も
ら
っ
た
。
問
２

（
①
〜
⑦
）
は
構
造
方
略
に
つ
い
て

の
内
容
で
、
普
段
の
教
科
書
（
全
教
科
）
の
読
解
状
況
に
つ
い
て
の
自
己

評
価
し
て
も
ら
っ
た
。
問
３

（
①
〜
３

）
は
前
提
要
因
に
つ
い
て
の
内
容

で
、
語
彙
力
や
認
知
能
力
に
つ
い
て
の
自
己
評
価
し
て
も
ら
っ
た
。
問
４

（
①
〜
⑥
）
は
学
業
達
成
に
つ
い
て
の
内
容
で
、「
宗
教
科
」
と
主
要
科
目

に
つ
い
て
、
現
在
の
理
解
状
況
に
つ
い
て
の
自
己
評
価
し
て
も
ら
っ
た
。

回
答
方
法
は
「
と
て
も
当
て
は
ま
る
」「
当
て
は
ま
る
」「
少
し
当
て
は
ま

る
」「
ふ
つ
う
」「
あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い
」「
当
て
は
ま
ら
な
い
」「
全

く
当
て
は
ま
ら
な
い
」
の
七
段
階
を
設
け
た
。

　

こ
れ
ら
の
な
か
で
も
、「
理
解
」
に
関
わ
る
の
は
問
１

で
あ
る
。
先
ず
、

理
解
過
程
の
測
定
に
お
い
て
は
認
知
心
理
学
に
基
づ
き
、
文
章
に
書
か
れ
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る
こ
と
（
概
念
上
の
区
分
）
を
神
経
科
学
的
に
考
察
し
、
認
知
的
教
育
の

改
善
の
た
め
に
二
つ
の
分
類
を
な
く
す
こ
と
。
さ
ら
に
、
一
般
的
な
宗
教

情
操
教
育
と
い
う
も
の
を
考
え
る
際
に
、
共
通
の
人
間
的
基
盤
と
し
て
ど

の
よ
う
な
立
場
（
何
に
拠
る
か
）
が
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
察

す
る
こ
と
で
、
多
文
化
社
会
の
た
め
の
教
育
内
容
や
教
育
方
法
を
考
え
る

足
場
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

そ
の
た
め
に
知
識
と
情
操
の
二
つ
が
分
断
で
き
な
い
こ
と
の
重
要
性
と

危
険
性
を
確
認
す
る
。
知
識
と
情
操
が
不
可
分
で
は
な
く
、
人
間
が
知
識

を
情
報
（inform

ation

）
と
し
て
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
の
自
分
の
心
身
が
経
験
し
て
き
た
感
情
を
伴
う
こ
と
で
、
他
者
の
立

場
に
な
っ
て
他
者
の
状
況
を
理
解
す
る
と
い
う
、
認
知
や
行
動
の
変
容

（transform
ation

）
を
促
す
。
こ
の
重
要
な
不
可
分
さ
の
特
性
を
活
か

す
こ
と
で
宗
教
教
育
が
生
き
た
教
育
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

一
方
で
人
間
は
入
っ
て
く
る
知
識
（
情
報
）
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
感
情
に

意
識
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
場
合
で
あ
る
と
無
意
識
の
う
ち
に

受
け
手
の
観
念
や
や
り
方
を
変
容
さ
せ
る
よ
う
な
模
倣
を
し
て
い
る
こ
と

も
あ
る
。
知
識
と
情
操
を
分
け
て
考
え
る
よ
り
も
、
分
け
ら
れ
な
い
こ
と

の
特
性
を
理
解
し
、
活
用
す
る
教
育
内
容
や
教
育
方
法
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
情
操
教
育
に
お

け
る
立
場
と
し
て
、「
永
遠
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
の
宗
教
的
存
在
」
を

前
提
に
捉
え
る
か
、「
広
い
共
通
の
基
盤
に
立
っ
た
情
操
教
育
」
と
し
て

捉
え
る
か
、
と
い
う
二
つ
に
分
か
れ
る
の
が
従
来
ま
で
の
議
論
で
あ
る
。

最
近
の
神
経
科
学
で
は
、
人
間
が
神
を
特
定
の
人
間
の
姿
を
し
て
い
る
と

考
え
た
く
な
る
衝
動
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
、
神
へ
の
信
仰
の
前
に
、
自
分

自
身
の
魂
（
こ
こ
ろ
）
へ
の
信
仰
が
先
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
に
基
づ

新
し
い
宗
教
教
育
に
関
す
る
批
判
的
考
察

宇
田
川
千
帆

　

本
発
表
で
は
、
実
際
の
公
立
学
校
に
お
い
て
宗
教
教
育
が
行
わ
れ
る
際

の
教
育
内
容
を
考
え
る
た
め
、
従
来
ま
で
の
宗
教
教
育
の
分
類
方
法
で
あ

っ
た
宗
教
知
識
教
育
と
宗
教
情
操
教
育
と
の
概
念
上
の
区
分
を
な
く
し
、

宗
教
に
よ
る
一
般
的
な
情
操
教
育
の
可
能
性
を
提
案
す
る
。
多
文
化
社
会

に
お
け
る
教
育
内
容
、
教
育
方
法
を
考
え
る
上
で
、
最
も
重
要
な
こ
と
は

い
か
に
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
知

識
が
い
か
に
人
間
の
脳
で
処
理
さ
れ
ど
の
よ
う
に
情
操
と
関
わ
る
の
か
、

ま
た
「
永
遠
絶
対
的
な
も
の
」
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
を
共
通
の
基
盤

と
す
る
宗
教
教
育
と
い
う
こ
と
を
神
経
科
学
的
な
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な

が
ら
考
察
す
る
。

　

宗
教
教
育
と
は
、
狭
義
に
は
宗
派
教
育
の
こ
と
を
指
し
、
特
定
の
宗
教

の
信
仰
に
導
く
よ
う
な
教
育
は
公
教
育
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
広
義

に
は
特
定
の
宗
教
に
も
と
づ
か
な
い
宗
教
知
識
教
育
と
宗
教
情
操
教
育
を

含
め
た
言
葉
で
あ
り
、
従
来
ま
で
は
こ
の
三
つ
の
分
類
に
基
づ
い
て
議
論

さ
れ
て
き
た
。
で
は
、
宗
教
知
識
教
育
と
宗
教
情
操
教
育
と
い
う
区
分
に

よ
り
生
じ
た
問
題
と
は
何
か
。
先
行
研
究
で
は
、
一
つ
に
は
、
人
格
形
成

に
与
え
る
宗
教
教
育
の
意
義
を
検
討
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
教
育
方
法
で

あ
れ
ば
、
法
令
上
の
条
件
の
中
、
宗
教
の
価
値
に
関
す
る
規
範
的
な
性
格

を
教
育
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
続

く
問
題
と
し
て
も
う
一
つ
は
、
規
範
的
な
性
格
を
導
入
す
る
と
し
て
、
一

般
的
な
情
操
教
育
と
い
う
広
い
観
点
か
ら
の
宗
教
情
操
教
育
と
い
う
も
の

は
あ
り
得
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
提
案
は
、
知
識
教
育
と
情
操
教
育
は
そ
も
そ
も
不
可
分
で
あ
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念
頭
に
置
い
た
宗
教
教
育
研
究
叢
書
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の

叢
書
を
中
心
に
し
て
学
部
や
大
学
院
で
の
宗
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
教

育
に
関
連
し
た
も
の
を
紹
介
し
た
い
。

　

研
究
者
の
置
か
れ
た
環
境
が
異
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
『
宗
教
と
暴
力
の

教
育
』
で
、「
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
良
き
研
究
者
と
教
員
に
求
め

ら
れ
る
技
能
は
正
確
に
は
重
複
し
て
い
な
い
」
が
「
九
・
一
一
以
降
、
外

部
か
ら
の
宗
教
伝
統
の
批
判
や
再
解
釈
を
許
さ
な
い
者
た
ち
に
よ
る
、
研

究
者
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
標
的
に
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
る
」
と
す
る

（Pennington 2012a

）。
知
識
人
は
特
に
こ
う
し
た
力
に
は
弱
い
の
で
、

Scholars A
t Risk

の
よ
う
な
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
（Pennington 2012b

）。
ま
た
『
学
部
調
査
の
教
育
』
で
は
「
書

籍
サ
イ
ズ
の
民
族
誌
を
幾
つ
か
読
ま
せ
る
と
学
生
は
自
ら
の
文
化
的
背
景

の
違
い
に
お
そ
れ
、
方
向
喪
失
、
不
確
か
さ
や
混
乱
な
ど
に
面
す
る
」
こ

と
が
あ
る
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Brakett 2011

）。
逆
に
上
首
尾
に

行
っ
た
事
例
で
は
、
既
に
学
部
生
が
見
知
っ
て
い
た
教
団
に
参
与
観
察
し

た
場
合
、
指
導
者
が
週
に
十
時
間
も
か
け
る
環
境
も
あ
り
上
手
く
い
っ
て

い
る
（Chilton et. al. 2011

）。

　

大
学
院
教
育
で
は
宗
教
社
会
学
会
が
編
纂
し
た
、
宗
教
と
社
会
秩
序
叢

書
の
な
か
の
『
再
帰
的
民
族
誌
の
方
へ
』
が
参
考
に
な
る
。
カ
ル
ト
研
究

を
し
て
い
た
ザ
ブ
ロ
ッ
キ
は
、
大
学
院
生
二
名
が
研
究
対
象
に
改
宗
し
て

し
ま
い
、
一
人
は
新
宗
教
運
動
に
身
を
捧
げ
る
た
め
大
学
院
を
や
め
、
も

う
一
人
は
研
究
職
か
ら
離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
自
責
の
念
が
残

っ
た
と
書
い
て
い
る
（Zablocki 2001

）。
ま
た
図
ら
ず
も
カ
ル
ト
論
戦

に
巻
き
込
ま
れ
た
パ
ル
マ
ー
は
新
宗
教
研
究
で
は
、
①
自
己
開
示
の
ジ
レ

ン
マ
（
自
分
が
教
団
に
好
意
的
か
ど
う
か
？
）、
②
歴
史
介
入
の
ジ
レ
ン

く
と
、
自
分
自
身
へ
の
探
究
が
神
へ
の
探
究
に
つ
な
が
り
、
そ
の
「
永
遠

絶
対
的
な
も
の
」
を
、
自
分
自
身
と
す
る
か
、
特
定
の
人
間
の
姿
を
し
た

神
と
す
る
か
、
単
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
か
は
選
択
の
問

題
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
選
択
に
た
い
す
る
寛
容
の
態
度
を
養
い
、
そ
れ

ら
の
意
味
で
の
「
永
遠
絶
対
的
な
も
の
」
を
探
求
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
を
問
う
教
育
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
教
育

飯
嶋　

秀
治

　

昨
年
発
表
し
た
「
宗
教
の
社
会
科
学
教
育
」
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
、
現
在
の
欧
米
で
の
宗
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
教
育
に
関
連
す
る
状

況
を
見
渡
し
、
日
本
の
現
状
と
照
ら
す
こ
と
に
す
る
。
宗
教
と
教
育
と
い

う
大
き
な
主
題
で
先
行
研
究
を
見
る
時
、
①
宗
教
の
市
民
教
育
、
②
宗
教

の
学
校
教
育
、
③
宗
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
教
育
と
領
域
を
絞
り
込
む

と
、
宗
教
教
育
の
先
行
研
究
は
①
と
特
に
②
に
集
中
し
、
③
が
疎
か
で
あ

る
（
井
上
二
〇
一
六
）。

　

さ
て
、
近
年
の
欧
米
で
の
宗
教
教
育
状
況
で
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、

二
〇
一
四
年
イ
ス
ラ
ム
国
が
国
際
社
会
に
台
頭
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
は
人
類
学
者
ブ
ザ
ー
ル
（
二
〇
一
七
）、
ド
イ
ツ
は
心
理
学
者
マ

ン
ス
ー
ル
（
二
〇
一
六
）、
イ
ギ
リ
ス
は
藤
原
（
二
〇
一
七
）
の
実
践
お

よ
び
研
究
か
ら
イ
ス
ラ
ム
国
へ
の
対
応
で
教
育
現
場
の
意
味
が
い
か
に
変

化
し
た
か
が
把
握
で
き
る
。

　

他
方
で
そ
れ
以
前
か
ら
宗
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も
含
め
た
研
究
教

育
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
特
に
ア
メ

リ
カ
宗
教
学
会
は
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
一
七
年
に
か
け
て
学
部
教
育
を
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タ
ツ
（
民
間
の
乗
合
自
動
車
）
の
オ
ー
ナ
ー
が
あ
る
（
岡
本
圭
史 

二
〇

二
〇
『
せ
め
ぎ
合
う
霊
力
』）。
悪
魔
崇
拝
言
説
の
検
証
に
際
し
て
無
視
し

得
な
い
問
題
の
一
つ
が
、
妖
術
研
究
に
お
け
る
反
証
可
能
性
で
あ
る
。
ア

フ
リ
カ
妖
術
研
究
の
古
典
と
な
っ
た
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ

る
ア
ザ
ン
デ
の
民
族
誌
に
お
い
て
、
妖
術
は
不
幸
を
説
明
す
る
イ
デ
ィ 

オ
ム
で
あ
る
と
さ
れ
た
（1937 W

itchcraft, O
racles, and M

agic 
am
ong the A

zande

）。
妖
術
言
説
を
隠
さ
れ
た
意
味
の
解
読
の
対
象

と
す
る
視
点
は
、
妖
術
観
念
や
霊
的
観
念
を
め
ぐ
る
議
論
に
形
を
変
え
て

現
れ
る
。
ア
フ
リ
カ
社
会
の
伝
統
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
登
場
す
る
霊
的
存

在
が
近
代
化
と
共
に
イ
ス
ラ
ー
ム
や
キ
リ
ス
ト
教
に
置
換
さ
れ
る
と
す
る

ホ
ー
ト
ン
の
議
論
は
、
霊
的
存
在
を
事
物
の
解
釈
手
段
で
あ
る
と
捉
え
た

（H
orton 1971 A

frican Conversion. A
frica 44:2

）。
ま
た
、
南
米

の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
鉱
山
の
労
働
者
の
語
る
悪
魔
と
の
契
約
に
よ
る

富
裕
化
の
語
り
を
め
ぐ
る
タ
ウ
シ
グ
の
議
論
は
、
悪
魔
言
説
を
人
々
に
と

っ
て
の
資
本
主
義
の
象
徴
と
位
置
付
け
て
い
る
（T

aussig 1980 T
he 

D
evil and Com

m
odity Fetishism

 in South A
m
erica

）。
一
定

の
説
得
力
を
持
つ
一
方
で
そ
の
効
力
を
容
易
に
検
証
し
難
い
こ
の
種
の
議

論
の
蓄
積
が
蓄
積
さ
れ
る
中
、
妖
術
や
悪
魔
、
霊
の
語
り
を
め
ぐ
る
新
た

な
研
究
課
題
の
提
示
は
容
易
で
は
な
い
。

　

財
の
蓄
積
と
妖
術
や
悪
魔
を
め
ぐ
る
語
り
も
ま
た
注
目
に
値
す
る
。
タ

ウ
シ
グ
の
挙
げ
る
労
働
者
達
の
語
り
に
登
場
す
る
悪
魔
は
、
ア
フ
リ
カ
の

悪
魔
崇
拝
言
説
と
し
ば
し
ば
類
似
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
に
お
け
る

憑
き
物
筋
を
も
想
起
さ
せ
る
。
人
体
部
位
の
売
買
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
な

ら
ば
、
ド
ゥ
ル
マ
社
会
に
お
け
る
ム
ミ
ア
ニ
と
呼
ば
れ
る
憑
依
霊
は
、

人
々
を
攫
い
、
そ
の
血
を
抜
き
取
っ
て
海
岸
部
の
都
市
モ
ン
バ
サ
に
輸
出

マ
（
調
査
者
が
教
団
の
歴
史
に
介
入
し
た
の
で
は
な
い
か
？
）、
③
文
脈

化
の
ジ
レ
ン
マ
（
教
団
の
悪
評
を
い
つ
開
示
す
る
か
？
）、
④
巻
き
込
ま

れ
の
ジ
レ
ン
マ
（
自
ら
の
宗
教
体
験
の
客
観
性
は
？
）、
⑤
関
係
者
競
合

の
ジ
レ
ン
マ
（
当
該
団
体
と
出
版
社
の
要
求
が
違
っ
た
ら
？
）
の
五
つ
の

ジ
レ
ン
マ
を
挙
げ
て
い
る
（Palm

er 2001

）。
こ
れ
は
学
生
も
直
面
す

る
こ
と
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
れ
ら
は
論
文
の
深
読
み
か
ら
得
た
が
、
我
々
は
今
後
、
実
際
の
ヒ
ヤ

リ
ハ
ッ
ト
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
ろ
う
。

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
呪
術
性 

│
│ 

ケ
ニ
ア
、
ド
ゥ
ル
マ
社
会
の
悪
魔
崇
拝
言
説 

│
│

岡
本　

圭
史

　

ア
フ
リ
カ
等
の
諸
地
域
に
お
け
る
妖
術
言
説
や
悪
魔
言
説
に
つ
い
て
、

宗
教
人
類
学
は
多
く
の
議
論
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
多
く
の
議
論
が
妖
術

や
悪
魔
、
あ
る
い
は
霊
的
存
在
に
付
与
し
た
の
が
、
不
幸
の
イ
デ
ィ
オ
ム

や
資
本
主
義
の
象
徴
等
と
い
っ
た
、
当
事
者
の
語
ら
な
い
、
い
わ
ば
隠
さ

れ
た
意
味
で
あ
る
。
民
族
誌
的
資
料
が
蓄
積
さ
れ
る
一
方
で
、
こ
の
種
の

解
読
作
業
に
続
く
展
望
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
検
討
の
余
地
が
あ

る
。
本
発
表
の
目
的
は
、
現
代
ア
フ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
悪
魔

崇
拝
言
説
を
基
に
提
示
し
得
る
、
今
日
的
課
題
の
所
在
を
探
る
こ
と
で
あ

る
。

　

ケ
ニ
ア
、
ド
ゥ
ル
マ
社
会
で
は
、
妖
術
使
い
や
憑
依
霊
に
加
え
て
、
悪

魔
崇
拝
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
悪
魔
崇
拝
者
の

例
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
都
市
部
に
住
む
富
裕
層
や
著
名

人
で
あ
る
。
よ
り
身
近
な
例
と
し
て
は
、
売
店
や
乗
合
自
動
車
で
あ
る
マ
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ユ
ダ
、
イ
エ
ス
を
出
し
ぬ
く 

│
│ 

グ
ァ
テ
マ
ラ
・
マ
ヤ
系
先
住
民
の
聖
週
間 

│
│

大
村　

哲
夫

　

グ
ァ
テ
マ
ラ
高
地
の
マ
ヤ
系
先
住
民
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
征
服
に
よ

っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
化
さ
せ
ら
れ
復
活
祭
を
祝
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ツ
ツ

ゥ
ヒ
ル
語
族
の
村
、
サ
ン
チ
ャ
ゴ
・
ア
テ
ィ
ト
ラ
ン
で
は
、
先
ス
ペ
イ
ン

時
代
か
ら
の
神
と
さ
れ
る
「
マ
シ
モ
ン
」
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
地
域
を
越

え
た
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
マ
シ
モ
ン
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
徒
集
団
コ

フ
ラ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
復
活
祭
で
は
奇
妙
で
不
思
議

な
役
割
を
演
じ
る
。
本
稿
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
マ
ヤ
宗
教
の
関
係
と
、

そ
の
要
と
な
る
コ
フ
ラ
デ
ィ
ア
の
働
き
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
か
ら
二

〇
一
九
年
の
調
査
を
も
と
に
考
察
し
た
い
。

　

コ
フ
ラ
デ
ィ
ア
は
日
本
の
「
講
」
に
類
似
し
て
お
り
、
民
間
人
に
よ
っ

て
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
人
の
護
持
を
担
う
と
共
に
、
教
会
外
の
祠
で
聖
人
像
を

祀
る
。
聖
人
像
本
体
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
準
じ
て
い
る
が
、
衣
裳
な

ど
は
村
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
が
身
に
つ
け
ら
れ
、
祠
の
装
飾
も
色
取
り

取
り
で
豊
饒
で
あ
り
マ
ヤ
色
が
強
い
。
ま
た
聖
人
像
は
複
数
祀
ら
れ
る

が
、「
マ
ヤ
の
王
」、「
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
神
」、「
湖
の
神
」、「
織
物
の
神
」、

「
家
畜
の
神
」、「
安
産
の
神
」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
マ
ヤ
の
神
々

が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
村
に
は
十
ほ
ど
の

コ
フ
ラ
デ
ィ
ア
が
存
在
す
る
。

　

マ
ヤ
の
神
マ
シ
モ
ン
は
、
イ
エ
ス
の
聖
柩
を
祀
る
聖
十
字
の
コ
フ
ラ
デ

ィ
ア
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
実
態
は
マ
シ
モ
ン
の
祠
と
い
っ
て
も
よ
い
。

マ
シ
モ
ン
の
本
体
は
聖
な
る
木
に
彫
ら
れ
た
老
人
の
面
で
あ
る
が
、
ソ
ン

ブ
レ
ロ
を
被
り
、
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
、
奉
納
さ
れ
た
夥
し
い
ス
カ
ー
フ
を

す
る
と
い
う
（
浜
本
満 

一
九
八
五
「
憑
依
霊
と
し
て
の
白
人
」『
社
会
人

類
学
年
報
』
一
一
）。
世
界
各
地
に
類
例
の
多
い
こ
の
種
の
語
り
も
ま
た
、

再
び
日
本
の
事
例
と
の
類
似
を
示
す
。
一
八
七
一
年
、
明
治
の
新
体
制
へ

の
不
満
か
ら
一
揆
が
起
き
た
。
外
国
人
医
師
が
標
的
と
な
り
、
外
国
人
は

血
や
肉
を
食
べ
る
と
い
う
噂
を
民
間
宗
教
者
が
流
し
た
。
こ
れ
は
山
人
が

血
や
脂
を
絞
る
と
い
う
民
間
伝
承
の
「
脂
取
り
」
を
基
に
し
て
い
る
と
い

う
（
小
松
和
彦 
一
九
九
五
「
異
人
論
」『
岩
波
講
座
現
代
社
会
学
』
三
）。

こ
の
種
の
語
り
を
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
関
連
付
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
他

方
、
遠
方
の
住
人
と
さ
れ
る
よ
う
な
異
質
な
人
々
と
の
接
触
や
材
の
蓄 

積
に
、
悪
魔
の
像
と
結
び
つ
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（cf. 

Com
aroff and Com

aroff 1999 O
ccult Econom

ies and the V
io-

lence of A
bstraction. A

m
erican E

thnologist 26:2

）。
こ
の
こ
と

は
、
悪
魔
言
説
を
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
関
連
付
け
る
議
論
を
支
持
す
る
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
恣
意
性
を
照
射
し
て
い
る
。

　

他
方
、
悪
魔
の
語
り
を
め
ぐ
る
研
究
に
新
た
な
課
題
を
見
出
す
端
緒
も

ま
た
、
恐
ら
く
は
調
査
地
で
出
会
う
事
例
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
宗
教
概

念
や
更
に
は
経
済
や
医
療
と
い
っ
た
領
域
を
当
事
者
の
語
り
や
実
践
に
即

し
て
再
画
定
す
る
作
業
は
、
民
族
誌
を
通
じ
た
我
々
自
身
の
想
定
を
問
い

直
す
契
機
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
負
傷
者
の
病
院
で
の
治
療
と
祈
り
を

め
ぐ
る
ド
ゥ
ル
マ
の
事
例
か
ら
指
摘
し
た
。
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ッ
シ
ョ
ン
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
マ
シ
モ
ン
は
二
時
間
ほ
ど
掛
け
て
聖
柩

に
近
づ
く
が
、
イ
エ
ス
の
方
を
決
し
て
見
な
い
。
や
が
て
日
が
暮
れ
、
漸

く
聖
柩
が
教
会
広
場
を
抜
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
マ
シ
モ
ン
は
突
如
駆
け

だ
し
、
聖
柩
の
横
を
駆
抜
け
、
自
分
の
祠
に
帰
り
着
く
。
こ
の
間
、
イ
エ

ス
の
柩
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
進
み
、
さ
ら
に
一
晩
中
村
を
練

り
歩
く
の
で
あ
る
。

　

他
地
域
で
は
吊
さ
れ
た
ユ
ダ
は
聖
日
曜
日
に
焼
か
れ
る
が
、
マ
シ
モ
ン

の
「
死
と
復
活
」
は
、
ま
さ
に
イ
エ
ス
の
復
活
を
出
し
ぬ
い
て
い
る
。
カ

ト
リ
ッ
ク
と
マ
ヤ
宗
教
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
コ
フ
ラ
デ
ィ
ア
。
決
し
て
「
混

淆
」
で
は
な
い
重
層
性
に
し
た
た
か
さ
と
誇
り
を
感
じ
る
。
つ
い
二
〇
年

程
前
に
は
、
軍
事
政
権
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
含
む
村
民
が
虐
殺
さ
れ
、
神

父
を
殺
害
さ
れ
た
経
験
を
も
つ
こ
の
村
の
祭
は
、
奥
が
深
い
。

カ
ナ
ダ
、
ク
リ
ー
族
の
サ
ン
ダ
ン
ス
と
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー

谷
口　

智
子

　

カ
ナ
ダ
・
ク
リ
ー
族
の
「
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
」
の
現
地
調
査

の
た
め
、
二
〇
一
九
年
五
月
一
四
日
〜
五
月
二
〇
日
ま
で
約
一
週
間
、
カ

ナ
ダ
合
衆
国
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
ホ
ー
ル
レ
イ
ク
居
留
地
で
現
地
調
査
を

行
っ
た
。「
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
」
は
、
ク
リ
ー
族
で
メ
デ
ィ
ス

ン
・
マ
ン
た
ち
が
夢
見
に
よ
っ
て
発
見
し
、
近
年
創
造
さ
れ
た
女
性
儀
礼

で
あ
る
。
五
月
の
満
月
の
前
に
四
日
間
、
女
性
た
ち
だ
け
で
テ
ィ
ピ
に
籠

り
、
歯
も
磨
か
ず
、
入
浴
も
せ
ず
、
ト
イ
レ
以
外
は
外
に
出
て
は
い
け
な

い
「
籠
り
」
の
期
間
で
あ
る
。
テ
ィ
ピ
の
中
で
火
を
焚
き
、
四
日
間
そ
れ

を
絶
や
さ
ず
、
守
る
。
谷
口
は
、
ク
リ
ー
族
で
近
年
創
造
さ
れ
た
「
ウ
ー

マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
」
に
準
備
段
階
か
ら
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

纏
い
、
民
族
衣
裳
の
刺
繍
入
七
分
ズ
ボ
ン
を
穿
く
と
い
う
異
様
な
姿
で
、

葉
巻
を
銜
え
酒
を
飲
む
。
こ
こ
で
は
病
気
治
し
や
卜
占
、
商
売
繁
盛
、
清

め
や
祈
禱
な
ど
様
々
な
民
間
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
マ
シ
モ
ン
が

キ
リ
ス
ト
教
の
復
活
祭
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　

聖
週
間
に
な
る
と
マ
シ
モ
ン
は
教
会
廻
廊
の
一
隅
に
吊
さ
れ
る
。
恰
も

イ
エ
ス
を
売
っ
た
ユ
ダ
の
よ
う
だ
。
聖
木
曜
日
に
は
「
最
後
の
晩
餐
」
が

行
わ
れ
、
深
夜
イ
エ
ス
が
「
十
字
架
の
道
行
」
を
し
、
サ
ン
フ
ァ
ン
が
マ

リ
ア
に
凶
報
を
伝
え
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
夜
通
し
行
わ
れ
る
が
、
マ
シ

モ
ン
は
コ
フ
ラ
デ
ィ
ア
の
メ
ン
バ
ー
に
守
ら
れ
て
吊
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

る
。
聖
金
曜
日
早
朝
、
イ
エ
ス
ら
が
教
会
に
戻
る
と
、
教
会
の
床
に
あ
る

「
世
界
の
臍
」
が
開
け
ら
れ
、
マ
ヤ
の
祈
禱
師
に
よ
っ
て
ロ
ウ
ソ
ク
の
祝

福
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
「
臍
」
は
、
東
西
南
北
へ
向
か
う
ト
ン
ネ
ル
と
繋

が
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
は
人
々
の
悲
し
み
の
中
十
字
架
に
付
け

ら
れ
、「
世
界
の
臍
」
に
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
は
各
コ
フ
ラ
デ

ィ
ア
の
協
力
で
進
め
ら
れ
る
が
、
十
字
架
を
前
に
し
た
説
教
は
カ
ト
リ
ッ

ク
司
祭
が
行
う
。
教
会
広
場
で
は
、
も
う
一
つ
の
十
字
架
が
立
て
ら
れ
、

カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
に
よ
る
祭
儀
が
行
わ
れ
る
。
広
場
で
は
た
だ
ち
に
イ
エ

ス
が
聖
柩
に
納
め
ら
れ
、
巨
大
な
山
車
に
載
せ
ら
れ
、
マ
リ
ア
の
乗
る
山

車
と
共
に
マ
シ
モ
ン
の
吊
さ
れ
た
角
を
通
っ
て
街
に
向
か
う
。
教
会
内
で

は
、
や
は
り
イ
エ
ス
が
聖
柩
に
移
さ
れ
山
車
に
載
せ
ら
れ
、
教
会
か
ら
広

場
に
降
り
る
。
山
車
は
、
数
歩
進
ん
で
は
下
が
る
と
い
う
牛
歩
以
下
の
歩

み
で
、
群
衆
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
広
場
を
静
か
に
進
む
。
二
時
間
ほ
ど
経

つ
と
何
の
前
触
れ
も
な
く
「
復
活
」
し
た
マ
シ
モ
ン
が
コ
フ
ラ
デ
ィ
ア
の

メ
ン
バ
ー
の
肩
に
乗
っ
て
登
場
し
、
軽
快
な
ス
テ
ッ
プ
と
音
楽
で
群
衆
の

中
を
踊
り
な
が
ら
彷
徨
い
歩
く
。
聖
柩
の
静
か
で
悲
哀
に
満
ち
た
プ
ロ
セ
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と
対
の
女
性
儀
礼
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
女
性
は
隔
絶
さ
れ
、
祈
り
人

（
聖
な
る
人
）
に
な
り
、
三
泊
四
日
間
籠
る
。
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
テ
ィ
ピ
は
、

そ
の
天
上
界
に
あ
る
逆
三
角
形
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
テ
ィ
ピ
と
つ
な
が
る

「
非
日
常
空
間
」
で
あ
る
。
二
つ
の
世
界
の
媒
介
は
、
タ
バ
コ
の
「
煙
」

で
あ
る
。
夢
や
ビ
ジ
ョ
ン
、
ト
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ク
ル
の
会
話
や
、
現
実
の

事
象
が
、
祈
り
や
願
い
に
対
す
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
側
の
返
答
に
な
る
。
女
性

た
ち
は
そ
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
解
く
。
ウ
ー
マ
ン

ズ
・
テ
ィ
ピ
の
ト
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ク
ル
を
通
し
て
自
分
の
悩
み
や
願
い

や
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
へ
の
祈
り
や
感
謝
を
、
他
人
に
シ
ェ
ア
し
た
女
性
た
ち

に
は
、
四
日
間
を
一
緒
に
「
儀
礼
の
過
程
」
を
過
ご
し
た
仲
間
と
し
て
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
」
の
感
情
が
生
ま
れ
る
。
大
地
の
子
宮
に
見
た
て
ら
れ

た
テ
ィ
ピ
か
ら
出
て
く
る
と
き
は
、
全
員
が
同
じ
母
の
胎
内
に
い
た
卵
子

た
ち
、
あ
る
い
は
新
生
児
と
し
て
「
生
ま
れ
変
わ
る
」
よ
う
な
体
験
を
す

る
。
テ
ィ
ピ
は
「
大
地
の
母
の
胎
内
」
で
あ
り
、
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ

ニ
ー
は
「
死
と
再
生
」
の
儀
礼
で
あ
る
。

　

カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
先
住
民
族
に
と
っ
て
の
「
儀
礼
」
は
、

ア
プ
リ
オ
リ
に
所
与
の
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
あ
る
も
の
と
、
そ
う
で
は

な
く
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
夢
見
や
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
の 

世
界
で
体
験
し
た
所
作
を
模
倣
し
、
現
実
化
し
た
も
の
が
多
い
（
先
行
研

究
に
ト
ー
マ
ス
・
Ｅ
・
マ
イ
ル
ズ
著
、
澤
西
康
史
訳
『
フ
ー
ル
ズ
・
ク
ロ

ウ　

知
慧
と
力
』
中
央
ア
ー
ト
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
が
あ
る
）。
ウ

ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
も
、
メ
デ
ィ
ス
ン
・
ウ
ー
マ
ン
で
あ
る
ノ
ラ
た

ち
の
夢
見
に
よ
っ
て
、
現
代
に
再
現
さ
れ
た
儀
礼
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
儀
礼
の
意
味
解
釈
を
試
み
た
。

　

重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
ま
ず
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
で
あ
る
。
ク

リ
ー
族
の
長
老
ケ
ネ
ッ
チ
は
、
妻
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ス
ン
・
ウ
ー
マ
ン
で

あ
る
ノ
ラ
と
と
も
に
、
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
の
主
催
者
だ
が
、
彼

は
「
我
々
の
世
界
観
は
、religion

で
な
く
、spirituality

だ
」
と
語

っ
た
。
そ
の
場
合
の
「
宗
教
」
と
は
、
既
成
宗
教
を
意
味
す
る
。
そ
う
で

は
な
く
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
世
界
が
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
世
界
で
あ
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
は
、
霊
や
魂
の
こ
と
で
あ
る
が
、
人

も
植
物
も
動
物
も
鉱
物
も
地
球
や
惑
星
に
も
、
生
き
て
い
る
も
の
も
死
ん

で
い
る
も
の
に
も
万
物
に
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
宿
る
と
考
え
て
い
る
世
界
観

を
、
こ
こ
で
は
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
み
な
す
。

　

次
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
祈
り
」
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
最

も
大
事
な
の
は
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
（
創
造
主
）
や
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
、

グ
ラ
ン
ド
マ
ザ
ー
、
祖
先
た
ち
へ
の
「
祈
り
」
で
あ
る
。
男
性
儀
礼
の
サ

ン
ダ
ン
ス
の
場
合
は
、「
祈
り
」
が
四
日
間
の
ま
ず
食
わ
ず
の
サ
ン
ダ
ン

ス
参
加
や
、
自
分
の
体
の
一
部
を
傷
つ
け
て
血
を
流
す
「
自
己
犠
牲
」
で

あ
っ
た
。
サ
ン
ダ
ン
ス
の
際
、
な
ぜ
男
性
が
血
を
流
す
か
と
言
え
ば
、
毎

月
月
経
の
あ
る
女
性
と
違
っ
て
、
男
性
は
創
造
（
新
し
い
命
）
の
た
め
に

血
を
流
さ
な
い
た
め
、
と
い
う
。
男
性
が
最
も
創
造
に
近
づ
く
に
は
、
自

分
の
血
を
流
す
し
か
な
い
。
一
方
、
女
性
は
毎
月
月
経
時
に
血
を
流
す
。

生
理
時
の
女
性
は
最
も
パ
ワ
フ
ル
で
危
険
な
（
聖
な
る
）
存
在
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
合
、
必
ず
参
加
者
に
月
経
中

（
ム
ー
ン
・
タ
イ
ム
）
の
女
性
が
い
る
と
い
う
。
今
回
も
月
経
中
の
女
性

が
一
三
名
中
、
二
名
い
た
。

　
「
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
」
は
男
性
儀
礼
で
あ
る
「
サ
ン
ダ
ン
ス
」
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「
胎
教
」
と
「
胎
内
記
憶
」
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

橋
迫
　
瑞
穂

　

二
〇
一
六
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
「
か
み
さ
ま
と
の
や
く
そ
く
」
に
よ

っ
て
、「
胎
内
記
憶
」
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
か
み
さ
ま
と

の
や
く
そ
く
」
は
、
母
親
の
胎
内
に
い
た
時
の
記
憶
を
指
す
「
胎
内
記

憶
」
を
語
る
子
ど
も
と
そ
の
母
親
を
中
心
に
、「
胎
内
記
憶
」
の
存
在
を

主
張
す
る
専
門
家
な
ど
が
登
場
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
他

方
で
、
こ
の
「
胎
内
記
憶
」
は
ま
っ
た
く
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
も

と
も
と
は
胎
児
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
そ
の
成
長
を
う
な
が
す
胎
教
の

影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、「
胎
内
記
憶
」
も
胎
教
と
と
も
に
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
妊
娠
・
出
産
に
対
し
て
聖
性
を
付
与
す
る
過
程
で
あ
る

胎
教
と
「
胎
内
記
憶
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
相
違
を
踏
ま
え
つ
つ
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

そ
の
目
的
の
た
め
に
、
国
会
図
書
館
（N

D
L O
N
LIN
E

）
で
、
一
九

九
〇
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
胎
教
と
「
胎
内
記
憶
」
を

表
題
に
含
む
著
作
を
検
索
し
た
。
そ
の
結
果
、
胎
教
を
取
り
上
げ
た
著
作

は
一
七
冊
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
胎
内
記
憶
」
に
関
す
る
著
作
は
一
二

冊
検
出
さ
れ
た
。
著
者
の
内
訳
で
は
教
育
関
係
者
や
産
婦
人
科
医
が
多

く
、
特
に
「
胎
内
記
憶
」
は
産
婦
人
科
医
で
あ
る
池
川
明
に
よ
る
も
の
が

一
一
冊
挙
げ
ら
れ
る
。
男
性
の
書
き
手
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
の

も
、
胎
教
と
「
胎
内
記
憶
」
の
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

九
〇
年
代
で
は
、
妊
婦
が
ス
ト
レ
ス
を
排
除
し
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
生

活
が
胎
教
に
も
良
い
と
い
う
考
え
方
の
も
と
に
、
胎
児
に
音
楽
を
聞
か
せ

た
り
話
し
か
け
る
方
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
胎
児
に
自

然
の
音
や
、
宇
宙
の
ビ
ッ
ク
バ
ン
の
様
子
を
聞
か
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
他
方
で
、
母
親
の
胎
教
へ
の
取
り
組
み
が
、
生
ま
れ
て
く
る
子

ど
も
の
知
能
だ
け
で
な
く
、
人
間
性
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
と
主
張
す

る
内
容
も
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
胎
教
に
お
い
て
は
、
母
親
が
胎
児
に
対

し
て
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
、
例
え
ば
瞑
想
を
行
っ
た
り
、
家
庭

で
夫
に
献
身
的
に
仕
え
る
こ
と
が
胎
児
に
良
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
胎
児
に
対
し
て
話
し
か
け
る
こ
と
で
未
来
を
担
う
知
能
や
感

性
を
身
に
つ
け
た
り
、
さ
ら
に
は
超
能
力
が
身
に
つ
く
と
い
っ
た
主
張
も

展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
注
目
さ
れ
た
「
胎
内
記
憶
」
は
、
産
婦
人
科

医
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
胎
児
は
産
ま
れ

る
前
に
、「
か
み
さ
ま
」
と
相
談
し
て
母
親
を
選
ん
で
や
っ
て
き
た
と
す

る
の
が
「
胎
内
記
憶
」
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
妊
娠
中
に
胎
内
か
ら
外

の
様
子
を
見
て
い
て
、
母
親
の
妊
娠
・
出
産
に
対
す
る
期
待
や
思
い
を
受

け
止
め
た
り
、
妊
娠
中
に
う
っ
か
り
転
ん
で
し
ま
っ
た
な
ど
の
失
敗
を
免

責
す
る
発
言
を
行
う
の
が
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

市
場
」
で
人
気
を
集
め
た
各
種
の
代
替
療
法
を
取
り
入
れ
た
り
、
既
成
宗

教
か
ら
主
張
に
合
う
も
の
を
引
用
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
胎
内
記
憶
」
に
お
い
て
は
、
男
性
（
夫
）
の

存
在
が
ほ
と
ん
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
特
徴
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

以
上
の
特
徴
か
ら
、
九
〇
年
代
に
盛
ん
だ
っ
た
胎
教
に
お
い
て
は
、
胎

児
を
エ
リ
ー
ト
と
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
母

第
八
グ
ル
ー
プ
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て
」
と
題
し
た
文
章
を
掲
載
し
、
儀
礼
執
行
に
い
た
る
ま
で
に
重
ね
ら
れ

た
議
論
を
報
告
し
て
い
る
。
執
筆
を
担
当
し
た
浄
土
真
宗
総
合
研
究
所
長

丘
山
願
海
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
に
お
け
る
結
婚
に
つ
い
て

「
我
が
宗
門
が
、
苦
悩
す
る
人
び
と
、
小
数
弱
者
に
寄
り
添
う
こ
と
を
使

命
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
結
婚
」
と
い
う
法
的
な
面
で
解
決
さ
れ
て
い

な
い
現
状
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
先
に
見
た
渋
谷
区
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
証
明
」
な
ど
に
も
倣
っ
て
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
仏
前
奉
告
式
」

を
執
り
行
う
こ
と
に
、
教
理
的
に
は
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
見
解

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
仏
教
教
団
の
ひ
と
つ
で
あ
る
本
願
寺

派
が
、
同
性
に
お
け
る
婚
姻
儀
礼
を
執
行
す
る
こ
と
に
教
理
的
な
問
題
は

な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に

「
性
的
少
数
者
の
「
結
婚
」「
結
婚
式
」
の
妥
当
性
と
い
う
課
題
を
設
定
す

る
以
前
に
、
こ
の
課
題
の
根
本
に
は
性
的
少
数
者
へ
の
差
別
、
偏
見
を
克

服
す
る
と
い
う
こ
と
が
宗
門
内
外
の
課
題
と
し
て
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ

き
で
あ
ろ
う
」
と
の
指
摘
も
あ
わ
せ
て
な
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る

と
、
教
団
内
に
具
体
的
な
偏
見
や
差
別
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
か
ら
は
二
〇
一
八
年
三
月
に
「
浄
土
宗 

寺
院
や
僧
侶
がLGBT

の
方
々
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、
共
に
生
き

て
い
く
か
を
考
え
る
一
助
と
」
な
る
よ
う
『
そ
れ
ぞ
れ
の
か
が
や
き
：

LGBT

を
知
る
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
で
、
僧
侶
が
ど

の
よ
う
な
人
と
も
偏
見
な
く
接
す
る
た
め
に
は
、
相
応
の
知
識
が
必
要
で

あ
り
、「
知
ら
な
い
こ
と
や
理
解
の
不
足
で
、
誰
か
を
傷
つ
け
て
し
ま
う

こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
」
で
編
集
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
教
団
内
に
無
知
や
偏
見
に
基
づ
く
差
別
が
存
在
し
て
い
る
こ

親
は
あ
く
ま
で
脇
役
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
、
宇

宙
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
り
話
し
か
け
ら
れ
る
こ
と
で
育
っ
た
子
ど
も
は
、

世
界
を
け
ん
引
す
る
才
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
二
〇
〇
〇
年
代

に
入
っ
て
急
速
に
広
ま
っ
た
「
胎
内
記
憶
」
で
は
、
む
し
ろ
母
親
自
身
が

主
役
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
は
「
か
み
さ
ま
」
と
相

談
し
て
生
ま
れ
て
来
る
母
親
を
決
め
て
き
た
と
主
張
す
る
「
胎
内
記
憶
」

は
、
子
ど
も
自
身
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
母
親
に
聖
性
を
媒
介
し
た

り
、
失
敗
を
許
容
し
た
り
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
家
族
か
ら

父
親
た
る
男
性
の
姿
も
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。「
胎
内

記
憶
」
そ
れ
自
体
は
親
学
と
い
っ
た
保
守
的
な
家
族
観
と
の
親
和
性
が
高

い
も
の
の
、
そ
の
点
に
お
い
て
今
ま
で
と
は
異
な
る
新
し
い
家
族
観
や
、

さ
ら
に
は
母
子
観
が
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

ク
ィ
ア
仏
教
学
の
射
程

宇
治
　
和
貴

　

ク
ィ
ア
仏
教
学
と
は
、
ク
ィ
ア
理
論
に
対
す
る
仏
教
学
的
応
答
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
異
性
愛
を
前
提
と
し
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
を
ク

ィ
ア
と
位
置
づ
け
る
差
別
的
な
価
値
観
に
疑
問
を
抱
か
な
い
仏
教
者
や
仏

教
教
団
を
問
題
化
し
、
そ
れ
を
支
え
る
教
団
の
教
義
や
教
学
が
、
歴
史
状

況
に
お
け
る
価
値
観
の
制
約
下
で
人
為
的
に
成
立
し
た
も
の
と
の
知
見
か

ら
問
い
返
し
、
再
構
築
す
る
実
践
的
な
仏
教
学
で
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
築
地
本
願
寺
で
は
、
二
〇
一
六
年
十
月
に
「
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
仏
前
奉
告
式
」
と
の
名
称
で
男
性
同
士
の
婚
姻
儀
礼
を

執
行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
本
願
寺
派
は
、
教
団
の
機
関
紙
『
宗

報
』
九
月
号
で
「
性
的
少
数
者
の
「
儀
礼
と
し
て
の
結
婚
式
」
に
関
し
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戦
後
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
女
性
教
師
の
養
成
制
度

丹
羽
　
宣
子

　

本
報
告
で
は
、
戦
後
か
ら
現
在
に
至
る
日
蓮
宗
に
お
け
る
女
性
教
師
の

育
成
に
関
わ
る
諸
制
度
を
整
理
す
る
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
当
事
者
た

ち
は
何
を
求
め
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
教
団
内
女
性
と
い
う
存
在
が
当

時
、
宗
門
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
や
役
割
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

　

戦
後
の
日
蓮
宗
の
女
性
教
師
の
歩
み
に
つ
い
て
は
、
馬
島
浄
圭
の
論
文

（「
近
代
教
団
史
に
み
ら
れ
る
尼
僧
た
ち
―
村
雲
尼
公
と
尼
僧
法
団
を
中
心

に
―
」
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教
研
究
』
四
〇
号
、
二
〇

〇
二
年
）
が
あ
る
。
馬
島
は
『
近
代
日
蓮
宗
年
表
』（
近
代
日
蓮
宗
年
表

編
集
委
員
会
・
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
編
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
一

年
。
以
下
『
年
表
』
と
略
記
）
か
ら
女
性
教
師
の
動
向
を
た
ど
っ
て
い

く
。
本
報
告
で
は
『
年
表
』
の
他
、
こ
れ
ま
で
収
取
し
て
き
た
資
料
や
、

資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
関
係
者
に
お
話
を
お
聞
き

し
、
女
性
教
師
養
成
制
度
の
展
開
を
再
構
成
し
て
い
く
。

　

日
蓮
宗
で
は
身
延
山
久
遠
寺
で
行
わ
れ
る
三
五
日
間
の
修
行
「
信
行
道

場
」
を
修
了
し
た
者
に
教
師
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
信
行
道
場
は
昭
和
一

二
年
八
月
一
日
に
初
め
て
開
設
さ
れ
て
い
る
が
、『
年
表
』
に
は
昭
和
一

四
年
一
一
月
に
「
尼
僧
信
行
道
場
」
が
開
か
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

　

昭
和
二
二
年
、
戦
争
中
は
休
場
だ
っ
た
信
行
道
場
が
再
開
さ
れ
る
。
短

縮
開
催
で
計
一
〇
回
開
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
回
が
普
通
試
験

合
格
尼
僧
の
「
第
九
期
信
行
道
場
」（
九
月
一
九
日
〜
二
三
日
）
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
戦
後
初
の
女
性
の
信
行
道
場
で
あ
る
。
翌
年
に
は
「
第
六
期

尼
僧
信
行
道
場
」（
九
月
一
日
〜
一
〇
日
）、「
第
七
期
有
髪
尼
僧
信
行
道

と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

む
ろ
ん
、
現
実
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
内
包
す
る
課
題
が
認
識
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
、
実
践
の
証
で
あ
る
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
差
別
を
差
別
と
認
識
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
既

存
の
教
学
や
教
義
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
必
要
が
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

教
団
内
に
お
け
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
差
別
を
認
証
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
既
存
の
教
義
や
教
学
が
現
実
に
お
け
る
差
別
を
差
別
と
し
て

喝
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
証
明
に
も
な
る
か
ら
で

あ
る
。

　

仮
に
、
阿
弥
陀
仏
が
「
十
方
衆
生
」
を
平
等
に
救
う
、
と
い
う
論
理
を

も
っ
て
、
教
学
的
に
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
を
「
救
い
の
対
象
」
と

位
置
づ
け
た
場
合
、
必
然
的
に
位
置
づ
け
た
本
人
は
上
か
ら
救
う
側
と
な

り
、
そ
れ
は
ク
ィ
ア
研
究
で
発
見
さ
れ
た
「
寛
容
と
い
う
差
別
」
そ
の
も

の
と
な
る
。
上
か
ら
目
線
で
「
劣
っ
た
人
だ
け
ど
受
け
入
れ
て
あ
げ
ま
し

ょ
う
」
と
い
う
ゆ
が
ん
だ
寛
容
は
平
等
な
人
間
関
係
と
は
い
え
な
い
。
こ

う
し
た
点
に
お
い
て
も
既
存
の
仏
教
教
団
の
教
義
や
教
学
に
も
と
づ
い
て

説
か
れ
る
「
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
か
を
問
い
直
す
作
業
と
し
て
、
ク
ィ
ア
仏
教
学
が
と
り

く
む
べ
き
課
題
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
ク
ィ
ア
仏
教
学
で
は
①
現
実
の
仏
教
教
団
内
に
内
在
す
る
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
差
別
の
問
題
の
発
見
、
②
本
質
的
な
「
平
等
」
を
求
め

る
主
体
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
教
学
の
再
構
築
、
の
二
つ
を
射
程
と
し
て

今
後
の
研
究
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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て
女
性
を
養
成
す
る
制
度
を
求
め
る
動
き
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
戦
争
等
で

住
職
を
失
っ
た
寺
院
の
救
済
措
置
と
し
て
、
有
髪
の
ま
ま
住
職
未
亡
人
を

養
成
す
る
制
度
も
整
え
ら
れ
て
い
く
。
終
戦
直
後
は
、
高
度
な
宗
教
的
職

能
者
と
し
て
の
「
尼
僧
」
と
、
息
子
が
住
職
に
な
る
ま
で
お
寺
を
守
る

「
住
職
未
亡
人
の
僧
侶
」
が
い
た
。
戦
後
の
日
蓮
宗
の
女
性
教
師
の
養
成

に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
制
度
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

　

た
し
か
に
教
団
史
に
女
性
の
姿
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し

そ
れ
は
女
性
た
ち
が
果
た
し
て
き
た
役
割
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
女
性
た
ち
は
戦
後
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、
寺
院

継
続
・
継
承
や
修
行
機
関
の
復
興
と
い
っ
た
重
要
な
局
面
に
大
き
く
貢
献

し
て
き
た
。

世
俗
主
義
（
ラ
イ
シ
テ
）
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー 

│
│ 

フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
議
論
か
ら 

│
│

伊
達
　
聖
伸

　

フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
け
る
宗
教
研
究
の
近
年
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
『
宗
教
事
象
事
典
』
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
項
目
を
執
筆
し
た
ベ
ア

ト
リ
ス
・
ド
・
ガ
ス
ケ
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
宗
教
に
関
す
る
研
究

は
現
在
で
も
北
米
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
パ
イ
オ
ニ
ア
世
代

は
、
宗
教
を
実
践
し
な
が
ら
自
分
た
ち
の
宗
教
に
批
判
的
な
視
線
を
持
っ

て
い
た
女
性
が
多
か
っ
た
が
、
や
が
て
世
俗
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る

女
性
が
保
守
的
な
宗
教
の
復
権
に
直
面
す
る
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
と
指

摘
す
る
。
西
洋
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
に
は
脱
宗
教
的
な
バ
イ
ア
ス
が
あ

っ
た
が
、
今
日
で
は
宗
教
に
対
す
る
見
方
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
見
方

も
よ
り
複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
本
発
表
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

場
」（
九
月
一
二
日
〜
二
一
日
）
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

　

戦
後
の
女
性
教
師
養
成
の
た
め
の
諸
制
度
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の

が
、
梶
山
智
孝
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ
れ
た
「
日
蓮
宗
尼
僧
法
団
」

（
正
式
発
足
は
昭
和
二
七
年
）
で
あ
っ
た
。
梶
山
は
戦
後
第
一
回
の
尼
僧

信
行
道
場
で
、
書
紀
と
し
て
訓
育
に
携
わ
っ
て
い
る
。
梶
山
ら
は
道
場
生

全
員
で
血
判
を
押
し
、
女
性
教
師
の
団
結
を
誓
っ
た
。
彼
女
自
身
も
初
の

声
明
師
と
し
て
合
格
、
布
教
師
会
や
声
明
師
会
と
い
っ
た
高
度
な
修
行
を

求
め
ら
れ
る
領
域
に
尼
僧
が
進
出
し
て
い
く
足
が
か
り
を
つ
く
っ
た
。

　

尼
僧
法
団
は
昭
和
三
七
年
よ
り
尼
衆
宗
学
林
復
興
托
鉢
を
実
施
、
昭
和

五
〇
年
に
再
興
を
果
た
し
て
い
る
。
尼
衆
宗
学
林
は
日
蓮
宗
宗
門
に
お
い

て
唯
一
の
尼
僧
教
育
機
関
で
あ
り
、
大
正
八
年
「
尼
衆
修
道
院
」
と
し
て

開
設
し
た
も
の
で
、
戦
中
は
廃
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

　

一
方
で
、
戦
争
な
ど
で
住
職
で
あ
る
夫
を
失
っ
た
妻
た
ち
を
、
有
髪
の

ま
ま
尼
僧
と
し
て
養
成
す
る
制
度
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。「
補
教
制
度
」

で
あ
る
。
補
教
制
度
は
昭
和
二
五
年
に
成
立
し
た
も
の
で
、「
補
教
教
習

を
三
五
日
間
、
所
定
の
修
練
を
実
施
し
、
講
習
修
了
後
に
準
講
師
の
僧
階

に
新
叙
さ
れ
る
」
と
し
て
い
た
。『
年
表
』
に
も
昭
和
二
六
年
に
「
補
教

教
習
会
」
が
身
延
山
で
開
か
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

　

補
教
信
行
道
場
は
女
性
の
出
家
を
幅
広
く
支
え
る
制
度
と
し
て
機
能
し

て
き
た
。
有
髪
の
補
教
信
行
道
場
と
剃
髪
の
特
別
信
行
道
場
は
平
成
一
三

年
ま
で
は
隔
年
で
開
催
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
平
成
一
四
年
の
宗
制
改
正

に
よ
り
補
教
信
行
道
場
は
廃
止
、
宗
制
上
で
も
寺
庭
婦
人
と
女
性
教
師
は

分
離
さ
れ
た
。
な
お
、
特
別
信
行
道
場
も
平
成
二
三
年
の
開
設
が
最
後
で

あ
り
、
そ
れ
以
降
は
第
二
期
信
行
道
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

戦
後
の
日
蓮
宗
で
は
、
尼
僧
法
団
に
よ
る
高
度
な
宗
教
的
職
能
者
と
し
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ン
ス
革
命
期
、
第
三
共
和
政
前
期
、
そ
し
て
現
代
が
そ
れ
ぞ
れ
画
期
を
な

す
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
点
を
導
入
す
る
と
、
カ

ト
リ
ッ
ク
と
共
和
主
義
の
共
犯
関
係
が
二
〇
世
紀
半
ば
頃
ま
で
続
き
、
一

九
六
〇
年
代
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
分
水
嶺
を
な
し
て
い
る
様
子
が
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
。
社
会
学
者
エ
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ッ
サ
ン
は
、
私
的
な
領
域

に
あ
る
こ
と
が
「
自
然
」
と
さ
れ
、
囲
い
込
ま
れ
て
き
た
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
の
あ
り
方
が
脱
自
明
化
し
、
民
主
社
会
の
討
議
の
対
象
に
な
る
様
子

を
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
自
明
と
さ
れ
て
い
た
親
密
圏
と
政
治
の
領
域
の
境
界
が
揺
ら
ぎ
出
す
。

　

習
俗
に
関
す
る
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
の
争
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
と
一

九
世
紀
に
お
い
て
は
市
民
婚
と
離
婚
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降

は
避
妊
と
人
工
妊
娠
中
絶
、
そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
同
性
婚
へ
と

変
化
し
て
き
た
。
二
〇
一
七
年
以
来
世
界
を
席
巻
し
て
い
る
＃
Ｍ
ｅ
Ｔ
ｏ

ｏ
運
動
を
長
い
宗
教
と
世
俗
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
は
、
世
界
の
脱
魔
術
化
（
宗
教
か

ら
の
脱
出
）
と
男
性
支
配
の
終
焉
を
関
連
づ
け
て
い
る
。
＃
Ｍ
ｅ
Ｔ
ｏ
ｏ

運
動
が
起
き
た
理
由
は
、
男
性
支
配
の
継
続
と
い
う
よ
り
、
男
性
支
配
を

可
能
に
し
て
き
た
も
の
の
根
拠
が
失
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

『
男
性
の
核
心
部
に
降
り
る
こ
と
』（
二
〇
一
八
年
）
の
著
者
ラ
フ
ァ
エ

ル
・
リ
オ
ジ
エ
は
、
男
性
支
配
の
歴
史
を
終
わ
ら
せ
る
革
命
的
切
断
と
し

て
＃
Ｍ
ｅ
Ｔ
ｏ
ｏ
運
動
を
位
置
づ
け
、
男
性
自
身
が
男
性
支
配
の
歴
史
を

振
り
返
り
、
女
性
の
意
志
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
宗
教
そ
し
て
ラ
イ
シ
テ
に
つ
い
て
の
研
究
の
一
部
を
紹

介
し
、
こ
の
分
野
の
フ
ラ
ン
ス
的
特
質
に
つ
い
て
、
日
本
に
身
を
置
く
一

男
性
研
究
者
と
し
て
何
が
言
え
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

現
代
の
フ
ラ
ン
ス
（
語
圏
）
で
は
ラ
イ
シ
テ
と
男
女
平
等
を
結
び
つ
け

る
言
説
が
多
い
が
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
ジ
ョ
ー
ン
・
Ｗ
・
ス
コ
ッ
ト

は
『
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
宗
教
』（
二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
語
り

が
登
場
し
て
き
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
で
、
そ
れ
は
ム
ス
リ
ム
を
他

者
化
し
差
別
す
る
傾
向
と
連
動
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
彼
女
に
よ
れ

ば
、
ラ
イ
シ
テ
そ
の
も
の
は
む
し
ろ
女
性
を
市
民
権
や
公
共
生
活
か
ら
排

除
し
、
女
性
と
宗
教
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
普
遍
主
義
を
謳
う
共
和
国
の
ラ
イ
シ
テ
が
女
性
差
別
の
構
造
を

隠
蔽
し
て
き
た
こ
と
の
告
発
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治

哲
学
者
ド
ミ
ニ
ク
・
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
は
普
遍
主
義
の
立
場
を
堅
持
し
、
形

式
的
平
等
は
実
質
的
平
等
の
前
提
条
件
で
は
あ
る
と
、
革
命
の
理
念
に
男

女
平
等
の
萌
芽
を
見
よ
う
と
す
る
。

　

歴
史
家
ミ
シ
ェ
ル
・
ペ
ロ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
聴
衆
を
前
に
、
米
国
と
フ

ラ
ン
ス
で
は
男
女
関
係
が
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
は
男
性
と
の
対
決

を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
社
会
学
者
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

ヌ
・
デ
ル
フ
ィ
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
普
遍
主
義
」
の
「
特
殊
性
」
を
指
摘
す

る
。
政
治
哲
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
バ
ロ
ン
は
、
普
遍
主
義
的
な
政
治

文
化
の
フ
ラ
ン
ス
で
女
性
の
参
政
権
獲
得
が
遅
れ
た
理
由
を
、
む
し
ろ
ア

ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
の
功
利
主
義
的
な
政
治
文
化
が
、
女
性
た
ち
を
女
性

た
ち
の
利
益
の
代
表
者
と
し
て
比
較
的
早
い
時
期
に
認
め
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。

　

ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
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考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
一
三
年
か
ら
毎
年
発
行
さ
れ
て
い
る

「
宗
教
カ
レ
ン
ダ
ー
（Calendrier des Religions

）」、
二
〇
一
三
年
に

完
成
し
た
「
宗
教
間
の
庭
（Jardin Interreligieux

）」、
そ
し
て
二
〇

一
一
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
宗
教
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
「
世
界
の
聖
な
る

日
々
（Sacrées Journées du M

onde

）」
の
三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
取
り
上
げ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る
宗
教

間
対
話
の
地
域
的
特
性
を
構
成
す
る
三
要
素
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
市
に
よ
る
宗
教
間
対
話
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
積
極
的
介

入
を
指
摘
で
き
る
。
宗
教
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
そ
も
そ
も
市
が
主
導
し
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
が
、
他
の
二
つ
の
民
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て

も
、
市
は
資
金
援
助
の
み
な
ら
ず
、
物
的
お
よ
び
人
的
資
源
を
提
供
し
、

団
体
の
渉
外
活
動
に
関
与
す
る
こ
と
も
あ
る
。
街
の
イ
メ
ー
ジ
向
上
の
た

め
の
政
治
戦
略
と
し
て
、
宗
教
間
対
話
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
体
制
に
基
づ
く
地
域
独
自
の
ラ
イ
シ
テ
観

が
、
宗
教
間
対
話
の
発
展
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
二
〇
〇
八
年

〜
二
〇
二
〇
年
ま
で
市
長
を
務
め
た
ロ
ラ
ン
・
リ
ス
は
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー

ト
を
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
的
要
素
と
捉
え
、
ア
ル
ザ
ス
・

モ
ー
ゼ
ル
地
方
の
公
認
宗
教
体
制
の
存
続
に
注
力
し
て
き
た
。
宗
教
間
対

話
を
通
じ
て
、「
宗
教
に
寛
容
で
開
放
的
な
ラ
イ
シ
テ
」
が
打
ち
出
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
ラ
イ
シ
テ
観
は
宗
教
間
対
話
の
活
動
家
に
広
く
共
有
さ
れ

て
い
る
。
宗
教
間
対
話
を
通
じ
た
地
域
主
義
の
称
揚
が
見
て
取
れ
る
。

　

第
三
に
、
宗
教
間
対
話
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
市
議

お
よ
び
行
政
関
係
者
と
、
地
元
の
宗
教
団
体
代
表
者
と
の
日
常
的
な
接
触

が
確
認
さ
れ
る
一
方
、
宗
教
間
対
話
の
活
動
家
た
ち
は
他
地
域
・
他
都
市

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る
宗
教
間
対
話
の
展
開
と
そ
の
地
域
的
特
性

佐
藤
香
寿
実

　

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
北
東
部
に
位
置
す
る
グ
ラ
ン
テ
ス

ト
地
域
圏
の
首
府
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
と
の
国
境
付
近
に
位
置
す
る
、
人
口

約
二
八
万
の
地
方
都
市
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
、
そ
の

帰
属
を
幾
度
も
変
え
た
ア
ル
ザ
ス
・
モ
ー
ゼ
ル
地
方
の
中
核
都
市
で
あ

り
、
第
二
次
大
戦
後
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
首
都
」
と
し
て
の
存
在
感
を
強
め

て
き
た
。
歴
史
的
理
由
か
ら
、
ア
ル
ザ
ス
・
モ
ー
ゼ
ル
地
方
に
は
、「
教

会
と
国
家
の
分
離
に
関
す
る
法
律
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ

イ
シ
テ
の
法
的
基
盤
を
な
す
一
九
世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
初
頭
の
法
律
群
が

適
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
で
も
一
八
〇
一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
を
基

本
と
す
る
公
認
宗
教
体
制
が
残
存
し
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
ル
タ
ー
派
お
よ
び
改
革
派
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
四
つ
を
公
認
宗
派
と

し
、
聖
職
者
に
対
す
る
国
家
か
ら
の
俸
給
、
公
立
の
中
等
教
育
に
お
け
る

宗
教
教
育
等
の
規
定
が
あ
る
。

　

報
告
者
は
こ
れ
ま
で
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る
宗
教
政
策
、
特
に

イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
政
策
を
注
視
し
、
大
モ
ス
ク
の
建
設
お
よ
び
ム
ス

リ
ム
専
用
公
共
墓
地
の
建
設
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
過
程

で
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る
「
宗
教
間
対
話
」
が
、
二
〇
一
〇
年
代

以
降
、
政
治
主
導
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
二
〇

一
八
年
九
月
〜
二
〇
一
九
年
七
月
に
か
け
て
「
宗
教
間
対
話
」
の
展
開
に

関
す
る
現
地
調
査
を
行
っ
た
（
文
献
・
資
料
調
査
、
関
係
者
一
〇
名
に
対

す
る
半
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
与
観
察
を
含

む
）。
本
報
告
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る
宗
教
間

対
話
の
諸
実
践
を
分
析
し
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
地
域
的
特
性
と
絡
め
て
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割
を
再
確
認
し
、
そ
の
意
図
を
考
察
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。
こ
こ
で
指

す
〈
宗
教
〉
は
、
宗
教
類
似
行
為
や
表
現
を
含
み
、
宗
教
は
伝
統
的
宗
教

を
主
と
し
て
示
す
も
の
と
す
る
。

　

具
体
的
な
分
析
対
象
は
、
鈴
木
光
司
『
リ
ン
グ
』、
大
石
圭
『
呪
怨
』、

秋
元
康
『
着
信
ア
リ
』
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
映
像
化
及
び
海
外
版
リ
メ

イ
ク
の
存
在
が
あ
る
事
か
ら
一
定
の
知
名
度
を
得
て
い
る
と
仮
定
さ
れ
る

点
、
そ
し
て
怪
異
主
体
の
類
似
（
女
性
か
ら
大
衆
へ
の
恨
み
）
の
点
か
ら

選
出
し
た
。

　

二
〇
〇
〇
年
前
後
の
ホ
ラ
ー
に
お
け
る
〈
宗
教
〉
は
、
疑
似
科
学
か
ら

非
科
学
的
存
在
ま
で
多
岐
に
渡
り
表
象
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
分
析
に
お
い
て
は
、
神
・
悪
魔
・
運
命
と
い
っ
た
語
は
、
比
喩

表
現
が
中
心
で
あ
り
、
信
仰
に
よ
る
行
動
や
言
動
の
表
現
は
殆
ど
描
か
れ

て
い
な
い
。
例
え
ば
、『
リ
ン
グ
』
に
お
け
る
神
と
悪
魔
は
、
善
悪
の
比

喩
表
現
と
し
て
表
記
さ
れ
、『
呪
怨
』『
着
信
ア
リ
』
で
は
、
嘆
き
や
無
力

感
を
向
け
る
相
手
と
し
て
表
記
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
超
能
力
者
や
霊
能
者
な
ど
は
、
実
際
の
能
力
や
効
果
の
有
無
は

全
く
言
及
さ
れ
ず
、
多
く
が
胡
散
臭
い
存
在
、
或
い
は
そ
う
と
思
わ
れ
て

い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
超
能
力
・
魂
・
怨
念
を
始

め
と
し
た
、
不
可
視
存
在
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
実
在
に
関
し
て
は
、
冒
頭
か

ら
、
或
い
は
作
中
の
怪
異
と
の
遭
遇
な
ど
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
漠
然
と
し
た
超
自
然
的
存
在
や
未
知
の
或
い
は
不
可
視
の
何
か

の
存
在
を
肯
定
す
る
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。

　

対
し
て
、
仏
壇
や
鳥
居
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
宗
教
を
示
す
も
の

は
、
日
本
家
屋
の
間
取
り
の
説
明
や
、
風
景
描
写
の
一
助
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
壇
・
霊
園
・
納
骨
堂
は
、
死
者
の
存

の
活
動
家
と
も
活
発
な
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
旧
ア
ル
ザ
ス
地
域
圏

（
現
グ
ラ
ン
テ
ス
ト
地
域
圏
）
や
欧
州
評
議
会
等
で
も
、
宗
教
間
対
話
に

関
す
る
取
組
み
を
行
っ
て
お
り
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
を
中
心
に
「
グ
ロ
ー

カ
ル
」
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

以
上
の
三
要
素
が
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る
宗
教
間
対
話
の
経
験

を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
よ
り
精
緻
な
分
析
に
は
、
欧
州
機
関
や

他
都
市
に
お
け
る
、
さ
ら
な
る
事
例
調
査
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
一

宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
お
け
る
対
話
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
調

査
課
題
と
し
た
い
。

怪
異
譚
に
お
け
る
〈
宗
教
〉

古
山
　
美
佳

　

本
発
表
で
は
、
分
析
対
象
と
し
て
怪
異
譚
の
中
で
も
日
本
の
ホ
ラ
ー
、

特
に
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ホ
ラ
ー
を
設
定
し
て
い
る
。

　

当
該
研
究
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
方
向
性
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
一
つ

は
小
中
千
昭
『
恐
怖
の
作
法
―
ホ
ラ
ー
映
画
の
技
術
―
』
や
『
キ
ネ
マ
旬

報
』
各
種
和
製
ホ
ラ
ー
・
Ｊ
ホ
ラ
ー
特
集
に
代
表
さ
れ
る
製
作
者
・
監
督

に
よ
る
映
像
研
究
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
ホ
ラ
ー
作
品
を
題
材
と
し
て

幽
霊
な
ど
の
表
象
文
化
や
当
該
時
代
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
前
者
は
、
大
島
清
昭
『
Ｊ
ホ
ラ
ー
の
幽
霊
研
究
』
な
ど
に
代
表
さ

れ
、
心
霊
写
真
や
超
心
理
学
、
感
染
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
他
に

も
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
や
家
族
論
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

つ
ま
り
、
従
来
の
論
説
の
方
向
性
は
、
製
作
者
視
点
の
描
き
方
・
怪
異

の
主
体
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
重
き
を
置
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

本
発
表
に
お
い
て
は
、
作
中
に
描
か
れ
る
〈
宗
教
〉
の
描
か
れ
方
と
役



205　　

第８グループ 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

　

カ
レ
ン
ダ
ー
は
、「
新
聞
社
が
作
っ
て
、
販
売
店
が
配
る
場
合
」
と
「
新

聞
販
売
店
組
合
が
作
っ
て
、
販
売
店
が
配
る
場
合
」
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
本
稿
で
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
呼
称
と
し
て
「
中
日
カ
レ
ン
ダ
ー
」「
産

経
カ
レ
ン
ダ
ー
」「
朝
日
カ
レ
ン
ダ
ー
」
な
ど
を
用
い
る
。

　

釈
尊
の
誕
生
日
は
四
月
八
日
で
あ
る
が
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
四
月
八
日
の

枠
に
、「
花
ま
つ
り
」「
灌
仏
会
」「
灌
仏
」
と
書
い
て
あ
る
か
否
か
に
注

目
し
た
。『
中
日
新
聞
』
は
、
寺
院
行
事
を
多
く
載
せ
て
き
た
新
聞
で
あ

っ
た
が
、
中
日
カ
レ
ン
ダ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
が
五
年
前
に
一
新
さ
れ
「
花
ま

つ
り
」
が
消
え
た
。「
ク
リ
ス
マ
ス
」
は
残
っ
て
い
る
。
系
列
の
東
京
カ

レ
ン
ダ
ー
に
は
「
花
ま
つ
り
」
が
載
っ
て
い
る
。
産
経
カ
レ
ン
ダ
ー
に

は
、「
灌
仏
」
が
載
っ
て
い
て
、「
旧
灌
仏
」
が
四
月
三
十
日
の
枠
に
、
復

活
祭
が
四
月
十
二
日
の
枠
に
、
枠
外
で
あ
る
が
靖
国
神
社
春
季
例
大
祭
も

載
っ
て
い
る
。
毎
日
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
、「
灌
仏
」・「
旧
灌
仏
」
が
載
っ

て
い
る
。
読
売
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
、「
灌
仏
会
」
が
載
っ
て
い
る
。
朝
日

カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
、
載
っ
て
い
な
い
。
宮
崎
日
日
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
、

「
花
祭
り
」
と
並
ん
で
「
忠
犬
ハ
チ
公
の
日
」
と
書
い
て
あ
る
。
ハ
チ
公

が
四
月
八
日
に
縁
を
も
つ
こ
と
を
「
花
ま
つ
り
法
話
」
に
活
か
す
こ
と
が

で
き
る
。

　

キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
は
十
二
月
二
十
五
日
で
あ
る
が
、
中
日
・
東
京
・

産
経
・
毎
日
・
読
売
・
宮
崎
日
日
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
十
二
月
二
十
五
日
の

枠
に
は
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
朝
日
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
何

も
書
い
て
な
か
っ
た
。

　

以
上
は
新
聞
社
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で
あ
る
が
、
民
間
会
社
と
仏
壇
店
の
カ

レ
ン
ダ
ー
も
調
べ
て
み
た
。
名
古
屋
市
内
の
日
曹
商
事
（
肥
料
会
社
）、

孝
和
堂
（
和
菓
子
店
）、
中
川
農
機
（
農
機
具
店
）、
水
晶
堂
（
印
鑑
業
）

在
を
示
唆
し
、
供
養
行
動
を
描
く
事
に
よ
っ
て
、
死
と
い
う
非
日
常
の
描

写
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
更
に
特
徴
的
な
点
は
、
伝
統
宗
教
の
供
養
行

為
は
、
怪
異
と
は
無
関
係
或
い
は
解
決
に
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

即
ち
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
ホ
ラ
ー
に
お
け
る
〈
宗
教
〉
描
写
は
、
超

自
然
的
存
在
の
認
知
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
既
存
の
宗
教
組
織
・
行
動
と

怪
異
の
乖
離
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
供
養
さ
れ
て
も
成
仏
し
な
い
魂
・

思
い
を
原
因
と
し
た
怪
異
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

対
し
て
、
同
じ
く
二
〇
〇
〇
年
の
２

ち
ゃ
ん
ね
る
発
祥
の
都
市
伝
説
に

は
、
伝
統
的
な
宗
教
に
起
因
す
る
神
社
神
職
や
地
蔵
・
札
・
盛
り
塩
・
仏

像
に
よ
っ
て
怪
異
を
一
時
解
決
す
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
一
概
に
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
時
代
を
起
因
と
す

る
の
で
は
な
く
、
当
該
時
代
の
人
々
の
生
活
文
化
や
宗
教
と
の
関
与
、
描

か
れ
た
媒
体
・
対
象
を
比
較
検
討
し
、
怪
異
譚
に
お
い
て
〈
宗
教
〉
が
表

象
さ
れ
た
意
図
と
在
り
方
を
考
察
す
る
事
を
今
後
の
課
題
と
し
て
設
定
す

る
。

カ
レ
ン
ダ
ー
の
中
の
宗
教
行
事 

│
│ 

花
ま
つ
り
と
ク
リ
ス
マ
ス 
│
│

別
府
　
良
孝

　

筆
者
は
、
名
古
屋
市
中
川
区
に
あ
る
曹
洞
宗
龍
潭
寺
の
住
職
で
あ
る
。

CiN
ii

論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
論
題
に
「
宗
教
行
事
」
を
含
む

論
文
は
十
九
編
、「
花
ま
つ
り
」
を
含
む
論
文
は
十
九
編
あ
る
が
、
こ
れ

ら
三
十
八
論
文
の
論
題
に
は
「
カ
レ
ン
ダ
ー
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
本

研
究
は
、「
新
聞
社
の
ロ
ゴ
が
入
っ
た
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
四
月
と
十
二
月

の
表
記
に
着
目
し
て
新
聞
社
な
ど
の
宗
教
認
識
を
、
寺
院
住
職
の
立
場
で

調
べ
た
最
初
の
報
告
で
あ
る
。
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て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
他
者
学
」
の
一
つ
と
し
て
の
宗
教
学
の
普
遍
性
は
、
宗
教
と
国
家
双

方
に
相
異
な
る
距
離
の
取
り
方
の
「
身
振
り
」
の
普
遍
性
で
あ
っ
た
が

（
鶴
岡　

二
〇
一
四
）、
加
え
て
、
近
代
以
降
の
日
本
の
宗
教
を
め
ぐ
る
思

想
と
制
度
と
は
、
西
洋
ロ
ー
カ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
宗
教
理
念
を
普
遍
と

み
な
し
、
足
下
の
生
活
世
界
か
ら
乖
離
し
た
と
こ
ろ
に
理
念
世
界
を
設
定

し
て
、
そ
ち
ら
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
現
実
を
再
編
成
し
て
き
た
（
関　

一

九
九
七
・
二
〇
〇
二
）。
そ
の
乖
離
の
再
生
産
の
結
果
と
し
て
、
生
活
の

場
を
的
確
に
捉
え
る
研
究
を
進
め
る
た
め
の
、
ま
た
生
活
者
自
ら
が
思
考

を
深
め
る
た
め
の
議
論
の
枠
組
み
の
貧
困
が
あ
る
。
そ
の
懸
隔
を
埋
め
る

努
力
を
個
々
人
の
力
業
に
依
存
せ
ず
、
共
有
化
し
、
方
法
論
化
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　

発
表
者
は
、「
宗
教
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
す
り
抜
け
る
日
本
的
「
宗

教
現
象
」
の
編
成
の
仕
方
を
捉
え
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
自
身
の

出
身
地
域
の
宗
教
風
土
が
持
つ
日
本
に
お
け
る
非
典
型
性
を
入
り
口
と
し

た
い
。
そ
れ
は
、
自
ら
が
宗
教
学
と
い
う
学
知
の
特
性
に
共
感
を
い
だ
い

て
入
門
し
た
こ
と
と
の
邂
逅
の
来
歴
を
問
う
学
問
論
的
自
己
分
析
も
含
む

こ
と
に
な
る
。

　

現
在
、
指
導
学
生
ら
と
と
も
に
、
出
身
地
の
長
崎
県
島
原
半
島
に
お
い

て
、
宗
教
と
世
俗
の
関
係
に
関
わ
る
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
て

い
る
。
い
ま
だ
成
果
報
告
を
ま
と
め
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
本
発
表
で

は
そ
の
中
間
報
告
も
兼
ね
て
、
論
点
を
提
示
し
た
い
。

　

調
査
対
象
地
の
島
原
半
島
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

海
プ
レ
ー
ト
の
作
用
で
九
州
全
体
に
加
わ
っ
た
南
北
に
裂
け
る
力
に
よ
り

形
成
さ
れ
た
別
府-

島
原
地
溝
の
西
端
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
、「
花
ま
つ
り
」
も
し
く
は
「
灌
仏
会
」
と
書
い
て

あ
る
。
日
産
プ
リ
ン
ス
山
形
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
「
花
ま
つ
り
の
日
」
と

書
い
て
あ
り
、
灌
仏
・
灌
仏
会
と
い
っ
た
表
記
に
比
べ
て
、
判
り
や
す
い

表
記
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
社
の
表
記
は
、
日
本
が
仏
教
国
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
意
外
に
も
、「
京
都
の
安
藤
、
室
蘭
の
大
師
堂
、
長
岡
の

放
光
」
と
い
っ
た
仏
壇
店
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
、
三
仏
忌
（
花
ま
つ
り
、
成

道
会
、
涅
槃
会
）
が
書
い
て
な
か
っ
た
。
仏
壇
店
に
と
っ
て
は
「
知
っ
て

て
当
然
の
日
々
」
ゆ
え
、
載
せ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

最
後
に
佐
々
木
賢
治
氏
（
佐
々
木
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー

代
表
）
に
よ
る
「
花
ま
つ
り
と
ク
リ
ス
マ
ス
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
結
果
を
、
佐
々
木
氏
の
許
可
を
得
て
紹
介
す
る
。
佐
々
木
氏
は
、
愛

知
県
下
の
複
数
の
大
学
で
客
員
教
授
な
ど
を
こ
こ
十
五
年
ほ
ど
務
め
、
千

人
ほ
ど
の
学
生
に
教
え
て
き
た
。「
釈
尊
の
誕
生
日
は
四
月
八
日
」
と
の

回
答
は
五
％
ほ
ど
、「
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
は
十
二
月
二
十
五
日
」
と
の

回
答
は
九
〇
％
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
甘
茶
の
試
飲
に
も
協
力
し
て
も
ら
っ
た

が
、「
お
い
し
い
」
と
の
感
想
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

出
身
地
域
か
ら
「
日
本
の
宗
教
」
を
捉
え
直
す 

│
│ 

島
原
半
島
調
査
か
ら 

│
│

西
村
　
　
明

　

宗
教
概
念
批
判
以
降
、
様
々
な
方
向
で
「
宗
教
」
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ

る
検
討
が
精
緻
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
業
は
制
度
史
・
思
想
史
の
領

域
を
中
心
と
し
て
お
り
、「
無
宗
教
」
か
つ
「
宗
教
的
」
で
あ
る
矛
盾
し

た
様
態
を
呈
す
る
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
生
活
の
現
代
的
形
態
」
を
的
確

に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
信
仰
・
生
活
の
現
場
へ
と
そ
の
議
論
を
接
続
し
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が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
あ
る
の
か

を
今
後
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
複
数
の
宗
教
を
視
野
に
入
れ

た
宗
教
学
的
な
宗
教
史
叙
述
を
参
考
に
、
そ
の
延
長
に
現
在
を
も
射
程
に

入
れ
た
宗
教
史
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
。

新
し
い
葬
送
の
担
い
手
と
そ
の
宗
教
意
識 

│
│ 

仏
教
檀
信
徒
と
の
比
較
か
ら 

│
│

谷
山
　
昌
子

　

本
報
告
の
目
的
は
、
血
縁
・
地
縁
に
よ
ら
な
い
「
新
し
い
葬
送
の
担
い

手
」
の
宗
教
意
識
を
、
仏
教
寺
院
檀
信
徒
と
の
比
較
か
ら
考
察
す
る
こ
と

で
あ
る
。
対
象
と
し
た
の
は
、
継
承
不
要
の
樹
木
葬
墓
を
購
入
し
た
「
墓

友
」
と
呼
ば
れ
る
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、

Ｅ
Ｃ
）
会
員
で
あ
る
。

　

報
告
者
は
二
〇
一
九
年
一
か
ら
二
〇
二
〇
年
二
月
に
か
け
て
、
Ｅ
Ｃ
会

員
活
動
の
参
与
観
察
を
行
い
、
二
〇
二
〇
年
一
〜
二
月
の
墓
友
活
動
参
加

者
を
対
象
に
「
宗
教
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
よ
る
質
問
紙
調
査

を
実
施
し
た
。
質
問
紙
は
『
曹
洞
宗
檀
信
徒
意
識
調
査
報
告
書
二
〇
一
二

年
（
平
成
二
十
四
）』
を
基
に
作
成
し
（
こ
の
報
告
書
は
二
〇
一
二
年
に

全
国
一
万
人
以
上
の
檀
信
徒
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
「
曹
洞
宗
檀
信
徒
意

識
調
査
」
の
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
曹
洞
宗
に
よ
れ
ば
、
曹
洞

宗
寺
院
は
二
〇
一
四
年
時
点
で
全
国
で
最
も
高
い
割
合
を
占
め
、
檀
信
徒

数
は
約
七
八
五
万
と
、
日
本
有
数
の
宗
教
集
団
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
は

信
仰
の
篤
い
信
者
に
限
ら
れ
ず
多
様
な
人
び
と
を
対
象
と
し
て
い
る
（
曹

洞
宗
：
二
〇
一
四
、
一
〇
四
―
一
一
五
）
こ
と
か
ら
、
本
報
告
で
は
こ
の

調
査
の
結
果
を
も
っ
て
〈
伝
統
的
な
仏
教
寺
院
の
檀
信
徒
の
宗
教
意
識
〉

山
岳
信
仰
や
温
泉
を
利
用
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
宗
教
史
的
舞
台
と
な

る
と
同
時
に
、
近
代
以
降
長
崎
に
来
航
す
る
外
国
人
た
ち
の
避
暑
地
と
も

な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
国
立
公
園
化
（
一
九
三
四
年
）
や
、
ユ
ネ
ス
コ
の

世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
国
内
初
認
定
（
二
〇
〇
九
年
）
に
つ
な
が
る
ほ
か
、
二

〇
一
八
年
に
は
島
原
天
草
一
揆
の
主
戦
場
と
な
っ
た
原
城
址
が
世
界
文
化

遺
産
「
長
崎
と
天
草
地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産
」
の
構
成
遺
産

と
さ
れ
た
こ
と
に
も
深
く
関
係
す
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
た
一
六
世
紀
後
半
に
は
、
領
主
有
馬
氏
の
宗
教

政
策
の
曲
折
か
ら
仏
僧
・
山
伏
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
間
の
確
執
が
強
ま
り
、

宗
教
施
設
の
破
壊
と
転
用
が
繰
り
返
さ
れ
た
（
根
井　

一
九
八
八
）。
さ

ら
に
は
一
七
世
紀
の
島
原
天
草
一
揆
や
一
八
世
紀
末
の
島
原
大
変
と
呼
ば

れ
る
噴
火
災
害
の
影
響
で
、
激
し
い
人
口
移
動
が
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
、

複
数
の
宗
教
が
地
層
の
よ
う
に
堆
積
し
、
日
本
の
他
地
域
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
安
定
し
た
宗
教
風
土
が
醸
成
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

　

現
在
進
め
て
い
る
南
島
原
市
で
は
、
世
界
文
化
遺
産
認
定
以
前
か
ら
、

一
六
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
が
置
か
れ
た
史
実
を
踏
ま
え
な

が
ら
、「
有
馬
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
授
業
再
現
事
業
」、「
平
成
・
令
和
遣
欧
少

年
使
節
団
」、「
フ
ェ
ス
テ
ィ
ビ
タ
ス
・
ナ
タ
リ
ス
」（
一
六
世
紀
の
ク
リ

ス
マ
ス
行
事
の
再
演
）、「
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
現
代
版
画
展
」
な
ど
が
官
民
の
協

力
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
の
政
教
分
離
原
則
へ
の
配
慮
も
あ
る
と
は

言
え
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
は
「
宗
教
」
に
対
す
る
眼
差
し
が
不
在
で
あ

り
、「
他
者
の
宗
教
」
を
「
歴
史
」
や
「
文
化
」、
時
に
は
「
ジ
オ
（
パ
ー

ク
）」
の
視
点
に
還
元
し
て
い
る
。
そ
の
足
元
に
埋
ま
っ
た
宗
教
地
層
の

堆
積
の
来
歴
が
顧
み
ら
れ
ず
に
文
化
資
源
化
が
図
ら
れ
る
な
か
で
、
住
民

自
ら
の
信
仰
実
践
と
そ
う
し
た
文
化
資
源
化
し
た
「
宗
教
」
と
の
関
係
性



　　208

『宗教研究』94巻別冊（2021年） 第８グループ

の
葬
儀
を
必
要
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
墓
友
が
考
え
る
葬
式
の
目
的

は
、
遺
族
と
い
う
当
事
者
自
身
の
心
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
関
心
が
向
い
て

お
り
、
葬
式
を
あ
げ
る
こ
と
自
体
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
檀
信
徒
が
祖
霊

信
仰
的
・
仏
教
的
な
死
者
観
を
抱
い
て
い
る
の
に
対
し
、
墓
友
は
個
人
の

記
憶
や
思
い
出
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
檀
信
徒
は
先
祖
代
々
か
ら
子
・
孫

へ
受
け
継
が
れ
る
死
者
と
生
者
の
タ
テ
の
関
係
性
が
強
く
、
墓
友
は
生
者

同
士
／
死
者
同
士
と
い
う
ヨ
コ
の
関
係
性
が
強
く
、
生
者
と
死
者
の
関
係

が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
墓
友
は
自
分
の
死
後
を
血
縁
・
地

縁
を
超
え
た
Ｅ
Ｃ
／
墓
友
と
い
う
他
者
に
託
し
て
い
る
。
死
後
の
共
同
性

を
営
む
互
助
的
な
関
係
が
共
通
の
死
生
観
を
育
み
、
情
緒
的
な
関
係
性
が

構
築
さ
れ
て
い
る
。
墓
友
に
共
通
の
信
仰
や
教
義
は
な
く
、
死
後
世
界
を

確
信
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
死
後
存
在
を
認
め
再
会
を
期
待
す
る
〈
曖

昧
性
と
確
実
性
〉
と
い
う
逆
接
的
な
特
徴
が
見
出
せ
た
。

　

近
年
、
非
継
承
の
集
合
墓
な
ど
を
企
画
、
運
営
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
高

齢
者
施
設
、
各
組
織
の
差
異
に
注
目
し
、
宗
教
習
俗
に
対
す
る
意
識
や
祭

祀
の
実
践
の
状
況
に
関
わ
る
調
査
を
今
後
の
課
題
と
す
る
。

生
身
の
地
蔵
霊
地
、
下
野
岩
船
山
高
勝
寺
の
信
仰
の
諸
相

林
　
　
京
子

　

岩
船
山
は
栃
木
県
南
部
の
日
光
足
尾
連
山
南
端
の
端
山
で
山
上
に
は
蓮

華
院
高
勝
寺
（
天
台
宗
）
が
あ
り
江
戸
期
の
「
岩
船
地
蔵
巡
行
」
が
知
ら

れ
る
。
中
世
以
来
の
「
生
身
の
地
蔵
出
現
の
霊
地
」
と
さ
れ
る
岩
船
山

は
、
関
西
と
関
東
を
結
ぶ
大
動
脈
と
も
い
え
る
街
道
の
分
岐
点
の
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
で
中
世
の
板
碑
が
山
上
に
多
数
現
存
す
る
。
岩
船
山
は
偶
然
日
光

東
照
宮
と
江
戸
城
を
結
ぶ
南
北
線
上
に
位
置
し
、
岩
船
と
呼
ば
れ
る
巨
石

の
一
例
と
み
な
す
。）、
身
近
な
故
人
の
最
終
存
在
、
記
憶
の
な
か
の
死

者
、
死
後
の
居
場
所
、
墓
参
理
由
、
菩
提
寺
／
Ｅ
Ｃ
を
訪
ね
る
理
由
、

「
葬
式
不
要
」
に
対
す
る
賛
否
、
自
分
の
葬
儀
に
対
す
る
希
望
、
葬
儀
の

目
的
に
つ
い
て
尋
ね
た
。

　

調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
檀
信
徒
は
主
に
葬
儀
や
法
事
、
墓
参
な
ど
の

機
会
に
菩
提
寺
と
関
与
し
て
い
る
。
墓
参
理
由
は
、
先
祖
や
故
人
を
偲

び
、
先
祖
や
仏
様
に
感
謝
し
守
護
を
祈
る
た
め
で
あ
る
。
檀
信
徒
は
葬
儀

を
、
故
人
を
成
仏
さ
せ
る
・
弔
う
た
め
と
考
え
、「
葬
式
は
要
ら
な
い
」

と
い
う
主
張
に
対
し
て
七
割
以
上
が
反
対
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
身
近
な

故
人
は
「
先
祖
や
ホ
ト
ケ
に
な
り
、
あ
の
世
や
寺
、
墓
、
仏
壇
に
い
る
」

と
考
え
て
い
る
。
墓
友
は
、
講
演
会
や
サ
ー
ク
ル
参
加
、
話
し
相
手
・
困

っ
て
い
る
と
き
な
ど
の
機
会
に
Ｅ
Ｃ
と
関
わ
っ
て
い
る
。
墓
友
の
墓
参
理

由
は
、
心
が
安
ら
ぐ
・
出
来
事
を
報
告
す
る
な
ど
で
あ
る
。
墓
友
の
葬
儀

の
目
的
は
、
故
人
を
弔
う
・
残
さ
れ
た
者
の
心
の
救
済
で
あ
る
。
墓
友
で

「
葬
式
不
要
」
へ
の
反
対
は
一
割
未
満
で
あ
っ
た
。
死
者
は
「
何
に
な
る

か
は
わ
か
ら
な
い
が
」「
身
近
な
人
の
そ
ば
や
個
人
の
記
憶
の
中
に
生
き

続
け
る
」
と
考
え
て
い
る
。
参
与
観
察
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
墓
友
の
死
後

観
は
「
わ
か
ら
な
い
」、「
必
ず
会
え
る
」「
魂
は
不
滅
」
と
す
る
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
も
含
ま
れ
、
各
々
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
死
後

も
皆
で
楽
し
く
」
と
い
う
、
死
後
に
至
る
ま
で
続
く
関
係
性
を
共
通
理
解

と
し
て
前
提
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
交
友
関
係
で
あ
る
。

　

以
上
の
結
果
か
ら
、
檀
信
徒
と
菩
提
寺
と
の
関
与
は
、
葬
儀
や
年
忌
法

要
、
墓
参
の
機
会
で
あ
る
の
に
対
し
、
墓
友
と
Ｅ
Ｃ
と
の
関
係
は
、
行
事

参
加
や
学
び
、
趣
味
な
ど
個
人
的
な
交
流
を
中
心
と
す
る
特
徴
が
あ
ら
わ

れ
た
。
檀
信
徒
の
七
割
以
上
が
、
故
人
の
死
後
の
安
寧
の
た
め
に
仏
教
式
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て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
て
遠
方
か
ら
来
る
祈
願
者
も
多
い
。
子

授
け
祈
禱
の
後
女
性
に
は
ご
飯
茶
碗
が
下
付
さ
れ
、
孫
太
郎
尊
（
陽
の
地

蔵
）
奥
の
院
（
岩
船
＝
陰
の
地
蔵
）
本
堂
（
中
の
地
蔵
）
の
巡
拝
が
指
示

さ
れ
る
。
最
も
神
聖
な
奥
の
院
の
岩
船
の
割
れ
目
が
女
性
器
に
見
立
て
ら

れ
地
蔵
が
置
か
れ
て
「
陰
の
地
蔵
」
と
な
っ
た
。
山
の
逆
サ
イ
ド
の
男
根

状
の
巨
岩
（
陽
石
）
が
「
陽
の
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
採
掘
で
崩
落

し
、
孫
太
郎
尊
＝
天
狗
が
そ
の
機
能
を
引
き
継
い
で
い
る
。
奥
の
院
と
岩

船
は
参
詣
者
の
安
全
の
為
に
平
成
十
年
頃
手
前
に
複
製
さ
れ
た
。
震
災
で

参
詣
路
が
崩
落
し
た
本
来
の
岩
船
は
急
速
に
忘
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

そ
の
他
、
髪
の
毛
が
伸
び
る
人
形
な
ど
霊
の
憑
い
た
モ
ノ
の
奉
納
に
来

る
人
も
い
る
。
山
の
景
観
が
ア
ニ
メ
や
特
撮
ロ
ケ
地
巡
り
や
コ
ス
プ
レ
撮

影
の
場
と
し
て
人
々
を
惹
き
つ
け
、
こ
こ
を
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と
言

う
著
名
人
も
い
る
。
彼
ら
は
つ
い
で
に
高
勝
寺
に
来
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
す

る
。
近
世
の
岩
船
山
は
日
光
巡
拝
道
中
の
「
名
所
」
で
多
く
の
観
光
客
が

訪
れ
た
。
山
内
に
は
茶
店
や
旅
籠
、
賭
場
も
あ
り
人
々
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ

せ
て
様
々
な
信
仰
が
取
捨
選
択
さ
れ
た
。
こ
の
形
は
現
代
に
も
引
き
継
が

れ
て
い
る
。

　

高
勝
寺
は
「
岩
船
地
蔵
が
死
者
を
導
き
」「
間
引
き
と
は
子
ど
も
を
地

蔵
に
一
時
戻
す
こ
と
」、「
子
授
け
と
は
山
に
集
ま
る
死
者
の
み
た
ま
を
こ

の
世
に
戻
す
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
生
と
死
は
こ
こ
で
は
表
裏
一
体
で
岩

船
地
蔵
は
生
と
死
の
境
界
を
司
り
岩
船
山
が
そ
の
境
界
と
考
え
ら
れ
、
本

来
の
縁
起
や
由
緒
か
ら
完
全
に
逸
脱
し
て
い
る
。
岩
船
山
の
信
仰
は
中
世

以
来
の
信
仰
の
古
層
を
持
ち
、
複
合
的
で
重
層
的
で
あ
る
。
参
詣
者
の
誘

引
は
高
勝
寺
の
死
活
問
題
で
あ
り
、
寺
は
時
代
の
言
説
を
巧
み
に
取
り
込

み
宗
教
民
俗
を
創
出
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
装
い
を
変
え
文
脈
を
組

が
北
（
日
光
）
を
指
す
た
め
中
世
の
岩
船
寺
の
焼
失
後
寛
永
寺
系
の
高
勝

寺
が
山
上
に
再
興
さ
れ
寛
文
十
年
の
『
真
名
縁
起
』
延
享
元
年
の
『
仮
名

縁
起
絵
巻
』
を
所
蔵
す
る
。

　

高
勝
寺
は
宗
派
を
問
わ
ず
死
者
の
卒
塔
婆
供
養
を
盆
で
は
な
く
彼
岸
会

に
行
い
信
仰
圏
は
関
東
一
円
で
あ
る
。
死
者
の
初
彼
岸
に
来
る
（
＝
岩
船

参
り
）
事
が
多
い
が
近
年
は
先
祖
供
養
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

石
地
蔵
に
死
者
の
形
見
を
着
せ
メ
モ
リ
ア
ル
と
す
る
新
し
い
習
俗
が
近
年

見
ら
れ
る
。
高
勝
寺
の
卒
塔
婆
供
養
の
起
源
は
不
詳
で
あ
る
が
『
仮
名
縁

起
絵
巻
』
第
二
の
末
尾
に
「（
生
身
の
地
蔵
を
拝
し
た
）
明
願
は
こ
の
山

に
留
ま
り
参
詣
者
を
引
接
す
る
」
と
さ
れ
、
明
願
の
像
が
現
存
（
大
正
末

の
火
災
で
頭
部
が
破
損
し
再
造
）
本
堂
脇
に
は
江
戸
後
期
か
ら
石
塔
建
立

が
見
ら
れ
る
。
高
勝
寺
は
檀
家
の
無
い
祈
願
寺
で
あ
る
た
め
参
詣
者
の
誘

引
が
必
須
で
何
ら
か
の
供
養
の
唱
導
が
継
承
さ
れ
、
明
治
三
十
年
頃
か
ら

経
木
塔
婆
供
養
が
、
そ
の
後
昭
和
三
十
年
代
頃
か
ら
現
在
の
木
製
塔
婆
供

養
に
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

現
在
本
堂
横
の
裏
山
が
卒
塔
婆
を
供
養
す
る
場
所
で
あ
る
が
、
十
八
世

紀
の
境
内
図
で
は
本
堂
の
逆
サ
イ
ド
の
西
院
河
原
堂
の
裏
山
が
供
養
地
で

あ
る
。
そ
の
元
の
霊
地
は
街
道
絵
図
よ
り
十
九
世
紀
初
め
に
は
「
西
院
の

河
原
」
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
の
西
院
の
河
原
は
現
在
地
に
平

成
十
年
頃
に
再
々
移
設
さ
れ
た
。
栃
木
県
は
「
間
引
き
」
が
多
い
地
域
と

さ
れ
、
高
勝
寺
は
江
戸
時
代
か
ら
水
子
供
養
を
行
っ
て
い
る
と
し
水
子
ブ

ー
ム
時
に
は
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
研
究
家
や
霊
能
者
が

来
山
し
た
。
現
在
も
水
子
供
養
の
巡
礼
団
が
来
る
事
が
あ
る
が
高
勝
寺
側

は
儀
礼
に
関
与
し
な
い
。

　

高
勝
寺
で
は
死
者
供
養
だ
け
で
は
な
く
子
授
け
祈
願
も
盛
ん
に
行
わ
れ
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三
つ
が
確
認
さ
れ
た
。
①
昭
和
二
〇
〜
三
〇
年
代
頃
の
宿
坊
で
は
、
親
戚

や
知
り
合
い
に
紹
介
し
て
も
ら
い
春
の
代
参
シ
ー
ズ
ン
に
女
性
の
お
手
伝

い
を
雇
っ
て
お
り
、
労
働
形
態
は
、
代
参
シ
ー
ズ
ン
に
あ
た
る
三
〜
六
月

に
住
み
込
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
手
伝
い
は
、
御
嶽
山
の
山
麓
地
域
で
あ

る
奥
多
摩
、
青
梅
、
五
日
市
な
ど
か
ら
来
て
い
た
。
続
い
て
、
②
昭
和
四

〇
〜
平
成
初
期
頃
の
宿
坊
で
は
、
御
師
家
の
子
供
の
中
学
や
高
校
の
同
級

生
や
、
御
嶽
山
か
ら
通
学
で
き
る
距
離
に
あ
る
青
梅
総
合
高
校
、
多
摩
高

校
に
通
う
高
校
生
を
夏
期
の
林
間
学
校
の
シ
ー
ズ
ン
に
ア
ル
バ
イ
ト
と
し

て
雇
っ
て
お
り
、
労
働
形
態
は
数
日
か
ら
数
週
間
の
泊
ま
り
込
み
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
③
平
成
初
期
〜
現
在
の
宿
坊
で
は
、
御
師
家
の
子
供
の
中

学
や
高
校
の
同
級
生
を
、
季
節
問
わ
ず
宿
坊
が
忙
し
い
と
き
（
特
に
土

日
）
に
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
雇
っ
て
お
り
、
労
働
形
態
は
数
日
間
の
泊
ま

り
込
み
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
時
代
ご
と
の
特
徴
を
整
理
し
た
上
で
、
人
材

確
保
の
ル
ー
ト
の
共
通
点
と
相
違
点
を
指
摘
し
、
当
事
者
に
と
っ
て
の
御

嶽
山
で
働
く
こ
と
の
意
義
と
そ
の
位
置
付
け
を
分
析
し
た
。

　

共
通
点
と
し
て
は
、
手
伝
い
も
ア
ル
バ
イ
ト
も
知
っ
て
い
る
人
か
ら
の

紹
介
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
相
違
点
と
し
て
は
、
人
材
確
保

の
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
お
手
伝
い
の
確
保
は
、
親
戚
や
知
り
合
い
の
つ

て
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
確
保
は
、
御
師
家
の
子
供
の
中

学
や
高
校
の
同
級
生
、
友
達
と
い
う
、
子
供
が
学
校
生
活
で
作
っ
た
つ
な

が
り
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宿
坊
側
は
子
供
の
つ
な
が

り
を
活
用
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
の
人
材
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
い
わ
ば
、
御
師
家
の
子
供
は
、
御
嶽
山
か
ら
山
外
の
情
報
や
人
材
を

集
め
る
た
め
の
ア
ン
テ
ナ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

み
替
え
て
再
構
築
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
こ
は
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
参
詣
・
死

者
供
養
・
水
子
供
養
な
ど
様
々
な
研
究
材
料
の
宝
庫
で
発
表
者
だ
け
で
は

研
究
し
き
れ
な
い
。
ぜ
ひ
多
く
の
研
究
者
に
様
々
な
視
点
で
研
究
し
て
頂

き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

武
州
御
嶽
山
の
宿
坊
運
営
を
支
え
る
つ
な
が
り 

│
│ 

御
師
の
子
供
に
注
目
し
て 

│
│

髙
田
　
　
彩

　

二
〇
〇
〇
年
代
の
宗
教
研
究
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
に
宗
教
と
ツ

ー
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
本
発
表
の
事
例
で
あ
る
武
州
御
嶽
山
は
、
先
行
研
究

に
お
い
て
、
神
社
、
御
師
、
鉄
道
会
社
と
い
っ
た
諸
ア
ク
タ
ー
の
活
発
な

競
合
が
み
ら
れ
、
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
現
代
的
変
容
の
好
例
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。

　

本
発
表
で
は
、
聖
地
側
、
と
り
わ
け
、
聖
地
で
働
く
人
々
の
視
点
か

ら
、
聖
地
の
位
置
付
け
の
変
化
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
御
嶽
山
の

宿
坊
で
働
く
人
々
の
性
質
と
、
そ
の
集
め
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

る
の
か
を
聞
き
取
り
調
査
で
得
た
デ
ー
タ
を
基
に
し
て
検
討
を
行
っ
た
。

　

ま
ず
、
御
嶽
山
で
働
く
人
の
条
件
と
し
て
、
山
麓
地
域
に
住
ん
で
い
る

こ
と
、
忙
し
い
時
期
に
単
発
で
来
て
も
ら
え
る
こ
と
、
時
間
に
融
通
が
き

く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
御
嶽
山
の
宿
坊
で
は
、
親
戚
、
知
人
、
友
人
な

ど
の
紹
介
が
な
け
れ
ば
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

元
々
講
社
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
宿
坊
で
は
、
講
員
に
対
し
て
失
礼
の
な
い

振
る
舞
い
が
で
き
る
、
知
人
な
ど
の
紹
介
で
お
墨
付
き
を
得
た
人
材
の
み

を
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
雇
う
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
宿
坊
で
働
く
人
材
を
確
保
す
る
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
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っ
て
い
た
。
ま
た
岡
山
県
玉
野
市
で
は
葬
祭
無
料
制
度
と
い
い
、
市
が
霊

柩
業
務
や
祭
壇
貸
出
、
葬
具
提
供
を
行
っ
て
お
り
、
利
用
者
は
無
償
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
葬
儀
全
般
に
わ
た
っ
て
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
実
施
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
葬
儀
に
関
す
る
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

お
も
に
葬
儀
産
業
の
展
開
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
研
究
が
急

速
に
進
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
で
は
行
政
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
上
記
の

よ
う
な
自
治
体
の
葬
祭
業
務
が
地
域
社
会
に
お
い
て
は
相
当
の
割
合
で
利

用
さ
れ
て
き
た
状
況
を
考
え
る
と
、
こ
の
点
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事
例
は
千
葉
県
習
志
野
市
の
葬
祭
事
業
で
あ
る
。

習
志
野
市
は
千
葉
県
北
西
部
に
位
置
し
、
人
口
一
七
万
三
三
六
二
人
（
二

〇
一
八
年
度
末
）
の
中
規
模
都
市
で
、
戦
前
期
は
農
漁
村
に
軍
関
連
の
施

設
が
置
か
れ
た
が
、
戦
後
に
は
軍
施
設
跡
に
大
学
が
誘
致
さ
れ
ま
た
首
都

圏
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展
し
、
一
九
五
四
年
に
市
制
が
施
行
さ
れ

た
。

　

市
の
葬
祭
業
務
は
、
ま
ず
旧
津
田
沼
町
時
代
か
ら
の
「
葬
具
使
用
条

例
」
に
よ
っ
て
、
祭
壇
、
葬
具
の
貸
出
が
行
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
都
市

計
画
に
よ
っ
て
駅
近
隣
の
墓
地
の
移
転
の
必
要
が
生
じ
、
改
葬
と
既
存
墓

地
の
納
骨
堂
化
の
た
め
に
、
土
葬
を
禁
止
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
五
七

年
二
月
に
公
聴
会
を
開
き
四
月
よ
り
土
葬
禁
止
と
な
っ
た
。
こ
の
土
葬
禁

止
を
実
施
す
る
た
め
に
、
市
は
火
葬
費
用
と
遺
体
の
搬
送
費
用
を
負
担
す

る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
葬
祭
係
を
設
置
し
、
祭
壇
の
貸
与
、
棺
や
納
棺

品
の
現
物
支
給
、
位
牌
や
塔
婆
の
頒
布
、
火
葬
や
霊
柩
車
の
負
担
な
ど
、

　

子
供
が
御
嶽
山
に
お
け
る
ア
ン
テ
ナ
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
要

因
と
し
て
、
御
嶽
山
の
時
代
背
景
が
挙
げ
ら
れ
る
。
講
社
以
外
の
一
般
客

の
受
け
入
れ
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
、
働
く
人
の
性

質
や
労
働
形
態
、
御
嶽
山
で
働
く
こ
と
の
意
義
も
変
化
し
て
い
る
。
お
手

伝
い
に
と
っ
て
御
嶽
山
は
、
春
の
代
参
シ
ー
ズ
ン
に
季
節
労
働
を
行
う
就

労
先
で
あ
っ
た
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
高
校
生
に
と
っ
て
は
、
泊
ま
り
込
み

で
働
き
、
高
額
な
ア
ル
バ
イ
ト
代
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
友
人
と
一
緒
に
働

け
る
こ
と
、
社
会
勉
強
が
で
き
る
こ
と
な
ど
、
働
き
に
行
く
場
所
以
上
の

価
値
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

現
在
、
就
職
を
し
て
十
分
な
稼
ぎ
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
仕

事
が
休
み
の
と
き
に
宿
坊
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
続
け
る
事
例
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
従
来
の
山
麓
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
の
就
労
先
で
あ
る
御
嶽
山
と

い
う
位
置
付
け
と
は
異
な
る
解
釈
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
当
事
者
た
ち
の
中

に
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

地
方
自
治
体
の
葬
祭
業
務
と
そ
の
変
容 

│
│ 

千
葉
県
習
志
野
市
の
事
例
か
ら 

│
│

山
田
　
慎
也

　

本
報
告
は
、
市
町
村
な
ど
地
方
自
治
体
が
実
施
す
る
葬
祭
業
務
に
つ
い

て
、
そ
の
内
容
や
機
能
お
よ
び
地
域
の
葬
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
地
方
自
治
体
が
火
葬
業
務
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー

ス
は
多
々
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
葬
祭
業
務
を
行
っ
て
き
た
所
も

各
地
で
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
長
野
県
松
本
市
で
は
市
営
葬
祭
セ
ン
タ
ー

と
い
う
名
称
で
、
火
葬
業
務
か
ら
祭
壇
貸
出
、
霊
柩
搬
送
、
棺
や
位
牌
等

葬
具
の
頒
布
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
職
員
は
依
頼
に
よ
り
納
棺
な
ど
も
行
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神
々
の
輪
廻 

│
│ 

永
劫
回
帰
と
菩
薩
行 

│
│

山
﨑
　
好
裕

　

中
世
に
多
数
書
か
れ
た
本
地
物
で
は
、
神
々
は
一
度
人
間
と
し
て
生
ま

れ
、
耐
え
難
い
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
死
に
、
神
と
し
て
転
生
す
る
。『
神

道
集
』
に
も
「
故
ニ
法
花
方
便
品
ニ
ハ
、
佛
種
從
緣
起
、
是
故
説
一
乗
ト

説
テ
、
佛
菩
薩
ノ
應
跡
示
現
ノ
神
道
ハ
、
必
ス
緣
ヨ
リ
起
ル
事
ナ
レ
ハ
、

諸
佛
菩
薩
ノ
我
國
ニ
遊
給
フ
ニ
ハ
、
必
ス
人
ノ
胎
ヲ
借
リ
テ
、
衆
生
ノ
身

ト
成
リ
ツ
ヽ
、
身
ニ
苦
惱
ヲ
受
テ
、
善
悪
ヲ
試
テ
後
、
神
明
身
ト
成
テ
、

惡
世
ノ
衆
生
ヲ
利
益
シ
給
フ
御
事
也
。」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
通
常

こ
の
こ
と
は
、
仏
菩
薩
が
和
光
同
塵
し
て
衆
生
に
近
い
神
々
と
し
て
垂
迹

し
、
衆
生
に
近
い
と
こ
ろ
で
救
い
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、「
仏
菩
薩
は
理
に
相
応
し
て
、
遠
き
益
は
あ
り
と
云

へ
ど
も
、
和
光
の
方
便
よ
り
も
穏
や
か
な
る
ま
ま
に
、
愚
か
な
る
人
、
信

を
立
つ
る
事
少
し
。
さ
れ
ば
愚
痴
の
や
か
ら
を
利
益
す
る
方
便
こ
そ
、
実

に
深
き
慈
悲
の
色
、
こ
ま
や
か
な
る
善
巧
の
形
な
れ
ば
、
青
き
こ
と
は
藍

よ
り
出
で
て
藍
よ
り
も
青
き
が
如
く
、
尊
き
事
は
仏
よ
り
出
で
て
仏
よ
り

尊
き
は
、
た
だ
和
光
神
明
の
利
益
な
り
。」
と
『
沙
石
集
』
に
は
あ
り
、

鎌
倉
時
代
に
は
本
地
垂
迹
説
か
ら
出
て
、
も
う
少
し
積
極
的
に
日
本
の

神
々
の
功
徳
を
宣
揚
す
る
思
想
が
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

辻
善
之
助
の
、『
沙
石
集
』
は
普
通
の
本
地
垂
迹
説
を
解
い
て
い
る
の
み

で
あ
る
、
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
西
田
長
男
は
、
明
確
に
逆
本
地
垂
迹

説
が
見
出
せ
る
と
反
論
し
て
い
る
。
西
田
の
見
解
を
明
確
に
肯
定
す
る
こ

と
は
不
可
能
だ
と
思
う
が
、
神
道
の
積
極
性
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
点

で
は
、
将
来
の
逆
本
地
垂
迹
説
の
萌
芽
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る
だ
ろ

う
。
八
宗
兼
学
の
無
住
が
、
後
の
逆
本
地
垂
迹
説
に
繋
が
る
見
解
を
示
す

葬
儀
の
基
本
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

利
用
実
態
は
、
当
初
市
民
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
を
利
用
す
る
よ
う
に
な

り
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
年
間
三
百
件
以
上
の
祭
壇
・
霊
柩
車
の
利
用
が

あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
で
も
市
の
死
亡
数
の
約
六
割
が
使
用
し
て
い

た
。
だ
が
一
九
九
三
年
以
降
、
祭
壇
・
霊
柩
車
利
用
件
数
は
減
少
に
転

じ
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
二
百
件
を
切
り
、
二
〇
一
〇
年
代
に
二
桁
台
と

な
り
、
二
〇
一
八
年
に
二
六
件
に
減
少
し
、
二
〇
一
九
年
度
を
以
て
こ
の

事
業
は
廃
止
さ
れ
た
。
利
用
減
少
の
要
因
と
し
て
は
、
従
来
の
自
宅
、
寺

院
、
集
会
所
で
の
葬
儀
が
減
少
し
、
火
葬
場
付
設
葬
儀
場
や
民
間
業
者
の

葬
儀
場
で
の
葬
儀
が
増
加
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て

葬
祭
業
者
に
よ
る
ト
ー
タ
ル
な
サ
ー
ビ
ス
へ
の
需
要
と
葬
儀
の
方
式
や
祭

壇
な
ど
の
多
様
な
需
要
に
対
し
、
市
の
葬
祭
事
業
が
満
た
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
市
の
葬
祭
業
務
は
戦
後
生
活
に
お
い
て
、
火
葬
や
霊
柩
車
、
祭

壇
な
ど
、
一
定
の
基
礎
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
市
民
全
て
に
均
質
に
提
供
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
事
情
に
関
係
な
く
一
定
の
レ
ベ
ル
の
葬

儀
を
行
う
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
地
域
の
互
助
組
織

や
町
内
会
、
寺
檀
関
係
に
よ
っ
て
葬
儀
が
支
え
ら
れ
て
い
る
形
態
に
お
い

て
可
能
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
葬
儀
場
へ

の
移
行
は
葬
儀
執
行
の
ほ
と
ん
ど
の
実
務
を
葬
祭
業
者
に
依
存
し
て
お

り
、
さ
ら
に
納
棺
や
祭
壇
な
ど
も
喪
家
の
嗜
好
に
お
い
て
選
択
す
る
よ
う

に
な
る
中
で
、
市
の
葬
祭
業
務
で
は
そ
の
需
要
に
要
求
で
き
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
葬
儀
に
求
め
る
人
々

の
状
況
の
変
化
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
っ
た
。
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が
見
ら
れ
た
。
同
様
に
し
て
、
古
来
の
信
仰
と
い
う
か
た
ち
で
民
衆
の
支

持
を
得
、
朝
廷
と
の
関
係
で
も
社
領
な
ど
の
経
済
基
盤
を
持
っ
て
い
た
日

本
の
諸
社
と
結
び
付
き
な
が
ら
、
仏
教
側
が
信
仰
を
強
固
な
も
の
と
し
て

い
っ
た
経
緯
が
、
中
世
の
神
道
思
想
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
道
へ
の
信
仰
を
仏
教
の
上
に
置
く
と
い
う
発
想
の
登
場
は
部
分
的
な
も

の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
神
々
を
仏
菩
薩
の

垂
迹
に
還
元
し
き
ら
ず
に
、
独
自
の
功
徳
や
信
仰
的
価
値
を
見
出
す
の

は
、
こ
う
し
た
経
済
的
背
景
を
考
え
れ
ば
当
然
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
見
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

河
口
慧
海
の
仏
説
論

庄
司
　
史
生

　

河
口
慧
海
（
一
八
六
六
―
一
九
四
五
）
が
大
乗
仏
説
の
立
場
を
と
っ
て

い
た
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
一

九
二
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
主
著
『
在
家
仏
教
』
中
の
「
第
一
部　

序

論
」
の
「（
第
十
五
）
仏
陀
は
毫
も
小
乗
を
説
か
な
か
っ
た
事
実
」
の
項

に
示
さ
れ
る
、『
法
華
経
』
と
「
阿
含
経
典
」
へ
の
言
及
に
着
目
し
、
河

口
慧
海
の
仏
説
論
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
大
乗
仏
説
論
の
一
つ
目
の
根
拠
と
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に

『
法
華
経
』
に
言
及
す
る
。「
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
。
か
の
法
華
経
方
便
品
に
説
い
て
居
ら
れ
る
言
に
「
仏
は
自
ら
大
乗
に

住
す
る
。
そ
の
所
得
の
法
の
如
き
は
、
定
慧
の
力
が
荘
厳
し
て
あ
る
。
仏

自
ら
無
上
道
大
乗
平
等
を
証
し
、
も
し
小
乗
を
以
て
一
人
で
も
化
す
る
な

ら
ば
、
我
は
慳
貪
に
堕
つ
る
で
あ
ろ
う
」
と
云
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

と
い
う
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
南
北
朝
時
代
に
明
確
な
逆
本
地

垂
迹
説
を
唱
え
た
慈
円
は
、
俗
名
を
卜
部
兼
清
と
い
い
、
卜
部
吉
田
家
の

人
間
で
あ
る
。
彼
の
手
に
な
る
『
旧
事
本
義
玄
義
』
の
な
か
に
は
、
吉
田

神
道
の
三
教
枝
葉
果
実
説
が
散
見
さ
れ
る
。
無
住
は
臨
済
宗
の
僧
侶
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
宗
祖
の
栄
西
も
比
叡
山
で
密
教
を
修
し
た
顕
密
兼
学

の
学
僧
で
あ
り
、
神
道
思
想
と
の
結
び
付
き
も
実
は
深
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
輪
廻
を
離
れ
な
い
ま
ま
、
衆
生
に
救
い
を
与
え
る
神
々
と
い
う
こ

の
捉
え
方
は
、
一
九
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
永
劫
回
帰

の
思
想
を
介
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
当
時
の

自
然
科
学
の
考
え
て
い
た
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
持
た
ず
、
永
遠
に
流
れ

る
時
間
を
考
え
た
と
き
、
世
界
は
最
終
状
態
を
持
ち
え
な
い
と
考
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
過
去
に
も
無
限
の
時
間
の
流
れ
が
あ
っ
た
以
上
、
最
終
状
態

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
実
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
世
界
は
何
ら
か
の
平
衡
状
態
に
陥
ら
ず
、
永
遠
に
流
動
的

に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
輪
廻
を
思
わ
せ
る
こ
う
し

た
空
虚
な
繰
り
返
し
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
人
は
自
分
が
行
動
し

よ
う
と
意
志
し
て
い
る
事
柄
を
無
限
の
回
数
繰
り
返
せ
る
か
と
、
自
ら
に

問
う
べ
き
だ
と
ニ
ー
チ
ェ
は
言
う
。
永
劫
回
帰
す
る
世
界
を
自
ら
意
志
に

よ
っ
て
選
び
取
っ
た
も
の
と
し
て
能
動
的
に
捉
え
返
す
こ
と
で
、
自
ら
の

な
か
に
価
値
転
換
が
起
こ
る
。
本
地
物
の
な
か
の
神
々
は
、
人
と
し
て
生

ま
れ
て
苦
し
み
を
味
わ
い
、
神
と
し
て
転
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生

に
そ
の
よ
う
な
価
値
転
換
を
、
身
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
と
言
え
ば
、
余

り
に
も
近
代
的
な
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
禅
宗
が
日
本

に
定
着
す
る
と
き
、
栄
西
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
密
教
と
結
び
付
く

か
た
ち
で
経
済
的
な
条
件
を
継
承
し
、
存
立
の
基
盤
を
作
る
と
い
う
こ
と
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語
は
、
外
道
に
対
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
の
語
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

『
舎
利
弗
よ
、
如
来
に
四
の
不
可
思
議
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
等
は
小
乗
の
能
く
知
る
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
』（
大
正
大
蔵
経
巻

二
、
六
四
〇
頁
）
今
こ
の
経
は
阿
含
部
の
経
で
、
そ
れ
を
聞
く
人
も
亦
声

聞
の
舎
利
弗
と
云
は
れ
る
人
で
あ
る
。
普
通
声
聞
は
小
乗
の
者
と
云
わ

れ
、
こ
の
経
も
小
乗
に
入
れ
ら
れ
て
居
る
。
さ
れ
ば
こ
の
経
自
ら
を
大
乗

部
の
も
の
と
し
て
、
他
の
外
道
を
小
乗
と
呼
ん
だ
と
す
る
の
で
な
け
れ

ば
、
小
乗
部
中
に
小
乗
が
小
乗
を
解
す
る
能
わ
ず
と
云
う
事
は
自
家
撞
着

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
こ
の
小
乗
と
云
う
語
は
確
に
外
道
を
指
し
て

お
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
そ
う
し
て
阿
含
自
ら
大
乗
に
居
る
事
は
、
固
よ

り
論
の
な
い
事
で
あ
る
」（『
在
家
仏
教
』
三
三
―
三
六
頁
）。
こ
の
よ
う

に
、
阿
含
経
典
中
の
「
大
乗
」
と
は
阿
含
経
典
自
身
を
指
す
も
の
で
あ

り
、
同
経
典
中
の
「
小
乗
」
と
は
外
道
（
仏
教
以
外
の
宗
教
、
思
想
）
を

指
す
も
の
で
あ
る
、
と
彼
は
理
解
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
従
来
の
研
究
を
ふ
ま
え
、『
法
華
経
』
と

「
阿
含
経
典
」
に
お
け
る
「
大
乗
」
や
「
小
乗
」
等
の
記
述
を
根
拠
と
し
、

河
口
慧
海
は
自
ら
の
大
乗
仏
説
論
の
根
拠
と
し
て
い
る
点
を
確
認
し
た
。

或
は
云
う
者
が
あ
ろ
う
。
現
に
仏
は
四
阿
含
と
云
う
大
部
の
小
乗
経
典
を

説
い
た
で
は
な
い
か
と
。
曰
く
そ
の
通
り
だ
。
仏
陀
は
四
阿
含
と
云
う
経

は
説
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
四
阿
含
と
云
う
小
乗
の
経
は
説
か
れ
な
か
つ

た
。
た
だ
後
世
布
衍
作
出
の
大
方
等
な
ど
の
経
典
に
於
て
四
阿
含
を
以
て

小
乗
と
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
仏
陀
自
ら
は
阿
含
部
の
経
典
を
小
乗
と
呼

ば
れ
た
事
は
な
い
の
で
あ
る
」（『
在
家
仏
教
』
三
二
―
三
三
頁
）
と
述
べ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
『
法
華
経
』
方
便
品
の
経
文
を
根
拠
と
し
て
、

仏
陀
自
ら
が
大
乗
を
認
め
て
い
る
と
主
張
す
る
。
な
お
、
以
上
の
『
法
華

経
』
の
引
用
は
『
在
家
仏
教
』
か
ら
十
年
後
の
一
九
三
六
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
正
真
仏
教
』
に
お
い
て
も
同
様
に
引
用
さ
れ
る
（『
正
真
仏
教
』
三

一
―
三
二
頁
）。

　

次
に
、
二
つ
目
の
根
拠
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
二
四
年
か
ら
刊
行
が
開

始
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
・
二
巻
（
阿
含
部
）
に
収

め
ら
れ
る
漢
訳
阿
含
経
に
お
け
る
「
大
乗
」
や
「
小
乗
」
等
の
経
文
を
引

用
し
な
が
ら
、
阿
含
も
ま
た
大
乗
で
あ
る
と
の
説
を
、
次
の
よ
う
に
展
開

さ
せ
る
。「
否
な
仏
陀
自
ら
は
阿
含
部
の
経
典
に
於
て
、
こ
れ
を
以
て
大

乗
と
し
て
を
ら
れ
る
。
即
ち
長
阿
含
経
第
二
に
は
以
下
の
如
く
出
て
い

る
。『
仏
は
海
の
船
師
で
あ
る
、
法
橋
を
以
て
河
津
を
渡
し
、
大
乗
道
の

奥
を
以
て
、
一
切
の
天
人
を
渡
す
』（
大
正
新
脩
蔵
巻
一
、
一
二
頁
）〔
引

用
者
略
〕
ま
た
小
乗
部
に
属
せ
ら
る
る
仏
般
泥
洹
経
上
に
は
、『
能
く
大

道
を
行
っ
て
、
最
勝
に
し
て
比
い
が
な
い
（
中
略
）
こ
の
輩
沙
門
は
道
の

た
め
に
、
殊
勝
を
為
す
』（
同
上
第
一
巻
一
六
七
頁
）
こ
の
大
道
と
云
う

語
は
、
世
人
の
小
乗
と
云
う
道
（
外
道
）
に
対
し
て
、
大
道
か
ら
選
ん
で

言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
小
乗
と
云
う
語
を
阿
含
経
の
中
で
仏
道
の
或
部
に

名
づ
け
た
例
が
な
い
。
増
一
阿
含
経
巻
十
八
に
用
い
て
あ
る
小
乗
と
云
う
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シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
カ
リ
ス
マ 

│
│ 
宗
教
社
会
学
的
展
開
の
可
能
性 

│
│

大
黒　

正
伸

　

宗
教
運
動
研
究
と
政
治
運
動
研
究
を
連
携
さ
せ
る
の
に
、
カ
リ
ス
マ
と

い
う
現
象
は
結
節
環
と
し
て
有
力
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
社
会
学
の
理
論

は
、
そ
う
し
た
カ
リ
ス
マ
と
い
う
結
節
環
に
関
し
て
い
か
な
る
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
の
か
。
本
報
告
の
問
題
意
識
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

カ
リ
ス
マ
と
い
う
語
句
を
歴
史
社
会
学
と
政
治
社
会
学
、
そ
し
て
宗
教

社
会
学
に
お
け
る
概
念
と
し
て
確
立
し
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
カ
リ
ス
マ
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
恩
寵
」
か
ら

派
生
し
た
言
葉
で
あ
る
。「
原
カ
リ
ス
マ
」
観
念
は
、
神
か
ら
の
「
恩
寵
」

で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
超
越
的
外
部
」
の
存
在
が
前
提
だ
っ
た
。

し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
カ
リ
ス
マ
は
カ
リ
ス
マ
を
カ
リ
ス
マ
と
認
め

る
「
人
々
」
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
非
日
常
（
カ

リ
ス
マ
）
は
日
常
（
人
々
）
の
「
反
映
」
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
社
会
学
と

し
て
の
カ
リ
ス
マ
論
の
特
徴
が
あ
る
。

　

カ
リ
ス
マ
の
権
威
は
支
配
（
政
治
）
の
正
統
性
の
根
拠
と
な
る
が
、
大

抵
は
長
続
き
し
な
い
。
カ
リ
ス
マ
は
「
必
ず
」
日
常
化
し
、
新
た
な
伝
統

や
制
度
と
な
っ
て
い
く
。
近
代
社
会
は
、「
カ
リ
ス
マ
不
在
」
の
官
僚
制

と
い
う
「
鉄
の
よ
う
な
外
殻
」
に
耐
え
る
こ
と
を
強
い
る
。
カ
リ
ス
マ
を

変
動
す
る
社
会
現
象
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
現
象
と
し
て
捉
え

る
こ
と
で
、「
宗
教
の
カ
リ
ス
マ
」
と
「
政
治
の
カ
リ
ス
マ
」
に
共
通
す

る
図
式
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
は
、
カ
リ
ス
マ
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
現
象
と
し
て
分
析
す
る
一
般
的
な
図
式
を
提
供
し

て
く
れ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
的
な
問
題
意
識
の
豊
か
さ
に
は
届
か
な

い
も
の
の
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
巨
視
的
な
行
為
図
式
の
可
能
性
を
探
る
こ
と

は
、
宗
教
社
会
学
が
カ
リ
ス
マ
の
歴
史
変
動
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の

重
要
な
一
歩
だ
と
報
告
者
は
考
え
る
。

　

パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
人
間
行
為
を
象
徴
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ

ス
テ
ム
と
し
て
考
察
す
る
。
人
間
の
生
活
の
各
部
面
は
独
特
の
意
味
文
脈

に
よ
っ
て
機
能
的
に
分
化
し
て
い
る
一
方
で
、
部
面
ど
う
し
は
象
徴
的
な

意
味
付
け
に
よ
っ
て
互
い
に
「
翻
訳
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

が
論
じ
た
宗
教
的
救
済
と
経
済
的
成
功
と
の
関
連
に
も
そ
れ
が
見
ら
れ

る
。
カ
リ
ス
マ
現
象
も
ま
た
、
そ
う
し
た
人
間
行
為
の
象
徴
的
に
媒
介
さ

れ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
察
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

カ
リ
ス
マ
の
成
功
と
失
敗
、
勃
興
と
没
落
も
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
の
変
動
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
リ
ス
マ
を
保
持
す
る
人
物
は
、
そ
の
支
持
者
た
ち
に
対
し
て
常
に
そ
の

非
日
常
的
で
卓
越
し
た
「
力
」
を
「
証
明
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ

リ
ス
マ
の
「
証
明
」
の
失
敗
は
、
軍
事
的
敗
北
や
醜
聞
と
い
う
外
見
を
と

っ
た
と
し
て
も
、
実
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
敗
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
カ
リ
ス
マ
的
権
威
は
そ
の
象
徴
的
な
意
味
づ
け
に
つ
い

て
、「
貨
幣
」
の
よ
う
に
価
値
の
変
動
を
被
る
。
カ
リ
ス
マ
の
日
常
化
は
、

非
日
常
性
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
昂
進
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
市
場
に
外

部
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
カ
リ
ス
マ
の
意
味
づ
け
文
脈
も
ま
た
、
社
会
的

状
況
と
い
う
外
部
環
境
の
影
響
を
受
け
る
。
カ
リ
ス
マ
の
変
化
は
、
社
会

Ａ
グ
ル
ー
プ
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の
な
か
に
ひ
と
り
で
に
立
ち
現
れ
る
「
縛
ら
れ
た
自
由
」
で
あ
っ
て
、
人

間
は
ど
れ
だ
け
落
ち
て
も
さ
ら
に
深
く
落
ち
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

底
な
し
の
不
安
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
反
抗
的
に

も
神
を
動
か
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
己
と
神
と
の
関
係
づ
け
の
齟
齬
と

し
て
絶
望
が
精
神
の
病
と
し
て
生
じ
る
。
絶
望
は
自
己
意
識
に
比
例
し

て
、
絶
望
的
無
知
・
弱
さ
の
絶
望
・
強
さ
の
絶
望
と
い
う
三
つ
の
形
態
を

も
ち
、
そ
の
自
己
意
識
の
強
ま
り
は
自
己
を
措
定
し
た
神
へ
の
否
定
的
な

関
係
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
が
精
神
と
し
て
神
の
前
に
立
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

　

こ
れ
ら
個
々
人
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
存
範
疇
は
、
全
体
を
通
し
て

言
え
ば
、
そ
の
主
題
が
可
能
性
と
現
実
性
、
不
安
と
自
由
、
絶
望
と
信
仰

な
ど
に
よ
っ
て
反
復
構
造
を
形
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
反
復
が
起
き
る

の
は
人
間
が
精
神
で
あ
り
、
精
神
と
は
人
間
の
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
関

係
、
心
と
体
、
無
限
性
と
有
限
性
、
永
遠
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の
、
自

由
と
必
然
な
ど
の
統
合
の
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
復
を
通
じ
て
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
究
極
の
目
的
は
神
の
下
の
精
神
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
実
存
範
疇
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
自
ら
を
反

復
的
に
新
た
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
々
の
単
独
者
が
神

の
下
に
お
か
れ
た
状
況
を
と
ら
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。『
死
に
至
る
病
』

で
は
、「
自
己
は
こ
の
自
己
を
置
い
た
力
の
う
ち
に
、
は
っ
き
り
と
自
己

自
身
の
根
拠
を
見
い
だ
す
」
と
神
の
下
の
精
神
を
言
い
表
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
く
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
反

復
」
と
い
う
思
想
は
、
有
限
な
人
間
の
思
索
と
神
へ
の
信
仰
の
反
復
を
通

じ
て
、
人
間
の
愛
が
強
化
さ
れ
、
真
に
人
間
的
な
自
由
を
獲
得
し
な
が
ら
、

自
ら
を
根
拠
づ
け
る
神
の
義
そ
の
も
の
へ
と
近
づ
い
て
行
く
単
独
者
の
実

の
変
動
と
い
う
文
脈
を
背
景
に
し
て
い
る
。

　

宗
教
社
会
学
は
、
社
会
的
現
実
と
し
て
の
カ
リ
ス
マ
現
象
を
分
析
す
る

こ
と
を
使
命
と
す
る
。
本
報
告
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
抽
象
的
な
シ
ス
テ
ム

理
論
を
主
な
対
象
と
し
て
き
た
。
理
論
は
現
実
に
適
用
さ
れ
て
初
め
て
意

味
を
持
つ
。
た
と
え
ば
、
カ
リ
ス
マ
不
在
の
新
宗
教
は
い
か
な
る
変
動
を

被
る
の
か
。
そ
も
そ
も
当
該
教
団
の
そ
の
カ
リ
ス
マ
が
な
ぜ
日
常
化
し
た

の
か
。
宗
教
社
会
学
が
宗
教
の
社
会
的
文
脈
を
探
る
う
え
で
、
カ
リ
ス
マ

概
念
の
洗
練
化
は
不
可
欠
で
あ
る
。
報
告
者
の
次
の
課
題
は
、
抽
象
的
な

カ
リ
ス
マ
の
シ
ス
テ
ム
理
論
か
ら
具
体
的
な
対
象
に
関
す
る
経
験
的
命
題

を
抽
出
し
、
適
用
し
、
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
と
現
実
的
無
限

後
藤　

英
樹

　

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
存
範
疇
は
、
人
間
の

感
情
に
巣
食
う
憂
愁
・
不
安
・
絶
望
な
ど
の
情
念
が
、
人
間
存
在
は
理
性

的
な
も
の
が
優
位
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
情
念
的
な
も
の
と
の
両
動
因

の
葛
藤
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
自
己
が
真
の
自
己
と
な
る
べ
く
契
機
と

し
て
、
自
己
と
神
と
の
弁
証
法
的
対
話
の
う
ち
で
苦
悶
し
な
が
ら
精
神
に

な
る
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
存
在
論
的
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
て
い

る
。「
ひ
そ
か
な
絶
望
」
と
呼
ば
れ
る
憂
愁
は
肉
体
に
突
き
刺
さ
っ
た
抜

け
が
た
い
棘
の
よ
う
に
、
苦
悩
に
満
ち
た
現
実
か
ら
自
ら
の
精
神
構
造
を

も
反
省
の
中
に
投
げ
入
れ
て
冷
静
に
対
象
化
す
る
視
座
を
持
つ
。
そ
し
て

現
実
に
お
い
て
「
無
が
不
安
を
生
む
」
と
い
う
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
洞
察

は
、
か
つ
て
ア
ダ
ム
が
不
安
と
い
う
見
知
ら
ぬ
力
が
自
由
の
可
能
性
を
彼

自
身
の
う
ち
に
目
覚
め
さ
せ
、
そ
の
中
に
溺
れ
た
よ
う
に
、
自
由
は
自
身
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か
に
す
る
こ
と
を
本
発
表
の
主
旨
と
す
る
。

　

強
制
収
容
所
で
フ
ラ
ン
ク
ル
が
、
繰
り
返
し
唱
え
続
け
た
こ
と
ば
が

「
こ
の
狭
き
よ
り
わ
れ
は
主
を
呼
び
、
主
は
わ
れ
に
広
き
自
由
の
中
に
答

え
給
う
」（『
夜
と
霧
』
旧
版
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
詩
編
の
一
一
八
編
五

節
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
心
情
で
こ
の
詩
編
を
読
む
と
一

七
、
一
八
、
二
一
節
の
聖
句
が
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ク
ル
の
生
き
方
の
基
本

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

収
容
所
か
ら
解
放
後
す
ぐ
フ
ラ
ン
ク
ル
は
『Ä

rztliche Seelsorge

』

（
邦
訳
『
死
と
愛
』）
を
九
日
間
の
口
述
筆
記
に
よ
り
完
成
さ
せ
た
。
強
制

収
容
所
で
瀕
死
の
状
態
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
出
版
だ
け
を
生
き
る
糧
に
し

た
本
の
序
文
の
題
辞
に
ラ
テ
ン
語
で
聖
句
を
掲
げ
た
。
詩
編
一
二
六
編
六

節
の
「
種
の
袋
を
背
負
い
、
泣
き
な
が
ら
出
て
行
っ
た
人
は
束
ね
た
穂
を

背
負
い　

喜
び
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
帰
っ
て
く
る
」（『
聖
書　

新
共
同

訳
』）
で
あ
る
。
こ
の
題
辞
を
望
ん
だ
こ
と
を
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
が
『
精

神
療
法
に
お
け
る
意
味
の
問
題
』
で
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
聖
句
を
敢
え

て
記
し
た
理
由
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
成
功
を
決
し
て
享
受
し
ま
い
と
意

識
し
た
た
め
初
版
で
は
匿
名
に
し
た
ほ
ど
の
思
い
入
れ
で
あ
っ
た
。

　

ヴ
ァ
イ
ザ
ー
は
、
こ
の
詩
編
に
つ
い
て
「
現
在
の
苦
し
み
と
死
の
中
に

新
し
い
生
の
来
る
べ
き
栄
光
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
だ
け
で
な

く
、
地
中
に
ま
か
れ
る
種
の
よ
う
に
、
死
か
ら
生
を
つ
く
り
出
す
神
秘
的

な
神
の
力
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の
を
み
る
。
神
は
奇
し
き
生
命
力
へ
の

信
仰
で
あ
る
。
信
仰
に
と
っ
て
そ
の
時
の
苦
し
み
は
、
神
の
栄
光
を
喜
ぶ

た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
過
程
で
あ
る
。
苦
難
も
死
も
神
の
救
済
行
為

の
一
部
で
あ
る
。」（『A

T
D

旧
約
聖
書
注
解
』）
と
解
説
し
て
い
る
。
神

に
全
信
頼
を
お
く
フ
ラ
ン
ク
ル
の
信
仰
が
、
こ
の
聖
句
を
掲
げ
た
こ
と
に

存
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
接
近
は
い
わ
ば
、
な
に
か
一

つ
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
の
極
限
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
「
祈
り
」
の
場
面
で
あ
る
。
祈
る
こ
と
で
神
と
争
い
、
祈
り
の
な
か
で

敗
北
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
確
実
な
勝
利
を
お
さ
め
る
と
い
う
こ
と
、

祈
り
と
い
う
戦
場
か
ら
勝
利
を
得
て
再
び
自
己
自
身
の
も
と
に
立
ち
返
る

こ
と
が
「
飛
躍
」
で
あ
る
。
飛
躍
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
あ
る
種
の
無
数
に

存
在
す
る
経
験
の
全
体
を
括
弧
に
入
れ
て
、
そ
の
全
体
を
俯
瞰
し
て
と
ら

え
、
そ
れ
ら
の
性
質
を
持
つ
も
の
の
外
延
の
立
場
に
い
る
こ
と
で
、
元
の

性
質
を
飛
び
越
え
て
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
愛（
＝
別
種
の
理
解
）に
よ
っ

て
経
験
を
拡
張
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
人
間
を
世
界
の

う
ち
に
と
ど
め
る
も
の
が
憎
悪
・
貧
困
・
価
値
の
浅
薄
さ
・
社
会
の
水
平

化
な
ど
で
あ
り
、
世
界
に
お
け
る
喜
び
と
悲
し
み
、
幸
運
と
不
運
、
苦
難

と
勝
利
を
美
的
な
い
し
倫
理
的
な
懲
罰
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
を
要
約
す
る
と
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
核
心
部
分
は

単
独
者
の
固
有
の
極
限
形
式
に
基
づ
く
「
祈
り
」
と
、
そ
れ
ま
で
の
経
験

全
体
を
包
み
込
む
新
た
な
愛
に
よ
る
「
飛
躍
」
と
に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ

も
現
実
的
無
限
の
構
造
を
有
し
て
い
る
。

Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
引
用
聖
句
と
「
神
」
認
識

妹
尾　

美
加

　

フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
に
お
け
る
「
超
意
味
」
の
用
語
は
、
人
間
と
異
な

る
次
元
に
お
い
て
の
み
理
解
可
能
な
「
意
味
」
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は

超
越
的
な
存
在
で
あ
る
「
神
」
の
み
が
知
る
「
意
味
」
で
あ
る
と
換
言
で

き
る
。
こ
の
「
神
」
は
い
か
な
る
神
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
著
書

で
引
用
さ
れ
る
聖
書
箇
所
を
手
が
か
り
と
し
て
彼
の
「
神
」
認
識
を
明
ら
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人
間
と
の
距
離
を
正
し
く
保
持
し
て
い
る
が
故
に
こ
の
内
容
を
は
ず
し
た

よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
て
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
・
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
肉
体
と
神

山
城　

貢
司

　

一
九
一
二
年
パ
リ
で
初
演
さ
れ
た
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
の
バ
レ
エ
作
品

『
牧
神
の
午
後
』
は
、
振
り
付
け
を
担
当
し
た
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
・
ニ
ジ
ン

ス
キ
ー
が
独
自
の
舞
踊
記
譜
法
に
よ
っ
て
書
き
残
し
た
舞
踊
譜
を
解
読
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て

い
る
。
劇
全
体
を
通
し
て
、
登
場
人
物
は
観
客
に
対
し
て
横
顔
を
見
せ
続

け
る
た
め
、（
レ
オ
ン
・
バ
ク
ス
ト
に
よ
る
美
術
と
衣
装
の
効
果
も
相
俟

っ
て
）
舞
台
は
文
字
ど
お
り
平
面
的
に
展
開
す
る
。
痙
攣
的
な
動
作
と
硬

直
し
た
姿
勢
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
た
ぎ
こ
ち
な
い
振
り
付
け
は
、
当

時
と
し
て
は
前
例
が
な
く
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
さ
え
も
、
踊
り

手
同
士
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
合
う
こ
と
が
な
い
。
物
語
は
、
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー

自
身
の
演
じ
る
牧
神
と
七
人
の
ニ
ン
フ
を
巡
っ
て
進
行
す
る
。
ニ
ン
フ
ら

の
水
浴
を
見
て
欲
情
し
た
牧
神
は
、
彼
女
ら
を
誘
惑
し
よ
う
と
試
み
る

も
、
一
人
を
残
し
て
皆
逃
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
牧
神
の
求
愛
も
虚
し
く
、

取
り
残
さ
れ
た
最
後
の
ニ
ン
フ
も
ま
た
、
纏
っ
て
い
た
ヴ
ェ
ー
ル
を
残
し

て
消
え
去
る
。
残
さ
れ
た
ヴ
ェ
ー
ル
の
上
に
う
つ
伏
せ
に
な
っ
た
牧
神

は
、
自
慰
に
よ
っ
て
性
的
絶
頂
に
達
し
た
後
、
ま
る
で
屍
体
の
如
く
そ
の

場
に
横
た
わ
る
。

　

今
日
『
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
手
記
』
と
し
て
知
ら
れ
る
ノ
ー
ト
四
冊
分
の

覚
書
は
、
こ
の
舞
台
劇
の
理
解
の
た
め
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
同
手
記
の
執
筆
は
、
一
九
一
九
年
一
月
一
九
日
に
催
さ
れ
た
「
神
と

お
い
て
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
人
間
が
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
次
元
の
異
な
る
神

が
、
人
間
を
御
心
に
留
め
て
下
さ
る
だ
け
で
ど
ん
な
に
畏
れ
多
い
こ
と
か

と
詩
編
八
編
四
―
五
節
を
あ
げ
て
述
べ
て
い
る
（『
苦
悩
す
る
人
間
』）。

そ
の
よ
う
な
信
仰
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
が
理
解
で
き
な
い
苦
悩
に

お
い
て
も
「
苦
悩
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
意
味
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
」

と
し
「「
超
意
味
」
だ
け
が
人
間
の
苦
し
み
に
初
め
て
意
味
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
」（『
意
味
へ
の
意
志
』）
と
語
る
。

　

さ
ら
に
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
（
三
三
・
二
三
、
三
・
十
四
）
と
ヨ
ブ
記

（
九
・
十
一
）
を
引
用
し
、
神
は
決
し
て
顔
を
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
、

そ
ば
を
通
り
過
ぎ
て
も
気
づ
か
な
い
超
越
し
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
方
が
人
間
に
関
わ
っ
て
下
さ
る
こ
と
だ
け
で
も
畏
れ
多
い
こ
と
だ
と
説

明
し
て
い
る
。
強
制
収
容
所
に
お
い
て
、
神
に
希
望
や
期
待
を
し
て
裏
切

ら
れ
た
と
し
た
人
間
の
弱
い
信
仰
は
消
え
、
一
方
強
い
信
仰
の
火
は
消
え

な
か
っ
た
と
フ
ラ
ン
ク
ル
が
叙
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
は
何
か
を
願
う

存
在
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
ら
れ
見
て
お
ら
れ
る
神
で
あ
る
。
そ
し
て
時

に
、「
あ
な
た
は
こ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
」
と
叫
ば
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
（『
人
生
の
意
味
と
神
』）。

　

と
こ
ろ
で
、『
人
格
に
つ
い
て
の
十
の
命
題
』
で
「
人
格
は
た
だ
『
神

の
似
姿
』
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
内
容
が
改
訂
版
で
は
ず
さ

れ
た
。
こ
れ
は
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
を
広
く
世
界
に
普
及
さ
せ
る
た
め
晩
年
に

な
っ
て
特
定
の
宗
教
的
色
彩
の
強
い
文
言
を
意
識
的
に
避
け
た
か
ら
で
は

な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
（『
フ
ラ
ン
ク
ル
教
育
学
へ
の
招
待
』）。
し
か

し
、
人
間
の
真
の
発
見
は
「
神
の
模
倣
」
に
お
い
て
の
み
生
ず
る
と
結
論

づ
け
た
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
ま
さ
に
聖
書
の
文
言
を
正
し
く
理
解
し
、
神
と
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し
て
い
る
。
大
地
と
身
体
の
無
垢
な
交
流
が
、「
喪
失
さ
れ
て
し
ま
っ
た

も
の
」
へ
の
反
復
的
回
帰
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
き
、
愛
と
悲
し
み
、

嫉
妬
と
高
慢
、
そ
の
他
感
情
の
全
語
彙
の
た
め
の
根
底
が
現
出
す
る
。
然

る
に
、
舞
台
と
い
う
虚
構
は
、
こ
の
永
遠
の
空
虚
へ
の
指
示
を
分
裂
的
生

の
内
に
、
仮
象
と
し
て
現
前
さ
せ
る
こ
と
で
救
済
し
よ
う
と
試
み
る
。

「
私
は
リ
ズ
ム
だ
、
リ
ズ
だ
、
ム
だ
。
私
は
リ
ズ
に
の
り
た
い
、
ム
に
の

り
た
い
。
お
ま
え
は
リ
ズ
ム
、
私
は
リ
ズ
ム
。
私
た
ち
は
リ
ズ
ム
、
お
前

は
リ
ズ
、
私
た
ち
は
ム
。
お
前
は
神
だ
、
私
は
彼
だ
。
私
た
ち
は
私
た
ち
、

あ
な
た
が
た
は
彼
ら
だ
。」
こ
こ
に
お
い
て
、
運
動
と
姿
勢
は
、
身
体
表

現
の
内
包
す
る
無
限
の
可
能
性
（
そ
れ
は
欲
望
と
世
界
の
邂
逅
の
残
滓
に

他
な
ら
な
い
）
の
二
つ
の
基
本
範
疇
で
あ
り
、
謂
わ
ば
身
体
か
ら
析
出
さ

れ
た
声
が
結
晶
化
し
た
も
の
と
し
て
の
神
話
文
字
の
生
成
の
条
件
を
構
成

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。（『
手
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
鈴
木
晶
訳
に

依
拠
し
た
。）

「
何
性
の
本
源
性
（as. ālat al-m

āhiyyah

）」
の
再
考

宮
島　
　

舜

　

イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
が
何
性
と
存
在
と
を
区
別
し
た
こ
と
が
両
者
の
存

在
論
的
身
分
を
め
ぐ
る
議
論
を
後
代
の
哲
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
惹
起
し

た
が
、
そ
の
な
か
に
は
、
存
在
（w

ujūd

）
と
何
性
（m

āhiyyah

）
の

い
ず
れ
が
本
源
性
（as. ālah

）
を
有
す
る
か
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
論
争
は
向
来
し
ば
し
ば
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
と
ム
ッ
ラ
ー
・

サ
ド
ラ
ー
の
あ
い
だ
の
対
立
を
も
っ
て
描
き
と
ら
れ
て
き
た
。
前
者
は
存

在
を
仮
象
と
し
何
性
の
本
源
性
を
採
っ
た
の
に
た
い
し
後
者
は
対
蹠
的
に

存
在
の
本
源
性
を
採
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
た
し
か
に
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー

の
結
婚
」
と
い
う
題
の
伝
説
的
な
公
演
直
後
に
事
実
上
開
始
さ
れ
、
ニ
ジ

ン
ス
キ
ー
が
完
全
に
狂
気
の
淵
に
沈
み
込
む
ま
で
の
約
六
週
間
に
亘
っ

た
。

　

感
情
（
こ
れ
を
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
共
感
の
能
力
と
同
一
視
す
る
の
だ

が
）
こ
そ
、
錯
綜
を
極
め
た
手
記
の
記
述
内
容
に
繰
り
返
し
現
れ
る
示
導

動
機
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
獣
と
は
「
知
性
」、
即
ち
感
情
を
欠
い
た
生
と

同
一
視
さ
れ
る
の
に
対
し
、
神
こ
そ
は
「
理
性
」
―
肉
体
と
共
に
あ
る
感

情
―
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
知
性
」
と
「
理
性
」
の
対
立
軸
は
、
手

記
の
扱
う
全
て
の
主
題
を
貫
い
て
い
る
が
、
特
に
性
の
問
題
が
我
々
の
関

心
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

　
「
生
は
「
ち
ん
ぽ
」
で
は
な
い
。「
ち
ん
ぽ
」
は
神
で
は
な
い
。」
出
産

に
向
か
わ
な
い
性
欲
は
「
生
の
死
」、
即
ち
獣
で
あ
る
が
故
に
。
他
方
、

神
―
「
感
情
を
伴
っ
た
美
」
―
は
、「
た
っ
た
一
人
の
女
と
子
ど
も
を
た

く
さ
ん
つ
く
る
「
ち
ん
ぽ
」」
と
呼
ば
れ
る
。
斯
く
し
て
、「
ち
ん
ぽ
」
の

両
義
性
は
、
性
欲
の
目
標
の
相
関
物
で
あ
り
、
神
と
獣
の
相
克
を
反
映
し

て
い
る
。
自
慰
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
意
味
は
、
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で

解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
幻
影
を
前
に
し
て
挫
折
す
る
欲
望
の

動
き
、
感
情
と
の
婚
姻
に
失
敗
し
た
エ
ロ
ス
の
運
命
に
他
な
ら
な
い
。

「
私
は
た
く
さ
ん
自
慰
を
し
た
。
当
時
は
神
を
あ
ま
り
理
解
し
て
お
ら
ず
、

自
慰
を
し
て
い
る
と
き
、
神
は
私
の
幸
せ
を
願
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て

い
た
。」

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
、
牧
神
と
は
羊
飼
い
と
羊
の
群
れ
の
守
護
神

に
し
て
、
山
羊
の
角
と
四
足
獣
の
下
半
身
を
備
え
た
半
獣
半
神

0

0

0

0

の
存
在
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、『
牧
神
の
午
後
』
が
、
神
と
獣
と

の
間
で
引
き
裂
か
れ
た
「
ち
ん
ぽ
」
の
矛
盾
の
寓
意
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
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表
か
ら
な
る
集
合
に
よ
っ
て
知
識
を
説
明
す
る
。
ひ
と
が
あ
る
も
の
を

「
水
」
と
す
る
（
あ
る
も
の
が
か
れ
に
「
水
」
と
し
て
現
わ
れ
る
）
か
ぎ

り
か
れ
に
知
ら
れ
な
い
徴
表
が
水
に
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
こ
と
は
水
の

「
何
で
あ
る
か
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
第
二
巻
で
展
開
さ
れ
る
様

相
論
に
お
い
て
は
必
然
・
可
能
・
不
可
能
の
三
様
相
を
述
語
へ
と
組
み
い

れ
た
う
え
で
命
題
全
体
を
必
至
（d. arūrah

）
様
相
で
括
る
が
、
こ
の
必

至
性
は
前
記
の
三
様
相
と
は
異
な
る
認
識
論
的
準
位
に
あ
る
（
主
体
に
と

っ
て
の
必
至
性
）。
さ
ら
に
第
三
巻
（
お
よ
び
第
二
部
第
二
巻
）
で
論
ぜ

ら
れ
る
視
覚
論
で
は
従
来
の
学
説
が
し
っ
か
い
斥
け
ら
れ
、
視
覚
の
構
造

が
主
体
の
健
全
な
眼
に
た
い
す
る
覆
い
な
き
現
前
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
理
説
を
つ
う
じ
て
一
貫
し
て
哲
学
者
が
救
お
う
と
し
て
い
る
の

は
、（
主
体
に
た
い
す
る
）
現
わ
れ
で
あ
る
。
現
わ
れ
は
と
こ
ろ
で
光
の

又
の
名
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
光
に
根
ざ
す
か
れ
の
哲
学
体
系
に
お
い

て
、
何
が
「
あ
る
」
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
現
わ
れ
が
、
現
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
現
わ
れ
て
あ
る
と
い
う
そ
の
か
く
れ
な
き
実
在
性

は
、
そ
れ
の
「
存
在
」
よ
り
も
本
源
的
で
あ
る
。
拒
斥
さ
れ
る
「
存
在
」

は
し
か
し
ム
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー
に
い
う
存
在
で
は
な
い
。
そ
の
現
わ
れ

に
た
い
し
て
概
念
的
に
付
加
さ
れ
る
「
存
在
」
が
仮
象
な
の
で
あ
る
。
別

様
に
い
え
ば
、
仮
象
と
さ
れ
る
の
は
述
定
さ
れ
る
「
存
在
」
で
あ
っ
て
現

わ
れ
は
い
わ
ば
端
的
な
措
定
で
あ
る
。
た
し
か
に
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
は

こ
の
意
味
で
の
「
存
在
」
を
本
源
的
と
は
し
な
い
う
え
、
か
れ
に
い
う
現

わ
れ
が
「
何
か
」（
可
識
別
者
）
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
立
場
を

「
何
性
の
本
源
性
」
と
言
表
す
る
の
も
ゆ
え
な
し
と
は
し
な
い
が
、
そ
れ

は
概
念
と
し
て
の
何
性
の
本
源
性
で
は
な
い
。
実
在
的
に
は
た
だ
何
か
が

現
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

は
複
数
の
著
作
で
一
性
や
必
然
性
な
ど
と
と
も
に
存
在
の
仮
象
性
を
説

く
。
だ
が
そ
れ
は
ム
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー
が
本
源
的
と
み
る
存
在
の
否
定

と
は
言
え
な
い
。
本
発
表
で
は
、
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
読

解
し
、
か
れ
に
帰
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
何
性
の
本
源
性
」
に
つ
い
て
あ
ら

た
め
て
考
察
す
る
。

　

何
性
／
存
在
の
区
別
を
め
ぐ
る
こ
の
論
件
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
留

目
す
べ
き
は
こ
の
存
在
論
的
な
問
題
構
制
が
そ
の
実
す
ぐ
れ
て
認
識
論
的

動
因
に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
述
定
論
的
論
脈
に
お
い
て
）
駆
動
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
区
別
の
濫
觴
と
目
さ
れ
る
記
述
の
一
つ
は
『
指

示
と
勧
告
』
に
あ
る
が
、
同
書
で
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
は
（
三
角
形
を
設

例
し
）
そ
の
存
在
の
認
否
と
は
別
に
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
可
能
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
こ
そ
は
、

独
自
の
知
識
理
論
を
基
幹
と
し
て
体
系
を
構
築
し
て
ゆ
く
哲
学
者
に
ほ
か

な
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
何
性
／
存
在
を
め
ぐ
る
か
れ
の
立
場
を
決
定

す
る
因
子
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
か
れ
が
光
の
形
而
上
学
を

構
想
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
光
と
は
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
│
│
光
の
形
而
上
学
が
展
開
さ
れ
る
主
著
『
照
明
哲
学
』
で

ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
は
一
再
な
ら
ず
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
。
い
ま
は
光

を
過
度
に
神
秘
化
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
が
現
わ
れ
そ
れ
自

身
と
存
在
論
的
身
分
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ

る
。
現
わ
れ
は
光
と
い
う
形
而
上
学
言
語
を
認
識
論
的
文
脈
へ
と
ひ
ら
く

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
『
照
明
哲
学
』
第
二
部
で
展
開
さ
れ
る
光
の

形
而
上
学
と
、
そ
れ
以
前
の
第
一
部
に
お
い
て
説
か
れ
る
知
識
を
め
ぐ
る

理
論
的
学
説
と
が
連
関
す
る
次
第
が
浮
彫
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
一
部 

第
一
巻
で
か
れ
は
逍
遙
学
派
定
義
論
を
批
判
し
（
主
体
に
）
知
ら
れ
る
徴
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対
話
篇
の
形
を
と
る
『
隠
れ
た
る
神
』
で
は
、
キ
リ
ス
ト
者
は
「
自
分

が
知
っ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
神
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
」
知
っ
て
い

る
と
語
り
、
神
の
名
を
め
ぐ
る
異
教
徒
の
発
言
を
次
々
に
否
定
し
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
神
の
根
源
性
、
卓
越
性
、
無
限
性
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
。
神
の
名
に
つ
い
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
こ
こ
で
伝
統
的
な

「
肯
定
／
否
定
」
の
枠
組
み
に
加
え
、「
選
言
的
に
も
繋
合
的
に
も
（di-

siunctive et copulative

）」
言
わ
れ
得
る
こ
と
は
す
べ
て
神
に
は
合
致

（convenire

）
し
な
い
と
す
る
。
そ
の
名
称
を
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
キ
リ
ス
ト
者
が
「
神
」
と
呼
ぶ
理
由
に
つ
い
て
、
彼
はtheoro

（「
私

は
観
る
」）
を
神
の
語
源
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
色
と
視
覚
（visus

）
の
関

係
か
ら
論
じ
て
い
る
。
色
は
視
覚
に
よ
る
以
外
に
は
到
達
し
得
な
い
が
、

視
覚
は
色
を
持
た
な
い
た
め
、
い
か
な
る
色
の
名
称
も
視
覚
に
対
応
し
な

い
。
こ
こ
か
ら
異
邦
人
は
、
神
が
「
或
る
も
の
」
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
よ

り
も
、
む
し
ろ
一
切
の
把
握
（conceptus

）
か
ら
も
逃
げ
去
る
（aufu-

gere

）
こ
と
を
了
解
す
る
。

　

続
く
『
神
の
探
求
に
つ
い
て
』
で
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
に

依
り
な
が
ら
神
の
語
源
を
「
私
は
観
る
」
と
共
に
「
私
は
走
る
」（curro

）

に
も
求
め
、「
逃
げ
去
る
」
神
を
被
造
物
世
界
か
ら
「
探
求
す
る
或
る
道
」

（via quaedam
 quarendi

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
世
界
が

神
を
探
求
す
る
者
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、theoro

の
語
義
は

そ
の
補
助
手
段
と
し
て
の
意
味
を
包
含
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
万
物
を
観
る
テ
オ
ス
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
、
探
求
す
る
者
は
観
る
こ

と
（
視
覚
）
に
よ
っ
て
走
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
れ
は
「
感
覚
的

に
観
る
こ
と
の
本
性
」
か
ら
「
知
性
的
に
観
る
眼
」
へ
と
繋
が
る
「
上
昇

の
階
段
」
を
作
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
議
論
の
骨
格
に
あ

一
四
四
〇
年
代
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
思
想
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
の
展
開

島
田　

勝
巳

　

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（
一
四
〇
一
―
一
四
六
四
）
は
、
一
四
四

〇
年
代
半
ば
の
比
較
的
短
い
期
間
に
四
つ
の
短
編
を
著
し
て
い
る
。
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
版
全
集
で
は
こ
れ
ら
は
す
べ
てO

puscula

「
小
品
（
群
）」

の
表
題
の
も
と
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
従
来

の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
は
重
要
な
位
置
づ
け
は
与

え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ばK

. Flasch

の
よ
う
に
、
一
四
四
〇

年
代
前
半
の
『
知
あ
る
無
知
』
と
『
推
測
論
』
と
い
う
二
つ
の
体
系
的
著

作
か
ら
五
〇
年
の
「
無
学
者
」
三
部
作
ま
で
の
は
ざ
ま

0

0

0

に
書
か
れ
た
こ
れ

ら
の
「
小
品
」
に
は
、
思
想
的
な
統
一
性
が
見
ら
れ
な
い
と
す
る
消
極
的

な
評
価
が
あ
る
。

　

だ
が
こ
れ
ら
四
著
作
の
う
ち
、『
隠
れ
た
る
神
』
と
『
神
の
探
求
に
つ

い
て
』
で
は
否
定
神
学
的
モ
チ
ー
フ
に
基
づ
く
神
の
名
を
め
ぐ
る
思
索
が

描
か
れ
る
一
方
で
、『
神
の
子
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
』
で
は
「
テ
オ
ー

シ
ス
」
が
、『
光
の
父
の
贈
り
も
の
』
で
は
受
肉
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
時
期
に
は
こ
の
後
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

重
要
な
議
論
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ

で
は
特
に
前
二
著
書
に
お
け
る
否
定
神
学
的
主
題
の
展
開
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。

　
『
隠
れ
た
る
神
』
と
『
神
の
探
求
に
つ
い
て
』
を
繋
ぐ
の
は
、
神
の
語

源
をtheoro, video

（「
私
は
観
る
」）
と
い
う
動
詞
に
求
め
、
神
の
探

求
の
端
緒
と
道
程
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
前
者
は
こ
の

論
点
に
辿
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
擱
筆
さ
れ
、
後
者
は
そ
の
論
点
か
ら
起
筆

さ
れ
て
い
る
。



　　222

『宗教研究』94巻別冊（2021年） Ａグループ

グ
（
一
七
八
〇
―
一
八
四
二
）
の
「
人
間
な
る
名
称
は
帝
王
と
云
ふ
よ
り

も
大
統
領
と
云
ふ
よ
り
も
遥
に
尊
貴
な
る
名
号
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で

あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
が
一
八
三
九
年
に
発
表
し
た
「
自
己

修
養
」（Self-Culture

）
に
見
出
さ
れ
る
。

　
「
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
人
間
観
」（
武
田
清
子
）
に
立
つ
と
評
さ
れ
た
柏

木
が
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
指
導
者
の
言
葉
を
晩
年
ま
で
、
肯
定
的
に
引
用
し

つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
目
を
引
く
。
ま
た
柏
木
は
、
初
期
の
文
章
で
「
平

素
チ
ヤ
ン
ニ
ン
グ
師
の
説
教
集
を
愛
読
玩
味
し
頗
る
師
に
私
淑
す
る
処
あ

り
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
チ
ャ
ニ
ン
グ
が
柏
木
に
与
え
た
影
響
に
つ

い
て
は
、
い
ま
だ
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
柏
木
が
「
神
の
肖
像
」
を

思
想
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
確
認
し
、
そ
こ
に
チ
ャ
ニ
ン

グ
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
発

表
の
課
題
で
あ
る
。

　

柏
木
は
、
一
九
〇
九
年
の
「
基
督
教
の
人
間
観
」
に
お
い
て
、「
神
の

肖
像
」
に
つ
い
て
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
仕
方
で
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で

柏
木
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
神
之
肖
像
」
と
は
、
人
間
の
「
霊

性
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
が
そ
の
「
本
性
」
を
分
け
て
人
に
与
え

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
な
る
「
霊
性
」＝「
神
の
肖
像
」
の
ゆ
え
に
、
す

べ
て
の
人
間
は
な
に
も
の
に
も
代
え
が
た
い
尊
さ
を
も
つ
。
チ
ャ
ニ
ン
グ

が
い
う
と
お
り
「
人
間
な
る
名
称
は
帝
王
と
云
ふ
よ
り
も
大
統
領
と
云
ふ

よ
り
も
遥
に
尊
貴
な
る
名
号
」
な
の
で
あ
り
、
人
間
を
国
家
や
社
会
の
道

具
と
す
る
こ
と
は
決
定
的
な
誤
り
だ
と
い
う
。
ま
た
、
柏
木
に
よ
れ
ば
、

人
間
は
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
と
い
う
「
教
師
」
に
従
っ
て
、「
霊
性
修
養

の
学
校
」
た
る
こ
の
世
を
生
き
る
こ
と
で
、
内
な
る
霊
性
を
成
長
さ
せ
、

イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
と
「
同
じ
像
」
に
変
わ
っ
て
い
く
べ
き
存
在
で
あ
る
。

る
の
は
や
は
り
色
と
視
覚
の
関
係
性
の
メ
タ
フ
ァ
ー
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ

れ
が
『
知
あ
る
無
知
』
で
提
起
さ
れ
た
「
縮
限
」（contractio

）
の
概

念
を
介
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
隠
れ
た
る
神
』
と
『
神
の
探
求
に
つ
い
て
』
は
、
一

四
四
〇
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
『
知
あ
る
無
知
』
と
『
推
測
論
』
の
主
要

な
テ
ー
マ
―
「
神
」
の
語
義
、
神
の
命
名
、「
観
」
の
含
意
、
絶
対
的
／

縮
限
的
、
否
定
道
な
ど
―
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
五
〇
年
代
以
降
の
著
作
―

例
え
ば
『
神
の
視
に
つ
い
て
』
―
に
お
い
て
さ
ら
に
考
察
が
深
め
ら
れ
る

論
点
を
胚
胎
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時

期
の
「
小
品
」
に
も
従
来
と
は
異
な
っ
た
光
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

柏
木
義
円
の
「
神
の
肖
像
」
論 

│
│ 

Ｗ
・
Ｅ
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
か
ら
の
影
響 
│
│

杉
田　

俊
介

　

柏
木
義
円
（
日
本
組
合
基
督
教
会
牧
師
、
一
八
六
〇
―
一
九
三
八
）

は
、
そ
の
生
涯
の
中
で
し
ば
し
ば
国
家
や
天
皇
の
偶
像
化
を
批
判
し
、

「
神
の
肖
像
」
と
し
て
の
個
人
の
尊
厳
と
自
由
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
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
。
ま
た
、
柏
木
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
の
影
響
の
も
と
で
、
そ
の

「
神
の
肖
像
」
理
解
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
儒
教
思
想
、
特
に
陽
明
学
か
ら
の

影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
柏
木
が
「
神
の
肖
像
」
に
言
及
す

る
際
、
儒
教
由
来
の
言
葉
以
上
に
盛
ん
に
引
用
し
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。

そ
れ
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
指
導
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ラ
リ
ー
・
チ
ャ
ニ
ン
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キ
リ
ス
ト
教
悪
魔
祓
い
の
世
界
観 

│
│ 

 E.
＆
 L.
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
場
合 

│
│

中
里　
　

巧

　

Ｅ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
（
一
九
二
六
―
二
〇
〇
六
）・
Ｌ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
（
一

九
二
七
―
二
〇
一
九
）
夫
妻
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
エ
ク
ソ
シ
ス
ト
悪
魔
祓
い

執
行
に
協
力
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
長
年
お
こ
な
っ
て
き
た
。
Ｅ
・
ウ
ォ

ー
レ
ン
は
、
平
信
徒
で
は
唯
一
人
、
悪
魔
祓
い
を
お
こ
な
う
許
可
を
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
か
ら
得
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
夫
妻
の
活
動
は
、
映
画
「
死

霊
館
」T

he Conjuring

（
二
〇
一
三
年
）・「
死
霊
館
―
エ
ン
フ
ィ
ー
ル

ド
事
件
―
」T

he Conjuring 2

を
と
お
し
て
、
と
り
わ
け
世
間
に
知

ら
れ
て
い
る
が
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
夫
妻
の
活
動
を
正
確
に
概
括
し
て
い
る
の

は
、
Ｇ
・
ブ
リ
ッ
ト
ルGerald Brittle

に
よ
る
著
作
『
悪
魔
学
者
』

T
he D

em
onologist: T

he E
xtraordinary Career of E

d &
 Lor-

ranie W
arren

で
あ
る
。
夫
で
あ
る
Ｅ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
自
ら
を
、
悪

魔
学
者dem

onologist

で
あ
る
と
云
い
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
内
外
の
悪
魔

祓
い
に
精
通
し
て
い
る
。
妻
Ｌ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
幼
少
期
か
ら
現
在
に

い
た
る
ま
で
透
視
や
幻
視
の
能
力
を
有
し
、
夫
婦
で
互
い
に
協
力
し
合
っ

て
、
様
々
な
悪
魔
祓
い
に
立
ち
会
っ
て
き
た
。
悪
魔
や
悪
霊
の
由
来
や
起

源
に
つ
い
て
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
夫
妻
の
見
解
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
エ
ク
ソ

シ
ス
ト
Ｇ
・
ア
モ
ル
ス
神
父
（
一
九
二
五
―
二
〇
一
六
）
の
見
解
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
て
、
伝
統
的
悪
魔
観
で
あ
る
。
悪
魔
や
悪
霊
の
姿
形
に
つ
い

て
、
Ｅ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
時
空
を
超
え
た
霊
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
た

め
、
固
着
し
た
も
の
は
な
く
、
い
わ
ば
黒
い
影
の
よ
う
に
し
か
認
識
さ
れ

な
い
と
云
う
。
悪
魔
や
悪
霊
の
出
現
に
伴
う
付
帯
的
現
象
と
し
て
は
、
焦

げ
臭
さ
・
停
電
・
気
温
の
低
下
な
ど
が
あ
る
と
云
う
。
焦
げ
臭
さ
は
、
地

柏
木
は
こ
う
し
た
自
ら
の
人
間
観
を
、「
徹
底
せ
る
楽
観
的
人
生
観
」
と

表
現
し
て
い
る
。

　

人
間
を
「
霊
性
」
と
「
肉
体
」
に
分
け
、
前
者
に
「
神
の
肖
像
」
を
見

出
す
考
え
方
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
柏
木
の
場
合
、「
神
の
肖

像
」
が
堕
罪
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
ず
、「
神
の
肖
像
」

と
し
て
の
人
間
の
尊
さ
、
イ
エ
ス
に
倣
う
こ
と
に
よ
る
人
間
の
霊
的
完
成

の
可
能
性
が
直
接
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
柏
木
に
お
い
て
は
、

「
神
の
肖
像
」
が
た
だ
の
思
想
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
を

軽
視
す
る
時
代
へ
の
批
判
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
柏
木
の
人
間
観
の
特
徴
は
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
に
も
見
出
さ
れ
る
も

の
だ
。
人
間
の
「
霊
性
」
に
「
神
の
肖
像
」
を
見
出
す
点
、
こ
の
世
を

「
霊
性
修
養
」
の
「
学
校
」
と
み
な
す
点
、「
神
の
肖
像
」
と
し
て
の
人
間

の
偉
大
さ
を
直
接
的
に
肯
定
す
る
点
、
そ
れ
が
時
代
批
判
へ
と
結
び
つ
く

点
に
お
い
て
、
柏
木
の
「
神
の
肖
像
」
論
は
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
が
「
自
己
修

養
」
で
展
開
し
て
い
る
議
論
と
重
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
柏
木
の
「
神
の

肖
像
」
論
が
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
か
ら
の
影
響
の
も
と
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示

唆
す
る
。

　

チ
ャ
ニ
ン
グ
の
人
間
観
は
、
原
罪
を
否
定
し
、
人
間
の
聖
性
を
肯
定
す

る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
神
学
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
柏
木
は
、

イ
エ
ス
の
神
性
や
三
位
一
体
を
否
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
新
神
学
を
も
て

は
や
す
風
潮
に
も
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
し
か
し
「
神
の
肖
像
」
の

理
解
に
関
し
て
は
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
神
学
か
ら
一
定
の
影

響
を
受
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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が
死
亡
し
て
い
る
。
こ
の
激
烈
な
戦
争
体
験
が
、
戦
後
、
悪
魔
祓
い
を
お

こ
な
う
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
夫
妻
は
、
悪
魔
祓
い

に
参
与
す
る
と
き
、
交
通
費
や
滞
在
費
以
外
は
依
頼
人
か
ら
金
銭
を
受
け

取
ら
ず
、
無
料
奉
仕
が
基
本
で
あ
り
、
依
頼
人
は
、
当
事
者
や
そ
の
家
族

の
場
合
も
あ
れ
ば
、
教
会
を
経
由
し
て
依
頼
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ウ
ォ

ー
レ
ン
夫
妻
の
信
仰
は
、
伝
統
的
―
保
守
的
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
他

宗
教
に
対
し
て
決
し
て
閉
鎖
的
で
は
な
く
、
他
宗
教
圏
か
ら
の
悪
魔
祓
い

の
依
頼
に
も
応
じ
て
い
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
依
頼
さ
れ
た
宗
教
圏
の
聖

職
者
と
共
同
し
て
、
悪
魔
祓
い
を
執
行
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
夫
妻
の

活
動
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
異
様
に
思
え
る
が
、
そ
の
基
盤
は
、
古
代

か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
的
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。

祈
り
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
論
理
的
な
欧
米
思
想
と
混
同
し
て
い
な
い
か

髙
橋　

勝
幸

　

名
の
あ
る
日
本
の
思
想
家
の
著
作
に
「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
」
を
扱
っ
た

も
の
が
少
な
い
。
こ
れ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
概
念
が
、
幕
末
・
明
治
維

新
期
に
黒
船
を
バ
ッ
ク
に
入
っ
て
き
た
欧
米
思
想
を
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と

混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
、
真
に
祈
り
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解

で
き
て
い
る
の
か
と
疑
問
が
残
る
。
十
六
世
紀
日
本
の
「
キ
リ
シ
タ
ン
時

代
」
に
は
、
Ｆ
・
ザ
ビ
エ
ル
に
始
ま
り
以
後
の
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
等

の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
、
優
れ
た
日
本
人
の
生
活
習
慣
を
学
び
、
日
本

語
・
日
本
文
化
の
良
い
も
の
を
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
取
り
入
れ
て
行
く

「
適
応
主
義
」
布
教
方
針
を
取
っ
て
い
る
。

　

日
本
人
の
霊
性
を
知
ら
ず
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
」
を
日
本
人
に
伝
え
る

獄
の
火
焔
に
焼
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
実
体
と
し
て
の
火
焔
で
は

な
く
、
神
の
本
質
で
あ
る
愛
が
悪
魔
に
は
火
焔
と
し
て
実
感
さ
れ
る
の
だ

と
云
う
。
停
電
・
気
温
の
低
下
な
ど
は
、
悪
魔
や
悪
霊
が
、
こ
の
世
界
に

出
現
し
て
関
与
す
る
と
き
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
た
め
だ
と
云

う
。
幽
霊
と
悪
魔
・
悪
霊
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
夫
妻
に
お
い
て
は
、
明
確
に

区
別
さ
れ
て
お
り
、
幽
霊
は
死
者
の
霊
で
あ
り
、
大
概
の
場
合
、
救
済
や

果
た
さ
れ
て
い
な
い
願
望
を
訴
え
る
た
め
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
悪
魔
や

悪
霊
ほ
ど
、
邪
悪
な
存
在
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
幽
霊
が
何
ら
か
の
仕
方

で
、
悪
魔
の
配
下
と
な
り
、
悪
霊
化
す
る
こ
と
は
あ
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
夫

妻
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
悪
魔
観
に
し
た
が
っ
て
悪
魔
の
憑
依
に
つ

い
て
、
主
と
し
て
二
つ
の
原
因
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
憑
依
さ
れ
る

者
が
自
ら
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
、
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、

悪
魔
や
悪
霊
を
招
き
寄
せ
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
憑
依
さ
れ
る

者
が
Ａ
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
（
一
九
五
二
―
一
九
七
六
）
の
よ
う
に
清
い
魂
で

あ
り
、
聖
母
マ
リ
ア
や
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
、
悪
魔

や
悪
霊
と
戦
う
た
め
に
憑
依
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
伝
統
的
に
は
「
犠
牲

的
魂
」victim

 soul

と
呼
ば
れ
る
。
悪
魔
憑
き
に
は
、
一
定
の
過
程
が

あ
り
、
侵
入
・
圧
迫
・
憑
依infestation/oppression/possession

で
あ
る
。
自
分
の
過
失
に
よ
り
悪
魔
や
悪
霊
を
招
き
寄
せ
る
最
も
多
い
事

例
と
し
て
は
、
占
い
板
を
は
じ
め
と
す
る
オ
カ
ル
ト
が
あ
り
、
如
何
な
る

霊
体
な
の
か
確
認
も
し
な
い
ま
ま
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
で

地
獄
の
門
を
開
け
て
、
悪
魔
や
悪
霊
に
取
り
憑
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ォ

ー
レ
ン
夫
妻
が
最
も
尊
敬
す
る
人
物
は
、
ピ
オ
神
父
（
一
八
八
七
―
一
九

六
八
）
で
あ
る
。
Ｅ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
Ｌ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
と
知
り
合
っ

た
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
従
軍
し
て
お
り
、
戦
地
で
戦
友
の
ほ
と
ん
ど
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と
こ
ろ
が
、
今
日
の
日
本
の
思
想
界
の
「
キ
リ
ス
ト
教
観
」
に
は
「
キ

リ
シ
タ
ン
時
代
」
を
扱
う
も
の
は
少
な
い
。
明
治
維
新
期
に
西
洋
思
想
と

し
て
入
っ
て
き
た
物
理
科
学
的
な
思
考
が
キ
リ
ス
ト
教
と
混
同
し
て
解
釈

さ
れ
て
い
る
た
め
「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
」
は
論
外
で
あ
り
（
学
的
・
客
観

的
に
見
る
限
り
）
祈
り
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
非
論
理
的
と
し
て
排
除
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
で
あ
る
限
り
「
祈
り
・
瞑
想
」
等
神
秘
の
世

界
は
付
き
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
治
維
新
期
以
降
の
西
洋
思
想
絶
対
・
普

遍
の
論
証
を
求
め
る
思
考
法
に
慣
ら
さ
れ
た
研
究
者
は
信
仰
世
界
か
ら
離

れ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
。

　

つ
ま
り
、
論
証
を
求
め
る
論
理
的
な
欧
米
思
想
を
以
て
真
理
と
し
、
キ

リ
ス
ト
教
も
同
じ
よ
う
な
も
の
と
混
同
し
て
見
て
い
る
た
め
「
祈
り
・
瞑

想
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
」
と
は
大
き
く
違
っ
た
認
識
に
な
っ
て
く
る
。
キ

リ
ス
ト
教
を
物
理
科
学
的
思
考
で
見
る
限
り
、「
こ
こ
ろ
の
世
界
」「
信
仰

の
世
界
」
は
失
わ
れ
る
。
こ
れ
で
は
、
真
実
の
「
祈
り
・
瞑
想
の
あ
る
キ

リ
ス
ト
教
」
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
西
欧
思
想
優
位
を
自
認
す
る
保
守
的
な
欧
米
か
ら
来
て
い
る
宣
教
師
に

置
い
て
も
、「
キ
リ
シ
タ
ン
史
」
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
上
か
ら
目

線
の
キ
リ
ス
ト
教
観
で
は
、
日
本
人
が
縄
文
の
昔
か
ら
培
っ
て
き
た
こ
こ

ろ
の
「
霊
性
」
を
認
め
な
い
。「
祈
り
」
の
基
本
が
失
わ
れ
れ
ば
、
日
本

人
の
こ
こ
ろ
に
響
く
「
霊
性
」
は
生
ま
れ
得
な
い
。
最
も
基
本
的
な
「
祈

り
・
瞑
想
」
を
西
洋
近
代
の
科
学
思
想
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
認
識

し
な
け
れ
ば
、
西
洋
思
想
中
心
の
論
理
的
な
キ
リ
ス
ト
教
概
念
で
は
日
本

人
に
馴
染
ま
な
い
こ
と
は
目
に
見
え
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
と
は
難
し
い
と
し
て
大
村
に
日
本
語
学
校
を
創
設
し
、
進
ん
で
日
本

語
・
日
本
文
化
を
学
ぶ
こ
と
を
宣
教
師
に
義
務
付
け
て
い
た
。
勿
論
の
こ

と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
宗
教
改
革
後
に
教
会
擁
護
の
た
め
に
開
か
れ
た
ト
リ

エ
ン
ト
公
会
議
で
厳
し
く
な
っ
た
教
令
に
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
バ
チ
カ
ン
か
ら
は
疑
い
の
目
で
見
ら
れ
て
い
た
。

　

大
正
期
に
入
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
が
再
来
日
し
て
き
て
、
戦
後
に
お
い
て

も
「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
」
と
同
じ
よ
う
に
日
本
人
の
こ
こ
ろ
を
理
解
す
る

こ
と
な
し
に
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
人
に
伝
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し

て
、
愛
宮
ラ
サ
ー
ル
等
は
日
本
の
文
化
・
霊
性
を
学
ぶ
た
め
に
「
カ
ト
リ

ッ
ク
禅
」
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
の
安
定
を

見
て
、
一
九
六
二
年
か
ら
四
会
期
に
及
ん
だ
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
で

は
、
教
令
「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
関
す

る
宣
言
」（N

ostra A
etate

）
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
教
会
の
外
に
救
い

は
な
い
」
と
し
て
き
た
四
世
紀
以
来
の
態
度
を
百
八
〇
度
の
方
針
転
換
を

な
し
、「
開
か
れ
た
教
会
」
と
し
て
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
教
令
は
、
ま
さ
に
二
十
一
世
紀
は
、
単
独
の
宗
教
で
は
世
界
の
諸
問

題
に
対
処
出
来
な
く
な
り
、
諸
宗
教
が
協
力
し
て
進
め
ね
ば
な
ら
な
い

「
対
話
」
の
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
対
話
」
の
道
は
「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
」
の
「
適
応
主
義
」

か
ら
既
に
あ
っ
た
も
の
で
四
百
年
の
時
を
経
て
鉄
の
扉
の
バ
チ
カ
ン
が

「
追
認
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
愛
宮
ラ
サ
ー

ル
は
公
会
議
よ
り
十
七
年
も
前
に
津
和
野
の
永
明
寺
に
参
禅
し
、
日
本
人

の
霊
性
を
知
る
修
行
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
し
か
し
、「
対
話
」
の
基
本

は
双
方
が
対
等
の
立
場
に
置
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
根
底
に
は
共

通
の
「
祈
り
（
瞑
想
）」
が
無
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
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そ
し
て
縁
起
に
よ
っ
て
生
じ
た
り
存
在
し
て
い
る
「
存
在
」
の
「
状
態

の
こ
と
」
を
一
言
で
言
っ
た
の
が
「
空
」（
く
う
）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

（
以
上
拙
著
『
明
解
仏
教
入
門
』
第
七
章
参
照
）。

　

そ
の
た
め
に
コ
ヘ
レ
ト
が
「
一
切
は
「
空
」（
く
う
）
で
あ
る
」
と
言

っ
た
瞬
間
、
そ
れ
は
「
す
べ
て
が
縁
起
に
よ
っ
て
生
じ
存
在
す
る
」
と
言

っ
た
こ
と
と
同
じ
意
味
に
な
り
、「
存
在
」
は
創
造
神
の
創
造
で
は
な
い

と
主
張
し
た
こ
と
と
な
る
。「
縁
起
」＝「
空
」（
く
う
）
は
、
創
造
神
に
よ

る
創
造
を
否
定
す
る
言
葉
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で

「
空
」
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
は
創
造
神
に
よ
る
創
造
は
否
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
預
言
者
自
ら
が
、『
聖
書
』
の
大
前
提
で
あ
る
創
造
神
に

よ
る
創
造
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
り
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
問
題
で
あ

る
。

　

従
っ
て
、「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
の
当
該
部
分
の
訳
は
「
空
」（
く
う
）

を
用
い
る
協
会
訳
よ
り
「
む
な
し
さ
」「
む
な
し
い
」
を
用
い
る
共
同
訳

が
よ
い
。「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
の
内
容
か
ら
鑑
み
て
も
当
該
二
十
五
ヶ

所
の
部
分
は
す
べ
て
新
共
同
訳
の
「
む
な
し
い
」「
む
な
し
く
」
等
と
い

う
訳
が
妥
当
で
あ
る
。

　
「
空
」（
く
う
）
と
い
う
言
葉
は
日
本
人
に
膾
炙
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教

の
専
門
用
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
知
ら
ず
誤
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場

合
が
多
い
。
も
っ
と
も
大
き
な
誤
り
は
「
空
」（
く
う
）
を
漢
字
の
訓
読

で
読
ん
だ
「
む
な
し
い
」「
む
な
し
さ
」
の
意
味
か
、
そ
の
肯
定
的
表
現

程
度
に
誤
解
し
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
空
」（
く
う
）
と
い
う

場
合
、「
む
な
し
い
」「
む
な
し
さ
」
の
意
味
は
な
い
。

　

な
お
、
当
該
部
分
を
「
空
」（
く
う
）
と
訳
し
て
い
る
の
は
協
会
訳
だ

コ
ヘ
レ
ト
は
空
を
説
い
た
か 

│
│ 

聖
書
協
会
共
同
訳
聖
書
の
空
へ
の
疑
義 

│
│

城
福　

雅
伸

　

新
共
同
訳
聖
書
（
新
共
同
訳
と
略
す
）
で
は
「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」

（「
伝
道
の
書
」）
で
「
な
ん
と
い
う
空
し
さ　

な
ん
と
い
う
空
し
さ　

す

べ
て
は
空
し
い
」（
コ
ヘ
１

―
２

）
と
訳
さ
れ
て
い
た
部
分
を
二
〇
一
八

年
一
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
聖
書
協
会
共
同
訳
聖
書
（
協
会
訳
と
略
す
）
で

は
「
空
の
空　

空
の
空　

一
切
は
空
で
あ
る
」
と
訳
し
て
い
る
。
同
様
に

新
共
同
訳
で
「
む
な
し
い
」「
む
な
し
く
」
等
と
さ
れ
て
い
た
部
分
二
十

五
ヶ
所
を
す
べ
て
「
空
」（
く
う
）
と
訳
し
変
え
て
い
る
。
し
か
し
果
た

し
て
妥
当
な
訳
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
語
で
音
読
み
で
「
空
」（
く
う
）
と
言
う
場
合
、
仏
教
の
専
門
用

語
に
限
定
さ
れ
る
。『
聖
書
』
に
仏
教
の
専
門
用
語
（
し
か
も
核
心
部
分

の
）
を
用
い
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
最
も
重
要

な
問
題
は
「
空
」（
く
う
）
の
意
味
が
、
創
造
神
の
創
造
の
否
定
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。

　

仏
教
は
創
造
、
つ
ま
り
発
生
や
存
在
に
は
創
造
神
を
介
在
さ
せ
ず
縁
起

と
い
う
一
種
の
法
則
を
立
て
る
。
詳
細
は
非
常
に
複
雑
な
の
で
省
く
が
簡

単
に
言
え
ば
、
も
の
、
こ
と
、
存
在
（
以
上
を
ま
と
め
て
「
存
在
」
と
称

す
）
は
、
様
々
な
直
接
間
接
の
原
因
（「
存
在
」
を
生
じ
さ
せ
た
り
存
在

さ
せ
る
直
接
間
接
の
原
因
と
、
さ
ら
に
そ
の
「
存
在
」
を
生
じ
る
こ
と
や

存
在
す
る
こ
と
を
妨
害
し
な
い
と
い
う
条
件
を
含
め
）
に
よ
り
生
じ
存
在

し
て
い
る
と
す
る
法
則
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
存
在
」
が
生
じ
る
こ
と
や
存

在
す
る
こ
と
に
創
造
神
は
介
在
せ
ず
縁
起
と
い
う
法
則
に
よ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
縁
起
は
創
造
神
の
創
造
の
否
定
に
も
な
る
。



227　　

Ａグループ 『宗教研究』94巻別冊（2021年）

け
で
は
な
く
、
新
改
訳
（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
。
一
九
八
一
年
度
版
、
二

〇
一
七
年
度
版
）
や
文
語
訳
『
聖
書
』
も
「
世
界
古
典
文
学
全
集
『
聖

書
』」（
筑
摩
書
房
）
も
同
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
新
共
同
訳
の
み
が
特
殊
で

あ
っ
て
「
む
な
し
さ
」「
む
な
し
い
」「
む
な
し
く
」
等
と
訳
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
特
殊
な
「
む
な
し
さ
」「
む
な
し
い
」「
む
な
し
く
」
等
と

い
う
訳
の
方
が
当
該
部
分
の
訳
と
し
て
は
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
空
」（
く
う
）
を
用
い
た
瞬
間
、
そ
れ
は
創
造
神
の
創
造
の
否
定
に
な

る
。
預
言
者
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
に
創
造
神
の
創
造
の
否
定
は
あ
り
え
な

い
。

　

従
っ
て
、
協
会
訳
『
聖
書
』
が
「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
で
「
空
」（
く

う
）
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
妥
当
で
は
な
い

と
い
う
よ
り
も
『
聖
書
』
自
体
が
創
造
神
の
創
造
を
否
定
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
完
全
な
誤
り
で
あ
り
、
し
か
も
か
な
り
深
刻
な
誤
訳
で
あ
る
。
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メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
奉
納
物
の
諸
相

渡
辺　

和
子

　

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
奉
納
物
の
研
究
は
主
に
考
古
学
や
図
像
学
の
研

究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
進
展
が
み
ら
れ
な
い
主

な
理
由
は
、
楔
形
文
字
文
書
の
研
究
者
と
の
協
働
が
本
格
化
し
て
い
な
い

こ
と
に
あ
る
。
神
殿
遺
構
か
ら
の
出
土
物
で
あ
っ
て
も
奉
納
文
が
刻
ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
奉
納
物
と
断
定
で
き
な
い
が
、
奉
納
文
が
な
い
こ
と
も
、

欠
損
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
奉
納
物
の
形
態
を
図
像
学
者
が
研
究
し
、

銘
文
が
あ
れ
ば
文
献
学
者
が
そ
れ
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
分
業

で
は
進
展
が
望
め
な
い
。
Ｅ
・
Ａ
・
ブ
ラ
ウ
ン=

ホ
ル
ツ
ィ
ン
ガ
ー
が
お

よ
そ
前
二
五
〇
〇
年
頃
か
ら
の
約
千
年
間
、
す
な
わ
ち
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文

明
前
半
の
時
代
の
、
特
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
南
部
で
出
土
し
た
奉
納
文
を
も

つ
奉
納
物
と
、
奉
納
文
を
も
た
な
い
奉
納
物
を
分
け
て
集
め
た
研
究
書
は

奉
納
物
研
究
の
出
発
点
を
用
意
し
た
（Braun-H

olzinger 1991

）。
そ

の
二
十
五
年
後
に
ブ
ラ
ウ
ン=

ホ
ル
ツ
ィ
ン
ガ
ー
は
文
献
学
者
の
Ｗ
・
サ

ラ
ベ
ル
ガ
ー
と
共
著
で
事
典
項
目
「
奉
納
物
」（W

eihgabe

）
を
『
ア
ッ

シ
リ
ア
学
・
近
東
考
古
学
事
典
』（R

lA

）
の
最
終
巻
と
な
る
第
十
五
巻

に
書
い
た
（Braun-H

olzinger/ Sallaberger 2016

）。
そ
こ
で
は
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
の
全
時
代
を
視
野
に
い
れ
た
奉
納
物
の
概
略
が
述
べ
ら

れ
、
ま
た
文
献
だ
け
か
ら
知
ら
れ
る
奉
納
物
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
近
年
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
王
碑
文
」
全
般
の
編
纂
が
進
ん
だ
こ

と
に
よ
っ
て
、
歴
代
の
王
た
ち
が
神
々
の
た
め
に
行
っ
た
多
く
の
神
殿
建

設
や
様
々
な
物
の
奉
納
に
つ
い
て
の
多
く
の
記
載
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
記
載
さ
れ
た
建
物
や
奉
納
物
が
実
際
に
発
見
さ
れ
る
こ
と

は
少
な
く
、
他
方
、
銘
文
が
あ
る
出
土
物
は
多
く
な
い
。
発
表
者
も
広
い

視
野
を
も
つ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
奉
納
物
の
考
察
を
試
み
た
が
（
渡
辺
「
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
の
祈
り
の
媒
介
物
」
津
曲
／
細
田
編
『
媒
介
物
の
宗
教
史
』
下

巻
、
二
〇
二
〇
）、
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
北
部
の
、
特
に
ア
ッ
シ
リ
ア
が
都
市
国
家
と
し
て
独
立
し

て
間
も
な
く
の
時
代
（
古
ア
ッ
シ
リ
ア
時
代
、
前
二
千
年
紀
前
半
）
の
奉

納
物
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
そ
の
時
代
の
王
碑
文
（Grayson 1987; 

1990; 1996

ほ
か
）
に
も
特
徴
あ
る
奉
納
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た

ア
ナ
ト
リ
ア
に
あ
っ
た
当
時
の
ア
ッ
シ
リ
ア
商
人
の
居
留
区（
カ
ー
ル
ム
）

の
う
ち
最
大
の
カ
ニ
シ
ュ
（
現
代
の
キ
ュ
ル
テ
ペ
）
の
居
留
区
か
ら
多
く

の
文
書
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
二
年
に
は
最
古
の
エ
ポ
ニ
ュ
ム

（
リ
ン
ム
）
の
リ
ス
ト
（K

EL=

キ
ュ
ル
テ
ペ
・
エ
ポ
ニ
ュ
ム
・
リ
ス
ト
）

が
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
（V

eenhof 2003

）。
そ
の

リ
ス
ト
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
、「
修
正
さ
れ
た
（revised

）
エ
ポ
ニ
ュ

ム
・
リ
ス
ト
」
の
意
味
で
現
在
で
はREL

と
呼
ば
れ
て
い
る
（Barja-

m
ovic et al. 2012

）。
こ
の
エ
ポ
ニ
ュ
ム
制
度
は
毎
年
、
異
な
る
実
在

の
人
物
の
名
を
年
名
と
す
る
ア
ッ
シ
リ
ア
の
暦
制
で
あ
り
、
こ
の
制
度
が

ア
ッ
シ
リ
ア
王
エ
リ
シ
ュ
ム
一
世
（
在
位
前
一
九
七
二
―
一
九
三
三
）
に

よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
と
そ
の
リ
ス
ト
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
古
ア
ッ
シ
リ
ア
時
代
の
年
代
は
、
こ
の
リ
ス
ト
発
見
以
前
の
一
般

的
な
想
定
よ
り
約
百
年
遡
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ブ
ラ
ウ
ン=

ホ
ル
ツ
ィ
ン

ガ
ー
の
研
究
書
に
は
例
外
的
に
古
ア
ッ
シ
リ
ア
時
代
の
奉
納
物
と
し
て
ア

ッ
シ
リ
ア
王
イ
ク
ー
ヌ
ム
（
在
位
前
一
九
三
二
―
一
九
一
八
）
の
奉
納
物

Ｂ
グ
ル
ー
プ
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つ
も
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
、

病
気
や
災
禍
の
原
因
を
つ
き
と
め
、
意
味
づ
け
を
し
、
そ
れ
ら
に
対
処
す

る
た
め
の
指
示
を
与
え
て
い
た
の
が
、
ア
ー
シ
プ
と
い
わ
れ
る
宗
教
的
な

専
門
知
識
を
持
っ
た
職
能
者
で
あ
る
。
ア
ー
シ
プ
は
、
災
禍
に
対
処
す
る

た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
。
シ
ュ
メ
ー
ル
語
で
「
ウ
ド
ゥ

グ
・
フ
ル
」、
ア
ッ
カ
ド
語
で
「
ウ
ト
ゥ
ッ
ク
ー
・
レ
ム
ヌ
ー
ト
ゥ
」
と

よ
ば
れ
る
唱
え
ご
と
を
伴
う
儀
礼
で
は
、
身
体
の
不
調
や
病
気
の
原
因
と

考
え
ら
れ
る
多
様
な
悪
霊
が
追
い
払
わ
れ
、
悪
霊
は
二
度
と
戻
っ
て
こ
な

い
よ
う
に
誓
わ
さ
れ
て
い
る
。
呪
詛
、
祟
り
、
怨
霊
と
い
っ
た
現
象
に
あ

た
る
キ
シ
ュ
プ
ー
、
ル
フ
ー
、
ル
ス
ー
を
解
く
た
め
の
対
抗
儀
礼
も
、
マ

ク
ル
ー
儀
礼
を
は
じ
め
多
数
行
わ
れ
て
い
た
。
ア
ー
シ
プ
は
家
の
戸
口
に

除
災
の
た
め
の
絵
を
描
い
た
り
、
小
像
を
作
る
な
ど
し
て
、
も
の
に
生

命
、
霊
を
込
め
た
り
、
奪
い
取
る
こ
と
も
行
っ
て
い
た
。

　

ア
ー
シ
プ
に
つ
い
て
は
、
病
気
治
療
や
除
災
、
占
い
な
ど
の
儀
礼
文

書
、
ま
た
『
ア
ー
シ
プ
の
要
覧
』（Exorcist ’s M

anual

）
と
よ
ば
れ
る

文
書
の
解
読
を
と
お
し
て
、
彼
ら
の
実
態
や
思
考
体
系
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
て
い
る
。『
ア
ー
シ
プ
の
要
覧
』
に
は
、
見
習
い
の
ア
ー
シ
プ
が
一

人
前
と
な
る
た
め
に
習
得
す
べ
き
事
柄
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な 

か
で
は
浄
め
の
技
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
が
イ
シ
ッ
プ
ー
ト
ゥ

（išippūtu

浄
化
の
技
）
に
し
っ
か
り
と
達
す
る
ま
で
に
、
あ
な
た
は
秘

密
を
知
る
・
体
験
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」（
三
六
行
目
）
と
い
う
文

の
イ
シ
ッ
プ
ー
ト
ゥ
が
、
語
源
を
た
ど
る
と
ア
ー
シ
プ
ー
ト
ゥ
（
ア
ー
シ

プ
の
技
）
に
つ
な
が
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
文
書
か
ら
は
、
浄

化
の
技
と
唱
え
る
こ
と
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
浄
め

の
技
は
、
悪
を
払
い
、
不
調
を
な
お
す
こ
と
、
病
因
や
災
因
を
取
り
除
く

と
次
の
王
サ
ル
ゴ
ン
一
世
（
在
位
前
一
九
一
七
―
一
八
七
八
）
の
時
代
の

私
人
の
奉
納
物
が
含
ま
れ
て
い
る
（
渡
辺
二
〇
二
〇
、
一
八
〇
頁
、
注
５

参
照
）。
し
か
し
エ
リ
シ
ュ
ム
一
世
や
王
位
簒
奪
者
の
シ
ャ
ム
シ
・
ア
ダ

ド
一
世
（
ア
ッ
シ
ュ
ル
で
の
在
位
前
一
八
〇
八
―
一
七
七
六
）
の
王
碑
文

に
も
、
ま
た
そ
の
後
の
ア
ッ
シ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
様
式

は
異
な
る
が
、
伝
統
に
従
う
奉
納
文
が
見
ら
れ
る
（Grayson 1987

参

照
）。
古
ア
ッ
シ
リ
ア
時
代
の
年
代
付
け
が
更
新
さ
れ
た
現
在
、
宗
教
史

研
究
と
し
て
の
奉
納
物
研
究
も
更
新
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
引
用
文
献
の

完
全
表
記
は
渡
辺
二
〇
二
〇
の
文
献
表
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
災
因
論
と
病
気
治
療
儀
礼

細
田
あ
や
子

　
「
災
因
論
」
と
は
、
主
に
文
化
人
類
学
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

分
析
概
念
で
あ
る
。『
ヌ
ア
ー
族
の
宗
教
』（
一
九
八
二
年
、
岩
波
書
店
、

原
著
一
九
五
六
年
）
に
お
い
て
Ｅ
・
Ｅ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ=
プ
リ
チ
ャ
ー
ド

が
、
各
民
族
の
哲
学
の
独
特
な
性
格
を
論
じ
る
際
に
、
危
険
や
病
気
や
そ

の
他
の
不
幸
に
際
し
て
人
々
が
そ
れ
ら
の
原
因
を
何
に
求
め
、
そ
れ
か
ら

逃
れ
た
り
そ
れ
ら
を
排
除
し
た
り
す
る
た
め
に
い
か
な
る
手
段
を
と
っ
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
こ
と
に
基
づ
く
。
こ
う
し
て
災
因
論

と
は
、「
人
間
に
ふ
り
か
か
る
不
幸
や
災
い
を
解
釈
し
、
説
明
し
、
そ
し

て
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
行
動
を
指
示
す
る
、
個
人
に
外
在
す
る
文
化

シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
長
島
信
弘
、
同
書
解
説
）。

　

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
て
不
幸
や
災
禍
、
病
気
の
原
因
は
悪
霊
、

供
養
を
受
け
て
い
な
い
死
霊
、
他
人
か
ら
の
呪
詛
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
悪
霊
も
多
種
多
様
な
も
の
が
存
在
し
、
呪
詛
、
祟
り
の
原
因
も
い
く
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が
あ
る
。
本
発
表
で
は
「
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
（
ニ
ン
フ
ァ
エ
ウ
ム
）」
と

い
う
建
築
物
の
性
質
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
形
態
と
性
格
が
ア
ル
カ
イ
ッ

ク
期
か
ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
帝
政
期
ま
で
変
遷
す
る
様
相

を
提
示
す
る
。

　

ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
は
元
来
泉
の
精
ニ
ン
フ
（
ニ
ュ
ム
ペ
ー
）
を
祀
る
祠

を
指
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
ニ
ン
フ
は
神
に
近
い
性
質
を
有
す
る

が
、
神
々
と
異
な
り
不
死
で
は
な
い
。
し
か
し
古
来
、
神
の
よ
う
に
人
々

か
ら
尊
崇
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
特
に
野
外
で
自
然
に

湧
く
泉
に
は
ニ
ン
フ
が
棲
む
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
祠
が
築
か
れ
て
、
時

折
参
詣
者
が
訪
れ
て
い
た
。
そ
の
風
景
は
古
典
期
（
前
五
世
紀
か
ら
四
世

紀
前
半
）
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
喜
劇
な
ど
の
文
学
に
お
け
る
描
写
か
ら
様
相

を
窺
え
る
。

　

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
（
前
四
世
紀
後
半
―
前
三
十
年
）
に
入
る
と
そ
れ
ま
で

は
原
野
の
泉
の
畔
に
築
か
れ
た
祠
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
が
、
都
市

の
中
に
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
初
は
自
然
の
崖
の
洞
窟
と
そ
こ
か

ら
流
れ
る
水
流
を
利
用
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
あ
る
い
は
半
地

下
に
洞
窟
の
よ
う
に
掘
り
窪
め
た
空
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
造
物
は
水
流

を
伴
う
と
い
う
性
質
上
、
都
市
の
水
源
付
近
に
築
か
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
。
ロ
ド
ス
島
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
地
下
に
埋
没
し
た
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム

遺
跡
は
こ
の
様
相
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
。

　

し
か
し
地
上
に
現
存
す
る
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
遺
跡
は
大
半
が
紀
元
後
二

―
三
世
紀
の
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
建
築
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
水
道
が
都
市
へ

導
入
さ
れ
る
場
所
に
建
立
さ
れ
た
構
造
物
で
あ
る
。
こ
の
構
造
物
は
半
円

形
で
二
階
か
ら
三
階
建
て
の
壁
龕
が
並
ん
で
お
り
、
壁
の
中
間
に
複
数
の

開
口
部
が
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
水
が
流
れ
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
壁
を

こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
宇
宙
論
や
観
念
体
系

を
支
え
る
文
化
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
、
ア
ー
シ
プ
は
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
。
ア
ー
シ
プ
は
自
ら
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
立
脚
し
て
、
こ
の
世
界

全
体
の
調
和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
ア
ー
シ
プ
た
ち
は
、
ア
ヌ
で
も
エ

ン
リ
ル
で
も
な
く
知
恵
の
神
エ
ア
の
庇
護
の
も
と
、
奥
義
、
秘
儀
と
も
い

え
る
知
恵
や
悟
り
を
限
ら
れ
た
者
た
ち
に
教
え
伝
え
て
い
た
。
世
界
の
調

和
、
全
体
性
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
生
と
死
の
領
域
を
知
悉
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
異
界
へ
の
越
境
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
シ
プ

は
修
行
し
自
ら
を
高
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は

シ
ャ
ー
マ
ン
の
そ
れ
と
重
な
る
。

　

シ
ャ
ー
マ
ン
が
霊
魂
の
導
き
手
、
祈
禱
師
、
神
秘
家
、
詩
人
で
あ
る
と

い
う
Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
指
摘
に
し
た
が
う
な
ら
、
ア
ー
シ
プ
も
さ
ま
ざ

ま
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
過
し
、
人
々
の
霊
魂
を
救
済
す
る
シ
ャ
ー

マ
ン
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
儀
礼
文
書
の
ほ
か
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
神
話

や
文
学
に
も
、
エ
ア
を
信
奉
し
エ
ア
に
従
う
人
々
、
賢
者
（
ア
プ
カ
ル
）

が
登
場
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
叙
述
の
背
後
に
は
ア
ー
シ
プ
の
知
恵
を
伝

承
さ
せ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
。
災
禍
や
不
幸
に
対
処

す
る
方
法
は
何
か
、
生
と
死
と
は
何
か
、
幸
福
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
ア

ー
シ
プ
た
ち
に
よ
る
古
代
か
ら
続
く
隠
さ
れ
た
真
の
知
恵
と
悟
り
の
継
承

に
つ
い
て
、
今
後
よ
り
深
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
に
お
け
る
ニ
ン
フ
ァ
エ
ウ
ム

小
堀　

馨
子

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
の
宗
教
建
築
物
に
は
神
殿
・
聖
所
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
様
々
な
種
類
の
宗
教
性
を
帯
び
た
建
築
物
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エ
デ
ン
の
園
の
四
つ
の
川 

│
│ 

創
世
記
二
章
の
地
理
的
情
報
の
文
学
的
機
能 

│
│

岩
嵜　

大
悟

　

創
世
記
二
〜
三
章
に
語
ら
れ
る
「
エ
デ
ン
の
園
」
物
語
に
お
い
て
、
神

ヤ
ハ
ウ
ェ
は
人
を
土
地
を
耕
し
守
る
た
め
に
塵
で
形
作
り
、
鼻
に
命
の
息

を
吹
き
込
ん
で
生
け
る
者
と
し
た
後
（
七
節
）、
エ
デ
ン
に
園
を
設
け
て
、

人
を
置
い
た
（
八
節
）。
そ
し
て
、
九
〜
一
〇
節
で
園
に
善
悪
の
知
識
の

木
と
命
の
木
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
木
々
を
生
え
さ
せ
た
。
そ
し
て
続
く
一

一
〜
一
四
節
で
語
り
手
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
行
動
で
は
な

く
、
エ
デ
ン
か
ら
一
つ
の
川
が
流
れ
出
、
四
つ
の
川
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
エ
デ
ン
に
関
す
る
地
理
的
説
明
を
描
写
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
Ｇ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
が
「
こ
の
断
章
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
ろ
う
と

す
る
ド
ラ
マ
に
と
っ
て
何
の
意
味
も
持
な
た
な
い
」（
一
一
七
頁
）
と
述

べ
る
よ
う
に
、
一
方
で
は
物
語
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
は
軽
視
し
て
き

た
が
、
他
方
で
は
こ
の
エ
デ
ン
に
関
す
る
地
理
的
情
報
か
ら
エ
デ
ン
の
実

際
の
位
置
を
言
語
学
的
・
文
献
学
的
・
考
古
学
的
側
面
か
ら
確
定
し
よ
う

と
す
る
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
本
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
エ
デ

ン
の
園
」
物
語
に
お
け
る
地
理
的
情
報
が
物
語
の
読
み
に
与
え
る
機
能
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
の
エ
デ
ン
に
関
す
る
地
理
的
描
写
を
確
認
す

る
。
先
述
の
よ
う
に
、
エ
デ
ン
の
園
の
外
で
四
つ
の
川
に
分
か
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
の
名
称
は
①
ピ
シ
ョ
ン
、
②
ギ
ホ
ン
、
③
ヒ
デ
ケ
ル
、
④
ペ

ラ
ト
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
④
以
外
の
三
つ
は
流
域
地
が
併
せ
て
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
①
ハ
ビ
ラ
全
域
、
②
ク
シ
ュ
全
域
、
③
ア
シ
ュ
ル
の
東

側
を
そ
れ
ぞ
れ
流
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
①
で
は
名
産
品

流
れ
落
ち
た
水
は
構
造
物
の
前
に
あ
る
大
き
な
池
に
流
れ
込
み
、
池
の
周

り
は
周
遊
で
き
る
広
い
空
間
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
に
関
し
て
は
、
都
市
の
中
に
自
然
の
風
景
を
人

為
的
に
取
り
入
れ
た
宗
教
性
の
薄
い
公
共
空
間
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
前

世
紀
ま
で
の
主
流
で
あ
っ
た
。
帝
政
ロ
ー
マ
期
の
巨
大
な
公
共
建
築
物
と

し
て
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
は
現
代
の
公
園
の
よ
う
な
市
民
の
散
策
場
と
考

え
ら
れ
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
流
れ
を
汲
む
富
裕
市
民
の
邸
宅
内
の
ニ
ュ

ン
フ
ェ
ウ
ム
は
泉
水
機
能
を
有
す
る
庭
園
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
考

察
さ
れ
た
。
し
か
し
、
様
々
な
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
小
像
な
ど
の
出
土

品
を
検
討
す
る
と
、
現
存
す
る
壁
龕
内
の
神
像
の
み
な
ら
ず
、
祭
祀
的
要

素
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期

の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
は
同
時
代
に
観
察
さ
れ
る
洞
窟
聖
所
の
文
脈
で
理
解

す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
最
近
の
研
究
の
動
向
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
個
別
の
遺
跡
に
お
い
て
は
未
解
決
点
が
多
い
。
例
え
ば
発
表

者
が
調
査
し
た
ロ
ド
ス
島
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
遺
跡
は
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス

の
頂
上
付
近
に
位
置
し
て
は
い
る
が
、
主
要
な
神
域
か
ら
は
少
し
離
れ
て

お
り
、
神
域
の
神
殿
群
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
丘
の
中
腹
に
広
が
る
富
裕
層
の
邸
宅
内
の
私
的
な
施
設

で
あ
っ
た
の
か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ

ム
の
宗
教
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ

る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
を
当
時
の
人
々
が
ど
の

よ
う
な
機
会
に
利
用
し
て
い
た
の
か
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ

て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
機
能
的
な
側
面
か
ら
の
検
討
を
加
え
る
こ
と

で
、
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
の
宗
教
性
の
解
明
に
寄
与
す
る
可
能
性
が
あ
ろ

う
。



　　232

『宗教研究』94巻別冊（2021年） Ｂグループ

る
情
報
は
、
た
と
え
ば
、
ヨ
ブ
記
冒
頭
の
「
ウ
ツ
の
地
」
あ
る
い
は
エ
ジ

プ
ト
脱
出
後
の
律
法
を
授
与
さ
れ
た
シ
ナ
イ
山
と
ホ
レ
ブ
山
に
も
見
ら
れ

る
が
、
語
ら
れ
る
地
理
的
情
報
を
も
と
に
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ

と
よ
り
も
、
位
置
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
生
じ
る
機
能
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
が
有
す
る
文
学
的
側
面
や

語
り
手
が
考
え
る
世
界
観
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
を
有
す
る
と
展
望
で

き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
エ
デ
ン
の
園
」
物
語
に
言
及
さ
れ
る
地
理
的
情
報

は
物
語
を
豊
か
に
す
る
機
能
の
み
な
ら
ず
、
他
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
物
語

の
読
み
に
も
援
用
し
得
る
解
釈
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
同
化
に
つ
い
て
の
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
方丸

山　

空
大

　

近
年
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
関
係
は
あ
ら
た
に
注
目
を
集
め
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
代
社
会
を
生
き
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
す
る
ア
ー
レ
ン

ト
の
分
類
（「
成
り
上
が
り
」
と
「
パ
ー
リ
ア
（
賤
民
）」）
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
た
し
、
と
り
わ
け
彼
女
が
「
自
覚
的
な
パ
ー
リ
ア
」
と
い
う
あ
り

方
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
た
と
え
ば
、「
思

考
は
、
道
を
外
さ
な
い
た
め
に
は
…
…
生
き
た
経
験
の
出
来
事
に
た
え
ず

結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（A

rendt, “A
ction and the Pur-

suit of H
appiness ”

）
と
い
う
こ
と
ば
を
彼
女
自
身
の
思
想
に
も
適
用

し
、「
彼
女
の
ユ
ダ
ヤ
的
経
験
が
彼
女
の
思
考
を
導
く
」（
レ
イ
ボ
ヴ
ィ
ッ

チ
『
ユ
ダ
ヤ
女 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
』
合
田
正
人
訳
、
法
政
大
学
出

版
局
）
と
し
て
、
彼
女
の
思
想
の
全
体
を
捉
え
返
す
よ
う
な
試
み
は
最
近

の
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、『
人
間
の
条
件
』
の
よ
う
な
政
治
哲
学
的

も
説
明
さ
れ
て
お
り
、
良
質
の
金
と
と
も
に
、
ブ
ド
ラ
ク
香
や
シ
ョ
ー
ハ

ム
石
が
産
出
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
川
の
う
ち
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語

聖
書
の
用
例
か
ら
④
は
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
を
、
③
は
ア
シ
ュ
ル
が
ア
ッ
シ

リ
ア
を
指
し
、
ま
た
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
他
の
用
例
（
ダ
ニ
一
〇
・

四
）
か
ら
チ
グ
リ
ス
川
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
広
く
一
致
を
得
て
い
る

が
、
①
と
②
に
関
し
て
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
中
に
川
の
名
称
と
し
て
の
使

用
例
が
な
く
、
具
体
的
に
ど
れ
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、「
エ
デ
ン
の
園
」
物
語
に
お
い
て
地
理
的
情
報
が
語
ら
れ
る
意

義
や
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
①
人
間
が
原
初
に
住
ん
で
い
た
「
園
」

か
ら
世
界
へ
流
れ
る
主
要
な
四
つ
の
川
を
描
く
こ
と
か
ら
、「
エ
デ
ン
の

園
」
物
語
の
語
り
手
に
と
っ
て
の
世
界
観
を
反
映
し
て
い
る
、
②
ヘ
ブ
ラ

イ
語
聖
書
の
読
み
手
に
と
っ
て
も
な
じ
み
の
あ
る
大
河
・
チ
グ
リ
ス
川
と

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
川
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
神
話
的
な
物
語
を
実
際
の
地

理
的
枠
組
み
に
入
れ
込
む
こ
と
で
そ
の
内
容
に
信
憑
性
を
与
え
る
工
夫
を

し
て
い
る
、
③
場
所
は
ど
こ
な
の
か
と
い
う
基
本
的
情
報
を
具
体
的
に
物

語
が
進
展
す
る
前
に
与
え
る
こ
と
で
読
み
手
の
関
心
を
惹
き
読
み
進
め
る

負
担
を
軽
減
し
て
い
る
、
④
二
つ
の
川
が
同
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
（
現

代
の
読
者
に
と
っ
て
は
）「
エ
デ
ン
の
園
」
に
つ
い
て
の
実
際
の
場
所
や

意
図
さ
れ
た
地
域
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
曖
昧
さ
と
関
心
を
か
き
立
て

る
、
な
ど
の
機
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
エ
デ
ン

の
園
」
の
地
理
的
描
写
は
、
物
語
に
関
す
る
読
者
の
関
心
を
惹
起
し
、
物

語
を
進
展
さ
せ
る
原
動
力
と
な
り
、「
エ
デ
ン
の
園
」
に
信
憑
性
と
曖
昧

さ
を
加
え
る
と
い
う
多
義
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
の
位
置
を
確
定
し
が
た
い
地
理
に
関
す
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イ
ナ
人
の
ポ
グ
ロ
ム
と
と
も
に
は
じ
ま
」
っ
た
二
〇
世
紀
は
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
国
民
国
家
の
行
き
詰
ま
り
を
示
し
て
い
る
（A

rendt, “T
he 

M
inority Q

uestion
”

）。
こ
の
と
き
同
化
は
、
尊
厳
を
引
き
換
え
と
す

る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
自
由
を
え
る
た
め
の
ほ
ぼ
唯
一
の
方
法
で
あ

り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
と
り
え
た
有
力
な
処
世
術
で
も
あ
っ
た
。
一
九
四

〇
年
代
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
的
著
作
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な

状
況
下
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
民
族
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
ど
の
よ
う
に
振
舞
う

べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。

　

自
覚
的
パ
ー
リ
ア
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
思
考
や
判
断
の
主
体
の
理
想
と

重
な
る
の
に
対
し
、
民
族
へ
の
帰
属
と
い
う
論
点
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治

哲
学
に
は
読
み
取
り
に
く
い
。
し
か
し
そ
れ
は
古
典
的
な
公
私
の
区
別
を

侵
食
す
る
「
社
会
的
な
も
の
」
の
分
析
と
直
接
関
係
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト

の
同
化
に
対
す
る
批
判
的
分
析
は
、
同
時
に
自
覚
的
パ
ー
リ
ア
と
い
う
在

り
方
の
困
難
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
、「
社
会
的
な
も
の
」
の
な
か

で
公
共
的
な
世
界
が
い
か
に
失
わ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
公
共
的

な
世
界
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
と
き
社
会
的
集
団
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
つ
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
具
体
的
考
察
を
提
供
す
る
。
ユ
ダ

ヤ
人
と
し
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
社
会
的
経
験
は
、
彼
女
が
い
う
公
共
的
世

界
の
現
実
と
は
こ
と
な
っ
た
意
味
で
の
現
実
性
を
備
え
て
お
り
、
こ
の
意

味
で
し
ば
し
ば
理
想
主
義
的
と
批
判
さ
れ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
理
論
の

現
実
性
を
評
価
す
る
た
め
の
基
準
点
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

な
著
作
と
、
彼
女
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
経
験
の
関
係
は
見
や
す
い
も
の
で
は
な

い
し
、
ま
た
、
無
理
に
関
係
を
つ
け
て
し
ま
え
ば
議
論
の
射
程
を
損
な
う

こ
と
に
も
な
る
。
本
発
表
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
「
同
化
」
の

経
験
の
意
味
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
経
験
を
問
う
こ

と
が
彼
女
の
思
想
の
理
解
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
中
流
階
級
の
ユ
ダ
ヤ
人
家
庭
に
生
ま
れ
た
。
キ
リ
ス
ト

教
へ
の
改
宗
が
話
題
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
家
族
は
伝
統

的
宗
教
か
ら
は
は
な
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
典
型
的
な
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
家
庭

に
育
っ
た
が
、
同
化
に
対
す
る
彼
女
の
評
価
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
西
洋
社
会
へ
の
同
化
の
な
か
で
市
民
権
の
獲
得
と
社
会
的
地

位
の
向
上
を
目
指
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、「
四
六
時
中
自
分
た
ち
の
非
ユ
ダ

ヤ
性
を
証
明
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
事
に
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
続

け
る
」
と
い
う
苦
境
に
陥
っ
た
（A

rendt, “W
e Refugees ”

）。
つ
ま

り
、
自
己
を
否
定
し
て
順
応
し
よ
う
と
し
た
あ
げ
く
拒
ま
れ
、
自
己
を
喪

失
し
尊
厳
も
ま
た
失
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
居
留
地
の
文
化
へ
の
同
化

を
目
指
す
同
化
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
こ
の
よ
う
に
批
判
し
た
の
だ
。

彼
女
は
晩
年
、「
同
化
と
い
う
対
価
を
払
う
必
要
な
し
に
市
民
と
な
る
自

由
」
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に
感
謝
し
て
い
る
（
ヤ
ン
グ
＝
ブ
ル
ー
エ

ル
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
伝
』
荒
川
幾
男
他
訳
、
晶
文
社
）。
同
化
す

る
こ
と
な
く
生
き
る
自
覚
的
パ
ー
リ
ア
と
い
う
在
り
方
と
、
自
由
な
政
治

的
主
体
と
し
て
の
市
民
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

他
方
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
化
の
問
題
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

で
あ
る
民
族
集
団
の
政
治
問
題
と
し
て
も
理
解
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

一
九
世
紀
以
来
、
国
民
国
家
の
理
念
の
も
と
、
ど
こ
の
国
家
に
も
属
す
こ

と
の
で
き
な
い
難
民
が
大
量
に
発
生
し
た
。「
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と
ウ
ク
ラ
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視
と
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」
の
語
の
重
視
と
い
う
先
行
研
究
の
二
つ
の
傾
向

は
、
親
和
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

た
し
か
に
「
古
典
期
」
の
ス
ー
フ
ィ
ー
文
献
に
、
霊
魂
の
上
記
の
諸
側

面
を
区
別
し
相
互
の
上
下
関
係
を
論
じ
る
記
述
、
お
よ
び
「
ラ
タ
ー
イ

フ
」
の
語
の
使
用
は
す
で
に
み
ら
れ
る
が
、
両
者
の
有
機
的
な
結
び
つ
き

は
明
確
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
で
の
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」
の
用

法
と
後
世
の
階
層
構
造
論
に
お
け
る
用
法
の
あ
い
だ
に
は
明
確
な
差
異
が

あ
る
。

　

ク
ブ
ラ
ウ
ィ
ー
教
団
の
著
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
、
ス
ィ
ム
ナ
ー
ニ
ー
（
一

三
三
六
年
没
）
は
「
外
枠
」、「
隠
れ
た
る
も
の
」、「
最
も
隠
れ
た
る
も

の
」
を
含
む
霊
魂
の
七
階
層
を
構
想
し
た
。
彼
は
流
出
論
的
宇
宙
論
の
枠

組
み
の
中
で
、
個
々
の
階
層
を
存
在
界
の
階
層
と
対
応
さ
せ
る
。
そ
こ
で

「
ラ
テ
ィ
ー
フ
ァ
」
の
語
は
、
霊
魂
が
階
層
構
造
を
な
す
と
い
う
発
想
に

基
づ
き
、
ほ
か
の
諸
階
層
と
の
関
係
に
お
け
る
特
定
階
層
を
指
し
て
用
い

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
魂
の
ラ
テ
ィ
ー
フ
ァ
」
は
「
足
台
と
知
性
の
書

板
の
流
出
」
か
ら
生
起
し
、「
心
の
ラ
テ
ィ
ー
フ
ァ
」
と
「
外
枠
の
ラ
テ

ィ
ー
フ
ァ
」
の
中
間
に
位
置
す
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
古
典
期
」
の
理
論
書
に
お
け
る
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」
に

そ
の
よ
う
な
含
意
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
霊
魂
が
「
粗
雑
な
る
も

の
」
と
し
て
の
肉
体
と
は
異
質
で
あ
り
、
天
使
や
悪
魔
の
よ
う
な
「
微
細

な
」
実
体
で
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ラ
ー
バ
ー
ズ
ィ

ー
（
九
九
四
／
五
年
没
）
の
『
タ
サ
ウ
ウ
フ
の
徒
の
教
え
の
解
明
』
で
は
、

霊
魂
は
視
力
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
粗
雑
な
肉
体
の
う
ち
に
存
す
る

「
微
細
な
」（
ラ
テ
ィ
ー
フ
）
物
体
で
あ
る
た
め
、
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ

れ
な
い
と
い
う
説
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
肉
体
と
の
対
比
に
お
い

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る 

ラ
タ
ー
イ
フ
の
語
の
使
用
に
関
す
る
問
題
点

相
樂　

悠
太

　

ス
ー
フ
ィ
ー
の
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
彼
ら
が
人
間
霊
魂
に

つ
い
て
用
い
た
、「
微
細
な
る
も
の
」
を
意
味
す
る
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」（
単

数
形
は
ラ
テ
ィ
ー
フ
ァ
）
と
い
う
語
が
重
視
さ
れ
た
。
本
発
表
で
は
こ
の

傾
向
に
付
随
す
る
研
究
上
の
問
題
点
を
、
霊
魂
の
階
層
構
造
論
の
重
視
と

い
う
先
行
研
究
の
も
う
一
つ
の
傾
向
と
の
関
係
の
考
察
と
、
一
次
資
料
に

お
け
る
こ
の
語
の
用
法
の
分
析
に
基
づ
き
指
摘
す
る
。

　

霊
魂
論
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
や
地
域
の
ス
ー
フ
ィ
ー
が
関
心
を
向
け
た
主

題
で
あ
り
、
な
か
で
も
表
層
的
自
我
か
ら
始
ま
り
神
的
自
我
へ
と
到
達
す

る
霊
魂
の
階
層
構
造
の
理
論
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
種
の
理
論
は
、
主
に

ク
ブ
ラ
ウ
ィ
ー
教
団
や
イ
ン
ド
の
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ
ー
教
団
の
ス
ー
フ

ィ
ー
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
下
位
か
ら
順
に
「
魂
」、「
心
」、「
霊
」、

「
内
奥
心
」
の
四
階
層
の
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
彼
ら
の
理
論
で
は

こ
れ
ら
の
霊
魂
の
諸
階
層
が
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」
と
い
う
語
は
実
際
に
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ー
フ
ィ

ー
文
献
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
用
例
と
し
て
は
階
層
構
造
論
の
も
の
が

代
表
的
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
状
況
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
霊
魂
論
全
般
に
つ

い
て
、
特
定
の
時
代
や
地
域
で
発
達
し
た
階
層
構
造
論
と
の
構
造
的
類 

似
や
思
想
史
的
連
関
が
注
目
さ
れ
る
傾
向
を
生
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば

Schim
m
el

はM
ystical D

im
ensions of Islam

の
中
で
「
魂
」、

「
心
」、「
霊
」
と
い
っ
た
霊
魂
の
諸
側
面
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
、「
古
典

期
」
と
呼
ば
れ
る
一
一
世
紀
以
前
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
教
説
を
、
後
世

の
よ
り
精
緻
な
理
論
の
前
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
階
層
構
造
論
の
重
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れ
る
宗
教
、
つ
ま
り
マ
ズ
ダ
ー
教
（
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
）、
古
代
ヘ
ブ
ラ

イ
の
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い

る
概
念
で
あ
る
。
ま
た
ラ
ッ
セ
ル
は
一
神
教
が
悪
魔
と
い
う
概
念
を
考
え

出
し
た
背
景
に
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
古
代
カ
ナ

ン
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
そ
し
て
古
代
ペ
ル
シ
ャ
に
お
け
る
悪
魔
的
な
存
在

や
闘
争
神
話
及
び
二
元
論
の
多
大
な
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ

し
て
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
宗
教
に
お
け
る
悪
魔
的
な
存
在
や

闘
争
神
話
及
び
二
元
論
を
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
神
教
と
く

に
キ
リ
ス
ト
教
が
悪
魔
と
い
う
概
念
を
考
え
出
し
た
経
緯
を
述
べ
て
い

る
。
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
ラ
ッ
セ
ル
は
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
聖
典
（
キ
リ
ス
ト

教
の
旧
約
聖
書
）
が
最
後
に
書
か
れ
た
時
期
（
紀
元
前
二
世
紀
）
か
ら
新

約
聖
書
が
書
か
れ
る
ま
で
（
紀
元
一
世
紀
）
の
間
の
期
間
（
約
三
百
年

間
）
に
注
目
し
、
そ
の
期
間
に
書
か
れ
た
黙
示
文
学
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
悪
魔
と
い
う
存
在
を
人
格
化
し
た
像
と
し

て
考
え
出
し
て
い
っ
た
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
黙
示
文
学
に
お
い

て
考
え
出
さ
れ
た
悪
魔
の
概
念
は
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
発
展
し
て
い
く

過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
が
と
く
に
異
端
や
異
教
と
の

戦
い
ま
た
ロ
ー
マ
帝
国
に
対
す
る
抵
抗
に
お
い
て
悪
魔
は
キ
リ
ス
ト
教
神

学
の
中
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
悪
魔
の
概
念
は
神
学

の
発
展
と
と
も
に
そ
の
存
在
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ラ
ッ
セ

ル
の
考
え
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
神
学
の
発
展
と

と
も
に
確
立
し
て
い
っ
た
悪
魔
の
概
念
は
十
二
世
紀
に
お
け
る
ス
コ
ラ
主

義
の
台
頭
と
く
に
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
救
済
論
の
成
立
と
と
も
に
神
学
の
中

に
お
い
て
は
必
要
の
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
十
二
世
紀
以
後

て
霊
魂
を
「
微
細
」
と
す
る
議
論
は
神
学
者
の
著
作
に
も
み
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ス
ー
フ
ィ
ー
文
献
に
お
け
る
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」
の
語
の

使
用
そ
れ
自
体
は
、
必
ず
し
も
霊
魂
の
階
層
構
造
論
と
の
思
想
的
連
関
を

示
す
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
両
者
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
場
合
も

あ
る
が
、
先
行
研
究
の
傾
向
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
研
究

で
「
ラ
タ
ー
イ
フ
」
の
語
を
重
視
す
る
さ
い
、
そ
れ
が
な
ぜ
重
要
な
の
か

を
研
究
対
象
の
思
想
的
文
脈
に
応
じ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
忘

れ
る
と
、
階
層
構
造
論
に
関
す
る
認
識
が
先
入
観
と
し
て
は
た
ら
く
お
そ

れ
が
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
悪
魔
に
関
す
る
宗
教
学
的
考
察 

│
│ 

Ｊ
・
Ｂ
・
ラ
ッ
セ
ル
考 

│
│

佐
々
木
謙
一

　

本
研
究
は
、
悪
魔
学
の
研
究
者
で
あ
る
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
バ
ー
ト
ン
・
ラ

ッ
セ
ル
（Jeffrey Burton Russell

）
が
論
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

る
悪
魔
に
つ
い
て
宗
教
学
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ

ル
の
悪
魔
論
は
彼
の
五
つ
の
著
書
（T

he D
evil. N

ew
Y
ork: Cornell 

U
niversity Press. 1977, SA

T
A
N
 1981, Lucifer 1984, M

ephi-
stopheles 1986, T

he Prince of D
arkness 1988

）
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
成
立
以
前

の
古
代
エ
ジ
プ
ト
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
古
代
カ
ナ
ン
、
古
代
ギ
リ
シ

ャ
、
そ
し
て
古
代
ペ
ル
シ
ャ
の
文
化
や
宗
教
に
お
け
る
悪
魔
的
な
存
在
に

つ
い
て
の
概
念
を
考
察
し
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
た
ど
り
な
が

ら
悪
魔
の
概
念
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば

悪
魔
と
は
悪
を
人
格
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
念
は
一
神
教
と
呼
ば
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吉
地
観
と
風
水
系
言
説

鈴
木　

一
馨

　
「
吉
地
」
と
は
、
吉
祥
の
あ
る
い
は
吉
祥
が
得
ら
れ
る
（
は
ず
の
）
土

地
で
あ
り
、
そ
の
土
地
の
伝
承
や
神
霊
ま
た
諸
現
象
、
あ
る
い
は
吉
と
す

べ
く
付
加
し
た
価
値
な
ど
に
よ
り
好
ま
し
い
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
条
件

と
な
る
。

　

日
本
に
お
い
て
、
こ
の
「
吉
地
」
の
理
念
が
表
出
し
た
初
期
の
例
は
、

『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
る
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
五
月
二
日
の
制
に
あ

る
「
畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
、
著
好
字
」
と
さ
れ
る
が
、
郷
の
設
置
は
七

一
五
年
で
こ
の
時
点
で
は
郡
の
下
は
里
が
単
位
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

制
は
『
続
日
本
紀
』
編
纂
時
に
改
竄
さ
れ
て
い
て
、『
延
喜
式
』
民
部
上

の
「
凡
諸
国
部
内
郡
里
等
名
、
並
用
二
字
、
必
取
嘉
名
」
が
、
こ
れ
に
先

行
す
る
ま
た
は
同
時
代
の
地
名
表
記
の
指
示
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
背
景
に
は
す
で
に
表
音
に
よ
る
吉
祥
地
名
が
あ
り
、
こ
れ

は
言
霊
に
基
い
た
「
吉
地
」
の
形
成
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、「
好
字
」

「
嘉
字
」
を
用
い
る
と
い
う
の
は
こ
れ
を
表
記
に
拡
大
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
日
本
で
は
単
に
表
音
は
も
と
よ
り

表
記
と
し
て
も
望
ま
し
い
表
現
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
吉
地
」
を
「
作

る
」
こ
と
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

日
本
に
お
け
る
吉
地
観
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
頃
か
ら
地
名
ば
か
り
で

な
く
「
四
神
相
応
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
二
〇
〇

〇
年
頃
よ
り
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
が
吉
地
を
意
味
す
る
表
現
と
し
て
人

口
に
膾
炙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
吉
祥
性
に
つ
い
て

は
、
一
つ
に
は
霊
的
な
説
明
を
す
る
傾
向
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
方
や

「
風
水
の
良
い
こ
と
」
を
理
由
と
し
て
説
明
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
、
後
者

悪
魔
は
文
学
の
中
に
ま
た
美
術
や
演
劇
と
い
っ
た
芸
術
の
中
に
そ
の
存
在

を
ま
た
別
の
形
で
表
さ
れ
て
い
く
が
そ
の
悪
魔
の
像
は
風
刺
で
あ
っ
た
り

滑
稽
な
も
の
で
あ
っ
た
り
と
人
々
に
と
っ
て
は
恐
ろ
し
い
存
在
と
い
う
よ

り
は
親
し
み
の
あ
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
悪
魔
は
人
々

に
と
っ
て
非
現
実
的
な
迷
信
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
薄
れ
て
い
っ
た
悪
魔
の
存
在
は
二
十
世
紀
後

半
に
再
び
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
オ
カ
ル
ト
ブ
ー

ム
、
映
画
に
よ
る
影
響
が
多
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
と
く
に
映
画
『
エ

ク
ソ
シ
ス
ト
』
は
悪
魔
の
存
在
を
大
き
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
と
な
っ

た
。
一
方
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
正
式
に
そ

の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
福
音
主
義
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
お

い
て
は
神
に
敵
対
す
る
実
在
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
悪

魔
に
取
り
憑
か
れ
た
と
主
張
す
る
人
々
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
悪

魔
が
再
び
注
目
を
浴
び
だ
し
た
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
代
に
生
き

る
私
た
ち
は
悪
魔
が
存
在
す
る
か
否
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ

悪
魔
に
つ
い
て
考
え
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
悪
魔
を
想
像
す

る
と
き
に
人
間
の
姿
形
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
。
存
在
す
る
か
否
か

は
別
と
し
て
悪
魔
は
人
々
に
と
っ
て
無
意
識
に
身
近
な
存
在
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
背
景
に
は
長
い
年
月
と
歴
史
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
ラ
ッ
セ
ル
の
主
張
す
る
悪
魔
論
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
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終
盤
の
「
風
水
ブ
ー
ム
」
の
中
で
は
家
相
に
よ
り
庶
民
の
理
解
を
得
た

「
四
神
相
応
」
が
、
平
城
京
や
平
安
京
の
四
神
相
応
と
直
接
に
結
び
付
け

ら
れ
、「
四
神
相
応
＝
風
水
」
と
す
る
短
絡
的
な
理
解
が
一
般
化
し
、
さ

ら
に
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
日

本
の
吉
地
観
は
地
名
に
よ
る
吉
地
と
、「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
＝
四
神
相
応

＝
風
水
」
と
い
う
関
係
性
の
吉
地
の
二
通
り
の
理
解
が
生
じ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
研
究
は
、
平
成
三
〇
―
令
和
三
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

（
一
般
）18K

01156

「
東
ア
ジ
ア
の
『
吉
地
』
の
研
究
」（
研
究
代
表
者
、

澁
谷
鎭
明
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

中
江
藤
樹
年
譜
考

鈴
木　

保
實

　

中
江
藤
樹
の
年
譜
に
つ
い
て
は
、
現
在
三
種
の
年
譜
と
そ
れ
に
類
す
る

諸
伝
等
が
あ
る
（『
藤
樹
先
生
全
集
』
第
五
冊
の
巻
之
四
十
二
、
四
十
三
。

岩
波
書
店
昭
和
十
五
年
十
一
月
三
十
日
増
訂
刊
に
よ
る
。）
が
、「
岡
田
氏

本
年
譜
」
が
藤
樹
生
前
に
作
ら
れ
た
唯
一
の
年
譜
と
し
て
、
藤
樹
理
解
の

基
本
的
文
献
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
（
尾
藤
正
英
校
注
、「
藤
樹
先
生

年
譜
解
題
」。
岩
波
書
店
『
中
江
藤
樹
』
四
九
九
頁
。
一
九
七
四
年
七
月

二
十
五
日
刊
）。「
岡
田
氏
本
年
譜
」
の
現
存
の
諸
写
本
の
中
で
最
も
忠
実

と
さ
れ
る
も
の
が
、
藤
樹
書
院
所
蔵
の
岡
田
季
誠
編
『
藤
樹
先
生
全
書
』

所
収
本
（
こ
れ
を
「
岡
田
氏
本
」
と
よ
ぶ
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
底
本
と
し
、

内
閣
文
庫
所
蔵
『
藤
樹
余
稿
』（「
内
閣
本
」
と
よ
ぶ
。）
を
参
照
し
つ
つ
、

藤
樹
諸
伝
や
先
行
研
究
等
か
ら
補
い
、
よ
り
充
実
し
た
年
譜
を
作
成
し
た

い
。
最
初
に
凡
例
（
八
条
）
と
し
て
、
年
譜
作
成
の
基
本
方
針
を
示
す
。

に
つ
い
て
し
ば
し
ば
「
四
神
相
応
」
が
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
る
。
四
神
相

応
を
吉
地
の
条
件
と
す
る
理
念
そ
の
も
の
は
、
周
知
の
如
く
和
銅
三
年

（
七
一
〇
）
の
元
明
天
皇
に
よ
る
平
城
遷
都
の
詔
に
す
で
に
現
れ
て
い
る

が
、
注
意
す
べ
き
は
平
城
京
が
四
神
相
応
を
選
定
条
件
の
一
つ
と
し
て
選

地
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
地
が
結
果
的
に
四
神
相
応
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
不
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
城
京
の
場
所
の

選
定
過
程
が
不
明
で
あ
る
た
め
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
一
一

世
紀
と
目
さ
れ
る
『
作
庭
記
』
に
居
宅
を
吉
地
に
置
く
べ
く
四
神
相
応
の

環
境
調
整
法
を
示
し
た
り
、『
吾
妻
鏡
』
に
将
軍
藤
原
頼
経
の
御
所
移
転

に
際
し
四
神
相
応
ゆ
え
に
吉
で
あ
る
こ
と
を
以
て
宇
都
宮
辻
子
を
選
定
し

た
こ
と
が
示
さ
れ
る
な
ど
の
例
か
ら
、
四
神
相
応
を
吉
地
選
定
の
基
準
の

一
つ
と
す
る
理
解
が
、
平
安
中
期
以
降
の
識
字
層
の
中
に
あ
っ
た
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
理
解
は
鎌
倉
後
期
以
降
江
戸
後
期
に
至
る
ま
で
、
識
字

層
の
中
に
存
在
し
て
い
た
の
か
は
資
料
不
足
の
こ
と
も
あ
り
不
明
で
あ

る
。
再
び
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
八
世
紀
終
盤

以
来
の
家
相
の
流
行
か
ら
で
、
家
相
書
に
も
吉
地
と
し
て
四
神
相
応
の
地

を
選
ぶ
べ
き
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
姫
路
や
高
岡
な
ど
い
く
つ
か

の
近
世
城
下
町
で
四
神
相
応
の
吉
地
に
町
が
建
設
さ
れ
た
と
す
る
言
説
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
一
九
世
紀
初
頭
頃
か
ら
見
ら
れ
は
じ
め

る
こ
と
か
ら
、
家
相
か
ら
逆
説
さ
れ
た
も
の
で
必
ず
し
も
事
実
で
は
な
い

と
理
解
で
き
る
。

　

家
相
そ
の
も
の
は
福
建
系
風
水
の
相
宅
法
が
日
本
に
お
い
て
変
質
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
風
水
」
と
い
う
文
脈
で
広
く
理
解
を
得
る
こ

と
に
な
る
の
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
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三
年
、
七
年
、
八
年
を
、
各
年
次
ご
と
に
、
新
た
に
計
十
一
条
を
起
こ

し
、
通
し
番
号
（
数
え
年
と
同
じ
に
な
る
。）
を
つ
け
、
全
部
で
四
十
一

条
と
し
、
各
条
西
暦
を
加
え
る
。

　

年
譜
の
最
初
に
、
藤
樹
を
学
ぶ
上
で
理
解
す
べ
き
点
を
示
す
。
次
に
各

条
の
本
文
の
な
か
で
必
要
と
思
わ
れ
る
語
彙
等
に
番
号
を
付
し
、「
注
」

と
し
て
簡
単
な
説
明
を
段
落
ご
と
に
加
え
、
更
に
補
足
す
べ
き
点
が
あ
れ

ば
巻
末
に
解
説
を
「
小
解
」
と
し
て
付
す
。

　

尚
、
最
初
に
示
す
点
と
し
て
、
㈠
歴
史
的
背
景
、
①
藤
樹
の
時
代
の
本

邦
の
動
向
と
、
②
本
邦
の
世
界
史
上
で
の
位
置
づ
け
。
㈡
社
会
的
背
景
、

①
藤
樹
の
家
族
構
成
図
。
②
藤
樹
の
主
君
関
係
図
。
③
藤
樹
の
関
係
地

図
。
藤
樹
の
行
動
と
そ
の
範
囲
の
地
図
上
で
の
理
解
。
各
解
説
を
含
む
。

㈢
藤
樹
の
学
習
と
著
述
、
手
紙
。
①
藤
樹
が
教
え
を
受
け
た
人
々
。
②
藤

樹
が
学
ん
だ
書
籍
。
③
藤
樹
の
著
作
、
詩
文
。
手
紙
。
二
種
に
分
け
る
。

イ
、
製
作
年
代
の
分
か
る
も
の
。
ロ
、
製
作
年
代
の
不
明
な
も
の
。
㈢
に

お
い
て
は
、
主
に
詩
文
、
手
紙
等
の
年
代
、
月
日
の
分
か
る
も
の
は
各
条

の
「
注
」
に
、
そ
の
題
名
を
記
し
加
え
る
。
本
年
譜
巻
末
「
小
解
」
後

に
、（
イ
）藤
樹
の
弟
子
た
ち
。（
ロ
）年
譜
の
先
行
研
究
者
と
書
籍
、
を
付

す
。
藤
樹
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
条
の
「
注
」、「
小
解
」
に

説
明
を
加
え
る
。

筒
上
山
の
改
祭
に
つ
い
て

黒
田　

宗
篤

　

松
本
白
洋
の
「
土
佐
歌
人
群
像
」『
土
佐
史
談　

第
参
拾
號
』（
昭
和
五

年
）
に
よ
る
と
、
万
延
元
年
申
九
月
に
宮
地
大
重
（
常
磐
）
が
、
空
海
に

よ
る
日
本
各
地
の
仏
堂
伽
藍
創
建
の
故
事
に
感
奮
し
て
、
自
身
も
「
手
筥

一 

各
条
の
本
文
全
て
に
句
読
点
・
並
列
点
（
中
黒
）
を
加
え
、
必
要
と

思
わ
れ
る
語
句
等
に
注
番
号
を
付
す
。
本
文
は
適
宜
段
落
に
分
け
、

段
落
ご
と
に
其
の
段
の
注
を
順
に
説
明
す
る
。

二 
明
ら
か
な
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
訂
し
、
清
濁

を
整
え
る
。

三 

本
文
の
仮
名
遣
い
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、
底
本
ル
ビ
は
片
仮
名
（
底

本
の
ま
ま
）、
校
注
者
ル
ビ
は
平
仮
名
と
し
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
と

す
る
。

四 

和
文
中
に
あ
ら
わ
れ
た
漢
文
体
の
部
分
は
、
校
注
者
が
返
り
点
を
付

す
。

五 

漢
字
は
新
字
体
を
用
い
、
底
本
の
古
字
・
異
体
字
は
原
則
と
し
て
通

行
の
字
体
に
改
め
る
。
た
だ
し
成
る
べ
く
原
型
を
保
つ
よ
う
に
つ
と

め
る
。

六 

変
体
仮
名
・
合
字
等
は
通
行
の
字
体
に
改
め
る
。

七 

会
話
や
引
用
文
に
「　

」
を
つ
け
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
鍵
括
弧
が
必

要
な
と
き
は
「　

」
を
つ
け
る
。
書
名
に
は
『　

』
を
付
す
。

八 

﹇　

﹈
は
他
本
ま
た
は
校
注
者
の
意
に
よ
る
補
入
を
表
す
。

　
「
岡
田
氏
本
年
譜
」
は
、
通
し
番
号
で
数
え
れ
ば
全
部
で
三
十
条
。
各

条
、
一
行
目
に
㈠
年
号
、
㈡
干
支
、
㈢
藤
樹
の
数
え
年
（
先
生
〇
〇
歳
、

と
記
載
。）、
㈣
藤
樹
の
所
在
地
（
自
明
の
場
合
は
省
か
れ
る
。）
が
記
さ

れ
、
二
行
目
か
ら
説
明
文
と
な
る
。
一
条
目
の
み
、
㈡
以
降
に
「
三
月
七

日
先
生
生
」
と
記
さ
れ
、
二
行
目
か
ら
の
説
明
文
は
な
い
。
尚
、
年
譜
本

文
の
最
初
の
「
藤
樹
先
生
年
譜
」
の
題
名
と
一
条
目
と
の
間
に
、
藤
樹
の

出
自
等
、
略
歴
が
簡
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
年
譜
で
記
さ
れ

て
い
な
い
慶
長
十
四
年
か
ら
十
九
年
ま
で
と
、
元
和
四
年
、
九
年
、
寛
永
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ト
云
傳
候
由　

此
山
ハ
无
並
大
山
ニ
候
得
者
大
山
祇
神
ノ
鎮
坐
ハ
然
モ
可

有
事
ニ
テ　

伊
豫
国
越
智
郡
大
三
嶋
ハ
大
山
祇
神
御
鎮
座
ニ
シ
テ
日
本
惣

鎮
守
ト
申
傳
候　

爰
以
考
レ
ハ
当
山
ハ
土
左
国
手
箱
山
抔
ハ
四
国
ニ
无
並

髙
山
ニ
候
得
者
大
山
祇
神
御
鎮
座
ハ
可
然
事
ニ
テ
无
論
事
ニ
候
」（
京
都

大
学
所
蔵
・
宮
地
上
野
（
常
磐
）「
伊
豫
國
石
銕
山
考
」『
石
鎚
神
社
考
』

（
明
治
二
年
）
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
空
海
に
発
奮
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

山
岳
信
仰
と
廃
仏
思
想
か
ら
、「
手
箱
山
」
を
開
山
し
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
①
宮
地
常
磐
が
鎮
祀
し
た
場
所
が
、「
手
筥
山
」
で
は
な
く
、

そ
の
横
の
連
峰
に
位
置
す
る
高
知
県
吾
川
郡
仁
淀
川
町
大
字
大
屋
字
安
居

山
二
〇
〇
七
番
地
の
筒
上
山
で
あ
る
こ
と
、
②
常
磐
が
鎮
祀
し
た
の
は
、

十
三
社
に
の
ぼ
る
こ
と
、
③
常
磐
の
「
手
箱
山
ノ
一
条
并
ニ
神
掛
リ
」

（『
家
牒
』）
に
よ
る
謹
慎
処
分
は
、「﹇　

﹈萬
延
二
□
辛
酉
三
月
四
日
神
事

ヲ
扱
フ
事
ヲ
被
差
止
手
箱
山
ノ
一
条
并
ニ
神
掛
リ﹇　
　

﹈此
時
官
吏
ニ
答

ヘ
タ
ル
書
ア
リ　

天
理
正
義
ヲ
以
テ
答
ト
雖
ト
モ
官
吏
是
ヲ
非
ニ
曲
□
テ

﹇　
　

﹈年
癸
亥
八
月
廿
三
日
神
主
ヲ
被
止
嗣
子
政
衞
神
主
ト
ナ
ル
」（『
家

牒
』
丁
数
不
詳
・
紙
面
の
都
合
上
、
漢
文
の
本
文
の
み
翻
刻
）
と
あ
る
よ

う
に
、
宮
地
家
の
立
場
で
は
「
天
理
正
義
」
な
申
し
分
が
あ
っ
た
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
が
、
土
佐
藩
法
か
ら
み
る
と
、
常
磐
は
藩
の
許
可
を
得
て
開

山
し
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
か
ら
、「
神
掛
リ
」
や
「
一
國
中
在
〃
所
〃
、

從
先
規
祭
来
神
社
之
外
、
神
主
・
社
僧
等
以
自
分
之
才
覚
、
新
座
・
新
號

堅
制
禁
。
況
風
俗
之
遺
跡
、
私
唱
神
儀
ハ
不
及
沙
汰
事
」（『
土
佐
國
羣
書

類
従
１

』、
二
三
三
頁
）
と
い
っ
た
法
令
に
違
反
し
た
と
見
做
さ
れ
た
可

能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

無
論
、
勤
王
党
が
粛
清
さ
れ
る
中
、「
國
君
ノ
命
ニ
應
シ
連
枝
方
ノ
側

山
」
に
あ
る
と
い
う
吾
川
郡
富
岡
村
大
屋
字
矢
筈
鎮
座
の
大
山
祇
神
社
を

再
起
し
よ
う
と
決
心
し
、「
岩
榴
王
権
現
宮
」
を
改
祭
し
て
、
最
終
的
に

郷
社
大
山
祇
神
社
を
再
興
し
た
と
紹
介
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
宮
地
常
磐
の
子
息
で
あ
る
宮
地
再
来
の
『
異
境
備
忘
録
』

神
道
天
行
居
（
昭
和
十
五
年
）
の
九
三
―
九
四
頁
に
よ
る
と
、
常
磐
が
神

事
修
行
し
、
そ
の
結
果
、「
大
山
祇
命
」
の
依
頼
に
よ
っ
て
「
土
佐
国
吾

川
群
安
居
村
の
高
山
手
箱
山
」（
九
三
頁
）
に
「
大
鎖
三
十
六
尋
」
を
か

け
て
「
開
山
」
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
常
磐
は
、
神
明
に

通
じ
た
と
い
う
噂
が
盛
ん
に
な
り
、「
奸
夫
十
八
人
」
が
そ
の
こ
と
を
詐

上
し
、
結
果
と
し
て
、
神
主
職
を
放
さ
れ
、
遠
方
往
来
も
不
可
と
な
り
、

祀
職
を
嫡
子
の
堅
磐
（
再
来
）
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ

の
部
分
が
、
後
の
宗
教
団
体
で
あ
る
天
行
居
や
神
仙
道
で
常
磐
の
逸
話
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
実
際
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。
当
時
の
事
情
を
よ
く
知
る
宮

地
嚴
夫
は
、「
嚴
夫
か
同
姓
に
宮
地
常
磐
主
あ
り
、
此
主
最
も
敬
神
に
志

深
く
、
若
か
り
し
時
よ
り
、
高
山
霊
域
に
詣
す
る
を
、
自
ら
任
と
せ
し
ほ

と
の
こ
と
に
て
、
彼
世
に
名
高
き
伊
豫
國
な
る
石
鎚
山
に
も
屡
登
ら
れ
た

る
か
、
夫
よ
り
相
對
す
る
所
に
、
同
山
に
も
劣
ら
ぬ
高
山
あ
る
を
認
め
、

千
辛
万
苦
を
経
て
、
遂
に
素
懐
を
達
し
て
、
開
き
た
る
其
山
ハ
、
玉
手
筥

山
」（『
地
眞
釈
義
』
未
刊
行
・
未
翻
刻
部
分
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

宮
地
常
磐
が
著
し
た
「
伊
豫
國
石
銕
山
考
」
に
は
、「
別
帋
三
書
ノ
文
ヲ

考
レ
ハ
伊
豫
国
石
鉄
ハ
則
土
左
国
磐
土
同
神
ニ
シ
テ
祭
神
ハ
正
シ
ク
上
筒

男
命
則
住
吉
大
神
ニ
テ
座
　々

近
代
ニ
至
テ
石
鉄
ノ
祭
神
ヲ
石
鉄
大
権
現

又
ハ
石
鉄
藏
王
権
現
亦
不
動
尊
ナ
ト
〃
相
唱
申
由
如
何
成
由
緒
ニ
ヤ　

土

左
国
ニ
テ
古
ク
ハ
石
土
ト
唱
ヘ
石
土
ハ
住
吉
神
権
現
ト
唱
候
ハ
大
山
祇
神
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壌
か
ら
発
生
し
、
十
日
間
で
千
人
以
上
の
死
者
を
出
し
た
と
い
う
。
当
時

の
薬
は
ひ
と
つ
も
効
果
が
な
か
っ
た
た
め
、「
怪
疾
」
と
呼
ば
れ
た
コ
レ

ラ
は
次
第
に
南
下
し
、
ソ
ウ
ル
や
他
の
地
方
ま
で
感
染
が
広
が
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
八
月
中
旬
北
京
か
ら
戻
っ
て
き
た
使
臣

は
、
中
国
の
白
蓮
教
徒
が
井
戸
や
キ
ュ
ウ
リ
畑
に
毒
薬
を
入
れ
て
そ
れ
を

口
に
し
た
人
々
は
み
な
病
気
で
死
ん
だ
と
い
う
噂
を
報
告
し
た
。
被
害
状

況
な
ど
の
報
告
を
受
け
た
当
時
の
国
王
の
純
祖
と
大
臣
は
、
ま
ず
被
害
地

域
で
「
厲
祭
」
と
い
う
儒
教
儀
礼
を
行
う
よ
う
に
命
じ
た
。
戦
争
や
災
害

な
ど
で
亡
く
な
っ
た
者
が
「
厲
鬼
」
や
「
無
祀
鬼
神
」
に
な
り
、「
疫
病
」

を
起
こ
す
と
さ
れ
た
た
め
、「
厲
祭
」
を
通
し
て
そ
の
霊
魂
を
慰
め
る
こ

と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
巫
俗
と
仏
教
儀
礼
が
抑
圧
さ
れ
儒
教

国
家
祭
祀
シ
ス
テ
ム
が
完
全
に
定
着
し
た
十
六
世
紀
以
降
か
ら
は
、
疫
病

が
発
生
す
る
と
必
ず
厲
祭
を
行
っ
て
お
り
、
一
八
五
九
年
と
翌
年
の
コ
レ

ラ
大
流
行
の
際
を
含
め
て
、
西
洋
医
学
の
知
識
が
か
な
り
普
及
し
て
い
た

一
九
〇
二
年
ま
で
持
続
さ
れ
た
。
一
方
、
事
態
が
あ
る
程
度
収
ま
っ
た
十

月
に
な
る
と
一
八
二
一
年
に
起
き
た
洪
水
、
飢
饉
、
疫
病
と
い
う
災
害

を
、
国
王
は
自
ら
の
不
徳
に
よ
る
も
の
と
し
、
お
か
ず
を
減
ら
す
「
減

膳
」
を
行
い
、
救
恤
と
死
体
埋
葬
を
命
じ
た
。
一
八
二
二
年
の
夏
に
は
最

南
端
の
済
州
島
ま
で
コ
レ
ラ
が
発
病
し
、
こ
の
二
年
間
は
数
十
万
の
死
者

が
発
生
し
て
お
り
、
一
八
五
九
年
と
翌
年
の
大
流
行
で
は
三
十
万
の
死
者

が
出
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
民
間
で
の
認
識
と
対
処
を
把
握
で
き
る
資
料
は
少
な
い
が
、
ま

ず
様
々
な
呪
術
的
な
実
践
が
み
ら
れ
る
。
一
八
二
一
年
の
流
行
で
は
、
百

姓
た
ち
が
法
を
守
ら
ず
、
松
の
木
を
乱
伐
し
た
と
い
う
。
松
が
も
っ
て
い

る
呪
術
的
な
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
神
父
や
宣

ニ
待
ス
ル
事
数
ヲ
不
知
」（『
家
牒
』）
と
い
う
土
佐
藩
主
や
そ
の
連
枝
に

拝
謁
で
き
る
身
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
佐
勤
王
党
に
協
力
し
て

い
た
と
い
う
点
も
筒
上
山
改
祭
後
の
処
分
の
背
景
と
し
て
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
筒
上
山
改
祭
の
件
は
、
見
直
し
が
必
要

だ
と
結
論
す
る
。

十
九
世
紀
朝
鮮
に
お
け
る
コ
レ
ラ
大
流
行
と
宗
教

朴　
　

炳
道

　

近
世
日
本
で
の
初
め
て
の
コ
レ
ラ
流
行
は
一
八
二
二
年
の
文
政
コ
レ
ラ

大
流
行
で
あ
り
、
二
回
目
は
一
八
五
八
年
の
安
政
コ
レ
ラ
大
流
行
で
あ

る
。
こ
の
二
回
の
大
流
行
は
世
界
的
な
コ
レ
ラ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
る
も

の
で
、
日
本
だ
け
の
流
行
で
は
な
か
っ
た
。
文
政
コ
レ
ラ
大
流
行
は
、
以

前
か
ら
ジ
ャ
ワ
か
ら
長
崎
へ
流
入
し
た
と
い
う
説
と
、
朝
鮮
か
ら
対
馬
と

長
門
を
経
て
入
っ
た
と
い
う
説
が
あ
っ
た
が
、
一
八
二
一
年
か
ら
翌
年
ま

で
の
朝
鮮
と
対
馬
で
の
コ
レ
ラ
大
流
行
の
状
況
を
見
る
限
り
、
朝
鮮
か
ら

流
入
し
た
と
み
る
の
が
正
し
い
。
一
方
、
安
政
コ
レ
ラ
大
流
行
は
、
朝
鮮

で
の
二
回
目
の
流
行
が
一
八
五
九
年
か
ら
翌
年
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
既
存
の
長
崎
流
入
説
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
朝
鮮
で
は
日
本
と

ほ
ぼ
同
時
期
に
、
二
回
の
コ
レ
ラ
大
流
行
を
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同

災
害
へ
の
二
つ
の
文
化
圏
に
お
け
る
認
識
と
対
処
の
比
較
は
興
味
深
い
テ

ー
マ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
朝
鮮
で
の
宗
教
的
認
識
と
対
処
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

　

朝
鮮
で
の
宗
教
的
認
識
と
対
処
は
、
国
家
と
民
間
次
元
に
分
け
て
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
や
『
承
政
院
日
記
』
な
ど

の
国
家
公
式
記
録
に
よ
れ
ば
、
一
八
二
一
年
の
流
行
は
七
月
末
ご
ろ
に
平
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『
大
孝
』
に
つ
い
て
の
報
告
等
を
行
い
、
令
和
元
年
九
月
の
日
本
宗
教
学

会
第
七
十
八
回
学
術
大
会
で
は
「
影
山
庄
平
に
お
け
る
筧
克
彦
の
影
響
」

と
の
題
で
発
表
を
行
っ
た
。
そ
れ
ら
を
は
じ
め
と
す
る
既
発
表
物
に
て
、

影
山
庄
平
の
「
文
化
恩
人
世
界
百
傑
大
孝
巡
拝
報
徳
霊
場
」
構
想
と
そ
れ

に
よ
る
「
楠
公
父
子
銅
像
」、
菅
原
道
真
・
和
気
清
麻
呂
・
新
田
邦
光
の

各
石
像
の
建
立
事
業
に
つ
い
て
一
部
言
及
し
た
。
今
回
は
、
銅
像
・
石
像

の
建
立
に
つ
い
て
『
大
孝
』
紙
上
等
か
ら
そ
の
経
緯
の
整
理
・
検
討
の
現

段
階
の
報
告
を
行
う
。

　
「
文
化
恩
人
世
界
百
傑
大
孝
巡
拝
報
徳
霊
場
」
建
立
事
業
は
、
昭
和
五

年
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
祭
っ
を
期
し
て
発
表
さ
れ
た
。『
文
化
の
恩
人
、

世
界
百
傑
と
大
孝
巡
拝
の
趣
旨
』（
影
山
庄
平
編
輯
、
大
孝
巡
拝
事
務
所
、

昭
和
七
年
六
月
）
収
録
の
「
大
孝
巡
拝
建
設
會
抜
」
に
は
、「
東
西
古
今

文
化
の
代
表
的
恩
人
を
網
羅
し
、
之
を
忠
義
山
、
孝
行
山
、
発
明
山
、
宗

教
山
、
学
問
山
、
教
育
山
等
々
に
分
類
し
、
大
孝
巡
拝
霊
場
と
し
て
、
巡

拝
せ
し
む
る
を
以
て
目
的
と
し
」
と
あ
る
。「
文
化
の
恩
人
世
界
百
傑
」

の
選
定
に
関
し
て
加
藤
咄
堂
、
境
野
黄
洋
、
鷲
尾
順
敬
な
ど
の
協
力
を
得

た
と
す
る
。
実
際
に
像
が
建
立
さ
れ
た
人
物
以
外
の
「
文
化
恩
人
世
界
百

傑
」
は
、
日
本
・
東
洋
・
西
洋
の
三
区
分
で
選
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一

部
を
摘
記
す
る
と
、
日
本
の
部
で
は
、
聖
徳
太
子
、
藤
原
道
長
、
紫
式
部
、

法
然
、
親
鸞
、
日
蓮
、
道
元
、
栄
西
、
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
、
黒
住
宗

忠
、
井
上
正
鐵
、
吉
田
松
陰
、
井
伊
直
弼
、
乃
木
希
典
、
東
洋
の
部
で
は
、

釈
迦
、
老
子
、
孔
子
、
李
退
渓
、
西
洋
の
部
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
キ
リ

ス
ト
、
カ
ン
ト
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
な
ど
と
幅
広
く
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
事
業
の
第
一
奉
斎
「
楠
公
父
子
銅
像
」
は
、
楠
木
正
成
・
正
行
父

子
の
別
れ
の
姿
を
そ
れ
ぞ
れ
像
に
し
た
も
の
で
、
昭
和
八
年
三
月
に
は
完

教
師
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
コ
レ
ラ
の
症
状
の
ひ
と
つ
で
あ
る
筋
肉
痙
攣
が

足
か
ら
上
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
コ
レ
ラ
を
起
こ
す
も
の
を
鼠
鬼

神
だ
と
思
い
、
猫
を
描
い
た
守
り
札
を
家
に
張
っ
た
り
、
猫
の
皮
を
患
者

に
な
で
た
り
し
た
と
い
う
。
他
に
、
新
し
い
宗
教
団
体
へ
の
回
心
も
重
要

と
い
え
る
。
一
七
八
四
年
、
北
京
で
洗
礼
を
う
け
て
初
め
て
の
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
が
で
き
て
以
来
、
一
八
〇
〇
年
に
は
一
万
人
以
上
の
共
同
体
が
形

成
さ
れ
た
。
一
八
〇
一
年
の
迫
害
に
よ
っ
て
指
導
者
レ
ベ
ル
の
神
父
と
信

者
は
処
罰
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
山
の
中
な
ど
で
新
し
い
共
同
体
が
形
成

さ
れ
て
い
く
。
コ
レ
ラ
の
経
験
に
よ
る
死
後
の
世
界
や
終
末
へ
の
問
い

は
、
そ
の
答
え
を
提
示
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
入
信
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

そ
し
て
一
八
五
九
年
と
翌
年
の
コ
レ
ラ
流
行
を
、「
怪
疾
」
に
よ
る
終
末

と
解
釈
し
た
崔
済
愚
は
、
一
八
六
〇
年
に
「
東
学
」
と
い
う
新
宗
教
を
開

い
た
。
経
典
の
『
東
経
大
全
』
な
ど
で
は
「
怪
疾
」
に
よ
る
終
末
の
イ
メ

ー
ジ
と
「
後
天
開
闢
」
と
い
う
新
し
い
時
代
を
提
示
し
、「
西
学
」
す
な

わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
欧
米
勢
力
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
十
九
世
紀
朝

鮮
で
の
未
知
の
疫
病
へ
の
対
応
に
は
、
民
俗
信
仰
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
・

カ
ト
リ
ッ
ク
・
新
宗
教
が
深
く
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

影
山
庄
平
に
よ
る
銅
像
・
石
像
建
立
事
業

島
岡　

昇
平

　

大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
・
戦
中
期
を
中
心
に
活
動
し
た
神
道
家
の
影
山

庄
平
に
つ
い
て
、
報
告
者
は
、
平
成
三
十
年
の
神
道
宗
教
学
会
第
七
十
二

回
学
術
大
会
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
、
大
東
塾
設
立
以
前
の
活
動
、
所
属
し
て
い
た
神

道
修
成
派
と
の
関
係
の
変
化
、
自
身
が
主
宰
す
る
随
神
大
孝
道
の
機
関
紙
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金
子
白
夢
牧
師
に
よ
る
名
古
屋
市
都
市
計
画
へ
の
提
言
に
つ
い
て

菅
原　

研
州

　

本
発
表
は
、
明
治
時
代
末
期
か
ら
第
二
次
大
戦
期
ま
で
愛
知
県
名
古
屋

市
内
の
愛
知
教
会
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
）
で
主
任
牧
師
を
務
め
た
金
子

白
夢
牧
師
（
本
名
・
卯
吉
、
一
八
七
三
―
一
九
五
〇
）
が
、
都
市
創
作
会

刊
行
の
『
都
市
創
作
』（『〔
復
刻
版
〕
都
市
創
作
』
全
一
〇
巻
・
別
冊
一

巻
、
不
二
出
版
・
二
〇
〇
五
年
五
〜
九
月
を
参
照
し
た
）
へ
寄
稿
し
た
文

を
元
に
、
名
古
屋
市
都
市
計
画
へ
の
提
言
の
意
義
や
宗
教
思
想
の
展
開
を

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
誌
の
詳
細
は
、
復
刻
版
別
冊
に
収
録
さ
れ
た
堀
田
典
裕
氏
の
解
説
に

依
っ
て
説
明
す
る
と
、
そ
も
そ
も
、
本
誌
を
発
刊
し
た
「
都
市
創
作
会
」

は
、
名
古
屋
市
な
ど
六
大
都
市
の
都
市
拡
張
計
画
を
検
討
・
策
定
し
た
団

体
の
一
つ
の
「
都
市
計
画
愛
知
地
方
委
員
会
」
を
中
心
に
設
立
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
本
誌
は
大
正
一
四
年
九
月
二
五
日
に
第
一
巻
一
号
が
発
刊

さ
れ
、
昭
和
五
年
四
月
一
五
日
に
発
行
さ
れ
た
第
六
巻
三
号
ま
で
の
五
五

冊
（
毎
月
一
五
日
に
発
行
）
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
こ
で
、
金
子
は
本
誌
に
、
昭
和
二
年
一
月
一
五
日
発
行
の
第
三
巻
一

号
所
収
の
「
都
市
創
作
に
対
す
る
私
の
空
想
」
か
ら
、
昭
和
四
年
一
一
月

一
五
日
発
行
の
第
五
巻
一
一
号
所
収
の
「
街
頭
哲
学
（
七
）」
ま
で
の
全

二
七
本
を
寄
稿
し
た
。
な
お
、
第
一
一
〜
一
九
回
目
ま
で
は
「
途
上
哲

学
」、
第
二
一
〜
二
七
回
目
ま
で
は
「
街
頭
哲
学
」
と
い
う
長
編
で
あ
っ

た
。
現
段
階
で
、
金
子
が
本
誌
に
投
稿
し
た
理
由
は
分
か
っ
て
い
な
い

が
、
明
治
末
期
か
ら
名
古
屋
市
の
政
財
界
・
メ
デ
ィ
ア
・
宗
教
界
の
知
識

人
サ
ー
ク
ル
「
清
和
会
」
へ
主
導
的
に
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
得

た
人
脈
に
よ
っ
て
依
頼
さ
れ
た
可
能
性
の
み
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

成
し
て
い
た
が
、
正
式
な
除
幕
式
は
、
昭
和
十
年
十
一
月
十
七
日
、
現
在

の
名
古
屋
市
守
山
区
に
て
取
り
行
わ
れ
た
。
こ
の
銅
像
は
、
戦
時
下
の
供

出
を
巡
り
問
題
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
に
は
、
正
行
像

が
盗
難
被
害
に
遭
い
、
昭
和
二
十
六
年
に
正
成
像
は
、
東
京
都
青
梅
市
に

移
転
し
た
。
現
在
は
、
同
地
の
大
東
神
社
鳥
居
前
に
鎮
座
す
る
。

　

本
事
業
に
よ
る
三
石
像
は
、
建
立
時
よ
り
現
在
ま
で
愛
知
県
蒲
郡
市
の

砥
神
山
西
麓
に
ま
と
ま
っ
て
鎮
座
し
て
い
る
。
砥
神
山
は
、
影
山
が
参
籠

し
た
「
随
神
大
孝
道
発
祥
の
霊
地
」
で
あ
る
。
楠
公
父
子
像
に
続
く
「
第

二
奉
斎
・
菅
原
道
真
公
」「
第
三
奉
斎
・
新
田
邦
光
先
生
」「
第
四
奉
斎
・

和
気
清
麻
呂
公
」
の
各
石
像
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
建
立
さ

れ
た
順
序
は
第
三
と
第
二
と
が
逆
で
、
各
所
の
記
載
も
第
二
と
第
三
が
入

れ
替
わ
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
新
田
邦
光
像
は
、
昭
和
十
三
年
七
月
十
七

日
、
菅
原
道
真
像
は
、
昭
和
十
七
年
五
月
十
日
に
そ
れ
ぞ
れ
序
幕
式
が
執

行
さ
れ
た
。
新
田
邦
光
石
像
の
建
立
者
は
、
大
孝
道
教
師
の
小
林
密
蔵
、

菅
原
道
真
石
像
は
、
そ
の
妻
の
小
林
と
し
で
あ
る
。
新
田
像
の
横
に
は
影

山
が
建
立
由
来
を
記
し
た
碑
が
あ
る
。
和
気
像
の
建
立
日
持
は
調
査
中
だ

が
、
昭
和
十
七
年
五
月
か
ら
昭
和
十
八
年
一
月
の
間
と
推
測
さ
れ
る
。
な

お
、
影
山
は
、
第
五
奉
斎
と
し
て
、
北
畠
親
房
の
石
像
建
立
を
計
画
し
て

い
た
が
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
後
は
、
引
き
続
き
こ
の
事
業
の
具
体
的
な
活
動
や
各
像
の
建
立
事

情
、
関
係
し
た
人
物
、
影
山
歿
後
の
展
開
を
調
査
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま

た
、
像
の
建
立
事
業
と
と
も
に
、
絵
画
事
業
も
行
わ
れ
、
画
家
の
小
室
翠

雲
に
依
頼
す
る
な
ど
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
で
、
後
日
の
課
題

と
し
た
い
。
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自
分
の
家
を
持
た
な
い
「
旅
烏
の
生
活
」
に
、
当
代
の
都
市
人
は
強
い
不

安
を
感
じ
て
い
る
と
し
た
が
、
こ
れ
も
現
代
に
通
ず
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

金
子
の
寄
稿
文
は
、
他
の
都
市
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
建
築
家
に
よ
る
投
稿
が

都
市
創
作
の
た
め
の
技
術
論
に
陥
り
が
ち
な
状
況
に
、
一
種
の
清
涼
剤
と

し
て
機
能
し
た
と
想
像
す
る
。
金
子
の
場
合
、
神
と
は
一
神
教
の
神
に
限

定
さ
れ
ず
、
各
個
人
の
「
主
観
の
無
限
的
真
態
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
思

想
的
基
盤
に
依
拠
し
つ
つ
、
都
市
に
住
ん
で
い
て
も
、
自
由
に
充
足
し
て

生
き
る
道
を
示
し
た
。
現
代
人
の
多
く
は
都
市
部
に
住
む
が
、
金
子
が
都

市
に
求
め
た
美
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

再
臨
信
仰
を
め
ぐ
る
統
制
と
弾
圧 

│
│ 

ホ
ー
リ
ネ
ス
旧
き
よ
め
教
会
を
中
心
に 

│
│

川
口　

葉
子

　

一
九
三
三
年
、
東
洋
宣
教
会
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
は
、
監
督
中
田
重
治
独

特
の
再
臨
信
仰
に
よ
っ
て
、
日
本
聖
教
会
と
き
よ
め
教
会
へ
と
分
裂
す

る
。
中
田
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、
日
本
民
族
に
は
欧
米
列
強
か
ら
虐

げ
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
回
復
を
援
助
す
る
使
命
が
あ

り
、
こ
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
で
民
族
的
救
い
を
得
る
と
唱
え
、
ま
た
軍

部
の
大
陸
政
策
を
そ
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
説
く
よ
う
に
な
っ
た
。
中
田

に
従
っ
た
き
よ
め
教
会
は
、
聖
地
回
復
運
動
を
支
援
す
る
た
め
の
禱
告
や

送
金
を
積
極
的
に
続
け
、
一
九
四
一
年
に
は
欧
州
か
ら
敦
賀
に
避
難
し
た

ユ
ダ
ヤ
難
民
へ
の
支
援
も
行
な
っ
て
い
る
。
一
九
三
九
年
の
中
田
の
死
後

も
そ
の
教
説
を
時
局
に
接
続
し
て
展
開
す
る
こ
と
で
、
戦
争
が
進
行
す
る

状
況
の
な
か
に
日
本
民
族
の
使
命
を
見
出
す
こ
と
と
な
り
、
日
本
民
族
の

た
め
に
祈
り
働
く
愛
国
主
義
的
信
仰
は
、
戦
争
に
向
か
う
国
家
体
制
を
支

　

金
子
の
寄
稿
文
で
初
期
の
頃
は
、
都
市
を
「
芸
術
上
の
作
品
」
と
見

て
、
美
的
な
完
成
を
求
め
つ
つ
、
大
聖
の
住
む
場
所
と
し
て
の
森
林
や
、

清
流
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
現
代
的
に
い
え
ば
、
都
市
と

自
然
の
融
合
を
求
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
、
初
期
か
ら
後
期
ま
で

共
通
し
た
テ
ー
マ
と
な
る
の
は
、
都
市
で
の
人
間
生
活
の
充
実
で
あ
る
。

第
六
回
目
投
稿
「
都
市
生
活
に
対
す
る
感
想
」
や
第
九
回
目
投
稿
「
人
間

と
し
て
の
都
市
創
造
」
で
は
「
都
市
の
宗
教
化
」
を
訴
え
、
神
に
還
る
場

所
と
し
て
の
都
市
を
主
張
し
た
が
、
都
市
が
美
を
追
求
し
た
芸
術
で
あ
れ

ば
、
都
市
は
神
の
至
聖
所
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
当
時
に
お
け
る
思
想

上
・
経
済
上
・
道
徳
上
・
教
育
上
の
問
題
に
対
し
て
、
人
為
や
人
間
の
技

巧
で
は
な
く
神
に
還
り
ゆ
け
ば
、
最
も
充
足
し
た
人
間
生
活
を
営
め
る
と

主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

金
子
の
主
張
は
、
神
秘
主
義
を
通
し
て
神
へ
の
信
仰
を
発
露
し
つ
つ
、

他
方
で
実
際
に
生
き
る
人
々
の
生
活
を
論
じ
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
、
最
初

期
の
著
作
『
體
驗
の
宗
教
』（
京
文
社
・
大
正
一
一
年
）
で
は
、
神
秘
主

義
と
日
常
生
活
と
を
合
一
さ
せ
た
あ
り
方
と
し
て
、
仏
教
の
禅
宗
を
評
価

し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

第
一
一
回
目
か
ら
連
載
し
た
「
途
上
哲
学
」
は
、
金
子
が
途
上
（
路

上
）
で
見
聞
し
気
付
い
た
こ
と
を
書
き
連
ね
た
も
の
で
、
そ
の
第
一
回
目

冒
頭
で
、
道
と
は
人
間
の
道
（
大
道
）
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
自
動
車
・
オ

ー
ト
バ
イ
な
ど
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
到
来
で
修
羅
場
に
な
っ
て
い

る
と
批
判
し
つ
つ
、「
道
路
は
生
命
の
解
放
場
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
た
。

近
年
、
常
に
愛
知
県
の
交
通
事
故
死
亡
者
数
は
高
止
ま
り
だ
が
、
昭
和
初

期
に
既
に
そ
の
批
判
を
行
っ
た
金
子
の
慧
眼
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
第

七
回
目
投
稿
「
都
市
人
の
生
活
感
想
」
で
は
、
ど
こ
に
住
ん
で
も
本
当
の
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書
と
し
て
提
出
し
た
。
教
会
は
中
支
宗
教
大
同
連
盟
阿
部
義
宗
の
監
督
の

も
と
に
置
か
れ
、
阿
部
は
警
察
の
依
頼
で
信
者
の
思
想
的
再
教
育
の
た
め

毎
日
曜
日
に
説
教
を
行
い
、
全
会
員
は
阿
部
の
創
設
し
た
上
海
東
亜
キ
リ

ス
ト
教
会
に
転
会
し
た
。

　

森
は
そ
の
訊
問
の
な
か
で
、
聖
書
を
精
神
的
霊
的
に
解
す
べ
き
と
こ
ろ

を
具
体
的
に
の
み
解
釈
し
て
き
た
た
め
に
、
国
体
を
否
定
す
る
よ
う
な
信

仰
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
反
省
の
意
を
表
明
す
る
。
一
方
で
国
体
に
基
づ

く
も
の
と
し
て
の
再
臨
信
仰
の
捉
え
直
し
も
ま
た
行
わ
れ
、
日
本
民
族
の

使
命
ゆ
え
に
、
元
首
で
あ
る
天
皇
に
も
特
別
な
祝
福
が
あ
り
、
患
難
時
代

の
受
難
も
他
国
の
王
よ
り
少
な
い
と
す
る
こ
と
や
、
千
年
王
国
に
お
い
て

も
天
皇
が
キ
リ
ス
ト
の
統
治
下
に
あ
っ
て
日
本
を
治
め
、
そ
の
皇
統
は
連

綿
と
続
く
と
述
べ
る
な
ど
、
天
皇
制
国
家
に
包
摂
さ
れ
る
信
仰
的
世
界
が

生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

ホ
ー
リ
ネ
ス
弾
圧
は
、
キ
リ
ス
ト
教
全
体
を
精
神
的
霊
的
な
聖
書
解
釈

へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
検
挙
後
に
な
さ
れ
た
様
々
な
統
制

は
、
教
団
の
均
質
化
へ
と
向
か
わ
せ
た
。
聖
書
の
「
現
実
的
解
釈
」
に
よ

る
宗
教
的
領
域
か
ら
政
治
的
領
域
へ
の
具
現
化
を
阻
み
、
宗
教
的
領
域
へ

と
押
し
返
そ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
き
よ
め
教
会
の
愛
国
主
義
的
再
臨

信
仰
は
、
政
治
的
領
域
へ
の
介
入
と
し
て
取
り
締
ま
ら
れ
、
国
体
に
抵
触

し
な
い
再
臨
信
仰
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

え
る
も
の
と
な
っ
た
。
後
年
、
そ
の
よ
う
な
中
田
に
対
す
る
「
逸
脱
」
と

し
て
の
評
価
が
き
よ
め
教
会
へ
の
評
価
と
な
り
、
資
料
の
少
な
さ
と
相
俟

っ
て
こ
れ
ま
で
目
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
四
二
―
四
三
年
の
ホ
ー
リ
ネ
ス
弾
圧
、
す
な
わ
ち
日
本
基
督
教
団

第
六
部
（
旧
日
本
聖
教
会
）、
第
九
部
（
旧
き
よ
め
教
会
）、
宗
教
結
社
東

洋
宣
教
会
き
よ
め
教
会
の
ホ
ー
リ
ネ
ス
系
三
教
会
に
対
す
る
検
挙
は
、
キ

リ
ス
ト
の
地
上
再
臨
に
よ
る
千
年
王
国
建
設
に
と
も
な
う
天
皇
統
治
の
廃

止
が
、
治
安
維
持
法
に
お
け
る
国
体
の
否
定
と
見
な
さ
れ
た
た
め
で
あ

る
。
特
高
は
、
彼
ら
の
聖
書
解
釈
が
「
他
の
一
般
基
督
教
会
と
全
く
異
な

る
現
実
的
解
釈
」
を
な
し
て
い
る
と
し
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
復
興
運
動
の
観
点

か
ら
の
み
そ
れ
を
解
し
て
い
る
と
理
解
し
た
。
き
よ
め
教
会
に
つ
い
て
は

さ
ら
に
、「
大
東
亜
戦
争
は
猶
太
民
族
の
世
界
制
覇
た
る
千
年
王
国
建
設

の
為
の
神
の
経
綸
遂
行
に
外
な
ら
ず
と
て
聖
戦
の
目
的
を
歪
曲
否
定
」
す

る
も
の
と
糾
弾
し
た
。
再
臨
で
あ
れ
戦
争
で
あ
れ
、
現
実
社
会
に
聖
書
の

内
容
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
で
反
国
体
的
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
聖
書
の
「
現
実
的
解
釈
」
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
検
挙
さ
れ
た
ホ
ー
リ
ネ
ス
は
そ
の
克
服
へ
と
向
か
う
こ
と

に
な
る
。
中
田
か
ら
次
期
監
督
に
指
名
さ
れ
た
森
五
郎
（
一
八
八
七
―
一

九
六
一
）
が
監
督
退
任
後
に
牧
師
を
務
め
た
上
海
大
陸
教
会
は
、
森
の
検

挙
後
、
上
海
警
察
署
の
指
示
に
よ
り
、
元
訳
聖
書
か
ら
教
団
で
一
般
に
使

用
さ
れ
て
い
る
改
訳
聖
書
へ
、
リ
バ
イ
バ
ル
聖
歌
集
か
ら
教
団
共
通
の
讃

美
歌
へ
、
伝
道
用
出
版
物
も
教
団
出
版
局
発
行
の
教
団
機
関
紙
へ
と
変
更

に
至
る
。
九
ヶ
月
後
、
在
上
海
日
本
総
領
事
館
総
領
事
名
で
許
可
取
消
命

令
を
受
け
て
結
社
の
解
散
を
命
じ
ら
れ
、
他
の
牧
師
と
信
徒
ら
計
四
十
九

名
は
、
ホ
ー
リ
ネ
ス
の
教
理
教
義
の
信
仰
布
教
を
一
切
し
な
い
こ
と
を
誓
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れ
ら
れ
、
一
四
で
は
黒
百
合
が
立
山
の
山
の
草
で
あ
り
何
ら
か
の
関
係
が

あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
提
起
が
な
さ
れ
る
。

　

一
五
と
一
六
が
「
私
の
二
つ
の
疑
問
」
と
な
り
、
祭
文
と
そ
の
典
拠
と

の
比
較
対
照
か
ら
離
れ
た
議
論
と
な
る
。
一
五
で
は
日
本
の
民
間
文
芸
と

霊
山
の
信
仰
と
の
関
わ
り
が
問
と
し
て
出
さ
れ
、
祭
文
に
登
場
す
る
鳥
海

山
の
女
別
当
が
羽
黒
に
近
世
ま
で
は
あ
っ
た
、
し
か
し
黒
百
合
姫
の
祭
文

は
男
も
の
で
、
霊
山
の
巫
女
と
は
直
接
の
関
係
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、

と
の
推
定
が
な
さ
れ
る
。
一
六
で
は
死
者
の
行
く
先
が
山
の
頂
で
あ
っ
た

こ
と
が
月
山
・
鳥
海
を
は
じ
め
名
山
の
信
仰
の
起
源
で
は
な
か
っ
た
か
、

そ
れ
が
こ
の
祭
文
か
ら
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
、
と
の
提
唱
が
な
さ
れ

る
。
最
後
は
、
祭
文
の
考
察
か
ら
完
全
に
離
れ
て
し
ま
う
が
、『
先
祖
の

話
』（
一
九
四
六
年
）
末
尾
近
く
で
言
及
さ
れ
る
「
七
生
報
国
」
が
出
て

来
る
の
で
、
引
用
し
て
お
く
。「『
死
ね
ば
ど
こ
へ
行
く
と
思
つ
て
居
た

か
』。
斯
う
い
ふ
方
面
か
ら
も
今
一
度
、
尋
ね
て
見
る
機
会
は
無
い
と
は

言
は
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
向
つ
て
現
実
の
関
心
を
抱
く
者
は
、
今
日
の

時
代
と
し
て
は
決
し
て
我
々
垂
死
の
翁
だ
け
で
は
無
い
の
で
あ
る
。
極
楽

は
十
万
億
土
、
あ
そ
こ
へ
行
つ
て
し
ま
つ
て
は
も
う
七
生
報
国
は
出
来
な

い
か
ら
で
あ
る
」（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
七
巻
、
一
〇
四
頁
）。

　

こ
の
引
用
箇
所
に
限
定
す
れ
ば
、『
先
祖
の
話
』
の
全
八
一
パ
ー
ト
の

う
ち
六
四
「
死
の
親
し
さ
」
で
、「
日
本
人
の
多
数
が
、
も
と
は
死
後
の

世
界
を
近
く
親
し
く
、
何
か
其
消
息
に
通
じ
て
居
る
や
う
な
気
持
を
、
抱

い
て
居
た
」（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
一
〇
巻
、
一
二
〇
頁
）
と
記
さ 

れ
る
こ
と
に
通
底
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
山
臥
と
語
り
も
の
」
も

『
神
道
と
民
俗
学
』
も
、
あ
る
山
が
霊
山
と
さ
れ
る
所
以
を
死
者
の
霊
が

そ
の
頂
き
に
行
く
と
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
る
も
の
の
、『
先
祖
の
話
』
と

柳
田
國
男
の
戦
時
下
に
お
け
る
霊
山
観
念

由
谷　

裕
哉

　

柳
田
國
男
の
山
岳
に
関
わ
る
言
説
を
検
討
す
る
。
柳
田
が
一
九
一
〇
年

代
前
半
か
ら
山
伏
・
修
験
を
考
察
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
触

れ
た
こ
と
が
あ
る
（
由
谷
裕
哉
『
近
世
修
験
の
宗
教
民
俗
学
的
研
究
』
岩

田
書
院
）。
し
か
し
、
山
岳
を
死
者
の
霊
魂
と
関
連
づ
け
る
よ
う
な
立
論

は
か
な
り
遅
れ
、『
民
謡
覚
書
』（
一
九
四
〇
年
）
に
再
録
さ
れ
た
「
広
遠

野
譚
」（
初
出
一
九
三
二
年
）
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

は
追
分
の
歌
詞
な
ど
か
ら
、
死
者
の
霊
が
高
山
の
頂
上
に
進
む
信
仰
が
問

題
と
さ
れ
た
。

　

戦
時
下
に
お
い
て
こ
の
種
の
考
察
が
な
さ
れ
た
著
作
物
の
一
つ
は
、

『
神
道
と
民
俗
学
』（
一
九
四
三
年
）
で
あ
る
。
全
体
が
四
一
パ
ー
ト
に
分

か
た
れ
る
内
、
主
に
二
六
―
二
九
で
山
と
神
祭
り
と
の
関
わ
り
が
述
べ
ら

れ
る
。
二
六
で
里
宮
と
山
宮
と
の
対
立
、
卯
月
八
日
を
山
参
り
の
日
と
す

る
こ
と
、
二
七
で
は
盆
の
精
霊
送
り
以
外
の
神
送
り
、
二
八
で
は
神
の
御

鎮
座
が
山
や
丘
の
上
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
、
山
の
神
と
田
の
神
と
が
同
一

で
あ
る
こ
と
、
二
九
で
は
山
頂
を
祭
場
と
す
る
神
社
の
例
な
ど
。

　

も
う
一
つ
は
、
山
伏
祭
文
「
羽
黒
祭
文　

黒
百
合
姫
」
を
収
め
た
柳
田

國
男
編
『
黒
百
合
姫
物
語
』（
一
九
四
四
年
）
の
解
説
記
事
と
し
て
書
か

れ
た
、「
山
臥
と
語
り
も
の
」（
一
九
四
六
年
刊
の
『
物
語
と
語
り
物
』
に

「
黒
百
合
姫
の
祭
文
」
と
改
題
の
う
え
再
録
）
で
あ
る
。
全
一
六
パ
ー
ト

の
う
ち
お
よ
そ
一
三
ま
で
は
、
こ
の
祭
文
で
語
ら
れ
る
事
件
の
記
録
と
考

え
ら
れ
る
続
群
書
類
従
版
『
矢
島
十
二
頭
記
』、
戸
部
正
直
『
奥
羽
永
慶

軍
記
』
な
ど
と
、
祭
文
と
の
比
較
対
照
が
主
で
あ
る
。
一
三
の
後
半
で
山

伏
の
足
が
達
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
鳥
海
山
信
仰
と
信
州
と
の
関
わ
り
が
触
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後
で
二
〇
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
）、
初
め
て
出
会
う
人
の
逸
話
が
多
々

収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
教
組
か
ら
直
接
聞
い
た
話
を
当
人
が
書
き
残
し

て
い
た
り
、
子
孫
に
語
り
伝
え
た
話
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、

「
月
日
の
や
し
ろ
」
と
い
う
教
祖
の
あ
り
よ
う
が
、
身
近
な
体
験
と
し
て

体
得
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
「
序
文
」
は
、

「
ひ
な
が
た
の
親
た
る
教
祖
の
、
親
心
溢
れ
る
一
列
人
間
の
を
や
と
し
て

の
お
姿
を
、
あ
り
あ
り
と
目
の
前
に
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
逸
話
を
集

め
た
と
述
べ
る
。「
逸
話
」
か
ら
人
は
ど
の
よ
う
な
教
祖
を
感
じ
取
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
全
体
像
を
概
観
す
る
。

　
「
月
日
の
や
し
ろ
」
で
あ
っ
た
教
祖
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
尋
常

で
は
な
い
「
力
」「
不
思
議
」
を
現
し
た
。「
二　

お
言
葉
の
あ
る
毎
に
」

（
以
下
括
弧
内
の
漢
数
字
は
逸
話
の
番
号
）
で
は
、
立
教
（
天
保
九
年
）

当
時
、
十
四
歳
と
八
歳
で
あ
っ
た
教
祖
の
子
ど
も
た
ち
が
、「
私
達
は
、

お
言
葉
の
あ
る
毎
に
、
余
り
の
怖
さ
に
、
頭
か
ら
布
団
を
被
り
、
互
い
に

抱
き
付
い
て
ふ
る
え
て
い
ま
し
た
。」
と
伝
え
る
。
ま
た
、
七
五
日
間
の

断
食
の
中
、
徒
歩
で
四
里
の
道
を
歩
い
た
話
（
二
五　

七
十
五
日
の
断

食
）
や
、
井
筒
梅
次
郎
が
「
こ
こ
へ
、
一
寸
と
顔
を
つ
け
て
ご
ら
ん
。」

と
言
わ
れ
、
教
祖
の
片
袖
に
顔
を
つ
け
る
と
見
渡
す
限
り
の
牡
丹
が
花
盛

り
で
あ
っ
た
と
い
う
話
（
七
六　

牡
丹
の
花
盛
り
）
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら

に
い
く
つ
も
の
「
力
比
べ
」
の
逸
話
（
六
一
、
六
八
、
七
五
、
八
〇
、
八

一
、
一
一
八
、
一
三
一
、
一
七
四
）
は
そ
の
分
か
り
や
す
い
例
で
あ
る
。

「
力
比
べ
」
の
よ
う
な
逸
話
で
は
、「
そ
っ
ち
で
力
を
ゆ
る
め
た
ら
、
神
も

力
を
ゆ
る
め
る
。
そ
っ
ち
で
力
を
入
れ
た
ら
、
神
も
力
を
入
れ
る
の
や

で
。」（
一
七
四　

そ
っ
ち
で
力
を
ゆ
る
め
た
ら
）
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
信

心
の
あ
り
方
を
諭
す
姿
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

異
な
り
、
そ
の
こ
と
と
祖
霊
と
の
関
わ
り
が
ほ
ぼ
議
論
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
留
意
し
た
い
。

　

た
し
か
に
『
神
道
と
民
俗
学
』
で
は
、
三
八
で
「
と
ぶ
ら
ひ
あ
げ
」
の

後
に
「
先
祖
様
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
簡
略
に
議
論
さ
れ
、
三
九
以
降
、
そ

う
し
た
祖
霊
と
氏
神
と
が
「
氏
神
の
合
同
」（
同
上
、
三
八
八
頁
）
な
る

仮
説
を
使
っ
て
関
連
づ
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議

論
（
死
霊
の
祖
霊
化
、
祖
霊
イ
コ
ー
ル
氏
神
）
は
『
神
道
と
民
俗
学
』
に

お
い
て
、
二
六
―
二
九
で
考
察
さ
れ
た
山
宮
・
山
の
神
・
山
や
丘
の
上
で

祀
ら
れ
る
神
・
山
頂
を
祭
場
と
す
る
神
社
と
は
、
関
連
づ
け
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
教
祖
像 

│
│ 『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』
を
読
む 

│
│

堀
内
み
ど
り

　
『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』（
以
下
『
逸
話
篇
』
は
、
こ
ふ
き
委
員

会
の
編
纂
で
、
当
初
は
、
編
集
し
終
え
た
も
の
か
ら
五
〇
話
ず
つ
に
分
冊

し
て
、
全
四
集
二
〇
〇
話
が
発
行
さ
れ
た
。
第
一
集
は
昭
和
四
九
年
一

月
、
第
四
集
は
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
に
発
行
。
そ
の
後
、
内
容
の
検
討
と

字
句
の
整
理
が
行
わ
れ
、
年
代
順
に
収
録
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の

が
、
昭
和
五
一
年
一
月
、
教
祖
九
〇
年
祭
の
記
念
出
版
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
。

　

そ
の
「
は
し
が
き
」
に
は
、「
力
比
べ
は
、
教
祖
が
月
日
の
や
し
ろ
に

お
坐
し
ま
す
と
い
う
理
を
、
姿
に
表
し
て
お
見
せ
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」

と
い
う
一
文
が
載
っ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
逸
話
の
ほ
と
ん
ど
は
、

教
祖
が
六
〇
歳
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（「
月
日
（
神
）
の
や
し
ろ
」
以
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ア
ナ
キ
ズ
ム
か
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か 

│
│ 

岡
田
式
静
坐
法
言
説
の
再
検
討 

│
│

栗
田　

英
彦

　

岡
田
式
静
坐
法
（
以
下
、
静
坐
）
に
言
及
し
た
戦
後
の
研
究
で
は
、
ア

ナ
キ
ス
ト
や
社
会
主
義
者
の
実
践
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
実
際
に

は
、
国
家
主
義
・
民
族
主
義
を
自
認
す
る
実
践
者
は
多
か
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
静
坐
を
め
ぐ
る
政
治
的
言
説
の
対
立
を
追
跡
し
、
根
底
に
あ
る
問
題

を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

　

創
始
者
の
岡
田
虎
二
郎
在
世
中
に
薫
陶
を
受
け
た
人
々
の
政
治
傾
向
を

言
う
な
ら
ば
、
左
右
に
ま
た
が
る
「
革
新
」
派
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し

く
、
実
際
、
伊
藤
隆
は
「
革
新
」
派
研
究
に
お
い
て
、
静
坐
も
取
り
上
げ

る
必
要
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（『
大
正
期
「
革
新
」
派
の
成
立
』
塙

書
房
、
一
九
七
八
年
）。
し
か
し
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
岡
田
が

亡
く
な
る
と
亀
裂
が
入
る
。
こ
の
楔
を
打
ち
込
ん
だ
の
が
、
高
弟
の
木
下

尚
江
で
あ
っ
た
。
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
、
木
下
は
「
岸
本
、
橋
本
、

小
林
、
足
利
」（
他
の
高
弟
）
の
静
坐
態
度
を
批
判
し
、「
静
坐
の
講
習

会
」
を
嘲
笑
し
た
（
青
木
吉
蔵
編
著
『
木
下
尚
江
翁
語
録　

第
二
巻
』
青

木
吉
蔵
、
一
九
四
〇
年
）。
こ
こ
で
い
う
「
講
習
会
」
と
は
、
小
林
信
子

の
創
立
し
た
京
都
静
坐
社
が
主
催
す
る
も
の
で
あ
る
。
静
坐
社
同
人
に
は

天
皇
主
義
者
の
佐
藤
通
次
や
国
体
論
者
の
二
荒
芳
徳
ら
が
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
静
坐
を
論
じ
て
い
た
。
共
和
主
義
的
な
社
会
主
義
者
だ
っ

た
木
下
は
国
体
論
的
静
坐
論
に
批
判
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
佐
藤

や
二
荒
を
含
め
、
静
坐
社
に
は
木
下
に
敬
意
を
抱
く
も
の
が
少
な
く
な

く
、
一
九
三
七
年
に
木
下
が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
機
関
紙
『
静
坐
』
で
追

悼
特
集
を
組
み
さ
え
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
木
下
の
言
葉
が
伝
わ
っ
た
と

　

教
祖
が
得
意
だ
っ
た
糸
紡
ぎ
と
機
織
り
（
一
）、
歌
を
歌
う
教
祖
（
三

八
、
一
九
二
）、
日
常
（
一
二
八
、
一
八
一
、
一
九
五
）、
容
姿
（
一
九

三
）
な
ど
伝
え
る
逸
話
か
ら
は
、
教
祖
の
日
頃
の
穏
や
か
で
温
か
な
様
子

が
推
量
さ
れ
、
同
時
に
、
教
祖
に
救
わ
れ
た
逸
話
は
多
く
、
親
し
く
直
接

か
い
が
い
し
く
手
当
し
、
語
り
諭
す
姿
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も

人
は
、
教
祖
の
温
か
み
や
や
さ
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
。
教
祖
は
、
し
ば

し
ば
「
引
き
寄
せ
た
」
と
語
り
、
人
々
を
受
け
容
れ
る
。
例
え
ば
、
桝
井

キ
ク
は
、「
待
っ
て
い
た
、
待
っ
て
い
た
。」
と
迎
え
ら
れ
、「
可
愛
い
我

が
子
が
は
る
ば
る
と
帰
っ
て
来
た
の
を
迎
え
る
、
や
さ
し
い
温
か
な
言
葉

を
下
さ
れ
た
。」（
一
〇　

え
ら
い
遠
廻
り
を
し
て
）
と
言
い
、「
ほ
ん
に

成
る
程
、
こ
れ
こ
そ
本
当
の
親
や
。」
と
感
じ
た
と
い
う
。
教
組
が
、
労

り
や
労
い
の
言
葉
、
感
謝
の
言
葉
を
か
け
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
姿

は
、「
た
す
け
の
親
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
教
祖
が
「
ひ
な
が
た
の
親
」

と
し
て
天
理
教
の
信
者
に
機
能
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
親
心
」

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
教
祖
の
逸
話
か
ら
信
者
は
学
び
取
っ
て
い
く
こ

と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
祖
が
子
ど
も
好
き
で
あ
っ

た
こ
と
を
具
体
的
に
伝
え
る
逸
話
は
、
神
と
人
と
が
「
親
と
子
」
で
あ
る

と
い
う
教
え
を
目
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

教
祖
は
、『
逸
話
篇
』
を
通
し
、
信
者
に
と
っ
て
は
そ
の
足
跡
を
辿
る

べ
き
生
き
た
手
本
（
ひ
な
が
た
）、
受
け
容
れ
て
も
ら
え
る
「
親
」
と
し

て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
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に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
九
〇
年
前
後
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
問
題
が
、

岡
田
と
静
坐
を
巡
っ
て
議
論
さ
れ
た
。
そ
れ
は
同
時
代
の
問
題
意
識
の
反

映
で
あ
る
一
方
、
木
下
に
連
な
る
静
坐
法
言
説
の
展
開
と
敷
衍
の
過
程
で

も
あ
っ
た
。
だ
が
、
元
々
木
下
も
広
い
意
味
で
の
民
族
主
義
や
膨
張
主
義

と
無
縁
で
は
な
い
（
拙
稿
「
革
命
と
修
養
」『
日
本
思
想
史
学
』
四
九
号
、

二
〇
一
七
年
）。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
言
説
が
否
定
・
隠
蔽
さ
れ

る
こ
と
で
、
静
坐
が
な
ぜ
戦
前
に
左
右
を
超
え
て

0

0

0

0

0

0

流
行
し
た
の
か
見
え
に

く
く
な
っ
て
も
い
る
。
こ
こ
を
捉
え
な
け
れ
ば
、
鶴
見
や
臼
井
、
永
雄
や

伊
藤
の
言
説
の
背
後
に
あ
る
戦
前
か
ら
の
連
続
性
も
見
え
て
こ
な
い
。
ま

た
、
岡
田
に
は
倫
理
的
宗
教
論
や
東
西
の
宗
教
者
や
哲
学
者
へ
の
言
及
が

あ
る
。
宗
教
的
言
説
の
政
治
性
を
踏
ま
え
た
上
で
宗
教
史
の
文
脈
か
ら
捉

え
な
お
す
こ
と
で
、
新
た
に
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
五
井
昌
久
事
典
』
を
作
成
す
る
中
で
見
え
て
き
た
も
の

吉
田　

尚
文

　

本
発
表
で
は
、
拙
著
『
五
井
昌
久
の
思
想
と
生
涯
』（
興
山
舎
、
二
〇

一
九
年
）
を
刊
行
後
、
五
井
昌
久
の
思
想
研
究
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
っ

き
り
し
て
き
た
彼
の
思
想
の
核
心
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
筆
者
は
、
同
書

刊
行
後
、
一
般
社
団
法
人
五
井
昌
久
研
究
会
が
『
五
井
昌
久
事
典
（
仮

題
）』
を
数
年
か
け
て
作
り
た
い
と
い
う
企
画
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
に
関

す
る
作
業
を
依
頼
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
は
、
五
井
の
全
著
作
か

ら
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ま
つ
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ま
で
に
約
半
年
間
ほ
ど
、
断
続
的
に
こ
の
抽
出
作
業
を
行
っ
て
き

た
。
こ
う
し
た
過
程
の
中
で
見
え
て
き
た
五
井
の
思
想
の
核
と
い
え
る
キ

ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
、
以
下
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。

き
は
物
議
を
醸
し
た
。

　

戦
後
に
な
る
と
、
戦
前
の
「
抵
抗
者
」
と
し
て
木
下
に
注
目
が
集
ま

り
、
周
辺
の
社
会
運
動
家
や
ア
ナ
キ
ス
ト
（
田
中
正
造
、
石
川
三
四
郎
、

逸
見
斧
吉
、
望
月
百
合
子
ら
）
も
静
坐
を
し
て
い
た
こ
と
に
関
心
が
持
た

れ
た
。
特
に
鶴
見
俊
輔
や
臼
井
吉
見
の
著
述
で
は
社
会
主
義
と
静
坐
の
関

係
が
肯
定
的
に
描
か
れ
た
。
木
下
研
究
で
は
社
会
運
動
に
取
り
組
ん
だ
前

半
生
が
評
価
さ
れ
、
後
半
生
の
静
坐
実
践
の
評
価
は
、
柳
田
泉
の
研
究
を

例
外
と
し
て
お
お
む
ね
低
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
革
命
」「
自
由
」「
反

戦
」「
解
放
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
静
坐
が
論
評
さ
れ
る
。
こ
の
動
向
に

対
抗
し
て
、『
静
坐
』
誌
上
で
永
雄
策
郎
（
元
満
鉄
調
査
部
）
や
伊
藤
武

雄
（
中
国
研
究
者
）
に
よ
っ
て
、
岡
田
は
「
国
家
主
義
者
」「
民
族
主
義

者
」
だ
っ
た
と
主
張
さ
れ
た
が
、
在
野
の
静
坐
研
究
者
の
森
田
繁
治
か

ら
、
岡
田
は
「
何
を
お
い
て
も
人
間
解
放
が
前
提
だ
っ
た
」
と
即
座
に
反

論
が
あ
っ
た
（『
静
坐
』
二
八
七
〜
三
〇
二
号
、
一
九
六
〇
〜
六
一
年
）。

そ
の
後
、
静
坐
社
で
も
徐
々
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
静
坐
法
言
説

は
鳴
り
を
潜
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

再
度
議
論
が
紛
糾
し
た
の
が
清
水
靖
久
「
木
下
尚
江
の
沈
黙
」（『
思

想
』
七
七
二
号
、
一
九
八
八
年
）
が
発
表
さ
れ
た
と
き
だ
っ
た
。
清
水
は

岡
田
の
語
録
を
検
証
し
、
岡
田
は
反
戦
主
義
者
で
は
な
く
、
他
民
族
に
対

す
る
圧
迫
や
膨
張
を
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
す

る
反
論
と
し
て
小
松
幸
蔵
が
『
静
坐
』
誌
に
連
載
を
開
始
、
岡
田
が
「
忠

君
愛
国
」
を
批
判
し
、
植
民
地
の
武
断
政
治
を
戒
め
た
こ
と
を
論
じ
た
。

連
載
は
後
に
『
岡
田
虎
二
郎
』（
創
元
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
し
て
刊
行

さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
一
九
三
〇
年
代
に
天
皇
制
（
国
体
）、
六
〇
年
代
初
頭
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祈
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
彼
は
、
こ
の
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を
い
つ
も
祈
り

つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
想
念
」
を
平
和
に
し
よ
う
と
し
た
。
常
に

「
想
い
・
想
念
」
を
平
和
に
向
け
つ
づ
け
る
行
為
を
と
お
し
て
、
ま
ず
は

自
分
（
個
人
）
の
心
の
平
和
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　

五
井
の
神
学
・
教
理
の
上
で
は
、「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を
と
な
え
る

と
、
個
人
や
世
界
を
浄
め
る
「
波
動
」
な
る
も
の
が
祈
る
人
の
体
か
ら
放

射
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
祈
り
の
「
波
動
」
が
ひ
ろ
が
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
世
界
人
類
の
平
和
が
実
現
さ
れ
て
い
く
と
い
う
教
え
を
五
井
は
説
い

た
。
ま
た
、
五
井
に
よ
れ
ば
、「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を
行
ず
る
と
、「
そ

の
人
の
心
が
安
心
立
命
し
て
ゆ
き
、
そ
の
人
が
ま
ず
平
和
な
心
境
に
な
っ

て
ゆ
く
面
白
い
現
象
が
起
っ
て
く
る
」（『
霊
性
の
開
発
』、
一
三
四
頁
）

と
い
う
。
ち
な
み
に
、
五
井
研
究
を
す
る
に
あ
た
っ
て
筆
者
も
同
研
究
を

始
め
た
二
〇
一
三
年
か
ら
七
年
間
ほ
ど
、
こ
の
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を

ほ
ぼ
毎
日
と
な
え
て
み
た
。
こ
の
祈
り
に
よ
っ
て
筆
者
が
平
和
な
心
境
に

な
っ
た
か
ど
う
か
、
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
五
井
の
い
う
よ

う
に
「
世
界
人
類
の
平
和
」
と
い
う
非
常
に
壮
大
な
祈
り
を
想
う
こ
と

で
、
日
常
の
些
細
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
く
な
り
、
結
果
的
に
穏
や
か
で

平
和
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
想
念
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
し
、
五
井

昌
久
の
平
和
思
想
の
核
心
が
「
想
念
」
と
い
う
用
語
に
こ
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
五
井
の
始
め
た
「
祈
り
に
よ
る
世
界
平
和
運
動
」
と

は
、
人
々
の
「
想
念
」
を
平
和
す
る
た
め
の
取
り
組
み
で
あ
る
、
と
も
言

え
よ
う
。

　

五
井
昌
久
の
著
作
を
読
む
と
気
づ
く
の
が
、
五
井
は
、
同
じ
よ
う
な
内

容
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
る
の

は
、
彼
が
そ
れ
を
重
要
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、

彼
が
た
び
た
び
口
に
す
る
「
想
念
・
想
い
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目

す
る
。

　

こ
れ
か
ら
記
す
こ
と
は
、
五
井
の
神
学
・
教
理
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

る
。

　

五
井
は
、
著
作
（『
我
を
極
め
る
』、
三
二
頁
）
の
中
で
、「
想
念
の
在

り
方
」
を
大
切
に
し
て
い
る
、
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
想
念
」
の
在

り
方
が
自
分
（
個
人
）
の
運
命
や
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
説
く
。
彼

は
、
言
葉
・
行
い
の
在
り
方
も
大
切
と
す
る
が
、
と
り
わ
け
、「
想
い
・

想
念
」
の
在
り
方
を
問
い
つ
づ
け
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
想
念
」
を

平
和
に
す
る
こ
と
を
彼
は
説
い
た
。
五
井
は
、「
想
念
」
の
な
か
に
敵
を

み
と
め
ず
、「
想
念
・
想
い
」
は
ひ
た
す
ら
平
和
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
し

た
。
心
の
中
の
世
界
を
彼
は
特
に
重
視
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日

頃
か
ら
の
「
想
念
・
想
い
」
を
平
和
に
す
る
た
め
方
法
と
し
て
、
五
井
は

「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を
と
な
え
つ
づ
け
る
こ
と
を
す
す
め
た
。
五
井
の

理
念
に
よ
れ
ば
、
最
上
の
「
想
い
・
想
念
」
と
は
、「
世
界
人
類
が
平
和

で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
で
は
じ
ま
る
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
（『
我
を
極
め
る
』、
一
〇
一
頁
参
照
）。

　

五
井
昌
久
は
、「
平
和
」
ひ
と
す
じ
に
生
き
た
宗
教
者
だ
っ
た
。
徹
底

し
て
「
平
和
」
を
も
と
め
た
が
、
そ
れ
に
は
彼
な
り
の
信
念
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
信
念
に
つ
い
て
、
五
井
は
、「
世
界
人
類
の
平
和
が
、

神
の
み
心
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
述
べ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
神
の
み

心
」
に
応
答
す
る
よ
う
に
「
世
界
人
類
が
平
和
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
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蓮
華
院
版
「
観
心
十
法
界
図
」
と
善
光
寺
信
仰

小
林　

順
彦

　

中
国
宋
代
の
慈
雲
大
師
遵
式
が
著
し
た
『
観
心
十
法
界
図
』（
以
下
『
十

界
図
』
と
略
）
は
、
日
本
で
は
そ
の
図
の
上
に
勧
化
文
を
加
え
た
形
が
室

町
期
以
降
、
特
に
江
戸
時
代
に
広
く
流
布
し
、
庶
民
に
対
す
る
布
教
の
ツ

ー
ル
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。

　
『
十
界
図
』
は
そ
の
名
の
通
り
、
図
の
中
心
に
「
心
」
の
字
を
配
し
、

そ
こ
か
ら
地
獄
か
ら
仏
ま
で
の
十
界
が
生
じ
て
い
る
様
相
を
な
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
全
て
の
法
界
は
「
心
」
よ
り
生
ず
る
の

で
あ
り
、
心
の
持
ち
よ
う
に
よ
っ
て
地
獄
に
も
な
れ
ば
仏
に
も
な
る
と
い

う
教
え
を
図
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
四
隅
に
は
所
謂
「
破
地
獄
偈
」

と
言
わ
れ
る
「
若
人
欲
了
知　

三
世
一
切
仏　

応
観
法
界
性　

一
切
唯
心

造
」
と
い
う
八
十
『
華
厳
』
の
偈
文
が
一
句
ず
つ
配
当
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
偈
文
が
「
破
地
獄
偈
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、『
華
厳
経
伝
記
』
に
あ

る
王
氏
蘇
生
説
話
に
そ
の
源
流
が
認
め
ら
れ
る
が
、『
十
界
図
』
が
日
本

に
流
布
し
、
勧
化
文
に
弥
陀
浄
土
信
仰
が
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

「
破
地
獄
」
の
意
味
合
い
が
急
速
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
良
い
例
が
、
信
州
善
光
寺
蓮
華
院
版
『
十
法
界
図
』（
以
下
『
蓮

華
院
版
』
と
略
）
で
あ
る
。『
十
界
図
』
は
前
述
の
如
く
、
天
台
僧
で
あ

っ
た
遵
式
が
丞
相
王
欽
若
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の

法
界
観
は
あ
く
ま
で
天
台
的
な
理
解
で
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
十
界
互

具
」「
一
念
即
空
仮
中
」
の
妙
理
を
悟
り
、
成
仏
を
目
指
す
事
を
意
図
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
道
理
の
理
解
を
庶
民
に
求
め
る
こ
と
は
、

非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
遵
式
が
こ
の
道
理
を
庶
民
に
も
イ
メ
ー
ジ

し
易
い
よ
う
、
図
と
し
て
考
案
し
た
の
が
『
十
界
図
』
な
の
で
あ
る
。

『
十
界
図
』
が
日
本
に
入
っ
て
く
る
と
、
そ
の
形
は
更
に
浄
土
信
仰
と
融

合
す
る
形
で
変
容
を
遂
げ
た
。
即
ち
一
般
庶
民
が
成
仏
す
る
直
路
は
、
弥

陀
の
本
願
に
頼
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
の
が
『
蓮
華
院
版
』
で
あ
る
。

『
蓮
華
院
版
』
の
勧
化
文
の
後
段
に
は
、「
吾
が
心
に
十
界
十
如
三
千
の
法

具
せ
ば
、
十
万
億
土
も
我
心
内
の
浄
土
な
れ
ば
、
已
に
遠
か
ら
ず
。
本
性

弥
陀
を
顕
す
と
心
得
て
、
称
念
す
れ
ば
信
願
行
備
わ
り
、
真
の
融
通
念
仏

に
し
て
、
其
の
功
徳
大
い
に
深
し
云
々
」
と
し
て
弥
陀
、
こ
こ
で
は
特
に

善
光
寺
如
来
の
功
徳
が
『
十
界
図
』
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴

で
あ
り
、
延
い
て
言
え
ば
本
来
の
天
台
的
観
心
と
融
通
念
仏
の
会
通
が
図

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
は
決
し
て
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
遵
式
と
同
門

の
四
明
知
礼
が
已
に
提
唱
し
て
い
る
。
知
礼
は
『
妙
宗
鈔
』
の
な
か
で
約

心
観
仏
説
を
唱
え
、
天
台
の
観
心
は
能
所
を
超
え
た
心
仏
不
二
な
も
の
で

あ
る
か
ら
、
当
体
は
そ
の
ま
ま
全
是
で
あ
る
と
し
た
。
即
ち
己
心
を
念
ず

る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
西
方
の
弥
陀
を
念
ず
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い

う
。
従
っ
て
「
互
具
」
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
極
楽
が
遙
か
西
方
十
万
億

土
の
先
に
あ
る
と
雖
も
己
心
に
具
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
道
理

を
合
点
し
て
称
名
念
仏
を
す
れ
ば
、
信
願
行
が
自
ず
と
備
わ
り
、
安
楽
の

道
が
開
か
れ
る
と
い
う
。
易
行
念
仏
の
導
入
に
よ
り
、
大
方
の
庶
民
の
布

教
に
、
そ
の
存
在
意
義
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
『
十
界
図
』
は
華
厳
が
説
く
唯
心
思
想
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
が

通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
『
十
界
図
』
が
単
に
華
厳
の
唯
心
縁
起
を

Ｃ
グ
ル
ー
プ
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す
な
わ
ち
仏
・
法
・
僧
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
仏
に
帰
依
し
て

た
て
ま
つ
る
、
法
に
帰
依
し
て
た
て
ま
つ
る
、
僧
に
帰
依
し
て
た
て
ま
つ

る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
の
仏
教
国
で
も
、
ど
こ
の
仏
教
民
族
で
も
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
で
と
な
え
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
は
「
三
宝
に
帰
依
す
る
」
と
い
う
文
句
を
表

現
し
て
い
る
の
で
、
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
。

　

成
立
史
的
に
み
る
と
、「
法
（
ダ
ル
マ
、
ダ
ン
マ
）」
の
観
念
が
成
立
、

そ
れ
を
自
覚
し
た
「
ブ
ッ
ダ
」
の
観
念
が
、
そ
の
の
ち
に
、
ブ
ッ
ダ
の
も

と
に
集
ま
る
「
サ
ン
ガ
（
僧
団
）」
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、「
仏
」
と
「
法
」
と
「
サ
ン
ガ
」

と
の
三
者
に
ま
と
め
る
傾
向
が
圧
倒
的
に
な
り
、「
三
宝
」
と
い
う
も
の

が
仏
教
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
慮
す
る
。

二　

仏　

仏
と
い
う
の
は
、
ブ
ッ
ダ
（
仏
、
仏
陀
）
の
こ
と
。

　

ブ
ッ
ダ
と
は
「
覚
っ
た
人
」
と
い
う
意
味
で
、
事
実
を
知
る
こ
と
、
あ

る
い
は
事
実
に
気
が
つ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、「
目
覚
め
た
人
」

と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
こ
の
世
の
真
実
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
見
透
か

し
た
人
、
そ
れ
が
ブ
ッ
ダ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
仏
教
が
興
っ
た
時
代
に

お
け
る
諸
文
献
か
ら
見
る
と
、
個
別
的
な
個
々
の
宗
教
と
は
関
わ
り
な
し

に
、
聖
者
、
覚
り
を
得
た
人
は
「
ブ
ッ
ダ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
ブ
ッ
ダ
は
讃
嘆
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
き
、
次
第
に
神
格
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
仏
教
の
場
合

で
言
う
と
、
最
初
期
に
は
、
帰
依
す
べ
き
三
つ
の
宝
の
一
つ
と
し
て
の
ブ

ッ
ダ
は
、
釈
尊
そ
の
人
だ
け
を
指
し
た
。

三　

法　

法
と
い
う
の
は
、
ダ
ル
マ
の
こ
と
。

　

仏
教
の
中
心
観
念
を
な
す
「
ダ
ル
マ
」
は
、「
保
持
す
る
力
を
も
つ
も

説
く
こ
と
を
意
図
す
る
な
ら
ば
、
全
く
勧
善
懲
悪
を
勧
め
る
啓
蒙
図
と
な

っ
て
し
ま
い
、
何
も
敢
え
て
「
破
地
獄
偈
」
を
挿
入
す
る
必
要
は
な
い
。

丞
相
王
欽
若
は
『
十
界
図
』
の
序
の
最
初
に
「
破
地
獄
偈
」
を
出
し
て
い

る
が
、
続
け
て
こ
の
図
は
天
台
智
顗
が
説
く
三
種
観
法
の
従
行
観
に
基
づ

く
と
述
べ
て
い
る
。
天
台
は
観
心
を
説
く
が
こ
れ
は
単
な
る
唯
心
説
で
は

な
い
。
華
厳
が
従
果
向
因
を
説
く
の
に
対
し
、
天
台
の
観
心
は
従
因
向
果

を
説
く
。
そ
の
意
か
ら
す
れ
ば
「
破
地
獄
偈
」
に
い
う
「
一
切
唯
心
造
」

の
「
造
」
は
、「
造
り
出
す
」
の
意
で
は
な
く
、
一
法
界
に
他
の
九
法
界

を
も
具
す
と
い
う
、
性
具
の
相
を
己
心
に
観
る
べ
き
事
を
示
唆
し
て
い
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
の
基
本
「
三
宝
」
に
つ
い
て

冨
田　

信
隆

　

改
め
て
、
仏
教
と
は
何
か
を
考
え
る
。
仏
教
は
自
ら
ブ
ッ
ダ
を
宣
言
し

た
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
（
釈
尊
）」
を
創
始
と
す
る
。
ま
た
、
釈
尊
と

そ
の
弟
子
た
ち
と
の
言
行
を
伝
え
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
阿
含
経
典
は
、

百
余
年
間
の
口
伝
を
経
て
、
よ
う
や
く
原
型
に
整
備
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

釈
尊
入
滅
後
数
世
紀
を
隔
て
新
た
な
る
「
大
乗
の
諸
仏
」
が
登
場
し
、
大

乗
諸
経
典
が
大
量
に
創
作
さ
れ
た
。
後
者
を
信
奉
し
て
、
中
国
、
朝
鮮
半

島
、
日
本
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
北
方
の
大
乗
仏
教
圏
が
広
が
り
、
他
方

に
、
今
日
い
っ
そ
う
活
発
な
東
南
ア
ジ
ア
一
帯
の
仏
教
は
、
阿
含
経
典
の

伝
統
を
守
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
全
仏
教
圏
に
通
じ
る
「
三
宝
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

一　

三
宝　

帰
依
す
べ
き
三
つ
の
宝
「
仏
・
法
・
僧
」
を
指
す
。
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に
つ
い
て
―
初
期
仏
教
に
お
け
る
」（
八
八
巻
別
冊
、
二
〇
一
五
年
）
を

引
き
続
ぐ
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
検
討
を
加
え
る
用
語
は
、vaśa

（
ヴ

ェ
ー
ダ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
とvasa

（
パ
ー
リ
語
、
半
マ
ガ
ダ

語
）
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
派
生
語
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
用
語
は
、
神
々
に
お
け
る
支
配
や
王
権
の
支
配
に
使
用
さ
れ

る
。
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
上
記
ペ
ー
パ
ー
を
参
照
さ
れ
た
し
。

仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
、
支
配
を
如
何
に
考
え
て
い
た
か
。
仏
・
ジ
ャ
で

は
神
々
の
支
配
や
王
権
の
支
配
は
直
接
的
に
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
仏
・

ジ
ャ
に
は
煩
悩
に
よ
る
支
配
が
あ
っ
た
。
個
々
の
修
行
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の

内
面
に
あ
る
煩
悩
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
を
支
配
・
束
縛
す
る
と
い
う
図

式
で
あ
る
。
仏
典
に
はkilesa-vasa

と
い
う
複
合
語
も
散
見
さ
れ
る
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
で
は
カ
シ
ャ
ー
ヤ
の
四
種
：
怒
り
、
慢
、
偽
り
、
貪
り
に
よ

る
支
配
が
代
表
的
で
あ
る
（
二
〇
一
九
年
口
頭
発
表
）。

　

さ
て
、「
願
力
」
と
い
う
用
語
の
意
味
・
概
念
を
検
討
す
る
。
先
ず
、

『
大
智
度
論
』「
仏
土
願
釋
論
」
か
ら
諸
菩
薩
の
発
願
に
つ
い
て
見
る
。
諸

菩
薩
は
、
諸
仏
の
世
界
の
無
量
に
厳
浄
な
る
を
見
て
、
種
々
の
願
を
発
せ

り
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
諸
の
浄
土
経
典
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
が
種
々
の

発
願
す
る
の
に
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
宇
野
恵
教
、
二

〇
一
六
）。
発
願
は
、
行
業
清
浄
な
菩
薩
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
ば
か
り

で
は
な
い
。
三
十
三
天
・
ヤ
ー
マ
天
な
ど
神
々
の
世
界
に
生
天
し
よ
う
と

す
る
在
家
的
誓
願
も
あ
る
（
藤
田
宏
達
、
二
〇
〇
六
）。
そ
し
て
、
心
に

常
に
念
著
し
、
願
楽
し
て
捨
て
な
け
れ
ば
、
命
終
の
後
、
生
天
す
る
。
こ

れ
は
皆
、
願
力
の
所
得
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
菩
薩
も
そ
れ
と
同
じ

く
浄
世
界
の
願
を
修
し
て
、
そ
の
願
の
力
に
よ
っ
て
勝
果
を
達
成
す
る
と

い
う
（
宇
野
）。
こ
こ
で
は
、
大
乗
菩
薩
の
誓
願
が
在
家
的
誓
願
に
よ
っ

の
」
を
意
味
す
る
。
法
則
・
真
理
・
正
し
い
教
え
や
、
こ
の
世
界
を
構
成

す
る
事
象
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
有
す
る
。

　

ダ
ル
マ
の
起
源
は
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
と
さ
れ
、
即
ち
、
人
間
の
側
に
立
っ

て
、
人
間
生
活
を
秩
序
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
ダ
ル
マ
が
、
高
く
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
ダ
ル
マ
こ
そ
最
高
の
真
理
で
あ
り
、
全
世
界

の
根
底
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
く
る
。
原
始
仏
教
で
は
、
人
間
が
い
か
な

る
時
、
い
か
な
る
所
に
お
い
て
も
、「
遵
守
す
べ
き
永
遠
の
理
法
」
が
あ

る
と
考
え
、
そ
れ
を
「
法
」
と
呼
ん
だ
。

四　

僧　

僧
と
い
う
の
は
、
サ
ン
ガ
（
僧
伽
、
略
し
て
僧
）
の
こ
と
。

　

サ
ン
ガ
の
集
ま
り
、
狭
い
意
味
で
の
仏
教
教
団
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
は
次

の
四
種
類
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

出
家
者
（
比
丘
、
比
丘
尼
）、
在
家
者
（
在
俗
信
者
の
男
性
、
在
俗

信
者
の
女
性
）

　

僧
（
サ
ン
ガ
）
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
修
養
に
つ
と
め
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
自
分
は
ひ
と
り
で
い
て
も
、
修
養
に
つ
い
て
指
導

し
て
く
れ
る
人
が
必
要
に
な
る
。
よ
き
友
を
持
て
ば
、
ま
じ
め
に
修
養
に

つ
と
め
て
い
る
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、
お
の
ず
か
ら
心
が
通
い
合
う
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
聡
明
な
友
を
得
た
な
ら
ば
、
と
も
に
行
ぜ
よ
、
と

も
に
歩
め
、
と
い
う
こ
と
も
教
え
ら
れ
る
。
や
が
て
高
い
目
的
の
た
め
に

協
力
す
る
と
い
う
関
係
が
成
立
し
た
と
考
え
る
。

願
力
に
つ
い
て 

│
│ vaśa, vasa 

│
│

杉
岡　

信
行

　

こ
の
研
究
は
、『
宗
教
研
究
』「
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
支
配
に
つ
い
て

―vaśa

とvasa

」（
八
五
巻
四
号
、
二
〇
一
二
年
）
と
「
支
配
（vasa

）
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れ
ら
のvasa

とvaśa

はkilesa-vasa

のvasa

と
関
係
が
あ
る
の
か

無
い
の
か
。
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

仏
教
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
系
譜

望
月　

海
慧

　

最
古
の
仏
教
文
献
の
一
つ
で
あ
る
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
は
、「
経

集
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
教
説
を
形
式
で
分
類
し
た
九
分
教
の
「
経
」

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
仏
教
文
献
は
あ
る
種
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
多
く
の
経
典
が
創
作
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
一
方
で
は
、
パ
ー
リ
仏
教
の
ニ
カ
ー
ヤ
や
大
乗
経

典
の
「
大
宝
積
経
」「
大
集
経
」「
大
方
広
仏
華
厳
経
」
の
よ
う
に
、
個
々

の
大
乗
経
典
が
さ
ら
な
る
大
経
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま

た
、
他
方
で
は
、
経
典
の
経
文
を
抜
粋
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
文
献
が
編
纂

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
か
ら
東
ア
ジ
ア
に
至
る
ま

で
の
様
々
な
地
域
で
編
纂
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
文
献
を
取
り
上
げ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

　

イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
で
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
『
大
乗
宝
要
義

論
』、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
の
『
集
菩
薩
学
論
』、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の

『
大
経
集
』
が
知
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
も
の
は
仏
の
生
誕
か
ら
仏
・
菩

薩
の
偉
大
性
に
入
る
こ
と
ま
で
の
十
一
章
に
、
第
二
の
も
の
で
は
布
施
波

羅
蜜
か
ら
福
徳
の
増
長
に
至
る
十
九
章
に
、
第
三
の
も
の
で
は
出
家
者
へ

の
布
施
か
ら
布
施
の
功
徳
ま
で
の
三
十
七
章
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
題
に
沿

っ
た
経
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
は
、
編
者
自
身
の
言
葉

で
は
な
く
、
引
用
さ
れ
る
経
文
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
菩
薩
行
の
次
第
を
論

じ
る
形
式
で
著
さ
れ
て
い
る
。

て
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
両
誓
願
の
勝
果
達
成
は
、
と
も

に
願
力
に
よ
る
所
得
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
願
力
、
願
力
な
る
語
は
浄
土
教
の
専
売
特
許
で
は
な
い
と
し
て
、
本

願
力
の
原
語
はPūrva pran. idhāna vaśa

の
よ
う
で
あ
る
（
稲
城
選

恵
、
一
九
七
〇
）
と
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
『
梵
文
無
量
寿
経
』
の
和
訳
か
ら
引
用
す
る
。「
実
に
、
ま
た
、
ア
ー
ナ

ン
ダ
よ
、
か
し
こ
に
す
で
に
生
ま
れ
、
今
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
、
未
来
に
生

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
求
道
者
た
ち
は
、
す
べ
て
、
一
生
だ
け
こ
の

世
に
つ
な
が
れ
て
い
る
者
ど
も
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
後
は
た
だ
、
こ
の
上

な
い
正
し
い
覚
り
を
得
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
誓
願
の
力

に
よ
っ
て
〔
迷
い
の
世
界
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
〕
大
獅
子
吼
を
な
し
、

広
大
な
〔
慈
悲
の
〕
鎧
を
つ
け
、
一
切
の
生
け
る
者
ど
も
を
こ
と
ご
と
く

永
遠
の
平
安
に
み
ち
び
き
入
れ
る
こ
と
に
精
励
し
て
い
る
求
道
者
た
ち
を

除
く
」（
中
村
元
訳
）。
一
生
補
処
が
決
定
さ
れ
て
い
る
求
道
者
と
は
別

に
、
迷
い
の
世
界
の
中
に
留
ま
っ
て
い
て
も
、
大
獅
子
吼
を
な
し
た
り
、

慈
悲
の
鎧
を
身
に
つ
け
、
一
切
の
衆
生
を
永
遠
の
平
安
に
入
れ
る
こ
と
が

出
来
る
の
は
、
願
力
（pran. idhāna vaśa

）
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
言
う
。

　

さ
て
、vaśa

に
はvaśitā

（
支
配
、
統
治
）
と
い
う
派
生
語
が
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
分
の
意
志
に
従
わ
せ
る
超
自
然
的
な
力
、
無
限
の
力

と
い
う
意
味
・
概
念
を
持
つ
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
菩
薩
の
十
自
在
が

あ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
命
自
在
・
心
自
在
、
財
自
在
、
業
自
在
、
生

自
在
、
勝
解
自
在
、
法
自
在
、
願
自
在
、
神
通
自
在
、
智
自
在
の
十
で 

あ
る
。
こ
の
中
の
願
自
在
の
原
語
は
、pran. idhāna-vaśitā

で
あ
る

（M
onier-W

illiam
s

）。
願
力
に
つ
い
て
少
し
纏
め
て
み
た
。

　

願
力
の
力
の
原
語
はvasa

かvaśa

の
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
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の
経
典
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
独
自
の
教
義
を
立
証
す

る
た
め
の
論
拠
と
し
て
多
く
の
経
文
を
引
用
し
た
著
作
を
見
る
こ
と
も
で

き
る
。
例
え
ば
、
空
海
の
『
弁
顕
密
二
教
論
』
は
顕
教
に
対
す
る
密
教
の

優
位
性
を
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
は
念
仏
に
よ
り
浄
土
に
往
生
す
る
こ

と
を
、
親
鸞
の
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
（
教
行
信
証
）』
は
浄
土
へ

の
往
還
を
経
文
に
よ
り
論
証
す
る
形
式
で
著
さ
れ
て
お
り
、
依
拠
す
る
経

典
に
限
定
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
編
者
の
意
図
を
経
文
の
引
用
に
よ

り
論
じ
た
文
献
と
言
え
る
が
、
伝
播
し
た
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が

あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
現

代
に
お
い
て
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

『
モ
ン
ゴ
ル
佛
教
史
』
と
『
蒙
古
源
流
』

阿
部　

真
也

　

本
稿
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
版
『
モ
ン
ゴ
ル
佛
教
史
』（
以
下H

M
B

）
と

『
蒙
古
源
流
』（
以
下ET

）
両
者
の
比
較
を
行
い
、
そ
の
異
同
に
つ
い
て

検
討
す
る
。ET

は
、
一
六
六
二
年
に
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
子
孫
で
あ

っ
た
サ
ガ
ン
・
セ
チ
ェ
ン
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
年
代
記
で

あ
る
。
一
方
、H

M
B

は
、
一
八
一
九
年
に
ジ
グ
メ
・
リ
グ
パ
イ
・
ド
ル

ジ
ェ
に
よ
っ
て
完
成
し
た
と
資
料
内
に
あ
る
。
両
者
の
成
立
の
間
に
は
、

一
五
〇
年
余
り
の
年
月
が
あ
る
。
た
だ
し
、H

M
B

の
成
立
時
期
は
チ
ベ

ッ
ト
語
版
の
も
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
語
版
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
確
定
で
き
て
い
な
い
。
本
稿
で
使
用
す
る
写
本
は
一
九
四
四
年

に
書
写
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
版
と
モ
ン
ゴ
ル
語
版
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
大
筋
に
お
い
て
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

　

上
座
仏
教
の
パ
ー
リ
文
献
で
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ア
リ
ヤ
ヴ
ァ
ン
サ
に

よ
る
『
ス
ッ
タ
・
サ
ン
ガ
ハ
』
や
シ
ッ
ダ
ッ
タ
に
よ
る
『
サ
ー
ラ
・
サ
ン

ガ
ハ
』
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
布
施
か
ら
随
喜
ま
で
の
七

章
に
、
後
者
で
は
仏
に
な
る
決
意
か
ら
世
界
の
形
状
ま
で
の
四
十
章
に
、

上
座
部
聖
典
の
経
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
よ
う
な
仏
教

の
教
義
が
経
文
に
よ
り
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
、
経
典
よ
り
も
論
書
の
方
が
読
ま
れ
る
傾
向
が
あ

り
、
ま
た
、
著
作
に
引
用
さ
れ
る
経
文
も
先
行
す
る
論
書
や
ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー
か
ら
の
孫
引
き
が
多
い
。
ガ
ム
ポ
パ
の
『
道
次
第
解
脱
荘
厳
論
』
で

は
、
成
仏
の
原
因
か
ら
仏
の
事
業
ま
で
の
二
十
一
章
に
お
い
て
経
典
と
論

書
を
引
用
し
な
が
ら
悟
り
へ
の
階
梯
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の

弟
子
で
あ
る
ド
ル
ジ
ェ
・
ゲ
ル
ポ
の
『
宝
経
集
』
で
は
、
了
義
経
が
そ
の

目
的
か
ら
一
乗
ま
で
の
五
項
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
乗
が
さ
ら
に
細
分
化
さ

れ
、
大
印
契
な
ど
の
密
教
の
教
義
に
よ
り
解
説
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
著
者

の
言
葉
は
こ
の
詳
細
な
科
文
の
み
で
あ
り
、
そ
の
項
目
を
経
文
に
よ
り
解

説
す
る
形
式
で
著
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
仏
教
で
は
、
教
相
判
釈
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
経
典
を
研
究
す
る
こ

と
で
宗
派
が
形
成
さ
れ
た
た
め
に
、
多
様
な
経
典
を
ま
と
め
る
よ
り
も
、

所
依
の
経
典
に
対
し
て
注
釈
書
を
著
わ
す
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
仏
教
用
語
を
経
文
の
引
用
に
よ
り
解
説
す
る
事
典
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

も
見
ら
れ
る
。
宝
唱
の
『
経
律
異
相
』
で
は
、
天
部
か
ら
地
獄
部
ま
で
の

二
十
一
部
に
、
道
世
の
『
法
苑
珠
林
』
で
は
劫
量
篇
か
ら
伝
記
篇
ま
で
の

百
篇
に
、『
諸
経
要
集
』
で
は
三
宝
部
か
ら
雑
要
部
ま
で
の
三
十
部
百
八

十
五
縁
に
経
律
論
が
引
用
さ
れ
、
各
事
項
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
仏
教
で
は
、
中
国
仏
教
と
同
じ
よ
う
に
、
各
宗
派
に
お
い
て
所
依
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①ET

の
み
、
犀
の
よ
う
な
毛
が
生
え
、
と
あ
る
。
②
眼
に
つ
い
て
、

ET

は
下
か
ら
上
に
閉
じ
る
、H

M
B

は
半
眼
、
と
あ
る
。
③H

M
B

の

み
、
手
の
ひ
ら
に
法
輪
の
図
が
あ
る
、
と
す
る
。
④H

M
B

の
み
、
吉

祥
の
印
を
理
解
で
き
な
く
て
恐
れ
た
と
説
明
す
る
。
⑤H

M
B

は
、
椅

子
に
座
ら
せ
て
頚
に
乗
せ
た
の
が
四
人
で
あ
る
、
と
す
る
。ET

は
人
数

を
明
記
し
な
い
。
⑥ET

は
、
名
前
を
モ
ン
ゴ
ル
語
に
意
訳
し
た
が
、

H
M

B

は
し
て
い
な
い
。

　

③
と
④
は
仏
の
三
十
二
相
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、H

M
B

と

ET

に
共
通
す
る
表
現
と
し
て
、「
指
の
間
に
膜
が
あ
る
（
水
か
き
が
あ

る
）」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も
明
ら
か
に
三
十
二
相
か
ら
く
る
も

の
で
あ
る
。
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
仏
教
に
基
づ
く
表
現
が

多
い
。

　

モ
ン
ゴ
ル
の
王
統
に
お
い
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
王
の
息
子
ボ
ル
テ
・
チ
ノ

が
モ
ン
ゴ
ル
の
地
に
行
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
共

通
す
る
。
し
か
し
、
五
本
の
矢
の
話
の
よ
う
に
有
名
な
話
を
比
較
す
る

と
、
大
筋
は
同
じ
だ
が
、
違
う
点
も
あ
る
。
版
本
の
違
い
に
よ
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
編
集
の
方
針
に
よ
る
の
か
、
理
由
は
現
時
点
で
は
は
っ
き
り

し
な
い
。
仏
教
の
教
理
等
の
記
述
に
つ
い
て
は
、ET

は
参
考
書
で
あ
る

『
彰
所
知
論
』
の
影
響
が
大
き
く
、H

M
B

は
、
著
者
自
身
の
知
識
か
ら

く
る
と
こ
ろ
も
多
い
よ
う
に
み
え
る
。
文
献
全
体
の
内
容
は
、H

M
B

は

モ
ン
ゴ
ル
に
仏
教
が
い
か
に
広
が
っ
て
い
っ
た
か
を
記
し
、ET

は
モ
ン

ゴ
ル
王
統
史
と
仏
教
を
合
わ
せ
て
述
べ
る
。
文
献
著
作
の
目
的
は
異
な
る

が
、
両
者
の
間
に
は
多
く
の
共
通
点
も
あ
る
。（
注
記
略
）

H
M

B

は
参
考
文
献
と
し
て
、ET

等
の
モ
ン
ゴ
ル
の
文
献
、
チ
ベ
ッ
ト

の
聖
賢
者
の
善
説
法
と
二
種
に
分
け
て
挙
げ
る
。

　

モ
ン
ゴ
ル
の
年
代
記
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
王
統
は
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト

に
つ
な
が
る
も
の
と
す
る
形
式
が
多
い
。H

M
B

とET

も
そ
の
形
式

で
あ
る
。
両
者
に
は
同
じ
話
が
幾
つ
か
出
て
く
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
王
統

の
最
初
の
部
分
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
イ
ン
ド
の
王
統
に
つ
い
て

は
、ET

は
あ
る
程
度
の
分
量
の
記
述
が
あ
る
が
、H

M
B

は
ご
く
わ
ず

か
の
記
述
し
か
な
い
。

　

H
M

B

に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
シ
ャ
ー
キ
ャ
・
リ
ッ
チ

ャ
ビ
の
一
族
の
一
人
の
王
か
ら
瑞
相
を
備
え
た
息
子
が
一
人
生
ま
れ
た
。

そ
の
眼
は
半
眼
で
、
か
し
こ
い
眉
を
持
ち
、
歯
は
貝
の
よ
う
に
列
を
な

し
、
も
う
一
方
の
歯
に
ぴ
っ
た
り
合
わ
さ
り
、
手
の
ひ
ら
に
法
輪
の
図
が

あ
り
、
指
の
間
に
膜
が
あ
る
も
の
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
だ
が
、
吉
祥

の
印
を
理
解
で
き
ず
に
不
吉
で
あ
る
と
お
そ
れ
、
銅
の
入
れ
物
に
入
れ
、

ガ
ン
ジ
ス
川
に
捨
て
た
。
そ
れ
を
農
夫
が
拾
っ
て
育
て
、
そ
の
子
が
大
き

く
な
っ
た
時
に
、（
農
夫
が
）
昔
の
こ
と
を
語
っ
た
の
を
聞
い
て
、
心
が

痛
み
、
雪
に
お
お
わ
れ
た
高
地
に
隠
棲
す
る
よ
う
に
な
り
、（
そ
れ
を
）

牧
民
た
ち
が
見
て
「
何
処
か
ら
来
た
の
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
私
は

国
王
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、
指
で
虚
空
を
指
し
た
。
ま
さ
に
天
か
ら
降
り

て
き
た
者
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
地
の
王
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
る

と
、
木
の
椅
子
に
座
ら
せ
て
、
四
人
の
頚
に
の
せ
て
、
す
べ
て
の
チ
ベ
ッ

ト
の
人
が
敬
い
、
そ
の
名
を
ニ
ャ
テ
ィ
・
ツ
ァ
ン
ボ
と
名
付
け
た
。」（
〇

〇
二
一
九
〜
〇
〇
三
一
一
）

　

ET

と
比
較
す
る
と
、
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
が
、
異
な
る
点
も
あ
る
。

以
下
に
違
い
を
ま
と
め
る
。
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両
者
に
あ
る
小
分
類
の
利
益
要
素
の
合
計
は
、「
今
昔
観
音
」
は
三
十

八
、『
円
通
伝
』
は
四
十
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
〈
現
世
利
益
〉
は
、
両
者

と
も
に
九
割
前
後
を
占
め
る
が
、
後
者
で
は
新
た
に
〈
共
同
体
・
不
特
定

多
数
〉
の
利
益
も
表
れ
て
い
る
。〈
来
世
利
益
〉
は
、
後
者
に
お
い
て
数

を
増
加
さ
せ
て
い
る
。

　
〈
現
世
利
益
〉
に
お
い
て
特
定
の
利
益
が
多
く
表
れ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
利
益
へ
の
期
待
が
高
い
こ
と
に
比
例
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
視
点
か
ら
、
利
益
数
が
三
以
上
の
個
人
対
象
の
利
益
を
み
る
と
、「
今

昔
観
音
」
で
は
〈
そ
の
他
の
現
益
〉
の
〈
貧
苦
か
ら
の
救
済
〉
と
〈
致

富
・
利
福
〉、
次
い
で
〈
危
機
の
回
避
〉
の
〈
殺
害
難
〉
と
〈
盗
賊
難
〉

の
順
と
な
る
。『
円
通
伝
』
で
は
、〈
危
機
の
回
避
〉
の
〈
病
気
治
癒
〉
が

該
当
す
る
。
こ
の
分
布
方
か
ら
、「
今
昔
観
音
」
の
〈
現
世
利
益
〉
の
特

徴
は
〈
貧
苦
か
ら
の
救
済
〉
と
〈
致
富
・
利
福
〉
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る

が
、『
円
通
伝
』
で
最
多
数
量
の
〈
病
気
治
癒
〉
は
近
世
の
観
音
利
益
の

特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
同
時
代
の
『
大
山
不
動
霊
験
記
』
の
先
行
研

究
内
容
と
比
較
す
る
と
、『
円
通
伝
』
の
〈
病
気
治
癒
〉
は
利
益
全
体
数

に
占
め
る
割
合
が
低
く
、
病
気
の
種
類
も
少
な
い
。
ま
た
『
円
通
伝
』
で

は
、〈
そ
の
他
の
現
益
〉
の
利
益
の
種
類
数
は
「
今
昔
観
音
」
の
倍
以
上

あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
証
か
ら
、
近
世
の
観
音
の
〈
現
世
利
益
〉
は
、〈
明

確
な
特
徴
を
持
た
な
い
〉
性
格
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
円

通
伝
』
に
お
け
る
〈
共
同
体
・
不
特
定
多
数
〉
の
最
多
利
益
は
、〈
旱
で

の
降
雨
〉
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
『
戸
隠
霊
験
談
』
の
先
行
研
究
で
の

「
水
」
に
関
連
す
る
利
益
内
容
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
占
め
る
比
率
は
低

い
。〈
旱
で
の
降
雨
〉
も
近
世
の
観
音
が
与
え
る
利
益
と
し
て
特
徴
的
な

も
の
で
は
な
く
、
逆
に
〈
明
確
な
特
徴
を
持
た
な
い
〉
性
格
に
よ
る
も
の

近
世
に
お
け
る
観
音
利
益 

│
│ 

秩
父
三
十
四
札
所
霊
験
記
を
事
例
に 

│
│

小
泉　
　

壽

　

日
本
百
観
音
霊
場
で
あ
る
秩
父
三
十
四
札
所
に
つ
い
て
、
対
象
期
間
を

近
世
と
す
る
研
究
は
、
成
立
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
と
巡
礼
の
実
態

を
解
明
す
る
も
の
に
大
別
さ
れ
、
巡
礼
の
動
機
や
目
的
に
つ
い
て
は
行
楽

性
の
視
点
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
の
寺
社
参
詣
に
は
、

十
返
舎
一
九
の
文
に
「
遊
び
七
分
に
信
心
三
分
」
と
あ
る
よ
う
に
、
行
楽

性
に
加
え
て
「
信
心
」
に
よ
る
利
益
成
就
祈
願
の
性
格
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
利
益
の
内
実
を
、
霊
験
記
を
通
し
て
捉
え
る
試
み
は
、
秩

父
観
音
札
所
を
対
象
と
し
て
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
本
研
究
は
、
そ
れ
を

埋
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

本
研
究
で
は
、
中
世
と
近
世
の
観
音
霊
験
記
に
あ
る
利
益
内
容
の
比
較

を
行
う
。
こ
れ
は
、
現
当
二
世
の
利
益
の
性
格
を
帯
び
た
中
世
の
霊
験
利

益
と
の
比
較
が
、
近
世
に
お
け
る
そ
の
利
益
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
の

に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
比
較
の
資
料
と
し
て
、
中
世
は

『
今
昔
物
語
集
』
で
観
音
の
霊
験
譚
を
集
め
た
「
巻
十
六
本
朝
付
仏
法
」

（
以
下
「
今
昔
観
音
」）
を
、
近
世
は
『
秩
父
三
十
四
所
観
音
霊
験
円
通

伝
』（
以
下
『
円
通
伝
』）
を
使
用
す
る
。
両
書
に
記
さ
れ
た
霊
験
説
話
の

利
益
を
〈
現
世
利
益
〉
と
〈
来
世
利
益
〉
に
、
さ
ら
に
〈
現
世
利
益
〉
は

個
人
を
対
象
と
し
て
、
各
自
の
身
体
や
財
産
が
突
発
的
・
一
時
的
な
危
機

に
直
面
し
た
場
面
で
の
〈
危
機
の
回
避
〉
と
そ
れ
以
外
の
性
格
の
〈
そ
の

他
の
現
益
〉
に
、
ま
た
個
人
以
外
を
対
象
と
し
た
〈
共
同
体
・
不
特
定
多

数
〉
の
大
分
類
に
分
け
る
。
こ
の
四
分
類
の
下
に
、
具
体
的
な
霊
験
説
話

内
容
を
利
益
要
素
と
し
て
小
分
類
化
し
、
検
討
を
行
っ
た
。
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た
。
加
賀
藩
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
は
享
保
十
一
年
に
国
禁
と
な
り
、
幕

末
ま
で
解
禁
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
か
る
社
会
情
勢
に
あ
っ
て
、
松
平
大
弐

家
で
は
代
々
大
石
寺
信
仰
を
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
家
老
職
を
も
勤

め
る
藩
重
鎮
の
信
仰
事
例
は
そ
の
実
態
解
明
の
た
め
重
要
で
あ
る
。

　

松
平
大
弐
家
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
の
濫
觴
は
四
代
主
馬
康
満
、
蓮
華

院
夫
妻
で
あ
る
。
奥
村
内
記
家
臣
、
福
原
式
治
の
記
録
に
享
保
六
年
頃
の

大
石
寺
信
者
と
し
て
「
松
平
主
馬
父
子
」
と
あ
り
、
享
保
七
年
に
は
大
石

寺
末
寺
が
建
立
さ
れ
る
計
画
（
実
現
し
な
か
っ
た
）
が
「
松
平
主
馬
内

所
」
に
到
達
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
康
満
夫
妻
の
子
女
は
三
人
が 

成
人
し
、
嗣
子
康
済
、
女
子
二
人
そ
れ
ぞ
れ
大
石
寺
信
仰
を
継
承
（
別
稿

予
定
）
し
た
。
康
満
は
享
保
十
四
年
六
月
十
二
日
死
去
、
大
石
寺
過
去
帳

に
「
覚
性
院
圓
空
日
諦
」
と
あ
り
、
松
平
大
弐
家
代
々
の
法
号
を
記
し
た

『
代
々
法
号
帳
』（「
松
平
大
弐
家
文
書
」
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
）
の
法

号
と
は
異
な
り
、
大
石
寺
よ
り
改
め
て
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

五
代
大
弐
康
済
は
公
事
場
奉
行
、
江
戸
留
守
居
、
若
年
寄
を
経
て
宝
暦

十
二
年
よ
り
家
老
職
を
勤
め
、
天
明
三
年
三
月
二
十
二
日
死
去
、
金
沢
市

妙
喜
寺
（
大
石
寺
末
）
所
蔵
過
去
帳
に
「
妙
親
院
法
行
大
居
士
」
と
あ

り
、
こ
れ
も
『
代
々
法
号
帳
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

六
代
典
膳
康
風
は
公
事
場
奉
行
等
を
勤
め
、
寛
政
四
年
八
月
六
日
死

去
、
大
石
寺
過
去
帳
に
「
宝
山
院
圓
月
法
珠
」
と
あ
り
、『
代
々
法
号
帳
』

と
異
な
る
。
康
風
の
室
は
伴
八
矢
方
穀
（
五
千
石
、
伴
家
に
も
大
石
寺
信

仰
の
事
蹟
あ
り
）
の
娘
、
天
明
七
年
十
月
十
一
日
死
去
、
大
石
寺
過
去
帳

に
「
本
善
院
妙
順
日
相
大
姉
（
天
明
八
年
）」
と
あ
り
、『
代
々
法
号
帳
』

は
欠
損
部
分
と
思
わ
れ
未
見
で
あ
る
。

　

三
代
に
渉
り
遠
隔
地
の
大
石
寺
に
本
心
の
信
仰
に
基
づ
く
回
向
を
願
っ

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　
〈
来
世
利
益
〉
は
、「
今
昔
観
音
」
で
は
〈
本
人
〉
へ
の
〈
引
接
に
よ
る

往
生
〉
に
、『
円
通
伝
』
で
は
〈
本
人
〉
の
み
な
ら
ず
〈
死
者
〉
の
〈
三

悪
趣
か
ら
の
救
済
〉
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
秩
父
に
先
立
つ
西
国
三
十
三

所
の
開
創
伝
に
あ
る
巡
礼
者
の
利
益
は
、〈
本
人
〉
が
地
獄
に
堕
ち
な
い

こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、『
円
通
伝
』
の
〈
来
世
利
益
〉
は
〈
死
者
〉
に

も
与
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
〈
追
善
供
養
〉
が
観
音
札
所
の
創
立
縁
起
に

繋
が
る
例
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
近
世
の
観
音
が
与
え
る
〈
来
世
利
益
〉

は
、〈
本
人
〉
に
加
え
て
〈
追
善
供
養
〉
に
よ
る
〈
死
者
〉
へ
の
二
者
に

対
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　

見
い
だ
さ
れ
た
利
益
の
性
格
は
、
近
世
の
旅
案
内
記
や
江
戸
小
咄
、
秩

父
札
所
の
金
勝
寺
石
仏
群
の
刻
銘
に
も
表
れ
、
秩
父
三
十
四
観
音
札
所
巡

礼
で
成
就
が
期
待
さ
れ
た
利
益
の
基
盤
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。

加
賀
藩
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
の
展
開 

│
│ 

人
持
組
松
平
家
を
事
例
と
し
て 

│
│

横
山　

雄
玉

　

加
賀
藩
士
松
平
家
は
、
松
平
伯
耆
康
定
を
初
代
に
、
康
定
の
男
子
三
人

が
そ
れ
ぞ
れ
一
家
を
立
て
、
主
と
し
て
こ
の
三
系
統
が
人
持
組
と
し
て
幕

末
ま
で
継
続
し
た
。「
先
祖
由
緒
並
一
類
附
帳
」
に
よ
れ
ば
康
定
の
本
国

は
三
河
で
あ
り
、
越
中
守
山
で
前
田
利
長
に
仕
え
た
の
が
加
賀
藩
士
と
し

て
の
起
源
と
さ
れ
る
。
宗
旨
は
浄
土
宗
、
寺
院
は
妙
慶
寺
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
康
定
二
男
の
家
系
で
あ
る
松
平
大
弐
家
（
通
称
）
に
お
け
る

大
石
寺
信
仰
の
展
開
を
一
覧
す
る
。
松
平
大
弐
家
は
最
高
石
高
四
千
七
百

石
、
最
上
層
階
層
た
る
人
持
組
に
属
し
、
家
老
職
も
勤
め
る
家
柄
で
あ
っ
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明
治
初
期
琉
球
の
真
宗
布
教
と
「
法
難
事
件
」
に
関
す
る
研
究福

島　

栄
寿

　

沖
縄
・
那
覇
に
、
真
宗
大
谷
派
の
初
め
て
の
説
教
所
（
後
の
真
教
寺
、

初
代
・
田
原
法
水
）
が
開
か
れ
た
の
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
の

こ
と
で
あ
る
。
薩
摩
藩
の
支
配
下
に
あ
っ
た
江
戸
期
の
琉
球
国
で
は
、
真

宗
は
禁
制
で
あ
っ
た
。
で
は
明
治
の
世
を
迎
え
、
真
宗
は
、
難
な
く
解
禁

を
許
さ
れ
、
説
教
所
の
開
設
へ
と
至
っ
た
の
か
。
答
え
は
、
否
で
あ
る
。

一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
の
解
禁
に
先
立
つ
約
一
年
前
、
信
徒
三
六
九

人
が
琉
球
藩
庁
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
八
三
九
（
天
保
一

〇
）
年
の
「
知
念
仁
屋
仏
像
持
下
り
事
件
」、
一
八
五
三
（
嘉
永
六
）
年

の
「
中
山
国
廿
八
日
講
の
法
難
事
件
」
に
次
ぐ
、
第
三
次
法
難
事
件
で
あ

っ
た
。
果
た
し
て
、
解
禁
ま
で
の
間
、
明
治
期
の
真
宗
は
、
琉
球
で
い
か

な
る
道
を
歩
ん
だ
の
か
。
東
本
願
寺
僧
・
田
原
法
水
、
清
原
競
秀
、
自
見

凌
雲
が
琉
球
布
教
を
志
し
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
初
め
て
渡
琉
し

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
玉
代
勢
法
雲
『
真
宗
法
難
史
』（
布
哇
仏
教
会
、

一
九
二
八
年
）
で
も
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
那
覇
・
辻
遊
廓
を
中
心
と

し
た
彼
ら
の
布
教
活
動
の
詳
細
や
、
明
治
期
琉
球
で
発
生
し
た
こ
の
第
三

次
法
難
事
件
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
、
二
〇
一
五
年
度
よ
り
福
島
・
知
名
定
寛

（
神
戸
女
子
大
学
）・
長
谷
暢
（
東
本
願
寺
沖
縄
別
院
）
は
、
琉
球
布
教
に

関
す
る
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
研
究
調
査
に
着
手
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
研

究
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
八
年
度
か
ら
は
科
研
費
交
付
を
得

て
、
新
た
に
川
邉
雄
大
（
日
本
文
化
大
学
）
を
加
え
た
人
員
体
制
で
研
究

調
査
に
臨
ん
で
い
る
。
当
該
研
究
調
査
に
よ
り
、
関
連
史
料
が
相
継
ぎ
発

見
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
史
実
に
関
す
る
実
態
が
徐
々
に
解
明
さ
れ

た
史
実
が
判
明
す
る
。
七
代
大
膳
康
保
以
降
に
つ
い
て
は
大
石
寺
過
去
帳

の
記
載
は
未
見
で
あ
る
。
康
保
以
降
、
松
平
大
弐
家
で
は
幕
末
ま
で
の

間
、
比
較
的
短
期
の
う
ち
に
七
代
の
代
替
わ
り
が
あ
り
、
何
か
と
慌
た
だ

し
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

康
保
以
降
空
白
に
も
見
え
る
大
石
寺
信
仰
の
事
蹟
で
あ
る
が
、「
松
平

大
弐
家
文
書
」
に
は
明
治
初
期
ま
で
大
石
寺
信
仰
が
継
承
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
史
料
が
四
点
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一
、
大
石
寺
四
十
八
世
日
量
上
人

よ
り
寿
正
院
（
大
聖
寺
藩
前
田
利
極
室
）
へ
授
与
と
記
さ
れ
る
「
勤
行
次

第
」、
二
、
明
治
七
年
「
明
治
六
年
御
大
会
供
養
受
書
」、
三
、
明
治
九
年

「
明
治
八
年
御
大
会
供
養
受
書
」、
四
、
明
治
九
年
「
盂
蘭
盆
会
供
養
受

書
」
の
四
点
で
あ
り
、「
勤
行
次
第
」
は
幕
末
頃
の
文
書
と
思
わ
れ
る
。

「
供
養
受
書
」
は
大
石
寺
五
十
四
世
日
胤
上
人
、
五
十
五
世
日
布
上
人
よ

り
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
松
平
秀
穏
」「
母
義
容
院
」
と
の
記
載
が

見
ら
れ
る
。
現
在
の
所
、「
松
平
秀
穏
」「
母
義
容
院
」
の
確
実
な
比
定
に

は
至
ら
ず
、
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。
し
か
し
、
明
治
六
年
時
点
に
お
け

る
「
松
平
秀
穏
」「
母
義
容
院
」
の
大
石
寺
信
仰
は
確
実
で
あ
り
、「
松
平

大
弐
家
文
書
」
と
い
う
史
料
群
の
出
自
に
着
目
す
れ
ば
、
松
平
大
弐
家
に

お
い
て
、
康
保
以
降
も
大
石
寺
信
仰
が
継
承
さ
れ
た
と
判
断
す
る
蓋
然
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

松
平
大
弐
家
の
大
石
寺
信
仰
は
、
藩
重
鎮
が
国
禁
を
熟
知
し
た
上
で
の

信
仰
で
あ
り
、
こ
の
事
例
は
加
賀
藩
社
会
に
お
け
る
大
石
寺
信
仰
の
特
質

を
見
る
上
で
大
変
重
要
で
あ
る
。
人
持
組
階
層
に
か
か
る
事
例
が
複
数
確

認
さ
れ
る
こ
と
を
付
記
し
た
い
。
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否
定
し
た
太
政
官
達
（
明
治
九
年
五
月
一
七
日
付
）
を
盾
に
取
っ
て
責
め

る
出
張
所
警
部
に
対
し
、
藩
庁
側
は
非
を
認
め
、
信
徒
の
処
分
は
解
か
れ

た
。
そ
の
直
後
、
真
宗
は
解
禁
さ
れ
、
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
四
月

に
は
、
政
府
に
よ
る
琉
球
処
分
（
廃
琉
置
県
）
が
断
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

調
査
研
究
で
発
見
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
新
出
史
料
群
に
は
、
交
渉
に
臨
む
東

本
願
寺
、
政
府
、
藩
庁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
読
み
取
れ
、
興
味
は
尽
き

な
い
。
明
治
期
琉
球
真
宗
史
の
新
た
な
扉
は
、
開
か
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

本
要
旨
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「
新
出
資
料
の
調

査
と
分
析
に
基
づ
く
沖
縄
仏
教
史
・
真
宗
史
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」

（JP18K
00088　

研
究
代
表
者
：
福
島
栄
寿
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

近
代
仏
教
研
究
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｃ
・
ア
ー
モ
ン
ド
の
位
置

奥
山　

倫
明

　

西
洋
に
よ
る
一
つ
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
発
見
と
い
う
主
題
と
の
関

連
で
、
比
較
的
早
く
著
さ
れ
た
の
が
一
九
八
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
フ
ィ
リ

ッ
プ
・
Ｃ
・
ア
ー
モ
ン
ド
の
『
英
国
に
お
け
る
仏
教
の
発
見
』
で
あ
る
。

本
発
表
で
は
、
今
日
的
な
観
点
か
ら
同
書
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　

現
在
、
日
本
の
学
界
で
近
代
仏
教
研
究
が
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
特
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
会
に
関
係
す
る
研
究
者
た

ち
の
牽
引
に
よ
る
研
究
の
蓄
積
が
著
し
い
。
そ
の
内
外
で
世
代
間
の
研
究

の
継
承
も
あ
っ
て
研
究
領
域
が
多
角
的
に
展
開
し
、
と
り
わ
け
近
現
代
に

お
け
る
日
本
仏
教
を
め
ぐ
っ
て
、
一
つ
の
研
究
分
野
が
発
展
し
て
き
て
い

る
。
他
方
、「
仏
教
」
概
念
そ
れ
自
体
の
近
代
性
に
つ
い
て
も
、
そ
の
概

念
が
西
洋
近
代
に
お
け
る
仏
教
学
の
成
立
と
と
も
に
確
定
し
て
き
た
、
そ

つ
つ
あ
る
。
中
で
も
清
原
競
秀
の
日
記
『
日
々
琉
行
之
記
』（
翻
刻
は
、

知
名
・
福
島
・
長
谷
『
神
女
大
史
学
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
七
年
に
所

収
）
は
、
彼
ら
の
布
教
の
様
子
を
詳
細
に
伝
え
る
史
料
と
し
て
大
変
貴
重

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
清
原
が
、
琉
球
語
を
習
い
な
が
ら
、
辻
遊
廓
で
毎

日
の
よ
う
に
法
座
を
開
き
、
娼
妓（
ジ
ュ
リ
）た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
『
正

信
偈
』
の
偈
文
、
御
文
、
和
讃
を
読
み
、
浄
土
往
生
の
教
え
を
説
く
様
子

が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
病
に
臥
せ
た
清
原
を
見
舞
っ
た
ジ

ュ
リ
へ
の
感
謝
の
言
葉
や
、
実
母
の
死
の
知
ら
せ
に
憔
悴
す
る
彼
を
心
配

し
、
慰
め
の
言
葉
を
か
け
る
ジ
ュ
リ
の
姿
は
、
信
仰
を
介
し
て
開
か
れ
た

彼
・
彼
女
ら
の
交
流
の
世
界
を
彷
彿
と
さ
せ
る
（
福
島
「
明
治
期
初
期
琉

球
に
お
け
る
真
宗
布
教
に
関
す
る
一
考
察
―
清
原
競
秀
『
日
々
琉
行
之

記
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
真
宗
研
究
』
第
六
四
輯
、
二
〇
二
〇
年
所
収
）。

　

真
宗
信
徒
の
増
加
を
憂
慮
し
た
琉
球
藩
庁
は
、
一
八
七
七（
明
治
一
〇
）

年
一
〇
月
、
多
数
の
信
徒
た
ち
を
捕
縛
し
、
処
罰
し
た
。
田
原
ら
は
、
こ

の
第
三
次
法
難
事
件
の
解
決
の
た
め
、
琉
球
布
教
に
至
っ
た
経
緯
や
渡
琉

後
の
布
教
活
動
及
び
信
徒
取
締
の
状
況
等
を
東
本
願
寺
当
局
へ
上
申
し
、

助
け
を
求
め
た
。
こ
の
程
、
調
査
に
よ
り
、
そ
の
上
申
書
類
「
明
治
十
一

年
三
月
整
頓　

琉
球
上
申
書
類
綴
込
」
が
発
見
さ
れ
、
翻
刻
は
、『
真
宗

総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
（
二
〇
二
〇
年
、
大
谷
大
学
学
術
情

報
リ
ポ
ジ
ト
リ
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
処
罰
取
消
を
求
め
、
琉
球
の
内

務
省
出
張
所
と
連
携
し
、
琉
球
藩
庁
と
の
交
渉
を
担
っ
た
の
は
、
教
導
職

で
東
本
願
寺
僧
の
小
栗
憲
一
で
あ
っ
た
。
ま
た
調
査
で
は
、
東
本
願
寺
側

と
藩
庁
側
と
の
二
度
の
応
接
交
渉
の
記
録
等
が
綴
ら
れ
た
「
琉
球
国
内
務

省
出
張
所
往
復
書
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込　

布
教
掛
」
の
所
在
が
判
明

し
た
。
同
史
料
は
、
翻
刻
後
に
公
開
予
定
で
あ
る
。
琉
球
藩
の
裁
判
権
を
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に
匹
敵
、
相
当
、
対
抗
し
う
る
一
つ
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が
西
洋
の
思

想
世
界
に
登
場
し
た
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
世
界
宗
教
」
と
い
う
近

代
西
洋
的
な
思
想
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立
す
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
く

（
増
澤
知
子
『
世
界
宗
教
の
発
明
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
普
遍
主
義
と
多
元
主
義

の
言
説
』
原
著
二
〇
〇
五
年
、
秋
山
淑
子
・
中
村
圭
志
訳
、
み
す
ず
書

房
、
二
〇
一
五
年
、
参
照
）。
こ
こ
に
、
西
洋
に
お
け
る
仏
教
と
い
う
主

題
の
、
き
わ
め
て
大
き
な
一
つ
の
重
要
性
が
あ
る
。
こ
の
主
題
は
ま
た
、

サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
原
著
一
九
七
八
年
、
今
沢
紀
子

訳
、
一
九
八
六
年
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
一
九
九
三
年
）
が
西
洋

と
中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
に
主
眼
を
絞
っ
た
研
究
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
特
に

西
洋
と
イ
ン
ド
、
な
ら
び
に
そ
れ
以
東
の
東
南
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
と
の

関
係
を
背
景
と
し
、「
宗
教
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
問
題
系
に

お
い
て
も
、
重
要
な
も
う
一
つ
の
位
置
を
占
め
る
。

　

な
お
西
洋
と
仏
教
と
い
う
主
題
に
か
か
わ
る
研
究
は
、
前
述
の
フ
ラ
ン

ス
語
圏
の
文
献
以
外
に
も
、
欧
語
で
は
何
冊
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
と

り
わ
け
西
洋
の
植
民
地
主
義
と
帝
国
主
義
の
、
東
洋
と
の
出
会
い
と
支
配

の
文
脈
で
英
国
の
事
例
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

Ｃ
・
ア
ー
モ
ン
ド
『
英
国
に
よ
る
仏
教
の
発
見
』
は
、
後
続
の
諸
研
究
が

必
ず
参
照
す
る
先
駆
的
な
業
績
で
あ
る
。
ま
た
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
二
一

世
紀
に
か
け
て
の
西
欧
に
お
い
て
仏
教
実
践
が
拡
大
、
定
着
し
て
い
っ
た

背
景
を
知
る
う
え
で
も
、
重
要
な
前
提
的
知
識
を
提
供
す
る
も
の
と
言
え

よ
う
。
今
日
の
日
本
で
展
開
し
て
い
る
近
代
仏
教
研
究
は
、
ア
ー
モ
ン
ド

と
そ
れ
以
降
の
国
外
に
お
け
る
近
代
仏
教
を
め
ぐ
る
研
究
の
成
果
も
批
判

的
に
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
と
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
い

つ
つ
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
展
開
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

の
歴
史
へ
の
着
目
と
と
も
に
認
識
が
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
西
洋
近
代

的
な
仏
教
の
定
位
の
な
か
で
は
、
史
的
ブ
ッ
ダ
の
認
識
に
加
え
テ
キ
ス
ト

と
し
て
の
仏
教
の
重
視
が
、
西
洋
に
お
け
る
近
代
仏
教
学
を
方
向
づ
け
て

き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
日
本
に
お
け
る
近
代
仏
教
研
究
の
一
つ
の
特
徴
は
仏

教
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
側
面
へ
の
着
目
で
、
近
代
仏
教
学
の
背
景
に
あ
る
西

洋
の
仏
教
研
究
に
注
目
が
向
け
ら
れ
る
一
方
で
、
神
智
学
と
ア
ジ
ア
仏
教

の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ハ
ワ
イ
や
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
本
土
の
仏
教
に
つ
い
て
も
、
数
冊
の
日
本
語
版
研
究
書
が

著
さ
れ
る
な
ど
、
研
究
が
進
展
し
て
い
る
（
な
お
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
に
つ

い
て
の
英
語
版
研
究
書
は
、
歴
史
学
的
な
も
の
も
社
会
学
的
な
も
の
も
数

多
く
あ
る
）。

　

そ
う
し
た
研
究
動
向
の
な
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
に
つ
い
て
も
、

時
折
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
語

原
著
の
、
ロ
ジ
ェ=

ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
『
虚
無
の
信
仰
―
西
欧
は
な
ぜ
仏
教

を
怖
れ
た
か
』（
原
著
一
九
九
七
年
、
島
田
裕
巳
・
田
桐
正
彦
訳
、
ト
ラ

ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
二
年
）、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
『
仏
教

と
西
洋
の
出
会
い
』（
原
著
一
九
九
九
年
、
今
枝
由
郎
・
富
樫
瓔
子
訳
、

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
っ
た
重
要
な
文
献
も
邦
訳
さ
れ

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

西
洋
と
仏
教
と
の
出
会
い
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
西
洋
に
よ
る
仏
教

の
、
仏
教
と
し
て
の
発
見
は
、
西
洋
の
言
説
世
界
に
お
け
る
「
宗
教
」
の

概
念
・
用
語
の
成
立
、
確
定
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
端
的
に
言
っ

て
、
仏
教
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
っ
た
在
来
の
三
つ
の
一
神
教（
＝
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
）
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へ
の
関
与
）
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
近
代
化
に
伴
っ

て
諸
領
域
の
機
能
分
化
が
進
ん
だ
、
世
俗
的
な
社
会
を
前
提
と
し
つ
つ
社

会
倫
理
的
側
面
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
宗
教
が
社
会
的
に
果
た
す
役
割
を

明
ら
か
に
し
た
点
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近
代
日
本
国
家
は
、
西
洋

的
な
政
教
分
離
に
基
づ
く
信
教
の
自
由
を
取
り
入
れ
た
一
方
で
、
実
質
的

に
は
国
家
神
道
と
天
皇
制
（
君
主
権
力
）
に
従
属
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
社
会
参
加
仏
教
」
が
前
提
と
し
た
世

俗
社
会
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
限
定
的
に
し
か
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と

に
な
り
、
そ
の
成
果
の
再
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
報
告
で
は
、
近
代
日
本
の
国
家
主
義
的
な
社
会
を

前
提
と
し
つ
つ
、
仏
教
的
信
仰
に
根
ざ
し
た
仏
教
社
会
事
業
が
、
社
会
問

題
へ
の
対
応
を
通
じ
て
公
共
圏
に
参
与
し
、
当
時
の
福
祉
を
め
ぐ
る
公
共

空
間
の
再
編
成
を
促
し
た
点
に
公
共
的
な
役
割
を
認
め
る
立
場
を
取
る
。

で
は
、
仏
教
社
会
事
業
は
、
国
家
や
行
政
が
担
っ
た
公
的
な
福
祉
と
は
異

な
る
、
い
か
な
る
価
値
を
提
供
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
社
会
事
業
の
立
場
は
、
国
体
論
的
な
国
家
と

天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
従
属
が
求
め
ら
れ
た
社
会
に
お
い
て
、
政
治

的
・
経
済
的
に
抑
圧
さ
れ
る
人
々
を
尊
重
し
、
そ
の
権
利
の
獲
得
を
目
指

し
、
差
別
的
な
境
遇
の
克
服
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
井
川
二
〇
二

〇
）。
ま
た
、
資
本
主
義
社
会
に
よ
っ
て
生
じ
る
格
差
の
是
正
と
共
に
、

労
使
間
の
対
立
の
緩
和
・
克
服
を
促
す
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

既
存
の
研
究
成
果
で
は
、
仏
教
が
持
つ
国
家
に
協
力
的
な
側
面
を
前
提

と
し
て
、
国
家
に
対
置
さ
れ
る
仏
教
社
会
事
業
の
あ
り
方
に
注
目
が
集
ま

っ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
報
告
で
は
、
仏
教
者
が
国
家
や
行
政
と
の
交
渉

を
持
ち
つ
つ
も
、
仏
教
独
自
の
価
値
を
公
共
空
間
に
提
供
し
、
福
祉
政
策

社
会
事
業
か
ら
見
た
日
本
仏
教
の
近
代
化 

│
│ 「
社
会
参
加
仏
教
」
の
検
討 

│
│

井
川　

裕
覚

　

本
報
告
は
、
近
代
日
本
の
仏
教
集
団
や
仏
教
徒
が
社
会
事
業
を
通
じ

て
、
多
様
な
価
値
や
利
害
関
心
が
並
立
し
つ
つ
相
互
交
渉
す
る
公
共
空
間

の
成
立
に
い
か
に
寄
与
し
た
の
か
検
討
し
、「
社
会
参
加
仏
教
」
の
再
検

討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
の
公
共
的
な
役
割
に
注
目
し
た
成
果
と
し
て
は
、
世

俗
化
論
を
批
判
的
に
捉
え
返
そ
う
と
し
た
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
公
共
宗

教
論
が
挙
げ
ら
れ
る
（Casanova
一
九
九
四
）。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
、
主

に
欧
米
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
教
団
の
政
治
参
加
を
事
例
に
、
一
九
八
〇
年
代

以
降
、
宗
教
が
規
範
的
主
張
や
世
俗
的
倫
理
観
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
行

う
な
ど
の
公
共
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
重
要

な
こ
と
は
、
近
代
の
政
教
分
離
に
基
づ
く
形
で
構
成
さ
れ
る
世
俗
主
義
的

な
い
し
国
家
主
義
的
な
公
共
圏
に
は
、
世
俗
空
間
と
宗
教
空
間
の
厳
格
な

区
分
が
保
て
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
り
、
宗
教
が
一
定
の
公
的
役
割
を
果

た
す
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
サ
ノ
ヴ
ァ
以
降
の
公
共
宗
教
論
の
議
論
を
受
け
、
日
本
で
も
宗
教
学

や
政
治
学
、
公
共
哲
学
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
、
宗
教
と
公
共
空
間
を
め

ぐ
る
議
論
が
様
々
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
欧

米
のEngaged Buddhism

研
究
を
導
入
し
、
近
代
日
本
に
お
け
る
仏

教
の
社
会
的
な
関
わ
り
を
示
し
た
、
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ー
ヤ
に

よ
る
成
果
で
あ
る
（
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
二
〇
〇
五
）。
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
は
、
世
俗

化
論
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
「
社
会
参
加
仏
教
」
概
念
を
提
示
し
、
非

キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
け
る
、
よ
り
包
括
的
な
社
会
参
加
（
公
共
空
間
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な
お
、
賢
治
が
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
後
輩
で
あ
る
保
阪
嘉
内
に
強
い

想
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
菅
原
千
恵
子
『
宮
沢
賢
治
の
青
春

―
〝
た
だ
一
人
の
友
〞
保
阪
嘉
内
を
め
ぐ
っ
て
』（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
出
版
局
、

一
九
九
四
年
）
の
研
究
も
あ
る
が
、
賢
治
に
同
性
愛
の
傾
向
を
み
る
こ
と

を
嫌
う
ゆ
え
か
、
賢
治
研
究
の
主
流
か
ら
は
ほ
ぼ
黙
殺
さ
れ
て
い
る
。

　

本
発
表
で
は
、
賢
治
の
恋
愛
観
は
、
同
時
代
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
と
と

も
に
、
賢
治
が
抱
い
て
い
た
宗
教
情
操
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
具
体
的
な
相
手
の
特
定
は
基
本
的

に
問
題
に
し
な
い
。
た
だ
し
、
保
阪
嘉
内
を
扱
う
場
合
は
、
例
え
ば
賢
治

と
ほ
ぼ
同
世
代
の
川
端
康
成
が
自
身
の
学
生
時
代
を
回
顧
し
、
同
性
の
学

友
へ
の
感
情
や
交
流
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
も
の
な
ど
、
同
時
代
の
他
の

テ
キ
ス
ト
と
十
分
に
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

賢
治
の
恋
愛
観
と
宗
教
情
操
を
扱
う
先
行
論
に
は
、
末
木
文
美
士
『
死

者
た
ち
の
近
代
―
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅲ
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、

二
〇
一
〇
）
が
あ
る
。
末
木
は
こ
こ
で
、
賢
治
が
『
春
と
修
羅　

第
一

集
』
に
お
け
る
「
小
岩
井
農
場
パ
ー
ト
九
」（
一
九
二
二
、
五
、
二
一
）

に
お
い
て
、「
宗
教
情
操
」
が
堕
落
す
る
と
恋
愛
と
な
り
、
恋
愛
が
堕
落

す
る
と
性
欲
と
な
る
と
示
し
た
の
ち
、
そ
れ
を
逆
に
辿
る
こ
と
が
正
し
い

命
題
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

こ
れ
は
賢
治
と
法
華
信
仰
を
共
に
し
た
妹
宮
沢
ト
シ
が
、
女
学
校
時
代

の
恋
愛
事
件
を
経
て
綴
っ
た
、
通
称
「
宮
沢
ト
シ
自
省
録
」
に
お
い
て
、

個
人
的
で
利
己
的
な
感
情
を
否
定
し
、「
我
等
と
衆
生
と
皆
倶
に
」
と
い

う
境
地
へ
の
憧
れ
を
記
し
て
い
た
こ
と
と
も
重
な
る
。

　

ま
た
末
木
は
『
思
想
と
し
て
の
近
代
仏
教
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

一
七
年
）
に
お
い
て
、
大
正
期
の
青
年
た
ち
の
問
題
意
識
を
探
る
際
、

や
公
的
な
社
会
事
業
を
先
取
り
し
た
こ
と
に
着
目
し
た
。
こ
れ
は
、
世
俗

的
な
社
会
に
お
け
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
元
来
、
私
事
的
な
も
の
で

あ
る
仏
教
が
、
そ
の
殻
を
破
っ
て
社
会
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
「
社

会
参
加
仏
教
」
概
念
と
は
異
な
り
、
そ
も
そ
も
内
に
持
っ
て
い
た
仏
教
的

な
社
会
倫
理
を
明
確
化
し
つ
つ
、
福
祉
を
め
ぐ
る
公
共
空
間
に
参
与
し
、

仏
教
の
立
場
か
ら
そ
の
再
検
討
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。

宮
沢
賢
治
の
恋
愛
観
と
宗
教
情
操

牧
野　
　

静

　

宮
沢
賢
治
（
一
八
九
六
―
一
九
三
三
）
は
、
そ
の
人
物
像
を
聖
人
化
、

神
格
化
し
つ
つ
、
作
品
と
作
者
の
人
格
と
が
不
可
分
な
仕
方
で
受
容
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
場
合
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
の
よ
う
な
も
の
が
生
じ
る
こ
と
が

あ
る
。
賢
治
の
聖
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
賢
治
が
生
涯
女
性
と
交
渉
を

持
た
な
か
っ
た
と
強
調
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
実
際
の
賢
治
の
作
品
群
に

は
、
あ
き
ら
か
に
恋
愛
感
情
を
記
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
実
際
に
は
賢
治
も
具
体
的
な
恋
人
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
そ
れ
は
誰
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
交
流
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う

点
が
、
し
ば
し
ば
研
究
上
の
争
点
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　

賢
治
の
恋
愛
観
を
探
ろ
う
と
す
る
先
行
研
究
は
、
伝
記
的
に
あ
る
程
度

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
事
実
を
も
と
に
す
る
か
、
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
賢
治
が
想
い
を
寄
せ
た
こ
と
の
あ
る
相
手
を
特
定
し
よ
う
と
し
つ

つ
、
作
品
の
読
解
と
重
ね
な
が
ら
考
察
を
行
っ
て
い
く
も
の
が
多
い
。
そ

の
際
、
恋
愛
、
貞
操
等
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
読
み
手
の
価
値
観
を
反
映

し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
実
際
に
賢
治
が
持
っ
て
い
た
価
値
観
や
、
賢
治

が
生
き
た
同
時
代
の
価
値
観
を
、
や
や
等
閑
視
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
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像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
は
三
重
県
津
市
の
四
天
王
寺
。
聖
徳
太
子
が

建
立
し
た
四
天
王
寺
四
カ
所
の
一
つ
と
い
う
伝
承
の
ほ
か
、
国
分
寺
説
や

弘
仁
期
以
前
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

薬
師
如
来
坐
像
は
平
安
時
代
後
期
の
一
木
造
で
、
胎
内
に
は
寺
領
を
記

し
た
文
書
、
寄
進
者
名
を
記
し
た
紙
片
、
扇
、
櫛
、
鏡
な
ど
が
納
め
ら

れ
、
こ
の
中
に
タ
カ
ラ
ガ
イ
二
個
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

胎
内
に
納
め
ら
れ
て
い
た
結
縁
交
名
状
に
よ
る
と
、
物
部
美
沙
尾
が
本

願
施
主
と
な
り
、
美
沙
尾
の
没
後
は
、
そ
の
志
を
継
ぎ
、
寺
家
目
代
僧
定

尋
が
願
主
と
な
っ
て
、
結
縁
を
募
り
、
像
を
造
立
し
、
交
名
記
、
貢
進
状

そ
の
他
の
物
品
を
像
の
内
に
納
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
胎
内
の
品
々
は

「
物
部
美
沙
尾
ゆ
か
り
の
品
」
と
さ
れ
て
お
り
、
承
保
四
（
一
〇
七
七
）

年
の
納
入
と
さ
れ
て
い
る
。

　

胎
内
仏
と
は
、
各
種
資
料
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
仏
の
霊
験
を
期
待

し
「
生
身
仏
に
擬
す
」
た
め
胎
内
に
仏
舎
利
や
法
舎
利
を
納
め
る
も
の
で

あ
る
が
、
次
第
に
故
人
の
愛
用
品
も
納
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

薬
師
如
来
の
事
例
は
、
五
輪
塔
と
い
う
「
容
れ
物
」
が
全
国
に
普
及
す
る

以
前
の
過
渡
期
に
当
た
っ
て
お
り
、
故
人
の
極
楽
往
生
を
仏
に
祈
願
し
達

成
さ
せ
る
た
め
、
仏
像
を
容
れ
物
に
見
立
て
、
仏
舎
利
・
法
舎
利
と
同
様

に
物
部
美
沙
尾
の
愛
用
品
が
納
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

タ
カ
ラ
ガ
イ
が
実
際
に
何
か
に
納
め
ら
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
縄

文
遺
跡
、
弥
生
時
代
の
広
口
壺
、
平
安
時
代
の
骨
蔵
器
、
現
代
の
青
島
神

社
へ
の
奉
納
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
千
葉
県
で
は
縄
文
時
代
の

遺
跡
で
あ
る
西
広
貝
塚
か
ら
、
新
生
児
の
骨
と
共
に
タ
カ
ラ
ガ
イ
が
発
見

さ
れ
、
調
査
担
当
者
は
「
つ
ぎ
に
は
生
き
な
が
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
の

祈
り
を
込
め
た
モ
ノ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
文
学
作

「
高
山
樗
牛
か
ら
自
然
主
義
に
か
け
て
、
は
じ
め
て
性
欲
が
問
題
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
高
山
樗
牛
は
、
北
村
透
谷

か
ら
影
響
を
受
け
て
恋
愛
論
を
著
し
た
ほ
か
、
田
中
智
学
か
ら
強
い
影
響

を
受
け
て
い
た
。
賢
治
も
ま
た
、
智
学
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
ひ

と
り
で
あ
る
。
大
谷
栄
一
は
高
山
樗
牛
を
日
蓮
主
義
第
一
世
代
（
一
八
六

〇
〜
一
八
七
〇
年
代
生
ま
れ
）、
宮
沢
賢
治
を
日
蓮
主
義
第
二
世
代
（
一

八
八
〇
〜
九
〇
年
代
生
ま
れ
）
に
分
類
し
て
お
り
（『
日
蓮
主
義
と
は
な

ん
だ
っ
た
の
か　

近
代
日
本
の
思
想
水
脈
』
講
談
社
、
二
〇
一
九
年
）、

賢
治
が
智
学
か
ら
受
け
た
影
響
を
検
討
す
る
際
に
は
、
賢
治
と
同
世
代
の

若
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
高
山
樗
牛
や
姉
崎
正
治
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
賢
治
の
恋
愛
観
を
探
る
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
が

あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
の
賢
治
研
究
に
お
い
て
は
、
恋
の
相
手
と
し
て

具
体
的
な
個
人
を
特
定
す
る
方
向
で
は
な
く
、
同
時
代
の
宗
教
観
と
恋
愛

観
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
賢
治
の
恋
愛
観
や

「
宗
教
情
操
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

津
市
四
天
王
寺
の
仏
像
胎
内
に
納
め
ら
れ
た
タ
カ
ラ
ガ
イ
に
つ
い
て

佐
藤　

亜
美

　

タ
カ
ラ
ガ
イ
は
世
界
中
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
、
日
本
で
は
安
産
守
り
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
時
代
を
超
え
、
世
界
各
地
で
衣
装
や
装
飾
、
魔

除
け
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
タ
カ
ラ
ガ
イ
と
い
う
特
定
の
自
然
物
が

人
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
、
運
搬
さ
れ
、
様
々
に
利
用
さ
れ
て
い
る
理
由
と

精
神
的
な
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
薬
師
如
来
坐
像
の
胎
内
に
納
め

ら
れ
て
い
た
タ
カ
ラ
ガ
イ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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う
か
。
物
部
美
沙
尾
と
結
縁
者
が
、
来
世
へ
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
仏
に
願

い
、
薬
師
如
来
像
の
内
に
そ
れ
を
納
入
し
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な

い
。

歯
吹
仏
像
再
考 

│
│ 

歯
を
見
せ
る
仏
像
に
よ
る
結
縁
と
空
間
構
造 

│
│

神
居　

文
彰

　

こ
れ
ま
で
歯
吹
仏
像
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
像
造
と
し
て
近
世
以
降
理
解

さ
れ
分
類
を
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
開
口
し
歯
を
見
せ
る
仏
像
は
阿
弥
陀
如
来
に
限
ら
ず
菩
薩
像

や
天
部
像
、
祖
師
像
な
ど
多
数
存
し
、
好
相
や
発
声
、
威
力
な
ど
様
々
な

意
味
を
有
す
る
。
特
に
歯
吹
如
来
像
は
、
如
来
形
に
お
け
る
歯
を
見
せ
る

奇
特
な
造
型
と
あ
わ
せ
、
足
裏
の
千
輻
輪
相
ま
で
仏
の
尊
容
を
精
緻
に
彫

り
あ
げ
る
こ
と
か
ら
、
写
実
的
表
現
と
さ
れ
生
身
の
仏
に
繋
が
る
と
理
解

さ
れ
る
が
、
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
造
形
に
は
そ
こ
ま
で
表
現
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
む
し
ろ
歯
を
見
せ
る
動
作
に
よ
る
信
仰
的
意
味
が
あ
る
こ
と
は

分
明
で
あ
る
。

　

仏
像
は
、
尊
容
そ
の
も
の
の
意
味
と
同
時
に
そ
れ
を
拝
す
る
側
の
意
識

に
よ
っ
て
意
味
が
生
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
歯
は
恐
怖
な
の
か
安
心
な

の
か
、
声
な
の
か
光
明
な
の
か
、
愛
玩
も
し
く
は
障
害
、
呼
吸
そ
れ
と
も

断
息
な
の
か
な
ど
結
縁
の
様
態
会
得
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
迎
講
の
仏
面

開
口
は
実
際
の
呼
吸
と
造
形
が
相
互
に
関
係
し
あ
い
受
容
さ
れ
て
い
く
。

十
一
面
観
音
像
の
大
笑
相
な
ど
多
様
な
笑
み
の
表
現
の
う
ち
背
面
で
の
開

口
に
意
味
を
持
た
せ
て
の
展
開
も
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
場
合
、
声
に
よ

る
救
済
と
衆
生
と
の
「
相
応
」
が
眼
目
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

歯
吹
如
来
像
の
先
行
研
究
と
し
て
金
沢
邦
夫
「
歯
吹
如
来
像
の
表
現
と

品
に
登
場
す
る
タ
カ
ラ
ガ
イ
は
『
竹
取
物
語
』
の
時
代
か
ら
象
徴
的
に
誕

生
の
意
味
合
い
を
付
与
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
い
っ
た
歴
史
的
遺
物
や
現

代
の
人
々
の
行
為
と
い
う
具
体
的
事
例
に
も
ま
た
同
様
の
意
味
合
い
が
見

て
取
れ
、
こ
の
貝
が
い
つ
の
時
代
も
明
ら
か
な
意
図
を
も
っ
て
選
ば
れ
、

納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

タ
カ
ラ
ガ
イ
以
外
の
貝
が
納
め
ら
れ
る
事
例
に
つ
い
て
も
、
韓
国
の
芬

皇
寺
（
慶
州
市
）
石
塔
内
の
イ
モ
ガ
イ
、
古
墳
の
中
の
ゴ
ホ
ウ
ラ
、
貝
桶

に
納
め
ら
れ
た
ハ
マ
グ
リ
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
貝
桶
は
吉
祥

模
様
と
し
て
晴
れ
着
の
柄
に
も
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
タ
カ
ラ
ガ
イ
以
外

の
貝
類
に
つ
い
て
は
述
べ
な
い
が
、
他
の
貝
も
ま
た
大
切
に
扱
わ
れ
て
き

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

　

古
来
よ
り
、
胞
衣
、
骨
、
歯
、
髪
、
爪
、
土
器
や
石
器
、
石
斧
、
石
匙
、

須
恵
器
、
陶
器
や
磁
器
、
銅
鐸
・
銅
戈
な
ど
の
青
銅
器
、
経
、
鎮
壇
具
、

仏
像
、
土
釜
、
甲
冑
ほ
か
武
器
・
武
具
、
銭
貨
な
ど
、
実
に
多
岐
に
渡
る

様
々
な
物
品
が
、
大
地
を
含
む
何
ら
か
の
「
容
れ
物
」
に
納
め
ら
れ
て
き

た
。
日
本
列
島
の
「
納
め
る
」
行
為
に
つ
い
て
は
、
埋
納
の
状
況
か
ら
、

ど
れ
も
が
明
ら
か
に
目
的
を
持
ち
、
願
い
を
込
め
、
丁
寧
に
取
扱
わ
れ
、

納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

多
く
の
事
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
四
天
王
寺
の
タ
カ
ラ
ガ
イ
は
、
た
だ

遺
品
を
仏
像
に
入
れ
た
、
た
ま
た
ま
あ
る
も
の
を
入
れ
た
、
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
仏
像
の
胎
内
と
い
う
極
め
て
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
、
願
い

を
込
め
て
、
物
部
美
沙
尾
の
持
ち
物
の
中
か
ら
厳
選
し
た
品
を
納
入
し

た
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
古
く
か
ら
誕
生
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
タ
カ
ラ
ガ
イ
は
、
こ
の
時
代
の
後
生
善
処
・

極
楽
往
生
の
思
想
と
結
び
つ
き
、
人
々
に
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
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念
仏
寺
千
観
内
供
坐
像
、
荘
厳
寺
の
空
也
上
人
像
な
ど
時
代
ご
と
各
尊
像

と
威
力
別
に
確
認
出
来
る
が
、
元
禄
三
年
土
佐
秀
信
『
仏
像
図
彙
』
な
ど

で
は
殊
更
に
口
元
の
表
現
に
注
視
し
た
描
写
は
な
く
、
阿
弥
陀
に
限
っ
て

も
歯
吹
の
名
称
は
な
い
。

　

平
安
時
代
後
期
、
平
等
院
鳳
凰
堂
内
部
は
彩
色
絵
画
彫
刻
が
一
体
と
な

っ
て
空
間
を
満
た
す
。
絵
画
中
に
は
一
、
二
開
口
と
お
ぼ
し
き
尊
像
も
認

め
ら
れ
る
（
高
野
山
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
で
は
、
本
尊
左
肩
の
楷
鼓
と
鉦

鼓
を
持
つ
菩
薩
が
開
口
す
る
）。
開
口
歯
吹
彫
像
は
、
光
背
飛
天
の
う
ち

本
尊
右
肩
一
躯
と
雲
中
供
養
菩
薩
北
一
、
南
二
二
、
南
二
四
号
で
、
北
一

号
は
歯
を
見
せ
僅
か
に
開
く
唇
か
ら
胎
内
奥
深
く
ま
で
彫
り
あ
げ
ら
れ
、

慎
ま
し
い
な
が
ら
も
明
ら
か
に
口
腔
を
強
調
す
る
。
歯
吹
信
仰
は
、
発
声

を
像
造
的
に
受
容
し
つ
つ
稀
覯
な
も
の
と
し
て
像
ご
と
に
偶
成
さ
れ
創
製

自
体
が
結
縁
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

※
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
〜　

文
部
科
学
省
・
科
学
研
究
費
基
盤
Ｂ

「
平
等
院
鳳
凰
堂
空
間
の
荘
厳
と
機
能
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
分
担
研

究
の
一
部
で
あ
る
。

意
義
」（『
美
術
史
研
究
』
一
〇
、
一
九
七
三
）、
光
森
正
士
「
木
造
歯
吹

阿
弥
陀
如
来
立
像
」
解
説
（『
阿
弥
陀
仏
彫
像
』
一
九
七
五
）、
長
谷
川
正

泰
「
歯
吹
如
来
像
の
疑
問
点
に
つ
い
て
」（『
日
本
歯
科
医
師
学
会
会
誌
』

四
、
一
九
七
六
）
な
ど
一
定
時
期
に
集
中
し
、
高
度
成
長
期
か
ら
安
定
成

長
期
に
至
る
身
体
論
と
関
係
さ
せ
て
理
解
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め

な
い
。

　

日
本
で
は
平
安
時
代
か
ら
続
く
虫
の
垂
衣
や
笠
、
桧
扇
な
ど
顔
や
表
情

を
隠
す
文
化
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
事
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

は
、
進
藤
咲
子
「「
―
顔
」
の
系
譜
―
平
安
文
学
作
品
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
日
本
文
学
』
二
五
、
一
九
六
五
）、
村
澤
博
人
「
正
面
顔
文
化
と
横
顔

文
化
」（『
繊
維
製
品
消
費
科
学
』
三
〇
、
一
九
八
九
）、
谷
川
孝
博
「
美

意
識
の
変
遷
と
開
発
工
学
」（『
開
発
工
学
』
一
二
、
一
九
九
三
）、
平
松
隆

円
「
黒
髪
の
変
遷
史
へ
の
覚
書
き
」（『
日
本
研
究
』
四
六
、
二
〇
一
二
）

な
ど
多
方
面
か
ら
論
究
さ
れ
る
が
、
現
存
の
彫
刻
絵
画
史
料
に
お
い
て
旅

な
ど
の
特
定
の
動
作
以
外
殊
更
顔
や
表
情
を
隠
す
引
証
は
な
く
、
そ
れ
が

日
常
的
な
所
作
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
疑
問
で
も
あ
る
。
当
然
、
対
象
が

神
仏
か
人
物
な
の
か
物
語
表
顕
の
処
置
な
の
か
は
差
分
し
て
勘
考
す
る
必

要
が
あ
る
。
あ
え
て
見
せ
る
所
柄
も
存
し
て
い
る
。
近
時
のCovid-19

禍
の
マ
ス
ク
着
用
受
容
も
文
化
素
地
と
し
て
両
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ

る
。

　

日
本
の
開
口
・
歯
吹
仏
像
は
、
和
銅
四
（
七
一
一
）
年
法
隆
寺
五
重
塔

の
塔
本
塑
像
維
摩
詰
像
士
に
看
守
で
き
、
問
答
を
表
す
と
同
時
に
沈
黙
の

教
導
ま
で
示
す
も
の
と
な
る
。
以
降
、
怒
号
と
伝
え
ら
れ
る
東
大
寺
法
華

堂
執
金
剛
神
立
像
を
は
じ
め
観
世
音
寺
の
馬
頭
観
音
像
、
即
成
院
の
供
養

菩
薩
坐
像
右
一
号
、
神
呪
寺
の
不
動
明
王
像
、
東
大
寺
の
閻
魔
王
坐
像
、
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由
來
八
幡
宮
・
姫
之
飯
神
事
の
儀
礼
構
成

風
早　

康
惠

　

島
根
県
飯
石
郡
頓
原
町
字
頓
原
一
六
三
六
番
地
に
鎮
座
の
由
來
八
幡
宮

に
お
い
て
、
現
行
で
は
新
暦
十
一
月
六
日
よ
り
九
日
に
亙
っ
て
行
わ
れ
る

例
大
祭
の
う
ち
、
最
重
要
の
神
事
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
姫
之
飯
神
事
で

あ
る
。
平
成
六
年
、「
由
來
八
幡
宮
の
頭
屋
祭
神
事
」
と
し
て
島
根
県
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
一
連
の
神
事
の
中
核
と
さ
れ
る
。

　

前
記
、
由
來
八
幡
宮
鎮
座
地
に
は
旧
来
、
多
倍
神
社
（『
延
喜
式
』
式

内
社
。『
風
土
記
』
に
も
記
載
あ
り
）
の
鎮
座
が
あ
っ
た
が
、
の
ち
、
八

幡
宮
が
多
倍
神
社
祭
神
を
相
殿
と
し
て
合
祀
と
伝
わ
る
。

　

社
伝
に
は
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）、
飯
南
町
上
区
迫
（
佐
古
）
よ

り
八
幡
宮
が
遷
座
、「
出
雲
八
社
八
幡
」
第
四
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
と

あ
る
。「
頭
屋
神
事
」
は
旧
・
多
倍
神
社
の
神
事
の
通
称
で
あ
り
、「
神
社

神
事
」
は
八
幡
宮
の
神
事
の
そ
れ
と
分
類
さ
れ
る
。
令
和
元
年
の
実
地
見

学
に
従
っ
て
両
神
事
を
簡
略
に
記
す
と
、

頭
屋
神
事 

注
連
下
ろ
し
（
十
月
一
日
）
抜
穂
祭
り
（
十
月
中
適
宜
の
日
）

 

祭
り
花
作
り
・
囃
子
の
稽
古
（
十
月
中
）

 

神
幸
・
八
幡
宮
祭
神
の
神
輿
と
合
流
・
八
幡
宮
本
殿
に
て
姫

之
飯
神
事
（
十
一
月
七
日
）

 

頭
渡
し
神
事
（
十
一
月
八
日
）

神
社
神
事 

古
伝
祭
祀
・
神
幸
・
頭
屋
神
輿
と
合
流
（
十
一
月
七
日
）

 

公
式
祭
典
（
十
一
月
八
日
）

と
な
る
。

　

本
発
表
で
は
、
第
一
に
、
右
記
、
儀
礼
の
二
重
構
成
の
意
義
を
、
天
神

と
し
て
の
八
幡
宮
祭
神
と
地
祇
た
る
多
倍
神
社
祭
神
の
関
係
性
に
お
い

て
、
十
一
月
七
日
の
両
祭
神
の
神
幸
の
具
体
に
基
づ
き
つ
つ
、
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

第
二
に
、
姫
之
飯
神
事
の
儀
礼
構
成
に
着
目
し
、
そ
れ
が
象
徴
す
る

「
稲
魂
儀
礼
」
と
し
て
の
意
義
に
関
し
て
考
察
を
す
す
め
た
。
姫
之
飯
神

事
は
、
種
籾
の
俵
に
挿
さ
れ
た
白
幣
・
根
付
き
の
稲
の
束
・
担
い
竹
・
曲

げ
竹
・
人
形
等
を
採
り
物
と
し
、
天
冠
・
緋
袴
に
浄
衣
を
つ
け
る
男
性
神

職
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
る
。
以
下
、
神
事
次
第
を
記
す
。

一
． 

奏
楽
と
共
に
禰
宜
が
登
場
、
中
啓
を
手
に
舞
殿
正
面
の
案
前
に
着
座

し
再
拝
拍
手

二
． 

小
俵
の
白
幣
を
抜
き
両
手
に
分
け
持
っ
て
四
方
を
順
に
向
き
つ
つ
舞

い
、
終
わ
れ
ば
白
幣
を
戻
す

三
． 

担
い
竹
を
採
り
同
じ
く
舞
う
。
次
い
で
竹
の
両
端
に
稲
束
十
二
束
ず

つ
を
掛
け
両
手
で
捧
げ
舞
う

四
． 

稲
の
束
を
も
と
に
戻
し
、
再
び
担
い
竹
を
採
っ
て
四
方
に
舞
い

五
． 

担
い
竹
の
中
か
ら
玄
御
供
（
く
ろ
ご
く
う
）
を
出
し
小
俵
の
前
に
供

え

六
． 

曲
げ
竹
を
右
手
、
人
形
と
団
扇
状
の
白
紙
を
左
手
に
翳
し
、
頭
上
で

近
づ
け
た
り
離
し
た
り
し
て
舞
い

七
． 
案
上
の
、
ヤ
グ
サ
餅
の
入
っ
た
甑
を
捧
げ
舞
い
お
さ
め
て
の
ち

八
． 
神
前
に
拝
礼
し
、
退
出

　

先
行
研
究
で
は
三
を
、
出
雲
大
社
古
伝
新
嘗
祭
に
通
じ
る
「
田
の
神
出

現
」
を
示
す
儀
礼
と
重
く
解
釈
し
、
六
の
、
曲
げ
竹
・
人
形
・
団
扇
状
の

Ｄ
グ
ル
ー
プ
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た
第
四
回
調
査
（
日
本
が
参
加
し
て
の
調
査
は
一
九
九
八
、
二
〇
〇
八
、

二
〇
一
八
の
三
回
）
を
も
と
に
現
状
と
時
系
列
の
変
化
を
考
察
す
る
。

　

宗
教
団
体
調
査
で
は
、「
神
棚
」
の
保
有
率
は
三
五
・
七
％
、「
仏
壇
」

の
保
有
率
は
四
八
・
二
％
だ
っ
た
。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
調
査
に
は
「
仏
壇
や
神
棚
、

十
字
架
や
キ
リ
ス
ト
の
像
」
の
保
有
を
問
う
質
問
が
あ
り
、
保
有
率
は
三

九
・
七
％
だ
っ
た
。
定
期
的
に
神
棚
を
参
拝
し
て
い
る
人
は
二
一
％
（「
毎

日
拝
む
」
と
「
時
々
拝
む
」
の
合
計
）
で
、
定
期
的
に
仏
壇
を
参
拝
し
て

い
る
人
は
三
八
・
八
％
だ
っ
た
。
保
有
率
、
参
拝
率
と
も
に
仏
壇
が
神
棚

を
上
回
っ
て
い
る
。

　

都
市
規
模
別
に
見
る
と
、「
神
棚
」「
仏
壇
」
と
も
に
、
規
模
が
大
き
く

な
る
ほ
ど
保
有
率
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
都
市
規
模
と
い

う
よ
り
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
家
族
構
造
や
住
居
構
造
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
大
都
市
に
お
け
る
単
身
世
帯
数

の
増
加
、
一
戸
建
所
有
や
マ
ン
シ
ョ
ン
賃
貸
と
い
っ
た
住
居
問
題
で
あ

る
。

　
「
神
棚
」
の
保
有
率
（
宗
教
団
体
調
査
）
は
「
郡
・
町
村
」
が
も
っ
と
も

高
く
（
四
八
・
三
％
）、「
東
京
特
別
区
（
東
京
二
三
区
）」
が
二
〇
・
八
％
と

最
低
に
な
っ
て
い
る
。「
郡
・
町
村
」
で
の
「
神
棚
」
の
保
有
率
は
高
い

も
の
の
、
第
一
回
調
査
（
一
九
九
九
年
）
と
比
較
す
る
と
、
七
四
・
三
％

か
ら
四
八
・
三
％
へ
と
二
六
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
わ
ず
か

二
〇
年
間
で
の
減
少
と
し
て
は
急
激
と
い
っ
て
い
い
減
少
で
あ
る
。

　

保
有
と
参
拝
の
時
系
列
変
化
で
あ
る
が
、
宗
教
団
体
調
査
で
は
、「
神

棚
」「
仏
壇
」
の
保
有
率
は
二
〇
年
間
、
一
貫
し
て
減
少
し
て
い
る
。「
神

棚
」
の
保
有
率
は
四
九
％
か
ら
三
五
・
六
％
へ
と
減
少
し
た
。
二
〇
年
間

で
一
三
・
四
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
「
仏
壇
」
の
保
有

白
紙
（
鏡
と
解
釈
）
を
執
り
物
と
す
る
舞
い
に
つ
い
て
は
「
神
饌
（
飯
）

を
、
巫
女
（
姫
）
が
炊
ぐ
間
に
、
巫
女
が
鏡
を
用
い
つ
つ
、
毛
抜
き
（
曲

げ
竹
）
で
鼻
毛
を
抜
く
滑
稽
な
所
作
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ

れ
で
は
、
一
に
、
人
形
（
神
あ
る
い
は
神
の
依
代
）
を
用
い
る
点
に
お
い

て
整
合
性
に
欠
け
る
。

　

卑
見
で
は
、
人
形
を
稲
魂
の
象
徴
と
解
釈
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
各
地

に
伝
承
さ
れ
る
稲
魂
（
人
形
）
へ
の
供
饌
の
儀
礼
等
を
援
用
し
つ
つ
、
こ

れ
こ
そ
が
一
連
の
う
ち
の
重
儀
で
あ
り
、
新
嘗
祭
の
古
形
を
留
め
る
稲
魂

儀
礼
で
あ
り
、
新
饌
供
献
の
さ
ま
を
表
す
と
結
論
づ
け
る
べ
く
努
め
た
。

家
庭
の
宗
教
性
の
変
容 

│
│ 

神
棚
と
仏
壇 

│
│

石
井　

研
士

　

神
棚
と
仏
壇
は
家
庭
祭
祀
を
行
う
た
め
の
施
設
で
、
多
く
の
家
庭
に
当

た
り
前
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
神
棚
は
氏
神
信
仰
や
伊

勢
信
仰
と
密
接
に
関
わ
り
、
仏
壇
は
菩
提
寺
と
関
係
し
祖
先
崇
拝
と
深
く

結
び
つ
い
て
い
る
。
神
棚
と
仏
壇
は
、
か
つ
て
は
日
本
人
の
宗
教
性
を
理

解
す
る
鍵
と
し
て
、
都
市
化
に
よ
る
保
有
率
や
参
拝
の
在
り
方
が
調
査
さ

れ
た
が
、
近
年
、
研
究
者
の
関
心
は
薄
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
戦
後
の
神
棚
・
仏
壇
の
保
有
率
に
関
し
て
は
、
神

棚
、
仏
壇
共
に
減
少
、
減
少
は
神
棚
の
方
が
急
激
で
あ
る
。
減
少
は
町
村

よ
り
も
大
規
模
都
市
に
お
い
て
激
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
本
発
表

で
は
、
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
「
日
本
人
の
宗
教
団
体
に
対 

す
る
関
与
・
認
知
・
評
価
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
八
年
・
以
下

「
宗
教
団
体
調
査
」）
と
国
際
比
較
調
査
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
（Interna-

tional Social Survey Program
m

e

）
の
「
宗
教
」
を
テ
ー
マ
に
し
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示
的
に
用
い
ら
れ
て
以
来
、
宗
教
研
究
の
「
新
た
な
視
点
」
と
し
て
米
国

を
中
心
に
広
が
り
、
現
在
で
は
世
界
各
地
の
研
究
者
がLR

の
名
を
冠

し
た
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
上
述
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
は
、
米
国
の
研
究

者
の
呼
び
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
世
界
に
お
け
る
宗

教
の
姿
を
捉
え
る
た
め
にLR

の
語
が
採
用
さ
れ
拡
散
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
語
が
一
つ
の
視
点
と
し
て
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ざLR

が
何
を
指
す
の
か
を
問
わ
れ
る
と
、
明
確
に
対
象

を
指
し
示
す
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。LR

研
究
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ

る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ホ
ー
ル
に
よ
れ
ばLR

と
は
、「
遂
行
・
実
施
さ
れ

る
と
い
う
意
味
で
「
生
き
ら
れ
た
」
実
践
を
前
景
化
す
る
宗
教
研
究
の 

ア
プ
ロ
ー
チ
を
意
味
す
る
」（H

all, D
avid D

. “Lived religion
” in 

E
ncyclopedia of R

eligion in A
m

erica. Lippy, Charles H
. and 

W
illiam

s, Peter W
. eds. CQ

 Press, 2010, p. 1282

）
で
あ
る
と
さ

れ
る
が
、
こ
れ
をLR

の
「
定
義
」
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
漠
然
と
し

て
い
る
。LR

は
明
確
な
定
義
に
基
づ
く
研
究
手
法
や
視
座
と
い
う
よ
り

も
、
個
人
の
実
践
へ
の
注
目
を
核
と
す
る
、
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
共
有

さ
れ
て
い
る
一
つ
の
方
向
性
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
日
本
に

お
い
て
は
「
生
き
ら
れ
る
宗
教
」、「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」、「
生
き
た
宗

教
」
な
ど
と
訳
語
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、「
生
活
宗
教
」
の
語
を

当
て
る
可
能
性
を
検
討
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
台
湾
で
既
にLR

を
「
生

活
宗
教
」
と
訳
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
と
、
佐
々
木
宏
幹
に
よ
る
「
生

活
仏
教
」
の
視
点
とLR

研
究
が
基
本
的
な
立
場
を
共
有
し
て
い
る
こ

と
な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
る
（
村
上
晶
「
生
活
仏
教
論
再
考
」『
國
學
院

大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
第
一
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

　

さ
て
、LR
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
見
て
み
る
と
、LR

は
「
〜

率
は
五
三
・
六
％
か
ら
四
四
・
九
％
へ
と
減
少
し
た
。
二
〇
年
間
で
八
・
七

ポ
イ
ン
ト
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
調
査
で
も
、
五
一
・
四
％

（
二
〇
〇
八
）
か
ら
三
九
・
七
％
（
二
〇
一
八
）
へ
と
一
一
・
七
ポ
イ
ン
ト

減
少
し
て
い
る
。
宗
教
団
体
調
査
で
、
定
期
的
な
参
拝
者
（「
毎
日
拝
む
」

と
「
時
々
拝
む
」
の
合
計
）
は
、
二
〇
年
間
で
「
神
棚
」
で
三
一
・
六
％

か
ら
二
一
％
へ
、「
仏
壇
」
で
四
五
％
か
ら
三
八
・
八
％
へ
減
少
し
た
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
世
論
調
査
所
が
一
九
八
一
年
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
る

と
、
保
有
に
関
す
る
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
「
神
棚
」「
仏
壇
」
の
両

方
を
保
有
し
て
い
る
割
合
が
も
っ
と
も
高
く
四
五
％
、
宗
教
団
体
調
査
で

は
も
っ
と
も
多
い
の
は
「
神
棚
、
仏
壇
が
両
方
と
も
な
い
」
だ
っ
た
（
四

〇
％
）。
異
な
る
調
査
を
単
純
に
比
較
で
き
な
い
が
、
四
〇
年
ほ
ど
の
間

に
、
大
き
な
構
造
的
転
換
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

都
市
部
や
地
方
に
限
ら
ず
、
核
家
族
化
は
神
棚
、
仏
壇
を
は
じ
め
大
黒

像
や
恵
比
寿
像
、
あ
る
い
は
火
伏
せ
の
た
め
の
お
札
と
い
っ
た
家
庭
内
に

お
け
る
宗
教
物
を
著
し
く
減
少
さ
せ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
は
単
身
世
帯
の

増
加
が
傾
向
に
拍
車
を
掛
け
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
家
族
構
造
や
地
域

社
会
へ
の
変
動
が
伝
統
的
な
宗
教
性
を
希
薄
化
さ
せ
て
い
る
事
実
の
い
っ

た
ん
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Lived religion

研
究
の
課
題
と
可
能
性

村
上　
　

晶

　

二
〇
二
〇
年
四
月
よ
り
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
お
い
て
「#LivedReligionCovi 

d

」
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。Lived religion

（
以
下LR

）
の
語
は
、
一
九
九
七
年
にLived R

eligion in A
m

erica

（H
all, D

avid D
. ed. Princeton U

niversity Press, 1997

）
で
明
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可
能
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
霊
性 

│
│ 

宗
教
と
精
神
世
界 

│
│

伊
藤
耕
一
郎

　

感
染
症
の
原
因
が
特
定
で
き
な
い
過
去
に
お
い
て
、
疫
病
の
拡
大
が

人
々
に
宗
教
を
求
め
さ
せ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
三
八
万
人
の
死

亡
者
を
出
し
た
一
九
一
八
年
〜
一
九
二
一
年
の
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
で

は
、
人
々
が
厄
除
け
の
札
を
求
め
て
す
し
詰
め
の
列
車
に
乗
り
、
神
社
へ

つ
め
か
け
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
る
（
速
見　

二
〇
〇
六
）。
し
か

し
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
宗
教
が
感
染
を
広
げ
る
可
能
性
が
高
い
と

し
て
、
世
界
各
国
に
倣
い
日
本
で
も
、
宗
教
施
設
の
閉
鎖
や
集
会
の
自

粛
、
神
社
に
お
い
て
は
感
染
防
止
の
た
め
に
手
水
舎
か
ら
の
柄
杓
の
撤
去

や
封
鎖
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
起
こ
っ
て
い
る
（
島
田　

二
〇
二
〇
）。

　

発
表
者
が
緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
い
て
行
っ
た
現
地
調
査
で
も
、
感
染

対
策
と
し
て
「
鈴
・
鈴
紐
の
撤
去
」
を
行
っ
て
い
る
神
社
が
二
一
％
、

「
手
水
舎
か
ら
の
柄
杓
の
撤
去
ま
た
は
封
鎖
」
を
行
っ
て
い
る
神
社
は
一

四
％
で
あ
っ
た
（
母
数
二
九
）。
こ
れ
は
同
時
期
に
四
五
の
キ
リ
ス
ト
教

会
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
で
、
礼
拝
を
取
り
や
め
た
（
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト

配
信
に
切
り
替
え
た
）
教
会
が
八
七
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
る
と
少
な

く
感
じ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
集
う
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
三
密
状
態
に
な
る
こ
と
が
想
定
し
に
く
い
神
社
に
お
い
て
、
参

拝
に
必
要
な
施
設
や
祭
具
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が

宗
教
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
精
神
世
界
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
二
日
〜
五
月
一
六

日
に
、
八
四
の
精
神
世
界
関
連
事
業
者
を
対
象
に
Ｄ
Ｍ
で
行
っ
た
ア
ン
ケ

で
な
い
も
の
」、
と
い
う
否
定
形
を
用
い
て
規
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

（A
m

m
erm

an, N
ancy T

. “Lived Religion as an Em
erging 

Field
” N

ordic Journal of R
eligion and Society, vol. 1, no. 2, 

2016
）。
つ
ま
り
、
宗
教
的
専
門
家
で
は
な
い
一
般
の
人
々
の
、
教
会
の

中
で
は
な
く
日
常
生
活
の
中
に
あ
る
、
教
義
・
信
仰
で
は
な
く
実
践
に
関

わ
る
、
と
い
っ
た
形
で
あ
る
。LR

と
い
う
視
点
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
宗
教
研
究
が
、
制
度
宗
教
の
教
義
や
宗

教
的
専
門
家
を
主
た
る
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。

個
々
人
の
実
践
に
目
を
向
け
た
時
、
そ
こ
に
は
制
度
的
な
教
義
や
儀
礼
に

は
還
元
し
き
れ
な
い
多
様
な
宗
教
実
践
が
あ
り
、LR

研
究
は
そ
う
し
た

実
践
の
複
雑
さ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お

い
て
二
項
対
立
的
に
制
度
宗
教
的
要
素
を
排
除
し
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、

人
々
の
実
践
の
総
体
を
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。「
制
度

的
で
は
な
い
も
の
」
と
い
っ
た
否
定
の
形
以
外
でLR

と
い
う
フ
ィ
ー

ル
ド
を
規
定
す
る
必
要
性
が
主
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
現
在
、
世
界
各
地
の
研
究
者
がLR

の
語
で
そ
れ
ぞ
れ
の
事

例
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か

つ
て
、「
宗
教
」、（
発
表
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
）「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

な
ど
の
大
き
な
概
念
に
よ
っ
て
世
界
各
地
の
事
例
が
類
似
の
も
の
と
し
て

発
見

0

0

さ
れ
、
比
較
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
概
念
の
使
用
に
疑

義
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
し
た
研
究
へ

の
シ
フ
ト
が
生
じ
て
き
た
。
結
果
、
個
々
の
事
例
を
超
え
た
議
論
が
発
展

し
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
傾
向
の
な
か
で
、
大
ま

か
な
括
り
と
し
て
のLR

は
、
そ
の
名
の
下
に
ゆ
る
や
か
な
比
較
を
可

能
に
す
る
場
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
にLR

（
生
活
宗
教
）
の
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し
て
、
自
然
と
の
共
生
を
目
指
す
精
神
世
界
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
ウ
ィ

ル
ス
も
共
生
す
べ
き
相
手
で
あ
り
感
染
し
て
も
浄
化
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ

っ
て
、
発
症
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
最
初

か
ら
遠
隔
技
法
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
利
用
を
模
索
し
て
い
た
」、「
ウ
ィ
ル
ス

を
脅
威
と
考
え
て
い
な
い
」
と
い
う
土
台
と
な
る
構
造
や
思
想
の
違
い

が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
影
響
の
違
い
と
な
っ
て
現
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

精
神
世
界
も
宗
教
も
霊
性
を
扱
う
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、

「
宗
教
団
体
」
と
「
精
神
世
界
」
と
い
う
形
で
比
較
す
る
と
、
ウ
ィ
ル
ス

対
策
を
め
ぐ
っ
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
与
え
た
影
響
の
差
は
大
き
い
。
発
表

者
は
こ
の
結
果
が
今
後
の
霊
性
を
考
え
る
際
の
新
し
い
指
標
と
な
り
得
る

と
考
え
て
い
る
。

河
合
隼
雄
の
中
空
構
造
論
と
「
心
の
専
門
家
」
を
め
ぐ
っ
て

深
谷　

耕
治

　

河
合
隼
雄
の
中
空
構
造
論
は
、
今
日
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
。
本
発
表
で
は
、
ま
ず
河
合
の
著
作
に
も
と
づ
い
て
中
空
構
造
論
を

大
ま
か
に
特
徴
づ
け
、
次
に
そ
れ
を
理
解
す
る
上
で
の
論
点
に
つ
い
て
考

え
て
い
く
。

　

中
空
構
造
論
の
発
想
は
河
合
の
心
理
療
法
家
と
し
て
の
出
発
点
で
あ
る

一
九
六
四
年
の
ユ
ン
グ
派
分
析
家
資
格
審
査
論
文
に
す
で
に
明
確
に
見
出

さ
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
整
え
ら
れ
て
い

た
。
以
降
、
中
空
構
造
は
河
合
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
で
扱
わ
れ
、
晩
年
の

『
神
話
と
日
本
人
の
心
』（
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
最
も
洗
練
さ
れ
た
か

た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
三
点
で
特
徴
づ
け
ら
れ

ー
ト
調
査
で
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
前
と
比
べ
て
、
相
談
や
セ
ッ
シ
ョ
ン

を
希
望
す
る
人
は
増
え
ま
し
た
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
増
え
た
三

九
％
・
変
わ
ら
な
い
四
九
％
・
減
っ
た
一
二
％
と
い
う
回
答
を
得
て
い

る
。
利
用
者
が
減
っ
た
と
答
え
た
事
業
者
も
、「
普
段
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行

っ
て
い
る
施
設
が
閉
鎖
さ
れ
た
か
ら
」
が
理
由
の
大
半
を
占
め
、
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
事
業
者
は
ご
く
少
数
と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
。

　

発
表
者
の
参
与
調
査
か
ら
具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
精
神
世
界
系
の
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
心
躰
研
究
会
Ｓ
Ｅ
Ｗ
で
はZoom

を
使
い
、
四
月
二
五
日
に
「
キ

ャ
ン
ド
ル
瞑
想
」（
参
加
者
一
三
名
）、
五
月
一
九
日
と
三
〇
日
に
は
精
神

世
界
の
技
法
で
あ
る
「
コ
ー
ド
カ
ッ
ト
イ
メ
ー
ジ
・
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ

＆
ア
ー
シ
ン
グ
」（
参
加
者
一
六
名
）
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
参
加
者

の
半
数
は
、
精
神
世
界
に
は
無
関
係
で
そ
れ
ま
で
関
心
を
持
っ
た
こ
と
も

無
い
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
Ｓ
Ｅ
Ｗ
で
は
ネ
ッ
ト
を
使
用

し
た
遠
隔
ヒ
ー
リ
ン
グ
や
、
遠
隔
身
体
技
法
の
研
究
、
実
施
を
予
定
し
て

お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
外
出
の
自
粛
等
が
良
い
方
向
に
作
用
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
岡
山
県
津
山
市
の
「
サ
ム
ハ
ラ
神
社
奥
の
院
」
を
拠
点
に
活
動

し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
た
ま
や
で
は
、
こ
こ
半
年
で
聖
地
案
内
や
セ
ッ

シ
ョ
ン
の
希
望
者
が
増
え
始
め
、
八
月
末
に
は
一
日
に
二
〇
人
を
超
え
、

九
月
一
二
日
の
時
点
で
、
一
〇
月
中
旬
ま
で
予
約
が
埋
ま
っ
て
い
た
。
ま

た
、
別
の
精
神
世
界
系
の
団
体
で
も
、
同
様
に
参
加
者
は
増
加
傾
向
に
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
団
体
の
特
徴
に
「
三
密
状
態
に
な
る
集
会
や
イ
ベ
ン
ト
で
も

マ
ス
ク
を
着
用
し
な
い
」
こ
と
が
あ
る
。
宇
宙
と
繋
が
る
た
め
の
一
環
と
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観
的
」
が
意
味
す
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
こ
そ
検
討
す
る
意
義
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
島
薗
進
は
、
河
合
の
解
釈
を
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
や
丸
山
真

男
と
同
じ
「
空
虚
な
中
心
」
論
の
系
列
に
置
き
、
そ
う
し
た
言
説
の
背
後

に
「
見
え
に
く
い
」
国
家
神
道
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。
つ
ま
り
、
皇
室
祭

祀
の
政
治
的
機
能
が
隠
さ
れ
る
こ
と
で
「
政
治
的
に
は
何
も
行
わ
な
い
天

皇
が
中
心
に
位
置
す
る
」
と
い
う
論
調
が
生
ま
れ
、
河
合
の
中
空
構
造
論

の
よ
う
な
日
本
人
論
が
生
産
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
島
薗
の
議
論
を
一
つ

は
さ
む
と
、
河
合
の
「
主
観
的
」
な
解
釈
の
社
会
的
な
意
味
が
見
出
さ
れ

る
。
河
合
の
「
主
観
的
な
」
解
釈
は
日
本
の
宗
教
的
・
文
化
的
な
状
況
に

一
定
程
度
規
定
さ
れ
て
お
り
、
河
合
自
身
前
記
の
三
点
目
の
「
無
で
あ
っ

て
有
で
あ
る
状
態
」
の
具
体
例
と
し
て
天
皇
制
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
鑑

み
る
と
、
そ
う
し
た
宗
教
的
・
文
化
的
な
状
況
を
河
合
自
身
も
自
覚
的
に

取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
河
合
の
中
空
構
造
論
は
、
そ
も
そ
も
河
合
の
「
心
の
専
門
家
」

と
し
て
の
臨
床
体
験
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
臨
床
心
理
士
な
ど
の

「
心
の
専
門
家
」
が
社
会
で
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
く
、
河
合

が
臨
床
心
理
士
の
資
格
認
定
制
度
の
立
ち
上
げ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
中
空
構
造
と
い
う
モ
デ
ル
が
、
今
日
の

「
心
の
専
門
家
」
に
と
っ
て
ど
の
程
度
有
効
な
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

先
の
論
点
と
も
関
わ
り
な
が
ら
、
心
理
療
法
の
あ
り
方
の
時
代
性
や
普
遍

性
の
理
解
へ
の
一
つ
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

る
。

（
一
）
統
合
で
は
な
く
、
均
衡
の
原
理
に
貫
か
れ
て
、
対
立
す
る
も
の
の

共
存
を
許
す
。
河
合
が
分
析
す
る
日
本
神
話
で
い
え
ば
、
最
高
神
ア
マ
テ

ラ
ス
に
対
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
の
反
動
的
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ

で
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
も
中
心
に
定
着
す
る
こ
と
な
く
、
結
果
的
に
中
心
は
空

位
と
な
る
。

（
二
）
中
心
に
対
し
て
何
も
の
か
の
侵
入
を
許
す
が
、
中
心
は
再
び
空
に

な
り
、
ま
た
他
の
も
の
の
侵
入
を
許
す
。
河
合
の
読
み
に
よ
れ
ば
、
ア
マ

テ
ラ
ス
が
中
心
に
来
れ
ば
、
そ
れ
の
反
動
と
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
が
中
心
に
や

っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
神
話
体
系
の
構
造
上
は
均
衡
の
状
態
が
目
指
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
中
心
に
位
置
す
る
内
容
は
変
化
し
て
い
く
。

（
三
）
中
心
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
満
し
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
（
無
で

あ
っ
て
有
で
あ
る
）
状
態
が
望
ま
し
い
（
正
機
能
す
る
）。
中
空
構
造
に

は
正
負
両
面
の
機
能
が
あ
り
、
繰
り
返
さ
れ
る
均
衡
の
揺
り
戻
し
の
中
で

は
、
そ
れ
が
た
と
え
「
悪
」
で
も
中
心
に
侵
入
で
き
て
し
ま
う
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
中
空
構
造
の
均
衡
は
保
た
れ
つ
つ
も
、
中
心
に
は
、

や
は
り
何
者
か
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
林
義
道
は
、
こ
う
し
た
河
合
の
解
釈
は
学
問
的
客
観
性
を

十
分
に
担
保
で
き
て
お
ら
ず
、
日
本
神
話
を
理
解
す
る
上
で
も
、
ま
た
元

型
心
理
学
の
解
釈
と
し
て
も
「
主
観
的
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
詳
細
は

省
く
が
、
林
の
指
摘
は
説
得
的
で
あ
り
、
た
し
か
に
河
合
の
解
釈
は
「
主

観
的
」
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
日
本
神
話
研
究
や
厳
密
な

ユ
ン
グ
解
釈
と
い
う
文
脈
で
は
「
主
観
的
」
と
取
ら
れ
る
河
合
の
解
釈
や

思
想
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
の
文
化
状
況
の
何
ほ
ど
か
を
示
し

て
い
る
側
面
が
あ
り
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
中
空
構
造
論
は
そ
の
「
主
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ー
ソ
ン
論
」
批
判
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
論
と
は
「
生
存
権
を
も
つ
の
は
生

物
と
し
て
の
ヒ
ト
で
は
な
く
パ
ー
ソ
ン
（
人
格
的
存
在
）
で
あ
る
」
と
い

う
考
え
方
で
あ
り
、
妊
娠
中
絶
の
擁
護
論
と
し
て
登
場
し
た
後
、
重
度
障

害
の
あ
る
新
生
児
や
植
物
状
態
患
者
、
重
度
の
認
知
症
患
者
な
ど
に
対
す

る
治
療
中
止
を
支
持
す
る
論
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
が
、「
生
命
の
質
」

の
判
断
に
基
づ
い
て
中
絶
や
治
療
中
止
、
場
合
に
よ
っ
て
は
幇
助
自
殺
や

安
楽
死
な
ど
が
肯
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、
狭
い
意
味
で
「
パ
ー

ソ
ン
論
者
」
と
言
わ
れ
る
一
部
の
生
命
倫
理
学
者
だ
け
で
は
な
く
、
英
米

圏
の
生
命
倫
理
学
に
か
な
り
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
と
言

え
る
。
こ
う
し
た
「
パ
ー
ソ
ン
」
概
念
は
近
代
医
療
が
も
た
ら
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
困
惑
か
ら
道
徳
的
な
圧
迫
感
を
取
り
除
く
「
許
容
概
念
」
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
、
と
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
述
べ
る
。
い
わ
ば
、「
パ
ー
ソ
ン
」

で
あ
る
と
い
う
条
件
を
欠
い
た
人
々
は
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
尊
厳
を
も

っ
て
扱
わ
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
「
割
り
切
り
」
の
お
墨
付
き
を
与
え
て

く
れ
る
の
が
パ
ー
ソ
ン
論
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ー
ソ
ン
か
非
パ
ー

ソ
ン
か
と
い
う
抽
象
的
区
別
に
よ
っ
て
そ
の
人
に
対
す
る
医
療
や
ケ
ア
の

あ
り
方
を
決
定
す
る
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
道
徳
感
覚
や
道

徳
言
語
と
相
容
れ
な
い
こ
と
を
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
例
を
挙
げ
て

論
証
す
る
。
た
と
え
ば
人
体
実
験
に
お
い
て
人
を
医
学
研
究
の
道
具
に
す

る
こ
と
の
問
題
性
は
そ
の
人
の
パ
ー
ソ
ン
の
侵
害
と
い
う
よ
り
は
、
医
師

と
の
間
の
信
頼
を
破
壊
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
死
に
ゆ
く
人
の
ケ
ア
に

つ
い
て
も
、
先
天
的
な
重
い
障
害
を
も
っ
た
子
ど
も
の
ケ
ア
に
つ
い
て

も
、
そ
の
人
を
ケ
ア
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
人
が
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
否

か
で
は
な
く
、
そ
の
人
と
の
具
体
的
な
関
係
性
に
よ
る
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が

後
に
障
害
の
あ
る
人
々
と
の
交
流
に
基
づ
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
問
わ
れ

宗
教
が
生
命
倫
理
を
語
る
と
き 

│
│ 

Ｓ
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
思
想
を
手
が
か
り
に 

│
│

安
藤　

泰
至

　

日
本
で
は
、
生
命
倫
理
を
め
ぐ
る
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
発
言
が
盛
ん

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
近
年
の
、
ゲ
ノ
ム
編
集
の
よ
う
な
先
端
技
術
に

対
す
る
公
共
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
、
ま
た
京
都
の
Ａ
Ｌ
Ｓ
女
性
の
嘱

託
殺
人
を
き
っ
か
け
に
し
た
安
楽
死
合
法
化
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
、
宗
教

の
影
は
薄
い
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
特
定
の
宗
教
的
信
仰
を
も
た
な
い
宗

教
学
研
究
者
と
し
て
、
学
術
的
な
面
か
ら
も
市
民
運
動
の
側
か
ら
も
生
命

倫
理
の
問
題
に
多
く
の
発
言
を
行
っ
て
き
た
が
、
現
在
の
生
命
倫
理（
学
）

が
人
間
の
生
と
死
に
お
け
る
宗
教
的
な
次
元
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
対
す

る
筆
者
の
批
判
は
、
本
来
は
生
命
倫
理
を
め
ぐ
る
宗
教
や
宗
教
者
の
側
か

ら
の
議
論
と
呼
応
し
、
相
補
的
な
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
発
言
は
、
同
じ
宗
教
的
な
世
界

観
を
共
有
し
な
い
人
々
に
は
届
か
な
い
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
現
代
の
医
療
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
人
々
の
生
死
の
苦
悩
の
な
か
に

身
を
置
く
と
い
う
姿
勢
を
欠
い
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
本
発
表
で

は
、
特
定
の
宗
教
的
立
場
か
ら
生
命
倫
理
を
論
じ
つ
つ
も
、
そ
の
諸
問
題

に
「
答
え
」
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
問
い
」
の
地
平
を

広
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
信
仰
を
共
有
し
な
い
人
々
に

も
開
か
れ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
米
国
の
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
派
神
学
者
、

ス
タ
ン
リ
ー
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
（
一
九
四
〇
―
）
の
議
論
を
紹
介
し
、
こ
う

し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
展
望
を
開
き
た
い
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
「
生

命
倫
理
学
」
批
判
の
中
心
を
な
す
の
は
、「
患
者
は
患
者
で
あ
る
た
め
に

人
格
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」（
一
九
七
五
）
で
な
さ
れ
て
い
る
「
パ
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が
あ
る
。
彼
女
は
滞
在
し
た
ホ
ー
ム
の
不
衛
生
な
生
活
環
境
が
耐
え
ら
れ

ず
、
仲
間
た
ち
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
孤
立
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
嫌
悪
感

を
正
直
に
告
白
し
た
と
き
、
他
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
も
同
様
の
嫌
悪
感
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
開
か
れ

「
周
り
の
世
界
と
和
解
」
し
た
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
嫌
悪
感
の
原
因
と

し
て
、
心
理
学
の
論
考
に
依
拠
し
て
、「
人
間
の
動
物
と
し
て
の
弱
さ
」

（
身
体
の
必
要
性
（
食
事
、
排
泄
）、
傷
つ
き
や
す
さ
（
病
気
、
障
害
、
欠

損
）、
時
に
伴
う
劣
化
（
成
長
、
消
化
吸
収
、
衰
弱
、
死
性
））
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
人
間
が
身
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
由

来
し
、
ケ
ア
の
現
場
で
ケ
ア
提
供
者
が
直
面
す
る
も
の
で
あ
る
。
重
要
な

の
は
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
の
「
身
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に

起
因
す
る
日
常
的
営
み
」
が
「
非
日
常
」
の
枠
組
み
の
中
で
体
験
さ
れ
、

そ
れ
と
の
和
解
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
日
常
的
身
体

経
験
で
あ
り
な
が
ら
、「
人
々
の
間
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
日
常
」
か
ら

排
除
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
Ｈ
・
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
「
共
通
世
界
」
の

既
定
（「
肉
体
的
必
要
」
の
「
共
通
世
界
」
か
ら
の
排
除
）
と
一
致
し
て

い
る
。
ま
た
、
身
体
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
領
域
で
あ
り
「
公
」
か
ら
守
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
点
は
現
代
の
価
値
観
に
適
っ
て
い
る

が
、
日
常
生
活
の
基
盤
で
あ
る
人
間
の
身
体
性
・
動
物
性
が
「
人
々
の

間
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
の
帰
結
は
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
身
体
を

支
え
合
い
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
ケ
ア
が
、
ラ
ル
シ
ュ
で
経
験
す
る
「
非

日
常
」
に
な
っ
て
い
る
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

政
治
学
者
の
Ｍ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、「
ケ
ア
へ
の
ニ
ー
ズ
を
含
む
身
体

的
な
ニ
ー
ズ﹇
動
物
性
﹈は﹇
人
間
の
﹈尊
厳
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
と
し
て
、

支
援
に
対
す
る
権
利
要
求
の
正
当
性
を
述
べ
る
一
方
で
、
人
間
は
「
人
間

て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
そ
う
し
た
人
々
と
い
か
に
「
共
に
生
き
る
」

か
、
私
た
ち
が
自
身
の
弱
さ
を
否
定
せ
ず
、
そ
う
し
た
人
々
と
共
に
経
験

す
る
「
苦
難
」
に
よ
っ
て
い
か
に
「
変
え
ら
れ
る
」
か
、
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
は
、
神
と
の
親
し
い
「
交
友
」
に
よ
っ
て
、
自
己
が
「
変

え
ら
れ
」、
自
己
と
は
異
質
な
人
々
と
友
人
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

体
験
と
い
う
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
と
考
え
る
も
の

に
基
づ
い
て
い
る
が
、
私
た
ち
が
自
由
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
「
い
の

ち
」
の
経
験
と
し
て
、
信
仰
を
共
有
し
な
い
者
に
も
十
分
理
解
で
き
よ

う
。
宗
教
的
な
立
場
か
ら
生
命
倫
理
の
問
い
を
拡
充
す
る
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の

思
想
は
、
非
信
仰
者
に
も
開
か
れ
た
「
い
の
ち
の
思
想
」
と
な
っ
て
い

る
。

ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
に
お
け
る
身
体
経
験
の
日
常
性
と
非
日
常
性寺

戸　

淳
子

　

現
在
の
欧
米
型
社
会
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活
で
意
識
さ
れ
る
自
身
の

「
身
体
」
や
身
の
回
り
に
あ
る
身
体
表
象
、「
シ
ェ
ア
す
る
・
さ
れ
る
」
身

体
経
験
な
ど
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
〈
ラ
ル
シ

ュ
〉
共
同
体
で
の
生
活
で
は
中
心
に
な
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
。

　

ラ
ル
シ
ュ
は
、
知
的
な
障
害
が
あ
る
人
と
ア
シ
ス
タ
ン
ト
（
ギ
ャ
ッ
プ

イ
ヤ
ー
を
利
用
し
、
市
民
貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
一
年
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
滞
在
す
る
学
生
が
多
い
）
が
「
一
緒
に
暮
ら
す
」
こ
と
に
主
眼

を
お
く
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
活
動
で
、
現
在
世
界
三
五
カ
国
に
展
開
す
る
。

当
初
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
現
在
は
宗
教
宗
派
を
問

わ
な
い
「
祈
り
の
共
同
体
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト

経
験
に
つ
い
て
、「
嫌
悪
感
」
を
テ
ー
マ
に
ま
と
め
た
学
生
の
学
位
論
文
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「
代
受
苦
」
と
は
何
か 

│
│ 

臨
床
に
お
け
る
仏
教
用
語
の
意
味
変
容 

│
│

金
沢　
　

豊

　

現
代
の
僧
侶
の
発
言
と
し
て
「
亡
き
人
は
生
者
の
代
わ
り
に
亡
く
な
っ

た
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
亡
き
人
を
忘
れ
ず
に
弔
う
こ
と
が
大
切
で
あ

る
」
と
い
う
趣
意
の
い
わ
ゆ
る
「
代
受
苦
」
言
説
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
。
そ
の
考
え
方
が
厄
災
に
よ
る
遺
族
や
苦
難
に
直
面
す
る
人
々
の
救
い

と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
報
道
資
料
な
ど
か
ら
も
収
集
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
大
乗
経
典
に
見
ら
れ
る
「
代
受
苦
」
の
意
味
か
ら
変
容
を
遂

げ
て
い
る
。
本
稿
は
「
代
受
苦
」
が
「
死
者
が
生
者
の
身
代
わ
り
と
な
っ

た
論
」
で
な
い
こ
と
を
見
極
め
て
、
是
非
は
と
も
か
く
本
来
の
意
味
に
つ

い
て
そ
の
主
体
に
注
目
し
な
が
ら
確
認
し
た
い
。

　
「
苦
」
を
正
し
く
見
据
え
取
り
払
う
こ
と
が
仏
教
徒
の
身
近
で
究
極
の

目
標
で
あ
る
こ
と
は
四
諦
八
正
道
の
構
造
か
ら
も
疑
い
は
な
い
。
さ
ら
に

「
抜
苦
」
と
し
て
慣
用
的
に
示
さ
れ
て
き
た
が
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い

「
苦
」
を
取
り
除
く
主
体
は
本
来
、
修
行
を
重
ね
心
を
調
伏
す
る
修
行
者

自
身
で
あ
っ
た
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
苦
の
検
討
は
当
面
の
課
題
で
あ

り
続
け
『
大
智
度
論
』
で
は
「
抜
苦
」
が
菩
薩
に
よ
る
「
大
悲
」
の
発
動

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
大
慈
与
一
切
衆
生
楽
、
大
悲

抜
一
切
衆
生
苦
『
大
智
度
論
』
巻
二
十
七
）。
漢
訳
さ
れ
る
「
代
受
苦
」

の
原
語
はduh. kha-udvahana

で
、
苦
を
運
び
出
す
、
負
う
こ
と
の
意

味
が
あ
り
「
代
受
」
や
「
忍
受
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
複
数
の
仏
教
辞
典
を

紐
解
け
ば
「
菩
薩
の
大
悲
心
、
衆
生
に
代
て
、
地
獄
の
苦
を
受
く
る
を
云

う
」（『
請
観
音
経
』）
や
「
大
悲
代
は
り
て
苦
を
受
く
」（『
大
智
度
論
』）

な
ど
の
典
拠
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
元
よ
り
「
代
受
苦
」
と
羅
列
さ
れ

身
体
へ
の
嫌
悪
と
恥
辱
」
を
も
ち
、
そ
の
嫌
悪
感
が
自
他
へ
の
暴
力
衝
動

を
か
き
立
て
る
の
で
、
安
定
的
社
会
の
た
め
に
は
自
ら
の
動
物
性
に
対
す

る
肯
定
的
感
情
が
市
民
に
共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
に
お
い
て
喜
劇
が
担
っ
た
（
男
性
市
民
が
劇
場
と
い
う
公
共
の
非
日
常

空
間
で
、「
自
分
た
ち
の
動
物
性
」
に
対
す
る
肯
定
的
感
情
を
分
か
ち
合

う
）
よ
う
な
「
政
治
的
感
情
」
の
醸
成
を
訴
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
、「
身

体
の
必
要
（
動
物
性
）」
を
「
人
々
の
間
の
こ
と
」
に
す
る
（「
ケ
ア
す

る
・
さ
れ
る
」
こ
と
へ
の
肯
定
的
感
情
を
醸
成
す
る
）
の
と
は
異
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
で
ラ
ル
シ
ュ
創
設
者
の
Ｊ
・
バ
ニ
エ
は
、「
ケ
ア
の
場
に
帰
属
す

る
」
こ
と
が
「
人
間
に
な
る
（
尊
厳
あ
る
生
き
方
が
で
き
る
）」
こ
と
だ

と
い
う
。
こ
れ
は
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
属
す
る
日
常
の
外
側
か
ら
「
日
常

を
別
様
に
す
る
」
こ
と
を
呼
び
か
け
る
も
の
と
い
え
る
。
だ
が
こ
の
よ
う

な
視
点
は
、
現
状
で
は
、
ケ
ア
の
「
非
日
常
性
」
の
称
揚
と
も
捉
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
ケ
ア
は
「
最
も
日
常
的
な
身
体
経
験
」
の
実
践
だ

が
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
修
道
女
や
「
白
衣
の
天
使
」、「
聖
な
る
母
性

愛
」
に
託
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
す
で
に
「
美
し
さ
（
非
日
常
性
）」
を

帯
び
、「
人
々
の
間
」
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
動
物
性
」
と
和

解
す
る
こ
と
が
「
日
常
的
身
体
経
験
の
非
日
常
的
受
容
」
に
な
っ
て
い
る

こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
、
宗
教
学
が
用
い
る
「
日
常
／
非
日
常
」

の
対
比
に
お
い
て
、
人
間
の
「
動
物
性
」（
に
向
き
あ
う
こ
と
）
が
そ
の

ど
ち
ら
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
（
い
る
）
の
か
と
い
う
問
い
に
も
つ
な

が
る
。
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担
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
聖
典
に
示
さ
れ

た
通
り
の
意
味
で
「
代
受
苦
」
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
社
会
の
状
況
や
聞
き
手
の
要
請
に
よ
っ
て
変
容
し
た
仏
教
用
語
の
一

例
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
臨
床
の
場
に
お
い
て
本
来
の
「
代
受

苦
」
の
意
味
は
不
問
に
さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
た
意
味
合
い
が
聴
聞
者
に
響

き
、
話
者
の
特
性
（
宗
教
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
）
に
よ
り
救
済
の
価
値
が

付
与
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

神
道
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
構
造

金
田　

伊
代

　

わ
が
国
に
は
、
仏
教
や
儒
教
が
伝
来
す
る
以
前
か
ら
存
在
す
る
、
祖
先

祭
祀
や
自
然
信
仰
と
い
っ
た
神
道
的
と
言
わ
れ
る
独
自
の
思
想
が
あ
る
。

日
本
人
の
死
生
観
に
即
し
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
構
築
す
る
た
め
に
、
霊

魂
観
、
世
界
観
、
人
間
観
、
他
界
観
、
生
死
の
意
味
な
ど
の
神
道
の
基
本

観
念
に
基
づ
く
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
は
、
回
復
の
見
込
み
の
な
い
疾
患
の
末
期
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

で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
戦
後
神
社
本
庁
が
成
立
し
た
後
、
神
道
古
典
を

基
に
神
道
神
学
と
い
う
学
問
領
域
を
展
開
し
た
上
田
賢
治
の
理
論
に
基
づ

き
、
教
祖
や
教
義
、
教
典
を
持
た
な
い
神
社
神
道
（
以
下
、
神
道
）
に
お

け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
神
道
は
前
提
と
し
て
、
神
祇
や
霊
魂
（
み
た
ま
）
の
存
在
と
そ

の
存
続
、
社
会
共
同
体
の
継
承
を
信
仰
の
中
核
と
し
て
い
る
。
礼
拝
の
対

象
は
霊
魂
で
あ
り
、
働
き
で
あ
る
が
、
こ
の
霊
魂
の
依
代
が
御
神
体
で
あ

る
。

る
用
例
は
さ
ほ
ど
多
く
な
く
、
誰
が
誰
の
苦
を
代
わ
る
役
割
を
担
う
の
か

文
脈
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
如
来
が
主
体
と
な
る
場
合
、
菩
薩
が
主

体
と
な
る
場
合
、
経
典
と
論
書
の
若
干
の
用
例
を
紹
介
し
た
い
。

　
『
大
般
涅
槃
経
』「
迦
葉
菩
薩
品
四
」（
慧
嚴
訳
、
大
正
蔵
十
二
、
八
三

八
頁
上
）
に
は
、
如
来
の
性
質
と
し
て
「
衆
生
の
苦
を
見
る
こ
と
己
が
苦

の
ご
と
し
」「
衆
生
の
た
め
地
獄
に
処
す
」
と
説
か
れ
、
そ
の
後
に
「
一

切
衆
生
の
異
の
苦
を
受
け
る
は
、
こ
れ
こ
と
ご
と
く
如
来
一
人
の
苦
な

り
」
と
記
さ
れ
、
衆
生
に
代
わ
り
苦
を
背
負
い
地
獄
に
堕
ち
る
如
来
の
あ

り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

実
は
、
如
来
が
人
々
の
苦
を
引
き
受
け
る
主
体
と
な
る
用
例
は
限
定
的

で
、
経
典
に
も
論
書
に
も
菩
薩
が
主
体
と
な
る
用
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。

『
大
品
般
若
経
』「
発
趣
品
二
十
」（
鳩
摩
羅
什
訳
、
大
正
蔵
八
、
二
五
六

頁
上
）
に
は
菩
薩
の
大
悲
心
と
は
、
人
々
が
涅
槃
に
入
る
た
め
に
菩
薩
が

そ
の
人
々
の
代
わ
り
に
地
獄
の
苦
し
み
を
受
け
る
状
態
で
あ
る
と
明
示
し

て
お
り
、
論
書
の
記
述
で
は
『
瑜
伽
師
地
論
』（
玄
奘
訳
、
大
正
蔵
三
〇
、

五
六
五
頁
上
）
の
菩
薩
が
悪
趣
の
境
涯
に
あ
る
人
々
の
苦
を
引
き
受
け
、

解
脱
さ
せ
る
働
き
を
見
せ
る
。
菩
薩
が
修
め
る
言
動
の
一
つ
と
し
て
他
者

に
代
わ
っ
て
異
熟
果
を
受
け
取
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
通
底
し
て
い

る
目
的
は
衆
生
の
般
涅
槃
の
た
め
で
あ
り
、
菩
薩
の
大
悲
の
働
き
と
し
て

衆
生
の
苦
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
は
冒
頭
の
言
説
を
仏
教
用
語
の
誤
用
と
し
て
批
判
す
る
立
場
で
は

な
い
。
た
だ
し
「
代
受
苦
」
の
複
数
の
例
か
ら
、
亡
き
人
は
現
世
を
生
き

る
人
の
苦
し
み
を
代
わ
り
に
引
き
受
け
た
と
い
う
用
例
は
見
当
た
ら
ず
、

大
乗
経
典
、
論
書
中
の
「
代
受
苦
」
は
、
衆
生
を
涅
槃
に
導
く
た
め
に
如

来
や
菩
薩
が
大
悲
の
発
動
し
、
特
に
悪
趣
に
落
ち
た
衆
生
の
身
代
わ
り
を
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精
神
的
な
重
圧
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
る
。
②
守
札
や
絵
馬
な
ど
の

霊
魂
の
依
代
や
縁
起
物
の
作
成
に
よ
る
作
業
活
動
を
通
し
て
、
言
語
以
外

で
の
神
祇
や
祖
霊
と
の
つ
な
が
り
を
も
つ
。
③
死
に
際
し
て
、
人
生
を
振

り
返
り
静
か
な
時
を
過
ご
せ
る
よ
う
な
環
境
作
り
を
行
う
。
④
神
職
が
唱

え
言
葉
や
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
身
に
つ
い
た
罪
や
穢
れ
を
取

り
は
ら
う
。
⑤
社
会
的
な
功
績
に
関
わ
ら
ず
、
患
者
が
ど
の
よ
う
な
人
生

を
送
っ
て
き
た
か
、
世
の
中
の
生
成
発
展
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
た
の

か
、
次
世
代
に
何
を
伝
え
た
い
か
を
聞
き
取
り
、
祝
詞
に
ま
と
め
る
。
そ

れ
を
神
に
伝
え
る
た
め
に
祭
祀
を
行
う
こ
と
で
、
人
生
を
称
え
、
労
う
。

⑥
祭
祀
（
神
祭
り
の
儀
式
）
を
行
い
、
死
後
も
同
じ
よ
う
に
祭
り
が
行
わ

れ
る
の
を
生
前
に
見
せ
る
こ
と
で
、
未
知
で
あ
る
死
後
へ
の
安
心
、
霊
魂

の
安
寧
へ
と
つ
な
げ
る
。

　

従
来
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
は
死
に
様
や
死
後
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い

る
が
、
神
道
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
は
生
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
。
今
生
で

み
こ
と
も
ち
と
し
て
の
使
命
を
い
か
に
果
た
し
て
き
た
の
か
を
聞
き
取

り
、
言
祝
ぎ
（
祝
福
と
労
い
）
を
行
う
こ
と
が
霊
魂
へ
の
慰
め
に
な
る
の

で
あ
る
。

「
水
子
供
養
」
儀
礼
に
関
す
る
国
際
比
較
研
究
の
試
み

陳　
　

宣
聿

　

日
本
に
お
い
て
、
流
産
、
死
産
、
中
絶
な
ど
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
胎

児
や
生
ま
れ
て
間
も
な
く
夭
逝
し
た
子
ど
も
を
対
象
に
す
る
儀
礼
は
「
水

子
供
養
」
と
総
称
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
中
盤
か
ら
一
九
八
〇
年

代
中
盤
で
急
激
に
広
が
っ
た
水
子
供
養
は
「
ブ
ー
ム
」
と
し
て
認
識
さ
れ

た
が
、
一
過
性
の
流
行
に
留
ま
ら
ず
、
現
代
の
日
本
社
会
に
定
着
し
て
い

　

人
間
に
と
っ
て
、
こ
の
存
在
世
界
で
神
々
や
祖
霊
、
自
然
国
土
の
恩
に

感
謝
し
な
が
ら
調
和
を
失
わ
ず
、
社
会
共
同
体
の
一
員
と
し
て
こ
の
世
の

生
成
発
展
に
参
与
し
、
次
の
世
代
に
受
け
渡
し
て
ゆ
く
こ
と
、
つ
ね
に
禊

祓
を
し
て
過
ち
犯
し
た
罪
穢
を
清
め
、
神
祭
を
怠
ら
ず
、
世
の
た
め
人
の

た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
。

　

人
の
生
死
は
公
私
の
両
面
を
持
っ
て
お
り
、
原
則
的
に
は
常
に
「
公
」、

つ
ま
り
自
己
の
生
命
を
支
え
る
神
々
及
び
人
間
た
ち
と
の
関
係
が
優
先
さ

れ
る
。
死
後
の
霊
魂
の
行
方
に
つ
い
て
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

神
々
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
死
者
は
こ
の
世
と
完
全
に
絶
縁
し
て
理
想

的
な
他
界
へ
行
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
現
実
世
界
で
祭
り
招
け
ば
何

時
で
も
そ
の
祭
り
を
受
け
、
喜
び
と
悲
し
み
と
を
共
に
し
、
身
近
に
留
ま

っ
て
子
孫
の
幸
せ
を
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
そ
こ
に
生
命

の
永
遠
性
が
あ
る
。
死
ぬ
時
や
生
ま
れ
る
時
と
い
う
神
の
御
所
為
に
属
す

る
命
の
最
も
大
切
な
時
に
人
間
に
許
さ
れ
た
信
仰
的
姿
勢
は
慎
み
籠
る
こ

と
に
あ
る
が
、
い
か
な
る
死
も
す
べ
て
生
命
の
姿
で
あ
り
、
厳
粛
な
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
派
な
死
に
方
、
醜
い
死
に
方
と
い
っ
た
評
価
を
持

ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
神
道
の
基
本
観
念
に
基
づ
き
、
神
と
人
と
の
仲
介
者
で
あ

る
神
職
は
末
期
の
患
者
に
ど
の
よ
う
な
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
次
の
六
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

①
臨
終
時
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
認
め
る
、
②
縁
起
物
の
作
成
、
③
環

境
づ
く
り
、
④
祓
い
・
清
め
の
実
施
、
⑤
人
生
の
称
賛
と
慰
労
、
⑥
祭
祀

の
斎
行

　

①
死
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
も
厳
粛
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
臨
終
時
の

理
想
を
求
め
る
こ
と
な
く
あ
り
の
ま
ま
で
良
い
と
い
う
姿
勢
に
よ
っ
て
、
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最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
水
子
供
養
と
は
今
ま
で
日
本
特
有
の
儀
礼
と

さ
れ
て
き
た
た
め
、
日
本
語
の
論
考
に
お
い
て
は
「
水
子
供
養
」、
英
語

の
論
考
で
も
音
声
記
号
でM

izuko kuyō

と
表
記
す
る
場
合
が
多
く
見

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
記
の
仕
方
は
前
記
の
境
界
線
の
曖
昧
な
性
質
を

保
っ
た
ま
ま
広
義
的
に
議
論
を
進
め
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
し
か
し
、
国

際
比
較
の
際
に
、
現
地
の
言
葉
以
外
、
よ
り
大
き
な
分
析
概
念
を
用
い

て
、
こ
の
類
の
儀
礼
を
統
括
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。

　

今
ま
で
の
先
行
研
究
の
中
に
こ
の
類
の
儀
礼
を
統
括
し
よ
う
と
す
る
方

法
は
二
種
類
に
大
別
で
き
る
と
考
え
る
。
一
つ
目
は
、
儀
礼
の
中
絶
経 

験
に
対
処
す
る
機
能
に
着
目
し
、abortion ritual

、post-abortion 
ritual

、abortion death ritual

な
ど
の
呼
称
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て

中
絶
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
い
妊
娠
損
失
の
範
囲
か
ら
見
る
な
らm

e-
m

orial service for pregnancy loss

の
呼
称
も
用
い
ら
れ
る
。
範
囲

が
広
が
っ
て
い
る
が
、
当
事
者
（
生
者
）
に
対
す
る
儀
礼
の
機
能
に
着
目

す
る
点
は
同
様
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
儀
礼
の
対
象
（
死
者
）
に
注
目
す

る
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
胎
児
の
イ
メ
ー
ジ
、
亡
く
な
っ
た
子
を
強
調
し

て
い
る
立
場
と
な
る
。
例
え
ばrites for the unborn dead

、rites 
for the aborted fetuses

、fetus-ghost appeasem
ent

な
ど
が
見

ら
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
い
ず
れ
の
表
記
方
法
も
ま
だ
共
通
的
に
認
識
さ
れ
ず
、
研

究
者
に
よ
っ
て
表
記
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ

を
単
な
る
用
語
の
違
い
と
し
て
捉
え
ず
、
む
し
ろ
儀
礼
の
性
質
と
位
置
づ

け
に
関
係
す
る
根
本
的
な
課
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
は
一

つ
の
試
み
と
し
て
、「
水
子
供
養
」
の
国
際
的
比
較
を
展
開
す
る
際
に
直

面
す
る
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
。

る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
水
子
供
養
が
流
行
り
出
す
時
期
も

世
界
的
に
中
絶
論
争
が
広
が
る
時
期
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
一

九
七
三
年
に
中
絶
を
女
性
の
権
利
と
み
な
す
「
ロ
ウ
対
ウ
エ
イ
ド
判
決
」

が
下
さ
れ
て
以
降
、
中
絶
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
内
戦
と
も
言
え
る
問
題

に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
、
異
文
化
の
日
本
で
行
わ
れ

た
水
子
供
養
の
儀
礼
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
特
有
な
宗
教
現

象
と
し
て
西
洋
及
び
日
本
の
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。

　

水
子
供
養
が
流
行
り
出
す
時
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
間
も
な
く
半
世

紀
に
な
り
、
数
々
の
重
要
な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

夭
逝
し
た
胎
児
に
対
す
る
儀
礼
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
、
台
湾
、

タ
イ
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
二

〇
一
三
年
の
日
本
宗
教
学
会
第
七
十
二
回
学
術
大
会
の
「
水
子
供
養
研
究

の
達
成
と
課
題
」
パ
ネ
ル
に
お
い
て
、
水
子
供
養
の
国
際
比
較
研
究
が
一

つ
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
二
〇
一
六
年
の
日
本
宗
教
学
会
第
七

十
五
回
学
術
大
会
の
「
日
本
・
台
湾
・
韓
国
に
お
け
る
『
水
子
供
養
』
の

歴
史
と
現
状
」
パ
ネ
ル
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
国
際

比
較
研
究
の
展
開
に
あ
た
っ
て
な
お
多
く
の
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
こ
に

は
「
国
際
比
較
に
あ
た
る
分
析
概
念
」
の
問
題
を
提
起
し
て
い
き
た
い
。

　
「
水
子
供
養
」
の
語
意
は
曖
昧
で
、
中
に
は
多
く
の
境
界
線
が
交
差
し

て
い
る
。「
水
子
」
は
流
産
、
死
産
、
中
絶
さ
れ
た
胎
児
と
死
亡
し
た
出

生
児
な
ど
子
ど
も
を
全
て
包
括
す
る
広
義
的
な
解
釈
と
、
中
絶
児
だ
け
に

限
定
す
る
狭
義
的
な
解
釈
が
あ
り
、
時
代
や
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
意
味

が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
儀
礼
と
し
て
の
「
供
養
」
の
国
際
的
比

較
を
展
開
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
形
式

で
展
開
さ
れ
る
の
か
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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礼
の
姿
を
考
え
さ
せ
る
習
俗
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
蒲
池
、
同
右
）。
つ
ま
り
、
蒲
池
に
よ
れ
ば
、
絵
像
が
死
者
の
魂
の
送
迎

と
関
係
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
絵
像
は
、
死
者
の
魂
を
送
り
迎
え
る

「
引
導
仏
」
と
な
り
、
寺
院
と
門
徒
宅
の
間
を
往
復
す
る
「
動
座
習
俗
」

と
な
る
。
ま
た
、
オ
ソ
ウ
ブ
ツ
が
門
徒
の
「
惣
仏
（
門
徒
共
有
の
絵
像
本

尊
）」
で
あ
り
、
絵
像
本
尊
が
仏
壇
成
立
以
前
に
お
い
て
は
共
同
体
祭
祀

に
よ
る
信
仰
に
関
わ
る
本
尊
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
道
場
が
発
展
し
寺
院

化
し
、
一
方
で
収
斂
し
て
「
家
」
単
位
に
よ
る
本
尊
祭
祀
と
し
て
の
真
宗

の
仏
壇
の
成
立
に
つ
な
が
る
歴
史
的
過
程
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の

と
み
て
い
る
（
蒲
池
、
一
九
九
三
『
真
宗
と
民
俗
信
仰
』
吉
川
弘
文
館
）。

　

春
日
地
区
に
お
い
て
も
、
門
徒
の
葬
儀
で
真
宗
寺
院
が
所
蔵
す
る
阿
弥

陀
如
来
の
絵
像
本
尊
を
貸
し
出
し
て
、
自
宅
の
葬
儀
の
本
尊
と
す
る
ホ
ト

ケ
サ
ン
と
呼
ば
れ
る
習
俗
が
見
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
地
区
の
ホ
ト
ケ
サ
ン

の
習
俗
は
死
者
の
魂
を
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
（
浄
土
）
へ
「
送
り
」「
迎

え
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
弥
陀
一
仏
を
信
じ
る
真
宗

門
徒
で
あ
っ
て
も
、
臨
終
に
あ
っ
て
は
、
死
者
の
魂
を
送
り
届
け
て
く
れ

る
仏
、
迎
え
て
く
れ
る
仏
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
ホ
ト
ケ

サ
ン
は
、
門
徒
の
先
祖
た
ち
の
信
仰
の
証
と
し
て
本
山
か
ら
下
付
さ
れ
た

道
場
（
寺
院
）
の
本
尊
で
あ
り
、
門
徒
は
死
ぬ
と
皆
、
寺
院
か
ら
借
り
出

さ
れ
る
こ
の
ホ
ト
ケ
サ
ン
の
本
尊
の
元
で
、
浄
土
へ
「
送
り
」「
迎
え
る
」

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
次
寺
の
本
尊
が
木
像
阿
弥
陀
仏
に
な
っ

た
と
し
て
も
、
本
堂
は
各
門
徒
に
と
っ
て
先
祖
と
繋
が
る
集
合
的
な
「
詣

り
墓
」
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
き
た
と
言
え
る
。

　

墓
を
持
た
な
い
理
由
と
し
て
、
本
山
へ
の
納
骨
儀
礼
と
と
も
に
、
先
祖

を
祀
る
墓
の
代
わ
り
を
仏
壇
や
手
次
寺
の
本
堂
（
本
尊
）
が
担
っ
た
こ
と

無
墓
制
真
宗
地
域
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
変
遷

本
林　

靖
久

　

真
宗
地
域
と
言
え
る
岐
阜
県
揖
斐
川
町
春
日
地
区
（
旧
春
日
村
）
は
、

『
春
日
村
史
（
下
）』
に
、「
春
日
村
は
一
般
に
無
墓
制
地
域
で
墓
は
な
い
」

と
あ
る
（
春
日
村
史
編
集
委
員
会
、
一
九
八
三
）。

　

真
宗
地
域
に
は
石
塔
を
持
た
な
い
無
（
石
塔
）
墓
制
の
事
例
が
報
告
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い

る
が
、
森
岡
清
美
は
真
宗
の
伝
承
的
な
教
義
が
手
次
寺
納
骨
、
こ
と
に
本

山
納
骨
の
儀
礼
と
結
び
つ
き
、
そ
の
一
方
で
、
墓
の
代
わ
り
を
各
家
の
仏

壇
や
手
次
寺
の
本
堂
が
担
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
指
摘
し
て
い

る
（
森
岡
、
一
九
七
八
「
真
宗
門
徒
に
お
け
る
『
無
墓
制
』」『
真
宗
教
団

に
お
け
る
家
の
構
造
』
お
茶
の
水
書
房
）。

　

無
墓
制
は
本
堂
を
「
集
合
詣
り
墓
」
と
す
る
森
岡
の
指
摘
を
踏
ま
え
る

と
、
真
宗
地
域
の
伝
統
的
葬
儀
に
用
い
ら
れ
て
き
た
オ
ソ
ウ
ブ
ツ
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
蒲
池
勢
至
は
、
オ
ソ
ウ
ブ
ツ
と

は
、「
真
宗
門
徒
の
葬
式
に
際
し
檀
那
寺
（
手
次
寺
）
か
ら
喪
家
に
貸
し

出
さ
れ
る
阿
弥
陀
如
来
の
絵
像
」
で
あ
り
（
蒲
池
、
一
九
九
九
『
日
本
民

俗
学
大
辞
典
（
上
）』
吉
川
弘
文
館
）、「
寺
の
本
堂
に
安
置
し
て
あ
る
絵

像
本
尊
を
、
喪
主
が
借
り
に
き
た
り
す
る
と
住
職
が
一
緒
に
同
道
し
て
行

き
、
床
の
間
に
安
置
し
て
葬
儀
が
こ
の
絵
像
の
前
で
執
行
さ
れ
る
。
親
戚

の
者
が
絵
像
の
軸
を
首
か
ら
下
げ
て
持
っ
て
い
っ
た
り
も
し
、
こ
れ
を
ホ

ト
ケ
サ
ン
の
お
迎
え
な
ど
と
も
い
う
。
葬
儀
が
終
る
と
再
び
寺
に
返
却
さ

れ
、
こ
の
と
き
仏
供
米
や
表
具
代
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。
絵
像
の
裏
書
に

よ
る
と
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
の
も
の
も
多
く
あ
り
、
か
つ
て
の
道
場

本
尊
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仏
壇
成
立
以
前
の
信
仰
形
態
や
葬
送
儀
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も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
門
戸
を
開
い
て
納
骨
希
望
者
を
誰
で
も
受
け
入
れ

る
提
案
と
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

　

開
放
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
明
治
初
期
の
宣
教
師
に
よ
る
キ
リ
ス

ト
教
宣
教
開
始
か
ら
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
独
自
の
墓
地
獲
得
に
苦
心
し

た
。
寺
が
所
有
す
る
墓
地
へ
の
埋
葬
が
不
許
可
、
あ
る
い
は
家
族
・
親
類

縁
者
の
反
対
、
逆
に
キ
リ
ス
ト
者
側
も
先
祖
供
養
や
法
要
な
ど
の
古
来
の

死
者
儀
礼
を
避
け
た
い
と
い
っ
た
理
由
に
よ
り
新
た
な
納
骨
場
所
の
確
保

が
急
務
と
な
っ
た
。
よ
う
や
く
所
有
で
き
た
墓
は
納
骨
場
所
と
な
っ
た
だ

け
で
な
く
キ
リ
ス
ト
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
明
す
る
場
と
さ
れ
、

差
別
や
迫
害
と
戦
っ
た
信
仰
者
を
証
し
す
る
記
念
碑
的
役
割
を
果
た
し

た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
を
も
つ
墓
の
開
放
に
は
難
色
が
示
さ
れ
る

の
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

教
会
墓
地
に
は
別
の
意
義
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
に
あ
る
「
復

活
」
は
「
墓
」
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
十
字
架
で
処
刑
さ
れ
た

イ
エ
ス
は
墓
に
葬
ら
れ
た
。
し
か
し
聖
書
は
三
日
目
に
イ
エ
ス
が
復
活
し

た
こ
と
を
伝
え
る
。
墓
は
死
を
超
え
る
永
遠
の
命
が
示
さ
れ
た
場
所
な
の

で
あ
る
。
一
般
的
に
墓
地
に
は
「
死
」
に
よ
る
「
終
わ
り
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
墓
地
は
新
た
な
「
生
」
に
よ
る
「
始

ま
り
」
の
場
で
も
あ
る
。
墓
地
は
絶
望
か
ら
希
望
に
移
さ
れ
る
場
と
な

り
、
悲
し
み
か
ら
喜
び
へ
と
変
え
ら
れ
る
場
に
な
る
。
教
会
墓
地
は
納

骨
・
追
悼
と
い
う
目
的
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
の
内
容
を
確
認
し
て
深
め
合

う
場
で
も
あ
る
の
だ
。

　

教
会
墓
地
に
付
加
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
意
義
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
重

要
で
あ
る
が
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
検
証
す
べ
き
こ
と
も
あ
る
。
信
仰
の

自
由
が
保
障
さ
れ
た
今
日
に
お
い
て
迫
害
や
差
別
を
受
け
た
時
代
と
同
様

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
門
徒
の
世
界
観
と
行
動
様
式
は
、

葬
儀
に
お
け
る
ホ
ト
ケ
サ
ン
の
習
俗
が
影
響
を
与
え
て
き
た
も
の
と
言
え

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
葬
儀
が
平
成
一
七
年
頃
か
ら
地
区
外
の
葬
儀
会
館
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
寺
院
と
門
徒
を
繋
ぐ
オ
ソ
ウ
ブ
ツ
の
習
俗
が

消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
真
宗
寺
院
と
門
徒
の
あ
り
方
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
く
の
か
、
無
墓
制
と
も
絡
め
な
が
ら
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

日
本
に
お
け
る
「
教
会
墓
地
」
の
今
日
的
意
義

中
野　

敬
一

　

年
間
死
亡
者
数
が
二
〇
四
〇
年
に
は
約
一
六
五
万
人
に
達
す
る
と
い
う

試
算
も
あ
る
日
本
の
「
多
死
社
会
」
に
お
い
て
都
市
部
の
墓
不
足
は
ま
す

ま
す
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。
都
市
部
で
の
墓
地
新
設
は
困
難
で
あ
り
、
費

用
面
で
人
気
が
あ
る
公
営
墓
地
の
供
給
は
追
い
つ
か
な
い
。
近
代
的
な
納

骨
堂
に
は
抵
抗
が
あ
る
人
も
い
る
。
比
較
的
安
価
な
郊
外
墓
地
の
選
択
肢

に
は
墓
参
の
不
便
が
否
め
な
い
。
少
子
化
時
代
ゆ
え
に
墓
の
「
承
継
」
者

が
不
在
と
な
れ
ば
個
人
墓
を
購
入
せ
ず
共
同
墓
地
を
選
ぶ
か
、
樹
木
葬
や

散
骨
等
に
向
か
う
の
も
自
然
の
流
れ
で
あ
る
。
加
え
て
高
齢
者
の
貧
困
問

題
が
あ
る
。
葬
儀
や
墓
地
費
用
の
捻
出
が
困
難
な
人
は
少
な
く
な
い

　

諸
問
題
が
複
雑
に
絡
み
合
う
状
況
で
、
葬
送
儀
礼
や
墓
地
運
営
に
専
門

的
に
携
わ
っ
て
き
た
宗
教
団
体
が
で
き
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
結
論

を
述
べ
る
と
墓
地
の
開
放
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
の
場
合
、
各
個
教
会

が
所
有
す
る
の
は
共
同
墓
地
で
あ
り
、
納
骨
は
教
会
員
と
そ
の
家
族
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
発
表
者
が
所
属
す
る
日
本
基
督
教
団
仁
川
教
会
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は
葬
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
（
以
後
パ
ー

ル
シ
ー
と
称
す
）
は
九
割
以
上
が
都
市
部
に
住
ん
で
い
る
。
ま
た
鳥
葬
に

欠
か
せ
な
い
猛
禽
類
が
二
〇
〇
〇
年
以
降
急
激
に
減
少
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
鳥
葬
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
維
持
が
困
難
な
環
境
に
あ

る
。
こ
の
た
め
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
変
化
を
強
い
ら
れ
、
結
果
、
葬
送
方

法
を
行
う
に
あ
た
っ
て
主
に
二
つ
の
傾
向
が
出
て
き
た
。
一
つ
は
太
陽
光

パ
ネ
ル
や
微
生
物
を
導
入
し
、
遺
体
を
処
理
す
る
こ
と
を
ど
う
に
か
維
持

し
鳥
葬
シ
ス
テ
ム
を
引
き
続
き
選
択
す
る
傾
向
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
シ

ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
放
棄
し
、
合
理
的
に
火
葬
を
選
択
す
る
傾
向
で
あ

る
。
加
え
て
パ
ー
ル
シ
ー
の
人
口
も
減
少
し
て
お
り
、
鳥
葬
シ
ス
テ
ム
維

持
が
そ
も
そ
も
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
地
方
都
市
で
は
葬
送
儀
礼
に

必
要
な
人
員
を
維
持
で
き
ず
、
遺
族
が
望
ん
で
も
鳥
葬
を
選
択
で
き
な
い

と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

　

イ
ン
ド
国
外
に
移
住
し
た
家
族
が
火
葬
や
土
葬
を
選
択
す
る
こ
と
に

は
、
し
か
た
な
く
理
解
を
示
す
伝
統
的
な
パ
ー
ル
シ
ー
も
、
ム
ン
バ
イ
で

火
葬
を
選
ぶ
友
人
た
ち
へ
は
影
で
冷
や
や
か
な
態
度
を
示
す
。
火
葬
自

体
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
い
て
は
大
罪
で
あ
る
た
め
、
本
来
は
鳥
葬
を

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
教
徒
で
あ
れ
ば
誰
で
も
が
理
解
し
て
い
る
。
ま

た
ム
ン
バ
イ
で
は
ま
だ
ま
だ
鳥
葬
に
よ
っ
て
葬
送
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
た
め
、
火
葬
は
鳥
葬
ほ
ど
選
択
さ
れ
な
い
。
し
か
し
鳥
葬
シ
ス

テ
ム
正
常
性
へ
の
疑
問
か
ら
火
葬
を
選
択
す
る
教
徒
も
少
な
く
な
い
上
、

二
〇
一
五
年
に
は
火
葬
を
行
い
た
い
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
た
め
の
施
設

も
開
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
よ
り
火
葬
選
択
が
容
易
に

な
っ
た
。

　

こ
の
火
葬
用
の
施
設
は
二
人
の
聖
職
者
と
、
有
志
の
人
々
の
協
力
で
ム

の
意
義
を
教
会
墓
地
に
課
す
こ
と
は
閉
鎖
性
や
排
他
性
に
も
繋
が
る
だ
ろ

う
。
し
か
も
実
際
の
と
こ
ろ
教
会
墓
地
に
全
て
の
教
会
員
が
納
骨
を
希
望

す
る
と
は
限
ら
な
い
。
発
表
者
の
教
会
で
も
教
会
墓
地
で
は
な
く
個
人
墓

や
「
家
」
の
墓
に
入
る
選
択
を
す
る
者
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

新
た
な
意
義
を
教
会
墓
地
に
付
加
す
る
時
期
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

墓
を
必
要
と
す
る
人
々
に
教
会
墓
地
を
積
極
的
に
開
放
し
て
い
く
こ
と
で

墓
地
不
足
の
解
消
に
少
し
で
も
貢
献
で
き
る
。
不
安
を
抱
え
る
「
隣
人
」

に
奉
仕
す
る
行
為
に
も
な
る
。
信
者
獲
得
と
い
っ
た
理
由
で
は
な
く
、
世

に
奉
仕
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
観
点
か
ら
墓
地
を
開
放
す
る
の
で
あ

る
。
当
然
諸
費
用
は
最
小
限
に
抑
え
る
べ
き
で
あ
る
。
自
ら
の
利
益
追
求

を
避
け
な
け
れ
ば
世
間
か
ら
の
信
用
を
失
う
。
貧
困
者
に
は
最
後
の
セ
ー

フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
的
役
割
を
教
会
が
担
え
る
こ
と
を
喜
ん
で
行
う
べ
き
だ

ろ
う
。
墓
地
開
放
は
死
に
関
す
る
不
安
を
も
つ
人
々
の
声
を
傾
聴
し
、
そ

れ
に
応
え
て
い
く
営
み
の
一
環
で
あ
る
。
こ
れ
は
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
場
所
を
提
供
し
て
積
極
的
に
葬
儀
を
請
け
負
う
。
宗
教
団

体
が
人
々
か
ら
信
用
さ
れ
て
死
後
を
委
ね
ら
れ
る
受
け
皿
に
な
れ
て
い
る

の
か
ど
う
か
、
自
ら
に
問
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

現
代
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
葬
送
儀
礼
の
変
化
に
つ
い
て

香
月　

法
子

　

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
け
る
鳥
葬
は
、
こ
の
宗
教
の
代
名
詞
と
も
い
え

る
代
表
的
な
宗
教
的
慣
習
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
目
立
っ
て
衰
退

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
〇
二
〇
年
一
月
の
イ
ン
ド
、
ム
ン
バ
イ
に
お
け

る
現
地
調
査
を
中
心
に
、
そ
の
現
状
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　

鳥
葬
の
変
化
と
し
て
は
様
々
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
特
に
著
し
い
点
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韓
国
人
の
尊
厳
死 

│
│ 

高
齢
者
の
「
死
に
が
い
」
と
自
己
決
定 

│
│

渕
上　

恭
子

　

二
〇
一
六
年
二
月
三
日
、
韓
国
に
お
い
て
「
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
医
療
お

よ
び
臨
終
過
程
に
あ
る
患
者
の
延
命
医
療
の
決
定
に
関
す
る
法
律
」（
略

称
「
延
命
医
療
決
定
法
」、
通
称
「
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
法
」、
い
わ
ゆ
る

「
尊
厳
死
法
」）
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
二
月
四
日
に
施
行
さ
れ
た
。

　
「
延
命
医
療
」
と
は
、
心
肺
蘇
生
術
、
血
液
透
析
、
抗
癌
剤
の
投
与
、

人
工
呼
吸
器
の
装
着
と
い
っ
た
、
病
状
の
改
善
に
効
果
が
な
く
、
死
期
を

遅
ら
せ
る
だ
け
の
医
療
行
為
を
い
う
。
延
命
医
療
の
中
止
の
対
象
と
な
る

の
は
、
回
復
の
可
能
性
が
な
く
、
治
療
し
て
も
回
復
せ
ず
、
症
状
が
急
速

に
悪
化
し
て
、
死
期
が
迫
っ
た
、「
臨
終
過
程
に
あ
る
」
患
者
と
さ
れ
て

い
る
。

　

延
命
医
療
の
中
止
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
①
患
者
（
満
一
九
歳
以
上
）

自
身
が
、
意
識
が
あ
る
時
に
「
事
前
延
命
医
療
意
向
書
」
と
「
延
命
医
療

計
画
書
」（
末
期
患
者
お
よ
び
臨
終
過
程
に
あ
る
患
者
が
作
成
）
を
登
録

し
、
延
命
医
療
を
受
け
な
い
と
い
う
意
思
を
表
明
し
て
い
る
場
合
、
②
患

者
の
意
識
は
な
い
も
の
の
、
患
者
の
家
族
（
満
一
九
歳
以
上
の
配
偶
者
、

直
系
卑
属
、
直
系
尊
属
あ
る
い
は
兄
弟
姉
妹
）
二
人
以
上
の
一
致
し
た
陳

述
に
よ
っ
て
、
患
者
が
延
命
医
療
を
望
ま
な
い
と
判
断
で
き
る
場
合
、
患

者
の
意
思
が
不
明
の
時
は
、
③
（
患
者
が
未
成
年
者
の
場
合
）
法
廷
代
理

人
（
親
権
者
）
が
延
命
医
療
の
中
止
に
同
意
し
、
担
当
医
と
専
門
医
一
名

が
そ
れ
を
認
め
た
場
合
、
④
（
患
者
が
成
人
の
場
合
）
患
者
の
家
族
（
満

一
九
歳
以
上
）
全
員
が
延
命
医
療
の
中
止
に
同
意
し
、
担
当
医
と
専
門
医

一
名
が
そ
れ
を
認
め
た
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。

　

国
立
延
命
医
療
管
理
機
関
（w

w
w

.lst.go.kr

）
の
発
表
に
よ
れ
ば
、

ン
バ
イ
の
公
共
火
葬
場
の
奥
の
土
地
を
購
入
し
開
設
さ
れ
た
。
こ
の
施
設

で
教
義
に
則
っ
た
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
公
共
の
火
葬
場
に
運
ば
れ

る
。
公
共
の
火
葬
場
で
は
そ
の
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
が
対
応
す
る
。
な
お
発

表
者
が
調
査
を
行
っ
た
際
に
も
、
一
件
の
葬
送
儀
礼
が
予
定
さ
れ
て
い

た
。

　

伝
統
的
な
鳥
葬
を
選
択
す
る
、
し
た
い
教
徒
に
と
っ
て
火
葬
を
選
択
す

る
こ
と
は
異
様
に
映
る
。
鳥
葬
が
で
き
る
の
に
な
ぜ
火
葬
を
選
択
し
、
さ

っ
さ
と
処
理
し
て
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
の
か
と
い
っ
た
憤
り
の
ほ
か
に
、

火
葬
を
行
う
施
設
は
綺
麗
で
は
な
い
、
遺
体
に
着
せ
る
衣
装
が
汚
か
っ
た

と
い
っ
た
衛
生
的
な
面
で
の
批
判
も
聞
か
れ
た
。

　

パ
ー
ル
シ
ー
は
善
悪
の
判
断
に
お
い
て
、
綺
麗
か
そ
う
で
な
い
か
、
と

い
っ
た
基
準
を
用
い
る
こ
と
を
よ
く
す
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
基
準
が
適

用
さ
れ
て
い
る
。
火
葬
場
は
汚
い
、
だ
か
ら
火
葬
を
選
択
す
る
こ
と
は
悪

い
こ
と
だ
と
言
っ
た
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
態
度
を
示
す
教
徒
が
い
る

一
方
、
火
葬
を
選
択
す
る
教
徒
も
同
様
に
、
鳥
葬
シ
ス
テ
ム
は
正
常
に
運

営
さ
れ
て
お
ら
ず
、
遺
体
が
い
つ
ま
で
も
残
り
、
不
潔
だ
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
が
双
方
に
、
汚
い
方
を
選
べ
ば
地
獄
に
行
く
ぞ
と
い
っ
た
死

生
観
に
結
び
つ
く
よ
う
な
発
言
は
で
て
こ
な
い
。

　

鳥
葬
で
も
火
葬
で
も
選
択
す
る
上
で
彼
ら
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
教

義
で
は
な
く
衛
生
的
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
受
け
取
れ
る
。
事
実
、
イ

ン
ド
の
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
以
降
、
パ
ー
ル
シ
ー
が
鳥
葬
を
正
当
化
す
る

上
で
必
ず
主
張
す
る
こ
と
も
衛
生
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
現
状
か
ら
、
パ
ー
ル
シ
ー
に
お
い
て
鳥
葬
と
は
、
す
で
に
教
義
と
は

結
び
付
か
ず
、
遺
体
処
理
方
法
の
中
の
一
つ
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
尊
厳
死
」
を
美
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
高
齢
者
を
取
り
巻
く
今

日
の
社
会
の
状
況
が
厳
し
さ
を
増
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
家
族
や
後
の
世
代

の
人
々
の
こ
と
を
慮
っ
て
「
尊
厳
死
」
を
遂
げ
た
い
と
願
う
韓
国
の
高
齢

者
の
「
死
の
自
己
決
定
」
の
あ
り
方
を
、
安
易
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
の
韓
国
文
化
論
に
お
け
る
恨
（
ハ
ン
）
の
受
容 

│
│ 

嫌
韓
右
派
を
中
心
に 

│
│

古
田　

富
建

　

恨
（
ハ
ン
）
は
、
六
〇
年
代
後
半
か
ら
韓
国
人
特
有
の
心
性
の
一
つ
と

し
て
広
く
共
有
さ
れ
始
め
た
美
意
識
で
あ
る
。
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、

韓
国
文
化
論
の
中
で
紹
介
さ
れ
、
現
在
も
韓
国
文
化
を
語
る
際
に
欠
か
せ

な
い
概
念
で
あ
る
。
韓
国
内
で
の
恨
言
説
は
美
意
識
と
し
て
拡
散
し
共
有

さ
れ
た
が
、
現
在
の
日
本
国
内
で
は
恨
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
さ
の
象
徴
と
も
な

っ
て
お
り
、
認
識
に
ず
れ
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
日
本
に
お
け

る
「
恨
言
説
」
の
発
信
の
主
体
を
、
①
韓
国
人
（
李
御
寧
・
金
芝
河
な

ど
）
②
日
本
人
（
古
田
博
司
・
小
倉
紀
蔵
な
ど
）
③
嫌
韓
論
者
（
井
沢
元

彦
・
呉
善
花
・
室
井
克
実
・
黄
正
雄
な
ど
）
の
三
つ
に
分
類
し
て
韓
国
内

で
の
恨
言
説
と
比
較
し
、
認
識
の
ず
れ
を
つ
ぶ
さ
に
見
た
。
本
発
表
は
三

者
目
を
中
心
に
考
察
す
る
。

　

ド
ラ
マ
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
に
端
を
発
し
た
「
韓
流
」
の
反
動
と
し
て
、

二
〇
〇
五
年
に
『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
』
が
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
の
を

皮
切
り
に
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
で
「
嫌
韓
流
ブ
ー
ム
」
が
起
き
た
。
嫌
韓
反

中
右
派
オ
ピ
ニ
オ
ン
雑
誌
『W

ILL

』（
二
〇
〇
四
〜
）
が
創
刊
さ
れ
た

の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
の
李
明
博
前
大
統
領
の
竹
島
上
陸

二
〇
二
〇
年
八
月
末
日
現
在
、「
事
前
延
命
医
療
意
向
書
」
の
登
録
者
数

は
六
九
万
一
一
四
一
人
（
女
性
四
八
万
六
〇
二
七
人
、
男
性
二
〇
万
五
一

一
四
人
）、「
延
命
医
療
計
画
書
」
の
登
録
者
数
は
四
万
九
九
七
八
人
（
女

性
一
万
八
七
九
五
人
、
男
性
三
万
一
一
八
三
人
）、
同
年
九
月
一
五
日
現

在
、
延
命
医
療
の
中
断
等
の
決
定
履
行
者
は
一
一
万
八
三
八
七
人
（
男
女

別
人
数
不
明
）
に
上
っ
て
い
る
。
同
法
の
施
行
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま

で
、「
事
前
延
命
医
療
意
向
書
」
の
登
録
者
の
約
八
割
が
六
〇
歳
以
上
の

高
齢
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
事
前
に
「
尊
厳
死
」
の
意
向
を
表

明
し
て
お
く
「
事
前
延
命
医
療
意
向
書
」
の
登
録
者
数
の
男
女
比
が
約
三

対
七
で
あ
る
（
女
性
の
方
が
多
い
）
の
に
対
し
、
臨
終
期
に
入
っ
て
か
ら

「
尊
厳
死
」
を
決
意
す
る
「
延
命
医
療
計
画
書
」
の
そ
れ
は
、
約
六
対
四

（
男
性
の
方
が
多
い
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
法
の
示
範
事
業
機
関
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
事
前
医
療
意
向
書
の
登

録
を
実
践
す
る
会
」（
ソ
ウ
ル
市
城
北
区
）
で
お
話
を
う
か
が
っ
た
と
こ

ろ
、
人
々
が
「
事
前
延
命
医
療
意
向
書
」
を
作
成
す
る
主
な
理
由
は
、「
無

用
な
延
命
治
療
を
さ
れ
て
家
族
に
苦
労
を
か
け
た
く
な
い
」、「
医
療
費
等

の
経
済
的
な
負
担
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
親
の
延
命
治
療
を
す
る
べ
き
か

ど
う
か
と
い
っ
た
難
し
い
選
択
を
子
供
に
迫
る
よ
う
こ
と
は
し
た
く
な

い
」、「
事
前
意
向
書
を
作
成
し
て
お
か
な
い
と
、
後
々
家
族
間
の
対
立
を

引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
年
、
韓
国
に
お

い
て
も
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
延
命
を
拒
否
し
「
尊
厳
死
」
を
遂

げ
る
こ
と
が
「
死
の
自
己
決
定
権
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
自
ら
の
意
思
で
「
事
前
延
命
医
療
意
向

書
」
を
登
録
し
、
家
族
に
介
護
負
担
を
か
け
ず
に
「
尊
厳
死
」
を
遂
げ
る

こ
と
が
、
高
齢
者
の
「
死
に
が
い
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「
反
日
教
育
」
や
「
従
軍
慰
安
婦
・
徴
用
工
問
題
な
ど
の
歴
史
認
識
」
な

ど
を
「
恨
の
す
さ
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
よ
る
も
の
と
説
明
し
た
り
、

現
代
韓
国
人
が
恨
を
抱
い
て
い
る
こ
と
の
論
拠
と
し
て
「
火
病
」
を
取
り

上
げ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
火
病
は
「
フ
ァ
ビ
ョ
る
」
と
い
う
ネ
ッ
ト

ス
ラ
ン
グ
と
し
て
日
本
で
定
着
し
、
主
に
怒
り
を
抑
え
き
れ
ず
に
「
キ
レ

る
」
こ
と
を
指
し
て
使
用
し
て
い
る
。
確
か
に
火
病
は
、
韓
国
人
特
有
の

精
神
病
と
し
て
精
神
医
療
の
分
野
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の

の
、
い
わ
ば
酷
い
う
つ
病
の
こ
と
で
あ
り
、「
キ
レ
る
」
側
面
だ
け
で
捉

え
る
の
は
事
実
誤
認
で
あ
る
。

媽
祖
と
観
音 

│
│ 「
天
妃
誕
降
本
傳
」
の
翻
訳
と
図
像
に
基
づ
く
再
検
討 

│
│

張　
　
　

凱

　

媽
祖
信
仰
を
多
角
的
に
見
る
と
、
特
に
、
仏
教
と
道
教
か
ら
の
大
き
な

影
響
を
受
け
て
お
り
、
両
者
の
特
徴
の
一
部
を
受
け
継
ぎ
、
両
者
の
面
影

が
見
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
現
存
す
る
図
像
の
う
ち
、「
天
妃
誕
降
傳
」
の

場
面
の
典
拠
と
な
る
文
献
資
料
か
ら
、
媽
祖
と
観
音
の
関
係
に
つ
い
て
再

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
天
妃
誕
降
傳
」
を
再
翻
訳
す
る
た
め
、

「
天
妃
誕
降
傳
」
の
諸
版
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

現
存
す
る
壁
画
の
「
天
妃
誕
降
傳
」
場
面
の
制
作
に
当
た
っ
て
は
、
明

代
の
『
天
妃
娘
媽
伝
』、『
天
妃
顕
聖
録
』「
天
妃
誕
降
本
傳
」
と
清
代
の

『
天
后
聖
母
聖
跡
圖
誌
』、『
勅
封
天
后
志
』
が
必
ず
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。

清
代
の
書
籍
は
、
ほ
ぼ
明
代
の
も
の
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
編
集
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
単
に
「
天
妃
誕
降
傳
」
と
い
う
場
面
に
つ
い
て
検
討

す
れ
ば
、
道
教
系
文
献
と
仏
教
系
文
献
と
の
相
違
が
存
在
す
る
。

は
、
日
本
社
会
で
嫌
韓
右
派
が
勢
い
を
増
す
決
定
打
と
な
っ
た
。
こ
れ
を

境
に
日
本
人
の
韓
国
に
対
す
る
親
近
感
は
年
々
落
ち
、
二
〇
一
四
年
頃
か

ら
は
「
嫌
韓
本
」
コ
ー
ナ
ー
が
書
店
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

韓
国
人
・
韓
国
文
化
を
否
定
的
に
描
く
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る
の

が
嫌
韓
論
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
嫌
韓
論
者
の
「
恨
言
説
」
は
、
次
の
三

点
で
韓
国
内
の
恨
言
説
と
異
な
っ
て
い
る
。

　

一
つ
目
に
、
嫌
韓
論
者
は
、
恨
を
「
恨
み
辛
み
」
と
捉
え
て
お
り
、
恨

の
悲
哀
や
美
意
識
の
側
面
へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。「
恨
み

辛
み
」
が
民
族
性
で
あ
る
こ
と
へ
の
蔑
み
が
表
現
さ
れ
、
う
ま
く
行
か
な

い
こ
と
を
他
人
の
せ
い
に
す
る
と
い
う
「
責
任
転
嫁
」
の
感
情
に
結
び
つ

け
る
。
こ
れ
は
「
日
本
の
せ
い
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
、
韓
国

で
反
日
言
説
が
生
産
さ
れ
る
根
拠
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
恨
の

感
情
の
変
化
や
昇
華
の
仕
組
み
（
千
二
斗
の
サ
ギ
ム
）
に
触
れ
る
こ
と
な

く
、「
恨
は
解
け
な
い
」
と
い
う
言
説
の
み
を
取
り
上
げ
、「
韓
国
人
は
日

本
を
永
遠
に
恨
み
続
け
る
」
こ
と
の
論
拠
に
も
し
て
い
る
。

　

二
つ
目
に
、
韓
国
人
が
恨
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、

「
儒
教
社
会
」
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
儒
教
バ
ッ

シ
ン
グ
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。
儒
教
の
過
酷
な
身
分
制
度
や
上
下
関
係
が

人
々
を
苦
し
め
た
こ
と
、
儒
教
が
報
復
を
奨
励
し
て
い
る
こ
と
が
、
彼
ら

の
「
不
満
」「
憎
悪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
韓
国
内
で

い
う
伝
統
社
会
の
恨
は
、
男
尊
女
卑
の
中
で
感
じ
る
女
性
の
悲
し
み
等
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
儒
教
バ
ッ
シ
ン
グ
は
、
儒
教
社
会
で
あ
っ
た
朝

鮮
社
会
が
い
か
に
劣
っ
て
停
滞
し
て
い
た
か
を
示
し
、
植
民
地
化
を
正
当

化
し
よ
う
と
し
た
植
民
地
史
観
の
典
型
で
も
あ
る
。

　

三
つ
目
に
、
恨
を
現
代
社
会
の
問
題
と
関
連
付
け
て
語
ろ
う
と
す
る
。
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が
観
音
の
化
身
と
い
う
説
よ
り
、
観
音
の
弟
子
と
い
う
説
が
流
行
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

最
後
に
、
四
つ
の
文
献
の
う
ち
、
壁
画
に
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
仏
教
系
の
物
語
で
あ
る
『
天
妃
顕
聖
録
』
は
、
善
行
の
果
報
思

想
を
加
え
、
夢
の
中
で
、
観
音
は
丸
薬
を
王
氏
に
食
べ
さ
せ
、「
こ
れ
を

飲
め
ば
、
あ
な
た
達
に
善
行
の
果
報
を
与
え
ま
し
ょ
う
」
と
告
げ
た
。
そ

れ
故
に
、
両
親
は
媽
祖
を
観
音
か
ら
授
か
っ
た
子
で
あ
る
と
信
じ
て
い

た
。
ま
た
、
清
・『
勅
封
天
后
志
』
と
『
天
妃
顕
聖
録
』
を
比
較
す
れ
ば
、

媽
祖
の
出
身
地
の
相
違
で
あ
る
。『
勅
封
天
后
志
』
は
、
賢
良
港
を
媽
祖

の
出
身
地
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
敕
封
天
后
志
』
以
外
に
は
、

賢
良
港
を
媽
祖
の
出
身
地
と
見
な
す
記
録
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。『
天
后
顕

聖
故
事
圖
軸
』
と
『
天
后
顕
聖
故
事
図
志
』
は
、
同
様
に
『
天
妃
顕
聖
録
』

と
『
天
后
顕
聖
録
』
の
内
容
を
参
照
し
て
い
る
。
前
者
は
清
代
の
全
彩
の

絵
巻
物
で
あ
り
、
後
者
は
清
代
の
絵
本
で
あ
る
。
両
者
の
類
似
度
は
非
常

に
高
い
。『
天
妃
娘
媽
傳
』
と
比
較
す
る
と
、
明
ら
か
に
『
天
后
顕
聖
故
事

圖
軸
』
と
『
天
后
顕
聖
故
事
図
志
』
の
方
が
上
手
に
描
か
れ
、
特
に
媽
祖

を
、
細
く
繊
細
な
曲
線
で
描
い
て
い
る
。
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
清
代
の

媽
祖
信
仰
が
明
代
よ
り
流
行
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

出
家
に
み
る
共
同
性 

│
│ 

ネ
パ
ー
ル
・
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
女
児
出
家
式 

│
│

工
藤
さ
く
ら

　

本
発
表
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
寺
院
で
行
わ
れ
る
出
家
を

伴
う
儀
礼
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
共
同
性
に
み
ら
れ
る
コ
ム
ニ
タ
ス
的
状

況
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
上
座
仏
教
を
取
り
入
れ
る
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ

　

ま
ず
、
道
教
系
の
文
献
の
例
と
し
て
、『
三
教
源
流
搜
神
大
全
』、『
太

上
説
天
妃
救
苦
靈
驗
經
』
に
お
い
て
は
、
観
音
と
媽
祖
の
関
係
の
設
定
に

つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
太
上
説
天
妃
救
苦
靈
驗
經
』
は
、「
天
の
肩

を
並
べ
ら
え
る
聖
后
と
称
す
る
媽
祖
は
、
観
音
の
化
身
で
あ
る
。
湄
洲
で

神
聖
な
事
跡
が
あ
り
、
神
通
力
を
使
い
、
海
難
救
済
が
最
も
霊
験
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
順
濟
と
い
う
封
号
を
も
ら
っ
た
。
三
十
二
の
相
が
あ

り
、
三
十
二
の
相
は
す
べ
て
端
正
な
も
の
で
あ
る
。
人
々
が
媽
祖
の
名
を

呼
ぶ
と
、
必
ず
救
い
を
貰
え
る
。
非
常
に
聖
な
り
、
霊
験
で
あ
る
」
と
述

べ
、
媽
祖
を
明
確
に
観
音
菩
薩
の
化
身
と
見
な
し
て
い
る
。
三
十
二
相
に

つ
い
て
は
、「
妙
法
蓮
華
經
觀
世
音
菩
薩
普
門
品
」
と
一
致
す
る
。
一
方
、

『
三
教
源
流
搜
神
大
全
』
に
お
い
て
は
、
観
音
菩
薩
か
ら
優
鉢
花
を
与
え

ら
れ
、
食
し
た
た
め
に
、
子
を
授
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　

次
に
、『
西
遊
記
』
の
影
響
を
多
分
に
受
け
、
仏
・
道
二
教
の
内
容
が

含
ま
れ
る
『
天
妃
娘
媽
伝
』「
第
二
回 

玄
真
女
得
佛
真
傳
」
に
示
さ
れ
る

話
に
お
い
て
は
、
媽
祖
の
前
世
は
、
北
天
妙
極
星
君
の
娘
で
あ
り
、
人
間

界
の
林
氏
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
理
由
は
、
妖
怪
を
調
伏
す
る
た
め
と
さ

れ
る
。
媽
祖
は
、
妖
怪
を
調
伏
す
る
使
命
を
持
ち
、
天
界
で
観
音
菩
薩
に

出
会
っ
た
際
、
仏
教
の
法
門
を
授
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承

に
よ
っ
て
、
媽
祖
が
観
世
音
菩
薩
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
説
が
定
着
し
た

の
で
あ
る
。
時
系
列
か
ら
考
え
る
と
、
媽
祖
が
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
い

う
説
は
、
宋
代
末
期
に
、
既
に
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
媽
祖

が
正
式
に
道
教
の
女
神
と
し
て
道
教
経
典
に
登
場
す
る
の
は
、
明
代
の
初

期
で
あ
る
。
し
か
し
、『
太
上
老
君
説
天
妃
救
苦
靈
驗
經
』
を
初
め
と
す

る
道
教
文
献
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
媽
祖
が
観
音
の
弟
子

で
あ
る
」
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
明
代
に
お
い
て
は
、
媽
祖
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的
に
交
差
し
た
り
、
関
わ
り
合
う
コ
ム
ニ
タ
ス
な
状
況
を
生
む
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
び
と
の
多
様
な
要
求
は
、
な
ぜ
共
同
性
を
伴

い
、
集
団
的
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ネ
パ
ー
ル
の
女
児
の
出
家
式
の

事
例
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
有
す
る
個
人
が
、
出
家
式
に
お
い
て

苦
難
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
真
正
性
に
抗
す
る
共
同
性
を
生
み
出
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る
近
代
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
歴
史
は
短
く
、
尼
僧
院

で
行
わ
れ
る
女
児
の
出
家
式
は
、
一
九
六
六
年
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
修
行
し

た
ネ
パ
ー
ル
人
尼
僧
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
在
家
戒
で
あ
る
五
戒
を
持

戒
す
る
必
要
が
あ
り
、
儀
礼
に
お
け
る
華
々
し
さ
は
無
く
、
正
午
以
降
の

食
事
も
原
則
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
（
現
在
は
、
菓
子
が
認
め
ら
れ
て

い
る
）、
自
由
な
行
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
尼
僧
院
と
い
う
馴
染
み
の

な
い
環
境
で
の
生
活
は
、
例
え
一
日
で
あ
っ
て
も
、
参
加
す
る
少
女
た
ち

に
と
っ
て
苦
難
（N

p. duh. kha

）
と
結
び
付
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る
。
親

族
以
外
で
親
元
を
離
れ
る
経
験
の
な
い
子
供
が
、
一
時
的
で
あ
れ
家
を
離

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
両
親
は
、
容
易
で
は
な
い
（N

p. gāhro

）
と
表
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
出
家
式
を
経
験
す
る
女
児
の
多
く
は
、
伝
統
的
か

つ
「
本
当
」
で
は
な
い
方
法
と
し
て
、
出
家
式
を
選
択
し
て
い
る
。
伝
統

的
な
方
法
の
儀
礼
で
は
、
一
二
日
間
と
い
う
長
期
間
を
太
陽
の
当
た
ら
な

い
室
内
で
過
ご
す
必
要
が
あ
り
、
最
終
日
の
儀
礼
や
宴
会
の
た
め
に
金

銭
・
時
間
を
要
す
た
め
、
親
族
関
係
に
お
け
る
経
済
的
・
人
的
役
割
も
非

常
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
近
年
で
は
、
女
児
の
家
族
の
経
済
面
、

カ
ー
ス
ト
上
の
問
題
（
イ
ン
タ
ー
カ
ー
ス
ト
婚
等
）、
時
間
・
労
力
が
充

分
に
確
保
で
き
ず
、
儀
礼
の
真
正
性
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
全
く
異
な

る
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
出
家
式
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
代
わ
り
と
見
做
す

ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
の
国
々
で
は
、
一
時
出
家
と
い
う
形
で
集
団
的
に

出
家
が
経
験
さ
れ
て
い
る
。
出
家
と
は
、
世
俗
を
離
れ
て
持
戒
し
、
仏
門

に
入
り
修
行
生
活
を
送
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
修
行
者
で
あ
る

出
家
者
は
、
究
極
的
に
は
個
を
重
ん
じ
て
い
る
。
一
方
、
一
時
出
家
の
場

合
に
は
、
集
団
的
に
出
家
を
行
い
、
一
定
期
間
の
後
に
還
俗
し
在
家
信
者

と
な
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
場
合
で
は
、
集
団
で
沙
弥
尼
へ
の
乞
戒
を
講
じ
、

共
同
生
活
を
送
っ
た
後
、
数
日
後
に
還
俗
す
る
。
参
加
者
の
女
児
た
ち
は

必
ず
し
も
仏
教
徒
や
仏
教
に
親
し
み
が
あ
る
人
び
と
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
、
日
常
的
場
面
で
解
決
し
得

な
い
問
題
を
一
時
的
に
解
消
し
、
参
加
者
（
及
び
保
護
者
）
に
と
っ
て
理

想
的
な
、
文
化
的
真
正
性
に
対
抗
す
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
。

　

フ
ァ
ン
・
へ
ネ
ッ
プ
の
通
過
儀
礼
論
を
発
展
さ
せ
た
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・

タ
ー
ナ
ー
は
『
儀
礼
の
過
程
』
の
な
か
で
、
境
界
（
移
行
）
状
況
に
お
け

る
未
分
化
な
社
会
様
式
に
つ
い
て
コ
ム
ニ
タ
ス
と
い
う
概
念
を
提
唱
し

た
。「
一
時
的
」
か
つ
非
日
常
的
な
境
界
状
況
に
お
い
て
は
、
価
値
志
向

が
対
立
的
に
表
れ
る
。
政
治
的
・
法
的
・
経
済
的
に
構
造
化
さ
れ
た
社
会

様
式
に
対
し
て
、
コ
ム
ニ
タ
ス
状
況
で
は
、
平
等
な
個
人
と
い
う
未
組
織

の
社
会
様
式
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
国
遍
路
に
つ
い
て
コ
ム
ニ
タ

ス
の
概
念
を
論
じ
た
星
野
英
紀
（『
四
国
遍
路
の
宗
教
学
的
研
究
』
二
〇

〇
一
年
、『
絆 

共
同
性
を
問
い
直
す
』
二
〇
〇
四
年
）
は
、
歩
き
遍
路
を

選
択
す
る
人
び
と
が
、
遍
路
と
い
う
非
日
常
的
行
為
を
通
じ
て
、
日
常
的

に
解
決
さ
れ
え
な
か
っ
た
り
、
癒
さ
れ
え
な
か
っ
た
も
の
を
ク
リ
ア
に
す

る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
び
と
の
要
求
（
ニ
ー
ド
）
は
、
あ
え
て

困
難
を
伴
う
、
歩
く
と
い
う
行
為
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
個
々
人
が
境
界
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神
に
肉
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
日
常
的
な
宗
教
行
為
で
あ

る
が
、
近
年
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
「
不
殺
生
」
の
理
念
が
知
ら

れ
る
に
及
び
、
自
ら
の
行
為
に
疑
問
を
呈
す
る
者
も
散
見
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
バ
リ
人
に
と
っ
て
の
宗
教
は
倫
理
や
教
義
で
は
な
い
の
で
、
バ
ガ

ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
も
殆
ど
顧
み
ら
れ
ず
、
重
要
性
を
帯
び
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
教
義
に
も
関
心
が
向
く
よ
う

に
な
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
対
訳
が
付
い
た

書
物
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
学
習
会
や
講
話
な
ど

が
開
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
化
後
も
ジ
ャ
ワ
等
に
残
存
し
て
い

る
。
東
ジ
ャ
ワ
の
ト
ゥ
ン
グ
ル
族
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
奉
じ
、
独
特
の
宗

教
儀
礼
を
守
っ
て
い
る
。
年
祭
ウ
パ
チ
ャ
ラ
カ
サ
ダ
が
盛
大
に
祝
わ
れ
、

現
地
紙
の
一
面
を
飾
る
。
ジ
ャ
ワ
や
カ
リ
マ
ン
タ
ン
に
残
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

の
末
裔
た
ち
は
公
共
の
礼
拝
場
所
を
も
た
な
い
こ
と
が
多
く
、
聖
日
に
は

バ
リ
系
寺
院
を
訪
れ
て
祈
り
を
捧
げ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
前
の
仏
教
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
寺
院
遺
跡
は
チ
ャ
ン

デ
ィ
と
称
さ
れ
ジ
ャ
ワ
に
多
く
分
布
す
る
。
東
ジ
ャ
ワ
に
点
在
す
る
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
寺
院
は
、
イ
ン
ド
と
異
な
り
権
力
者
の
墓
廟
で
あ
っ
た
場
合
も
多

い
。
こ
れ
ら
寺
院
遺
跡
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ

て
現
代
的
意
義
を
有
し
て
い
る
。
プ
ラ
ン
バ
ナ
ン
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
日
に
バ
リ
系
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
た
ち
が
訪
れ
、

近
年
復
活
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
儀
礼
に
参
加
し
、
催
事
を
楽
し
む
姿
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
動
き
も
あ
る
。
カ
リ
マ
ン
タ
ン
の
奥
地
に
棲
み
土
俗
的
な
宗

教
に
従
っ
て
き
た
部
族
民
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
共
通
性
を
見
出
し
、

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
生
活
に
お
け
る
困
難
は
、
儀
礼
に
よ
っ
て
解

消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
出
家
式
は
、
費
用
や
時
間
を
要

し
、
父
系
・
母
系
の
親
族
の
役
割
が
要
求
さ
れ
る
本
当
の
儀
礼
の
あ
り

方
、
す
な
わ
ち
真
正
性
に
対
し
、
コ
ム
ニ
タ
ス
的
状
況
を
呈
し
、
多
様
な

苦
難
を
語
ら
ず
も
共
有
す
る
人
び
と
の
共
同
性
が
生
ま
れ
る
場
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教 

│
│ 

多
様
性
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
問
題 

│
│

山
下　

博
司

　

現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
多
様
な
様
相
を
呈
す
る
。
担

い
手
も
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
別
を
伴
い
多
岐
に
渡
る
。
バ
リ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
ほ
か
、
ジ
ャ
ワ
や
カ
リ
マ
ン
タ
ン
に
イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
前
に
遡
る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
も
残
る
。
新
旧
の
イ
ン
ド
移
民
が
持
ち
込
ん
だ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
も
あ
る
が
内
実
は
一
様
で
な
い
。
本
発
表
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
多
様

か
つ
多
義
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
代
表
は
バ
リ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で

あ
る
。
寺
院
は
プ
ラ
と
呼
ば
れ
、
バ
リ
島
と
バ
リ
人
が
多
い
国
内
諸
都
市

に
分
布
し
て
い
る
。
バ
リ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
生
活
習
慣
そ
の
も
の
で
あ

り
、
デ
サ
の
伝
統
と
不
可
分
で
疑
念
を
差
し
挟
む
こ
と
な
ど
な
か
っ
た

が
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
意
識
す
る
機
会
は
着
実
に
増
え
て
い

る
。
イ
ン
ド
へ
の
巡
礼
も
珍
し
く
な
い
。
バ
リ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
比

べ
、
イ
ン
ド
的
な
も
の
を
正
統
視
し
、
バ
リ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
低
く
見

る
傾
向
も
生
じ
て
い
る
。
価
値
観
が
バ
リ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
一
辺
倒
で
は

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
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宗
教
儀
礼
の
世
俗
性 

│
│ 

イ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
初
聖
体
を
事
例
に 

│
│岡

光　

信
子

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
行
う
公
的
な
宗
教
儀
礼
は
典
礼
と
呼
ば
れ
、
そ
の

中
で
最
も
重
要
な
儀
礼
が
七
つ
の
秘
跡
（
洗
礼
、
聖
体
、
結
婚
、
堅
信
、

病
者
の
塗
油
、
ゆ
る
し
の
秘
跡
、
叙
階
）
で
あ
る
。
本
発
表
の
目
的
は
、

南
イ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
Ｋ
教
区
で
行
わ
れ
て
い
る
初
聖
体
（
聖

体
を
初
め
て
受
け
取
る
秘
跡
）
を
取
り
上
げ
、
宗
教
儀
礼
の
世
俗
的
な
側

面
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
聖
体
は
最
も
崇
高
は
秘
跡
と
さ

れ
て
い
る
。
Ｋ
教
区
の
場
合
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
者
は
幼

児
期
に
洗
礼
を
受
け
、
子
供
が
理
性
を
働
か
せ
る
年
齢
（
一
二
歳
前
後
）

に
達
し
た
時
、
初
め
て
聖
体
を
拝
領
す
る
こ
と
に
な
る
。
初
聖
体
に
先
立

っ
て
、
拝
領
予
定
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
の
知
識
と
心
構
え
を
十

分
に
理
解
し
、
神
か
ら
罪
を
許
さ
れ
る
と
い
う
ゆ
る
し
の
秘
跡
を
受
け
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
初
聖
体
は
、
他
の
秘
跡
と
は
様
相
を
異
に
し
、
準

備
段
階
か
ら
挙
行
に
至
る
ま
で
信
仰
に
基
づ
く
集
団
で
あ
る
共
同
体
の
協

力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
Ｋ
教
区
で
は
、
聖
体
が
最
も
重
要
な
秘
跡
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
意
味
を
込
め
、
小
教
区
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
の

守
護
の
聖
人
の
祝
日
に
行
わ
れ
る
。
祝
日
の
当
日
、
教
会
の
周
り
に
は
出

店
が
並
び
、
夕
方
の
ミ
サ
が
終
わ
る
と
歌
や
劇
な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
た
出

し
物
が
催
さ
れ
る
た
め
、
近
隣
の
村
か
ら
も
多
く
の
人
が
教
会
の
周
辺
に

集
ま
っ
て
く
る
。
ま
た
、
祝
日
に
は
故
郷
を
離
れ
た
人
が
集
う
な
ど
、
祝

日
は
人
々
に
年
に
一
度
の
娯
楽
や
歓
び
に
満
ち
た
時
間
を
提
供
す
る
機
会

と
な
っ
て
い
る
。
初
聖
体
の
準
備
は
、
祝
日
の
一
ヶ
月
前
か
ら
そ
の
準
備

自
ら
の
宗
教
カ
ハ
リ
ン
ガ
ン
（K

aharingan

）
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同

定
し
て
、
現
代
社
会
で
の
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
し
て

い
る
と
い
う
。

　

イ
ン
ド
の
経
済
発
展
を
承
け
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
ジ
ャ
カ
ル
タ
首
都

圏
を
中
心
に
イ
ン
ド
移
民
が
目
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
現
代
イ
ン
ド

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
越
境
し
、
以
前
か
ら
の
移
民
集
団

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
共
存
し
て
い
る
。
彼
ら
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
は
ク
イ

ル
ま
た
は
マ
ン
デ
ィ
ル
と
呼
ば
れ
る
。

　

新
移
民
・
旧
移
民
関
係
の
縮
図
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一

〇
カ
所
ほ
ど
の
寺
が
あ
り
、
出
身
地
、
言
語
、
新
旧
移
民
の
別
に
複
数
の

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
集
団
が
併
存
し
て
い
る
。
基
本
的
に
グ
ル
ー
プ
別
に
寺

院
の
棲
み
分
け
が
成
立
し
て
お
り
、
故
国
に
発
す
る
地
縁
的
な
紐
帯
の
強

さ
が
窺
わ
れ
る
。

　

ほ
か
に
、
都
市
部
を
拠
点
に
ハ
レ
ー
ク
リ
シ
ュ
ナ
や
サ
イ
バ
バ
関
係
の

宗
教
集
団
が
あ
り
、
バ
リ
系
、
華
人
系
、
イ
ン
ド
系
、
欧
米
系
の
信
徒
が

倶
に
活
動
し
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
面
で
も
多
様
な
様
相
を
見
せ
る
。

　

寺
院
、
家
庭
、
宗
教
組
織
で
の
合
同
の
礼
拝
行
為
は
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る

大
規
模
社
会
制
限
の
導
入
で
一
定
の
活
動
制
限
が
為
さ
れ
て
お
り
、
自
粛

か
事
実
上
の
停
止
状
態
に
あ
る
。
上
述
の
宗
教
活
動
も
、
こ
の
制
約
か
ら

免
れ
て
い
な
い
。
多
様
で
多
岐
に
わ
た
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
世
界
が
、「
新
常
態
」
の
も
と
で
い
か
な
る
展
開
・
変
容
を
遂
げ
て
い

く
の
か
、
今
後
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
。
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Ｋ
教
区
の
初
聖
体
の
挙
行
は
、
共
同
体
の
協
力
が
不
可
欠
で
、
共
同
体

が
そ
の
紐
帯
を
背
景
と
し
て
成
員
間
に
互
酬
的
な
関
係
を
作
り
出
す
母
体

で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
示
し
て
い
る
。
拝
領
者
は
、
初
聖
体
の
一
連
の
過

程
の
中
で
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
初
聖

体
は
、
拝
領
者
に
宗
教
的
な
益
を
も
た
ら
す
秘
跡
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

同
一
の
信
仰
を
共
有
す
る
人
々
に
慈
善
の
精
神
に
基
づ
く
協
力
と
一
致
を

課
す
社
会
的
な
儀
礼
で
も
あ
る
。
ま
た
、
祝
賀
会
の
開
催
は
、
社
会
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
認
・
強
化
と
い
う
世
俗
的
な
役
割
を
有
し
て
い
る
。
上

記
の
こ
と
か
ら
も
、
初
聖
体
は
、
子
供
か
ら
大
人
に
な
る
通
過
儀
礼
の
要

素
に
加
え
て
、
拝
領
者
と
そ
の
家
庭
が
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
再
構

築
す
る
と
い
う
世
俗
的
な
側
面
を
有
す
る
宗
教
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。

南
イ
ン
ド
、
オ
ー
ロ
ビ
ル
に
お
け
る 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教
の
関
係

福
田　
　

薫

　

南
イ
ン
ド
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
州
に
所
在
す
る
オ
ー
ロ
ビ
ル
は
、
ベ

ン
ガ
ル
出
身
の
政
治
家
、
思
想
家
、
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
オ
ー
ロ
ビ
ン

ド
・
ゴ
ー
シ
ュ
（
一
八
七
二
―
一
九
五
〇
）
の
神
秘
主
義
的
な
思
想
体
系

を
背
景
に
持
つ
目
的
共
同
体
で
あ
る
。
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
の
弟
子
で
あ
り
後

継
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
ミ
ラ
・
ア
ル
フ
ァ
ッ
サ
、
通
称
マ
ザ
ー
（
一

八
七
八
―
一
九
七
三
）
が
、
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

通
じ
て
人
類
の
調
和
を
目
指
す
国
際
実
験
都
市
と
し
て
一
九
六
八
年
に
創

立
し
た
オ
ー
ロ
ビ
ル
に
は
現
在
、
お
よ
そ
三
千
人
の
住
民
（
オ
ー
ロ
ビ
リ

ア
ン
と
呼
ば
れ
る
）
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
は
一
般
に
ネ

と
並
行
し
て
始
ま
り
、
祝
日
に
向
け
て
人
々
の
気
分
を
盛
り
上
げ
る
。
初

聖
体
の
拝
領
予
定
者
は
、
一
ヶ
月
間
、
毎
日
朝
の
ミ
サ
に
出
席
し
、
平
日

の
夕
方
は
教
会
の
敷
地
で
一
時
間
く
ら
い
宗
教
要
理
を
学
ぶ
。
祝
日
の
前

日
、
拝
領
予
定
者
は
、
聖
体
を
拝
領
す
る
準
備
の
総
仕
上
げ
と
し
て
ゆ
る

し
の
秘
跡
を
受
け
る
。
祝
日
の
朝
ミ
サ
で
、
初
聖
体
拝
領
予
定
者
は
白
い

衣
装
に
身
を
包
み
、
大
勢
の
人
が
見
守
る
中
で
初
め
て
聖
体
を
拝
領
す

る
。
教
区
は
、
家
庭
で
も
祝
賀
を
通
し
て
初
聖
体
の
歓
び
を
分
か
ち
合
う

こ
と
を
奨
励
し
、
初
聖
体
拝
領
者
の
家
庭
は
祝
賀
会
を
必
ず
開
催
す
る
。

祝
賀
会
は
、
少
人
数
の
も
の
か
ら
、
招
待
状
を
用
意
し
て
遠
方
の
親
族
や

知
人
・
友
人
ま
で
招
く
大
規
模
な
も
の
ま
で
あ
り
、
そ
の
規
模
は
家
庭
の

経
済
状
況
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
。
初
聖
体
の
祝
賀
に
招
待
状
を
用
意

す
る
の
は
、
そ
の
行
事
が
主
催
す
る
家
庭
の
公
的
な
行
事
と
な
る
か
ら

だ
。
招
待
客
は
祝
い
金
を
持
参
し
、
近
親
者
は
初
聖
体
拝
領
者
に
金
の
装

飾
品
を
贈
る
。
初
聖
体
の
時
期
は
拝
領
者
が
思
春
期
を
迎
え
る
時
期
と
重

り
、
初
聖
体
以
降
、
拝
領
者
は
教
会
の
中
で
男
女
が
別
々
に
座
る
な
ど
成

人
と
し
て
の
行
動
す
る
こ
と
が
暗
黙
の
了
解
と
な
っ
て
い
る
。
初
聖
体
以

降
、
拝
領
者
に
行
動
規
範
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
初
聖
体
が
通
過

儀
礼
の
要
素
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
地
方
で
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
、
キ
リ
ス
ト
者
な
ど
の
違
い
を
問
わ
ず
初
潮
を
迎
え
た
女
子
は
初
潮
儀

礼
（
成
人
儀
礼
）
を
行
う
が
、
男
子
に
は
そ
れ
に
代
わ
る
儀
礼
が
な
く
初

聖
体
は
男
子
の
成
人
儀
礼
を
兼
ね
る
。
ゆ
え
に
、
男
子
の
祝
賀
会
は
女
子

よ
り
も
大
規
模
に
祝
わ
れ
る
。
祝
賀
会
で
は
宗
教
や
帰
属
を
異
に
す
る

人
々
の
間
で
の
共
食
が
観
察
さ
れ
、
祝
賀
会
の
開
催
は
拝
領
者
と
そ
の
家

族
が
自
己
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
認
し
、
そ
れ
を
強
化
す
る
機
会

と
な
る
。
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オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
の
イ
ン
テ
グ
ラ
ル
・
ヨ
ー
ガ
は
精
神
の
上
位
に
位
置
す
る

別
の
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
極
端
に
言
え
ば
、
マ
ザ
ー
に
と
っ
て
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
の
教
え
の
こ
と
を
指
し
、
そ
れ
以
外

は
す
べ
て
宗
教
で
あ
っ
て
、
組
織
的
で
硬
直
化
し
た
規
則
と
儀
礼
に
満
ち

た
独
善
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
オ
ー
ロ
ビ
ル
を
宗
教
の
入
り
込
ま

な
い
共
同
体
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
姿
勢
は
オ
ー
ロ
ビ
リ
ア

ン
達
の
宗
教
観
と
も
重
な
る
。
彼
ら
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
宗
教
に
対

す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
見
解
を
示
唆
す
る
よ
う
な
語
り
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は

創
設
者
た
る
マ
ザ
ー
の
意
図
を
ベ
ー
ス
に
オ
ー
ロ
ビ
ル
が
物
理
的
・
精
神

的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ザ
ー

が
基
本
構
想
を
作
っ
た
オ
ー
ロ
ビ
ル
は
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
よ
り
も
彼
女
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
オ
ー
ロ
ビ
ル
が
共
同
体

と
し
て
、
宗
教
に
対
し
て
と
る
立
場
も
否
定
的
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
そ

こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
事
象
が
宗
教
的
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
は

そ
も
そ
も
宗
教
的
で
は
あ
り
え
ず
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
在
り
様
し

か
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
オ
ー
ロ
ビ
ル
で
は
マ
ト
リ
マ
ン
デ
ィ
ル
（「
オ
ー
ロ
ビ
ル
の
魂
」

と
し
て
建
造
さ
れ
た
ア
イ
コ
ン
的
建
築
物
）
等
、
重
層
的
に
配
置
さ
れ
た

「
聖
な
る
中
心
」、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
天
地
創
造
等
の
宗
教
的
象
徴
が

多
く
見
出
さ
れ
る
ほ
か
、
オ
ー
ロ
ビ
リ
ア
ン
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
召
命

等
、
宗
教
的
な
も
の
と
解
釈
可
能
な
体
験
の
語
り
が
見
ら
れ
、
彼
ら
が
標

榜
す
る
の
と
は
異
な
り
、
そ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教
と
の
分
離

不
可
能
な
地
続
き
の
関
係
性
が
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ズ
ム
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
伝
統
的
な
イ
ン
ド

の
思
想
を
批
判
的
に
取
り
入
れ
た
彼
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
思
想
・
実
践

は
、
あ
ら
ゆ
る
ヨ
ー
ガ
の
本
質
を
組
み
込
み
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
に
囚
わ
れ

る
こ
と
の
な
い
「
イ
ン
テ
グ
ラ
ル
・
ヨ
ー
ガ
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
人
間

の
意
識
の
拡
大
・
進
化
に
よ
っ
て
自
己
変
容
・
超
越
を
、
そ
し
て
究
極
的

に
は
世
界
変
容
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
オ
ー
ロ
ビ
リ
ア
ン
は
こ
う
し

た
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
の
教
え
を
宗
教
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
な
い
。
自
分
た

ち
の
共
同
体
に
は
宗
教
は
存
在
し
な
い
、
自
分
達
は
宗
教
的
で
は
な
く
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
共
同
体
で
あ
る
、
と
の
表
明
が
共
同
体
公
式
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
や
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
等
で
も
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
オ
ー
ロ
ビ
ル

に
お
い
て
宗
教
は
忌
避
さ
れ
、
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
や
マ
ザ
ー
の
教
え
を
核
と

す
る
そ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
宗
教
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別

さ
れ
る
旨
の
言
説
が
支
配
的
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
区
別
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。
彼
ら
が
言
う
よ
う
に
そ

の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
宗
教
か
ら
厳
然
と
区
別
・
分
離
さ
れ
る
関
係

性
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
現
地
で
の
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
お
よ
び
文
献
調
査
か
ら
は
、
以
降
に
述
べ
る
通
り
、
オ

ー
ロ
ビ
ン
ド
と
マ
ザ
ー
の
姿
勢
の
違
い
（
マ
ザ
ー
の
影
響
の
大
き
さ
）、

宗
教
的
象
徴
や
宗
教
的
体
験
の
語
り
等
の
存
在
が
示
さ
れ
た
。

　

宗
教
に
対
し
て
、
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
と
マ
ザ
ー
は
異
な
る
立
場
を
有
し
て

い
た
。
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
は
自
ら
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
体
験
や
サ
ー
ダ
ナ

を
「
宗
教
」「
宗
教
的
」
と
呼
ん
で
お
り
、
生
活
を
宗
教
的
な
領
域
と
世

俗
的
な
領
域
と
に
二
分
す
る
こ
と
は
な
く
、
彼
の
中
で
宗
教
と
世
俗
は
分

離
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
マ
ザ
ー
は
宗
教
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解

を
持
っ
て
お
り
、
宗
教
は
精
神
（M

ind

）
の
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
が
、
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十
分
と
し
て
ト
ル
コ
政
府
か
ら
の
送
還
要
請
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
情
勢
を
踏
ま
え
、
米
国
東
部
四
州
及
び
中
西
部
一
州
に
お
い
て
運
動
の

コ
ア
メ
ン
バ
ー
（
運
動
内
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
う
ち
、
幹
部
、
関
連
団
体

の
長
及
び
そ
の
部
下
、
幹
部
候
補
生
等
を
指
す
）
中
心
に
一
八
人
に
聞
き

取
り
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
総
じ
て
以
下
の
よ
う
な
現
状
認
識
が
語
ら
れ

た
。
直
接
的
な
影
響
と
し
て
、
銀
行
口
座
凍
結
に
よ
り
ト
ル
コ
か
ら
の
資

金
が
途
絶
え
、
資
金
難
に
よ
る
事
業
の
縮
小
・
頓
挫
、
失
職
に
よ
る
生
活

苦
、
在
米
大
使
館
や
親
ト
ル
コ
政
府
寄
り
の
在
米
ト
ル
コ
人
に
よ
る
種
々

の
摩
擦
等
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
が
あ
る
と
し
た
。
ト
ル
コ
に
お
け
る
運
動

の
政
治
的
関
与
に
関
し
て
は
、
官
僚
機
構
に
入
っ
た
メ
ン
バ
ー
が
権
力
を

乱
用
し
て
不
正
を
行
っ
た
結
果
、
運
動
全
体
に
害
を
及
ぼ
し
た
と
し
、
二

〇
〇
六
〜
八
年
頃
か
ら
運
動
は
大
企
業
の
よ
う
に
組
織
化
し
絶
大
な
権
力

を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
Ａ
Ｋ
Ｐ
と
対
立
、
権
力
闘
争

に
至
っ
た
と
の
批
判
的
省
察
が
あ
っ
た
。
宗
教
意
識
の
点
で
は
、
若
い
世

代
を
中
心
に
現
状
を
悲
観
し
、
神
が
我
々
を
愛
し
て
い
る
の
な
ら
ば
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
か
と
運
動
に
対
す
る
疑
問
や
迷
い
が
生

じ
、
運
動
へ
の
疑
念
が
メ
ン
バ
ー
の
信
仰
心
に
も
波
及
し
て
脱
宗
教
化
傾

向
に
あ
る
。
だ
が
、
現
状
を
「
試
練
」
と
考
え
る
幹
部
ら
は
、
運
動
を
批

判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
メ
ン
バ
ー
を
「
試
練
に
負
け
た
者
」
と
し
神
の
前

に
お
け
る
大
罪
だ
と
見
な
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
服
従
を
意
味
す
る
「
イ
タ
ー
ト
（itaat

）」
と
い
う
概
念
は
、

ト
ル
コ
の
家
父
長
主
義
的
社
会
風
土
と
相
ま
っ
て
、
上
意
下
達
の
指
示
に

疑
問
を
差
し
挟
む
批
判
的
思
考
を
よ
し
と
し
な
い
運
動
の
姿
勢
を
指
す
。

こ
の
イ
タ
ー
ト
概
念
に
つ
い
て
、
運
動
の
三
本
柱
、
教
育
、
道
徳
、
規
律

の
う
ち
規
律
に
あ
た
る
イ
タ
ー
ト
は
大
き
な
組
織
の
運
営
に
必
要
で
あ

ト
ル
コ
の
宗
教
系
市
民
社
会
組
織
の
政
治
的
関
与
と
宗
教
意
識幸

加
木　

文

　

本
研
究
は
、
ト
ル
コ
の
宗
教
的
市
民
社
会
組
織
で
あ
る
ギ
ュ
レ
ン
運
動

（
自
称
は
ヒ
ズ
メ
ッ
ト
）
が
、
公
正
発
展
党
（
Ａ
Ｋ
Ｐ
）
と
対
立
状
態
に

陥
っ
た
結
果
、
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
意
識
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
の
か
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
九
年
に
実
施
し
た
米
国
在

住
の
運
動
メ
ン
バ
ー
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
元
に
、
運
動
の
政
治
的
関

与
、
自
ら
の
信
仰
へ
の
思
考
、
上
意
下
達
の
指
示
に
妄
信
的
に
服
従
す
る

姿
勢
の
是
非
に
関
す
る
言
説
分
析
を
行
っ
た
。

　

ギ
ュ
レ
ン
運
動
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
頃
に
フ
ェ
ト
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ギ
ュ

レ
ン
と
い
う
宗
教
的
知
識
人
を
中
心
に
始
ま
り
、
教
育
活
動
や
災
害
被
害

の
支
援
活
動
等
で
知
ら
れ
た
宗
教
的
市
民
社
会
運
動
で
あ
る
（Y

avuz 
2003

）。
ソ
連
崩
壊
後
の
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
中
央
ア
ジ
ア
を
始
め
と

す
る
国
外
に
も
進
出
し
、
二
〇
〇
二
年
に
政
権
の
座
に
つ
い
た
宗
教
保
守

派
の
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
時
期
に
は
、
世
界
一
七
〇
カ
国

強
に
設
立
し
た
各
種
学
校
や
文
化
交
流
団
体
、
援
助
団
体
等
を
通
じ
て
、

政
府
の
ト
ル
コ
文
化
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
普
及
活
動
の
一
端
を
担
う
非
政
府

組
織
と
し
て
旺
盛
に
活
動
し
て
い
た
（
幸
加
木 

二
〇
一
三
）。
し
か
し
、

二
〇
一
二
年
頃
か
ら
エ
ル
ド
ア
ン
首
相
（
現
在
は
大
統
領
）
率
い
る
Ａ
Ｋ

Ｐ
政
権
と
対
立
し
、
運
動
の
資
金
源
の
一
つ
で
あ
っ
た
進
学
予
備
校
や
、

運
動
系
の
新
聞
、
テ
レ
ビ
局
等
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
二
〇
一
六
年
七
月
に
勃

発
し
た
ク
ー
デ
タ
未
遂
事
件
で
は
首
謀
者
で
あ
る
と
さ
れ
、
以
降
粛
清
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
（
幸
加
木 

二
〇
一
八
）。

　

ギ
ュ
レ
ン
運
動
メ
ン
バ
ー
へ
の
捜
査
は
国
外
に
も
及
ん
で
い
る
が
、
ギ

ュ
レ
ン
が
一
九
九
九
年
に
亡
命
し
た
米
国
は
ク
ー
デ
タ
関
与
の
証
拠
が
不
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り
、「
乱
用
」
こ
そ
が
間
違
い
で
あ
る
と
し
て
、
若
い
世
代
が
上
の
決
定

を
問
い
質
す
現
在
の
傾
向
を
認
め
、
肯
定
す
る
。
ま
た
、
イ
タ
ー
ト
は
本

来
、
運
動
の
「
概
念
」
に
従
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
し
、
高
い
理
想

を
持
ち
大
き
な
集
合
的
概
念
を
体
現
す
る
者
だ
っ
た
ア
ビ
た
ち
（
男
性
指

導
者
の
意
）
の
見
識
が
低
下
し
、
二
〇
〇
五
年
頃
か
ら
自
ら
の
た
め
に
イ

タ
ー
ト
を
乱
用
し
始
め
た
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
現
在
は
ロ
ー
カ
ル
レ

ベ
ル
で
の
意
思
決
定
が
可
能
と
な
り
、
運
動
内
の
統
治
に
徐
々
に
変
化
が

生
じ
て
い
る
と
し
て
、
存
続
の
危
機
に
あ
る
ギ
ュ
レ
ン
運
動
は
、
米
国
で

の
活
動
に
限
っ
て
言
え
ば
、
現
状
を
変
革
の
機
会
と
捉
え
、
捲
土
重
来
を

期
す
る
見
解
が
見
ら
れ
た
。
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『宗教研究』94巻別冊（2021年） ●●●●

　
本
別
冊
は
、
第
七
九
回
学
術
大
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
の
紀
要
で
あ

る
が
、
第
一
〜
第
八
グ
ル
ー
プ
は
発
表
者
、
Ａ
〜
Ｄ
グ
ル
ー
プ
は
要
旨
の

提
出
に
よ
り
発
表
が
成
立
し
た
方
を
掲
載
し
て
い
る
。
掲
載
の
他
に
以
下

の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。

第
三
グ
ル
ー
プ

植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
系
宗
教
の
全
体
図
（
金
泰
勲
）

第
四
グ
ル
ー
プ

黒
田
眞
洞
の
小
泉
八
雲
へ
の
影
響
―
唯
心
と
涅
槃
の
理
解
の
観
点
か
ら
―

（
鷹
司
誓
榮
）

　
発
表
を
取
り
消
さ
れ
た
方
は
以
下
の
通
り
。
第
三
グ
ル
ー
プ
　
台
湾
宗

教
研
究
と
神
道
概
念
の
関
係
（
原
田
雄
斗
）、
第
七
グ
ル
ー
プ
　
現
代
日

本
に
お
け
る
仏
教
者
の
取
り
組
み
（
川
本
佳
苗
）



293　　
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Continuity and Disruption in Light of the War in Asia

SAKAIDA Yukiko, A Study of the Second Conference of the World Fellowship of 
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