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笑
い
と
宗
教

講
演
者

柏
木　

哲
夫
（
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
名
誉
ホ
ス
ピ
ス
長
）

釈　
　

徹
宗
（
相
愛
大
学
教
授
）

趣
旨
説
明
・
司
会

宮
本
要
太
郎
（
関
西
大
学
教
授
）

ラ
イ
ブ
配
信

二
〇
二
一
年
九
月
六
日（
月
）一
三
時
五
分
―
一
六
時

関
西
大
学 

千
里
山
キ
ャ
ン
パ
ス 

第
一
学
舎
五
号
館　

Ｅ
五
〇
一
教
室

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信

二
〇
二
一
年
九
月
七
日（
火
）―
一
三
日（
月
）

趣
旨

　

二
〇
二
〇
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
振
る
い
、
多
く
の

人
々
が
深
刻
な
打
撃
を
被
っ
て
、
ま
さ
に
暗
い
一
年
と
な
り
ま
し
た
。
今

年
に
入
っ
て
も
先
行
き
は
全
く
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
。
こ
の
よ
う

な
現
状
に
お
い
て
こ
そ
、
改
め
て
笑
い
の
力
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
明
る
い
話
題
に
乏
し
い
時
だ
か
ら
こ
そ
、
ユ
ー
モ
ア
を
活
用

し
、
心
を
ほ
ぐ
す
こ
と
が
普
段
以
上
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

宗
教
の
伝
統
に
お
い
て
、
笑
い
は
し
ば
し
ば
抑
圧
の
対
象
と
な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
笑
い
（
特
に
ユ
ー
モ
ア
）
の
持
つ
、
秩
序
を
相
対
化
し
、

至
高
の
権
威
す
ら
脅
か
す
「
解
放
の
魔
力
」
の
よ
う
な
も
の
が
恐
れ
ら
れ

た
か
ら
だ
と
言
え
ま
す
（
商
人
の
ま
ち
大
阪
・
上
方
に
お
い
て
「
お
笑

い
」
が
発
達
し
た
の
も
、「
お
上
」
に
対
す
る
抵
抗
の
意
味
合
い
が
あ
り

ま
し
た
）。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
現
代
世
界
に
お

い
て
、
あ
ら
ゆ
る
枠
組
み
を
い
っ
た
ん
カ
オ
ス
化
し
て
改
め
て
コ
ス
モ
ス

を
再
創
造
す
る
原
動
力
と
し
て
、（
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
）
笑
い
や
ユ

ー
モ
ア
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
第
八
〇
回
学
術
大
会
実
行
委
員
会
）

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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け
ど
、
ど
う
も
治
ら
な
い
ん
だ
よ
。
誰
か
い
い
整
形
外
科
の
先
生
を
知
ら

な
い
で
す
か
？
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
生
は
腰
痛

の
大
家
な
の
で
あ
る
が
、
患
者
さ
ん
と
の
距
離
を
ち
ぢ
め
、
い
い
関
係
を

結
ぼ
う
と
、
こ
ん
な
ユ
ー
モ
ア
発
言
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
を
小
さ
な
ユ
ー
モ
ア
と
言
う
が
、
患
者
さ
ん
で

あ
る
Ａ
さ
ん
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
私
は
、「
Ａ
さ
ん
は

ど
う
応
え
た
の
？
」
と
聞
く
と
、「
今
、
こ
の
場
で
は
す
ぐ
に
出
て
こ
な

い
け
れ
ど
、
私
は
知
り
合
い
が
多
い
か
ら
ま
た
き
ち
ん
と
探
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
」
と
答
え
た
そ
う
で
あ
る
。
Ａ
さ
ん
も
そ
の
整
形
外
科
の
先
生
に

う
ま
く
切
り
返
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
と
い

う
の
は
、
強
弱
関
係
や
上
下
関
係
で
は
な
く
、
本
当
に
人
間
と
人
間
と
し

て
平
等
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。

　

ユ
ー
モ
ア
と
い
う
の
は
、
あ
る
人
と
あ
る
人
と
の
間
に
あ
る
立
場
の
壁

を
崩
す
と
い
う
役
割
が
あ
る
と
思
う
。
よ
く
音
楽
と
い
う
の
は
国
境
を
越

え
る
と
い
う
が
、
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ユ
ー
モ
ア
と

い
う
の
は
立
場
を
越
え
、
立
場
と
立
場
の
間
に
あ
る
壁
を
崩
す
と
い
う
役

割
を
持
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
。

ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス

　

ユ
ー
モ
ア
セ
ン
ス
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ア
イ
ゼ
ン
ク

が
、
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
に
「
生
産
性
」「
同
一
性
」「
量
」
の
三
つ
が
あ

る
と
提
唱
し
て
い
る
。

　

生
産
性
と
い
う
の
は
、
冗
談
や
面
白
い
話
を
よ
く
思
い
つ
き
、
そ
の
冗

談
で
他
者
を
よ
く
笑
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
、
す
な
わ
ち
笑
い
を
生
産
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
常
に
自
分
で
か
な
り
心
が
け
て

ユ
ー
モ
ア
と
ケ
ア

柏
木
　
哲
夫

は
じ
め
に

　

ユ
ー
モ
ア
（H

um
or

）
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
の
フ
モ
ー
レ
ス
（H

u-
m
ores　

体
液
）
で
あ
る
。
血
液
は
体
液
の
代
表
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な

け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
い
の
で
あ
る
。
ユ
ー
モ
ア
は
人
間
が
人
間
ら
し
く

生
き
て
い
く
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

ユ
ー
モ
ア
は
立
場
を
越
え
る

　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
場
面
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
モ
ア
の
も
つ
親
密

性
、
人
間
味
、
そ
し
て
直
接
性
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
と
患

者
は
打
ち
解
け
た
関
係
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ど
う

し
て
も
「
医
師
と
患
者
」
と
い
う
の
は
、
上
下
関
係
、
強
弱
関
係
に
な
っ

て
し
ま
う
が
、
ど
ち
ら
か
が
う
ま
く
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
使
う
こ
と
が

出
来
れ
ば
、
上
下
関
係
や
強
弱
関
係
で
は
な
く
、
お
互
い
に
平
等
な
関
係

で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
ユ
ー
モ
ア
は
そ
の

意
味
で
重
要
な
働
き
を
す
る
。

　

あ
る
整
形
外
科
へ
入
院
し
た
患
者
さ
ん
（
Ａ
さ
ん
）
の
話
で
あ
る
が
、

そ
の
整
形
外
科
の
主
治
医
が
と
て
も
い
い
先
生
だ
っ
た
と
言
わ
れ
た
。
そ

し
て
、
お
も
し
ろ
い
気
さ
く
な
先
生
で
、
Ａ
さ
ん
は
と
て
も
信
頼
す
る
こ

と
が
出
来
た
、
と
話
を
し
て
く
れ
た
。
そ
の
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
、「
そ
の
先
生
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
」
と
Ａ
さ
ん

は
話
し
始
め
た
。
あ
る
日
回
診
に
来
ら
れ
、
Ａ
さ
ん
に
「
Ａ
さ
ん
、
ひ
と

月
く
ら
い
前
か
ら
腰
の
辺
り
が
痛
く
て
ね
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
ん
だ
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る
。
特
に
「
コ
ー
ピ
ン
グ
ユ
ー
モ
ア
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

ユ
ー
モ
ア
で
何
か
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
状
況
に
コ
ー
プ
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
コ
ー
プ
と
い
う
の
は
、
対
応
す
る
、
対
処
す
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
例
え
ば
、
非
常
に
辛
い
状
況
に
置
か
れ
た
時
に
、
そ
れ
と
正
面
か

ら
向
き
合
う
と
と
て
も
辛
く
て
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
を
ユ
ー

モ
ア
の
セ
ン
ス
で
「
う
ま
く
態
を
か
わ
す
」「
対
応
す
る
、
対
処
す
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
コ
ー
ピ
ン
グ
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
。

　

コ
ー
ピ
ン
グ
ユ
ー
モ
ア
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
自
分
が
や

が
て
死
を
迎
え
る
と
い
う
状
況
は
、
大
変
な
ス
ト
レ
ス
状
況
で
あ
る
。
ま

た
、
自
分
の
配
偶
者
が
死
に
近
づ
く
と
い
う
状
況
も
強
い
ス
ト
レ
ス
で
あ

る
。
し
か
し
、
人
間
は
そ
う
い
う
ス
ト
レ
ス
に
対
し
て
、
何
と
か
対
応
し

て
い
く
と
い
う
力
を
も
っ
て
い
る
と
、
多
く
の
患
者
さ
ん
を
診
て
思
う
。

　

自
分
が
死
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
な
ス
ト
レ
ス
で
、

そ
れ
を
看
る
家
族
に
と
っ
て
も
非
常
に
辛
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
ス
ト
レ

ス
の
中
で
、
ユ
ー
モ
ア
で
対
応
し
た
人
と
い
う
の
は
素
晴
ら
し
い
。
こ
こ

で
、
ホ
ス
ピ
ス
で
診
た
五
八
歳
の
直
腸
ガ
ン
末
期
の
患
者
さ
ん
の
例
を
あ

げ
よ
う
。
こ
の
方
は
ず
っ
と
俳
句
を
た
し
な
ん
で
お
ら
れ
、
新
聞
に
も
投

稿
さ
れ
俳
句
欄
に
載
る
と
い
う
人
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
の
回
診
の
時
に
、

「
先
生
、
こ
の
ご
ろ
私
、
俳
句
よ
り
も
川
柳
の
方
が
い
い
な
、
と
思
い
出

し
て
き
た
ん
で
す
」
と
言
わ
れ
た
。
多
分
、
私
が
ず
っ
と
川
柳
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
ナ
ー
ス
か
ら
聞
い
て
、
俳
句
よ
り
も
川
柳
の
方
が
い
い

と
い
っ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
な
、
と
思
っ
た
の
だ
が
、「
ど
う
し
て

で
す
か
」
と
聞
く
と
、「
俳
句
と
い
う
の
は
、
春
夏
秋
冬
の
季
語
が
い
る

と
か
、
と
に
か
く
四
季
に
う
る
さ
い
ん
で
す
よ
。
私
み
た
い
に
末
期
ガ
ン

の
患
者
は
死
期
が
な
い
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
れ

面
白
さ
を
作
り
出
そ
う
、
生
産
し
よ
う
、
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。
電
車

の
待
ち
時
間
や
信
号
の
待
ち
時
間
に
は
す
ぐ
に
川
柳
を
考
え
る
。
何
か
い

い
川
柳
は
な
い
か
、
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
赤
信
号
を
ま
っ
た
く
イ
ラ
イ

ラ
せ
ず
に
待
っ
て
い
ら
れ
る
。
最
近
、
赤
信
号
を
待
っ
て
い
る
間
に
作
っ

た
川
柳
を
三
つ
紹
介
す
る
。「
こ
の
息
子
こ
の
出
来
遺
伝
か
環
境
か
」「
急

ぐ
の
で
回
っ
て
み
れ
ば
も
と
の
道
」「
容
疑
者
は
ち
ょ
っ
と
悪
そ
な
写
真

で
出
」。

　

同
一
性
と
い
う
の
は
、
ま
わ
り
の
人
、
例
え
ば
自
分
が
所
属
す
る
社
会

の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
笑
う
こ
と
で
あ
る
。
学
生
な
ど
を
見
て
い
て
も
、

皆
一
緒
に
笑
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。
一
人
の
人
が
笑
う
と
、
仲

間
に
そ
の
笑
い
が
広
が
る
。
寄
席
の
場
合
、
皆
と
一
緒
に
笑
い
た
い
、
自

分
も
皆
と
一
緒
で
あ
り
た
い
と
い
う
同
一
性
を
求
め
る
と
い
う
心
理
が
働

く
。

　

量
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
の
作
る
こ
と
と
は
違
っ
て
、
ユ
ー
モ
ア
刺
激

に
敏
感
に
反
応
し
、
そ
れ
を
楽
し
ん
だ
り
、
他
の
人
よ
り
良
く
笑
う
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
量
と
い
う
の
は
味
わ
う
、
笑
い
の
量
が
大
き
い
、
皆

よ
り
笑
い
が
大
き
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

コ
ー
ピ
ン
グ
ユ
ー
モ
ア

　

ジ
ッ
プ
は
、
ユ
ー
モ
ア
の
要
素
と
し
て
「
作
り
出
す
」「
味
わ
う
」「
応

用
す
る
」
の
三
つ
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。「
作
り
出
す
」
と
い
う
の
は
、

面
白
い
話
や
冗
談
を
作
り
出
す
の
が
得
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。「
味
わ

う
」
と
い
う
の
は
、
面
白
い
こ
と
を
受
け
取
っ
て
、
面
白
い
と
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、「
応
用
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
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合
体
し
て
い
る
。
ユ
ー
モ
ア
と
ペ
ー
ソ
ス
の
両
方
が
融
合
し
た
す
ば
ら
し

い
句
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
辛
さ
を
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
も
っ
て
乗
り
越
え
て

い
こ
う
と
す
る
」
の
が
コ
ー
ピ
ン
グ
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
。

受
容
と
ス
ト
レ
ス

　

話
は
少
し
そ
れ
る
が
、
な
ぜ
「
自
分
の
死
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
そ
し
て
「
配
偶
者
の
死
」
を
悲
し
い
な
が
ら
も
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、「
死

と
い
う
も
の
が
た
だ
一
人
の
例
外
も
な
く
誰
に
で
も
必
ず
訪
れ
る
も
の

だ
」
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
早
い
、
遅
い
は
あ
る

が
、
必
ず
誰
で
も
死
ぬ
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
観
念
的
に
誰
も
が
皆
わ
か
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
分
の
夫
が
死
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
辛

い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
早
か
れ
遅
か
れ
別
れ
は
来
る
の
だ
と
観
念
的
に
は

わ
か
る
。
誰
に
で
も
来
る
、
と
い
う
こ
と
は
不
公
平
感
が
な
い
。
公
平
に

訪
れ
る
も
の
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
人
は
そ
れ
を
受
容
出
来
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
、
私
は
精
神
科
の
医
師
と
し
て
、
公
害
に
よ
る
喘

息
の
方
の
治
療
に
当
た
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
と
て
も
大
変

で
あ
る
。
公
害
の
犠
牲
で
自
分
が
喘
息
患
者
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

非
常
に
不
公
平
で
あ
る
。
ご
く
一
握
り
の
人
が
公
害
の
被
害
者
に
な
る
。

他
の
人
は
こ
ん
な
目
に
遭
わ
な
く
て
す
む
の
に
、
な
ぜ
私
だ
け
が
こ
ん
な

苦
し
み
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
も
自
分
の
責

任
で
は
な
く
、
あ
る
企
業
の
責
任
で
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
、
と
い
う

恨
み
つ
ら
み
が
募
り
、
な
か
な
か
そ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と
い
う

は
、
す
ば
ら
し
い
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
。「
そ
う
で
す
ね
。
で
き
れ
ば
『
し

き
』
が
な
い
方
が
い
い
で
す
ね
」
と
私
は
返
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
患
者
さ
ん
は
だ
ん
だ
ん
弱
ら
れ
、
十
二
月
下
旬
頃
、「
な

ん
と
か
家
で
正
月
を
過
ご
し
た
い
。
寝
正
月
で
も
い
い
か
ら
外
泊
し
た

い
」
と
言
わ
れ
た
。
た
だ
、
衰
弱
が
激
し
い
の
で
正
月
の
外
泊
は
少
し
無

理
か
と
思
っ
た
。
だ
が
、
最
後
の
正
月
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る

し
、
ご
本
人
も
帰
り
た
い
。
奥
さ
ん
も
是
非
帰
し
た
い
と
思
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
。
皆
と
相
談
し
て
、
思
い
切
っ
て
、
な
ん
と
か
帰
っ
て
も
ら
お
う

と
決
断
し
た
。

　

や
っ
と
正
月
を
家
で
迎
え
ら
れ
て
、
正
月
明
け
に
ホ
ス
ピ
ス
に
帰
っ
て

来
ら
れ
た
。「
や
は
り
私
の
よ
う
な
ガ
ン
の
患
者
は
『
し
き
』
が
な
い
方

が
い
い
で
す
」
と
言
わ
れ
て
か
ら
、
患
者
さ
ん
と
川
柳
の
交
換
を
始
め

た
。
週
に
一
回
ず
つ
、
私
が
一
つ
出
し
て
、
彼
が
一
つ
返
す
と
い
う
交
換

で
あ
る
。
そ
の
交
換
の
様
子
を
見
て
お
ら
れ
た
奥
さ
ん
が
、
川
柳
に
興
味

を
持
た
れ
た
よ
う
で
、
外
泊
か
ら
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
時
に
「
先
生
、
私
も

先
生
と
主
人
と
の
川
柳
の
や
り
取
り
を
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
い
て
、
主
人
の

外
泊
中
に
一
句
作
り
ま
し
た
。
寝
正
月
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
と
に
か
く
最

後
の
お
正
月
を
家
で
迎
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
が
た
か
っ
た
ん
で
す
」

と
、
き
れ
い
に
短
冊
に
書
い
て
来
ら
れ
た
。「
が
ん
細
胞　

正
月
ぐ
ら
い

は
寝
て
暮
ら
せ
」。
私
は
思
わ
ず
、
プ
ッ
と
吹
き
出
し
、
し
ば
ら
く
し
て

熱
い
も
の
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。「
主
人
の
身
体
を
蝕
ん
で
い
る
が
ん
細

胞
よ
、
お
前
の
お
か
げ
で
私
の
主
人
は
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
、
最
後
の
正
月

も
寝
正
月
だ
。
お
前
も
あ
ま
り
自
己
主
張
し
な
い
で
、
正
月
く
ら
い
は
寝

て
過
ご
し
て
く
れ
よ
」
と
い
う
思
い
の
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
悲
し
さ
と

同
時
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
と
が
う
ま
く
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宗
教
と
笑
い
の
関
係
に
つ
い
て

釈
　
　
徹
宗

　
「
宗
教
と
笑
い
の
関
係
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
半
は
、
キ
リ
ス
ト
教

と
仏
教
に
お
け
る
「
笑
い
」
に
関
す
る
あ
る
一
面
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し

て
「
日
本
仏
教
に
お
け
る
笑
い
―
説
教
と
落
語
―
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
必
然
的
に
笑
い
が
本
来
的
に
も
つ
特
性
も
論
点
と
な
っ
て
く

る
。一

　
背
信
と
し
て
の
「
笑
い
」

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、「
笑
い
の
本
質
に
つ
い
て
、
お
よ
び
一
般
に
造
形

芸
術
に
お
け
る
滑
稽
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「〈
賢
者
〉
は
お
の
の
き
な

が
ら
で
な
け
れ
ば
笑
わ
な
い１
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
賢
者
と
は

神
へ
の
信
仰
を
も
つ
者
を
表
し
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
笑
う
の
は

淫
欲
に
溺
れ
る
の
に
ひ
と
し
い
と
ま
で
言
う
。
そ
れ
ほ
ど
「
笑
い
」
を
罪

深
い
も
の
だ
と
捉
え
る
立
場
も
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も

あ
る
。こ

よ
な
き
〈
賢
者
〉、〈
受
肉
せ
る
言
（
こ
と
ば
）〉
は
、
決
し
て
笑

い
た
ま
わ
な
か
っ
た
。
全
知
全
能
の
〈
御
方
〉
の
目
に
と
っ
て
、
滑

稽
と
い
う
も
の
は
無
い２
。

　

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
決

し
て
笑
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
類
と
笑
い
と
の

関
係
を
考
察
す
る
上
で
、
実
に
興
味
深
い
信
仰
・
文
化
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
笑
い
」
へ
の
抑
圧
的
な
立
場
が
、
エ
ー
コ

の
『
薔
薇
の
名
前３
』
を
生
み
出
す
。

状
況
が
続
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
公
害
の
患
者
さ
ん
の
方
が
死
を
迎

え
る
人
よ
り
も
状
況
を
受
け
入
れ
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
が
現
実
に
あ

る
。
誰
に
で
も
公
平
に
訪
れ
る
も
の
は
例
え
と
て
も
辛
い
こ
と
で
あ
っ
て

も
受
け
入
れ
ら
れ
る
が
、
一
般
の
人
に
は
起
こ
ら
な
い
辛
い
経
験
は
、
な

か
な
か
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
と
思
う
。

終
わ
り
に

　

ユ
ー
モ
ア
は
医
療
や
看
護
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
職
場
や
家
庭
に
お
い

て
も
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ユ
ー
モ
ア
に
関
連
す
る
分

野
に
お
い
て
、
専
門
的
、
学
問
的
に
も
っ
と
研
究
さ
れ
る
事
を
望
ん
で
い

る
。
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二
　
脱
構
築
と
し
て
の
「
笑
い
」

　
「
キ
リ
ス
ト
教
が
愛
の
宗
教
な
ら
、
禅
は
笑
い
の
宗
教
で
あ
る
」
と
い

っ
た
言
い
方
が
あ
る
。

　

安
永
祖
堂
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
伝
法
劇
の
作
者
の
し
か
け
た
巧
妙
な
ワ
ナ

（
論
者
注
：『
無
門
関
』
第
六
則
「
世
尊
拈
花
」
の
こ
と
）
に
は
感
嘆

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
大
法
の
伝
授
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
よ
り
に

よ
っ
て
迦
葉
尊
者
に
微
笑
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

じ
つ
に
こ
の
微
笑
を
も
っ
て
禅
の
歴
史
は
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
中
略
）

た
し
か
に
寒
山
拾
得
図
、
虎
渓
三
笑
な
ど
禅
に
は
笑
い
の
イ
メ
ー
ジ

が
よ
く
似
合
う８
。

　

こ
こ
で
安
永
が
言
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
脱
構
築
の
笑
い
」

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
仰
山
問
三
聖
」（『
碧
巌
録
』
第
六
八
則
）
と
い

う
公
案
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

仰
山
、
三
聖
に
問
う
。「
汝
の
名
は
什
麼
（
な
ん
）
ぞ
」。
聖
云
く
、

「
慧
寂
」。
仰
山
云
く
、「
慧
寂
は
是
れ
我
な
り
」。
聖
云
く
、「
我
が

名
は
慧
然
」。
仰
山
、
呵
呵
大
笑
す９
。

　

三
聖
が
自
分
の
名
を
問
わ
れ
て
、
相
手
の
名
を
答
え
る
。
す
る
と
、
そ

れ
を
と
が
め
ら
れ
て
、
す
ぐ
さ
ま
自
分
の
名
を
言
い
返
す
。
二
人
の
自
在

で
闊
達
な
対
話
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
は
、
二
人
と
も
思
わ
ず
大
笑
い
す

る
の
だ
。「
呵
々
大
笑
」
と
い
う
表
現
が
味
わ
い
深
い
。
ナ
ン
セ
ン
ス
な

場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
の
中
に
は
「
意
味
の
無
化
」
や

「
言
語
ゲ
ー
ム
か
ら
の
離
脱
」
な
ど
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む

き
出
し
の
自
己
と
自
己
の
対
面
に
お
い
て
、
名
前
と
い
う
ゲ
ー
ム
に
興
じ

　
『
薔
薇
の
名
前
』
の
白
眉
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
修
道
士
と
、
笑
い
の
否
定

論
者
ホ
ル
ヘ
と
の
議
論
で
あ
ろ
う
。
ホ
ル
ヘ
は
、

笑
い
は
愚
か
さ
の
徴
な
の
だ４
。

そ
れ
ゆ
え
、
無
知
な
輩
は
、
笑
い
な
が
ら
、
暗
に
〈
神
ハ
存
在
シ
ナ

イ
〉
と
言
っ
て
い
る
の
だ５
。

と
主
張
し
、
笑
い
の
も
つ
背
信
性
に
言
及
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
イ
リ

ア
ム
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

理
性
に
反
し
た
不
合
理
な
命
題
の
も
つ
偽
り
の
権
威
を
突
き
崩
す
た

め
に
は
、
時
に
応
じ
て
、
笑
い
も
ま
た
正
当
な
一
つ
の
手
段
た
り
う

る
の
だ
。
笑
い
に
は
悪
者
を
混
乱
さ
せ
て
そ
の
愚
か
さ
を
白
日
の
も

と
へ
晒
す
働
き
が
あ
る６
。

　

笑
い
特
有
の
働
き
を
語
る
ウ
イ
リ
ア
ム
は
、
さ
ら
に
「
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
は
決
し
て
笑
わ
な
か
っ
た
」
と
主
張
す
る
ホ
ル
ヘ
に
異
議
を
唱
え

る
。

そ
の
点
に
は
疑
問
が
あ
る
。
パ
リ
サ
イ
人
に
向
か
っ
て
最
初
の
石
を

投
げ
る
よ
う
に
促
さ
れ
た
と
き
、
納
税
用
の
硬
貨
の
肖
像
が
誰
か
を

た
ず
ね
ら
れ
た
と
き
、
掛
け
言
葉
を
使
っ
て
〈
ア
ナ
タ
ハ
石
（
ペ
テ

ロ
）
ダ
〉
と
言
わ
れ
た
と
き
、
主
は
罪
人
た
ち
を
ま
ご
つ
か
せ
信
者

た
ち
の
心
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
洒
落
を
述
べ
ら
れ
た
、
と
わ
た
し
は

信
じ
て
い
る７
。

　

こ
の
よ
う
に
ウ
イ
リ
ア
ム
は
、
イ
エ
ス
も
ユ
ー
モ
ア
を
語
っ
た
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
単
に
、
笑
い
の
も
つ
暴
露
能
力
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
者
た
ち
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
笑
い
や
寓

0

0

0

0

話
を
活
用
し
て
教
え
を
説
い
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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切
磋
琢
磨
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
関
山
和
夫
は
こ
れ
を
「
法
芸
一
如
」
と

表
現
し
て
い
るＢ
。

　

中
で
も
語
り
芸
能
の
源
流
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
澄
憲
・
聖
覚
・
信

承
な
ど
に
よ
る
安
居
院
流
の
唱
導
で
あ
る
。
安
居
院
流
の
流
れ
の
中
に

は
、
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
日
快
も
い

る
。
日
快
（
安
楽
庵
策
伝
）
は
落
語
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

日
本
に
お
け
る
語
り
芸
能
・
話
芸
の
中
で
も
、
落
語
は
独
特
の
立
ち
位

置
に
あ
る
と
言
え
る
。
今
日
、
落
語
と
は
「
衣
装
や
道
具
を
極
力
使
わ

ず
、
和
服
を
着
て
高
座
で
正
座
を
し
て
、
一
人
で
語
る
話
芸
」
と
定
義
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
態
の
芸
能
が
日
本
に
だ
け
生

ま
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
日
本
仏
教
の
説
教
の
形
態
に
源
流
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、「
高
座
」
は
僧
侶
が
説
教
す
る
場
を
指
す
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
。
今
日
す
で
に
仏
教
の
説
教
の
方
で
は
「
高
座
で
語
る
」
と
い
っ
た

形
が
崩
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
多
く
は
演
台
を
使
っ
て
講
演
・
講
義
形
式

と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
落
語
は
い
ま
だ
に
伝
統
的
な
説
教
の
形
態
を

引
き
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
昔
か
ら
説
教
者
の
間
で
は
、「
讃
題
・
法
説
・
譬
喩
・
因
縁
・

結
勧
」
や
、「
始
め
し
ん
み
り
、
中
お
か
し
く
、
終
わ
り
尊
く
」
と
い
っ

た
説
教
の
構
成
法
が
口
伝
さ
れ
て
き
た
。『
醒
睡
笑
』
を
著
し
た
日
快

（
策
伝
）
は
、「
中
お
か
し
く
」
を
膨
大
に
体
得
し
て
い
た
僧
侶
な
の
だ
。

だ
か
ら
そ
れ
を
全
八
巻
の
書
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
た
め
落
と
し
咄
の
名
人
と
評
さ
れ
た
。『
醒
睡
笑
』
に
は
、
今
日
ま

で
続
く
落
語
の
原
話
も
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
形
態
だ
け
で
な
く
語
ら

れ
る
内
容
も
、
説
教
と
落
語
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

　

と
同
時
に
、
落
語
に
出
て
く
る
宗
教
者
（
ほ
と
ん
ど
仏
教
の
僧
侶
）

る
二
人
が
そ
こ
に
い
る
。
こ
の
世
俗
の
中
を
生
き
る
た
め
に
は
、
こ
の
言

語
ゲ
ー
ム
の
中
で
プ
レ
イ
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

0

0

0

あ
く
ま
で
虚
構
の
中
で
の
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

重
要

0

0

に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
世
界
を
意
味
の
す
べ
て
が
煮
詰
ま
っ
た
事
態

に
直
面
し
た
時
、「
呵
々
」
と
大
笑
い
す
る
の
は
究
極
の
態
度
だ
と
説
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
日
本
仏
教
に
お
け
る
笑
い
―
説
教
と
落
語
―

　

神
学
者
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ー
ト
は
、
教
皇
ヨ
ハ
ネ
二
十
三
世
が
機
知

と
ユ
ー
モ
ア
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、「
笑
い
の

神
学
」
の
可
能
性
を
提
案
し
て
い
るＡ
。『
薔
薇
の
名
前
』
で
も
主
張
さ
れ

て
い
た
よ
う
に
、
古
来
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
も
笑
い
を
駆
使
し
な
が
ら
説

教
し
て
き
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
、
仏
教
に
は
は
っ

き
り
と
し
た
系
譜
と
議
論
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
仏
教
に
お
い
て
は
、『
百
喩
経
』
と
い
う
笑
い
を
活
用
し
た

経
典
も
存
在
す
る
。『
百
喩
経
』
は
実
際
の
〝
現
場
の
語
り
〞
が
ベ
ー
ス

と
な
っ
て
成
立
し
た
経
典
で
あ
ろ
う
。〝
も
の
語
り
〞
は
宗
教
的
情
性
を

成
熟
さ
せ
る
。〝
も
の
語
り
〞
は
笑
い
や
悲
嘆
や
恐
怖
な
ど
を
通
し
て
、

心
の
共
振
現
象
を
起
こ
す
。〝
も
の
語
り
〞
は
、
私
た
ち
の
宗
教
心
の
琴

線
を
揺
さ
ぶ
る
。『
百
喩
経
』
の
系
譜
は
、『
日
本
霊
異
記
』
や
『
沙
石

集
』
と
い
っ
た
説
話
文
学
、
さ
ら
に
は
落
語
の
源
流
と
さ
れ
て
い
る
『
醒

睡
笑
』
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
語
り
芸
能
は
、
日
本
仏
教
の
説
教
に
多
大
な
影
響
を
受
け
て
来

た
。
説
教
が
母
体
で
あ
り
土
壌
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
説

教
も
語
り
芸
能
の
影
響
を
受
け
て
洗
練
さ
れ
て
き
た
面
も
あ
る
。
互
い
に
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す
。
し
か
し
、
笑
い
は
そ
れ
を
脱
臼
さ
せ
る
。
宗
教
を
笑
う
に
は
、
豊
か

な
宗
教
文
化
の
土
壌
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

注（
1
）  

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
阿
部
良
雄
訳
）『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
批
評
１　

美

術
批
評
Ⅰ
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
二
一
八
頁
。

（
2
）  

同
右
、
二
一
九
―
二
二
〇
頁
。

（
3
）  

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
（
河
島
英
昭
訳
）『
薔
薇
の
名
前
（
上
）』

東
京
創
元
社
、
二
〇
二
〇
年
（
四
五
版
）、『
薔
薇
の
名
前
（
下
）』

東
京
創
元
社
、
二
〇
一
八
年
（
三
八
版
）。

（
4
）  

『
薔
薇
の
名
前
（
上
）』、
二
〇
九
頁
。

（
5
）  

同
右
、
二
一
一
―
二
一
二
頁
。

（
6
）  

同
右
、
二
一
二
頁
。

（
7
）  

同
右
、
二
一
三
頁
。

（
8
）  

安
永
祖
堂
『
笑
う
禅
僧
│
│
「
公
案
」
と
悟
り
』
講
談
社
現
代
新

書
、
二
〇
一
〇
年
、
七
四
―
七
五
頁
。

（
9
）  

入
矢
義
高
ほ
か
訳
注
『
碧
巌
録
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
七
年
（
第

一
四
刷
）、
三
一
七
頁
。

（
10
）  

リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ー
ト
（
木
鎌
安
雄
訳
）『
笑
い
の
神
学
』
聖
母

文
庫
、
一
九
九
二
年
、
四
六
―
四
九
頁
、
参
照
。

（
11
）  

関
山
和
夫
『
説
教
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
〇

頁
。

（
12
）  
釈
徹
宗
『
落
語
に
花
咲
く
仏
教
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
七

年
、
一
九
二
―
一
九
四
頁
、
参
照
。

は
、
多
く
の
場
合
、
揶
揄
の
対
象
で
あ
り
、
笑
い
の
対
象
で
あ
る
。
時
に

は
「
後
生
鰻
」
や
「
宗
論
」
の
よ
う
に
、
熱
心
な
篤
信
者
を
笑
う
。
ま
さ

に
笑
い
の
本
領
発
揮
で
あ
る
。

　

実
は
僧
侶
や
篤
信
者
を
笑
う
の
は
、
す
で
に
『
醒
睡
笑
』
に
数
多
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
僧
侶
た
ち
が
説
教
で
語
っ
て
い
た
小

咄
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
中
で
も
、
各
宗
派
の
特
性
を
比
較
し
て
笑
う
落
と

し
咄Ｃ
は
、
ま
さ
に
日
本
仏
教
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
論
及
し
た
よ
う
に
、「
笑
い
を
忌
避
す
る
宗
教
性
」

が
あ
り
、
公
案
の
「
呵
々
大
笑
」
が
見
せ
た
「
笑
い
が
事
態
を
脱
臼
さ
せ

る
こ
と
で
生
じ
る
宗
教
性
」
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
価
値
の
転
換
を

生
み
出
す
笑
い
の
機
能
ゆ
え
の
問
題
で
あ
る
。

　

宗
教
は
非
日
常
や
来
世
や
超
越
な
ど
の
領
域
が
あ
る
の
で
、〝
も
の
語

り
〞
が
独
特
の
強
度
を
も
つ
。
な
に
し
ろ
、
時
に
宗
教
は
、
こ
の
世
界
の

始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
語
る
の
で
あ
る
。
神
話
が
「
私
は
ど
こ
か
ら
来

て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
宗
教
の
〝
も
の
語
り
〞
は
人
間
の
根
源
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
〝
も
の
語
り
〞
を
さ
ら
に
別
フ
ェ
ー
ズ
へ
と
、
別
の
位
相
へ
と
も

っ
て
い
く
の
が
「
笑
い
」
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
は
多
様
な
語
り
芸
能
が
生
き
て
い
る
点
に
お
い
て
、
世
界
で
も
稀

な
文
化
圏
で
あ
る
。
謡
曲
・
浄
瑠
璃
・
説
経
節
・
祭
文
・
講
談
・
落
語
・

浪
曲
な
ど
が
、
今
も
な
お
息
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
源
流
を
宗
教
儀
礼

や
説
教
の
系
譜
か
ら
見
直
す
と
、「
笑
い
」
の
も
つ
特
性
が
さ
ら
に
明
確

と
な
る
。
宗
教
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
あ
る
種
の
緊
張
感
を
生
み
出
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エ
ラ
ノ
ス
と
い
う
交
差
点 

│
│ 「
宗
教
学
」
の
形
成
史
的
再
検
討 

│
│

代
表
者
・
司
会　

奥
山
史
亮

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

深
澤
英
隆

オ
ッ
ト
ー
・
グ
ロ
ー
ス
と
心
理
学

藁
科
　
智
恵

　

オ
ッ
ト
ー
・
グ
ロ
ー
ス
（
一
八
七
七
―
一
九
二
〇
）
は
、
精
神
分
析
に

基
づ
い
た
社
会
改
革
を
論
じ
、「
性
の
解
放
」
を
主
張
す
る
。
精
神
科
医
、

生
活
改
革
運
動
家
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
等
の
多
様
な
側
面
を
持
つ
彼
は
、
エ

ラ
ノ
ス
会
議
が
開
催
さ
れ
た
ア
ス
コ
ー
ナ
の
文
化
を
体
現
す
る
者
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
発
表
で
は
、
彼
を
通
じ
て
二
十
世
紀
初
頭

の
ア
ス
コ
ー
ナ
的
文
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

グ
ロ
ー
ス
は
研
究
開
始
当
初
か
ら
、
自
然
科
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
精

神
科
学
が
刷
新
さ
れ
、
人
間
の
倫
理
、
世
界
観
の
問
題
に
対
し
て
新
た
な

道
が
拓
か
れ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
が
重
視
し
た
の
が
、
フ
ロ

イ
ト
の
精
神
分
析
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
フ
ロ
イ
ト
に
対
し
て
、
個
人

の
心
的
葛
藤
と
社
会
の
構
造
的
問
題
と
の
関
連
に
注
意
を
促
す
。
フ
ロ
イ

ト
も
ユ
ン
グ
も
、
グ
ロ
ー
ス
を
高
く
評
価
し
て
い
た
が
、
グ
ロ
ー
ス
が
あ

ま
り
に
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。
グ
ロ
ー
ス
は

そ
の
後
研
究
者
と
し
て
の
道
で
は
な
く
、
社
会
改
革
の
た
め
の
実
践
的
な

活
動
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
る
。

　

グ
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
精
神
分
析
は
社
会
改
革
の
た
め
の
準
備
作
業
で 

あ
り
、
個
人
を
抑
圧
か
ら
解
放
す
る
革
命
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
グ
ロ
ー 

ス
の
中
で
基
本
と
な
っ
て
い
る
構
図
は
、
個
人
と
一
般
性
と
の
間
の
葛

藤
、
つ
ま
り
、「
固
有
な
る
も
のdas Eigene

」
と
「
他
な
る
も
のdas 
Frem

de

」
と
の
葛
藤
で
あ
る
。
そ
し
て
個
人
を
そ
の
よ
う
な
葛
藤
の
中

に
置
い
て
い
る
第
一
の
も
の
が
性
道
徳
な
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
家
父

長
制
的
な
環
境
の
中
で
は
、
女
性
の
本
質
に
お
け
る
性
的
欲
求
が
自
由
に

現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、

グ
ロ
ー
ス
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ビ
ン
グ
や
ア
ス
コ
ー
ナ
に
お
い
て
実
際
に

「
自
由
な
」
恋
愛
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
る
「
性
の
解
放
」
を
目
指
す
活

動
を
行
う
。

　

グ
ロ
ー
ス
が
精
神
分
析
を
も
と
に
社
会
改
革
を
主
張
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
フ
ロ
イ
ト
や
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ル
ビ
ナ
ー
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ

ー
か
ら
は
批
判
的
な
声
が
上
が
る
。
彼
ら
は
、
グ
ロ
ー
ス
が
精
神
分
析
と

い
う
専
門
技
術
か
ら
あ
る
特
定
の
価
値
に
関
わ
る
も
の
を
導
き
出
し
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
は
医
師
と
し
て
許
容
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
批
判
す

る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
学
問
と
実
践
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
鋭
い
批
判
が
な
さ
れ
た
一
方
で
、
歴
史
的
現
象
と
し
て
グ

ロ
ー
ス
を
見
て
み
る
と
、
グ
ロ
ー
ス
を
熱
狂
的
に
支
持
し
た
人
々
が
い
た

こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
ス
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け
た
一
人

で
あ
る
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ミ
ュ
ー
ザ
ム
に
よ
る
グ
ロ
ー
ス
評
価
を
見
て
み
る

と
、
グ
ロ
ー
ス
や
グ
ロ
ー
ス
に
熱
狂
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
グ
ロ
ー
ス
の

「
性
の
解
放
」
と
い
う
理
念
は
、「
自
由
に
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
」
以
上

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

パ
ネ
ル



　　18

『宗教研究』95巻別冊（2022年） パネル

よ
り
神
智
学
協
会
、
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
（
精
神
療
法
）、
仏
教
・
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
の
宗
教
改
革
運
動
で
ヨ
ー
ガ
や
瞑
想
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
動
向
は
洋
の

東
西
を
超
え
て
ト
ラ
ン
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
な
か
に
エ

ラ
ノ
ス
を
位
置
付
け
る
と
何
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
関
心

か
ら
、
近
代
日
本
の
民
間
精
神
療
法
（
霊
術
・
心
身
修
養
）
に
お
け
る
瞑

想
・
ヨ
ー
ガ
の
流
通
を
概
観
す
る
。

　

明
治
二
〇
年
代
、
自
由
主
義
的
な
仏
教
改
革
を
主
張
し
て
新
仏
教
運
動

を
先
駆
し
た
古
河
老
川
は
、
神
秘
主
義
に
傾
倒
し
て
「
瑜
伽
」
を
再
評
価

し
た
。
背
景
に
は
ア
ジ
ア
の
宗
教
の
復
興
・
改
革
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
神
智
学
協
会
の
神
秘
主
義
、
お
よ
び
経
典
へ
の
懐
疑
を
経
た
直
接
的

「
実
験
（
体
験
）」
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
。
伝
統
的
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
切
断

は
、
生
理
学
・
心
理
学
（
催
眠
術
）・
哲
学
、
さ
ら
に
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
や

フ
ィ
ジ
カ
ル
カ
ル
チ
ャ
ー
に
よ
る
禅
の
再
解
釈
に
繋
が
る
。
こ
の
流
れ
に

鈴
木
大
拙
、
忽
滑
谷
快
天
、
加
藤
咄
堂
、
平
井
金
三
ら
も
い
た
。
一
方
、

民
間
精
神
療
法
の
祖
、
桑
原
俊
郎
は
、
心
と
身
、
主
観
と
客
観
、
現
象
と

実
在
を
「
即
」
で
合
一
す
る
井
上
哲
次
郎
の
現
象
即
実
在
論
を
摂
取
し
、

坐
禅
・
観
法
（
精
神
療
法
自
力
法
）
の
目
的
は
、「
大
我
」（
実
在
・
絶

対
・
大
生
命
・
大
精
神
）
と
「
小
我
」
を
一
致
し
て
「
宇
宙
の
真
理
」
を

発
見
し
安
心
に
至
る
こ
と
と
論
じ
、
心
理
学
（
催
眠
術
）
を
救
済
論
的
に

展
開
し
た
。
現
象
即
実
在
論
は
二
元
論
的
西
洋
思
想
を
批
判
し
つ
つ
、
道

徳
に
お
け
る
諸
宗
教
の
媒
介
を
排
し
て
国
民
道
徳
の
直
接
的
実
践
へ
と
差

し
向
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
持
つ
が
、
こ
れ
は
岡
田
虎
二
郎
の
静

坐
法
や
藤
田
霊
斎
の
息
心
調
和
法
な
ど
の
心
身
修
養
に
も
変
奏
的
に
継
承

さ
れ
た
。
こ
の
際
、「
腹
」「
丹
田
」
は
「
頭
」「
胸
」「
肢
」
の
分
裂
に
対

置
さ
れ
、
心
身
一
元
論
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
く
。

　

哲
学
者
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ッ
カ
ー
ト
は
当
時
の
「
生
の
哲
学
」
と
い
う

潮
流
を
批
判
的
に
捉
え
つ
つ
も
、
こ
の
「
生
の
哲
学
」
が
問
題
化
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
「
生
」
や
「
体
験
」
が
喧
伝
さ
れ
る
と

い
う
時
代
情
況
自
体
に
学
問
が
真
正
面
か
ら
取
り
組
む
必
要
性
を
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
グ
ロ
ー
ス
の
議
論
を
荒
唐
無
稽
な
も
の
と

し
て
一
蹴
す
る
一
方
で
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
宗
教
社
会
学
的
研
究
と
の

関
連
に
お
い
て
、
性
愛
と
エ
ロ
テ
ィ
ー
ク
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
。

そ
こ
で
、「
人
生
に
お
け
る
最
大
の
非
合
理
的
な
力
」
で
あ
る
性
愛
は
、

婚
姻
に
よ
る
性
的
関
係
の
制
度
化
の
方
向
と
は
別
に
、
性
愛
が
意
識
的
に

最
高
に
高
め
ら
れ
た
形
と
し
て
、
エ
ロ
テ
ィ
ー
ク
が
展
開
し
て
い
く
と
す

る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
性
愛
か
ら
昇
華
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
念
型

的
に
叙
述
さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
ー
ク
の
持
つ
力
が
、
生
の
体
験
と
し
て
、
あ

ら
ゆ
る
意
味
を
そ
こ
か
ら
導
き
出
す
価
値
の
源
泉
と
し
て
、
非
常
に
リ
ア

ル
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
情
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト

が
生
の
哲
学
を
批
判
的
に
叙
述
す
る
際
に
彼
の
視
野
に
捉
え
ら
れ
て
い
た

熱
狂
を
こ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
学
問
」
と
「
実
践
」、「
認

識
」
と
「
生
」
と
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
関
係
、
そ
し
て
、
こ
の
緊
張
関
係

の
中
で
、
生
の
体
験
が
渇
望
さ
れ
る
と
い
う
情
況
が
ア
ス
コ
ー
ナ
と
い
う

場
を
捉
え
る
上
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

近
代
日
本
の
民
間
精
神
療
法
に
お
け
る
瞑
想
・
ヨ
ー
ガ
の
流
通栗

田
　
英
彦

　

東
西
の
宗
教
間
対
話
の
流
れ
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
エ
ラ
ノ
ス
会

議
だ
が
、
主
導
者
の
ユ
ン
グ
ら
の
一
九
三
〇
年
代
の
東
洋
神
秘
思
想
・
瞑

想
法
へ
の
関
心
を
そ
れ
だ
け
で
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
世
紀
末
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し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
比
較
し
つ
つ
心
理
学
的
に
禅
を
考
察
し
て

い
る
。
両
者
と
も
西
洋
思
想
を
経
由
し
た
禅
と
再
会
し
て
い
た
わ
け
だ

が
、
そ
の
出
会
い
は
西
洋
近
代
を
問
い
直
し
、
文
化
を
巻
き
込
ん
だ
政
治

的
な
対
立
と
変
革
を
促
す
対
抗
的
近
代
の
全
体
的
勃
興
の
な
か
に
あ
っ

た
。
一
九
三
〇
年
代
の
エ
ラ
ノ
ス
会
議
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
再

検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

エ
ラ
ノ
ス
に
お
け
る
ヨ
ー
ガ
研
究
と
宗
教
刷
新
運
動

奥
山
　
史
亮

　

カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
と
オ
ル
ガ
・
フ
レ
ー
ベ
=
カ
プ
タ
イ
ン

が
中
心
と
な
り
一
九
三
三
年
に
創
設
し
た
エ
ラ
ノ
ス
会
議
は
、
元
型
、
集

合
的
無
意
識
と
い
っ
た
普
遍
志
向
的
な
概
念
を
共
有
し
、
東
西
の
宗
教
間

対
話
、
他
者
共
存
的
な
心
理
療
法
を
実
践
し
て
き
た
学
際
的
会
議
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
九
三
〇
年
代
か
ら
戦
後
直
後
に
至
る
エ
ラ
ノ

ス
会
議
に
は
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
掲
げ
た
ブ
ー
バ
ー
や
シ
ョ
ー
レ
ム
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
に
接
近
し
た
ユ
ン
グ
や
エ
リ
ア
ー
デ
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種
心
理

論
を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
、
既
成
宗
教
に
代
わ
る
新
た
な
「
宗
教
」
の
役
割

を
論
じ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。
エ
ラ
ノ
ス
会
議
と
は
、
各
参
加
者
の
う
ち

に
お
い
て
尖
鋭
化
し
た
民
族
復
興
意
識
と
宗
教
的
刷
新
の
欲
望
が
混
交

し
、
形
成
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
本
発
表
で
は
こ

の
よ
う
な
見
地
よ
り
、
エ
ラ
ノ
ス
の
運
営
に
深
く
関
わ
っ
た
ユ
ン
グ
の
群

集
、
民
族
、
人
種
心
理
、
国
民
社
会
主
義
に
関
す
る
言
論
を
整
理
し
な
が

ら
、
宗
教
学
に
と
っ
て
エ
ラ
ノ
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か

考
察
し
た
。

　

ユ
ン
グ
は
一
九
三
三
年
二
月
に
ケ
ル
ン
と
エ
ッ
セ
ン
に
お
い
て
、
ナ
チ

　

心
身
修
養
は
、
地
方
改
良
事
業
講
習
会
な
ど
の
新
官
僚
主
導
の
下
か
ら

の
改
革
と
結
び
つ
い
て
広
ま
っ
て
い
く
。
北
一
輝
『
日
本
改
造
法
案
大

綱
』（
一
九
二
三
年
）
で
は
「
男
女
一
律
ニ
丹
田
ノ
鍛
治
ヨ
リ
結
果
ス
ル

心
身
ノ
充
実
具
足
ニ
一
変
」
す
る
体
育
改
造
を
提
案
し
て
い
る
。
国
体
明

徴
運
動
に
棹
差
し
つ
つ
、
藤
田
は
革
新
派
海
軍
大
将
末
次
信
正
ら
と
と
も

に
腹
道
報
皇
会
を
創
設
、「
腹
本
位
体
育
」
を
議
会
に
提
案
し
た
。
岡
田

式
静
坐
法
の
静
坐
社
同
人
、
佐
藤
通
次
は
、
丹
田
呼
吸
の
主
体
性
を
論
じ

つ
つ
、
国
家
の
丹
田
た
る
天
皇
へ
の
滅
私
奉
公
こ
そ
真
に
具
体
的
・
主
体

的
な
行
為
だ
と
説
き
、
教
学
錬
成
所
で
活
躍
し
た
。
国
体
論
的
な
腹
の
思

想
は
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
思
想
交
流
の
結
節
点
で
も
あ
っ
た
。
佐

藤
の
所
説
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
影
響
を
受
け
、
一
方
で
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ

の
外
交
官
Ｋ
・
Ｇ
・
デ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
（
ト
ト
モ
ス
・
リ
ュ
ッ
テ
実
存
心

理
セ
ン
タ
ー
創
設
者
）
は
佐
藤
の
丹
田
呼
吸
論
に
深
く
感
化
さ
れ
、
戦
後

ド
イ
ツ
で
「
腹
」
を
存
在
の
根
源
と
す
る
瞑
想
療
法
を
広
め
て
い
る
。
静

坐
社
人
脈
に
は
大
拙
も
お
り
、
海
外
か
ら
禅
を
学
び
に
来
る
外
国
人
に

beginner ’s zen

と
し
て
静
坐
を
学
ば
せ
て
い
た
。

　

デ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
の
論
文
集
『
日
本
の
力
の
秘
密D

as G
eheim

nis 
der japanischen K

raft

』（
一
九
四
〇
）
は
、
大
拙
の
『
禅
仏
教
と
そ

の
日
本
文
化
へ
の
影
響
』
を
引
用
し
つ
つ
、
禅
と
は
あ
ら
ゆ
る
ド
グ
マ
を

否
定
し
て
絶
対
と
の
直
接
関
係
を
求
め
、
日
常
の
生
活
・
仕
事
・
奉
仕
の

上
で
絶
対
と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
は
禅
が
国
民

統
合
、
軍
事
力
、
経
済
力
に
貢
献
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
禅
理

解
は
、
む
し
ろ
心
身
修
養
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
拙
『
禅
仏
教
入
門
』

独
語
版
（
一
九
三
八
）
に
寄
せ
た
ユ
ン
グ
の
序
文
で
は
、
忽
滑
谷
の
悟
り

の
定
義
「
宇
宙
的
生
命
、
す
な
わ
ち
仏
陀
と
等
し
く
な
る
こ
と
」
を
引
用
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ニ
ー
・
ヨ
ー
ガ
・
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
始
し
て
お
り
。
エ
ラ
ノ
ス
創
設
後
に

は
講
演
を
共
に
し
て
い
る
。
両
者
の
関
係
性
か
ら
は
、
ヴ
ォ
ー
タ
ン
的
元

型
の
意
識
化
を
と
お
し
て
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
的
深
層
心
理
=
原
宗
教
を

復
興
さ
せ
る
こ
と
、
ヨ
ー
ガ
の
象
徴
を
分
析
心
理
学
に
統
合
す
る
こ
と
が

重
な
り
合
う
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
抑
圧
し
て
き
た
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
的
宗
教
の
復
興
と

い
う
言
説
は
、
集
団
の
記
憶
を
前
キ
リ
ス
ト
教
的
過
去
に
見
出
そ
う
と
す

る
フ
ィ
ヒ
テ
的
民
族
観
、
国
民
国
家
の
台
頭
を
背
景
に
流
行
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
分
析
心
理
学
は
、
集
合
的
記
憶
を
神
話
化
し
、
ゲ
ル
マ
ン
的
無

意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
治
療
」
の
実
施
に
よ
っ
て
現
代
社
会
に
復
興
さ

せ
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
的
人
種
論
の
一
形
態

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
ユ
ン
グ
は
自
身
の
言
論
か
ら
ヴ
ォ
ー

タ
ン
的
元
型
と
い
っ
た
人
種
民
族
的
語
彙
を
取
り
除
き
、
シ
ャ
ド
ー
の
よ

う
に
一
見
す
る
と
中
立
的
な
言
葉
に
統
一
す
る
こ
と
で
自
説
の
「
普
遍

化
」
を
図
り
、
戦
後
に
お
い
て
も
言
論
を
継
続
し
た
。
戦
後
の
エ
ラ
ノ
ス

会
議
は
、
そ
の
普
遍
化
を
図
る
た
め
の
場
所
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鈴
木
大
拙
の
禅
思
想
史
研
究
に
お
け
る
公
案
論
と
「
超
智
」・
再
考

飯
島
　
孝
良

　

本
論
で
は
、
大
拙
が
エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
参
加
し
た
五
十
年
代
当
時
に
ど

の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
か
に
接
近
を
試
み
、
ま
ず
は
「
即
非
」
的

な
見
方
に
基
づ
く
「
霊
覚
」（「
霊
性
的
日
本
的
自
覚
」）
に
着
目
し
た
。

大
拙
の
い
う
「
即
非
」
の
論
理
と
は
、「
Ａ
は
Ａ
で
な
い
か
ら
Ａ
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
、
相
反
し
た
二
項
が
相
補
的
に
関
係
す
る
こ
と
で
絶
え
間

ズ
ム
下
の
群
集
心
理
を
テ
ー
マ
と
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
自
我
が
無
意
識
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
飲
み
込
ま
れ
た
状
態
は
人
格
の

後
退
し
た
精
神
病
の
症
状
に
等
し
く
、
複
数
の
人
間
が
同
時
に
そ
の
よ
う

な
状
態
に
陥
れ
ば
秩
序
破
壊
的
な
群
集
心
理
の
暴
走
が
生
じ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
ユ
ン
グ
は
、
複
数
の
人
間
が
寄
り
集
ま
り
「
モ
ッ
ブ
」
と
な
る
こ

と
で
、
群
集
的
人
間
の
力
学
が
働
き
出
す
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
モ
ッ
ブ

の
暴
走
を
制
御
す
る
た
め
に
は
無
意
識
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
識
化
す
る
治

療
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
す
で
に
治
療
の
対
象
が

個
人
で
な
く
、
群
集
（
モ
ッ
ブ
）
へ
と
移
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
三
六
年
刊
行
の
論
文
「
ヴ
ォ
ー
タ
ン
」
で
は
、
ド
イ
ツ
人
の
精
神
に

集
団
的
な
混
乱
と
破
壊
衝
動
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
心
の
原
因
が
ヴ
ォ
ー
タ

ン
的
元
型
で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
抑
圧
し
て
き
た
無
意
識
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
補
償
的
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
欠
け
て
い
た

新
た
な
価
値
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
。
ユ
ン
グ
が
ヴ
ォ
ー
タ
ン
的
元
型
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
使

用
し
た
の
は
一
九
三
四
年
五
月
か
ら
開
催
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト

ゥ
ス
ト
ラ
』
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て

ユ
ン
グ
は
、
ト
ラ
キ
ア
の
オ
ル
ギ
ア
的
熱
狂
の
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
、

ヴ
ォ
ー
タ
ン
が
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
ら
わ
れ
、
ヴ
ォ
ー
タ
ン
の
嵐
が
イ

タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
な
り
、
ド
イ
ツ
で
も
吹
き
荒
れ
て
い
る
と
語

り
、
イ
ン
ド
学
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
ウ
ア
ー
が
主
導
の
ド
イ
ツ
信
仰
運

動
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
訴
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
ヴ
ォ
ー
タ

ン
的
元
型
の
意
識
化
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
よ
り

創
造
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張
を
読
み
取

れ
る
。
ユ
ン
グ
は
一
九
三
二
年
十
月
か
ら
ハ
ウ
ア
ー
を
招
き
「
ク
ン
ダ
リ
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と
し
て
意
識
面
に
一
種
の
覚
醒
が
生
ず
る
こ
と
と
す
る
。
更
に
は
、
主
観

と
客
観
と
を
分
別
す
る
分
別
智
を
排
除
し
乗
り
越
え
る
た
め
に
公
案
や
称

名
念
仏
と
い
う
方
法
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
個
々
人
に
お
い
て

「
根
本
空
」「
無
意
識
」
の
自
覚
と
い
う
心
理
的
事
実
を
も
た
ら
す
と
す

る
。
大
拙
は
、
禅
を
修
す
る
上
で
の
最
大
関
心
事
は
参
究
の
疑
情
を
養
う

こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、「
信
」
と
「
疑
」
と
は
矛
盾
す
る
言
葉
で
は
な
く

補
足
的
で
相
関
的
に
条
件
づ
け
る
も
の
と
も
い
う
。
こ
れ
は
信
と
疑
と
の

相
補
的
構
造
の
顕
れ
こ
そ
「
参
究
心
」
だ
と
す
る
看
方
で
あ
り
、「
総
じ

て
参
学
は
疑
団
の
凝
結
を
以
て
至
要
と
す
。
此
の
故
に
道い

ふ
、
大
疑
の
下

に
大
悟
あ
り
、
疑
十
分
あ
れ
ば
悟
り
十
分
有
り
」（
白
隠
『
遠
羅
天
釜
』）

な
ど
も
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
拙
は
戦
時
中
か
ら
東
洋
的
な
「
一
」

に
あ
る
包
含
的
で
寛
容
的
で
自
由
な
面
を
重
視
し
て
い
き
（『
東
洋
的

一
』）、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
融
通
無
碍
に
摂
取
し
て
い
く
特
質
が
「
日

本
民
族
の
真
理
態
又
は
日
本
民
族
的
論
理
」
を
以
て
顕
れ
て
き
た
と
も
述

べ
る
が
（「
霊
性
的
自
覚
の
日
本
的
形
成
」）、
こ
れ
は
「
霊
性
」
と
い
う

「
本
来
性
」
が
日
本
的
な
「
霊
覚
」
と
い
う
「
現
実
態
」
を
以
て
展
開
す

る
こ
と
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
戦
後
の
大
拙
は
そ
の
構

想
を
敷
衍
し
、
天
皇
を
含
め
た
「
万
民
」
が
各
々
モ
ナ
ド
と
し
て
相
互
に

円
融
し
て
、
対
立
と
し
て
の
二
元
性
が
「
即
非
」
的
大
圓
相
と
し
て
の
一

元
性
と
な
っ
て
相
互
に
自
主
的
に
扶
助
す
る
体
制
を
構
想
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
大
拙
の
「
霊
覚
」
は
、
人
間
の
心
理
経
験
に
も
た
ら
さ
れ
る
「
無

意
識
の
意
識
」
が
、
民
族
の
深
層
心
理
に
潜
む
宗
教
的
位
相
と
考
え
ら
れ

た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
世
界
で
既
存
の
価
値
観
や
体
制
（
教

団
・
国
家
・
伝
統
）
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
代
替
案
を
提
示
し
よ
う
と
す

る
エ
ラ
ノ
ス
の
気
風
と
問
題
意
識
が
共
鳴
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

な
く
動
性
を
生
ん
で
い
る
構
造
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
た
と
え
ば

『
禅
思
想
史
研
究
第
一
』
で
は
、
悟
る

0

0

が
心
理
的
個
人
性
の
問
題
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
悟
り

0

0

は
哲
学
的
一
般
性
を
持
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
公
案
禅

の
技
術
は
悟
る

0

0

の
心
理
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
「
悟
り

0

0

を
悟
る

0

0

」
と

い
う
契
機
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
心
理
的
で

動ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
的
な
体
験
た
る
「
悟
る

0

0

」
が
理
念
的
で
静

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
的
な
「
悟
り

0

0

」
を
否
定
し

て
こ
そ
、
本
質
た
る
「
悟
り

0

0

」
が
実
現
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

大
拙
は
、
い
わ
ば
「
本
来
性
」
と
い
う
超
越
性
が
「
現
実
態
」
に
お
け
る

煩
悩
や
人
間
苦
=
否
定
の
契
機
を
通
し
て
自
覚
さ
れ
る
構
造
を
見
出
す

（『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』）。
こ
の
「
本
来
性
」
的
な
要
素
と
「
現
実
態
」

的
な
要
素
と
の
相
補
的
構
造
は
、「
本
来
性
」
を
希
求
し
て
も
な
お
拭
い

去
れ
ぬ
「
現
実
態
」
を
見
つ
め
、
そ
の
先
に
あ
る
「
本
来
性
」
を
自
覚
し

て
も
な
お
ま
た
「
現
実
態
」
が
立
ち
現
れ
て
く
る
事
態
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
悟
る

0

0

を
悟
る

0

0

」
が
二
項
の
相
補
的
構
造
と
み
ら
れ
る
か
ら
こ

そ
、
大
拙
は
こ
れ
を
「
霊
性
」
と
い
う
理
念
的
で
静
的
な
在
り
方
と
定
義

す
る
の
で
は
な
く
、「
霊
覚
」
と
い
う
心
理
（
経
験
）
的
で
動
的
な
在
り

方
と
定
義
し
た
と
考
え
得
る
。
こ
れ
は
エ
ラ
ノ
ス
の
講
義
録
と
い
え
る

“T
he A

w
akening of a N

ew
 Consciousness in Zen

”

（1954
）
に

も
み
ら
れ
る
看
方
で
あ
り
、
心
に
あ
る
内
性
が
「
一
は
一
に
し
て
未
だ
一

な
ら
ず
、
二
は
二
に
し
て
未
だ
二
な
ら
ぬ
」
も
の
だ
と
い
う
。
大
拙
は
こ

の
よ
う
に
「
即
非
」
的
な
在
り
方
を
示
し
つ
つ
、
公
案
が
心
理
学
の
分
類

で
は
扱
え
ぬ
「
無
意
識
の
意
識
」
に
触
れ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

は
「
公
案
と
念
仏
に
お
け
る
心
理
学
的
基
礎
」（
一
九
二
七
／
一
九
三
七
）

や
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
の
セ
ミ
ナ
ー
（
一
九
五
二
年
秋
冬
〜
一
九
五
三

夏
）
の
所
論
と
同
様
で
あ
り
、「
悟
」
を
「
無
意
識
」
の
奥
底
か
ら
突
如
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お
い
て
先
鋭
化
し
た
民
族
復
興
意
識
と
宗
教
的
刷
新
の
欲
望
が
混
交
し
形

成
さ
れ
た
場
所
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
一
側
面
に
重

要
な
解
明
の
光
を
当
て
た
。
飯
島
氏
の
発
表
は
、
一
九
五
三
年
の
エ
ラ
ノ

ス
会
議
参
加
者
で
あ
っ
た
鈴
木
大
拙
の
問
題
意
識
を
丹
念
に
跡
づ
け
、
本

来
性
と
現
実
態
と
い
う
二
元
論
に
よ
る
普
遍
の
特
殊
化
の
論
理
を
見
届
け

な
が
ら
も
、
大
拙
が
相
対
的
に
日
本
精
神
へ
の
言
及
に
消
極
的
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
あ
る
種
ア
ス
コ
ー
ナ
精
神
に
通
じ
る
よ
う

な
ア
ナ
ー
キ
ー
で
脱
社
会
・
伝
統
的
な
大
拙
禅
論
の
性
格
を
示
唆
し
た
。

　

エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
お
け
る
民
族
主
義
的
要
素
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
十

分
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
同
会
議
は
ま
さ
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
や

民
族
主
義
が
猖
獗
を
極
め
た
時
期
に
船
出
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以

前
に
ア
ス
コ
ー
ナ
精
神
文
化
を
構
成
す
る
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
フ
ェ

ル
キ
ッ
シ
ュ
な
動
向
が
同
地
に
流
入
し
て
い
た
。
こ
れ
が
ユ
ン
グ
や
ハ
ウ

ア
ー
な
ど
の
直
接
の
会
議
参
加
者
を
通
じ
て
会
議
の
一
要
素
と
な
っ
た
可

能
性
は
あ
る
。
一
方
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
立
場
に
あ
っ
た
Ｅ
・
ブ
オ
ナ
イ

ウ
テ
ィ
や
、
ブ
ー
バ
ー
や
シ
ョ
ー
レ
ム
な
ど
の
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
の
参
加
を

ど
う
考
え
る
か
と
の
問
い
も
残
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
問
題
の
解
明
に

は
、
会
議
参
加
者
の
思
想
と
行
動
の
入
念
な
志
向
性
分
析
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

　

エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
参
加
者
は
、
概
ね
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
者
で
あ

り
、
大
拙
の
よ
う
な
宗
教
家
で
あ
っ
て
も
、
直
接
に
宗
教
的
言
説
を
行 

使
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
会
議
は
、
い
わ
ば
間
接
話
法
で
、 

メ
タ
レ
ベ
ル
で
形
而
上
学
的
な
欲
求
を
追
求
す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
疑

い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
ま
た
東
西
の
宗
教
の
事
例
研
究
が
、
同
一
テ
ー

マ
に
包
摂
さ
れ
つ
つ
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
普
遍
的
なphilosophia 

れ
は
ま
た
、
経
験
な
ど
身
体
性
（
具
体
性
）
を
介
さ
な
け
れ
ば
理
解
し
難

い
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
大
拙
は
公
案
と
そ
の
心
理
性
を
例
示
し
た
の
で
は

な
い
か
。

コ
メ
ン
ト

深
澤
　
英
隆

　

一
九
三
三
年
よ
り
一
九
八
八
年
に
至
る
エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
お
け
る
六
〇

〇
以
上
の
講
演
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
エ
ラ
ノ
ス
的
な
も
の
」

を
抽
出
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
ま
た
エ

ラ
ノ
ス
の
精
神
共
同
体
的
な
聴
衆
層
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
、
エ
ラ
ノ
ス
の
開

催
地
で
あ
っ
た
ス
イ
ス
の
ア
ス
コ
ー
ナ
地
方
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
で
ア
ナ

ー
キ
ー
な
精
神
的
風
土
の
解
明
も
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
研
究
に
は
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。
本
パ
ネ
ル
は
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
な
か
で
、
エ

ラ
ノ
ス
会
議
を
言
わ
ば
宗
教
史
・
宗
教
思
想
史
の
文
脈
の
う
ち
に
位
置
づ

け
る
試
み
と
言
え
よ
う
。

　

心
理
療
法
の
思
想
と
実
践
が
ア
ス
コ
ー
ナ
の
地
に
瀰
漫
し
て
お
り
、
エ

ラ
ノ
ス
会
議
の
中
核
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
グ

ロ
ー
ス
が
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
成
立
に
間
接
的
に
で
は
あ
れ
大
き
な
影
を
落

と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
藁
科
氏
の
発
表
は
こ
の
点
で
重
要
な

意
味
を
も
つ
。
栗
田
氏
の
発
表
は
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
成
立
に
先
行
す
る

一
九
世
紀
末
以
来
の
近
代
日
本
の
民
間
精
神
療
法
に
お
け
る
瞑
想
や
ヨ
ー

ガ
の
理
解
を
掘
り
起
こ
し
、
ま
た
そ
う
し
た
地
平
が
、
鈴
木
大
拙
や
フ
ォ

ン
・
デ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
な
ど
の
媒
介
に
よ
っ
て
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
地
平
へ

と
あ
る
程
度
連
続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
こ
と
に
成

功
し
た
。
奥
山
氏
の
発
表
は
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
が
「
各
参
加
者
の
う
ち
に
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く
対
話
の
拠
点
と
し
て
認
知
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
後
半

に
な
っ
て
生
じ
た
宗
教
概
念
批
判
に
お
い
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
宗
教 

現
象
学
の
非
実
証
性
が
問
い
直
さ
れ
る
な
か
で
エ
ラ
ノ
ス
会
議
も
同
種 

の
知
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
言
説
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
り
、
前
時 

代
的
な
古
典
と
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。Steven W

. 
W

assestrom
, R

eligion after R
eligion

が
そ
の
よ
う
な
批
判
の
典

型
と
し
て
広
く
読
ま
れ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
文
献
実
証
学
的

研
究
の
優
位
性
が
確
立
さ
れ
、「
聖
な
る
も
の
」
や
「
元
型
」
と
い
っ
た

概
念
を
措
定
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
学
的
対
象
に
な
る
現
状
で
は
、
エ
ラ

ノ
ス
的
な
知
が
生
成
し
て
き
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
分
析
し
、
宗
教
学
史
と

の
関
係
性
を
問
う
必
要
が
あ
る
。
本
パ
ネ
ル
で
は
、
エ
ラ
ノ
ス
的
な
知
が

生
成
し
て
き
た
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ

が
認
知
し
て
き
た
、
あ
る
い
は
批
判
の
対
象
と
し
て
き
た
エ
ラ
ノ
ス
的
な

知
の
根
拠
を
問
い
直
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
す
な
わ
ち
エ
ラ
ノ
ス
的
な

知
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
は
如
何
な
る
歴
史
的
力
学
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
た
の
か
／
そ
の
知
を
批
判
し
て
き
た
現
代
の
宗
教
学
は
エ
ラ
ノ
ス
を

つ
く
り
だ
し
て
き
た
も
の
を
刷
新
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
／
そ
れ
は
宗

教
学
と
し
て
刷
新
し
得
る
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
取
り
組
む
べ
き

問
題
群
と
考
え
、
上
記
を
議
論
す
る
た
め
の
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

　

ま
ず
藁
科
が
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
が
開
催
さ
れ
た
ア
ス
コ
ー
ナ
的
文
化
を

体
現
す
る
存
在
と
し
て
オ
ッ
ト
ー
・
グ
ロ
ー
ス
を
取
り
上
げ
、
彼
に
お
け

る
「
革
命
の
準
備
作
業
と
し
て
の
心
理
学
」
と
い
う
位
置
付
け
か
ら
、
実

践
と
学
問
、
生
と
認
識
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
生
の
体
験
を
求
め
る
と

い
う
点
が
ア
ス
コ
ー
ナ
を
捉
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

perennis

（
久
遠
の
哲
学
）
の
追
求
へ
の
傾
斜
が
伺
え
る
。
こ
れ
は
近

年
の
宗
教
学
の
ス
イ
・
ゲ
ネ
リ
ス
論
批
判
・
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
批
判
の
格
好

の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
エ
ラ
ノ
ス
の
批
判
的
検
討
を
行
っ
たS. 

W
asserstrom

（R
eligion after R

eligion, 1999

）
も
、
同
会
議
に

見
ら
れ
る
宗
教
研
究
の
こ
う
し
た
傾
向
を
批
判
し
、
歴
史
的
・
実
証
的
宗

教
研
究
と
対
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
妥
当
な
判
断
で
は
あ
る

が
、
こ
う
し
た
定
型
的
対
比
が
パ
タ
ー
ン
化
し
、
硬
直
化
し
て
い
る
の
も

事
実
で
あ
る
。
ま
し
て
や
折
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
実
証
研
究
の
理
想
が
認

知
科
学
的
還
元
に
終
極
的
着
地
点
を
見
出
す
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
逆

に
自
然
主
義
的
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
へ
と
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
本
パ
ネ
ル
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
と
宗
教
学
的
言
説
の

立
ち
入
っ
た
分
析
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
硬
直
し
た
方
法
論
的
対
立
の

間
に
分
け
入
り
、
両
者
を
相
対
化
し
て
ゆ
く
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

奥
山
　
史
亮

　

カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
と
オ
ル
ガ
・
フ
レ
ー
ベ
=
カ
プ
タ
イ
ン

が
中
心
と
な
り
一
九
三
三
年
に
創
設
し
た
エ
ラ
ノ
ス
会
議
は
、
諸
学
問
の

研
究
者
が
集
っ
て
宗
教
の
根
源
的
一
体
性
、
す
な
わ
ち
「
聖
な
る
も
の
」

を
「
治
療
」
の
領
域
に
お
い
て
復
興
し
よ
う
と
し
た
学
際
的
会
議
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
河
合
隼
雄
が
ユ
ン
グ
心
理
学
を

導
入
す
る
過
程
で
エ
ラ
ノ
ス
に
つ
い
て
紹
介
し
た
こ
と
を
受
け
、
エ
リ
ア

ー
デ
的
な
宗
教
現
象
学
の
流
行
も
背
景
と
な
り
、
普
遍
志
向
的
な
宗
教
間

対
話
、
実
証
科
学
的
な
学
問
知
に
抗
す
る
体
験
知
の
探
求
、
そ
れ
に
基
づ
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井
筒
俊
彦
の
「
東
洋
哲
学
」
前
夜

代
表
者
・
司
会　

澤
井　

真

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

鎌
田　

繁

井
筒
俊
彦
の
「
本
質
主
義
」
理
解 

│
│ 

荀
子
と
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
か
ら 

│
│

仁
子
　
寿
晴

　

井
筒
に
と
っ
て
荀
子
と
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い

思
想
家
に
見
え
る
。
荀
子
は
、
一
九
六
七
年
エ
ラ
ノ
ス
講
演
「
老
荘
思
想

に
お
け
る
絶
対
者
と
完
全
人
間
」（『
東
洋
哲
学
の
構
造
―
エ
ラ
ノ
ス
会
議

講
演
録
』
所
収
）
第
二
節
「
儒
家
の
意
味
論
」
に
お
い
て
彼
の
正
名
論
が

儒
家
の
「
本
質
主
義
」
を
記
述
す
る
骨
格
を
与
え
、
そ
の
儒
家
の
「
本
質

主
義
」
が
同
講
演
第
三
節
以
下
、
老
荘
思
想
の
「
反
本
質
主
義
」
と
対
比

さ
れ
る
。
言
わ
ば
、
荀
子
は
、
井
筒
の
な
か
で
「
本
質
主
義
」
の
代
表
的

人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
語
著
作
で
は
、
ほ
ぼ
姿
を
消
す
。
イ
ブ
ン
・

ハ
ズ
ム
（
西
暦
一
〇
六
四
年
歿
）
と
荀
子
は
、
共
に
保
守
的
な
思
想
家
で

あ
り
、
私
が
見
る
限
り
、
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
の
（
言
語
論
）
と
荀
子
の
思

想
（
言
語
論
）
は
、
構
造
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
。
両
者
の
思
想
は
、
直
観

型
言
語
理
解
を
基
盤
に
し
、
と
も
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
似
た
類
種
構
造

を
採
用
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
類
種
構
造
と
は
ま
る

で
違
う
。
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
も
井
筒
日
本
語
著
作
に
見
え
な
い
の
は
荀
子

と
同
じ
で
あ
る
が
、
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
（
並
び
に
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
の
代

表
的
研
究
者
ロ
ジ
ェ
・
ア
ル
ナ
ル
デ
ス
）
は
、
一
九
五
九
年
『
意
味
の
構

造
』
以
降
、
一
九
六
六
年
―
一
九
六
七
年
『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思

次
に
栗
田
が
、
近
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ガ
・
瞑
想
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
展
開
を
踏
ま
え
つ
つ
、
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
の
民
間
精
神
療
法
に
お

け
る
ヨ
ー
ガ
・
瞑
想
の
流
通
を
分
析
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
エ
ラ
ノ
ス
会
議

が
「
図
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
「
地
」
に
光
を
当
て
、
鈴
木
大
拙
の
よ

う
な
エ
ラ
ノ
ス
参
加
者
と
の
同
時
代
的
連
続
性
を
考
察
し
た
。
続
い
て
奥

山
は
ユ
ン
グ
の
群
集
論
、
民
族
論
を
検
討
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
心
性
を
制

御
す
る
場
と
し
て
エ
ラ
ノ
ス
を
ユ
ン
グ
が
捉
え
て
い
た
可
能
性
を
検
討
し

た
。
最
後
に
飯
島
は
、
大
拙
が
エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
参
加
し
た
五
十
年
代
当

時
に
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
か
に
接
近
を
試
み
た
。
と
く
に

「
即
非
」
的
な
見
方
に
基
づ
く
「
霊
覚
」（「
霊
性
的
日
本
的
自
覚
」）
に
着

目
し
、
大
拙
が
公
案
を
「
超
智
」
の
体
験
と
し
て
重
視
し
た
点
を
整
理
し

た
。
こ
れ
は
「
公
案
と
念
仏
に
お
け
る
心
理
的
基
礎
」（
一
九
二
七
／
一

九
三
七
）
と
エ
ラ
ノ
ス
の
講
義
録
と
い
え
る“T

he A
w

akening of a 
N

ew
 Consciousness in Zen

”

と
に
共
通
し
た
「
無
意
識
の
意
識
」

と
い
う
点
、
更
に
は
「
民
族
の
深
層
心
理
に
潜
む
宗
教
性
」
と
い
う
点

で
、
エ
ラ
ノ
ス
の
問
題
意
識
に
共
通
す
る
と
分
析
し
た
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ

の
深
澤
か
ら
は
各
発
表
の
内
容
に
関
す
る
指
摘
の
ほ
か
、
宗
教
学
の
ス

イ
・
ゲ
ネ
リ
ス
論
批
判
・
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
批
判
を
踏
ま
え
、
歴
普
遍
的
な

philosophia perennis

（
久
遠
の
哲
学
）
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
エ
ラ

ノ
ス
の
成
立
し
て
き
た
歴
史
的
背
景
、
宗
教
学
的
言
説
を
分
析
す
る
こ
と

の
課
題
と
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
大
拙
の
ス
ェ
ー
デ

ン
ボ
ル
グ
に
対
す
る
関
心
を
踏
ま
え
て
、
大
拙
が
エ
ラ
ノ
ス
へ
参
加
し
た

思
想
史
的
背
景
を
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
な
ど

を
受
け
、
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
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思
想
』
は
第
一
部
の
み
）
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
―
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
文
化

学
―
個
別
文
化
ア
プ
ロ
ー
チ
―
を
形
成
す
る
。
井
筒
の
個
別
文
化
ア
プ
ロ

ー
チ
に
即
し
て
観
る
な
ら
ば
、
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
が
必
ず
し
も
存
在
主
義

者
（
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
）
の
否
定
す
る
本
質
主
義
者
で
な
い
の
に
対
し

て
、
中
国
思
想
で
は
（
少
な
く
と
も
井
筒
が
見
る
限
り
）、
儒
家
の
本
質

主
義
を
否
定
す
る
し
方
で
老
荘
の
存
在
主
義
が
あ
る
。

　

イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
と
荀
子
は
、
保
守
的
な
思
想
家
で
あ
る
と
評
し
う

る
。
定
め
ら
れ
た
も
の
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

言
語
を
正
し
く
理
解
し
、
正
し
く
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

保
守
的
な
考
え
方
は
、
コ
ト
バ
の
脱
落
（『
意
識
と
本
質
』「
意
識
と
本
質

Ｉ
」）
を
語
る
井
筒
と
無
縁
に
見
え
る
（
取
り
分
け
て
日
本
語
著
作
）
の

だ
が
井
筒
は
、
個
別
文
化
の
創
造
的
発
展
を
も
語
る
（
例
え
ば
、
一
九
七

一
年
『
存
在
の
概
念
と
存
在
の
実
在
性
』
後
書
き
を
見
よ
）。
個
別
文
化

を
支
え
る
保
守
的
な
も
の
が
裏
側
に
（
反
転
図
式
の
裡
に
）
隠
れ
て
い
る

（
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
研
究
四
書
の
道
行
き
に
そ
れ
が
暗
示
さ
れ
る
）。

比
較
哲
学
か
ら
開
か
れ
る
井
筒
俊
彦
「
東
洋
哲
学
」
の
哲
学
的
可
能
性

長
岡
　
徹
郎

　

本
発
表
の
目
的
は
、
井
筒
の
哲
学
的
立
場
の
独
自
性
と
、
そ
の
哲
学
的

可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
井
筒
の
哲
学
的
立
場
を
確
認

す
る
こ
と
は
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
重
要
と
な
る
。
一
点
目
は
、
井
筒

の
「
哲
学
」
が
一
般
的
な
（
西
洋
）「
哲
学
」
理
解
と
は
異
な
る
性
格
を

も
つ
点
で
あ
り
、
二
点
目
は
井
筒
の
哲
学
的
立
場
が
井
筒
の
東
洋
思
想
に

対
す
る
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
方
法
論
的
背
景
と
な
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
本

発
表
で
は
、
井
筒
の
哲
学
的
立
場
の
可
能
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め

想
』
二
巻
本
ま
で
の
英
語
諸
作
で
井
筒
が
意
味
論
を
方
法
論
的
に
展
開
さ

せ
る
た
め
の
思
想
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

荀
子
が
「
本
質
主
義
」
の
代
表
格
で
あ
れ
ば
、
井
筒
に
と
っ
て
イ
ブ

ン
・
ハ
ズ
ム
も
ま
た
「
本
質
主
義
」
の
代
表
格
、
そ
し
て
反
存
在
主
義
者

な
の
か
。
井
筒
は
、
荀
子
と
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
を
そ
う
し
た
並
行
関
係
で

捉
え
て
い
な
い
。
こ
の
扱
い
の
差
、
そ
し
て
日
本
語
著
作
で
イ
ブ
ン
・
ハ

ズ
ム
と
荀
子
が
消
え
る
理
由
は
、
井
筒
の
本
質
―
存
在
の
理
解
と
、
井
筒

の
英
語
著
作
（
取
り
分
け
て
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
研
究
四
書
）
で
の
個
別
文

化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
探
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

　

井
筒
の
本
質
と
存
在
と
い
う
概
念
対
が
最
も
際
立
つ
の
は
、『
ス
ー
フ

ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
二
巻
本
と
一
九
八
三
年
『
意
識
と
本
質
』
の
二
書

に
お
い
て
で
あ
り
、
前
者
が
「
存
在
主
義
」、
な
い
し
「
存
在
」
を
、
後

者
が
「
本
質
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
こ
の
二
書
は
、
ま
る
で
違
う
こ
と
を

述
べ
る
訳
で
な
く
、「
存
在
」
側
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
、「
本
質
」
側

か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
、
と
い
う
方
法
論
的
な
違
い
で
あ
る
。
本
質
と

存
在
は
、
一
方
を
強
調
す
れ
ば
、
他
方
が
背
景
に
退
く
と
い
う
関
係
に
あ

る
。
更
に
言
え
ば
、『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
か
ら
『
意
識
と
本

質
』
へ
の
展
開
に
お
い
て
コ
ト
バ
（
な
い
し
意
識
）
と
い
う
重
要
な
要
素

が
附
加
さ
れ
、
コ
ト
バ
の
強
弱
な
い
し
抹
消
を
軸
に
、
本
質
と
存
在
が
表

裏
す
る
と
い
う
構
造
を
形
作
る
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
を
扱
う
『
ス
ー
フ

ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
第
一
部
で
は
こ
の
構
造
は
ほ
と
ん
ど
表
面
化
せ

ず
、
老
荘
思
想
を
扱
う
同
書
第
二
部
に
、
こ
の
構
造
が
覗
え
る
（
コ
ト
バ

=
も
の
を
強
調
す
る
本
質
主
義
者
の
儒
家
と
、
コ
ト
バ
を
流
動
的
に
す
る

儒
家
の
対
比
）。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
研
究
英
文
四
書
（
最
後
の
『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
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「
東
洋
哲
学
」
は
、「
共
時
的
構
造
化
」
に
よ
っ
て
東
洋
の
諸
思
想
を

「
意
味
フ
ィ
ー
ル
ド
」
と
呼
ば
れ
る
「
思
想
連
関
的
空
間
」
に
配
置
し
、

そ
れ
ら
の
諸
思
想
間
の
意
味
論
を
介
し
た
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（「
熏
習
」）
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、「
東
洋
哲
学
」
は
、

「
間
文
化
的
意
味
論
」
と
も
呼
ば
れ
る
比
較
哲
学
の
場
か
ら
構
想
さ
れ
る

よ
う
な
、
比
較
哲
学
の
成
果
が
そ
の
ま
ま
哲
学
の
体
系
と
な
っ
て
い
く 

よ
う
な
独
自
性
を
持
っ
た
哲
学
と
言
え
る
。
井
筒
の
目
指
し
た
「
柔
軟

性
」・「
流
動
性
」・「
有
機
性
」
の
あ
る
哲
学
は
こ
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
東
洋
哲
学
」
に
お
け
る
東
洋
思
想
と
哲
学
と
の
関
係
性

は
、
西
田
哲
学
と
は
異
な
る
。
西
田
に
と
っ
て
東
洋
思
想
は
、
哲
学
が
向

か
う
べ
き
方
向
性
を
示
唆
す
る
い
わ
ば
導
き
で
あ
る
。
西
田
は
、
哲
学
と

東
洋
思
想
と
を
明
確
に
区
別
し
、
自
身
の
哲
学
が
東
洋
思
想
と
同
一
視
さ

れ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
ま
た
西
田
に
お
い
て
は
、
異
文
化
対
話
の
意
義

を
積
極
的
に
認
め
な
が
ら
も
、
文
化
性
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
根
源

的
で
普
遍
的
な
場
所
を
追
求
し
て
い
く
志
向
性
が
強
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
西
田
哲
学
と
比
較
し
た
際
に
、
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
に
は

以
下
の
二
点
の
よ
う
な
哲
学
的
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
一
点
目
は
、

生
き
生
き
と
し
た
根
源
体
験
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
捉
え
る
た
め
の
、
比
較
哲

学
を
基
礎
と
す
る
新
た
な
哲
学
的
思
惟
の
あ
り
方
の
可
能
性
を
提
示
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
人
間
の
意
識
構
造
に
お
け
る
文
化
的
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
差
異
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
根
源
体
験
を
探
究
し
て
い
く
こ
と

を
可
能
と
す
る
よ
う
な
、
思
想
間
対
話
の
場
と
し
て
の
哲
学
的
可
能
性
を

有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

の
手
が
か
り
と
し
て
、
井
筒
と
同
じ
く
「
東
洋
」
に
棹
さ
し
な
が
ら
哲
学

を
構
想
し
た
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
を
参
照
と
す
る
。

　

井
筒
の
生
涯
の
思
索
全
体
を
貫
く
哲
学
的
関
心
事
と
は
、
主
に
神
秘
主

義
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
根
源
体
験
の
哲
学
化
・
言
語
化
で
あ

る
。「
東
洋
哲
学
」
は
、
現
代
哲
学
が
排
除
す
る
根
源
体
験
を
主
題
と
す

る
点
に
お
い
て
、
一
般
的
な
「
哲
学
」
理
解
と
異
な
る
と
言
え
る
。
こ
の

哲
学
的
関
心
は
、
井
筒
に
従
来
の
哲
学
と
は
異
な
る
哲
学
的
思
惟
へ
と
向

か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
東
洋
思
想
で
語
ら
れ
て
い
る
根
源

体
験
の
生
き
生
き
と
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
体
系
的
に
で
は
な
く
、
柔
軟

な
思
惟
に
よ
っ
て
有
機
的
・
流
動
的
な
形
に
お
い
て
言
語
化
し
よ
う
と
す

る
哲
学
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
井
筒
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
の
実
現
を
目

指
し
て
、
既
存
の
哲
学
的
方
法
論
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
新
た
な

哲
学
的
方
法
論
を
模
索
す
る
。
そ
こ
で
井
筒
は
、
東
洋
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

哲
学
的
思
惟
が
自
然
に
出
て
く
る
よ
う
な
哲
学
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
か
ら
根
源
体
験
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
把
捉
す
る
哲
学
的

方
法
論
で
あ
る
「
哲
学
的
意
味
論
」
を
練
り
上
げ
て
い
く
。

　
「
哲
学
的
意
味
論
」
と
は
、
与
え
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
他
の
一
切
か
ら

切
り
離
し
て
、
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
の
み
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
単
独

テ
キ
ス
ト
的
な
方
法
論
で
あ
る
。
井
筒
は
、
英
語
著
作
群
で
意
味
論
の
適

用
可
能
性
を
、「
語
」
の
分
析
か
ら
異
な
る
文
化
に
お
け
る
概
念
比
較
へ

と
拡
大
し
て
い
く
。
こ
の
意
味
論
は
、
異
な
る
文
化
に
属
す
る
者
の
相
互

理
解
を
開
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
準
備
段
階

を
へ
た
う
え
で
、『
意
識
と
本
質
』
に
お
い
て
井
筒
は
、
試
作
段
階
と
は

い
え
「
共
時
的
構
造
化
」
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
比
較
哲
学
の
場
を
構
築

す
る
こ
と
を
企
図
す
る
。
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ビ
ヤ
思
想
史
』（
一
九
四
一
年
）
や
『
ア
ラ
ビ
ア
語
入
門
』（
一
九
五
〇

年
）
の
な
か
に
現
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
井
筒
が
東
洋
哲
学
の
構
築

を
意
識
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
彼
の
「
東
洋
」
概
念
は
日
本
を
含
む
地

理
的
制
約
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
参
加
す
る
以
前
、
井
筒
は
ク
ル
ア
ー
ン
や
イ

ス
ラ
ー
ム
神
学
に
関
す
る
研
究
書
を
多
く
著
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
場
で
、
彼
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
禅
や
老
荘
思
想
を
は
じ
め
、
東
ア
ジ
ア

を
中
心
と
し
た
思
想
を
主
な
テ
ー
マ
と
し
て
講
演
を
行
っ
て
い
た
。
エ
ラ

ノ
ス
参
加
期
の
井
筒
は
、「
西
洋
」
と
対
峙
す
る
と
き
、
東
洋
に
は
「
東

洋
哲
学
」
と
呼
び
う
る
一
貫
し
た
思
想
を
も
た
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議
の
講
演
で
は
、
東
洋
哲
学
と
い
う
語
を
ほ
と
ん

ど
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、「
東
洋
哲
学
」
の
語
は
複
数
形
で
用
い

ら
れ
て
い
た
。

　
『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』（
一
九
六
六
年
）
は
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議

に
参
加
す
る
前
年
に
著
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
が
、
井
筒
は
そ
の
な
か
で
イ

ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
を
考
察
す
る
。
彼
は
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想

の
紹
介
に
つ
い
て
戦
前
に
論
文
を
出
版
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
思
想
―
存
在
一
性
論
―
に
関
す
る
論
考
を
著
す
こ
と
は
な
か
っ

た
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
著
し
た
『
叡
智
の
台
座
』
に
関
し
て
、
井
筒

は
複
数
の
注
釈
書
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー
（
一
二
五
二

―
一
三
二
九
）
の
注
釈
が
付
さ
れ
た
版
を
用
い
て
考
察
し
た
。
カ
ー
シ
ャ

ー
ニ
ー
の
注
釈
の
特
徴
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
難
解
な
思
想
を
、
明

瞭
に
解
説
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー

の
注
釈
を
通
し
て
、
井
筒
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想
を
構
造
的
に
理

井
筒
俊
彦
と
東
洋 

│
│ 

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想
と
の
出
会
い 

│
│

澤
井
　
　
真

　

本
発
表
で
は
、
井
筒
俊
彦
が
東
洋
哲
学
を
構
想
す
る
際
に
、
そ
の
思
想

的
支
柱
を
成
し
た
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（
一
一
六
五
―
一
二
四
〇
）
の
思

想
を
、
彼
の
「
東
洋
」
概
念
の
変
遷
を
辿
り
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
最
も
影
響
力
の
あ
る

思
想
家
の
一
人
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
彼
は
「
タ
サ
ウ
ウ
フ
」（tas. a- 

w
w

uf

）
と
ア
ラ
ビ
ア
語
で
呼
ば
れ
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
」
や
「
ス

ー
フ
ィ
ズ
ム
」
と
翻
訳
さ
れ
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
主
義
思
想
に
お

い
て
、
後
世
の
思
想
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
井
筒
は
、
東
洋

哲
学
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想
を
い
か
に
消

化
し
、
東
洋
哲
学
の
思
想
的
基
盤
に
据
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

井
筒
が
「
東
洋
哲
学
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
一
言
で
言
い
表
す
な
ら
ば
、

言
語
と
意
味
に
関
し
て
同
様
の
思
想
的
パ
タ
ー
ン
を
有
し
た
東
洋
の
思
想

伝
統
で
あ
る
。
思
想
的
パ
タ
ー
ン
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
東
洋
哲
学
は

時
間
と
空
間
の
制
約
を
免
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ

の
思
想
伝
統
は
、
あ
る
程
度
、
西
洋
や
欧
米
に
対
す
る
東
洋
や
ア
ジ
ア
の

な
か
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
井
筒
の
「
東
洋
」
概
念

の
理
解
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
最
初
の
研
究
対
象
に
据
え
、
そ
の
研
究
に

長
ら
く
従
事
し
た
か
ら
こ
そ
有
し
た
問
題
意
識
が
透
け
て
見
え
る
。
井
筒

は
、
こ
う
し
た
自
ら
の
東
洋
哲
学
を
支
え
る
精
神
的
土
壌
と
し
て
、「
精

神
的
東
洋
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
東
洋
哲
学
を
意
識
す
る
以
前
、
井
筒
は
「
東
洋
」
の

語
を
地
理
的
な
視
点
か
ら
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
『
ア
ラ
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存
在
か
ら
本
質
へ
と
井
筒
の
視
点
が
移
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま

で
の
著
作
が
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
個
別
文
化
対
象
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て

い
た
の
に
対
し
、『
意
識
と
本
質
』
で
は
多
文
化
対
象
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

り
、
し
か
も
自
ら
の
日
本
文
化
に
自
分
の
立
ち
位
置
を
定
め
て
そ
れ
ら
を

概
観
す
る
形
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
著
作
の

他
と
異
な
る
独
特
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

長
岡
徹
郎
は
井
筒
の
「
東
洋
哲
学
」
の
哲
学
的
な
特
徴
に
つ
い
て
西
田

幾
多
郎
の
哲
学
と
対
比
し
な
が
ら
論
じ
た
。
両
者
は
と
も
に
東
洋
の
思
想

に
強
い
関
心
を
も
ち
な
が
ら
経
験
の
根
源
に
む
か
っ
て
探
求
を
行
っ
て
お

り
、
井
筒
に
即
し
て
い
え
ば
、
根
源
体
験
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
神
秘
体
験

の
哲
学
化
が
そ
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
井
筒
は
論
理
的
体
系
性
と
い
う
硬

直
し
た
形
式
で
は
そ
の
体
験
に
即
し
た
言
語
化
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
、

柔
軟
な
思
惟
を
と
お
し
て
有
機
的
流
動
的
な
形
で
の
把
捉
に
進
ん
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
テ
ク
ス
ト
読
解
の
方
法
を
発
展
さ
せ
た
井
筒
の

「
哲
学
的
意
味
論
」、
そ
し
て
「
共
時
的
構
造
化
」
の
操
作
に
よ
っ
て
複
数

の
哲
学
的
伝
統
を
範
型
論
的
に
組
み
替
え
ひ
と
つ
の
思
想
連
関
的
空
間
を

作
り
出
す
と
い
う
彼
の
哲
学
的
手
法
が
生
ま
れ
る
。
井
筒
「
東
洋
哲
学
」

の
核
心
を
明
晰
に
提
示
し
た
議
論
で
あ
り
、
西
田
の
哲
学
と
の
対
比
に
よ

っ
て
井
筒
の
思
索
の
特
徴
が
よ
り
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
井
筒
は
東
洋
の

哲
学
伝
統
の
探
求
に
こ
の
「
東
洋
哲
学
」
の
手
法
を
用
い
た
が
、
こ
の
手

法
は
井
筒
の
論
じ
な
か
っ
た
西
洋
の
伝
統
に
も
適
用
可
能
で
あ
ろ
う
と
長

岡
は
い
う
。
こ
れ
は
井
筒
の
哲
学
の
拡
が
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ

う
。

　

澤
井
真
は
、（
地
理
的
）
東
洋
の
哲
学
・
思
想
へ
の
関
心
で
研
究
を
し

て
い
た
井
筒
が
（
精
神
的
）
東
洋
の
研
究
で
あ
る
「
東
洋
哲
学
」
の
探
求

解
す
る
理
論
的
枠
組
み
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
思
想
を
足
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、

『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
』
の
な
か
で
、
井
筒
は
存
在
一
性
論
と
老

荘
思
想
を
比
較
し
た
。
つ
ま
り
、
時
間
と
空
間
の
制
約
を
受
け
な
い
「
歴

史
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
対
話
」
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
井
筒

は
老
荘
思
想
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
哲
学
、
真
言
密
教
、
そ
し
て
唯
識
な
ど
の

存
在
論
的
構
造
を
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
、
東
洋
哲
学
へ
の
思
索
を
深
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

コ
メ
ン
ト

鎌
田
　
　
繁

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
（
鎌
田
）
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
家
や
そ
の
著
作
に
現

れ
た
思
索
を
理
解
す
る
た
め
に
井
筒
の
著
作
を
読
ん
で
来
た
が
、
井
筒
の

哲
学
を
考
え
る
と
い
う
読
み
方
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。『
意
識
と
本
質
』

（
一
九
八
三
年
）
に
よ
っ
て
井
筒
自
身
、
彼
の
「
東
洋
哲
学
」
を
論
じ
始

め
た
よ
う
に
思
う
。
な
お
、
こ
の
本
は
ド
イ
ツ
語
訳
が
あ
る
の
み
で
国
外

で
は
十
分
認
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
井
筒
自
身
の
哲
学
を
主
題
と
す
る
議
論

は
日
本
以
外
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

仁
子
寿
晴
は
言
語
論
と
し
て
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
と
荀
子
の
思
想
の
類
似

性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
ク
ル
ア
ー
ン
自
体
の
語
の
使
用
の
脈
絡
か
ら

語
の
意
味
を
探
る
と
い
う
井
筒
の
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
法
、
意
味
論
的
手

法
、
は
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
の
言
語
論
に
近
く
、
彼
か
ら
（R. A

rnaldez

の
著
作
を
通
し
て
？
）
の
影
響
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

と
指
摘
。
井
筒
の
聖
典
解
釈
論
の
先
駆
と
な
る
思
想
家
の
指
摘
は
今
後
の

井
筒
研
究
に
有
益
な
示
唆
と
な
ろ
う
。
ま
た
『
意
識
と
本
質
』
に
お
い
て
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メ
ン
テ
ー
タ
の
鎌
田
繁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
海
外
に
お
け
る
井
筒
像
と

国
内
に
お
け
る
井
筒
像
は
異
な
っ
て
い
る
（
鎌
田
繁
「『
東
洋
哲
学
』
と

イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
」、
澤
井
義
次
・
鎌
田
繁
編
『
井
筒
俊
彦
の
東
洋
哲
学
』

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
二
頁
）。

　

井
筒
の
東
洋
哲
学
に
対
す
る
関
心
の
萌
芽
が
、
い
つ
頃
か
ら
で
あ
っ
た

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
イ
ラ
ン
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
は
、
サ
イ

イ
ド
・
ホ
セ
イ
ン
・
ナ
ス
ル
と
と
も
に
、
東
洋
哲
学
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
進
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
自
ら
が
著
作
を
通
し
て

東
洋
哲
学
を
論
じ
始
め
る
の
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
日
本
へ
と
研
究
活
動
の
拠

点
を
戻
し
て
以
降
で
あ
る
。

　

東
洋
哲
学
が
論
じ
ら
れ
た
時
期
と
は
、
井
筒
が
「
道
程
」（
一
九
八
〇

年
）
と
い
う
随
想
の
な
か
で
、
自
ら
の
生
涯
を
以
下
の
三
つ
の
区
分
に
分

類
し
て
い
る
。

第
一
期
（
一
九
三
七
―
一
九
五
七
）：
慶
應
義
塾
大
学
で
の
研
究
活
動

第
二
期
（
一
九
五
八
―
一
九
七
九
）：
海
外
で
の
研
究
活
動

第
三
期
（
一
九
八
〇
―
一
九
九
三
）： 

イ
ラ
ン
革
命
後
の
日
本
で
の
研 

究
活
動

　

東
洋
哲
学
の
構
築
を
目
指
し
た
井
筒
の
第
三
期
に
お
け
る
著
作
群
は
、

全
て
日
本
語
で
執
筆
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
井
筒
の
思
想
は
、
彼
の
思
想

的
集
大
成
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
東
洋

哲
学
は
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
以
前
の
学
究
的
蓄
積
の
う
え
に
成
り
立
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
彼
が
第
一
期
と
第
二
期
の
あ
い
だ
に
、
英
語
を
主
要

な
言
語
と
し
な
が
ら
、
世
界
を
活
動
の
場
と
し
て
構
築
し
て
き
た
東
洋
哲

学
の
萌
芽
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
研
究
蓄
積
が
少
な
く
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
東
洋
哲
学
へ
と
収
斂
し
て
い
く
井
筒
の
思
想

へ
と
変
っ
て
行
く
過
程
を
丁
寧
に
辿
り
、
と
く
に
そ
の
な
か
で
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
の
果
た
し
た
役
割
を
考
察
し
た
。
澤
井
は
イ
ブ
ン
・
ア

ラ
ビ
ー
の
存
在
一
性
論
が
「
東
洋
哲
学
」
の
基
本
パ
タ
ー
ン
を
よ
く
示
し

て
い
る
と
い
う
点
が
井
筒
の
「
東
洋
哲
学
」
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
。
時
期
的
に
も
井
筒
の
こ
の
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
研
究
は
彼
の
「
東
洋
哲
学
」
的
論
考
の
最
初
の
ま
と
ま
っ

た
著
作
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
と
つ
の
推
測
と
し
て
首
肯
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
井
筒
が
そ
の
「
東
洋
哲
学
」
で
論
じ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想

家
の
多
く
は
、
そ
の
抱
い
た
思
想
ゆ
え
に
生
命
を
失
っ
た
り
迫
害
を
受
け

た
り
し
た
。「
東
洋
哲
学
」
的
思
索
が
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
的
文
脈

の
な
か
で
も
つ
意
味
を
こ
れ
は
示
し
て
い
る
が
、「
東
洋
哲
学
」
と
い
う

メ
タ
哲
学
で
は
こ
の
局
面
は
脱
落
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
と
哲
学
と
の

分
岐
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

井
筒
の
思
索
を
問
い
直
す
動
き
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、

新
し
い
世
代
に
属
す
こ
の
三
人
の
研
究
者
に
は
今
後
の
井
筒
研
究
の
牽
引

を
期
待
し
た
い
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

澤
井
　
　
真

　

井
筒
俊
彦
（
一
九
一
四
―
一
九
九
三
）
と
い
う
一
人
の
思
想
家
の
思
想

的
集
大
成
は
、
東
洋
哲
学
の
構
築
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
井
筒
が
著

し
た
圧
倒
的
な
著
作
群
を
紐
解
く
と
き
自
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
井
筒
に
対
す
る
国
際
的
な
理
解
は
、
必
ず
し
も
東
洋
哲
学
者
と
い
う

顔
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
井
筒
は
出
版
さ
れ
た
英
文
著
作
の
多
さ
か
ら
、

イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
パ
ネ
ル
の
コ



　　30

『宗教研究』95巻別冊（2022年） パネル

宗
教
哲
学
研
究
か
ら
見
た
宗
教
概
念
批
判
の
意
義

代
表
者
・
司
会　

下
田
和
宣

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

山
根
秀
介

宗
教
の
概
念
と
生
活
の
形
式 

│
│ 

宗
教
概
念
論
の
理
論
的
背
景 

│
│

下
田
　
和
宣

　

本
報
告
は
代
表
的
な
論
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
（T

a-
lal A

sad, 1932-

）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
「
宗
教
」
概
念
批
判
の
哲
学

的
前
提
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
批
判
の
狙
い
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
問
題
に
対
す
る
な
お
可
能
な
宗
教
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提

示
す
る
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
近
代
宗
教
学
は
「
宗
教
」
概
念
そ
の
も
の

が
持
つ
歴
史
的
形
成
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
排
除
し
、
普
遍
知
と
し
て
の
自

身
の
特
権
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
ア
サ

ド
は
ニ
ー
チ
ェ
／
フ
ー
コ
ー
由
来
の
「
系
譜
学
」
の
手
法
を
用
い
る
。
系

譜
学
は
普
遍
知
を
標
榜
す
る
近
代
宗
教
学
が
構
想
し
た
「
宗
教
」
概
念

を
、
形
成
の
歴
史
的
文
脈
と
そ
の
前
史
へ
と
引
き
戻
す
こ
と
で
そ
の
解
体

を
行
う
。
同
時
に
そ
の
探
究
は
「
我
々
の
現
在
を
諸
々
の
偶
然
へ
と
引
き

戻
す
技
法
」（『
世
俗
の
形
成
』
序
論
）
と
し
て
、
学
問
的
必
然
化
・
概
念

化
を
拒
み
、
事
象
の
多
様
な
形
成
の
地
平
へ
と
思
考
を
開
い
て
い
く
。

　

ア
サ
ド
の
研
究
方
針
に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の

は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
由
来
す
る
「
生
活
形
式
」（
な
い
し
「
生

活
様
式
」）
の
議
論
で
あ
る
。「
宗
教
」
や
「
世
俗
」
と
い
っ
た
近
代
宗
教

学
に
よ
っ
て
普
遍
化
・
実
体
化
│
│
す
な
わ
ち
概
念
化
│
│
さ
れ
た
言
葉

は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
語
彙
と
同
様
に
、
本
質
的
な
意
味
内
容
を
そ
れ
自
体

的
・
学
的
探
究
を
時
系
列
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
井
筒
の

東
洋
哲
学
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
本
パ
ネ
ル
で
は
、
井
筒
が
東
洋
哲
学
を
本

格
的
に
構
築
し
た
第
三
期
以
前
、
す
な
わ
ち
第
一
期
と
第
二
期
を
、
東
洋

哲
学
「
前
夜
」
と
捉
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
三
人
の
発
表
者
が
こ
の
時
期

に
焦
点
を
当
て
た
。
ま
ず
、
仁
子
寿
晴
は
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
お
け
る
イ

ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
と
老
荘
思
想
に
お
け
る
荀
子
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
論
を
本
質
主
義
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
長
岡
徹
郎

は
井
筒
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
意
味
を
、
西
洋
哲
学
と
の
比
較
か
ら
彼
の

哲
学
的
意
味
論
を
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
澤
井
真
が
井
筒
の
「
東
洋
」
概

念
を
後
付
け
な
が
ら
、
東
洋
哲
学
構
築
の
支
柱
に
据
え
た
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
の
存
在
一
性
論
を
考
察
し
た
。

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
鎌
田
繁
は
、
各
発
表
を
井
筒
の
東
洋
哲
学
の
な
か
か

ら
位
置
づ
け
な
が
ら
、
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
各
発
表
者

へ
の
質
問
に
加
え
て
、
井
筒
が
論
じ
た
哲
学
的
枠
組
み
は
必
ず
し
も
東
洋

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
西
洋
に
も
見
出
す
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
井
筒
が
あ
え
て

東
洋
に
そ
の
射
程
を
据
え
た
こ
と
を
、
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問

い
を
投
げ
か
け
た
。

　

近
年
、
井
筒
の
東
洋
哲
学
に
関
す
る
研
究
は
、
彼
の
学
問
的
軌
跡
を
丹

念
に
分
析
す
る
研
究
へ
と
深
化
し
つ
つ
あ
る
。
本
パ
ネ
ル
は
、
井
筒
の
思

索
を
平
板
に
捉
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
奥
行
き
の
あ
る
も
の
と
し

て
理
解
し
、
そ
の
変
遷
を
辿
る
非
常
に
意
義
あ
る
試
み
と
な
っ
た
。
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れ
ら
を
再
び
結
び
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課

題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
俗
／
宗
教
の
近
代
的
二
項
対
立
を
偶
然
的
な

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
還
元
す
る
こ
と
で
無
効
化
し
、
概
念
化
の
暴
力
を
糾
弾

す
る
と
い
う
批
判
的
課
題
に
、
宗
教
を
「
イ
メ
ー
ジ
」
し
「
発
明
」
あ
る

い
は
「
こ
し
ら
え
る
／
で
っ
ち
あ
げ
る
」
こ
と
の
「
な
ぜ
」
へ
の
問
い
が

合
流
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
明
ら
か
に
不
正
な
概
念
の
使
用
が
許
さ
れ
た
の
か
。

実
体
化
と
概
念
化
の
要
求
を
極
限
ま
で
駆
り
立
て
た
も
の
と
は
何
で
あ
っ

た
の
か
。
あ
る
概
念
が
使
用
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
地
平
な
の
か
。
こ
の

よ
う
な
問
い
か
け
は
、
概
念
が
持
つ
翻
訳
・
変
形
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と

思
考
を
根
底
的
に
定
位
さ
せ
る
。
ド
イ
ツ
文
化
哲
学
の
伝
統
と
比
較
可
能

な
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の
向
け
か
え
に
、
ア
サ
ド
「
宗
教
」
概
念
批
判
が

持
つ
ひ
と
つ
の
哲
学
的
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

綱
島
梁
川
の
宗
教
体
験
言
説
と
伝
道 

│
│ 

言
語
ゲ
ー
ム
論
に
よ
る
分
析 

│
│

古
荘
　
匡
義

　

家
族
的
類
似
性
や
言
語
ゲ
ー
ム
な
ど
の
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
概
念
は
、
宗
教
や
宗
教
体
験
を
生
活
形
式
や
文
脈
に
基
づ
い
た
も
の
と

し
て
非
本
質
主
義
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
に
よ

る
宗
教
概
念
へ
の
批
判
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
。
彼
ら
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
概
念
を
フ
ー
コ
ー
な
ど
の
系
譜
学
と
結
合
し
て
、
宗
教
概
念

の
相
対
性
や
権
力
性
な
ど
を
暴
こ
う
と
す
る
。

　

た
だ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
想
が
系
譜
学
的
、
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
ル
的
な
批
判
へ
と
至
る
こ
と
は
必
然
で
は
な
い
。
近
年
の
大
谷
弘
や

で
備
え
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
の
（
演
劇
に
比
さ
れ
る
）
や
り
取

り
の
な
か
で
機
能
す
る
。
そ
し
て
そ
の
や
り
取
り
は
わ
た
し
た
ち
が
生
活

す
る
う
え
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
型
が
持
つ
ル
ー
ル
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
。

　
『
リ
ベ
ラ
ル
国
家
と
宗
教
』（
二
〇
一
八
年
）
で
は
、
こ
の
観
点
か
ら
近

代
宗
教
学
が
批
判
さ
れ
る
。
宗
教
を
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
と
し
て
科
学
的

に
概
念
化
す
る
こ
と
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
と
そ
れ
が
基
づ
く
生
活
形
式
か
ら

の
抽
象
と
い
う
、
そ
れ
自
体
不
可
能
な
企
て
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
概
念
化
の
行
為
自
体
、
独
自
の
や
り
取
り
空
間
を
形
成
す
る
。
そ

こ
に
出
現
し
た
新
た
な
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
「
世
俗
主
義
」
は
、
西
洋

近
代
と
い
う
特
異
な
時
代
に
支
配
的
な
諸
々
の
生
活
形
式
に
基
礎
を
持

つ
。
ア
サ
ド
は
系
譜
学
の
批
判
的
意
図
を
生
活
形
式
の
理
論
に
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
近
代
や
そ
こ
に
属
す
る
諸
概
念
の
背
後
に
あ
る
生
活
形
式

へ
と
回
り
こ
み
、
間
接
的
に
、
そ
れ
ら
の
諸
概
念
の
形
成
を
否
応
な
し
に

駆
り
立
て
る
も
の
へ
と
焦
点
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
近
代

へ
の
賛
成
／
反
対
の
二
者
択
一
を
迫
る
の
で
は
な
く
、「
誰
（「
近
代
」、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
」、「
人
間
性
」）
に
責
任
が
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
破
滅
へ
と
導
い
て
い
る
言
語
と
生
活
形
式
を
特

定
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　

ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、「
生
活
形
式
」
と
は
「
翻
訳
」
と
「
変
形
」
の
出

来
事
で
あ
り
、
媒
介
的
・
動
態
的
な
あ
り
方
を
備
え
な
が
ら
も
、
み
ず
か

ら
の
解
体
を
容
易
に
許
す
こ
と
の
な
い
「
頑
な
さ
」
を
持
つ
。
こ
の
文
化

哲
学
的
な
観
点
は
「
宗
教
」
概
念
批
判
に
ひ
と
つ
の
視
座
を
も
た
ら
す
。

「
宗
教
」
を
概
念
化
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
非
概
念
化
す
る
要
求
も
ま

た
、
特
定
の
生
活
形
式
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、

な
ぜ
わ
た
し
た
ち
は
世
俗
と
宗
教
を
切
り
分
け
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
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説
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
像
」
で
は
捉
え
き
れ
な
い
部
分
を
も
つ
。
綱
島

は
、
十
全
に
は
言
表
不
可
能
だ
と
言
い
な
が
ら
も
自
ら
の
宗
教
体
験
に
つ

い
て
潤
色
な
く
具
体
的
に
表
現
し
、
体
験
か
ら
得
た
「
神
子
の
自
覚
」
の

思
想
を
雑
誌
等
の
論
考
を
通
し
て
世
人
に
伝
え
る
「
紙
上
伝
道
」
を
重
視

し
て
い
た
。
綱
島
の
「
伝
道
」
は
、
自
ら
の
体
験
や
思
想
信
条
を
伝
え
て

自
分
と
同
じ
信
仰
や
体
験
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
で
は
な
く
、
各
人
が 

依
拠
す
る
宗
教
伝
統
に
基
づ
い
た
「
信
」
を
も
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る

「
見
」
を
、
各
人
の
仕
方
で
、
綱
島
自
身
の
体
験
の
具
体
的
な
語
り
を
通

し
て
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

綱
島
に
共
感
す
る
者
た
ち
は
、
綱
島
と
同
じ
く
、
言
表
困
難
だ
と
言
い

つ
つ
も
言
説
に
対
応
す
る
体
験
や
信
仰
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
。
彼
ら

は
綱
島
の
思
想
を
継
承
・
完
成
さ
せ
る
者
だ
と
自
認
し
、
綱
島
の
宗
教
体

験
の
語
り
や
「
神
子
の
自
覚
」
を
は
じ
め
と
す
る
重
要
な
概
念
を
、
綱
島

と
は
異
な
る
用
法
で
使
っ
て
自
ら
の
信
仰
や
体
験
を
表
現
す
る
が
、
そ
れ

で
い
て
綱
島
の
体
験
や
思
想
へ
の
尊
敬
の
念
を
保
持
し
て
お
り
、
綱
島
思

想
の
鍵
概
念
を
各
自
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
で
使
い
な
が
ら
も
互
い
の
言
説
に

共
感
し
て
い
る
。
各
人
が
固
有
の
信
仰
や
体
験
を
も
つ
と
想
定
し
、
そ
れ

ら
を
表
現
す
る
概
念
も
各
自
の
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
意
思
疎
通
は

困
難
に
思
え
る
が
、
彼
ら
の
言
語
ゲ
ー
ム
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
綱
島
の
周
囲
で
生
じ
て
い
た
言
語
ゲ
ー
ム
は
、
近
代
的
な

宗
教
体
験
理
解
の
「
像
」
も
、
宗
教
体
験
論
の
「
像
」
も
否
定
し
て
真
の

宗
教
体
験
言
説
の
理
解
の
方
策
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ

れ
ら
二
つ
の
「
像
」
と
は
異
な
る
「
像
」
を
提
示
し
て
、
特
定
の
「
像
」

か
ら
あ
る
程
度
の
距
離
を
取
っ
て
宗
教
体
験
言
説
を
よ
く
見
る
こ
と
へ
と

誘
う
宗
教
哲
学
的
な
治
療
と
し
て
機
能
し
う
る
。

古
田
徹
也
な
ど
の
「
像
」
を
鍵
概
念
と
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解

釈
で
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
論
は
本
質
主
義
批
判
や
概
念
の
相
対
主
義
で
は
な

く
、「
像
」
か
ら
の
解
放
を
促
す
治
療
的
手
法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
「
像
」
と
は
、
時
間
を
捉
え
る
際
の
「
川
の
流
れ
」
の
よ
う

な
、
物
事
を
捉
え
る
際
に
人
々
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ
の
こ
と
で
あ
る
。「
像
」

は
物
事
の
本
質
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
不
明
瞭
で
特
定
の
文
脈
に
依
存

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
特
定
の
文
脈
を
超
え
て
物
事
の
理
解
に

用
い
ら
れ
て
、
人
間
の
思
考
を
縛
り
、
混
乱
さ
せ
る
。
あ
る
像
が
限
定
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
（
現
実
の
、
ま
た
は
仮
設
さ
れ
た
）

言
語
ゲ
ー
ム
は
、
そ
の
像
に
囚
わ
れ
て
硬
直
的
に
な
っ
た
思
考
が
自
ら
を

あ
る
程
度
解
放
す
る
「
自
己
治
癒
」
を
促
す
。

　

本
提
題
で
は
、
西
洋
近
代
的
な
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
体
験
の
理
解
が
依

拠
す
る
「
像
」
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
批
判
す
る
宗
教
体
験
論
が

依
拠
す
る
「
像
」
か
ら
も
思
考
を
あ
る
程
度
解
放
す
る
よ
う
な
治
療
的
な

言
語
ゲ
ー
ム
の
事
例
を
綱
島
梁
川
（
一
八
七
三
―
一
九
〇
七
）
の
宗
教
体

験
言
説
の
う
ち
に
見
い
だ
し
た
。
晩
年
の
綱
島
は
自
ら
の
「
見
神
の
実

験
」
を
ベ
ー
ス
に
宗
教
思
想
を
語
り
、
当
時
の
煩
悶
青
年
ら
に
熱
心
に
受

容
さ
れ
た
思
想
家
で
あ
る
。
綱
島
の
言
説
は
、
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
な
ど
の

欧
米
の
宗
教
学
・
宗
教
哲
学
を
受
容
し
て
形
成
さ
れ
た
近
代
的
、
本
質
主

義
的
な
宗
教
体
験
の
理
解
を
基
盤
に
し
て
い
る
。
綱
島
は
、
宗
教
体
験
は

言
表
困
難
だ
と
再
三
語
り
つ
つ
も
、
自
ら
の
宗
教
体
験
言
説
の
背
後
に
自

ら
の
宗
教
体
験
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
想
定
で
き
る
と
い
う
「
像
」
を

も
ち
、
宗
教
経
験
論
は
体
験
言
説
の
背
後
に
宗
教
体
験
を
想
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
「
像
」
に
よ
っ
て
綱
島
を
批
判
し
う
る
。

　

た
だ
、
綱
島
が
宗
教
体
験
や
宗
教
思
想
を
「
伝
道
」
し
よ
う
と
す
る
言
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こ
に
「
宗
教
=
神
へ
の
愛
」
を
見
て
取
る
。
マ
リ
ア
の
受
胎
告
知
が
示
す

よ
う
に
「
神
と
と
も
に
な
ら
不
可
能
な
こ
と
は
何
も
な
い
」
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
う
し
て
〈
不
可
能
な
も
の
の
経
験
と
し
て
可
能
〉
が
〈
不
可

能
な
も
の
が
可
能
に
な
る
こ
と
〉
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
神
へ

の
愛
」
は
「
隣
人
愛
」
と
し
て
行
わ
れ
る
限
り
で
は
い
か
よ
う
に
も
「
翻

訳
」
さ
れ
、
む
し
ろ
私
た
ち
は
行
為
へ
と
翻
訳
さ
れ
る
。
神
の
意
味
は
演

じ
ら
れ
る
／
実
践
さ
れ
る
（enacted

）
の
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
的
言
説

と
は
「
あ
る
生
活
形
式
」
に
お
け
る
「
神
詩
学
（theopoetics

）」
だ
と

さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
自
ら
が
「
愛
」
に
駆
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
「
神

詩
学
」
は
、
逆
に
、「
愛
」
の
な
い
者
は
「
救
い
が
な
い
」
と
見
な
し
て

し
ま
う
。
私
た
ち
に
は
「
未
来
」
に
対
し
て
「
反
応
=
反
射
」
だ
け
で
は

な
く
「
応
答
=
責
任
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
か
に
最
悪
な

こ
と
に
直
面
し
て
も
「
希
望
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ

が
「
希
望
」
の
持
て
な
い
被
占
領
下
で
怯
え
「
反
応
」
す
る
こ
と
し
か
で

き
な
い
者
た
ち
は
ど
う
な
る
の
か
。
さ
ら
に
、「
愛
」
自
体
に
も
優
劣
が

つ
け
ら
れ
て
い
く
。
カ
プ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
「
暴
力
」
に
も
確
か

に
「
愛
」
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
不
可
能
な
も
の
へ
の
愛
」
で
は 

な
い
の
に
対
し
、〈
真
正
で
勇
敢
な
〉
非
暴
力
で
あ
る
「
神
へ
の
愛
」
は

「
信
仰
が
私
た
ち
を
排
水
溝
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
か
ら
護
る
」。
ハ
マ
ス

は
女
性
の
殉
教
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、「
希

望
」
も
な
く
自
爆
し
て
い
っ
た
女
性
た
ち
の
姿
は
「
天
国
」
に
も
「
排
水

溝
」
に
も
な
い
以
上
、
そ
の
存
在
の
記
憶
さ
え
消
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

ら
な
い
か
。

　

こ
う
し
て
、
カ
プ
ー
ト
的
「
西
洋
=
勇
気
」
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
理
論
の

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
神
義
論

根
無
　
一
行

　
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
」
と
い
う
時
代
認
識
を
引
き
受
け
ざ
る
を

え
な
い
現
代
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
、
ヨ
ナ
ス
や
モ
ル
ト
マ
ン

ら
が
提
示
し
た
の
は
「
苦
し
む
弱
い
神
」
と
い
う
屈
折
し
た
神
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
自
ら
を
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
が
、
神
を

か
つ
て
の
よ
う
に
は
描
け
な
い
と
い
う
自
覚
は
「
大
き
な
物
語
の
失
効
」

を
宣
言
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
重
な
り
合
う
。
だ
が
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ

ッ
ツ
を
範
例
化
す
る
身
振
り
か
ら
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
視
点
の
欠
如

が
垣
間
見
え
て
も
い
る
。
た
だ
し
、〈
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
視
点
〉
と

言
う
以
上
、
こ
の
発
表
は
「
関
西
」
か
ら
「
関
西
人
」
が
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ

ッ
ツ
以
後
の
神
を
「
苦
し
む
弱
い
神
」
と
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

は
「
当
事
者
」
の
み
に
ゆ
る
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
残
さ
れ

て
い
る
の
は
イ
ワ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
と
と
も
に
「
報
復
で
き
ぬ
苦
し
み

と
、
癒
さ
れ
ぬ
憤
り
と
を
い
だ
き
続
け
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し 

イ
ワ
ン
の
よ
う
に
「
続
け
て
い
く
」
自
信
が
、
少
な
く
と
も
発
表
者
に 

は
な
い
。
そ
こ
で
、
デ
リ
ダ
の
影
響
の
も
と
自
ら
の
仕
事
を
「
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
神
学
」
と
も
見
な
す
宗
教
哲
学
者
カ
プ
ー
ト
（John D

. Caputo, 
1940-

）
の
思
索
を
補
助
線
に
し
て
、
こ
の
問
い
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

デ
リ
ダ
が
脱
構
築
を
作
動
さ
せ
る
「
正
義
」
と
い
う
「
来
る
べ
き
も
の
」

を
「
不
可
能
な
も
の
の
経
験
と
し
て
可
能
」
だ
と
考
え
た
の
に
対
し
、
カ

プ
ー
ト
は
予
見
可
能
な
未
来
と
予
見
不
可
能
な
未
来
=
来
る
べ
き
も
の
と

の
デ
リ
ダ
的
区
別
を
確
認
し
た
上
で
、「
来
る
べ
き
も
の
=
正
義
=
愛
」

と
い
う
「
不
可
能
な
も
の
」
は
そ
れ
で
も
な
お
経
験
さ
れ
る
と
考
え
、
そ
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る
「
宗
教
」
概
念
の
受
け
取
り
方
を
、
Ｅ
・
ト
レ
ル
チ
の
「
宗
教
」
理
解

に
対
す
る
批
判
（
な
い
し
そ
の
換
骨
奪
胎
的
な
継
承
）
を
糸
口
に
、
浮
彫

に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
で
は
、
ま
ず
ト
レ
ル
チ
に
よ
る

「
宗
教
」
理
解
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
の
論
点
を
示
し
た

上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
「
宗
教
」
と
い
う
事
柄
を
い
か
に
受
け
取
っ

た
か
を
窺
知
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
提
示
し
た
。

　
『
宗
教
学
に
お
け
る
心
理
学
と
認
識
論
』（
一
九
〇
五
年
）、『
宗
教
と
宗

教
学
の
本
質
』（
一
九
〇
九
年
）
と
い
っ
た
著
作
か
ら
は
、
ト
レ
ル
チ
が

「
宗
教
」
を
、
人
間
理
性
の
内
的
法
則
に
も
と
づ
く
、
現
実
性
の
或
る
領

野
を
名
指
す
も
の
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ト
レ
ル
チ
に
お
い

て
宗
教
の
探
究
と
は
、
理
性
内
在
的
契
機
に
対
応
す
る
客
体
的
・
実
体
的

領
域
と
し
て
の
宗
教
一
般
の
よ
う
な
も
の
の
探
究
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
の

こ
の
よ
う
な
論
に
あ
っ
て
、
た
し
か
に
宗
教
的
と
さ
れ
る
現
実
は
、
近
代

的
な
学
の
体
制
を
組
み
替
え
拡
張
す
る
よ
う
な
批
判
性
を
持
つ
。
し
か
し

同
時
に
そ
れ
は
、
近
代
的
な
学
の
投
企
す
る
客
体
的
な
理
性
秩
序
へ
と
組

み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
予
め
制
限
さ
れ
た
批
判
性
で
も
あ
る
。
宗
教
を
こ

の
よ
う
に
近
代
の
学
の
体
制
に
組
み
入
れ
つ
つ
生
か
す
こ
と
こ
そ
、
ト
レ

ル
チ
が
追
求
し
た
道
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ト
レ
ル
チ
の
行
き
方
を
、
宗
教
を
予
め
客
体
化
す
る
態
度

と
し
て
批
判
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
宗
教
現
象
学
へ
の
導
き
』（
一
九
二

〇
／
二
一
年
）、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
』（
一
九
二

一
年
）
と
い
っ
た
講
義
で
、
宗
教
と
い
う
論
点
の
批
判
性
を
、
そ
の
よ
う

な
学
的
態
度
の
意
味
と
要
求
そ
の
も
の
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
問
題
化

す
る
点
に
見
て
取
る
。
こ
こ
で
問
題
化
さ
れ
る
現
実
性
の
意
味
次
元
は
、

「
遂
行
」「
遂
行
史
」
と
い
っ
た
言
い
方
で
標
づ
け
ら
れ
る
。
宗
教
現
象
学

輪
郭
の
周
り
に
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
」
な
形
象
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
確
か
に
デ
リ
ダ
自
身
も
「
不
可
能
な
も
の
が
可
能
に
な
る
こ
と
」
を

カ
プ
ー
ト
の
宗
教
論
と
の
関
連
で
語
っ
て
も
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
夢

想
」
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
デ
リ
ダ
は
あ
く
ま
で
「
不
可
能
な
も
の
」

に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
た
だ
し
「
嘘
」
も
ま
た
生
の
一
部
だ
と
考
え
る
。
イ

ワ
ン
の
よ
う
に
現
実
を
直
視
し
て
憤
り
続
け
て
い
け
る
ほ
ど
強
く
は
な
い

「
凡
庸
で
平
俗
な
」
者
が
そ
う
し
た
「
実
践
」
を
忘
れ
て
し
ま
わ
な
い
た

め
に
必
要
な
の
は
、「
嘘
」
だ
と
百
も
承
知
で
そ
の
「
虚
構
の
神
=
演
じ

ら
れ
る
神
」
に
対
し
て
抗
議
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

問
い
と
し
て
の
宗
教 

│
│ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合 

│
│

樽
田
　
勇
樹

　

宗
教
概
念
に
対
す
る
近
年
の
批
判
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
受
け
取
る
な
ら
、

宗
教
と
哲
学
の
差
異
化
か
ら
思
考
を
始
め
る
こ
と
自
体
を
、
西
洋
近
代
の

知
=
権
力
が
は
ら
む
偏
向
を
温
存
し
、
不
用
意
に
両
者
を
体
系
化
す
る
も

の
と
し
て
、
断
罪
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
宗
教
概

念
が
元
来
、
西
洋
的
な
知
の
形
成
に
つ
き
ま
と
う
影
の
よ
う
に
浮
上
し
、

常
に
そ
の
批
判
の
参
照
源
に
な
っ
て
き
た
歴
史
を
考
え
る
な
ら
、
む
し
ろ

こ
の
よ
う
な
区
分
が
本
来
持
っ
て
い
る
批
判
性
を
突
き
詰
め
る
こ
と
で
、

そ
の
よ
う
な
二
分
法
に
盲
目
に
固
執
す
る
の
で
も
、
そ
れ
を
杓
子
定
規
に

廃
棄
し
て
満
足
す
る
の
で
も
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
新
た
な
思
考
の
場
を

開
く
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
│
│
わ
け
て
も
宗
教
哲
学
が
問
題
で
あ

る
場
合
、
こ
の
可
能
性
の
追
求
こ
そ
が
、
ま
ず
は
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

　

本
発
表
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
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コ
メ
ン
ト

山
根
　
秀
介

　

二
十
世
紀
後
半
か
ら
北
米
の
宗
教
学
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
「
宗
教

概
念
論
」
も
し
く
は
「
宗
教
概
念
批
判
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
宗
教
を
本

質
主
義
的
に
理
解
す
る
こ
と
へ
の
徹
底
的
な
批
判
で
あ
る
。
宗
教
と
呼
ば

れ
る
諸
現
象
に
共
通
す
る
、
そ
の
根
底
に
あ
る
何
ら
か
の
「
宗
教
性
」
な

る
も
の
を
実
体
的
に
た
て
る
よ
う
な
態
度
を
宗
教
哲
学
が
と
る
な
ら
ば
、

宗
教
概
念
論
が
投
げ
か
け
る
批
判
は
そ
れ
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
り
解
体
し

か
ね
な
い
強
力
な
も
の
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
と
称
さ
れ
て
き
た
学
問
分
野

が
、
こ
の
宗
教
概
念
論
以
後
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に

素
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
こ
れ
ま
で
の
営
み
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
宗
教
哲
学
は

何
ら
か
の
応
答
を
し
て
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
場
所
を
問
い
直
す
必
要
が
あ

る
。
本
パ
ネ
ル
で
な
さ
れ
た
四
つ
の
発
表
は
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
自
覚
の

上
で
、
真
正
面
か
ら
宗
教
概
念
論
に
向
き
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

下
田
氏
の
発
表
は
、
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
思
想
を
手
掛
か
り
に
、
宗
教

を
実
体
的
に
概
念
化
し
た
り
、
逆
に
そ
れ
を
非
概
念
化
し
た
り
す
る
手
前

へ
と
、
宗
教
と
世
俗
の
二
項
対
立
の
是
非
が
問
題
に
な
る
以
前
へ
と
回
り

込
み
、
そ
こ
に
起
源
と
し
て
「
生
活
形
式
」
を
見
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。

宗
教
は
あ
る
種
の
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
普
遍
的
な

理
解
が
回
避
さ
れ
る
。
そ
こ
で
下
田
氏
は
宗
教
を
「
発
明
さ
れ
」、「
で
っ

ち
あ
げ
ら
れ
」
た
も
の
と
す
る
。
続
く
根
無
氏
は
ジ
ョ
ン
・
Ｄ
・
カ
プ
ー

ト
の
哲
学
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
勇
敢
さ
を
求
め
る
彼
の
信
仰

の
哲
学
に
二
項
対
立
を
再
び
生
み
出
す
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
影
を
見
出
し
、
そ

れ
に
対
抗
す
る
よ
う
な
信
仰
論
、
凡
庸
で
平
俗
な
者
が
何
も
で
き
な
い
ほ

は
、
近
代
的-

学
的
な
世
界
や
生
へ
の
態
度
を
要
求
す
る
の
と
は
別
の
体

制
に
あ
る
生
、
別
の
歴
史
的
状
況
に
あ
る
生
を
、
そ
の
歴
史
性
と
時
間
性

に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
あ
る
ま
ま
に
理
解
す
る
試
み
と
し
て
企
て
ら
れ

る
。

　

し
か
る
に
こ
の
講
義
の
後
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
語
ら

な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
遂
行
（
史
）
的
意
味
次
元
へ
の
着
目
が
、

個
々
の
具
体
的
な
宗
教
性
の
哲
学
的
解
明
と
い
っ
た
企
て
そ
の
も
の
を
、

そ
の
事
実
性
に
お
い
て
問
題
的
な
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

し
か
し
注
目
し
た
い
の
は
、
宗
教
と
い
う
論
点
を
以
上
の
よ
う
に
受
け

取
り
な
お
す
こ
と
で
主
題
化
さ
れ
た
意
味
次
元
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る

こ
の
後
の
思
索
に
お
い
て
核
心
的
な
意
義
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
彼
は
、
こ
の
後
、
哲
学
の
遂
行
意
味
の
歴
史
的
な
問
い
直

し
、
言
い
換
え
れ
ば
「
生
の
形
式
」（Lebensform
）
と
し
て
の
哲
学

の
歴
史
的
意
味
の
問
い
直
し
へ
と
向
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
宗
教
と
い
う
論
点
は
、
そ
れ
が

指
し
示
し
う
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
歴
史
性
と
事
実
性
の
意
味
次
元
に
お
い

て
、
何
よ
り
哲
学
そ
の
も
の
の
意
味
を
問
い
直
す
視
角
を
与
え
る
も
の
と

し
て
受
け
取
り
な
お
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
西
洋

的
な
知
の
体
制
に
対
し
て
宗
教
の
論
点
が
も
つ
批
判
性
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ

テ
ィ
を
最
大
限
に
受
け
取
り
つ
つ
哲
学
す
る
、
一
つ
の
具
体
的
な
可
能
性

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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る
ト
レ
ル
チ
の
態
度
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
が
扱
わ
れ
た
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
宗
教
を
遂
行
（
史
）
的
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
学
的
態
度
と

は
異
な
る
仕
方
で
、
歴
史
的
に
生
き
ら
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
宗
教

を
対
象
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
を
使
っ
て
哲
学
を
深
め
よ
う
と

す
る
こ
の
試
み
は
、
宗
教
哲
学
の
意
義
を
否
定
す
る
と
い
う
破
壊
的
な
帰

結
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
逆
に
哲
学
そ
の
も
の
の
意
味
を
根
本
的
に
問

い
直
す
と
い
う
役
割
を
に
な
う
。
著
者
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
人
間
の
生

に
関
わ
る
領
域
は
多
様
に
あ
る
が
、
な
ぜ
宗
教
の
み
が
こ
の
よ
う
な
特
権

的
な
地
位
を
も
ち
う
る
の
か
、
そ
こ
に
は
宗
教
を
実
体
化
し
本
質
化
し
よ

う
と
す
る
傾
き
が
そ
れ
と
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
質
問
を
行
っ
た
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

下
田
　
和
宣

　

近
年
の
宗
教
研
究
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」

概
念
批
判
の
議
論
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
そ
こ
で
は
「
宗
教
」
を
概
念

化
・
体
系
化
し
よ
う
と
し
て
き
た
「
宗
教
学
」
と
い
う
近
代
的
な
学
問
の

枠
組
み
そ
の
も
の
が
根
底
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
パ
ネ

ル
は
、
こ
の
議
論
を
積
極
的
に
受
け
取
り
な
が
ら
、
な
お
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
で
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
哲
学
的
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
改

め
て
考
え
る
た
め
の
場
と
し
て
催
さ
れ
た
。

　

議
論
の
前
提
と
な
る
の
は
、
二
十
世
紀
後
半
以
降
、
主
に
北
米
を
中
心

に
展
開
さ
れ
て
き
た
以
下
の
よ
う
な
反
省
的
省
察
の
成
果
で
あ
る
。
近
代

宗
教
学
に
よ
っ
て
学
問
的
に
構
想
さ
れ
た
「
宗
教
」
の
概
念
は
、
実
体
的

に
存
在
す
る
対
象
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
客
観
性
の

ど
弱
い
者
の
嘆
き
を
忘
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
の
可
能
性
を
開
く
信
仰
論

を
主
張
す
る
。
そ
こ
で
信
じ
ら
れ
る
神
は
虚
構
の
神
、
演
じ
ら
れ
る
神
、

た
と
え
嘘
で
あ
っ
て
も
な
お
信
仰
さ
れ
る
神
で
あ
る
。

　

著
者
は
両
者
に
対
し
て
同
様
の
質
問
を
行
っ
た
。
確
か
に
い
ず
れ
の
発

表
も
宗
教
を
本
質
主
義
的
に
理
解
し
て
お
ら
ず
、
客
観
的
な
実
在
性
の
観

点
か
ら
で
は
な
く
、
広
義
の
「
有
用
性
」
と
い
う
視
座
か
ら
宗
教
を
考
察

し
よ
う
と
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
試
み
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
宗
教
、
と
り
わ
け
神
の
存
在
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

よ
う
な
あ
る
種
の
仮
構
性
、
虚
構
性
を
前
提
と
し
て
も
依
然
と
し
て
成
り

立
ち
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
信
仰
者
の
態
度
と
し
て
、
作

ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
宗
教
、
神
を
な
お
信
じ
る
と
は
、
い
か
に
し
て
可

能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

古
荘
氏
の
発
表
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
用
い
て
綱
島
梁
川
の
宗
教
体
験

論
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
体
験
論
は
宗
教
を
内
面
的
な
も
の

に
押
し
込
め
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
古
荘
氏
は

そ
う
し
た
批
判
か
ら
い
っ
た
ん
身
を
引
き
、
宗
教
体
験
の
言
説
を
「
よ
く

見
る
」
こ
と
へ
と
注
意
を
促
し
、
宗
教
概
念
批
判
を
駆
動
す
る
「
像
」
が

も
つ
制
約
を
「
治
療
」
し
よ
う
と
す
る
。
綱
島
と
彼
に
共
感
す
る
者
た
ち

の
間
で
、
宗
教
体
験
を
め
ぐ
っ
て
大
小
の
ず
れ
を
含
み
な
が
ら
も
言
説
が

重
ね
ら
れ
て
い
き
、
あ
る
種
の
宗
教
的
な
共
同
性
が
確
か
に
現
出
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
表
に
対
し
て
著
者
は
、
綱
島
の
体
験
の
特
権
性
は

考
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
そ
れ
は
や
は
り
宗
教
概
念
論
の
批
判
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
は
な
い
か
と
問
い
を
発
し
た
。

　

樽
田
氏
の
発
表
で
は
、
哲
学
的
理
性
の
方
か
ら
宗
教
を
規
定
し
還
元
す
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宗
教
と
世
俗
の
切
り
離
し
に
加
担
す
る
こ
と
で
、
近
代
の
枠
組
み
を
補
強

し
、
結
果
と
し
て
世
界
を
極
端
な
二
分
法
に
よ
っ
て
理
解
し
て
き
た
の
で

は
な
い
か
。

　

隘
路
を
避
け
議
論
の
さ
ら
な
る
展
望
を
開
く
た
め
に
、
本
パ
ネ
ル
は
異

な
る
観
点
か
ら
多
角
的
に
検
討
を
試
み
た
。
下
田
報
告
は
、
ア
サ
ド
の
議

論
の
根
底
か
ら
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
由
来
す
る
）「
生
活
形
式
」

の
理
解
を
取
り
出
し
、
文
脈
的
動
態
性
の
な
か
で
残
存
し
要
請
さ
れ
続
け

る
「
宗
教
」
概
念
使
用
の
「
頑
な
さ
」
を
読
み
取
る
。
続
く
根
無
報
告

は
、
ま
さ
に
概
念
の
制
作
と
使
用
と
い
う
こ
の
モ
チ
ー
フ
へ
と
近
づ
き
な

が
ら
、「
宗
教
」
概
念
批
判
以
後
に
「
神
」
が
な
お
召
喚
さ
れ
、
今
日
の

絶
望
の
中
な
お
必
要
な
も
の
と
し
て
「
演
じ
」
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
示
し
た
。「
宗
教
」
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
実
体
的
な
意
味
内
容

を
期
待
す
る
本
質
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
概
念
使
用
の
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
必
要
性
の
次
元
に
着
目
す
る
、
と
い
う
研
究
方
針
の
具
体

例
を
提
示
し
た
の
が
、
古
荘
報
告
と
樽
田
報
告
で
あ
っ
た
。
一
方
で
古
荘

報
告
が
綱
島
の
言
説
実
践
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
な
「
治
療
」
と

し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
、
他
方
で
樽
田
報
告
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
ト
レ
ル
チ
批
判
に
近
代
宗
教
学
的
「
宗
教
」
概
念
か
ら
の
批
判
的
距
離

化
を
見
る
。
出
来
あ
が
っ
た
研
究
成
果
と
い
う
よ
り
も
多
様
な
「
問
い
」

と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
報
告
は
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
哲
学
の
専
門
家
で
あ
る
山
根
氏
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
り
統
一
さ
れ
、
そ
れ

を
通
じ
て
フ
ロ
ア
と
の
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。

領
域
と
し
て
の
「
世
俗
」
の
自
己
確
立
を
背
景
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的

信
仰
を
モ
デ
ル
と
し
た
非
世
俗
的
で
私
秘
的
な
領
域
と
し
て
学
問
的
に
確

保
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
「
宗
教
」
概
念
は
、

人
類
学
的
な
調
査
研
究
の
基
準
と
な
り
、
相
互
に
比
較
可
能
な
体
系
で
あ

る
「
諸
宗
教
」
と
し
て
特
定
の
文
化
現
象
を
整
理
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と

な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
基
準
と
す
る
こ
う
し
た
概
念
化
の
整
備
に
よ
っ

て
、
文
化
の
西
洋
中
心
主
義
的
な
文
化
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
お
の
ず
か
ら

形
成
さ
れ
、
植
民
地
主
義
・
帝
国
主
義
的
な
支
配
統
治
の
実
践
が
正
当
化

さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
宗
教
」
概
念
批
判
の
多
岐
に
渡
る
議
論
に
共
通
し
て
い
る

の
は
、「
宗
教
」
な
る
も
の
を
実
体
化
・
概
念
化
す
る
本
質
主
義
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
へ
の
根
本
的
な
不
信
感
だ
と
言
え
る
。
ま
さ
に
こ
の
不
信
感
こ

そ
、
近
代
に
お
い
て
組
み
立
て
ら
れ
た
「
宗
教
／
世
俗
」
の
二
項
対
立
を

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
解
体
す
る
こ
と
を
促
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、
公
共

空
間
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
な
ど
の
今
日
の
新
た
な
研
究
テ
ー
マ
が
結
実

し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、「
宗
教
」
概
念
批
判
以
後
の
地
平
に
お
い
て
、
あ
え
て

宗
教
に
つ
い
て
哲
学
的
に
考
え
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
問

題
の
着
手
に
あ
た
り
以
下
の
よ
う
な
疑
念
は
避
け
ら
れ
ま
い
。「
宗
教
と

は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
と
も
す
れ
ば
再
び
本
質
主
義
を
招
き
入

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
明
晰
判
明
な
る
概
念
性
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト

と
し
て
の
宗
教
的
次
元
、
と
い
う
宗
教
哲
学
的
な
理
解
自
体
、
近
代
知
が

敷
設
し
た
概
念
性
／
非
概
念
性
と
い
う
図
式
を
前
提
し
、
そ
れ
が
は
ら
む

問
題
性
を
放
置
し
た
ま
ま
、
宗
教
と
哲
学
と
を
そ
れ
ぞ
れ
体
系
化
し
接
近

さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
近
代
の
知
と
は
逆
の
方
向
か
ら
、
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性
愛
と
暴
力
の
神
話
学

代
表
者
・
司
会　

木
村
武
史

北
米
先
住
民
神
話
に
み
る
性
愛
と
暴
力

木
村
　
武
史

　

本
発
表
で
は
、
北
米
南
西
文
化
圏
の
ホ
ピ
の
間
に
伝
わ
る
性
愛
の
神
話

伝
承
を
収
集
し
た
エ
ッ
ケ
ハ
ー
ル
ト
・
マ
ロ
ト
キ
の
研
究
を
も
と
に
し

て
、
考
察
を
行
う
。
特
に
ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
と
コ
コ
ペ
リ
の
神
話
物

語
に
焦
点
を
当
て
る
。

　

ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
（
膣
に
歯
を
持
つ
怪
物
）
の
神
話
伝
承
は
、
世

界
に
広
く
分
布
し
て
お
り
、
ス
テ
ィ
ス
・
ト
ン
プ
ソ
ン
の
モ
チ
ー
フ
分
析

で
は
、F547.1.1

に
当
た
る
。
ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
の
伝
承
は
、
従

来
、
モ
チ
ー
フ
分
析
や
深
層
心
理
学
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

例
え
ば
、
ユ
ン
グ
派
の
エ
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
マ
ン
は
『
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ

ー
』（
一
九
八
二
年
）
で
、
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
は
、
良
い
母
、
恐
る
べ

き
母
（
テ
リ
ブ
ル
・
マ
ザ
ー
）、
良
く
―
悪
い
母
の
三
つ
の
形
を
持
つ
と

し
、
ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
を
恐
る
べ
き
母
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い

る
。
女
性
性
の
中
心
的
象
徴
性
を
容
器
と
し
、
素
材
変
換
の
生
命
機
能
が

そ
の
内
部
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
は
知
ら
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
身
体
の
開
口
部
は
内
部
と
外
部
の
交
換
場
所
と
し
て
、
ヌ
ミ
ノ

ー
シ
ス
と
し
て
の
力
を
持
つ
と
す
る
。
人
間
は
、
死
・
奈
落
・
危
険
・
困

窮
・
飢
餓
・
無
防
備
の
状
態
を
暗
黒
の
テ
リ
ブ
ル
・
マ
ザ
ー
へ
の
生
贄
と

し
て
体
験
す
る
。

　

子
宮
の
肯
定
的
な
女
性
性
は
、
口
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
唇
が
女
性

性
器
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
肯
定
的
な
象
徴
等
式
に
基

づ
い
て
、
口
が
上
の
子
宮
と
し
て
、
息
・
言
葉
・
ロ
ゴ
ス
の
生
ま
れ
る
場

所
と
な
る
。
同
様
に
、
大
い
な
る
女
性
の
破
壊
的
側
面
、
す
な
わ
ち
破
壊

と
死
の
子
宮
は
、
し
ば
し
ば
歯
を
む
き
出
し
に
し
た
口
と
い
う
元
型
的
な

形
を
と
る
。

　

本
発
表
で
は
、
ホ
ピ
の
間
に
伝
わ
る
、
地
下
世
界
か
ら
地
上
に
ホ
ピ
の

祖
先
が
出
て
き
た
時
に
、
地
上
に
既
に
い
た
ホ
ピ
の
主
神
マ
ー
サ
ウ
の
生

と
死
の
合
一
、
両
性
具
有
的
特
徴
に
照
ら
し
出
し
な
が
ら
、
ヴ
ァ
ギ
ナ
・

デ
ン
タ
タ
と
コ
コ
ペ
リ
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

　

ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
の
伝
承
は
、
主
に
前
半
部
と
後
半
部
か
ら
な

る
。
前
半
部
は
、
村
の
少
年
た
ち
が
狩
り
に
出
か
け
、
そ
こ
で
ヴ
ァ
ギ

ナ
・
デ
ン
タ
タ
の
怪
物
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
後
半
は
、
ホ

ピ
の
神
話
的
な
英
雄
で
あ
る
双
子
の
兄
弟
が
ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
の
怪

物
を
退
治
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
後
半
の
怪
物
を
退
治
す
る
双
子
の

兄
弟
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
よ
う
に
少
年
の
性
的
な
イ
ニ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
風
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

コ
コ
ペ
リ
は
、
岩
絵
に
は
男
根
が
勃
起
し
た
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
マ

ロ
ト
キ
の
ホ
ピ
伝
承
に
は
、
コ
コ
ペ
リ
の
神
話
伝
承
は
三
つ
所
収
さ
れ
て

い
る
。「
男
狂
い
の
女
」
と
い
う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
コ
コ
ペ
リ
の
起

源
伝
承
、「
コ
コ
ペ
リ
の
長
い
男
根
」、「
二
人
の
コ
コ
ペ
リ
兄
弟
」
と
い

う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

コ
コ
ペ
リ
は
自
然
の
豊
饒
性
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
性
愛
の
肯
定
を

も
象
徴
し
て
お
り
、
そ
れ
が
幸
福
な
男
女
関
係
、
幸
福
な
家
庭
を
築
く
こ

と
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
を
退
治
す
る
英
雄
と
い
う
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原
十
兵
衛
は
実
在
の
人
物
で
森
家
家
老
で
あ
る
が
、
森
家
時
代
に
イ
エ

が
絶
え
た
事
実
は
な
い
。
し
か
し
森
家
が
津
山
領
主
で
な
く
な
っ
た
の
ち

に
は
城
か
ら
去
っ
て
い
る
。「
庭
」
が
原
十
兵
衛
屋
敷
の
庭
だ
と
す
る
と

か
つ
て
十
兵
衛
が
い
た
屋
敷
跡
に
「
花
」
が
祀
ら
れ
て
い
た
景
観
が
あ

り
、
そ
れ
が
説
話
の
源
流
と
な
っ
た
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の

花
に
対
す
る
信
仰
の
実
体
を
追
う
と
、
花
が
性
的
な
意
味
を
多
分
に
有
す

る
神
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
説
話
に
お
け
る
イ
エ
を
絶
や
す
と

い
う
要
素
と
祀
ら
れ
た
「
花
」
が
性
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ

無
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
見
通
し
を
得
る
た
め
に
、
参
考
に
な
る
の
が
皿
屋
敷
伝
承
と
し
て

知
ら
れ
る
「
菊
」
の
話
で
あ
る
。
椋
梨
一
雪
『
古
今
犬
著
聞
集
』
天
和
四

年
（
一
六
八
四
）「
菊
女
、
小
畑
孫
市
家
を
亡
事
」
は
、
小
畑
家
の
給
仕

を
し
て
い
た
菊
が
誤
っ
て
奥
方
の
椀
に
針
を
入
れ
て
し
ま
い
、
激
昂
し
た

奥
方
に
古
井
戸
に
落
と
さ
れ
殺
さ
れ
る
話
で
あ
る
。
奥
方
が
「
主
人
の
心

あ
る
よ
う
に
見
え
て
」
と
口
走
る
よ
う
に
、「
菊
が
主
人
に
愛
さ
れ
て
い

る
様
子
」
が
奥
方
の
怒
り
の
根
底
に
あ
る
点
注
意
さ
れ
る
。
ま
た
菊
の
死

後
に
は
、
そ
の
母
が
井
戸
の
前
に
「
炒
っ
た
芥
子
」
を
撒
き
、
そ
れ
が
芽

吹
く
こ
と
で
菊
の
祟
り
の
現
前
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
菊
と
、
や
は
り

同
様
に
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
母
の
「
悪
霊
」
に
よ
り
小
畑
家
の
一
族
は

滅
び
る
こ
と
に
な
る
。

　

殺
さ
れ
る
女
と
植
物
の
生
成
と
い
う
テ
ー
マ
は
、『
古
事
記
』
に
お
け

る
須
佐
之
男
命
の
大
気
都
比
売
神
の
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
月
夜
見

尊
の
保
食
神
の
殺
害
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
神
話
に
つ

な
が
る
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
母
神
は
そ
の
死
と

と
も
に
、
命
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
し
か
し
死
ん

プ
ロ
ッ
ト
は
、
家
父
長
的
・
男
性
中
心
的
な
視
点
か
ら
構
築
さ
れ
た
解
釈

で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
関
係
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
他
の
神
話
伝
承
に
、
ホ
ピ
の
村
か
ら
女
性
た
ち
が
デ
ィ
ネ
（
ナ
ヴ
ァ

ホ
）
に
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
間
、
残
さ
れ
た
男
性
た
ち
が
ヒ
ョ

ウ
タ
ン
を
使
っ
て
自
慰
を
し
、
中
に
溜
ま
っ
た
精
液
か
ら
赤
ん
坊
（
女

児
）
が
誕
生
し
た
、
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
つ
ま
り
男
性
の
性
愛
の
力
だ

け
で
生
命
の
誕
生
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
男
性
の
生
殖
力
、
男
性
の
単
為

生
殖
的
な
性
愛
・
生
殖
観
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
よ
う
な
男
性
の
イ
ニ
シ
エ

ー
シ
ョ
ン
と
い
う
解
釈
で
は
十
分
で
は
な
い
。
怪
物
と
し
て
の
ヴ
ァ
ギ

ナ
・
デ
ン
タ
タ
と
コ
コ
ペ
リ
の
背
後
に
あ
る
男
性
の
単
為
生
殖
と
生
殖
力

の
過
剰
な
評
価
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
た
解
釈
が
求
め
ら
れ
る
。

日
本
近
世
に
お
け
る
女
の
虐
殺
説
話
と
カ
ミ 

│
│ 

お
菊
、
お
花
を
中
心
に 

│
│

南
郷
　
晃
子

　

本
報
告
は
日
本
の
近
世
期
の
説
話
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
形
の

物
語
、
虐
待
さ
れ
殺
さ
れ
、
そ
し
て
祟
り
に
よ
り
イ
エ
を
絶
や
す
女
の
話

に
つ
い
て
考
え
る
。
い
わ
ば
類
型
的
な
物
語
世
界
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め

て
焦
点
を
あ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
山
陽
美
作
記
』
巻
八
「
原
十
兵
衛
か
下
女
花
が
亡
魂
の
事
附
タ
リ
三

上
伝
蔵
怪
異
の
事
并
近
代
妖
怪
の
事
」
は
津
山
藩
森
家
家
老
原
十
兵
衛
と

通
じ
た
「
花
」
が
奥
方
に
無
惨
に
殺
さ
れ
、
そ
の
怨
み
で
原
の
家
が
絶
え

る
話
で
あ
る
。
同
話
に
は
、
城
内
の
「
庭
」
に
花
が
祀
ら
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。



　　40

『宗教研究』95巻別冊（2022年） パネル

態
で
残
っ
て
い
る
。
オ
シ
リ
ス
死
後
の
エ
ジ
プ
ト
王
の
地
位
を
め
ぐ
っ

て
、
ホ
ル
ス
と
セ
ト
が
係
争
を
繰
り
広
げ
て
話
が
進
む
。
そ
の
う
ち
、
も

っ
と
も
珍
奇
な
物
語
が
、
彼
ら
の
同
衾
だ
。
あ
る
と
き
、
寝
て
い
る
ホ
ル

ス
は
叔
父
の
セ
ト
に
尻
を
犯
さ
れ
た
。
そ
れ
で
セ
ト
は
自
分
が
勝
っ
た
と

喜
び
、
神
々
に
宣
言
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
セ
ト
の
精
液
は
ホ
ル
ス
の
体
内

で
は
な
く
、
川
端
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
実
は
、
ホ
ル
ス
は
母
イ
シ
ス
の
助

言
に
従
っ
て
、
尻
に
手
を
充
て
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
セ
ト
の
子
種
を
か

わ
し
て
捨
て
た
の
だ
っ
た
。
落
胆
し
て
怒
る
セ
ト
は
さ
ら
に
追
い
詰
め
ら

れ
る
。
ホ
ル
ス
の
精
液
が
セ
ト
の
体
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
の
だ
。
イ
シ
ス

が
ホ
ル
ス
の
自
慰
を
介
添
え
し
て
精
液
を
手
に
入
れ
て
、
セ
ト
の
食
事
に

混
ぜ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
、
エ
ジ
プ
ト
神
話
に
お
け
る
同
性
行
為
の
唯
一
の
現
存
事
例

だ
。
官
能
性
は
な
い
に
等
し
い
。
挿
入
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
序
列
が
前

提
の
「
暴
力
」
で
あ
っ
て
、
同
性
「
愛
」
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
か
ら

は
、
男
女
の
性
役
割
に
お
け
る
差
別
も
透
け
て
見
え
る
。
も
と
よ
り
、
男

同
士
で
あ
る
こ
と
、
当
事
者
同
士
の
合
意
、
生
殖
目
的
以
外
の
射
精
は
、

始
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
ホ
ル
ス
は
犯
さ
れ
る
の
を
予
見
し
て
い
た

と
も
い
え
る
し
、
精
液
や
自
慰
は
神
話
的
語
り
の
常
套
表
現
だ
っ
た
。
誰

か
の
尻
に
男
根
を
充
て
が
う
こ
と
が
力
学
を
決
定
づ
け
る
手
段
だ
っ
た
の

は
、
こ
の
神
話
を
背
景
と
し
た
様
々
な
呪
術
文
書
か
ら
明
ら
か
だ
。
例
え

ば
、
ペ
ピ
一
世
の
『
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
ク
ス
ト
』（
古
王
国
時
代
）
に
は
、

「
セ
ト
は
自
分
の
両
睾
丸
の
ゆ
え
に
叫
ぶ
。
ホ
ル
ス
は
自
分
の
精
液
を
セ

﹇
ト
﹈の
尻
に
入
れ
、
セ
ト
は
自
分
の
精
液
を
ホ
ル
ス
の
尻
に
入
れ
る
」
と

い
う
一
文
が
残
る
。『
コ
フ
ィ
ン
・
テ
ク
ス
ト
』
呪
文
六
三
五
（
中
王
国

時
代
）
に
は
、「
ア
ト
ゥ
ム
は
（
死
者
）
に
対
し
て
力
を
持
た
な
い
。（
死

だ
菊
と
そ
の
母
が
扱
う
命
は
捩
れ
の
中
に
あ
る
。
炒
っ
た
芥
子
は
命
を
生

む
は
ず
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
母
と
娘
は
、
命
な
い
も
の
か
ら
命
を
生
や

す
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
。
一
族
を
絶
や
す
、
す
な
わ
ち
命
の
流
れ
を
堰

き
止
め
反
転
さ
せ
る
こ
と
は
、
炒
っ
た
芥
子
を
生
や
す
と
い
う
捩
れ
た
命

を
管
理
す
る
マ
ジ
カ
ル
な
力
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

　

イ
エ
を
絶
や
す
と
い
う
こ
と
は
、
命
の
管
理
者
の
行
為
の
う
ち
に
あ
る

と
い
う
理
解
を
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
「
花
」
の
話
を
考
え
る
と
、
性

と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
の
神
の
性
質
と
、
イ
エ
を
絶
や
す
と
い
う
祟

り
の
発
露
は
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
生
み
だ
す
こ
と
と

絶
や
す
こ
と
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
の
違
う
生
／
性
へ
の
干
渉
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
多
く
の
祟
る
女
の
物
語
が
、
愛
さ

れ
る
女
の
物
語
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
意
味
を
持
ち
は
じ
め
る
。

奉
公
人
階
級
の
女
が
主
人
に
愛
さ
れ
、
奥
方
の
あ
る
い
は
主
人
自
身
の
嫉

妬
に
よ
り
殺
さ
れ
、
イ
エ
を
絶
や
す
と
い
う
話
型
の
再
検
討
が
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
祟
る
女
が
過
剰
な
愛
を
得
る
女
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
女
の

性
の
神
と
し
て
の
性
質
か
ら
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
祭
祀
の
実
態
は
し

ば
し
ば
そ
の
裏
付
け
と
な
る
。
主
人
に
愛
さ
れ
虐
待
さ
れ
殺
さ
れ
る
女
の

説
話
を
、
命
の
女
神
と
そ
の
物
語
の
近
世
的
展
開
と
し
て
読
み
直
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

同
性
愛
と
暴
力 

│
│ 

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
事
例 

│
│

深
谷
　
雅
嗣

　

チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
パ
ピ
ル
ス
Ⅰ
（
ダ
ブ
リ
ン
図
書
館
所
蔵
）

に
は
、
神
話
『
ホ
ル
ス
と
セ
ト
の
争
い
』（
新
王
国
時
代
）
が
完
全
な
状
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征
服
の
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
の
イ
ン
カ
リ
神
話
と
民
衆
劇

谷
口
　
智
子

　

本
発
表
で
は
、
ペ
ル
ー
の
イ
ン
カ
リ
神
話
を
、
ペ
ル
ー
の
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ

レ
型
神
話
で
あ
る
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ
ク
の
神
話
と
関
連
づ
け
て
、
そ
こ
に
見

ら
れ
る
暴
力
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
神
話
は
、
世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
食
物
起
源
神
話
の
ひ
と

つ
で
、
殺
さ
れ
た
神
の
死
体
か
ら
作
物
が
派
生
す
る
と
い
う
神
話
群
を
指

す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
セ
ラ
ム
島
の
ヴ
ェ
マ
ー
レ
族
の
神
話
に
登
場
す
る

女
神
の
名
前
か
ら
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
者
イ
ェ
ン
ゼ
ン
が
命
名
し
た
。

　

ペ
ル
ー
に
あ
る
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
で
あ
る
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ
ク
の
神

話
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

月
神
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ
ク
は
地
上
の
主
で
あ
り
、
他
方
彼
の
父
で
あ
る
太

陽
に
は
天
だ
け
が
属
す
る
。
最
初
の
人
間
で
あ
る
男
女
は
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ

ク
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
が
、
満
足
な
食
料
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
男
は

飢
え
て
死
に
、
女
は
切
羽
詰
ま
っ
て
太
陽
神
に
祈
る
と
、
太
陽
光
線
に
よ

り
彼
女
は
一
人
の
息
子
を
生
ん
だ
。
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ
ク
神
は
こ
の
子
の
誕

生
に
激
怒
し
、
新
生
児
を
と
ら
え
て
殺
し
、
解
体
し
た
。「
彼
は
殺
し
た

子
供
の
歯
を
撒
い
た
。
そ
こ
か
ら
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
生
え
た
。
事
実
、
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粒
は
歯
に
似
て
い
る
。
彼
は
肋
骨
と
骨
を
撒
い
た
。
そ
こ

か
ら
マ
ニ
オ
ッ
ク
が
生
え
た
。
そ
の
他
の
イ
モ
類
も
そ
こ
か
ら
生
え
た
。

肉
か
ら
は
カ
ボ
チ
ャ
、
パ
カ
エ
、
お
よ
び
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
作
物
と
樹

木
が
生
え
た
。」
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ
ク
は
こ
の
地
の
あ
ら
ゆ
る
食
用
植
物
の

起
因
者
で
あ
る
。

　

次
に
、
イ
ン
カ
リ
神
話
の
説
明
を
す
る
。
イ
ン
カ
リ
と
は
、
ケ
チ
ュ
ア

語
の
皇
帝
を
意
味
す
る
「
イ
ン
カ
」
に
ス
ペ
イ
ン
語
の
王
「
レ
イ
（
リ
）」

者
）
は
彼
の
尻
を
犯
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、
呪
文
七
〇
〇
に
は
「
彼
（
ゲ

ブ
）
の
男
根
は
彼
の
息
子
で
あ
る
後
継
者
の
尻
に
あ
る
」
と
記
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
物
語
の
祖
型
は
、
古
王
国
時
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い

た
。
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
パ
ピ
ル
ス
が
ま
と
め
ら
れ
る
よ
り
千
年

前
の
こ
と
だ
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
人
は
こ
の
物
語
を
よ
ほ
ど
気
に
入
り
、
護

身
や
脅
迫
の
文
言
と
し
た
。
違
反
者
に
「
ロ
バ
（
セ
ト
）
が
彼
を
犯
し
ま

す
よ
う
に
」
と
罵
る
事
例
は
、
新
王
国
時
代
後
期
の
落
書
き
か
ら
確
認
さ

れ
る
。
第
三
中
間
期
に
は
、
勅
令
に
反
す
る
者
へ
の
警
告
文
と
し
て
、
公

式
の
石
碑
に
記
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
神
話
の
地
平
か
ら
離
れ
た
文
学
に
お
い
て
、
同
性
「
愛
」

へ
の
言
及
は
わ
ず
か
に
二
例
あ
る
（『
王
ネ
フ
ェ
ル
カ
ー
ラ
ー
と
将
軍
サ

セ
ネ
ト
』、『
大
い
な
る
悦
び
の
言
葉
』
第
三
連
）。
そ
こ
に
は
、
同
性
行

為
へ
の
否
定
的
な
態
度
ど
こ
ろ
か
、
官
能
性
さ
え
認
め
ら
れ
る
。
性
に
ま

つ
わ
る
逸
脱
と
し
て
も
っ
と
も
非
難
さ
れ
た
の
は
、
不
倫
だ
っ
た
。『
死

者
の
書
』
第
一
二
五
章
に
は
、「
私
は
誰
か
の
妻
を
抱
か
な
か
っ
た
」
と

い
う
有
名
な
告
白
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
死
者
が
否
定
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
生
前
の
四
二
の
悪
行
の
一
つ
だ
。
こ
の
隣
に
は
性
交
に
ま
つ
わ
る
他

の
文
言
も
二
つ
三
つ
並
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
に
男
色
を
認
め
る
研
究
者

は
少
な
く
な
い
が
、
語
義
が
不
明
な
単
語
ば
か
り
で
、
立
証
で
き
な
い
。

結
局
、
世
俗
の
文
脈
で
、
同
性
愛
は
確
認
で
き
な
い
の
だ
。
と
は
い
え
、

『
レ
ビ
記
』
第
一
八
章
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
。
こ
れ
は
、
当
時
の
人
た
ち
の
寛
容
か
、
あ
る
い
は
無
関
心
か
。
お
そ

ら
く
、
同
性
愛
は
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
ず
に
、
社
会
の
周
辺
を
漂
う
存
在

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ラ
ウ
マ
（
＝
殺
害
お
よ
び
レ
イ
プ
と
い
う
象
徴
）
を
表
す
。
イ
ン
デ
ィ
オ

の
首
長
の
死
に
直
面
し
て
人
々
は
嘆
く
が
、
ス
ペ
イ
ン
国
王
が
ピ
サ
ロ
を

罰
す
る
た
め
、「
救
い
の
主
」
と
し
て
登
場
す
る
（
史
実
と
異
な
る
が
、

イ
ン
デ
ィ
オ
の
想
像
力
に
よ
り
救
済
が
も
た
ら
さ
れ
る
）。
結
末
の
形
は

違
え
ど
も
、
民
衆
劇
に
は
イ
ン
カ
リ
神
話
と
共
通
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ

る
（
イ
ン
カ
王
の
殺
害
と
そ
の
後
の
復
活
、
も
し
く
は
イ
ン
カ
王
の
殺
害

と
そ
の
後
与
え
ら
れ
た
ス
ペ
イ
ン
王
に
よ
る
救
済
）。
イ
ン
デ
ィ
オ
は
そ

の
よ
う
に
イ
ン
カ
王
の
殺
害
と
征
服
と
い
う
「
暴
力
」
を
解
釈
し
た
の
だ

と
わ
か
る
。

　

戦
争
で
負
け
て
敗
者
に
な
り
、
征
服
さ
れ
る
こ
と
の
暴
力
性
が
、
イ
ン

カ
リ
神
話
や
民
衆
劇
に
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

イ
ン
カ
王
の
復
活
と
い
う
救
済
と
癒
し
が
世
界
に
必
要
な
の
だ
。

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る
性
愛
と
暴
力

松
村
　
一
男

　

英
雄
ペ
ル
セ
ウ
ス
は
メ
ド
ゥ
ー
サ
退
治
や
、
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
救
出
な
ど

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
ア
ル
ゴ
ス
王
ア
ク
リ
シ
オ
ス
の
娘
ダ
ナ
エ

と
ゼ
ウ
ス
の
子
で
あ
る
。
ア
ク
リ
シ
オ
ス
は
孫
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
神
託

を
得
た
た
め
、
娘
に
男
を
近
づ
か
せ
な
い
よ
う
に
と
青
銅
の
部
屋
に
閉
じ

込
め
る
。
し
か
し
、
ゼ
ウ
ス
が
黄
金
の
雨
に
変
身
し
て
彼
女
に
降
り
注

ぎ
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
が
生
ま
れ
る
。
ア
ク
リ
シ
オ
ス
は
ダ
ナ
エ
と
ペ
ル
セ
ウ

ス
を
箱
に
閉
じ
込
め
て
海
に
流
す
が
、
箱
は
セ
リ
ポ
ス
島
に
流
れ
着
く
。

成
長
し
た
ペ
ル
セ
ウ
ス
は
島
の
王
に
対
し
て
見
た
者
を
石
と
化
す
と
い
う

ゴ
ル
ゴ
ン
の
首
を
取
っ
て
く
る
と
高
言
し
て
し
ま
う
。
ゴ
ル
ゴ
ン
は
三
姉

妹
で
、
末
っ
子
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
だ
け
が
不
死
で
は
な
か
っ
た
。
メ
ド
ゥ
ー

が
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
イ
ン
カ
王
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
神
話
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
構
造

を
持
つ
。
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
っ
て
斬
首
さ
れ
た
（
実
際
、
最
後
の
王
ア
タ

ワ
ル
パ
は
絞
首
刑
）
イ
ン
カ
王
の
頭
と
身
体
が
分
断
さ
れ
、
大
地
に
埋
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
成
長
し
て
お
互
い
に
結
び
つ
く
と
、
一
つ
の
完
全

な
身
体
と
し
て
甦
り
、
イ
ン
カ
王
と
彼
が
支
配
す
る
世
界
の
秩
序
が
復
活

す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
人
が
も
た
ら
し
た
の
は
世
界
の
無
秩

序
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
イ
ン
カ
王
の
身
体
の
分
断
と
い
う
モ
チ
ー
フ

に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
つ
か
植
物
が
成
長
す
る
よ
う

に
イ
ン
カ
王
の
身
体
が
成
長
し
再
び
統
合
さ
れ
、
先
住
民
が
救
わ
れ
る
日

が
や
っ
て
く
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
話
は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て

埋
め
る
と
一
個
の
完
全
体
に
な
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
根
茎
類
の
儀
礼
な
ど

が
ベ
ー
ス
に
あ
る
。

　

さ
て
、
今
日
行
わ
れ
て
い
る
民
衆
劇
は
、
Ｎ
・
ワ
シ
ュ
テ
ル
に
よ
れ

ば
、
現
在
に
生
き
る
過
去
で
あ
る
が
、
集
団
的
な
心
理
に
刻
み
込
ま
れ
て

永
続
化
し
て
い
る
要
素
を
研
究
す
る
た
め
の
資
料
に
な
る
。
現
代
の
民
衆

劇
を
通
じ
て
、
征
服
が
イ
ン
デ
ィ
オ
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
た
か
に
迫
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
民
衆
劇
は
、
一
五
三
三
年
、
ピ
サ
ロ
の
命
に
よ
っ

て
処
刑
さ
れ
た
最
後
の
イ
ン
カ
王
、
ア
タ
ワ
ル
パ
の
死
を
、
死
と
踊
り
の

題
材
と
し
て
、
ペ
ル
ー
と
ボ
リ
ビ
ア
の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
間
に
広
ま
っ
て
い

る
。
起
源
は
一
六
世
紀
に
遡
り
、
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
の
は
一
九
世
紀
で

あ
る
。
地
域
ご
と
に
幾
つ
か
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
の
概
要
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

　

イ
ン
デ
ィ
オ
の
首
長
ア
タ
ワ
ル
パ
が
ス
ペ
イ
ン
人
に
殺
さ
れ
る
（
劇
中

で
は
刺
殺
の
ち
斬
首
。
実
際
は
絞
首
刑
）。
こ
れ
は
、
敗
北
と
征
服
の
ト
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い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
魔
除
け
や
邪
視
を
防
ぐ
た
め
の
恐
ろ
し
い
顔
や
眼

は
世
界
中
に
見
ら
れ
る
。
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
首
（
ゴ
ル
ゴ
ネ
イ
オ
ン
）
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
首
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
胴
体
か
ら
切

断
さ
れ
た
の
か
と
い
う
関
心
か
ら
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
殺
し
の

神
話
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
有
翼
の
馬
ペ
ガ
ソ
ス
と
黄
金
児
ク
リ
ュ
サ

オ
ル
が
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
承
は
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
『
神
統
記
』
が
述
べ
て

お
り
、
前
八
世
紀
に
は
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
子
の
父
親
に
つ
い
て
は
、

ヘ
シ
オ
ド
ス
は
ポ
セ
イ
ド
ン
と
述
べ
て
い
る
。
ポ
セ
イ
ド
ン
は
ヒ
ッ
ポ
ス

「
馬
の
（
神
）」
と
い
う
尊
称
を
持
ち
、
デ
メ
テ
ル
と
馬
の
姿
で
交
わ
っ
た

と
い
う
伝
承
も
あ
り
、
馬
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い
た
。
切
断
さ
れ
た
メ
ド

ゥ
ー
サ
の
首
か
ら
出
現
し
た
子
の
一
方
は
天
上
的
な
馬
ペ
ガ
ソ
ス
で
あ

り
、
他
方
の
ク
リ
ュ
サ
オ
ル
の
家
系
は
怪
物
群
に
連
な
る
（
天
上
的
・
神

的
と
地
下
的
・
怪
物
的
の
対
比
）。
ポ
セ
イ
ド
ン
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
エ
ロ

ス
は
新
た
な
生
命
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ
は
普
通
の
出
産
の
形
態
は
と

ら
ず
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
の
暴
力
に
よ
っ
て
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
死
と
と
も
に
ペ
ガ

ソ
ス
と
ク
リ
ュ
サ
オ
ル
の
姿
で
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
に
よ

る
メ
ド
ゥ
ー
サ
殺
し
の
神
話
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
が

恐
ろ
し
い
姿
の
女
怪
物
で
な
お
か
つ
不
死
身
で
は
な
い
こ
と
が
必
要
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
メ
ド
ゥ
ー
サ
を
そ
う
い
う
姿
に
す
る
た
め
に
、
か

つ
て
美
し
か
っ
た
彼
女
が
性
的
に
潔
癖
な
ア
テ
ナ
の
神
域
で
ア
テ
ナ
と
敵

対
的
な
ポ
セ
イ
ド
ン
と
交
わ
り
、
ア
テ
ナ
の
怒
り
を
呼
び
、
罰
と
し
て
恐

ろ
し
い
姿
に
変
え
ら
れ
る
と
い
う
筋
書
き
が
作
り
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

サ
は
か
つ
て
美
し
く
、
ポ
セ
イ
ド
ン
に
愛
さ
れ
た
が
、
ア
テ
ナ
の
神
域
で

交
わ
っ
た
の
で
女
神
の
怒
り
を
買
い
、
恐
ろ
し
い
姿
に
変
え
ら
れ
た
。
体

内
に
は
ポ
セ
イ
ド
ン
と
の
子
が
生
ま
れ
な
い
ま
ま
留
ま
っ
て
い
た
。
ゼ
ウ

ス
の
子
で
あ
る
ペ
ル
セ
ウ
ス
は
神
々
か
ら
の
助
け
も
あ
っ
て
寝
て
い
る
メ

ド
ゥ
ー
サ
の
首
を
切
り
落
と
す
。
そ
し
て
首
を
持
ち
帰
る
途
中
、
エ
チ
オ

ピ
ア
の
王
女
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
が
海
の
怪
物
の
生
贄
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
場
に
遭
遇
す
る
。
彼
は
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
を
妻
に
す
る
と
い
う
条
件
で
、

怪
物
に
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
首
を
見
せ
て
石
に
し
て
退
治
し
、
彼
女
を
救
出
す

る
。
神
話
の
後
半
部
で
は
、
海
の
怪
物
退
治
と
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
の
獲
得
が

暴
力
と
エ
ロ
ス
の
つ
な
が
り
を
確
か
に
示
し
て
い
る
。
前
半
部
で
は
メ
ド

ゥ
ー
サ
殺
害
が
確
か
に
暴
力
で
あ
る
。
そ
し
て
ゼ
ウ
ス
が
黄
金
の
雨
に
な

っ
て
ダ
ナ
エ
に
降
り
注
ぎ
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
が
生
ま
れ
た
と
い
う
部
分
は
エ

ロ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
メ
ド
ゥ
ー
サ
殺
害
の
暴
力
と
黄
金
の
雨
の
ゼ
ウ
ス

と
い
う
エ
ロ
ス
の
間
に
は
神
話
論
理
の
つ
な
が
り
は
見
当
た
ら
な
い
。
と

す
れ
ば
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
殺
害
自
体
の
中
に
エ
ロ
ス
の
要
素
が
あ
る
べ
き
と

な
る
。
な
ぜ
メ
ド
ゥ
ー
サ
は
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
大
き
な
疑
問

で
あ
る
。
彼
女
と
姉
妹
た
ち
は
世
界
の
果
て
で
世
間
と
没
交
渉
で
暮
ら
し

て
い
る
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
は
わ
ざ
わ
ざ
押
し
か
け
て
寝
て
い
る
間
に
殺
す
の

だ
。
自
分
の
勇
気
を
誇
る
た
め
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
首
だ
っ
て
取
っ
て
く
る

と
大
言
壮
語
し
た
た
め
に
自
業
自
得
で
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と

い
う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
づ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
神
話

で
英
雄
が
世
界
の
果
て
に
い
る
事
実
上
は
「
無
害
」
な
女
怪
物
を
殺
す
理

由
は
お
そ
ら
く
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
メ
ド
ゥ
ー
サ
神
話
が
作
ら
れ
る
以
前
か

ら
す
で
に
後
に
こ
の
神
話
に
由
来
す
る
「
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
首
」
と
か
ゴ
ル

ゴ
ネ
イ
オ
ン
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
魔
除
け
の
顔
が
存
在
し
て
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発
表
で
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
男
性
の
同
性
愛
の
事
例
を
論
じ
、
ま

ず
、
新
王
国
時
代
の
神
話
『
ホ
ル
ス
と
セ
ト
の
争
い
』
を
取
り
上
げ
た
。

セ
ト
は
甥
の
ホ
ル
ス
の
尻
を
犯
そ
う
と
す
る
が
、
ホ
ル
ス
は
母
イ
シ
ス
の

助
言
で
、
尻
に
手
を
当
て
て
い
た
。
他
方
、
セ
ト
は
、
ホ
ル
ス
の
精
液
が

食
事
に
混
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
を
知
ら
ず
に
食
べ
て
し
ま
う
。
こ
の
神
話
に

は
官
能
性
は
な
く
、
暴
力
的
な
挿
入
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
序
列
に
関
わ

っ
て
い
る
。
セ
ト
と
ホ
ル
ス
の
神
話
よ
り
千
年
も
前
の
呪
文
文
書
に
も
同

様
の
物
語
の
断
片
が
見
ら
れ
る
。『
王
ネ
フ
ェ
ル
カ
ー
ラ
ー
と
将
軍
サ
セ

ネ
ト
』
に
は
官
能
性
も
見
ら
れ
る
同
性
愛
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

谷
口
は
、「
征
服
の
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
の
イ
ン
カ
リ
神
話
と
民
衆
劇
」

と
題
す
る
発
表
で
、
ペ
ル
ー
の
イ
ン
カ
リ
神
話
を
、
ペ
ル
ー
の
ハ
イ
ヌ
ウ

ェ
レ
型
神
話
で
あ
る
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ
ク
の
神
話
と
関
連
づ
け
て
、
そ
こ
に

見
ら
れ
る
暴
力
に
焦
点
を
当
て
た
。
パ
チ
ャ
カ
マ
ッ
ク
神
話
で
は
、
殺
さ

れ
、
解
体
さ
れ
た
新
生
児
の
身
体
か
ら
様
々
な
食
用
植
物
が
生
え
て
き

た
。
別
の
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
の
イ
ン
カ
リ
神
話
で
は
、
イ
ン
カ
王
は

斬
首
さ
れ
る
が
、
そ
の
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
身
体
（
バ
ラ
バ
ラ
に
し
た
じ

ゃ
が
い
も
を
植
え
る
農
耕
儀
礼
が
ア
ン
デ
ス
に
は
あ
り
、
王
の
身
体
は
植

物
神
の
隠
喩
で
あ
る
）
は
い
つ
か
統
合
さ
れ
、
復
活
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
現
在
上
演
さ
れ
て
い
る
民
衆
劇
で
も
、
イ
ン
カ
リ
神
話
は
演
じ
ら

れ
て
お
り
、
復
活
す
る
イ
ン
カ
王
に
よ
る
イ
ン
デ
ィ
オ
世
界
の
救
済
と
癒

し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

松
村
は
、「
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る
性
愛
と
暴
力
」
と
題
す
る
発
表

で
、
英
雄
ペ
ル
セ
ウ
ス
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
退
治
の
神
話
を
取
り
上
げ
た
。
ギ

リ
シ
ア
神
話
で
は
エ
ロ
ス
と
暴
力
と
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
ペ
ル

セ
ウ
ス
誕
生
で
は
、
ゼ
ウ
ス
が
黄
金
の
雨
と
な
っ
て
ダ
ナ
エ
に
注
ぐ
と
い

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

木
村
　
武
史

　

本
パ
ネ
ル
は
、
神
話
学
研
究
会
で
行
わ
れ
た
「
性
愛
と
暴
力
の
神
話
」

研
究
の
成
果
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

木
村
は
、「
北
米
先
住
民
神
話
に
み
る
性
愛
と
暴
力
」
と
題
す
る
発
表

で
、
北
米
南
西
文
化
圏
の
ホ
ピ
の
性
愛
の
神
話
の
中
で
も
ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ

ン
タ
タ
の
怪
物
の
神
話
伝
承
と
笛
吹
き
の
豊
饒
の
神
コ
コ
ペ
リ
を
取
り
上

げ
て
、
考
察
を
行
っ
た
。
ヴ
ァ
ギ
ナ
・
デ
ン
タ
タ
は
、
ユ
ン
グ
派
の
エ
リ

ッ
ヒ
・
ノ
イ
マ
ン
が
『
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
』
で
恐
ろ
し
い
母
の
一
側
面

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
コ
ペ
リ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

男
性
の
性
的
豊
穣
性
を
肯
定
す
る
一
方
、
女
性
の
性
的
力
を
ヴ
ァ
ギ
ナ
・

デ
ン
タ
タ
の
よ
う
な
怪
物
と
し
て
表
象
す
る
伝
承
と
は
無
関
係
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
を
論
じ
た
。

　

南
郷
は
、「
日
本
近
世
に
お
け
る
女
の
虐
殺
説
話
と
カ
ミ
―
お
菊
、
お

花
を
中
心
に
―
」
と
題
す
る
発
表
で
、
虐
待
さ
れ
殺
さ
れ
、
そ
し
て
祟
り

に
よ
り
イ
エ
を
絶
や
す
女
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
具
体
的
に
は
、『
山

陽
美
作
記
』
巻
八
に
あ
る
家
老
の
奥
方
に
無
惨
に
殺
さ
れ
た
花
の
話
、

『
古
今
犬
著
聞
集
』
の
菊
女
の
話
を
取
り
上
げ
た
。
花
の
物
語
の
場
合
、

歴
史
的
に
は
イ
エ
は
断
絶
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
物
語
と
し
て
は
イ
エ
が

断
絶
さ
れ
る
。
菊
の
死
後
、
母
が
井
戸
の
前
に
「
炒
っ
た
芥
子
」
を
撒

き
、
そ
れ
が
芽
吹
く
こ
と
で
菊
の
祟
り
の
現
前
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
物
語
の
背
後
に
は
、
祟
る
女
が
過
剰
な
愛
を
得
る
女
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
性
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
点
な
ど
か
ら
、
命
の
女
神
の
近
世
的

展
開
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。

　

深
谷
は
、「
同
性
愛
と
暴
力
―
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
事
例
―
」
と
題
す
る
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暦
の
思
想
史

代
表
者
・
司
会　

林　
　

淳

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

中
牧
弘
允

江
戸
時
代
の
暦
と
暦
注

林
　
　
　
淳

　

本
発
表
は
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
江
戸
時
代
の
暦
注
を
取
り

上
げ
、
貞
享
改
暦
前
後
の
暦
注
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
変
化
が

持
っ
て
い
た
意
味
を
考
察
す
る
。
今
ま
で
暦
注
の
研
究
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
暦
注
は
迷
信
を
助
長
す
る
も

の
、
意
味
の
な
い
も
の
と
い
う
通
念
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
暦
の
専
門

家
で
も
暦
注
に
は
迷
信
的
な
内
容
が
多
く
、
無
用
だ
と
い
う
見
解
は
あ

る
。
ま
た
研
究
者
の
間
で
は
江
戸
時
代
の
暦
注
は
変
更
な
く
継
続
し
た
と

漠
然
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
暦
注
は
な
か
な
か

研
究
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。
二
つ
の
基
本
的
な
点
を
確
認
し
て
お
く
。

第
一
に
、
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
か
ら
貞
享
暦
が
施
行
さ
れ
て
、
暦
の
統

一
が
な
さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
ま
で
地
方
暦
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
暦

注
も
ま
た
統
一
が
さ
れ
た
こ
と
。
第
二
に
、
幕
府
天
文
方
が
計
算
・
観
測

に
よ
っ
て
毎
年
の
暦
の
内
容
を
作
成
し
た
が
、
暦
注
の
部
分
は
京
都
に
い

た
土
御
門
家
、
幸
徳
井
家
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
。
し
か
し
第

二
点
は
再
考
の
余
地
は
あ
る
。

　

慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
京
暦
と
貞
享
二
年
京
暦
と
を
比
較
し
て
み

る
。
二
つ
の
暦
で
は
「
坎
日
、
五
墓
日
、
復
日
」
な
ど
の
凶
事
の
日
と

「
田
う
え
、
種
か
し
」
な
ど
農
事
に
関
す
る
暦
注
で
共
通
す
る
。
し
か
し

う
エ
ロ
ス
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
殺
し
と
の
間
の
繋
が
り
が
明
確
で
は
な
い
。
ペ

ル
セ
ウ
ス
・
メ
デ
ゥ
ー
サ
神
話
が
作
ら
れ
た
の
は
、
魔
除
け
の
顔
に
起
源

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
魔
除
け
と
し
て
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
首
が
あ
る
理
由
を
説

明
す
る
た
め
に
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
が
メ
ド
ゥ
ー
サ
を
殺
す
物
語
が
作
ら
れ

た
。
殺
さ
れ
た
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
胎
内
か
ら
は
、
ポ
セ
イ
ド
ン
と
の
子
で
あ

る
ペ
ガ
ソ
ス
と
ク
リ
ュ
サ
オ
ル
の
姿
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
神
話
の
場
合
に

も
、
根
底
で
は
エ
ロ
ス
と
暴
力
の
つ
な
が
り
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。
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方
の
渋
川
春
海
の
意
向
が
働
い
た
と
想
定
で
き
る
。
享
保
一
四
（
一
七
二

九
）
年
京
暦
か
ら
は
、
二
十
四
節
気
が
柱
建
て
さ
れ
、
節
・
中
が
す
べ
て

固
有
名
称
で
掲
載
さ
れ
、
昼
夜
の
刻
数
が
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
変
更
は
天
文
方
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
西
洋

天
文
学
に
基
づ
く
改
暦
に
意
欲
的
だ
っ
た
将
軍
吉
宗
の
意
向
を
想
定
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
発
表
を
ま
と
め
る
と
、
具
注
暦
に
由
来
す
る
凶
事
の
暦
注
の
一
部

は
、
貞
享
改
暦
以
降
も
採
用
さ
れ
た
が
、
農
業
・
醸
造
関
係
、
生
活
関
係

の
暦
注
が
多
数
追
加
さ
れ
た
。
二
十
四
節
気
が
柱
建
さ
れ
て
、
太
陽
暦
的

な
性
格
が
強
ま
っ
た
。
貞
享
改
暦
以
降
の
暦
は
、
凶
事
の
暦
注
を
取
り
込

み
つ
つ
も
吉
事
を
増
加
さ
せ
た
農
事
暦
で
あ
っ
た
。
凶
事
が
主
で
あ
っ
た

具
注
暦
か
ら
吉
事
を
多
く
し
た
生
活
密
着
の
農
事
暦
へ
と
い
う
転
換
が
改

暦
と
と
も
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

天
保
期
の
江
戸
暦
問
屋
と
大
小
暦
の
統
制

小
田
島
梨
乃

　

江
戸
幕
府
は
貞
享
改
暦
（
一
六
八
五
）
以
後
、
作
暦
を
天
文
方
主
導
に

一
本
化
し
、
地
方
の
暦
師
の
販
路
も
規
定
す
る
こ
と
で
暦
流
通
の
統
制
を

企
図
し
た
。
こ
れ
は
、
観
象
授
時
の
精
神
の
如
く
、
自
ら
の
支
配
体
制
の

象
徴
と
し
て
暦
の
流
通
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
実
際
は
、
作
暦
の
過
程
は
天
文
方
・
土
御
門
家
・
幸
徳
井
家

の
分
掌
体
制
で
あ
り
、
そ
の
主
導
者
も
流
動
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
方

暦
師
の
統
制
に
つ
い
て
も
頒
暦
者
の
指
定
の
み
に
留
ま
り
、
そ
の
後
発
生

し
た
各
暦
師
の
販
路
争
い
に
天
文
方
は
関
与
し
な
か
っ
た
。

　

本
発
表
で
取
り
上
げ
る
江
戸
に
お
い
て
他
の
地
域
と
大
き
く
異
な
る
点

共
通
し
な
い
暦
注
の
方
が
よ
り
多
く
あ
る
。
慶
安
四
年
京
暦
に
は
、
具
注

暦
に
由
来
す
る
「
遠
く
行
か
ず
、
人
弔
わ
ず
、
病
み
ず
、
病
問
わ
ず
、
夜

行
か
ず
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
平
安
貴
族
が
死
、
病
気
、
夜
を
恐
れ
て

禁
忌
と
し
た
時
代
の
名
残
で
あ
る
。
慶
安
四
年
京
暦
に
「
神
に
よ
し
、
仏

に
よ
し
」
と
あ
る
が
、
貞
享
二
年
京
暦
で
は
「
神
よ
し
」
と
あ
る
。「
神

に
よ
し
」
は
、
神
事
や
神
参
り
に
よ
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
神
よ

し
」
は
そ
の
日
が
吉
日
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
意
味
が
変
わ
る
。「
神
に

よ
し
、
仏
に
よ
し
」
は
寺
社
仏
閣
が
多
い
京
都
な
ら
で
は
の
暦
注
だ
と
考

え
て
よ
い
。
貞
享
二
年
京
暦
で
は
農
業
・
醸
造
関
係
の
暦
注
や
「
煤
は
ら

い
、
婿
と
り
、
家
建
」
な
ど
生
活
に
関
わ
る
暦
注
が
新
た
に
追
加
さ
れ

た
。
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
伊
勢
暦
と
貞
享
二
年
京
暦
と
比
較
す
る
と
、

共
通
点
が
多
く
あ
り
、
相
違
点
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
こ
か
ら
貞
享
二

年
京
暦
は
、
伊
勢
暦
の
暦
注
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
か

ら
も
貞
享
暦
の
巻
頭
の
図
や
記
載
法
が
、
伊
勢
暦
を
踏
襲
し
た
こ
と
は
指

摘
さ
れ
た
が
、
暦
注
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
伊
勢
暦
が
、
す

で
に
農
業
・
醸
造
関
係
や
生
活
に
関
わ
る
暦
注
を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
れ

を
貞
享
暦
は
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
暦
注
は
、
従

来
の
暦
注
と
は
異
な
っ
て
干
支
に
よ
る
規
則
性
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
季
節
に
従
っ
て
自
由
に
書
き
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
貞
享
二
年
京
暦

を
見
る
と
、
吉
事
を
表
す
「
神
よ
し
」「
大
み
ょ
う
」
が
多
く
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
貞
享
改
暦
前
後
で
、
二
十
四
節
気
が
ど
の
よ
う
に
暦
に
記
載
さ

れ
た
か
を
検
討
す
る
。
慶
安
四
年
京
暦
で
は
「
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立

冬
」
の
み
が
固
有
名
称
で
記
さ
れ
た
が
、
貞
享
二
年
京
暦
で
は
「
夏
至
、

冬
至
、
小
寒
、
大
寒
」
が
追
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
元
禄
九
（
一
六
九
六
）

年
京
暦
で
は
「
春
分
、
秋
分
」
が
追
加
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
の
追
加
も
天
文
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て
い
た
が
、
天
文
方
高
橋
作
左
衛
門
（
高
橋
景
保
）
の
意
向
を
汲
ん
で
取

締
り
対
象
に
加
え
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
交
換
用
の
暦
は
取
締
り
対
象

外
と
し
て
い
た
従
来
研
究
の
通
説
は
天
保
二
年
以
降
に
は
当
て
は
ま
ら
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
変
更
を
経
て
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）「
暦
似
寄
品
取
扱
候
者

十
八
人
名
前
舘
御
役
所
江
申
立
候
處
於
南
御
番
所
御
裁
許
ニ
相
成
候
一

件
」
で
は
、
暦
問
屋
が
実
際
に
販
売
さ
れ
て
い
た
大
小
暦
を
証
拠
品
と
し

て
町
年
寄
に
提
出
し
、
販
売
に
関
与
し
た
地
本
問
屋
・
板
木
屋
・
世
利
商

人
が
過
料
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
が
暦
違
法
出
版
の
唯
一
の
取
締
り
事

例
で
あ
る
訳
だ
が
、
こ
の
事
件
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
①
実
際
に
大
小

暦
が
（
恐
ら
く
本
事
例
以
前
に
も
）
違
法
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②
唯

一
の
取
締
り
も
、
暦
問
屋
の
訴
え
に
よ
る
受
動
的
な
取
締
り
で
あ
っ
た
こ

と
、
の
二
点
で
あ
る
。

　

以
上
の
史
料
分
析
を
通
し
て
、
今
ま
で
不
透
明
で
あ
っ
た
江
戸
に
お
け

る
暦
出
版
の
取
締
り
の
流
れ
を
確
認
し
、
取
締
り
対
象
の
変
遷
を
追
う
こ

と
が
で
き
た
。
実
際
に
取
締
り
が
行
わ
れ
た
天
保
期
に
お
い
て
も
、
幕
府

が
積
極
的
に
暦
の
違
法
出
版
を
取
り
締
ま
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
し

か
し
、
交
換
用
の
大
小
暦
の
違
法
化
の
背
景
に
天
文
方
の
意
向
が
あ
る
こ

と
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
た
。
当
時
の
天
文
方
の
動
向
と
暦
出
版
と
の
関

連
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

は
、
暦
出
版
の
販
路
に
お
け
る
宗
教
者
の
関
与
が
薄
い
点
で
あ
る
。
江
戸

以
外
の
地
域
の
暦
は
、
伊
勢
暦
な
ど
神
社
が
頒
布
す
る
も
の
、
京
暦
・
南

都
暦
な
ど
の
よ
う
に
陰
陽
師
由
来
の
暦
師
が
頒
布
す
る
も
の
が
殆
ど
だ

が
、
江
戸
に
お
い
て
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
以
降
に
暦
問
屋
の
開
板

受
付
が
行
わ
れ
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
以
降
は
問
屋
仲
間
十
一
人
の

版
権
が
様
々
な
問
屋
を
行
き
来
は
す
る
も
の
の
、
一
貫
し
て
地
本
問
屋
が

販
売
を
担
っ
た
。
幕
府
の
お
膝
元
で
あ
る
点
・
貞
享
改
暦
以
前
の
歴
史
を

持
た
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
江
戸
は
暦
出
版
の
統
制
を
し
や
す
い
環

境
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
江
戸
に
お
い
て
も
非
認
可
の
板
元
か
ら
出
版
さ
れ
る
暦
が
統

制
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
取
締
り
の
実
態
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
。
梅
田
千
尋
「
近
世
の
暦
統
制
と
町
触
」﹇『
史
窓
』
七
一
号
（
京
都

女
子
大
学
史
学
会
編
、
二
〇
一
四
年
）
二
三
―
三
二
頁
﹈
で
は
、
大
坂
・

京
都
と
比
べ
て
江
戸
は
頻
繁
に
暦
出
版
統
制
に
関
す
る
町
触
が
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
実
際
に
違
法
出
版
が
行
わ
れ
て
い
た
の

か
・
取
締
り
に
実
効
力
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。

　

今
回
の
発
表
で
は
、
江
戸
暦
問
屋
の
裁
判
記
録
で
あ
る
『
暦
記
録
』

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
を
分
析
し
、
史
料
で
確
認
で
き
る
唯
一
の
取
締

り
事
例
で
あ
る
天
保
期
（
一
八
三
〇
―
一
八
四
四
）
の
大
小
暦
の
違
法
出

版
を
考
察
し
た
。
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）「
板
木
屋
定
治
郎
一
件
」・

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）「
喜
多
村
御
役
所
江
預
書
差
上
候
坂
本
氏
略
暦

一
条
」
の
二
件
の
記
録
を
見
る
と
、
こ
の
二
事
例
を
境
に
暦
出
版
の
取
締

り
方
針
が
変
更
・
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
主
な
変
更
点
は
、
従

来
武
家
の
私
家
版
（
交
換
用
の
大
小
暦
の
類
）
は
取
締
り
対
象
外
と
さ
れ
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に
は
理
由
が
あ
る
。（
三
）神
社
が
官
社
に
列
格
さ
れ
る
と
、
多
く
の
場

合
、
そ
の
二
〜
三
年
後
に
暦
に
掲
載
さ
れ
始
め
た
。
つ
ま
り
暦
に
掲
載
さ

れ
た
例
祭
数
の
伸
長
は
、
近
代
社
格
制
度
に
則
っ
て
、
官
社
に
列
格
・
昇

格
さ
れ
た
神
社
の
増
加
に
伴
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
熊
野
速
玉
神
社
は
県

社
で
あ
っ
た
が
大
正
四
年
に
官
幣
大
社
に
昇
格
し
、
大
正
六
年
暦
か
ら
掲

載
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
官
社
へ
昇
格
し
て
初
め
て
、
暦
へ
掲
載
さ
れ
る

こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。（
四
）明
治
六
年
か
ら
三
五
年
暦
ま
で
は
、

官
幣
大
社
・
中
社
・
小
社
と
別
格
官
幣
社
の
官
幣
社
の
み
で
あ
っ
た
が
、

明
治
三
六
年
暦
か
ら
は
国
幣
大
社
・
中
社
・
小
社
の
国
幣
社
の
例
祭
も
加

え
て
記
載
さ
れ
始
め
た
た
め
、
こ
の
時
か
ら
暦
に
掲
載
さ
れ
た
例
祭
数
は

急
激
に
増
え
た
。
例
え
ば
、
浅
間
神
社
（
駿
河
）
は
、
明
治
二
一
年
に
県

社
か
ら
国
幣
小
社
に
昇
格
す
る
が
そ
の
時
点
で
は
な
く
、
明
治
三
六
年
暦

か
ら
掲
載
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
す
る
と
、（
五
）明
治

六
年
暦
に
は
例
祭
の
脱
漏
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
初
期
に
は
例
祭
日
の
移

動
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
次
第
に
脱
漏
も
移
動
も
ほ
と
ん
ど
無
く
な

り
、
記
載
方
法
の
厳
格
化
も
進
む
。
暦
に
は
社
格
制
度
に
則
り
官
社
に
列

格
さ
れ
た
神
社
の
例
祭
は
基
本
的
に
全
て
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
の
記
載
方

法
に
も
ル
ー
ル
が
形
作
ら
れ
て
い
く
。
例
祭
日
が
同
一
で
あ
る
神
社
は
、

（
六
）官
幣
社
の
大
中
小
、
国
幣
社
の
大
中
小
順
に
並
び
、（
七
）同
一
社
格

の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
列
格
の
早
い
順
に
記
載
さ
れ
た
。
ま
た（
八
）社

格
に
異
動
が
生
じ
る
と
、
同
一
例
祭
日
の
神
社
間
で
記
載
順
位
の
入
れ
替

え
が
な
さ
れ
る
。（
九
）別
格
官
幣
社
は
、
官
幣
小
社
の
後
、
国
幣
大
社
の

前
に
記
載
さ
れ
た
。

　

近
代
の
暦
に
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
巻
首
の
最
も
目
立
つ
と
こ
ろ
に
国

家
の
祝
祭
日
が
、
暦
日
の
欄
外
や
枠
内
に
歴
代
天
皇
の
忌
日
と
神
社
の
例

近
代
の
官
暦
と
神
社
の
例
祭
日

下
村
　
育
世

　

通
念
的
に
、
日
本
は
明
治
改
暦
を
機
に
東
ア
ジ
ア
で
最
初
に
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
を
採
用
し
、
暦
か
ら
日
取
り
の
吉
凶
を
占
う
暦
注
を
廃
し
、
い
ち
は

や
く
科
学
的
で
近
代
的
な
暦
を
用
い
は
じ
め
、
そ
の
ま
ま
現
代
に
至
る
と

理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
改
暦
後
の
暦
は
、
暦
面
に
太
陽
暦
で
推
算
さ

れ
た
皇
室
に
関
わ
る
祝
祭
日
を
新
た
に
登
場
さ
せ
、
さ
ら
に
歴
代
天
皇
の

忌
日
（
当
初
は
神
武
天
皇
か
ら
孝
明
天
皇
ま
で
）、
全
国
の
神
社
の
例
祭

日
も
加
え
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
科
学
的
な
事
項
だ
け
で
構
成
さ
れ
な

い
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
近
代
以
降
も
暦
は
国
家
の
統
制
下
に

置
か
れ
、
先
の
敗
戦
ま
で
官
暦
（
以
下
、
暦
と
し
て
官
暦
を
指
す
）
以
外

の
暦
の
流
通
は
禁
じ
ら
れ
た
。
明
治
一
五
年
以
降
、
暦
は
神
宮
司
庁
か
ら

公
的
に
頒
布
さ
れ
、
通
行
制
度
上
で
は
神
社
、
神
道
と
の
関
わ
り
が
看
取

し
や
す
く
な
る
。
し
か
し
暦
面
に
記
載
さ
れ
た
神
社
の
例
祭
日
は
、
近
代

日
本
の
暦
と
神
社
、
神
道
と
の
思
想
的
連
関
を
証
す
る
だ
け
で
な
く
、
神

宮
司
庁
に
よ
る
頒
暦
以
前
か
ら
の
そ
れ
ら
と
の
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
。

本
報
告
は
、
例
祭
日
掲
載
の
体
系
性
を
示
す
た
め
、
改
暦
直
後
の
明
治
六

年
暦
か
ら
最
後
の
官
暦
に
あ
た
る
昭
和
二
一
年
暦
上
の
神
社
の
例
祭
の
日

取
り
を
全
集
計
し
た
結
果
に
基
づ
く
。
以
下
、
そ
の
特
徴
を
挙
げ
る
。

　

暦
に
掲
載
さ
れ
た
例
祭
で
あ
る
が
、（
一
）明
治
六
年
暦
か
ら
掲
載
が
始

ま
り
、
昭
和
二
一
年
暦
（
二
百
社
以
上
）
ま
で
そ
の
数
は
伸
長
し
続
け

た
。
途
中
、
明
治
三
六
年
暦
で
急
激
に
数
を
増
や
す
。（
二
）海
外
神
社
の

例
祭
も
、
明
治
三
六
年
暦
に
台
湾
神
宮
の
台
湾
祭
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に

端
を
発
し
て
、
次
々
と
掲
載
さ
れ
始
め
る
。
暦
に
掲
載
さ
れ
た
例
祭
数
が

伸
長
し
続
け
た
こ
と
、
明
治
三
六
年
暦
か
ら
急
激
に
数
を
増
や
し
た
こ
と
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明
治
一
七
年
五
月
一
九
日
付
で
「
略
本
暦
類
似
ノ
モ
ノ
」
と
し
て
「
出
版

販
売
差
止
」
に
な
っ
た
。
明
治
一
六
年
版
は
一
時
的
に
版
権
を
獲
得
で
き

た
が
、
明
治
一
七
年
版
以
降
は
、
未
認
可
の
い
わ
ゆ
る
「
お
ば
け
暦
」
の

扱
い
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
様
式
の
面
か
ら
見
て
も

『
仏
暦
一
斑
』
は
、
明
治
六
年
版
よ
り
頒
暦
商
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
本

暦
・
略
本
暦
を
意
識
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
暦
に
記
載
さ
れ
た
暦
注
で

は
な
く
、
官
暦
に
記
載
さ
れ
た
官
幣
社
の
例
祭
日
に
対
抗
し
て
、
仏
教
各

宗
派
の
寺
社
の
年
中
行
事
や
祖
師
の
忌
日
な
ど
を
記
載
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
寺
院
行
事
は
、
旧
暦
の
紀
日
を
推
歩
し
て
陽
暦
を
示
し
、
概

ね
新
旧
併
記
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
四
天
王
寺
の
行
事
を
中
心
に
し
た
年

間
行
事
の
記
載
に
は
、
多
少
の
偏
り
は
見
ら
れ
る
が
全
体
と
し
て
は
、
主

要
な
仏
教
系
の
年
中
行
事
を
網
羅
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
営
み
の
蓄
積
が
、
後
の
『
仏
教
各
宗
綱
要
』
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
通
宗
派
の
「
日
本
仏
教
」
と
い
う
意
識
の
醸
成
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
各
版
の
仏
暦
に
は
年
間
日
数
×
上
下
段
に
相
当
す
る
数
（
七
〇

〇
件
以
上
）
の
主
要
な
仏
教
関
係
者
の
忌
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
忌
日
は
、「
天
台
宗
／
真
言
宗
／
浄
土
宗
／
禅
宗
／
真
宗
／
日
蓮
宗

／
時
宗
／
融
通
念
仏
宗
／
そ
の
他
」
に
分
類
整
理
さ
れ
、
各
派
の
忌
日
が

あ
ま
り
偏
る
こ
と
な
し
に
、
か
な
り
網
羅
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
大
日

本
仏
暦
会
社
は
四
天
王
寺
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
特
定
の
宗
派

と
は
一
定
の
距
離
を
保
つ
存
在
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
の
梵
暦
社

中
の
人
々
に
は
、
僧
侶
以
外
の
商
人
や
和
算
家
、
暦
師
な
ど
も
含
ま
れ
て

い
た
。『
仏
暦
一
斑
』
の
刊
行
に
関
わ
っ
た
人
々
は
、
宗
派
外
の
視
座
か

ら
広
く
仏
教
各
宗
・
各
派
を
俯
瞰
し
て
年
中
行
事
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で

祭
日
が
記
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
の
例
祭
日
を
右
の
よ
う
に
悉
皆
調
査
す
る

と
、
全
国
の
神
社
が
近
代
社
格
制
度
の
も
と
次
第
に
組
織
化
さ
れ
、
大
き

な
勢
力
と
な
り
一
定
の
社
会
的
地
位
を
占
め
る
様
子
を
時
系
列
で
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
近
代
の
暦
は
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
々
、
皇
室

の
祖
神
と
歴
代
天
皇
へ
の
崇
敬
を
求
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
刻
ん
で
い

た
。
官
暦
以
外
の
流
通
が
禁
じ
ら
れ
た
結
果
、
国
民
は
官
暦
の
蔵
す
る
時

の
秩
序
の
も
と
で
一
年
を
過
ご
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
近
代
日
本
の
暦

は
、
国
民
に
一
年
を
皇
室
や
神
社
の
祭
祀
を
基
軸
と
し
て
展
開
す
る
も
の

と
し
て
意
識
さ
せ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
た
と
言
え
る
。

仏
暦
の
忌
日
と
「
日
本
仏
教
」

岡
田
　
正
彦

　

明
治
一
六
年
暦
か
ら
官
暦
の
頒
布
が
神
宮
司
庁
に
一
本
化
さ
れ
る
状
況

の
も
と
で
、「
大
日
本
仏
暦
会
社
」
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
仏
暦
一
斑
』
に

は
、
聖
徳
太
子
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
各
派
の
祖
師
の
忌
日
や
主
要
な
寺

院
の
年
中
行
事
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、
新
た
に
発

掘
し
た
明
治
一
八
年
版
の
『
仏
暦
一
斑
』
を
明
治
一
六
年
版
・
明
治
一
七

年
版
と
比
較
し
な
が
ら
、
仏
暦
に
記
載
さ
れ
た
忌
日
と
年
間
行
事
を
確
認

し
、
仏
暦
頒
布
の
背
景
に
あ
っ
た
当
時
の
仏
教
言
説
に
つ
い
て
考
察
し

た
。

　

明
治
一
六
年
〜
一
八
年
版
の
『
仏
暦
一
斑
』
に
は
「
官
許
」
と
記
載
さ

れ
、
明
治
六
年
以
後
の
本
暦
・
略
本
暦
の
「
頒
暦
証
」
と
同
じ
よ
う
に
、

仏
暦
独
自
の
「
仏
暦
之
証
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
仏
暦
」
は
、
官

暦
に
対
抗
し
て
刊
行
さ
れ
た
暦
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
明
治
一
六
年
一
〇
月
三
日
に
提
出
さ
れ
た
出
版
届
は
、
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暦
は
語
れ
な
い
。
暦
は
国
家
と
か
文
明
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
不
可
分
の

関
係
に
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
価
値
観
や
世
界
観
に
深
く
根
ざ
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
「
思
想
」
と
し
て
把
握
で
き
る
し
、
そ
の
変
遷
を
た
ど

れ
ば
当
然
「
思
想
史
」
と
称
す
る
こ
と
も
適
切
で
あ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
は
明
治
改
暦
を
は
さ
ん
で
、
そ
の
前
後
に
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の

報
告
を
置
い
て
い
る
。
明
治
改
暦
は
太
陰
太
陽
暦
か
ら
太
陽
暦
へ
の
転
換

で
あ
っ
た
が
、
文
明
史
的
に
言
え
ば
中
国
文
明
か
ら
西
欧
文
明
へ
の
変
換

で
あ
っ
た
と
一
応
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
暦
の
脱
亜
入
欧
」「
旧

暦
か
ら
新
暦
へ
の
転
換
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
新
暦
の
普

及
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。
旧
来
の
シ
ス
テ
ム
が
強
固
に
機
能
し
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
新
シ
ス
テ
ム
の
浸
透
に
は
そ
れ
な
り
の
時
間
を
要
し

た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
旧
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
最
初
の
報
告
は
貞
享
改
暦
の
意
義
を
暦
注

か
ら
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
林
報
告
で
あ
る
。
貞
享
暦
は
本
朝
七
十
二
候
と
か

日
本
独
自
の
雑
節
を
置
く
な
ど
、「
日
本
初
」
の
暦
と
い
う
側
面
を
も
つ

が
、
天
文
暦
学
的
に
は
授
時
暦
の
日
本
版
と
い
っ
て
も
よ
い
程
度
の
改
変

し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
幕
府
は
な
ぜ
改
暦
に
踏
み
切
っ
た

か
。
こ
こ
に
暦
注
と
い
う
人
文
的
要
素
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。
林
は
吉
川

家
文
書
を
子
細
に
検
討
し
、
凶
事
の
暦
注
が
減
り
、
吉
事
の
暦
注
が
増
え

た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
理
由
を
農
業
・
醸
造
業
の
振
興
と
関
係
づ
け

た
。
有
職
故
実
の
世
界
か
ら
生
活
密
着
の
農
暦
（
農
事
暦
）
へ
と
転
換
さ

せ
る
目
的
が
あ
っ
た
と
見
た
の
で
あ
る
。
傍
証
と
し
て
、
伊
勢
暦
が
御
師

を
通
じ
、
農
業
神
で
あ
る
豊
受
大
命
を
ま
つ
る
外
宮
を
中
心
に
勧
農
活
動

を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
暦
注
の
簡
素

化
や
凶
日
の
減
少
は
労
働
日
数
を
ふ
や
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
言
え
な

き
た
の
だ
ろ
う
。
今
後
は
明
治
二
〇
年
代
以
降
の
仏
教
各
派
や
各
寺
院
か

ら
刊
行
さ
れ
た
暦
を
調
査
し
、
現
代
に
至
る
仏
暦
の
系
譜
と
仏
暦
を
刊
行

し
た
人
々
の
動
向
を
辿
っ
て
い
き
た
い
。

　

江
戸
時
代
の
暦
に
見
ら
れ
る
暦
注
は
排
除
し
た
う
え
で
、
官
暦
に
記
載

さ
れ
る
国
家
の
祝
祭
日
や
歴
代
天
皇
の
忌
日
、
全
国
の
神
社
の
例
祭
日
に

対
抗
し
て
記
載
さ
れ
た
『
仏
暦
一
斑
』
の
忌
日
や
年
中
行
事
に
は
、
日
本

＝
仏
教
国
と
い
う
意
識
を
も
と
に
し
た
「
日
本
仏
教
」
の
枠
組
み
と
そ
の

範
疇
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。
諸
宗
派
の
主
要
な
年
間
行
事
を
網
羅

す
る
記
載
を
見
れ
ば
、『
仏
暦
一
斑
』
が
対
象
と
す
る
「
仏
教
」
の
年
中

行
事
は
、
少
な
く
と
も
特
定
の
宗
派
に
偏
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
仏
事
を
網
羅
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
が
、
明
治
一
〇
年
代
の
仏
教
諸
派
の
全
体
的
な
動
向
を
知
る
う
え

で
、
極
め
て
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
多
彩
な
忌
日
は
釈
尊
か
ら
龍
樹
・
世
親
な
ど
を
経
て
、
中
国
仏

教
の
先
達
か
ら
日
本
の
仏
教
諸
宗
派
の
祖
師
に
連
な
る
系
譜
を
意
識
し
て

編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仏
暦
を
通
し
て
各
地
の
寺
院
の
忌
日
や
寺
院
行

事
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
思
想
の
展
開
や
組
織
機
構
の
変
遷
を

重
視
し
て
き
た
従
来
の
近
代
仏
教
研
究
と
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
近
代

日
本
に
お
け
る
仏
教
諸
宗
派
の
活
動
の
よ
り
実
践
的
な
側
面
に
目
を
向
け

る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

コ
メ
ン
ト

中
牧
　
弘
允

　
「
方
法
と
し
て
の
暦
」「
関
係
性
の
暦
研
究
」
は
言
い
え
て
妙
で
あ
る
。

天
文
暦
学
の
背
後
に
政
治
や
宗
教
が
隠
れ
て
お
り
、
人
文
を
抜
き
に
し
て
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い
か
。

　

神
道
と
仏
教
の
関
係
も
ま
た
興
味
深
い
。
岡
田
報
告
は
『
仏
暦
一
斑
』

を
用
い
て
こ
の
問
題
に
せ
ま
っ
た
。
と
く
に
忌
日
と
年
間
行
事
を
詳
し
く

検
討
し
た
こ
と
に
進
展
が
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
伊
勢
神
宮
に
対
抗
し
た

の
が
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
四
天
王
寺
と
い
う
構
図
が
興
味
深

い
。
暦
の
販
路
は
関
西
中
心
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。『
仏
暦
一
斑
』
は

三
年
で
差
止
と
な
っ
た
が
、
宗
派
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
暦
を
出
版
し
て
い
た

の
で
、「
日
本
仏
教
」
の
暦
は
挫
折
を
味
わ
い
、「
宗
派
仏
教
」
の
暦
だ
け

に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

林
　
　
　
淳

　

日
本
の
暦
の
研
究
に
は
、
天
文
学
者
の
渡
邊
敏
夫
と
日
本
史
学
者
の
岡

田
芳
朗
と
い
う
二
人
の
巨
人
が
い
て
、
未
刊
の
資
料
を
多
く
発
掘
し
紹
介

し
、
幅
広
い
視
野
を
も
っ
て
実
証
的
な
暦
の
研
究
を
行
っ
た
。
二
人
の
著

作
を
読
む
と
、「
す
べ
て
が
や
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
絶
望
感
に

陥
っ
た
研
究
者
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
著

作
を
繰
り
返
し
読
み
、
論
点
を
絞
っ
て
調
べ
て
い
く
と
、
二
人
の
先
人
も

す
べ
て
を
解
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
文
化
人
類
学
者

の
中
牧
弘
允
は
、
世
界
の
暦
文
化
を
視
野
に
い
れ
た
研
究
を
主
導
し
て
き

た
。
渡
邊
、
岡
田
が
時
間
軸
を
も
っ
て
暦
の
歴
史
を
解
明
し
た
が
、
中
牧

は
世
界
各
地
の
暦
文
化
の
歴
史
と
今
日
的
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
収
集

し
、
か
つ
情
報
を
提
供
し
て
い
る
（『
こ
よ
み
の
学
校
』。『
世
界
の
暦
文

化
事
典
』）。
中
牧
は
、
暦
そ
の
も
の
へ
の
関
心
よ
り
も
暦
を
通
し
て
文
化

や
情
報
が
交
差
す
る
あ
り
方
を
読
み
解
く
こ
と
に
関
心
を
も
つ
。
そ
れ

い
か
。
ま
た
、
二
十
四
節
気
の
柱
建
て
は
い
わ
ば
太
陽
暦
の
重
視
と
な
る

が
、
明
治
改
暦
に
多
少
な
り
と
も
道
を
開
い
た
、
あ
る
い
は
結
果
的
に
は

準
備
し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
。

　

小
田
島
報
告
は
江
戸
暦
問
屋
（
ギ
ル
ド
）
を
と
り
あ
げ
、『
暦
記
録
』

を
つ
か
っ
て
ギ
ル
ド
の
権
益
を
守
る
取
組
み
に
光
を
当
て
た
。
幕
府
の
町

触
や
『
暦
記
録
』
の
検
挙
例
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
違
反
や
抜
け
道
が

い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
違
反
は
略
暦
ば
か
り
で
あ
る

が
、
本
暦
の
例
は
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
と
い
う
の
も
、
土
御
門
家
が
本

暦
の
出
版
以
前
に
原
本
を
流
布
さ
せ
て
し
ま
う
横
流
し
の
例
が
あ
り
、
天

文
方
か
ら
若
年
寄
に
訴
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
ギ
ル
ド
の
思
想

と
は
何
か
。
観
象
授
時
の
思
想
と
は
異
な
る
が
、
幕
府
に
そ
も
そ
も
観
象

授
時
の
思
想
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
伊
勢
暦
や
三
嶋
暦
の
よ
う
に
寺
社

と
つ
な
が
っ
て
聖
性
を
確
保
す
る
の
と
は
違
い
、
江
戸
暦
問
屋
自
体
に
は

幕
府
以
外
に
聖
性
は
な
い
。
結
局
、
江
戸
の
暦
問
屋
は
明
治
改
暦
で
幕
府

と
ほ
ぼ
命
運
を
共
に
し
た
。

　

明
治
改
暦
か
ら
一
〇
年
間
、
伊
勢
の
御
師
や
江
戸
の
暦
問
屋
に
代
わ
っ

て
東
京
と
大
阪
の
頒
暦
商
社
が
頒
暦
を
担
っ
た
。
明
治
一
五
年
以
降
は
神

宮
司
庁
が
官
暦
の
作
成
・
頒
布
を
一
手
に
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
下

村
報
告
で
は
神
社
の
例
祭
と
そ
の
日
取
り
を
明
治
改
暦
か
ら
終
戦
ま
で
統

計
的
に
分
析
し
た
。
明
治
三
六
年
か
ら
例
祭
の
件
数
が
急
増
し
て
い
る
の

は
、
官
幣
社
に
国
弊
社
も
加
え
た
た
め
で
あ
る
。
暦
を
見
る
と
祝
祭
日
、

歴
代
天
皇
の
祭
日
、
神
社
の
例
祭
日
が
目
立
つ
と
こ
ろ
に
掲
載
さ
れ
、
い

わ
ゆ
る
天
皇
制
や
神
道
国
教
化
体
制
の
も
と
で
国
家
の
秩
序
が
統
制
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
気
づ
く
。
人
文
的
に
は
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
塗
り
固

め
ら
れ
て
い
た
の
で
、「
暦
の
和
魂
洋
才
」
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で
は
な
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フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
明
治
一
八
年
に
日
蓮

宗
関
係
の
行
事
が
増
え
て
い
る
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る

か
。
岡
田
は
、
日
蓮
宗
だ
け
で
な
く
ど
の
宗
派
に
お
い
て
も
そ
の
時
期
に

行
事
が
増
え
て
お
り
、
そ
の
行
事
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し

た
い
と
回
答
し
た
。
小
田
島
が
扱
っ
た
時
期
に
『
天
朝
無
窮
暦
』
を
書
い

た
平
田
篤
胤
の
江
戸
追
放
が
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
関
連
は
あ
っ
た
か
と
い

う
質
問
が
あ
っ
た
。
林
が
、
篤
胤
の
追
放
に
関
し
て
は
『
天
朝
無
窮
暦
』

の
内
容
よ
り
も
、
篤
胤
の
各
方
面
へ
の
画
策
行
動
が
、
幕
府
に
は
目
に
余

る
よ
う
に
な
っ
て
追
放
に
な
っ
た
と
い
う
遠
藤
潤
説
を
紹
介
し
た
。
小
田

島
は
、
違
法
出
版
の
訴
訟
の
ル
ー
ト
と
篤
胤
の
追
放
の
ル
ー
ト
は
別
で
あ

る
が
、
こ
の
時
期
の
天
文
方
が
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
事
実
は
あ
っ
た
と

答
え
た
。
パ
ネ
ル
全
体
に
対
し
て
、
暦
が
人
を
動
か
す
力
が
あ
り
、
現
代

に
お
い
て
も
国
家
が
行
う
教
育
の
四
月
始
ま
り
の
学
年
暦
の
影
響
は
大
き

い
が
、
現
代
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。

中
牧
は
、
四
月
始
ま
り
は
学
校
の
み
な
ら
ず
役
所
、
会
社
で
も
あ
り
、
お

祭
り
な
ど
を
中
心
と
す
る
地
域
独
特
の
暦
も
あ
り
、
様
々
な
暦
が
隠
然
と

し
た
影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。

は
、「
方
法
と
し
て
の
暦
」、「
関
係
性
の
暦
研
究
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
本
パ
ネ
ル
は
、
渡
邊
、
岡
田
に
学
び
、
し
か
し
彼
ら
よ
り
緻
密
に
論

点
を
深
掘
り
し
つ
つ
、
中
牧
の
「
方
法
と
し
て
の
暦
」
を
実
践
す
る
こ
と

を
目
的
に
し
て
い
る
。
本
パ
ネ
ル
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
暦
を
素
材
に

し
て
、
権
力
、
宗
教
、
出
版
文
化
、
学
知
、
世
界
観
と
の
関
係
を
重
視
し

て
、
暦
の
内
と
外
を
読
み
解
く
試
み
で
あ
る
。

　

林
淳
は
、
貞
享
改
暦
（
一
六
八
五
年
）
以
降
の
画
一
化
さ
れ
た
江
戸
時

代
の
暦
に
掲
載
さ
れ
た
暦
注
を
対
象
に
し
て
、
凶
事
の
多
い
暦
か
ら
吉
事

を
多
く
し
た
農
事
暦
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
小
田
島
梨
乃

は
、
大
小
暦
へ
の
幕
府
の
統
制
を
取
り
上
げ
、
幕
府
の
暦
出
版
統
制
を
問

い
直
す
。
本
発
表
で
は
、
暦
出
版
に
関
す
る
町
触
・
江
戸
暦
問
屋
の
裁
判

記
録
で
あ
る
『
暦
記
録
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
天
保
期
の
大
小
暦
の
違
法

出
版
を
考
察
し
た
。
下
村
育
世
は
、
近
代
の
官
暦
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
神

社
の
例
祭
日
を
調
査
し
て
、
同
日
の
例
祭
日
の
場
合
に
は
社
格
制
度
に
則

る
と
い
う
厳
格
な
規
則
に
基
づ
い
て
神
社
が
配
列
さ
れ
た
事
実
を
発
見

し
、
そ
の
意
味
を
論
じ
た
。
岡
田
正
彦
は
、
近
代
の
官
暦
に
対
抗
す
る
形

で
大
日
本
仏
暦
会
社
が
『
仏
暦
一
斑
』
を
刊
行
し
、
各
派
の
祖
師
の
忌
日

や
主
要
な
寺
院
の
行
事
を
掲
載
し
た
暦
を
発
行
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

中
牧
か
ら
各
発
表
者
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
が
な
さ
れ
た
が
、
コ
メ
ン
ト

の
内
容
に
関
し
て
は
中
牧
の
「
コ
メ
ン
ト
」
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
四

人
の
発
表
を
重
ね
て
い
く
と
、「
暦
の
明
治
維
新
―
貞
享
改
暦
か
ら
神
道

指
令
ま
で
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が

な
さ
れ
た
。
ま
た
明
治
維
新
後
に
お
い
て
官
暦
、
お
ば
け
暦
、
仏
暦
は
全

体
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
が
な
さ

れ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
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に
お
け
る
日
本
仏
教
者
た
ち
の
論
説
の
目
的
は
、
不
平
等
条
約
の
改
正
と

日
本
仏
教
の
近
代
性
の
喧
伝
と
い
う
二
つ
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
漢
語
仏
典
の
西
洋
世
界
へ
の
紹

介
と
い
う
目
論
見
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
試
論
を
提
示
し

た
。
日
本
の
仏
教
徒
た
ち
は
、
漢
語
仏
典
が
有
す
る
独
自
の
思
想
を
紹
介

す
る
こ
と
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
パ
ー
リ
仏
典
だ
け
で
は
な
く
、
漢
語

仏
典
に
も
意
義
が
あ
る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
日
本
で
大
成
功
に
終
わ
っ
た
よ
う
に
語
ら
れ
る
シ
カ
ゴ
万
国
宗

教
会
議
は
、
実
は
現
地
に
お
け
る
評
判
は
平
井
金
三
の
講
演
を
除
い
て
、

ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
日

本
仏
教
を
評
価
す
る
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
れ
が
、
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス

で
あ
る
。

　

ケ
ー
ラ
ス
は
「
大
乗
仏
教
は
、
哲
学
を
宗
教
に
変
え
、
否
定
的
に
表
現

さ
れ
た
実
在
を
肯
定
的
な
命
題
で
説
こ
う
と
試
み
る
、
一
歩
前
に
進
ん
だ

仏
教
な
の
だ
」
と
日
本
仏
教
の
論
説
を
高
く
評
価
し
た
。

　

ケ
ー
ラ
ス
は
「
科
学
の
宗
教
」
な
る
も
の
を
提
唱
し
て
い
た
。
彼
の
提

唱
す
る
「
科
学
の
宗
教
」
の
ね
ら
い
は
、
宗
教
と
科
学
を
対
立
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
科
学
と
し
て
の
宗
教
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
、
社
会
の
改
善

（
メ
リ
オ
リ
ズ
ム
）を
、
自
ら
が
提
唱
す
る
一
元
論
哲
学
を
動
力
と
し
て
達

成
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
っ
た
。
ケ
ー
ラ
ス
は
哲
学
と
宗
教
を
結
び
つ
け

る
こ
と
の
で
き
る
思
想
を
模
索
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
日
本
の

大
乗
仏
教
思
想
と
ケ
ー
ラ
ス
の
思
想
は
、
親
和
性
が
高
か
っ
た
。
ケ
ー
ラ

ス
は
自
身
の
哲
学
と
大
乗
仏
教
の
思
想
と
の
融
合
を
試
み
る
。
ケ
ー
ラ
ス

は
、
大
乗
仏
教
的
な
思
想
史
観
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
の
先

に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
包
摂
す
る
最
終
到
達
点
と
し
て
「M

ahāsetu

」
を

ア
メ
リ
カ
で
仏
教
を
語
る 

│
│ 

世
紀
転
換
期
の
日
本
人
仏
教
者
を
手
が
か
り
に 

│
│

代
表
者
・
司
会　

守
屋
友
江

ア
メ
リ
カ
禅
成
立
の
萌
芽 

│
│ 

シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
を
契
機
に 

│
│

嵩
　
　
宣
也

　

鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
―
一
九
六
〇
）
は
、
西
洋
世
界
に
禅
（Zen

）

を
広
め
た
人
物
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
代
表
作
で
あ
る
英
訳

『
大
乗
起
信
論
』
と
『
大
乗
仏
教
概
論
』
は
、
西
洋
世
界
へ
大
乗
仏
教
を

広
め
た
著
作
と
し
て
積
極
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。
た
し
か
に
、
鈴
木

大
拙
の
著
作
が
大
乗
仏
教
を
ア
メ
リ
カ
に
広
め
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
禅

を
広
げ
る
契
機
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で

禅
が
普
及
し
た
背
景
に
は
、
そ
れ
以
前
の
土
壌
も
重
要
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
報
告
で
は
、
鈴

木
大
拙
の
英
文
テ
キ
ス
ト
の
登
場
に
至
る
ま
で
に
日
本
の
仏
教
者
が
英
文

で
仏
教
を
ど
う
語
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
ど
う
受
容
さ
れ
た
か
に
注
目

す
る
。

　

日
本
の
仏
教
者
が
作
成
す
る
英
文
テ
キ
ス
ト
は
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会

議
以
前
ま
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
学
者
、
あ
る
い
は
神
智
学
に
携
わ
る

人
々
が
読
者
層
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
の
英
文
テ
キ
ス
ト
で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
学
の
文
脈
、
あ
る
い
は
神
智
学
の
文
脈
で
日
本
仏
教
が

ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
こ
の
点
が
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
日
本
仏
教
に
関
す
る
英
文
テ
キ
ス
ト
は
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教

会
議
を
契
機
に
転
換
点
を
迎
え
る
。
先
行
研
究
で
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
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動
を
紹
介
し
た
。

　

世
界
仏
教
徒
大
会
（
一
九
一
五
）
と
は
、
同
年
の
パ
ナ
マ
太
平
洋
万
国

博
覧
会
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た
宗
教
会
議
で
あ
る
。
在
米
の
日
本
仏
教

関
係
者
が
世
界
仏
教
連
合
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
て
企
画
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
実
質
的
に
は
発
起
団
体
や
出
席
者
の
大
半
を
日
本
側
が
占
め
て

お
り
、
そ
の
規
模
も
反
応
も
ご
く
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

最
終
日
に
採
択
さ
れ
た
決
議
に
は
当
時
の
排
日
運
動
に
関
す
る
項
目
が
組

み
込
ま
れ
て
お
り
、
シ
カ
ゴ
会
議
か
ら
約
二
〇
年
を
経
た
在
米
日
本
仏
教

の
課
題
や
、
日
系
移
民
社
会
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
会
議
と

な
っ
て
い
る
。

　

排
日
運
動
は
、
シ
カ
ゴ
会
議
と
同
年
、
一
八
九
三
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
市
日
本
人
学
童
排
斥
事
件
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
後
、
日
系
移
民
の

急
増
に
比
例
し
て
排
日
運
動
も
加
速
し
、
一
九
〇
八
年
に
は
日
米
紳
士
協

約
で
新
規
移
民
が
停
止
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
協
約
が
家
族
の
呼
び
寄

せ
を
認
め
た
た
め
、
家
族
単
位
の
移
民
が
増
加
、
永
住
志
向
が
高
ま
る
結

果
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
一
九
一
三
年
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
外
国

人
土
地
法
（
第
一
次
排
日
土
地
法
）
成
立
、
帰
化
不
能
外
国
人
で
あ
る
日

系
移
民
の
土
地
所
有
権
等
は
否
認
さ
れ
た
。
世
界
仏
教
徒
大
会
は
、
こ
う

し
た
排
日
運
動
の
渦
中
で
開
催
さ
れ
た
。

　

家
族
単
位
と
な
っ
た
移
民
一
世
に
は
、
二
世
の
教
育
と
い
う
新
た
な
問

題
も
生
ま
れ
た
。
い
か
に
し
て
二
世
に
ル
ー
ツ
を
伝
え
る
か
と
い
う
一
世

の
苦
悩
は
、
在
米
日
本
仏
教
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
二
世
の
ア
メ

リ
カ
化
は
、
将
来
的
な
在
米
日
本
仏
教
の
衰
退
を
意
味
す
る
。
二
世
を
仏

教
に
留
め
置
く
た
め
に
も
、
加
え
て
、
排
日
運
動
が
激
化
す
る
ア
メ
リ
カ

社
会
に
認
め
ら
れ
る
「
開
か
れ
た
布
教
」
に
脱
皮
す
る
た
め
に
も
、
本
格

提
唱
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
科
学
の
宗
教
と
大
乗
仏
教
を
架
橋
す
る
キ
ー

タ
ー
ム
こ
そ
が
、Suchness

で
あ
っ
た
。
ケ
ー
ラ
ス
のT

he G
ospel 

of Buddha

の
発
刊
後
、
こ
の
訳
語
は
、
ケ
ー
ラ
ス
と
釈
宗
演
と
の
間

で
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
六
年
に
ケ

ー
ラ
ス
は
「「God

」
を
「determ

inant of suchness of existence

」

と
定
義
す
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
が
宇
宙
の
性
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
」
と
述
べ
、
同
年
に
釈
も
「
仏
教
の
真
理
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
が
、

そ
の
現
れ
方
が
様
々
で
、
意
味
合
い
も
様
々
で
あ
り
、Suchness

は
そ

の
一
つ
で
あ
る
」
と
そ
の
意
味
を
定
義
す
る
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、
極
め

て
戦
略
的
に
、
両
者
が
こ
の
訳
語
を
使
用
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
の

文
脈
の
う
え
に
、『
大
乗
起
信
論
』
と
『
大
乗
仏
教
概
論
』
は
発
表
さ
れ

る
。
禅
の
キ
ー
タ
ー
ム
と
な
るSuchness

は
、
大
拙
が
二
人
の
師
（
釈

と
ケ
ー
ラ
ス
）
か
ら
受
け
継
い
だ
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
前
後
の
英
文
テ
キ
ス
ト
を
考

慮
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
禅
が
成
立
す
る
た
め
の
土
壌
は
、
あ
る
程
度
は
醸

成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

変
容
す
る
移
民
社
会
と
禅
布
教 

│
│ 

世
界
仏
教
徒
大
会
と
千
崎
如
幻
を
事
例
に 

│
│

末
村
　
正
代

　

本
発
表
で
は
、
一
九
一
五
年
の
世
界
仏
教
徒
大
会
を
指
標
と
し
て
、
二

〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
系
移
民
社
会
と
日
本
仏
教
布
教
の

変
容
に
つ
い
て
報
告
し
、
あ
わ
せ
て
、
新
し
い
布
教
形
態
を
提
示
し
た
先

駆
的
存
在
と
し
て
臨
済
宗
・
千
崎
如
幻
（
一
八
七
六
―
一
九
五
八
）
の
活
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た
。
社
会
の
上
層
に
「
神
秘
的
で
深
淵
な
東
洋
」
を
発
信
し
た
大
拙
ほ
ど

の
イ
ン
パ
ク
ト
は
な
か
っ
た
が
、
日
常
的
で
実
用
的
な
仏
教
を
求
め
る
層

に
、
現
実
的
な
教
理
と
実
践
を
示
し
た
そ
の
活
動
は
大
拙
と
は
力
点
を
異

に
し
、
後
に
よ
り
大
衆
化
さ
れ
て
い
く
東
洋
的
瞑
想
へ
と
つ
な
が
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

越
境
す
る
禅
者
・
佐
々
木
指
月
の
文
学
的
挑
戦
と
そ
の
時
代

堀
　
ま
ど
か

　

禅
者
・
曹
渓
庵
こ
と
佐
々
木
指
月
（
一
八
八
二
―
一
九
四
五
）
は
、
一

九
三
〇
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
米
国
第
一
禅
堂
を
創
設
し
、
そ
の
後
の
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
禅
ブ
ー
ム
に
影
響
を
与
え
た
先
駆
者
で
あ
る
。「
彫
刻

家
」↓「
詩
人
」↓「
禅
の
布
教
者
」
と
、
従
来
の
枠
組
を
越
え
て
芸
術
表
現

を
求
め
つ
づ
け
た
求
道
者
で
も
あ
り
、
多
面
的
で
特
異
な
顔
を
も
つ
境
界

者
と
い
え
る
。
指
月
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
や
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
ど
の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
運
動
に
触
れ
、
ど
の
よ
う
な
日

本
詩
壇
の
潮
流
の
な
か
で
自
ら
の
文
芸
表
現
を
探
っ
て
い
た
の
か
。
本
発

表
で
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
佐
々
木
指
月
の
文
学
的
活
動
と
表
現

に
つ
い
て
、
と
く
に
「
詩
」
に
お
け
る
言
葉
の
問
題
に
注
目
し
て
、
そ
の

時
代
背
景
を
確
認
し
な
が
ら
検
討
し
た
。

　

詩
歌
や
芸
術
は
、
西
欧
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
宗
教
的
価
値
観

と
密
接
に
交
差
し
て
発
展
し
て
き
た
が
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
の
比
較
宗

教
学
の
研
究
と
霊
性
思
想
や
東
洋
思
想
へ
の
趣
向
は
、
個
々
の
文
化
圏
の

詩
学
の
伝
統
に
も
多
大
な
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
欧

米
の
神
秘
主
義
・
象
徴
主
義
の
潮
流
は
、
イ
ン
ド
哲
学
研
究
や
日
本
趣
味

へ
の
隆
盛
と
重
な
る
形
で
う
ま
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
詩

的
な
英
語
布
教
へ
の
転
換
、
つ
ま
り
経
典
・
教
理
・
実
践
・
儀
礼
な
ど
布

教
に
必
要
な
一
式
を
英
語
で
整
備
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　

諸
宗
派
の
組
織
的
布
教
が
対
応
に
苦
慮
す
る
な
か
、
一
九
二
〇
年
代
と

い
う
比
較
的
早
い
段
階
で
英
語
布
教
・
ア
メ
リ
カ
人
開
教
に
着
手
し
た
の

が
臨
済
宗
で
あ
る
。
教
団
主
導
の
布
教
に
参
与
し
な
か
っ
た
臨
済
宗
、
と

り
わ
け
釈
宗
演
門
下
の
人
々
は
、
宗
派
の
事
情
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く

比
較
的
自
由
に
、
独
自
の
活
動
を
展
開
し
た
。
千
崎
如
幻
は
、
鈴
木
大
拙

と
同
時
期
に
円
覚
寺
で
修
行
し
、
一
九
〇
六
年
に
渡
米
、
西
海
岸
を
拠
点

に
約
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
開
教
に
従
事
し
た
宗
演
の
門
人
で

あ
る
。
小
規
模
な
が
ら
自
身
の
禅
堂
（
東
漸
禅
窟
）
を
開
設
し
、
ア
メ
リ

カ
人
へ
の
坐
禅
指
導
や
語
録
の
翻
訳
等
の
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。
特
筆
す

べ
き
は
、
弟
子
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
出
家
者
の
複
数
を
来
日
修
行
へ
と
導

き
、
禅
の
指
導
者
と
し
て
育
成
し
た
点
で
あ
る
。
大
拙
と
も
、
在
米
時
の

世
話
役
や
資
料
収
集
、
弟
子
の
来
日
手
配
等
の
面
で
連
携
し
て
い
た
。
同

門
で
思
想
的
に
も
近
接
し
て
い
た
千
崎
と
大
拙
で
あ
る
が
、
そ
の
英
語
布

教
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
、
つ
ま
り
禅
の
日
常
性
と
現
象
面
を
強
調
し

た
千
崎
に
対
し
て
、
禅
（
悟
り
）
の
非
日
常
性
と
超
越
面
に
比
重
を
置
い

た
大
拙
、
と
い
う
相
違
も
見
ら
れ
る
。

　

以
上
、
シ
カ
ゴ
会
議
以
降
、
主
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
日
系
移
民
社
会
と
日
本
仏
教
布
教
の
変
容
を
報
告
し
た
。
日
系
移
民
が

直
面
し
て
い
た
状
況
は
、
彼
ら
の
み
を
対
象
と
し
た
教
団
主
導
の
組
織
的

布
教
に
転
換
を
迫
り
、
以
後
「
仏
教
を
語
る
」
語
り
口
は
英
語
布
教
・
ア

メ
リ
カ
人
開
教
の
方
向
へ
と
舵
を
切
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た

な
か
で
臨
済
禅
が
他
宗
に
先
駆
け
て
飛
躍
し
た
背
景
に
は
、
禅
堂
を
構

え
、
市
井
の
ア
メ
リ
カ
人
に
直
接
指
導
し
た
千
崎
如
幻
ら
の
活
動
が
あ
っ
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一
方
、
随
筆
家
と
し
て
は
指
月
の
文
章
力
は
か
な
り
の
人
気
と
評
価
を

得
て
い
た
。『
中
央
公
論
』
の
文
芸
に
お
い
て
は
松
村
梢
風
や
田
中
貢
太

郎
と
と
も
に
《
三
羽
烏
》
と
称
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
も
《
最
も
垢
抜
け
》

し
て
い
た
と
も
語
ら
れ
た
。
随
筆
は
次
々
出
版
さ
れ
増
版
も
重
ね
て
、
渡

米
布
教
の
た
め
の
資
金
に
な
っ
て
い
た
。《
近
代
文
明
が
生
ん
だ
唯
一
の

随
筆
詩
人
》
と
い
わ
れ
た
指
月
に
よ
る
米
国
体
験
も
の
や
風
俗
描
写
は
、

「
こ
と
ば
」（
日
本
語
・
翻
訳
語
）
に
対
す
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
模
索

そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
台
頭
し
て
く
る
谷
譲
次
の
「
め
り
け
ん
も

の
」
に
先
駆
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
発
表
で
は
、
指
月
の
詩
作
を
、「
こ
と
ば
」
を
超
越
し
た
世
界
を
探

る
営
み
で
あ
り
、
禅
者
と
し
て
の
宗
教
的
本
質
を
追
究
す
る
一
つ
の
形
、

「
悟
り
」
を
求
め
る
一
つ
の
形
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
彼
の
放
浪
的

な
人
生
は
、
居
士
禅
者
の
生
き
方
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
彼
の

詩
学
や
表
現
は
極
め
て
孤
高
で
あ
り
斬
新
で
あ
り
、
か
つ
同
時
代
的
な
相

関
関
係
も
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

守
屋
　
友
江

　

本
パ
ネ
ル
は
、
禅
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
す
る
共
同
研
究

（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP20H

01192

）
に
携
わ
る
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
科
研
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
半
ば
に
開
催
さ
れ
た

国
際
的
宗
教
会
議
を
手
が
か
り
と
し
て
、
禅
仏
教
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
捉

え
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
中
間
報
告
で
あ
り
、
一

八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
を
嚆
矢
と
し
て
、
世
紀
転
換
期
に
渡

米
し
た
日
本
人
仏
教
者
の
言
説
を
主
な
事
例
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏

人
を
目
指
し
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
若
い
日
本
人
た
ち
の
詩
学
と
宗
教
意

識
の
あ
い
だ
の
関
係
は
絡
み
合
っ
て
い
る
。
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
（
一

八
九
三
年
九
月
）
の
直
後
に
渡
米
し
て
、
加
州
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
英
詩
人

と
し
て
成
功
を
つ
か
む
野
口
米
次
郎
も
、
一
九
一
三
年
に
非
西
洋
人
初
の

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
す
る
タ
ゴ
ー
ル
も
、
と
も
に
東
洋
の
宗
教
性
の

表
現
と
無
関
係
で
は
な
い
。
佐
々
木
指
月
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
潮
流
を

背
景
に
し
て
、
日
米
を
行
き
来
し
な
が
ら
禅
を
芸
術
的
表
現
の
な
か
に
体

現
さ
せ
る
こ
と
に
心
血
を
そ
そ
い
で
い
た
一
人
な
の
で
あ
る
。

　

指
月
は
、
一
九
〇
六
年
に
臨
済
宗
の
僧
侶
・
釈
宗
活
の
移
住
計
画
に
従

っ
て
渡
米
し
て
、
釈
ら
が
帰
国
し
た
後
も
ア
メ
リ
カ
に
と
ど
ま
る
が
、
生

活
に
困
窮
し
、
次
第
に
、
彫
刻
や
絵
画
よ
り
も
お
金
の
か
か
ら
な
い
詩
作

に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
一
四
年
ご
ろ
か
ら
日
本
の
雑
誌
『
国
民

文
学
』
に
詩
を
寄
稿
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
一
六
年
に
は
第
一
詩
集

『
望
郷
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
一
九
年
に
帰
朝
す
る
ま
で
は
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
グ
リ
ニ
ッ
チ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に
住
ん
で
、
芸
術
家
や
舞
踊
家

や
オ
カ
ル
テ
ィ
ス
ト
ら
と
交
流
し
て
、
現
地
の
雑
誌
に
李
白
の
英
訳
を
寄

稿
し
た
り
す
る
な
ど
、
米
国
の
先
端
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
運
動
の
一
端
に

も
触
れ
て
い
た
。
た
だ
、
米
国
の
詩
風
に
も
距
離
を
感
じ
、
日
本
詩
人
た

ち
の
詩
作
に
も
共
鳴
で
き
ず
、「
禅
」
を
自
ら
の
中
核
に
据
え
て
い
た
指

月
は
ひ
と
り
孤
独
な
道
を
進
ん
だ
。
指
月
の
詩
は
、
現
在
の
観
点
か
ら
み

る
と
じ
つ
に
魅
力
が
あ
っ
た
が
、
当
時
の
象
徴
主
義
詩
か
ら
口
語
自
由

詩
、
民
衆
詩
派
へ
と
続
く
大
正
期
の
日
本
詩
壇
の
傾
向
や
趣
向
と
は
異
質

で
あ
っ
た
。
軌
道
か
ら
外
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
日
本
に
帰
国
し
て
し
ば

ら
く
し
て
刊
行
し
た
第
二
詩
集
『
言
葉
の
鳥
籠
』（
一
九
二
二
年
）
に
は
、

混
乱
と
失
望
が
あ
き
ら
か
に
現
れ
て
い
る
。
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伝
道
を
行
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
先
駆
者
の
一
人
、
千
崎
如
幻
の
西

海
岸
で
の
活
動
と
著
述
を
分
析
し
た
。
彼
は
市
井
の
ア
メ
リ
カ
人
に
坐
禅

を
指
導
し
、
日
本
の
鈴
木
た
ち
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ

人
仏
教
徒
が
渡
日
し
修
行
を
行
う
協
同
体
制
を
築
い
て
い
っ
た
。
鈴
木
の

説
く
禅
に
比
べ
、
日
常
的
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
禅
を
教
え
た
千
崎
の

禅
を
、
末
村
は
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
禅
ブ
ー
ム
の
特
徴
を
先
取
り
し
て
い
た

と
位
置
づ
け
た
。

　

堀
ま
ど
か
は
、
国
境
を
越
え
、
ま
た
文
学
と
宗
教
と
い
う
枠
組
み
を
超

え
て
表
現
し
つ
づ
け
た
禅
者
・
佐
々
木
指
月
の
、
彫
刻
家
↓
詩
人
↓
禅
の

布
教
者
と
い
う
多
彩
な
創
作
活
動
と
宗
教
的
求
道
が
切
り
結
ぶ
世
界
を
明

ら
か
に
し
た
。
佐
々
木
は
、
当
時
の
日
本
詩
壇
で
注
目
さ
れ
な
が
ら
も
そ

こ
に
飽
き
足
ら
ず
、
渡
米
後
に
芸
術
家
や
オ
カ
ル
テ
ィ
ス
ト
と
交
流
し
た

り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
運
動
に
ふ
れ
た
り
す
る
中
で
、

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
模
索
を
続
け
る
「
境
界
者
」
で
あ
っ
た
。
作
品
分

析
を
通
し
て
、
堀
は
佐
々
木
に
と
っ
て
の
詩
作
が
文
学
と
宗
教
的
本
質
を

追
究
す
る
求
道
の
営
み
で
あ
り
、
そ
の
孤
高
性
が
斬
新
な
作
詩
に
つ
な
が

っ
た
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。

　

発
表
後
の
総
括
は
守
屋
友
江
が
行
い
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
禅
仏
教
受

容
の
系
譜
を
学
際
的
に
明
ら
か
に
す
る
意
義
を
述
べ
た
。
フ
ロ
ア
と
の 

質
疑
応
答
で
は
、
論
者
に
よ
り
異
な
る
「Suchness

」
の
解
釈
と
英
訳

の
変
化
が
も
つ
意
味
、
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
場
合
の
「
心
理

学
」
の
内
容
、
佐
々
木
に
と
っ
て
禅
と
詩
作
が
不
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
、

「spiritual
」
な
ど
の
用
法
と
初
出
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
後
、
こ
れ
ら
の
質
疑
や
コ
メ
ン
ト
を
活
か
し
て
研
究
を
深
め
る
こ
と
と

し
た
い
。

教
を
め
ぐ
る
語
り
の
系
譜
を
多
角
的
に
考
察
し
た
。

　

先
行
研
究
で
は
、
仏
教
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
際
、
釈
宗
演
な
ど
一

部
の
シ
カ
ゴ
会
議
参
加
者
や
鈴
木
大
拙
ら
に
関
心
が
集
中
し
て
き
た
が
、

こ
こ
で
は
研
究
対
象
の
裾
野
を
広
げ
た
。
渡
米
し
た
多
く
の
日
本
人
仏
教

者
が
、
日
米
間
を
跨
い
で
相
互
に
協
同
し
て
果
た
し
た
役
割
を
、
漢
語
仏

典
の
翻
訳
、
在
米
日
本
人
移
民
社
会
で
の
仏
教
徒
の
取
り
組
み
と
そ
の
布

教
活
動
の
変
遷
、
そ
し
て
詩
作
な
ど
文
学
活
動
の
例
か
ら
具
体
的
に
明
ら

か
に
し
た
。
ホ
ス
ト
社
会
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
の
肯
定
的
・
否
定
的
な
歴

史
的
背
景
を
踏
ま
え
、
仏
典
翻
訳
か
ら
文
学
ま
で
を
含
め
た
多
彩
な
活
動

に
着
目
し
、
日
本
仏
教
と
り
わ
け
禅
が
ア
メ
リ
カ
で
普
及
拡
大
し
て
い
く

過
程
を
学
際
的
な
手
法
で
描
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

嵩
宣
也
は
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
を
契
機
に
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
仏
教
学
が
依
拠
す
る
パ
ー
リ
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
仏
典
か
ら
、
漢

語
仏
典
に
依
拠
し
た
大
乗
仏
教
を
欧
米
人
へ
向
け
て
発
信
す
る
と
い
う
パ

ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
と
い
う

仏
教
賛
同
者
が
編
集
長
を
務
め
る
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ト
出
版
社
か
ら
、
漢
語

仏
典
に
基
づ
く
雑
誌
論
説
が
発
表
さ
れ
、
鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
起
信
論
』

『
大
乗
仏
教
概
論
』
も
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
思
想
史
的
状
況

か
ら
、
嵩
は
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
禅
が
普
及
す
る
た
め
の
思
想
的

土
壌
が
、
シ
カ
ゴ
会
議
後
か
ら
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

末
村
正
代
は
、
ま
ず
一
九
一
五
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
開
催
さ
れ

た
世
界
仏
教
徒
大
会
に
参
加
し
た
日
本
人
仏
教
者
の
言
説
を
も
と
に
、
シ

カ
ゴ
会
議
以
降
の
在
米
日
系
移
民
社
会
と
伝
道
様
式
の
変
化
を
考
察
し

た
。
一
方
、
組
織
的
に
僧
侶
派
遣
を
し
た
諸
宗
派
と
異
な
り
、
臨
済
宗
円

覚
寺
派
の
釈
宗
演
門
下
の
禅
者
が
、
孤
軍
奮
闘
で
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
英
語
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グ
リ
ー
フ
と
「
あ
い
だ
」
の
時
空

代
表
者
・
司
会　

安
藤
泰
至

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

葛
西
賢
太

グ
リ
ー
フ
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
い
だ
」
性

安
藤
　
泰
至

　
「
い
つ
ま
で
も
時
間
が
止
ま
っ
た
ま
ま
」「
世
の
中
か
ら
私
が
す
っ
ぽ
り

抜
け
て
し
ま
っ
て
、
別
の
時
間
・
空
間
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た

か
の
よ
う
だ
」。
深
い
喪
失
、
グ
リ
ー
フ
の
さ
な
か
に
あ
る
人
々
は
し
ば

し
ば
こ
う
し
た
言
葉
を
口
に
す
る
。
そ
こ
か
ら
抜
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
耐
え
難
い
痛
み
や
悲
し
み
の
感
情
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
こ
う
し
た
言

葉
は
、「
日
常
」
を
営
む
こ
と
の
不
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
他
方
で
、

江
藤
淳
が
『
妻
と
私
』
で
描
い
た
妻
の
看
取
り
体
験
や
、
亡
く
な
っ
た
子

ど
も
の
部
屋
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
家
族
、
あ
る
い
は
亡
き
人
の
遺
影

と
と
も
に
裁
判
に
臨
む
さ
ま
ざ
ま
な
被
害
者
遺
族
の
姿
に
表
れ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
う
し
た
日
常
と
は
別
の
時
間
・
空
間
が
「
い
つ
ま
で
も
続
い
て

ほ
し
い
時
間
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
あ
る
種
の
癒
し
と
し
て
、
日
常
を
生

き
る
力
の
源
泉
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
リ
ー

フ
に
お
け
る
日
常
か
ら
離
脱
し
た
時
空
の
存
在
は
、
か
つ
て
の
当
た
り
前

の
日
常
を
不
可
能
に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
自
体
が
新
し
い
日
常
を
支
え
る
力

に
も
な
っ
て
い
く
。
い
わ
ば
、
日
常
の
時
空
と
そ
の
よ
う
な
別
の
時
空
の

「
あ
い
だ
」
を
往
還
す
る
こ
と
で
グ
リ
ー
フ
と
い
う
営
み
が
進
行
し
て
い

く
の
だ
。
グ
リ
ー
フ
の
「
あ
い
だ
」
性
を
め
ぐ
る
本
パ
ネ
ル
を
企
画
す
る

ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
事
態
の
両
面
性
の
認
識
で
あ
っ
た
。

　

発
表
者
の
本
学
会
デ
ビ
ュ
ー
は
、
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
中
に
フ

ロ
イ
ト
の
「
喪
の
作
業
」
概
念
を
も
と
に
彼
の
宗
教
論
を
読
み
解
い
た
研

究
発
表
だ
っ
た
（「
精
神
分
析
の
宗
教
的
文
脈
」
一
九
八
六
年
）。
そ
の
三

年
後
に
両
親
を
相
次
い
で
亡
く
し
、
二
十
代
の
九
年
間
で
自
分
以
外
の
家

族
四
人
の
す
べ
て
と
死
別
す
る
と
い
う
経
験
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
グ

リ
ー
フ
の
問
題
は
今
日
に
至
る
ま
で
発
表
者
に
と
っ
て
研
究
及
び
人
生
の

大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
産
科
医
の
打
出
喜
義
と
の
共
著

論
文
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
可
能
性
―
医
療
は
遺
族
の
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
を

サ
ポ
ー
ト
で
き
る
の
か
？
」（
安
藤
・
高
橋
編
『
シ
リ
ー
ズ
生
命
倫
理
学

４

』
所
収
、
二
〇
一
二
年
）
を
除
け
ば
、
発
表
者
が
グ
リ
ー
フ
や
グ
リ
ー

フ
ケ
ア
そ
の
も
の
を
直
接
に
論
じ
た
も
の
は
な
い
が
、
納
得
し
が
た
い
妻

の
死
の
経
験
を
も
と
に
独
自
の
「
死
者
」
論
で
医
療
批
判
・
宗
教
批
判
を

行
っ
た
歴
史
学
者
・
上
原
專
祿
を
あ
る
種
の
「
生
命
倫
理
」
思
想
の
先
駆

と
し
て
取
り
上
げ
た
編
著
『「
い
の
ち
」
の
思
想
を
掘
り
起
こ
す
』（
二
〇

一
一
年
）
を
は
じ
め
、
発
表
者
が
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
思

想
家
に
は
、
自
ら
の
深
い
グ
リ
ー
フ
体
験
が
そ
の
思
想
の
誕
生
や
転
換
点

に
大
き
な
働
き
を
し
て
い
る
人
物
が
多
い
（
フ
ロ
イ
ト
・
土
居
健
郎
・
秋

元
寿
恵
夫
・
糸
賀
一
雄
な
ど
）。

　

ま
た
発
表
者
は
、
約
二
五
年
間
、
大
学
医
学
部
に
籍
を
置
き
な
が
ら
、

生
命
倫
理
の
諸
問
題
を
宗
教
学
・
宗
教
哲
学
か
ら
ど
の
よ
う
に
問
え
る
の

か
を
考
え
て
き
た
が
、
そ
の
過
程
で
発
表
者
が
行
っ
て
き
た
「
生
命
倫
理

学
」
批
判
に
は
、
グ
リ
ー
フ
の
問
題
が
深
い
底
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

最
近
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
生
殖
補
助
技
術
や
出
生
前
診
断
に
せ
よ
、

安
楽
死
や
臓
器
移
植
に
せ
よ
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
命
倫
理
の
問
題
は
人
間
の

生
老
病
死
（
あ
る
意
味
で
は
す
べ
て
が
喪
失
体
験
で
あ
り
、
グ
リ
ー
フ
だ
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し
た
が
、
そ
の
最
期
の
日
々
に
お
い
て
は
、「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
話
し
合

う
」
と
い
う
夫
婦
の
そ
れ
ま
で
の
ス
タ
イ
ル
の
ま
ま
に
、
避
け
ら
れ
な
い

死
別
の
悲
し
み
や
、
葬
儀
の
段
取
り
、
夫
の
死
後
の
発
表
者
の
暮
ら
し
な

ど
が
率
直
に
語
り
合
わ
れ
た
。
そ
こ
に
至
る
に
は
四
つ
の
要
因
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
延
命
を
目
的
と
し
た
治
療
に
限
界
が
き
た
こ
と
を
医
療
者
が
本

人
と
家
族
に
配
慮
を
も
っ
て
明
確
に
伝
え
、
そ
れ
が
誤
解
な
く
理
解
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
医
師
の
説
明
が
曖
昧
で
あ
れ
ば
、
本
人
や
家
族
が
現
状

を
把
握
せ
ず
非
現
実
的
な
期
待
を
抱
き
続
け
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、「
縁
起
で
も
な
い
こ
と
言
わ
な
い
で
」
の
よ
う
に
、
死
の
話
題

を
避
け
よ
う
と
す
る
親
族
が
周
囲
に
い
な
か
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
延
命

目
的
の
治
療
を
終
え
て
在
宅
療
養
に
移
行
し
た
あ
と
、
思
い
が
け
な
く
症

状
が
落
ち
着
い
た
状
態
で
約
二
ヶ
月
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、
死
が
近

い
と
い
う
状
況
に
慣
れ
る
だ
け
の
時
間
の
余
裕
が
あ
り
、
死
や
死
後
の
話

題
が
日
常
会
話
化
し
た
こ
と
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
因
を
下
支
え
し
た
第
四
の
要
因
と
し
て
、

本
人
と
家
族
の
心
身
の
安
寧
が
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

病
院
に
お
け
る
延
命
を
目
的
と
し
た
治
療
と
穏
や
か
な
旅
立
ち
の
準
備
を

す
る
在
宅
医
療
の
両
方
で
、
発
表
者
と
夫
は
、
最
期
ま
で
納
得
感
を
持
ち

な
が
ら
適
切
な
医
療
を
安
全
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。

医
療
者
た
ち
と
の
人
間
的
な
交
流
も
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
幸
運
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
医
療
者
、
特
に
医
師
の
学
部

教
育
や
初
期
訓
練
は
、
種
々
の
病
的
状
態
に
つ
い
て
原
因
を
同
定
し
、
原

因
に
見
合
っ
た
治
療
的
介
入
を
行
い
、
問
題
を
解
決
（
少
な
く
と
も
軽

減
）
す
る
と
い
う
流
れ
で
行
な
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
医
師
た
ち
は

と
も
言
え
る
）
に
直
接
か
か
わ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
生
命
倫
理

学
」
の
言
説
は
発
表
者
が
批
判
し
て
き
た
よ
う
に
、
自
己
決
定
や
情
報
提

供
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
問
題
が
孕
ん
で
い
る
根
本
的
な

「
い
の
ち
へ
の
問
い
」
を
塞
ぎ
、
棚
上
げ
に
し
て
き
た
面
が
大
き
い
。
ガ

ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
に
よ
る
「
問
題
（
プ
ロ
ブ
レ
ー
ム
）」
と
「
神
秘

（
ミ
ス
テ
ー
ル
）」
の
区
別
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
命
倫
理
学
が

グ
リ
ー
フ
の
「
あ
い
だ
」
性
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
神
秘
」、
す
な
わ
ち

そ
れ
を
問
う
者
自
身
が
そ
の
問
い
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
者
自
身
の
生
に

よ
っ
て
し
か
そ
れ
に
応
答
で
き
な
い
よ
う
な
「
い
の
ち
へ
の
問
い
」
を
、

技
術
や
手
続
き
に
よ
っ
て
解
決
可
能
な
「
問
題
」
に
還
元
し
て
き
た
こ
と

に
よ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
発
表
者
も
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
で
発
言
を
行
っ

た
京
都
Ａ
Ｌ
Ｓ
女
性
嘱
託
殺
人
事
件
を
め
ぐ
っ
て
も
、「
問
題
」
へ
の
対

処
と
し
て
の
安
楽
死
の
是
非
を
問
う
以
前
に
、
ま
ず
は
亡
く
な
っ
た
人
の

死
を
悼
む
こ
と
、
そ
の
人
が
自
ら
死
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
グ
リ
ー
フ
に

心
を
寄
せ
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

逝
く
人
と
見
送
る
人
の
「
あ
い
だ
」
で
語
り
合
う
死
と
死
後

高
橋
　
　
都

　

近
い
将
来
の
死
が
避
け
ら
れ
な
い
と
き
、
逝
く
人
と
見
送
ら
ね
ば
な
ら

な
い
人
と
の
間
で
、
死
別
の
悲
し
み
や
死
後
の
手
続
き
が
包
み
隠
さ
ず
語

り
合
わ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。「
近
い
う
ち
に
死
が
訪
れ
る
」
と
い
う

前
提
を
表
立
っ
て
共
有
す
る
こ
と
へ
の
躊
躇
が
双
方
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

本
発
表
で
は
、
逝
く
人
と
見
送
る
人
の
「
あ
い
だ
」
で
死
と
死
後
が
率

直
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
条
件
を
、
発
表
者
（
医
師
）
と
そ
の
夫
の
例

を
も
と
に
考
察
し
た
。
夫
は
進
行
が
ん
の
診
断
後
四
年
四
か
月
後
に
他
界
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亡
き
人
の
存
在
と
不
在
の
「
あ
い
だ
」
を
め
ぐ
る
グ
リ
ー
フ

大
河
内
大
博

　

死
別
に
よ
る
グ
リ
ー
フ
に
は
、
癒
さ
れ
切
る
終
着
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
グ
リ
ー
フ
の
「
あ
い
だ
」
を
話
題
と
す
る
時
、
終
着
点
で
は
な
く
、

何
か
と
何
か
の
「
あ
い
だ
」
を
「
揺
ら
ぐ
」
存
在
と
し
て
の
人
間
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。「
大
切
な
そ
の
人
は
ど
こ
へ
逝
っ
て
し
ま
っ
た
の
？
」

と
の
亡
き
人
の
所
在
を
め
ぐ
る
グ
リ
ー
フ
は
、
ま
さ
に
終
着
点
と
し
て
解

決
し
得
な
い
グ
リ
ー
フ
で
あ
ろ
う
。

　

死
別
後
、「
ま
だ
一
緒
に
い
た
か
っ
た
」
と
想
う
気
持
ち
は
自
然
な
も

の
で
あ
る
。
こ
の
想
い
の
表
現
と
し
て
、
遺
族
会
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の

経
験
上
、
よ
く
話
題
と
な
る
三
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
る
。
一
つ
は
「
遺
骨
」

を
め
ぐ
る
話
題
で
あ
る
。
納
骨
を
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
っ
た
具
体
的
な

悩
み
相
談
や
遺
骨
を
持
ち
歩
い
て
い
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
中
心

だ
が
、
そ
の
話
題
の
本
質
と
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
働
き
と
し
て

重
要
な
も
の
は
、「
最
後
に
残
さ
れ
た
体
の
一
部
」
が
特
別
な
存
在
意
味

を
持
ち
、「
一
緒
に
い
た
い
」
と
い
う
想
い
に
応
答
す
る
た
め
の
大
事
な

働
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
本
質
と
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
ス
の
働
き
を
有
し
て
い
る
話
題
と
し
て
、「
夢
」
の
話
と
蝶
々
な

ど
へ
の
転
生
の
話
が
あ
る
。
前
者
は
「
夢
に
出
て
き
て
く
れ
た
」
エ
ピ
ソ

ー
ド
か
ら
、「
夢
に
さ
え
出
て
き
て
く
れ
な
い
」
と
い
う
切
実
な
訴
え
ま

で
幅
広
く
語
ら
れ
、
後
者
は
、
例
え
ば
、「
お
墓
参
り
に
行
っ
た
ら
必
ず

蝶
々
が
飛
ん
で
く
る
。
あ
れ
は
き
っ
と
死
ん
だ
○
○
な
ん
だ
」
と
い
う
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
意
味
づ
け
体
験
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
遺
族
会
の
場
面
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
体
験
の
有
無
や
そ
の
意
味
づ

け
の
正
し
さ
の
ジ
ャ
ッ
ジ
で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
る
遺
族
そ
れ
ぞ
れ
に
、

社
会
学
者
フ
ラ
ン
ク
の
言
う
「
回
復
の
語
り
」（『
傷
つ
い
た
物
語
の
語
り

手
』）
の
中
で
育
て
ら
れ
、
介
入
者
と
し
て
の
役
割
と
、
問
題
に
は
対
応

策
が
あ
る
と
い
う
前
提
を
刷
り
込
ま
れ
る
。
問
題
に
介
入
す
る
手
持
ち
の

カ
ー
ド
が
無
く
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
先
に
自
分
が
と
る
べ
き
対
応
は

ほ
と
ん
ど
教
え
ら
れ
な
い
た
め
、
医
師
は
病
室
か
ら
足
が
遠
の
く
こ
と
も

あ
る
。
無
力
感
の
裏
返
し
と
し
て
、
本
人
や
家
族
へ
の
病
状
説
明
が
攻
撃

的
に
な
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
患
者
や
家

族
に
は
医
療
者
へ
の
怒
り
と
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
消
耗
感
が
生
じ
る
だ

ろ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
の
ホ
ス
ピ
ス
医
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
シ
ミ
ノ
医
師
は
、

緩
和
ケ
ア
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
「
見
捨
て
な
い
こ
と
」non-

abandonm
ent

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
①
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す

こ
と
、
②
相
手
に
心
か
ら
の
関
心
を
示
す
こ
と
、
③
そ
こ
に
い
る
こ
と
、

④
約
束
を
守
る
こ
と
、
⑤
患
者
の
ケ
ア
の
継
続
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
実
現
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
発
表
者
と
夫
が
心
身
の
安
寧
を
保
て
た

背
景
に
は
、
在
宅
チ
ー
ム
に
安
全
に
引
き
継
ご
う
と
し
た
病
院
の
医
療 

者
た
ち
と
、
穏
や
か
な
旅
立
ち
に
向
け
た
医
療
を
提
供
し
て
く
れ
た
在 

宅
チ
ー
ム
の
尽
力
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
シ
ミ
ノ
医
師
の
言
うnon-

abandonm
ent

の
態
度
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

死
や
死
後
に
つ
い
て
包
み
隠
さ
な
い
話
し
合
い
が
出
来
た
背
景
に
は
四

つ
の
要
因
以
外
に
も
理
由
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
話
し
合
い
を
必
ず
し
も
推
奨
す
る
も
の
で
も
な
い
。

　

し
か
し
振
り
返
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
夫
婦
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

ス
タ
イ
ル
が
最
期
ま
で
保
た
れ
た
こ
と
に
は
、
近
い
別
れ
が
も
た
ら
す
苦

痛
を
緩
和
す
る
効
果
が
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
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る
」
と
い
う
一
時
不
在
的
な
存
在
を
受
け
入
れ
る
死
生
観
を
有
し
た
「
動

き
出
し
て
い
る
時
計
」
と
の
両
方
を
生
き
る
姿
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

　

ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
「
不
在
」
は
、「
会
え
な
い
」
悲
し
み
と

「
ま
た
い
つ
か
会
え
る
よ
ね
」
と
い
う
希
望
と
が
共
存
し
、「
そ
ば
に
い

る
」
感
覚
の
「
存
在
」
は
ま
た
、「
ど
こ
か
」
と
い
う
距
離
を
超
え
て
生

き
る
力
に
な
る
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
が
持
ち
得
る
感
覚
で
あ
る
。
こ
の

「
存
在
」
と
「
不
在
」
の
「
あ
い
だ
」
を
同
時
に
持
ち
つ
つ
揺
ら
ぎ
な
が

ら
死
生
観
を
育
み
、
死
別
経
験
と
そ
の
後
の
人
生
の
意
味
づ
け
を
行
う
の

が
、
私
た
ち
の
自
然
な
グ
リ
ー
フ
と
共
に
あ
る
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

支
援
と
支
援
の
あ
い
だ 

│
│ 

水
俣
病
事
件
に
お
け
る
持
続
す
る
支
援 

│
│

萩
原
　
修
子

　

水
俣
病
事
件
は
公
式
確
認
後
六
五
年
を
経
て
、
今
に
至
る
ま
で
、
被
害

者
支
援
の
活
動
は
続
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
本
報
告
で
注
目
す
る
の

は
、
地
元
の
し
が
ら
み
の
な
い
外
部
の
人
間
が
も
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ

っ
て
運
動
を
生
成
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
外
部
か
ら
移
住
し
た
支
援
者
で

あ
る
。
こ
う
し
た
外
部
か
ら
集
ま
り
、
水
俣
に
移
住
し
て
行
っ
た
支
援
活

動
の
波
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
、
一
九
六
八
年
の
公
害
認

定
、
補
償
に
関
わ
る
裁
判
を
通
し
て
始
ま
る
の
が
最
初
の
そ
れ
で
、
裁
判

終
結
後
に
、
患
者
た
ち
の
生
活
の
拠
り
所
と
な
る
「
水
俣
病
セ
ン
タ
ー
相

思
社
」
が
設
立
さ
れ
た
一
九
七
四
年
以
降
に
第
二
の
波
が
あ
る
。「
水
俣

病
セ
ン
タ
ー
相
思
社
」
と
は
、
未
認
定
患
者
の
裁
判
支
援
、
水
俣
病
の
学

習
や
有
機
農
法
を
学
ぶ
生
活
学
校
を
運
営
、
患
者
と
の
協
働
の
仕
事
を
模

索
、
運
営
、
甘
夏
栽
培
の
販
売
や
水
俣
病
の
資
料
収
集
展
示
な
ど
を
行
っ

「
亡
き
人
の
存
在
」
を
実
感
あ
る
い
は
希
求
す
る
想
い
が
根
底
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
そ
の
よ
う
な
話
題
を
大
切
に
す
る
遺
族
が
、「
で
も
、
も

う
い
な
い
」
と
い
う
現
実
か
ら
目
を
背
け
続
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

受
容
で
も
諦
観
で
も
な
い
、
亡
き
人
の
居
場
所
を
求
め
る
心
情
と
し
て
、

十
数
年
前
に
大
き
な
社
会
現
象
と
な
っ
た
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
を
手
が

か
り
に
、
あ
る
遺
族
の
事
例
を
見
て
い
き
た
い
。「
千
の
風
に
な
っ
て
」

の
反
響
後
、
亡
き
人
に
手
紙
を
書
く
と
い
う
コ
ン
ク
ー
ル
が
登
場
し
、
現

在
も
続
い
て
い
る
。「
亡
き
人
に
対
し
て
」
の
手
紙
を
紐
解
く
と
、
亡
き

人
は
「
あ
る
ど
こ
か
」
に
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
た
文
体
が
非
常
に
多

い
。
筆
者
が
交
流
し
て
い
る
娘
さ
ん
を
小
児
が
ん
で
看
取
っ
た
Ｆ
氏
も
ま

た
、「
天
国
」
に
い
る
娘
へ
の
手
紙
を
し
た
た
め
て
お
ら
れ
る
。「
ま
た
会

お
う
ね
」
と
呼
び
か
け
る
亡
き
娘
に
語
り
か
け
る
一
方
で
、
そ
の
妻
は
夫

と
同
じ
思
い
を
持
ち
つ
つ
、
あ
る
日
の
ブ
ロ
グ
で
、「
娘
と
一
緒
に
映
画

館
に
行
っ
て
来
ま
し
た
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
体
験
談
を
綴
っ
て
い
る
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
背
景
に
は
、
娘
さ
ん
と
の
生
前
の
「
元
気
に
な
っ
た
ら

映
画
を
観
に
行
こ
う
ね
」
と
い
う
、
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
過
去
が
あ
り
、

同
じ
映
画
の
続
編
の
公
開
が
、「
果
た
せ
な
か
っ
た
」
こ
と
へ
の
深
い
グ

リ
ー
フ
と
し
て
当
時
の
悲
し
み
に
引
き
戻
さ
れ
つ
つ
も
、
友
人
に
背
中
を

押
し
て
も
ら
っ
て
亡
き
娘
と
一
緒
に
観
に
行
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ

た
。
続
編
映
画
の
上
映
は
、
娘
の
「
不
在
」
を
突
き
つ
け
つ
つ
も
、
先
の

亡
き
娘
へ
の
手
紙
の
よ
う
な
一
時
不
在
と
は
ま
た
違
っ
た
、
共
に
居
る
と

い
う
感
覚
の
継
続
し
た
物
語
を
紡
い
で
い
る
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
。
Ｆ
氏

夫
妻
か
ら
、「
不
在
」
の
現
実
に
直
面
す
る
グ
リ
ー
フ
に
引
き
戻
さ
れ
る

「
止
ま
っ
た
ま
ま
の
時
計
」
と
、
亡
き
人
と
共
に
い
る
物
語
と
「
ま
た
会
え
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化
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
別
の
第
二
世
代
の
兄
妹
は
、
親
の
甘
夏
生

産
販
売
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を
通
し
て
水
俣
病
被
害
者
支
援
を
行
っ
て
い

る
。
彼
ら
は
、
自
身
を
支
援
者
と
い
う
よ
り
、
自
分
た
ち
を
通
し
て
水
俣

病
を
知
っ
て
も
ら
う
「
迂
回
路
」、
次
の
世
代
に
引
き
渡
す
た
め
の
「
迂

回
路
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
支
援
者
と
し
て
問
わ
れ
が

ち
な
自
分
た
ち
の
足
腰
を
鍛
え
る
た
め
に
、
被
害
者
支
援
を
続
け
て
い
る

他
の
人
た
ち
と
の
積
極
的
な
対
話
を
行
い
、
そ
れ
を
文
字
化
し
て
対
面
シ

リ
ー
ズ
と
し
て
公
開
し
て
い
る
。
彼
ら
第
二
世
代
の
支
援
の
あ
り
方
は
、

「
対
話
」
や
「
迂
回
路
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
、
外
部
へ
開
い

て
い
く
も
の
と
読
み
取
れ
る
。「
対
話
」
や
「
迂
回
路
」
は
、
第
一
世
代

と
第
二
世
代
の
支
援
、
そ
れ
以
降
や
そ
の
他
の
支
援
の
「
あ
い
だ
」
を
表

し
、
支
援
と
支
援
を
つ
な
ぐ
も
の
で
、
外
部
へ
の
無
限
の
回
路
を
切
り
開

い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
第
一
世
代
も
、
水
俣
に
と
ど
ま
り
続
け
て
き
た
人
た
ち

は
、「
い
の
ち
」
に
向
き
合
い
続
け
、
自
然
や
自
身
の
生
と
対
峙
し
た
と

い
う
意
味
で
、
他
者
や
自
然
と
の
「
あ
い
だ
」
の
時
空
に
と
ど
ま
り
続
け

て
い
る
と
言
え
る
。

　

本
報
告
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
の
移
住
者
と
い
う
限
定
で
は
あ

る
が
、
水
俣
で
支
援
が
持
続
し
て
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
「
あ
い
だ
」
性

が
豊
か
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
外
部

に
向
け
て
も
支
援
を
広
げ
、
持
続
さ
せ
て
い
く
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

て
い
る
場
所
で
あ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
支
援
活
動
の
第
二
の
波
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
に

移
住
し
た
人
た
ち
の
中
で
、
今
に
い
た
る
ま
で
支
援
を
行
い
、
そ
の
子
ど

も
の
第
二
世
代
も
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
た
ち
に
焦
点
を
当
て
る
。

そ
の
第
一
世
代
、
第
二
世
代
の
い
く
つ
か
の
支
援
の
特
徴
を
文
献
と
ヒ
ア

リ
ン
グ
に
よ
っ
て
紹
介
し
、
支
援
が
持
続
す
る
力
に
つ
い
て
、
一
つ
の
考

察
を
行
う
。

　

ま
ず
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
移
住
し
た
第
一
世
代
の
特
徴
は
、
最
初

の
波
と
異
な
り
、
支
援
を
直
接
の
目
的
と
し
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。
旅

の
途
中
で
水
俣
に
立
ち
寄
り
、
相
思
社
を
介
し
て
水
俣
病
や
有
機
農
法
を

学
び
な
が
ら
支
援
活
動
を
行
い
、
そ
の
ま
ま
居
住
し
て
今
に
至
る
形
や
、

チ
ッ
ソ
型
社
会
に
象
徴
さ
れ
る
近
代
化
へ
の
違
和
感
な
ど
か
ら
相
思
社
を

訪
れ
、
そ
こ
か
ら
水
俣
で
、
化
学
薬
品
を
な
る
べ
く
使
わ
な
い
甘
夏
栽
培

や
和
紙
、
織
物
制
作
な
ど
自
分
の
生
活
や
人
生
に
向
き
合
っ
て
今
に
至
る

と
言
え
る
。

　

彼
ら
の
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
第
二
世
代
の
な
か
で
、
支
援
に
関
わ
っ
て

い
る
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
一
度
は
水
俣
を
離
れ
、
そ
の
後
、
水
俣
に
戻

り
、
出
会
い
直
す
形
を
と
っ
て
い
る
。
相
思
社
の
職
員
で
あ
る
人
は
、
患

者
相
談
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
発
信
や
講
演
活
動
を
精
力
的
行
い
、
書
籍

も
あ
る
。
彼
女
の
言
葉
は
正
義
を
語
る
の
で
は
な
く
、
正
義
を
め
ぐ
る
葛

藤
を
語
る
も
の
で
、
患
者
と
と
も
に
悩
み
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
。
彼
女
の
主
催
し
た
も
の
で
、
六
十
五
年
前
に
八
歳
で
亡
く
な
っ

た
女
の
子
の
お
弔
い
の
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
八
十
代
の
姉
の

た
め
の
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
。
歌
や
踊
り
に
よ
る
芸
能
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し

て
、
姉
は
そ
れ
ま
で
の
グ
リ
ー
フ
か
ら
解
放
さ
れ
た
よ
う
で
、
大
き
な
変



63　　

パネル 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

結
果
で
し
か
な
い
と
述
べ
つ
つ
も
、
医
師
が
限
界
を
抱
え
つ
つ
の
誠
意
を

吟
味
し
て
、
医
師
と
い
う
専
門
職
へ
の
「
勝
手
な
期
待
」
に
抗
う
こ
と
を

提
案
す
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
重
荷
を
背
負
う
専
門
職
自
身
を
ど
う
手
当

て
す
る
か
を
問
う
た
。

　

大
河
内
発
表
は
大
切
な
人
を
喪
う
悲
し
み
に
深
く
沈
潜
す
る
感
覚
を
語

る
。
生
者
か
ら
死
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
複
数
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら

も
、
そ
こ
に
あ
る
「
あ
る
種
の
納
得
」
と
併
せ
て
、
お
さ
ま
ら
な
い
も
の

を
も
示
唆
す
る
。
止
ま
っ
た
時
計
を
生
者
が
再
度
動
か
す
契
機
と
し
て
の

葬
儀
、
司
る
僧
侶
の
役
割
の
裏
腹
さ
を
、
僧
侶
と
し
て
当
事
者
と
し
て
ど

う
感
じ
て
い
る
か
を
問
う
た
。
ま
た
材
料
と
し
て
、
カ
ー
ド
『
消
え
た
少

年
た
ち
』
で
語
ら
れ
た
、
死
者
か
ら
の
通
信
・
応
答
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
言

及
し
、
生
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
を
再
考
し
た
。

　

萩
原
発
表
は
水
俣
病
被
害
者
支
援
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
相
思
社
に
多

様
に
関
わ
る
人
た
ち
の
、
世
代
継
承
と
、
出
来
事
へ
の
六
五
年
の
時
空
を

か
け
た
関
わ
り
を
示
す
。「
迂
回
」「
正
義
（
だ
け
）
で
な
く
葛
藤
」
等
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
、
狭
義
の
当
事
者
で
は
な
い
「
よ
そ
者
」
と
自

認
す
る
も
の
た
ち
が
な
お
活
動
に
関
わ
る
思
い
を
捉
え
る
。
彼
ら
は
（
肥

料
も
つ
く
っ
て
い
た
加
害
企
業
に
対
す
る
意
味
深
い
対
抗
と
し
て
）
堆
肥

や
有
機
肥
料
の
活
用
を
し
た
り
、
甘
夏
を
育
て
た
り
と
い
う
生
産
に
従
事

す
る
。
ま
た
「
被
害
者
」
へ
の
「
加
害
者
」
か
ら
の
「
謝
罪
」
と
い
う
一

方
通
行
だ
け
で
な
く
、
出
来
事
が
歴
史
に
埋
も
れ
る
の
に
対
抗
し
つ
つ
、

当
該
企
業
社
長
に
甘
夏
を
毎
年
送
っ
て
味
わ
っ
て
も
ら
う
と
い
う
「
ふ
る

ま
い
」
を
と
お
し
て
「
謝
罪
」
以
外
の
関
わ
り
を
開
い
て
ゆ
こ
う
と
す

る
。
真
の
「
謝
罪
」
と
は
何
か
？

　

登
壇
者
の
四
人
か
ら
、
私
は
以
下
の
も
の
を
受
け
と
っ
た
。
生
命
倫
理

コ
メ
ン
ト

葛
西
　
賢
太

　

四
人
の
発
表
を
う
か
が
い
、「
あ
い
だ
」
の
含
意
に
思
い
を
馳
せ
た
。

空
間
的
に
はGap

はspace

で
も
あ
り
、
時
間
的
に
は
移
行transi-

tion

で
も
あ
る
。
通
過
儀
礼
に
つ
い
て
論
じ
た
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
が
、

日
常
か
ら
の
分
離
↓
非
日
常
へ
の
移
行
↓
日
常
へ
の
（
再
・
新
）
合
体
を

考
え
た
が
、
こ
の
パ
ネ
ル
は
、
非
日
常
へ
の
移
行
と
日
常
へ
の
合
体
を
め

ぐ
る
時
間
と
労
力
を
要
す
る
課
題
を
掘
り
下
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
あ
い
だ
」
か
ら
は
、
精
神
科
医
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
「
移
行
空
間
」

「
移
行
対
象
」
を
も
思
い
起
こ
さ
せ
た
。
母
子
分
離
を
経
験
し
つ
つ
あ
る

幼
児
が
、
ぬ
い
ぐ
る
み
や
毛
布
な
ど
に
し
が
み
つ
く
こ
と
で
こ
の
移
行
を

乗
り
切
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
こ
の
移
行
空
間
が
文
化

と
自
己
と
の
出
会
い
の
創
造
的
な
場
と
み
る
。
そ
こ
で
は
悲
し
み
痛
み
も

創
造
さ
れ
る
し
、
喜
び
や
発
見
も
あ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
で
は
、
専
門
職
へ
の
勝
手
な
期
待
に
「
誠
実
に
応
え
」
て
絡

め
取
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
取
り
扱
う
か
が
問
わ
れ
た
気
が
す
る
。

安
藤
発
表
は
、
医
師
と
坊
主
を
登
壇
さ
せ
た
パ
ネ
ル
で
、
上
原
専
禄
の

「
医
師
と
坊
主
の
な
れ
あ
い
」
と
い
う
語
に
言
及
す
る
な
ど
な
か
な
か
挑

発
的
で
あ
る
。
生
命
倫
理
学
者
で
あ
る
自
身
も
、
生
命
倫
理
を
利
用
し
て

問
題
解
決
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
専
門
職
へ
の
期
待
に
抗
う
、
そ
の
意
味

を
説
く
。
近
年
の
「
尊
厳
死
」
風
嘱
託
殺
人
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
、

常
識
な
ら
ざ
る
智
慧
を
含
ん
だ
良
識
で
、
喪
失
と
い
う
非
・
日
常
を
扱
う

必
要
を
指
摘
す
る
。
内
科
医
で
も
あ
る
高
橋
は
、
医
療
者
が
「
見
捨
て
な

い
」
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
を
、
私
的
体
験
に
添
え
て
具
体
的

に
提
案
す
る
。
同
時
に
、「
見
捨
て
な
い
関
わ
り
」
の
先
取
り
は
で
き
ず
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存
在
、
過
去
と
未
来
、
日
常
と
非
日
常
、
個
人
と
集
団
（
社
会
）、
当
事

者
と
非
当
事
者
、
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
、
人
間
と
自
然
、
と
い

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
い
だ
」
の
往
還
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
「
あ

い
だ
」
の
時
空
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
か
に
そ
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
本
パ
ネ
ル
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
っ
た
専
門
領
域
と
実
体

験
の
な
か
で
グ
リ
ー
フ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
発
表
者
た
ち
に
よ
っ

て
、
こ
の
こ
と
が
立
体
的
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　

代
表
者
の
安
藤
泰
至
は
以
上
の
よ
う
な
趣
旨
を
説
明
、
確
認
し
つ
つ
、

グ
リ
ー
フ
に
は
日
常
の
時
空
か
ら
の
離
脱
と
日
常
の
再
構
築
と
い
う
両
面

が
あ
り
、
両
者
の
「
あ
い
だ
」
の
往
還
こ
そ
が
グ
リ
ー
フ
の
本
質
で
は
な

い
か
と
指
摘
し
た
。
ま
た
自
ら
の
生
命
倫
理
研
究
や
安
楽
死
反
対
論
者
と

し
て
の
メ
デ
ィ
ア
で
の
発
言
を
振
り
返
り
つ
つ
、
生
老
病
死
の
グ
リ
ー
フ

に
お
け
る
「
あ
い
だ
」
性
を
十
分
に
認
識
で
き
ず
、
そ
れ
を
技
術
や
手
続

き
に
よ
っ
て
解
決
可
能
な
「
問
題
」
に
還
元
し
て
し
ま
い
が
ち
な
「
生
命

倫
理
学
」
に
つ
い
て
批
判
的
に
論
じ
た
。
次
に
、
内
科
医
で
も
あ
る
高
橋

都
は
、
自
ら
の
夫
と
の
死
別
体
験
を
振
り
返
り
つ
つ
、
近
い
将
来
の
死
が

避
け
ら
れ
な
い
者
と
見
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
の
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
着
目
し
、
両
者
の
「
あ
い
だ
」
で
死
別
の
悲
し
み
や
死
後
の
手

続
き
が
包
み
隠
さ
ず
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件

が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
、
患
者
の
医
学
的
問
題
を
同

定
し
解
決
す
る
教
育
を
受
け
て
き
た
医
師
や
医
療
者
が
、
回
復
が
望
め
な

い
患
者
と
死
に
つ
い
て
語
り
あ
う
こ
と
を
躊
躇
す
る
背
景
に
つ
い
て
も
論

じ
た
。

　

続
い
て
、
僧
侶
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
師
で
も
あ
る
大
河
内
大
博

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
や
宣
言
や
同
意
を
め
ぐ
る
力
学
に
抗
う
こ
と

（
安
藤
）、「
見
捨
て
た
く
な
い
」
と
い
う
志
を
「
見
捨
て
ず
」
に
医
療
者

が
関
わ
る
こ
と
に
は
時
空
を
要
す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
具
体
性
を 

持
っ
た
提
案
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
（
高
橋
）、
喪
失
に
対
す
る

「
あ
る
種
の
納
得
」
を
可
能
に
す
る
場
を
司
る
僧
侶
が
感
じ
る
「
表
現
し

き
れ
な
い
感
じ
」
や
「
時
計
を
止
め
ざ
る
を
得
な
い
感
じ
」（
大
河
内
）、

長
期
の
「
謝
罪
」「
補
償
」「
正
義
」
が
正
し
く
行
わ
れ
る
前
提
で
だ
が
、

そ
れ
ら
を
こ
え
る
人
間
的
営
み
を
も
醸
成
し
て
い
こ
う
と
い
う
「
迂
回
」

と
「
葛
藤
」（
萩
原
）。
米
国
の
チ
ャ
プ
レ
ン
研
究
を
し
たSullivan

（2017

）
が
ケ
ア
の
制
度
的
前
提
を
強
調
し
た
よ
う
に
、
グ
リ
ー
フ
の
時

空
を
な
す
「
あ
い
だ
」
は
、
豊
か
で
あ
る
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

安
藤
　
泰
至

　

グ
リ
ー
フ
（
悲
嘆
）
や
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
め
ぐ
る
関
心
は
宗
教
学
・
宗

教
研
究
の
領
域
に
お
い
て
も
高
ま
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る

経
験
、
あ
る
い
は
終
末
期
医
療
や
介
護
の
現
場
で
の
経
験
に
基
づ
く
宗
教

者
の
活
動
は
こ
う
し
た
関
心
を
呼
び
起
こ
す
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た

が
、
最
近
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
新
た
に
生
じ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

は
そ
う
し
た
関
心
を
さ
ら
に
広
げ
つ
つ
あ
る
。
本
パ
ネ
ル
は
こ
う
し
た
状

況
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
人
間
の
グ
リ
ー
フ
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
い

だ
」
的
性
格
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
問
題
領
域
に
お
け
る
グ
リ
ー

フ
や
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
へ
の
関
心
が
も
っ
て
い
る
一
見
意
外
な
共
通
性
や
そ

の
相
互
関
係
に
つ
い
て
光
を
当
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
企
画
さ
れ
た
。
人

間
に
と
っ
て
グ
リ
ー
フ
と
は
、
生
と
死
、
こ
の
世
と
あ
の
世
、
存
在
と
非
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科
学
技
術
に
浸
透
す
る
／
さ
れ
る
宗
教

代
表
者
・
司
会　

師　

茂
樹

近
未
来
・
技
術
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
残
滓

小
原
　
克
博

　

第
五
期
科
学
技
術
基
本
計
画
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
たSociety 5.0

（
サ
イ
バ
ー
空
間
と
フ
ィ
ジ
カ
ル
空
間
を
高
度
に
融
合
さ
せ
た
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
、
経
済
発
展
と
社
会
的
課
題
の
解
決
を
両
立
す
る
人
間
中
心
の
社

会
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
科
学
技
術
の
高
度
な
進
展
を
前
提
と
し
て

未
来
社
会
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
。
こ
う
し
た
事
例
を
取

り
あ
げ
な
が
ら
、
未
来
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
の
中
に
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
役

割
を
残
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
未
来
社
会
に
お

け
る
科
学
技
術
と
宗
教
の
相
互
浸
透
性
の
あ
り
方
を
示
し
た
い
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
仮
想
空
間
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
急
速

に
拡
大
し
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
を
情
報
技
術
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の

に
限
定
せ
ず
、
広
く
仮
想
空
間
（
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
）
と
考
え
れ
ば
、
バ

ー
チ
ャ
ル
な
も
の
に
対
す
る
志
向
性
や
そ
れ
を
生
み
出
す
力
は
、
す
で
に

狩
猟
社
会
（Society 1.0

）
の
頃
か
ら
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ラ
イ

オ
ン
の
頭
部
、
人
間
の
体
を
持
つ
彫
像
「
ラ
イ
オ
ン
マ
ン
」（
三
万
二
千

年
前
）
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
「
科
学
技
術
に
浸
透
す
る
／
さ
れ
る
宗
教
」
と
い
う
本
パ
ネ
ル
の
課
題

設
定
は
、
科
学
技
術
と
宗
教
が
分
離
し
た
現
代
的
な
文
脈
で
は
有
効
で
あ

る
。
し
か
し
、
人
類
史
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
技
術
と
宗
教
は
表
裏
一

体
と
な
っ
て
リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
間
の
往
復
運
動
を
可
能
に
し
て
い

は
、
自
ら
の
臨
床
経
験
を
も
と
に
、
亡
き
人
の
「
所
在
」
を
め
ぐ
る
グ
リ

ー
フ
に
お
け
る
「
不
在
」
と
「
存
在
」
と
い
う
両
面
性
に
着
目
し
た
。
そ

の
不
在
の
悲
し
み
は
「
ま
た
い
つ
か
会
え
る
」
と
い
う
希
望
と
共
存
し
、

亡
き
人
が
そ
ば
に
い
る
と
い
う
「
存
在
」
の
感
覚
は
、
両
者
の
距
離
を
超

え
て
生
き
る
力
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
グ
リ
ー
フ
が
癒
や
さ
れ
る
終
着
点
を

求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
「
存
在
」
と
「
不
在
」
の
あ
い
だ
を
揺

ら
ぎ
つ
つ
生
と
死
の
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
人
が
グ
リ

ー
フ
と
共
に
あ
る
自
然
な
姿
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
萩
原
修
子

は
、
自
身
が
研
究
し
て
き
た
水
俣
病
事
件
の
被
害
者
支
援
に
焦
点
を
当
て

て
グ
リ
ー
フ
の
問
題
を
考
察
し
た
。
公
害
認
定
後
の
訴
訟
を
通
し
て
全
国

か
ら
水
俣
に
集
ま
っ
て
き
た
支
援
者
た
ち
の
活
動
は
、
い
か
に
し
て
持
続

す
る
支
援
を
可
能
に
し
た
の
か
。
萩
原
は
水
俣
で
生
活
す
る
第
一
世
代
か

ら
第
二
世
代
の
支
援
者
へ
の
聞
き
取
り
事
例
な
ど
を
も
と
に
、
こ
う
し
た

持
続
性
は
支
援
者
た
ち
が
自
ら
を
通
じ
て
水
俣
病
を
知
っ
て
も
ら
う
「
迂

回
路
」
と
し
て
自
分
た
ち
を
位
置
づ
け
、
外
部
と
の
「
対
話
」
に
開
か
れ

た
「
あ
い
だ
」
性
を
体
現
し
続
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
の
葛
西
賢
太
は
、
傾
聴
者
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
宗
教

学
者
の
立
場
か
ら
、
以
上
四
人
の
発
表
に
つ
い
て
そ
の
相
互
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
形
で
コ
メ
ン
ト
を
行
い
、「
あ
い
だ
」
と
し
て
の
グ
リ
ー
フ
を

め
ぐ
る
フ
ロ
ア
と
の
議
論
に
つ
な
げ
た
。
登
壇
者
お
よ
び
参
加
者
が
本
パ

ネ
ル
の
問
い
を
共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
に
問
い
か
け
て
い
く
こ
と
を

促
す
よ
う
な
意
義
深
い
場
に
な
っ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
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組
織
の
行
く
末
は
、
ほ
と
ん
ど
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
ハ
ラ
リ
は
、
宗

教
組
織
だ
け
で
な
く
、
資
本
主
義
な
ど
各
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
宗
教
に

含
め
、
宗
教
を
広
義
に
理
解
し
て
い
る
が
、
神
や
魂
に
つ
い
て
は
科
学
的

視
点
か
ら
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

【
宗
教
と
技
術
の
関
係
】
い
ず
れ
の
未
来
社
会
像
に
お
い
て
も
、
宗
教
の

伝
統
的
な
働
き
の
多
く
を
、
い
ず
れ
技
術
が
代
替
す
る
と
い
う
見
方
が
支

配
的
で
あ
る
。
肯
定
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
宗
教
的
要
素
は
未
来
の
技

術
に
よ
っ
て
部
分
的
に
生
き
残
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

【
人
間
至
上
主
義
の
次
の
段
階
】Society 5.0

は
「
人
間
中
心
」
と
い

う
価
値
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
ハ
ラ
リ
の
「
デ
ー
タ
教
」
は
人
間
中
心

主
義
（
人
間
至
上
主
義
）
を
超
え
る
視
点
を
示
す
。
一
見
、
宗
教
否
定
の

よ
う
に
見
え
る
部
分
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
科
学
に
よ

っ
て
旧
時
代
の
宗
教
的
残
滓
を
除
去
し
た
、
新
し
い
宗
教
の
あ
り
方
を
示

し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

仏
教
か
ら
見
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
社
会
の
問
題

師
　
　
茂
樹

　

近
年
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
じ
て
収
集
し
た
行
動
記
録
等
を
も
と
に
、

人
々
の
行
動
を
予
測
し
、「
最
適
」
化
さ
れ
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供

し
よ
う
と
い
う
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ビ
ジ
ネ
ス
が
広
が
り
を
み
せ
、
国
家
に

よ
る
統
治
に
も
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
様
々
な
倫
理
的
問
題

も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
佐
々
木
閑
やPeter D

. H
ershock

な
ど
、
仏
教
の
倫
理
観
や
実
践
論
を
応
用
し
よ
う
と
い
う
議
論
も
出
始
め

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
議
論
は
、「
ネ
ッ
ト
」
の
方
を
変
え
よ
う

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
（
技
術
と
宗
教
の
根
源
的
な
相
互
浸
透
性
）。

近
未
来
に
お
い
て
も
、
人
間
と
人
工
物
（
技
術
）
の
根
源
的
な
相
互
浸
透

性
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
倫
理
や
法
、
宗
教
概
念
が
求
め
ら
れ

る
。

　

近
年
の
技
術
革
新
を
踏
ま
え
て
未
来
社
会
を
描
く
事
例
を
三
つ
取
り
あ

げ
る
。
Ｎ
Ｅ
Ｃ
未
来
創
造
会
議
「
未
来
シ
ナ
リ
オ
二
〇
五
〇
」
で
は
、
ソ

ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
ユ
ー
ト
ピ
ア
」、
環
境
共
生

を
共
同
体
の
信
仰
と
す
る
「
環
境
信
仰
社
会
」、
人
の
思
い
や
り
を
可
視

化
す
る
「
守
護
霊
ロ
ボ
ッ
ト
」
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、
東
京
工
業

大
学
未
来
社
会
デ
ザ
イ
ン
機
構
「
未
来
シ
ナ
リ
オ
」
で
は
「
他
者
・
社
会

に
気
を
遣
う
こ
と
な
く
、
最
期
を
笑
顔
で
迎
え
ら
れ
る
」、「
記
憶
を
自
由

に
選
択
し
、
心
の
傷
を
癒
や
す
」
と
い
う
こ
と
が
未
来
の
科
学
技
術
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
京
都
大
学
・
日
立
「Crisis 

5.0　
二
〇
五
〇
年
の
社
会
課
題
の
探
索
」
は
、
未
来
に
お
い
て
起
こ
り

得
る
危
機
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、「
信
じ
る
も
の
が
な
く
な
る
」
が
そ

の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

人
類
史
を
俯
瞰
し
な
が
ら
未
来
社
会
を
論
じ
て
い
る
ユ
バ
ル
・
ノ
ア
・

ハ
ラ
リ
『
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
│
│
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
サ
ピ
エ
ン
ス
の
未
来
』

で
は
、
技
術
に
よ
っ
て
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
神
性
の
獲
得
を
目
指
し
、

「
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
」
へ
と
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
教

と
科
学
の
区
別
は
困
難
と
な
り
、
デ
ー
タ
教
（dataism

）
に
よ
っ
て
人

間
至
上
主
義
が
克
服
さ
れ
る
未
来
を
描
く
。

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
未
来
に
お
け
る
宗
教
の
姿
】
日
本
の
未
来
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
、
宗
教

的
要
素
（
宗
教
の
残
滓
）
は
部
分
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
の
宗
教
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異
な
る
と
い
う
。
仏
教
的
に
言
え
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
個
人
に
帰
属
す

る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
概
念
で
あ
る
。

人
間
を
含
め
た
衆
生
は
〝
感
覚
を
持
つ
存
在
（
有
情
）〞
で
あ
る
の
で
、

幸
福
で
あ
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
た
め
に
は
衆
生
ど
う
し
が
一
定
の
距
離

を
保
つ
必
要
が
あ
る
。H

ongladarom

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
こ

そ
が
幸
福
を
追
求
す
る
一
切
衆
生
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
、
と
も
述
べ
て

い
る
。

　

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ビ
ジ
ネ
ス
自
体
を
否
定
し
な
いH

ongladarom

は
、
デ
ー
タ
の
収
集
や
分
析
に
お
い
て
仏
教
倫
理
に
も
と
づ
い
た
「
慈
悲

に
も
と
づ
い
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

こ
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重
し
、
そ
の

適
用
に
恣
意
的
な
偏
り
が
な
い
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
械
学
習
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
入
力
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
、
社
会
か
ら
提
供
さ

れ
る
の
で
、
提
供
元
で
あ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
も
偏
り
が
あ
っ
て
は

い
け
な
い
、
と
い
う
。

　

以
上
の
よ
う
なH

ongladarom

の
議
論
は
、「
ネ
ッ
ト
」
の
側
に
仏

教
倫
理
を
導
入
す
る
こ
と
で
社
会
を
変
え
て
い
こ
う
、
と
考
え
る
点
で
は

有
意
義
で
あ
る
が
、
①
民
主
主
義
的
な
価
値
観
と
仏
教
の
倫
理
観
を
同
一

視
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
を
持
ち
出
す
積
極
的
な
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
②
本
質
的
に
貪
欲
を
増
進
す
る
資
本
主
義
を
肯
定
し
て
も
よ
い
の

か
、
③
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
「
慈
悲
に
も
と
づ
い
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」

は
、
開
発
方
針
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
変
え
る
こ
と
が
主
と
な
っ
て
い

る
。
一
方
で
、
発
表
者
が
こ
れ
ま
で
報
告
し
て
き
た
よ
う
に
、
人
工
知
能

な
ど
の
開
発
に
お
い
て
は
、
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
知
に
配
慮
し
よ

う
と
い
う
試
み
が
（
不
十
分
な
が
ら
）
模
索
さ
れ
て
い
る
。
本
発
表
で

は
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
分
析
の
中
心
的
な
技
術
の
一
つ
で
あ
る
機
械
学
習 

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
仏
教
的
な
倫
理
観
を
導
入
す
べ
き
だ
と
主
張
す
るS. 

H
ongladarom

. T
he E

thics of A
I and R

obotics: A
 Buddhist 

V
iew
point. Lexington Books, 2020

の
第
六
章
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、

機
械
学
習
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
分
析
」
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と

で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

H
ongladarom

も
ま
た
、
ユ
ー
ザ
の
情
報
が
断
り
な
く
収
集
、
分
析

さ
れ
、
転
売
さ
れ
て
い
る
状
況
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
ー
ソ
ナ

ラ
イ
ズ
さ
れ
た
広
告
な
ど
を
通
じ
て
、
人
々
の
行
動
が
予
測
さ
れ
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
こ
の
技
術
が
国
家
に
よ
っ
て
利
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。
一
方
で
、H

ongladarom

は
、
こ
の
技
術
自
体
は
否
定
せ
ず
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
収
集
や
分
析
を
止

め
る
必
要
も
な
い
と
い
う
。
資
本
主
義
と
個
人
の
権
利
や
「
真
の
自
由
」

を
守
る
必
要
性
と
の
あ
い
だ
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、

資
本
主
義
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
も
な
い
。
人
々
の
行
動
が
予
測
さ
れ
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
有
益
な
場
合
が
あ
る
と
い
う
。

ま
たH
ongladarom

は
、
仏
教
倫
理
に
も
と
づ
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
擁
護
す
る
に
あ
た
り
、
仏
教
が
民
主
主
義
と
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る

こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

　

H
ongladarom

は
、
自
由
意
志
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
「
個
人
」
に
帰

す
る
「
西
洋
」
の
考
え
方
は
、
無
我
説
に
も
と
づ
く
仏
教
の
考
え
方
と
は



　　68

『宗教研究』95巻別冊（2022年） パネル

に
組
み
込
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ひ
と
つ
に
は
、
物
理
主
義
的
な
決
定
論
と
心
の
自
発
性
と
の

関
係
を
ど
う
見
る
か
を
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
チ
ャ
ル
マ
ー
ズ

等
は
心
の
単
位
と
し
て
の
「
原
質
」
に
も
最
初
か
ら
主
体
を
前
提
に
す
る

の
で
、
そ
の
複
合
が
問
題
化
す
る
一
方
、
主
体
の
行
為
の
決
定
非
決
定
に

つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
な
い
。
他
方
で
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
汎
心
論
的
と

言
え
る
立
場
に
あ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
は
、
遍
在
す
る
記
憶
力
が
持
続
的
に

過
去
を
現
在
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
化
が
生
じ
る
と
見
る
。
そ

し
て
持
続
が
意
識
の
基
本
的
な
様
態
で
、
心
の
粒
子
性
も
粒
子
的
な
主
体

も
前
提
に
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
主
体
の
複
合
問
題
が
生
じ
な
い
シ
ン
プ
ル

な
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
決
定
論
と
は
そ
も
そ
も
持
続
を

切
り
刻
ん
だ
断
面
同
士
の
外
的
関
係
と
し
て
成
立
す
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
、
意
識
は
決
定
論
の
枠
内
に
も
な
い
。

　

ま
た
、
遍
在
す
る
心
が
生
物
進
化
に
与
え
る
影
響
に
関
し
て
は
、
客
観

主
義
的
な
進
化
学
説
の
問
題
点
が
考
察
課
題
に
な
る
。
突
然
変
異
に
よ
っ

て
生
じ
る
生
存
可
能
な
形
質
は
環
境
へ
の
偶
然
的
適
応
を
根
拠
に
す
る
限

り
、
そ
こ
で
は
極
端
な
偶
然
性
と
試
行
錯
誤
の
複
雑
さ
が
生
じ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
も
、
遍
在
す
る
生
命
の
流
れ
と
物
質
の
流

れ
と
の
衝
突
で
新
た
な
形
質
が
生
じ
る
と
考
え
る
と
は
る
か
に
シ
ン
プ
ル

に
な
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
も
「
流
れ
」
は
客
観
化
で
き
な
い
と
い
う
問
題

は
残
る
。

　

さ
ら
に
、
人
間
の
感
覚
が
最
大
マ
ク
ロ
と
い
う
前
提
を
疑
う
に
あ
た

り
、
で
は
そ
れ
以
上
に
マ
ク
ロ
な
意
識
と
は
何
か
と
考
え
る
必
要
も
あ

る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
微
小
な
質
を
組
み
合
わ
せ
て
人
間
の
意

識
が
で
き
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
マ
ク
ロ
な
意
識
が
分
化
し
て
人
間
の

現
代
汎
心
論
の
ゆ
く
え

冲
永
　
宜
司

　

現
代
汎
心
論
と
は
二
一
世
紀
初
頭
こ
ろ
よ
り
英
語
圏
を
中
心
に
生
じ
て

き
た
思
想
運
動
で
あ
る
。
古
典
的
な
汎
心
論
が
近
代
科
学
を
知
ら
な
い
時

代
の
遺
物
と
見
な
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
物
理
主
義
の
徹
底
を
通
じ
て

登
場
し
た
の
が
こ
の
汎
心
論
で
あ
る
。
客
観
性
を
実
在
と
す
る
物
理
主
義

で
は
物
質
の
単
位
を
組
み
合
わ
せ
て
行
っ
た
先
に
意
識
が
登
場
す
る
仕
組

み
を
説
明
で
き
ず
、
そ
れ
は
結
局
意
識
を
消
去
す
る
か
創
発
を
認
め
る
こ

と
に
な
る
。
前
者
は
明
ら
か
に
自
分
に
意
識
が
あ
る
と
い
う
直
観
に
反

し
、
他
方
で
後
者
は
世
界
の
内
部
に
説
明
不
能
な
非
合
理
を
容
認
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
汎
心
論
は
直
観
に
即
し
、
か
つ
合
理
的
と
い
う

二
条
件
を
満
た
す
た
め
、
あ
る
意
味
消
極
的
な
理
由
か
ら
登
場
し
て
き

た
。
し
か
し
本
発
表
で
は
、
過
去
を
現
在
に
取
り
込
む
生
命
の
自
発
性

と
、
進
化
に
お
け
る
そ
の
役
割
と
い
う
、
よ
り
積
極
的
理
由
か
ら
汎
心
論

が
妥
当
す
る
道
筋
を
考
え
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
際
に
、
生
命
の
直
接
性
の

導
入
は
ど
の
問
題
を
も
極
め
て
シ
ン
プ
ル
に
す
る
オ
ッ
カ
ム
的
な
原
理
に

即
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
現
代
汎
心
論
で
は
各
々
の
ミ
ク
ロ
な
経
験
が
複
合
し
て
マ
ク
ロ
な

経
験
を
作
り
出
す
際
、
そ
の
複
合
が
い
か
に
生
じ
る
か
が
共
通
の
議
論
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
議
論
は
心
の
単
位
を
粒
子
状
の
「
原
質
」
の
類

と
見
な
し
、
そ
れ
ら
が
複
合
さ
れ
た
マ
ク
ロ
意
識
を
人
間
と
見
な
す
こ
と

で
共
通
し
て
い
る
。
心
が
微
小
な
単
位
の
複
合
だ
と
い
う
考
え
は
証
明
さ

れ
な
い
前
提
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
遍
在
す
る
心
的
状
態
を
認
め
て
い

る
が
、
主
体
と
経
験
と
の
違
い
や
、
内
的
状
態
が
物
質
世
界
や
進
化
に
与

え
る
影
響
に
つ
い
て
は
論
じ
て
お
ら
ず
、
心
は
基
本
的
に
決
定
論
的
枠
内
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そ
の
よ
う
な
歴
史
を
背
景
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
宗
教
と
の
関
係
性

に
関
す
る
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
中
で
も
国
際
宗
教
研
究
所
は

『
メ
デ
ィ
ア
が
生
み
出
す
神
々
』（
二
〇
〇
八
）、『
科
学
技
術
と
宗
教
』

（
二
〇
一
九
）
等
の
特
集
を
中
心
に
議
論
を
重
ね
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
多

く
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
情
報
発
信
な
ど
の
媒
体
と
し
て
は
機
能
す
る

が
、
現
実
の
空
間
で
宗
教
的
体
験
を
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト

空
間
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
補
完
的
な
役
目
で
し
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
空
間
は
新
た
な
世
界
観
を
生
み
出

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。『
科
学
技
術
と
宗
教
』
の
弓
山
達
也
の
言
葉

を
借
り
る
と
、「
宗
教
体
験
は
コ
ピ
ー
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
宗
教
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
科
学
技
術
は
矛
盾
し
な
い
」
と
弓
山
は
主
張

し
て
も
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
情
報
提
供
の
大
き
な
媒
体
で
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
の
神
社
本
庁
の
告
知
の
後
も
、
Ｈ
Ｐ
を

開
設
・
運
営
す
る
神
社
は
少
な
く
な
く
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
大
阪
市

に
あ
る
金
光
教
桃
山
教
会
「
願
い
の
宮
」
に
お
い
て
は
、
現
実
と
ネ
ッ
ト

空
間
と
の
相
乗
効
果
に
よ
り
、
金
光
教
信
者
以
外
に
も
信
仰
の
場
を
広
げ

て
い
る
。
技
術
を
媒
体
と
し
て
宗
教
的
空
間
と
人
と
の
一
対
一
の
場
が
生

ま
れ
た
良
い
例
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
二
〇
二
一
年
七
月
、
非
営
利
団
体

「
社
団
法
人
神
社
を
守
る
会
」
の
サ
イ
ト
「
カ
ミ
ム
ス
ビ
」
は
、
各
地
の

神
社
へ
賽
銭
を
奉
納
で
き
る
と
い
う
機
能
が
疑
問
視
さ
れ
た
。
画
像
使
用

や
賽
銭
機
能
を
無
断
で
行
っ
て
い
た
こ
と
が
疑
義
を
生
ん
だ
大
き
な
原
因

で
あ
る
が
、
宗
教
的
空
間
に
お
い
て
は
一
対
多
と
い
う
つ
な
が
り
は
困
難

で
あ
る
こ
と
も
証
明
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
を
受
け
、
新
た
な
動

き
も
起
こ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
祭
礼
の
配
信
は
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い

意
識
が
出
来
る
と
い
う
道
筋
で
あ
る
。
こ
れ
は
よ
り
高
き
も
の
の
流
入

や
、
宇
宙
の
意
識
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
梵
我
一
如
的
な
経
験
を
説
明
す

る
だ
け
で
な
く
、
Ｇ
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
遍
在
的
意
識
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

見
な
す
仮
説
や
、
空
間
的
膨
張
以
前
に
真
空
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
た
さ
れ

て
い
た
宇
宙
の
初
期
状
態
に
も
そ
ぐ
う
。
こ
れ
に
伴
い
、
人
間
の
経
験
の

時
間
幅
が
意
識
の
標
準
な
の
か
、
な
ぜ
宇
宙
初
期
の
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
極

小
時
間
、
宇
宙
の
将
来
的
な
膨
張
ス
ケ
ー
ル
の
極
大
時
間
が
意
識
の
活
動

す
る
時
間
規
模
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
も
浮
上
す
る
。

も
し
意
識
を
徹
底
し
て
物
理
主
義
的
に
考
え
る
な
ら
、
宇
宙
の
空
間
的
規

模
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
、
そ
こ
で
の
時
間
的
変
化
が
想
像
を
絶
す
る
極
小

か
ら
極
大
ま
で
広
が
っ
て
い
る
限
り
、
意
識
の
姿
も
そ
こ
に
対
照
さ
せ
な

く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

変
容
す
る
信
仰
媒
体
が
創
造
す
る
世
界
観

永
原
　
順
子

　

日
本
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
誕
生
し
、
二
〇
〇

〇
年
に
か
け
て
一
般
家
庭
に
も
急
速
に
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、

二
〇
〇
〇
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
が
普
及
し
て
い
き
、
も
は
や
一
人
一
台
の
時
代
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
急
速
な
ネ
ッ
ト
空
間
の
発
達
は
諸
方
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
多

く
の
功
罪
を
も
た
ら
し
た
。
宗
教
の
場
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
安
易
な
利
用
が
利
便
性
と
危
う
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
こ
と
に
関
し
て
宗
教
界
か
ら
も
警
鐘
が
発
せ
ら
れ
る
。
二
〇
〇
六
年
七

月
に
神
社
本
庁
か
ら
告
知
さ
れ
た
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
は
る
神
社
の

尊
厳
性
の
護
持
に
つ
い
て
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
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ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ボ
ッ
ト
を
活
用
し
た
宗
教
文
化
教
育
の
可
能
性

石
田
　
友
梨

　

宗
教
と
科
学
技
術
が
結
び
つ
い
た
事
例
と
し
て
、
京
都
高
台
寺
の
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
観
音
マ
イ
ン
ダ
ー
や
、
北
京
龍
泉
寺
の
賢
二
な
ど
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ロ
ボ
ッ
ト
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
仏
教
寺
院
に
お
い

て
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
基
本
的
に
は
信
者
の
相
手
を
す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
信
者
以
外
を
対
象
と
し
、
宗
教
へ
の
理
解
を

深
め
る
た
め
の
教
育
に
お
い
て
も
利
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
発
表
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
す
る
た
め
の
宗
教
文
化
教
育
に
お
け

る
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ボ
ッ
ト
活
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

日
本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
文
化
教
育
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

の
義
務
と
さ
れ
る
六
信
五
行
、
豚
肉
や
酒
の
禁
忌
と
い
っ
た
相
違
点
に
着

目
し
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
異
文
化
と
し
て
学
ぶ

こ
と
は
、
偏
見
や
差
別
の
再
生
産
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
す

べ
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
同
じ
見
解
を
も
ち
、
同
じ
行
動
を
す
る
か
の

よ
う
な
誤
解
も
与
え
や
す
い
。
多
文
化
共
生
社
会
の
実
現
が
目
指
さ
れ
る

現
代
に
お
い
て
は
、
相
違
点
よ
り
も
共
通
点
に
目
を
向
け
る
こ
と
、
イ
ス

ラ
ー
ム
に
お
い
て
も
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
実
態
を
伝
え
る
こ
と
が
重
要

で
あ
ろ
う
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
多
様
性
に
つ
い
て
、
共
感
を
も
ち
な
が
ら
理
解
す
る
方

法
と
し
て
、「
弱
い
ロ
ボ
ッ
ト
」
が
参
考
に
な
る
。「
弱
い
ロ
ボ
ッ
ト
」
と

は
、
人
間
の
手
助
け
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
こ
と
で
あ

る
。
ゴ
ミ
を
見
つ
け
て
も
、
辺
り
を
見
渡
し
な
が
ら
「
も
こ
も
こ
音
」
を

発
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
「
ゴ
ミ
箱
ロ
ボ
ッ
ト
」、
昔
話
の
桃
太
郎
を

語
っ
て
い
る
途
中
で
続
き
を
忘
れ
て
し
ま
う
「
ト
ー
キ
ン
グ
・
ボ
ー
ン

た
が
、
神
賑
行
事
だ
け
で
な
く
、
神
事
を
配
信
す
る
神
社
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
大
阪
天
満
宮
の
天
神
祭
で
は
、
二
〇
二
〇
年
に
本
宮
祭
の

ラ
イ
ブ
配
信
、
二
〇
二
一
年
に
は
録
画
配
信
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を

新
し
い
遙
拝
の
形
に
つ
な
げ
ら
れ
る
と
い
う
趣
旨
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

逆
に
、
遙
拝
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
ネ
ッ
ト
を
使

わ
ず
と
も
よ
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
の
だ
が
、
信
仰
空
間
創
造
の
可
能
性

を
示
唆
す
る
事
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
ネ
ッ
ト
空
間
で
は
な
く
、
現
実
の
場
に
新
た
な
宗
教
空
間
が
設

定
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
び
、
醍
醐
寺
と
人
工
衛
星
開
発
会
社

と
の
業
務
技
術
提
携
に
よ
る
宇
宙
寺
院
の
開
山
が
な
さ
れ
た
。
打
ち
上
げ

予
定
は
二
〇
二
三
年
で
、
大
日
如
来
と
曼
荼
羅
を
搭
載
し
た
人
工
衛
星

は
、
宇
宙
か
ら
世
界
の
安
寧
と
平
和
を
祈
る
と
い
う
。
ま
た
、
遺
灰
を
宇

宙
空
間
に
打
ち
上
げ
る
と
い
う
宇
宙
葬
な
ど
の
例
も
す
で
に
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
仏
や
祖
霊
が
人
々
を
見
守
る
空
間
と
し
て
現
実
と
架
空
の
境
が
曖

昧
な
ま
ま
存
在
し
て
い
た
天
上
や
空
の
上
に
、
技
術
が
踏
み
込
ん
で
い
く

動
き
と
し
て
興
味
深
い
。
社
会
の
一
般
的
通
念
と
し
て
将
来
的
に
定
着
す

る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
個
々
人
の
選
択
的
宗
教
空
間
と
し
て
看
過
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

是
非
や
賛
否
を
含
め
、
ネ
ッ
ト
空
間
で
の
試
み
は
続
く
で
あ
ろ
う
。
既

存
技
術
と
新
た
に
加
わ
る
技
術
と
の
融
合
に
よ
り
、
ス
プ
ロ
ー
ル
し
て
い

く
信
仰
空
間
は
そ
の
輪
郭
を
あ
ら
わ
に
し
な
が
ら
変
容
を
続
け
て
い
く
と

考
え
る
。
科
学
技
術
と
宗
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
今
後
も
着
目
し
て
い
き

た
い
。
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答
え
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
・
ロ
ボ
は
「
犬
に
舐
め
ら
れ
た
お
皿
は
七
回
洗
お

う
」
と
答
え
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
法
学
派
ロ
ボ
は
「
番
犬
と
し
て
役
に
立
つ
か

ら
不
浄
で
は
な
い
よ
」
と
答
え
、
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
法
学
派
ロ
ボ
は
「
猫

は
不
浄
で
は
な
い
け
ど
、
犬
は
不
浄
だ
よ
」
と
答
え
る
よ
う
に
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
が
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
す
る
た
め
の
宗
教
文
化
教
育
ロ
ボ
ッ
ト
の

構
想
で
あ
る
。
現
在
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
搭
載
す
る
ク
ル
ア
ー
ン
や
ハ
デ
ィ

ー
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
、
機
械
可
読
形
式
で
デ
ー
タ
化
し
て
い
る
段
階
に
あ

る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
加
工
し
、
登
場
人
物
の
会
話
をLIN

E

の
ト

ー
ク
画
面
の
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
ジ
タ
ル

技
術
を
利
用
し
た
教
材
を
数
例
紹
介
し
、
発
表
を
終
え
た
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

師
　
　
茂
樹

　

本
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
木
村
武
史
氏
を
中
心
と
し
て
人
工
知
能
や
ロ
ボ

ッ
ト
（
以
下
「
Ａ
Ｉ
等
」）
と
宗
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
共
同
研

究
を
継
続
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
本
学
会
の
学
術
大
会
に
お
い
て
、「
技

術
社
会
と
宗
教
│
│
人
工
知
能
の
実
装
化
が
持
つ
宗
教
的
意
義
に
つ
い

て
」（
二
〇
一
八
年
）、「
人
工
知
能
の
社
会
実
装
化
が
提
議
す
る
宗
教
的

問
題
」（
二
〇
一
九
年
）、「
Ａ
Ｉ
と
宗
教
│
│
Ａ
Ｉ
と
世
界
観
・
神
観
念
」

「
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
」（
二
〇
二
〇
年
）
と
い
う
パ
ネ
ル
を
開
催
し
て
き
た
。
本
パ
ネ
ル

は
、
そ
の
後
続
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
パ
ネ
ル
で
は
、
し
ば
し
ば
Ａ
Ｉ
等
が
人
間
（
の
知
性
）
と

対
比
さ
れ
る
点
に
注
目
し
て
き
た
が
、
Ａ
Ｉ
等
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
と

ズ
」
な
ど
が
、
豊
橋
技
術
科
学
大
学
の
岡
田
美
智
男
教
授
に
よ
っ
て
開
発

さ
れ
て
き
た
。
高
性
能
で
は
な
い
ロ
ボ
ッ
ト
の
方
が
、
人
間
に
親
近
感
や

仲
間
意
識
を
も
た
ら
す
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
弱
い
ロ
ボ
ッ
ト
」

の
ひ
と
つ
に
、「N

A
M
ID
A

」
が
あ
る
。
一
般
的
な
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ

ョ
ン
シ
ス
テ
ム
は
、
運
転
手
に
道
順
を
指
示
す
る
。
し
か
し
、
三
体
の
小

さ
な
ロ
ボ
ッ
ト
か
ら
な
る
「N

A
M
ID
A

」
は
、「
左
」、「
右
は
ど
う
？
」

と
互
い
に
会
話
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
運
転
手
は
そ
れ
を
聞
き
な
が

ら
自
分
で
道
順
を
決
め
る
。
自
発
的
に
関
与
す
る
と
い
う
過
程
が
、
ロ
ボ

ッ
ト
の
受
容
に
つ
な
が
る
よ
う
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
文
化
教
育
お
い
て
、「N

A
M
ID
A

」
を
ど
の
よ

う
に
応
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ

ィ
ー
ス
を
典
拠
に
、
法
学
者
が
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法

学
者
に
よ
る
解
釈
の
違
い
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
多
様
性
と
な
っ
て
現
れ

る
。
そ
こ
で
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
学
ん
だ
ロ
ボ
ッ
ト
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
学
ん

だ
ロ
ボ
ッ
ト
、
各
法
学
派
を
学
ん
だ
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
体

の
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
意
し
、
問
い
に
対
し
て
各
自
の
立
場
を
答
え
て
も
ら
え

ば
、
物
理
的
に
も
多
様
性
を
表
現
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
回
答
を
参
考
に
し

つ
つ
、
自
分
の
立
場
を
選
ぶ
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
あ
り
方
も
、
体

験
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
犬
は
不
浄
で
あ
る
か
」

と
ロ
ボ
ッ
ト
に
問
う
。
ク
ル
ア
ー
ン
で
は
、
犬
が
強
欲
な
者
の
比
喩
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
は
、
犬
が
舐
め
た
器
は

七
回
洗
い
、
そ
の
う
ち
の
一
回
は
土
で
洗
う
よ
う
に
と
あ
る
。
ハ
ナ
フ
ィ

ー
法
学
派
と
マ
ー
リ
ク
法
学
派
で
は
犬
は
不
浄
と
さ
れ
な
い
が
、
シ
ャ
ー

フ
ィ
イ
ー
法
学
派
と
ハ
ン
バ
ル
法
学
派
で
は
不
浄
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を

ふ
ま
え
、
ク
ル
ア
ー
ン
・
ロ
ボ
は
「
犬
は
欲
張
り
の
こ
と
を
指
す
よ
」
と
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い
が
、
そ
れ
が
現
代
の
科
学
技
術
が
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
物
理
主
義
的
な

考
え
方
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、「
科
学
技

術
に
浸
透
す
る
宗
教
」
を
考
え
る
た
め
の
視
点
を
提
供
し
た
。

　

永
原
順
子
「
変
容
す
る
信
仰
媒
体
が
創
造
す
る
世
界
観
」
に
お
い
て

は
、
醍
醐
寺
に
よ
る
人
工
衛
星
の
寺
院
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン
墓
参
り
、
ヴ
ァ

ー
チ
ャ
ル
参
拝
、
宗
教
行
事
の
ウ
ェ
ブ
中
継
な
ど
、
宇
宙
空
間
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
空
間
が
科
学
技
術
の
発
展
に
と
も
な
い
信
仰
の
場
と
な
っ
て
い

る
事
例
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
が
単
な
る
代
替
的
な
空
間
に
す
ぎ

な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
を
変
え
て
し
ま
う
も
の
な
の
か
（
科
学
技
術

が
宗
教
に
浸
透
す
る
可
能
性
）
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

石
田
友
梨
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ボ
ッ
ト
を
活
用
し
た
宗
教
文
化
教
育
の

可
能
性
」
に
お
い
て
は
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
文
化
教
育
（
特
に
イ
ス
ラ

ー
ム
に
つ
い
て
の
教
育
）
に
、
弱
い
ロ
ボ
ッ
ト
や
テ
キ
ス
ト
処
理
技
術
な

ど
、
新
し
い
技
術
を
導
入
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
も
、

科
学
技
術
が
宗
教
（
教
育
）
に
浸
透
す
る
可
能
性
の
例
と
言
え
る
。

ど
ま
ら
な
い
。
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
人
工
知

能
技
術
を
ベ
ー
ス
に
し
た
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
、
非
人
格
的
な
Ａ
Ｉ
等
は

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
隅
々
ま
で
浸
透
し
、
人
々
の
思
考
や
活
動
に
影
響

を
与
え
て
い
る
。
一
方
で
そ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
社
会
の
一
部
を
構

成
し
て
お
り
、
そ
の
開
発
者
も
ふ
く
め
て
様
々
な
文
化
的
な
影
響
を
受
け

て
い
る
。
本
パ
ネ
ル
で
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
広
い
視
点
か
ら
、
Ａ
Ｉ
等
を

は
じ
め
と
す
る
科
学
技
術
が
宗
教
を
含
め
た
社
会
に
浸
透
す
る
と
と
も

に
、
逆
に
宗
教
が
そ
こ
に
浸
透
し
て
い
く
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

小
原
克
博
「
近
未
来
・
技
術
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
残
滓
」
に
お
い
て

は
、
第
五
期
科
学
技
術
基
本
計
画
で
提
唱
さ
れ
たSociety 5.0

を
め
ぐ

る
言
説
の
な
か
で
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
残
し
て
い
る
の
か
を
考

察
す
る
こ
と
で
、
宗
教
が
科
学
技
術
に
浸
透
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
い

る
。
一
方
、
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
『
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
』
に
お
い

て
、
デ
ー
タ
教
（dataism

）
が
未
来
の
宗
教
と
な
る
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
科
学
技
術
が
宗
教
に
浸
透
す
る
可
能
性
も
検
討
し

た
。

　

師
茂
樹
「
仏
教
か
ら
見
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
社
会
の
問
題
」
に
お
い
て

は
、S. H

ongladarom
. T
he E

thics of A
I and R

obotics: A
 Bud-

dhist V
iew
point

の
議
論
を
起
点
に
、
現
代
社
会
で
実
際
に
稼
働
し
て

い
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
技
術
に
仏
教
倫
理
を
い
か
に
実
装
す

る
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
科
学
技
術
に
い
か
に
宗
教

（
に
も
と
づ
い
た
倫
理
観
）
を
浸
透
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

冲
永
宜
司
「
現
代
汎
心
論
の
ゆ
く
え
」
に
お
い
て
は
、
近
代
科
学
の
発

達
に
よ
っ
て
過
去
の
遺
物
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
再
び
注
目
を

集
め
て
い
る
汎
心
論
が
検
討
さ
れ
た
。
汎
心
論
は
宗
教
と
の
親
和
性
も
高
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実
態
調
査
か
ら
窺
う
真
宗
寺
院
に
お
け
る 

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
と
課
題

代
表
者
・
司
会　

葛
野
洋
明

調
査
の
概
要
と
結
果

長
岡
　
岳
澄

　

本
稿
で
は
、
本
調
査
の
概
要
と
結
果
に
つ
い
て
示
す
。
調
査
で
は
、
ま

ず
、
影
響
の
程
度
を
尋
ね
て
い
る
。
一
か
ら
十
の
十
段
階
で
尋
ね
て
お

り
、
こ
の
十
段
階
を
一
〜
三
を
「
影
響
小
」、
四
〜
七
を
「
影
響
中
」、
八

〜
十
を
「
影
響
大
」
と
し
て
ま
と
め
る
と
、
影
響
小
が
九
％
、
影
響
中
が

四
三
％
、
影
響
大
が
四
八
％
で
あ
っ
た
。
回
答
者
の
感
覚
で
の
回
答
で
は

あ
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
寺
院
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
推
移
調
査
で
は
、
影
響
の
程
度
が
や
や
落

ち
着
い
て
き
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。
次
に
、
影
響
の
推
移
を
五
つ
の
選

択
肢
で
尋
ね
て
お
り
、
こ
の
結
果
、「
影
響
が
あ
り
、
変
わ
ら
な
い
」
が

四
七
％
、「
影
響
は
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
」
が
二
七
％
、「
影
響
は
小

さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
」
が
二
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
の
四

月
に
一
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
一
月
時
点
で

は
、
半
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
後
、
そ
の
影

響
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
推
移
調
査
で
は
、
影
響
が
変
わ
っ

て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
た
。

　

次
に
、
影
響
の
内
容
を
十
九
の
選
択
肢
で
尋
ね
て
い
る
。
い
ま
、
こ
の

う
ち
の
割
合
が
高
か
っ
た
選
択
肢
を
あ
げ
る
と
、「
葬
儀
の
参
列
者
が
減

少
し
た
」
が
八
五
％
、「
年
忌
法
要
の
お
参
り
人
数
が
減
少
し
た
」
が
八

一
％
、「
寺
院
で
の
法
要
を
中
止
・
延
期
し
た
」
も
八
一
％
と
な
っ
て
い

る
。
葬
儀
の
参
列
者
の
減
少
は
、
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
発
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
が
、
進
行
を
加
速
さ
せ
、
ま
た
、
寺
院
に
集
ま
る
こ
と
が
困
難
に
な

っ
て
い
る
状
況
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
二
〇
二
〇
年
の
報
恩
講
法
要
を
ど

の
よ
う
に
し
て
勤
め
た
の
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
日
数
も
し
く
は
座
数
を

少
な
く
し
て
勤
め
た
」
が
四
二
％
、「
法
中
の
参
り
あ
い
を
見
合
わ
せ
た
」

が
三
九
％
と
な
り
、「
法
要
を
中
止
し
た
」
は
一
八
％
に
止
ま
っ
て
お
り
、

法
要
が
中
止
・
延
期
さ
れ
る
な
か
、
報
恩
講
法
要
の
中
止
の
割
合
は
低
い

こ
と
が
窺
え
る
。

　

次
に
、
お
参
り
件
数
（
回
数
）
の
減
少
割
合
を
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
結

果
、
〇
割
が
一
〇
％
、
一
〜
三
割
が
六
八
％
、
四
割
〜
六
割
が
一
六
％
、

七
割
〜
九
割
が
八
％
、
十
割
は
〇
件
と
な
っ
て
い
る
。
お
参
り
件
数
の
減

少
割
合
は
二
割
以
下
が
約
半
数
、
三
割
以
下
で
七
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
寺
院
収
入
の
減
少
割
合
に
つ
い
て
尋
ね
て
お
り
、
こ
の
結
果
、
〇

割
が
九
％
、
一
〜
三
割
が
六
四
％
、
四
〜
六
割
が
一
九
％
、
七
〜
九
割
が

八
％
、
十
割
が
〇
・
五
％
と
、
お
参
り
件
数
の
減
少
割
合
と
近
く
な
っ
て

い
る
。
推
移
調
査
で
は
、
減
少
割
合
が
や
や
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が

窺
え
た
。

　

次
に
、
寺
院
で
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
を
十
四
の
選
択

肢
で
尋
ね
て
い
る
。
対
応
済
み
の
割
合
が
高
か
っ
た
選
択
肢
を
あ
げ
る

と
、「
新
し
い
生
活
様
式
の
実
践
」
が
九
八
％
、「
法
要
や
葬
儀
で
の
席
の

距
離
確
保
」
が
九
五
％
、「
本
堂
・
会
館
の
消
毒
の
設
置
」
が
九
一
％
と

な
り
、
基
本
的
な
感
染
対
策
は
、
す
で
に
ほ
ぼ
対
応
済
み
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
一
方
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
い
法
要
の
中
継
実
施
」

が
一
八
％
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
法
話
等
の
配
信
」
が
一
五
％
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得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

回
答
者
の
所
在
地
に
着
目
す
る
と
、
群
馬
や
栃
木
、
ま
た
四
国
な
ど
は

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
数
が
少
な
い
た
め
回
答
数
も
自
ず
と
少
な
い
と

い
う
結
果
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
寺
院
数
が
三
〇
〇
を
超
え
る
福
井
県
の

回
答
率
は
三
％
、
一
〇
〇
カ
寺
あ
る
石
川
県
の
回
答
率
が
七
％
に
と
ど
ま

っ
た
。
Ｗ
ｅ
ｂ
で
拡
散
さ
れ
た
調
査
の
た
め
、
地
域
に
よ
っ
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ

が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
結
果
的
に
情
報
の
伝
達
や
回
答
率
に

差
異
が
生
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

世
代
別
に
着
目
す
る
と
、
三
〇
代
四
〇
代
五
〇
代
の
回
答
数
が
多
く
、

高
齢
の
七
〇
才
以
上
の
回
答
数
が
最
も
少
な
く
、
回
答
時
期
も
遅
か
っ

た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
へ
の
不
慣
れ
が
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
本
調
査
の
調
査
期
間
は
、
年
末
年
始
や
浄
土
真
宗
に
お
け
る
年
間

最
大
の
法
要
、
御
正
忌
報
恩
講
に
か
か
っ
て
い
た
影
響
も
あ
り
、
日
毎
の

回
答
数
に
増
減
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
著
し
い
回
答
数
の
増
加
を
基
点
と
し

て
回
答
期
を
五
期
に
分
け
分
析
し
た
。
回
答
期
割
合
で
は
一
番
多
く
回
答

さ
れ
た
の
は
第
一
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
紙
媒
体
を
用
い
た
調

査
依
頼
の
教
区
へ
の
再
周
知
、
再
依
頼
に
伴
っ
て
、
回
答
数
が
増
加
し

た
。
再
三
の
案
内
、
Ｗ
ｅ
ｂ
以
外
の
周
知
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

　

次
に
国
外
の
浄
土
真
宗
寺
院
に
つ
い
て
着
目
し
た
。
現
在
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
の
国
外
寺
院
は
、
北
米
、
ハ
ワ
イ
、
カ
ナ
ダ
、
南
米
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
台
湾
、
ネ
パ
ー
ル
、
に
拠
点
を
設
置
し
活
動
し
て
い
る
。
今
回

の
調
査
で
は
、
北
米
ハ
ワ
イ
の
総
寺
院
数
七
二
カ
寺
の
う
ち
二
二
の
回
答

を
得
て
お
り
回
収
率
は
三
一
％
、
カ
ナ
ダ
は
総
寺
院
数
一
二
カ
寺
で
得
た

回
答
は
三
、
回
答
率
二
五
％
、
そ
し
て
南
米
は
総
寺
院
数
三
五
ヶ
寺
の
う

と
、
比
較
的
低
く
な
っ
て
い
る
が
、
今
後
対
応
し
た
い
割
合
と
し
て
は
と

も
に
三
割
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
対
応

を
し
て
い
る
回
答
者
に
、
周
囲
（
門
信
徒
）
の
反
応
を
、「
悪
か
っ
た
」

か
ら
「
良
か
っ
た
」
の
十
段
階
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
良
か
っ
た
」
に
近

い
八
〜
十
で
五
二
％
と
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
対
応
は
好
意

的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

そ
し
て
、
収
束
後
の
寺
院
の
状
態
と
し
て
「
戻
る
」
か
ら
「
戻
ら
な

い
」
の
十
段
階
で
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
結
果
、「
戻
る
」
に
近
い
一
〜
五

が
五
二
％
、「
戻
ら
な
い
」
に
近
い
六
〜
十
が
四
八
％
と
、「
戻
る
」「
戻

ら
な
い
」
が
拮
抗
し
て
い
る
。
推
移
調
査
で
は
、「
戻
る
」
の
割
合
が
減

少
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。

　

以
上
、
本
ア
ン
ケ
ー
ト
の
概
要
と
結
果
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
刻
々
と

変
化
し
て
い
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
状
況
に
、
真
宗
寺

院
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
対
応
し
て
い
る
か
の
一
面
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

調
査
結
果
の
分
析
か
ら
窺
う
情
報
化
の
問
題

安
武
　
慶
哉

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
Ｗ
ｅ
ｂ
調
査
の
所
感
と
し
て
、
紙
媒
体
を
用
い
な
か

っ
た
の
で
経
費
を
削
減
で
き
た
他
、
調
査
票
を
発
送
し
回
収
す
る
と
い
う

郵
送
に
よ
る
タ
イ
ム
ラ
グ
が
な
か
っ
た
た
め
、
短
期
間
に
調
査
を
実
施
し

回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
打
ち
込
む
手
続

き
も
不
必
要
な
た
め
、
希
望
者
に
単
純
集
計
結
果
を
早
急
に
返
送
す
る
こ

と
も
で
き
た
。
更
に
教
団
が
実
施
す
る
調
査
で
は
国
外
寺
院
は
対
象
外
で

あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
Ｗ
ｅ
ｂ
調
査
の
た
め
国
外
の
寺
院
か
ら
も
回
答
を
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の
対
策
が
必
須
で
あ
る
と
強
く
提
言
し
た
い
。

各
種
調
査
と
の
比
較
検
討
分
析

藤
丸
　
智
雄

　

本
稿
で
は
、
各
種
コ
ロ
ナ
関
連
の
調
査
結
果
を
参
照
し
つ
つ
、
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
（
以
下
、
コ
ロ
ナ
）
の
感
染
の
影
響
が
、
ど
の
よ
う
な
寺
院

に
大
き
い
か
、
あ
る
い
は
小
さ
い
か
を
確
認
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
寺
院
へ
の

影
響
を
調
べ
た
調
査
は
複
数
あ
る
が
、
具
体
的
に
如
何
な
る
寺
院
に
影
響

が
大
き
い
か
は
判
然
と
し
な
い
。「
都
市
の
寺
院
は
厳
し
い
」「
過
疎
寺
院

の
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
い
」
と
い
っ
た
相
反
す
る
意
見
も
聞
か
れ
る
し
、

「
○
○
地
域
の
寺
院
は
運
営
が
困
難
」
と
い
っ
た
特
定
の
地
域
の
状
況
に

関
す
る
言
葉
が
流
布
し
て
い
る
も
の
の
統
計
的
な
裏
付
け
に
は
乏
し
い
。

　

そ
こ
で
、
調
査
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
元
に
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
何
処
に

大
き
く
出
て
い
る
か
を
分
析
し
た
。
ま
ず
、
過
疎
と
そ
れ
以
外
に
つ
い
て

分
析
を
試
み
た
。
本
調
査
で
は
郵
便
番
号
を
聞
い
て
お
り
、
そ
れ
を
元
に

過
疎
地
を
特
定
し
、
そ
れ
以
外
の
地
域
と
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
過
疎

と
そ
れ
以
外
に
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
程
、
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
過
疎
地
で
も
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
同
等
で
あ
る
（
お
参
り
減
少
は

〇
・
〇
〇
二
ポ
イ
ン
ト
差
）
と
い
う
の
は
決
し
て
妥
当
な
結
果
と
言
え
な

い
だ
ろ
う
。

　

過
疎
地
は
人
口
密
度
も
低
く
影
響
が
小
さ
い
だ
ろ
う
と
い
う
分
析
者
の

予
想
に
反
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
裏
付
け
を
取
る
た
め
に
、
各
地
の
寺
院

に
電
話
や
メ
ー
ル
で
聞
き
取
り
も
行
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
感
染
者
が
わ
ず
か

数
名
の
行
政
単
位
で
さ
え
、
法
事
の
延
期
や
中
止
が
続
い
て
い
る
状
況
が

確
認
で
き
た
。
全
体
的
に
自
粛
す
る
と
い
う
非
効
率
的
な
感
染
症
対
策
が

ち
得
た
回
答
数
は
二
で
、
回
答
率
は
六
％
と
総
じ
て
回
収
率
が
高
い
。
更

に
第
一
期
に
六
〇
・
八
七
％
も
の
回
答
を
得
て
お
り
、
ネ
ッ
ト
調
査
へ
の

迅
速
な
対
応
が
窺
え
た
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
法
要
の
中

継
実
施
や
年
忌
法
要
等
の
中
継
の
実
施
、
さ
ら
に
は
法
話
の
配
信
を
し
て

い
る
と
答
え
た
寺
院
が
そ
れ
ぞ
れ
九
〇
％
を
優
に
超
え
て
い
る
。
北
南
米

の
コ
ロ
ナ
の
深
刻
さ
に
加
え
、
そ
も
そ
も
国
外
寺
院
は
門
信
徒
が
遠
隔
地

に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
日
頃
よ
り
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
情
報
の
伝

達
や
伝
道
活
動
を
行
な
っ
て
お
り
、
対
面
で
の
参
拝
が
で
き
な
く
な
っ
た

状
況
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
推
測

さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
国
内
外
の
寺
院
関
係
者
を
対
象
と
し
た
調
査
を
通
し
て
、
世
代

別
、
所
在
地
別
に
よ
っ
て
情
報
伝
達
や
応
答
の
時
間
的
差
異
が
あ
り
、
複

数
の
方
法
で
情
報
伝
達
す
る
工
夫
を
用
い
な
い
と
、（
特
に
国
内
で
）
網

羅
的
な
情
報
の
伝
達
や
応
答
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
そ
れ
は
寺
―
門
信
徒
の
関
係
も
同
様
で
あ
り
、
対
面
や
寺
院
の
参

拝
を
自
粛
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
状
況
で
は
、
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
伝

達
だ
け
で
な
く
、
複
線
的
に
人
と
の
つ
な
が
り
を
持
と
う
と
す
る
工
夫
が

な
い
と
網
羅
的
に
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

国
内
外
の
比
較
を
通
し
て
、
日
頃
か
ら
ネ
ッ
ト
を
含
む
多
様
な
媒
体
や
手

法
を
用
い
て
、
寺
院
活
動
を
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
窺
え
た
。

　

誰
も
が
一
律
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
対
応
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
全
て
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
用
い
て
発
信
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
多
用

さ
れ
る
新
し
い
生
活
様
式
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
の
は
間
違
い
な
い
。
海
外

の
先
進
例
を
学
び
つ
つ
、
教
団
内
の
教
区
・
組
単
位
で
、
門
信
徒
を
含
め

て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
つ
い
て
の
研
修
会
を
実
施
し
た
り
、
設
備
を
整
え
る
補
助
等
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本
分
析
は
、
状
況
の
良
い
寺
院
を
抽
出
し
模
範
的
対
応
を
示
そ
う
と
し

た
が
、
寺
院
の
対
応
が
影
響
を
左
右
す
る
と
い
う
結
果
は
残
念
な
が
ら
見

出
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
つ
の
成
果
と
考
え
た
い
。
コ
ロ
ナ

禍
で
、
対
応
を
模
索
し
疲
弊
し
て
い
る
寺
院
は
多
い
。
特
に
真
摯
に
多
様

な
方
法
を
試
み
て
い
る
寺
院
こ
そ
好
結
果
が
得
ら
れ
ず
長
期
化
す
る
影
響

に
疲
弊
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
試
み
が
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
コ

ロ
ナ
と
い
う
事
態
の
影
響
が
甚
大
過
ぎ
る
の
だ
。
勿
論
、
試
み
は
徒
労
に

な
る
の
で
な
く
回
復
期
に
は
差
異
を
生
じ
う
る
だ
ろ
う
。
今
後
も
各
種
調

査
と
比
較
し
、
寺
院
の
回
復
力
に
つ
い
て
継
続
的
に
観
察
し
て
い
き
た

い
。
最
後
に
、
安
全
な
地
域
を
細
か
に
評
価
す
る
施
策
が
弱
い
こ
と
が
、

寺
院
の
み
な
ら
ず
地
域
の
諸
産
業
を
疲
弊
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

真
宗
寺
院
の
伝
え
る
べ
き
教
え

葛
野
　
洋
明

　

本
調
査
で
は
、「
伝
え
る
べ
き
こ
と
」「
思
う
こ
と
」
に
関
し
て
、
自
由

記
述
形
式
で
回
答
で
き
る
よ
う
に
設
問
し
た
。
こ
れ
ら
の
回
答
は
量
的
に

も
多
く
、
ま
た
内
容
的
に
も
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
回
答
を
分

析
し
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出
し
て
、
分
類
し
た
。
浄
土
真
宗
各
派
の
寺
院

が
、
こ
の
厳
し
い
状
況
下
に
お
い
て
、
何
を
伝
え
る
べ
き
と
考
え
て
い
る

の
か
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
劇
的
に
変
化
す
る
状
況
の
な
か
で
、
伝
え
る
べ

き
教
え
が
、
本
当
の
意
味
に
お
い
て
伝
わ
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
配

慮
が
必
要
で
あ
る
の
か
を
窺
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
各
派
寺
院
の

実
態
や
課
題
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

本
調
査
に
お
い
て
自
由
記
述
回
答
が
設
定
さ
れ
て
い
た
「
宗
教
者
・
仏

寺
院
運
営
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

続
い
て
、
通
常
、
門
信
徒
と
緊
密
な
関
係
を
維
持
し
て
い
る
寺
院
は
強

い
と
さ
れ
、
ま
た
大
谷
派
調
査
（
二
〇
二
〇
調
査
、『
真
宗
』
二
〇
二
〇
、

二
月
号
に
報
告
掲
載
）
も
濃
や
か
な
関
係
性
の
有
効
性
に
つ
い
て
指
摘
し

て
お
り
、
月
忌
参
り
が
盛
ん
な
地
域
と
そ
れ
以
外
の
地
域
を
比
較
し
た
。

そ
の
結
果
は
予
想
に
反
し
て
、
僅
か
な
差
で
は
あ
る
が
、
盛
ん
な
地
域
の

影
響
が
大
と
出
た
。
つ
ま
り
、
日
常
の
濃
や
か
な
関
係
性
が
影
響
を
抑
止

す
る
こ
と
を
示
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
、「
緊
急
事
態
宣
言
」（
調
査
時
）
が
出
て
い
る
地
域
と
そ
れ
以

外
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
明
確
な
違
い
が
出
た
。
多
く
の
宣
言
地
域
に
お

け
る
影
響
が
顕
著
に
な
っ
た
。
一
方
で
宣
言
地
域
で
も
福
岡
県
・
愛
知
県

は
、
影
響
が
中
程
度
と
出
た
が
、
更
に
分
析
を
深
め
る
と
、
回
答
者
の
市

街
地
率
が
低
い
こ
と
と
の
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
緊
急
事

態
宣
言
・
市
街
地
率
と
い
う
寺
院
の
対
応
と
は
無
関
係
で
、
不
可
抗
力
的

に
作
用
す
る
外
的
要
因
が
、
寺
院
運
営
に
強
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
鮮

明
に
な
っ
た
。

　

更
に
寺
院
の
ネ
ッ
ト
対
応
に
つ
い
て
比
較
し
た
が
、
ネ
ッ
ト
対
応
が
影

響
を
小
さ
く
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
外
的
要
因
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
対
応

が
進
む
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。
例
え
ば
岐
阜
県
の
場
合
、
二
〇
一
五
年
実

施
の
本
願
寺
派
宗
勢
基
本
調
査
で
は
ネ
ッ
ト
対
応
が
中
位
だ
っ
た
が
、
同

調
査
で
飛
び
抜
け
た
ネ
ッ
ト
対
応
状
況
を
示
し
た
東
京
都
と
比
肩
す
る
現

状
が
確
認
さ
れ
た
。
岐
阜
県
は
、
感
染
状
況
が
早
期
に
悪
化
し
、
二
〇
二

一
年
一
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
て
い
る
。
岐
阜
の
迅
速
な
ネ
ッ

ト
対
応
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
何
に
起
因
し
た
の
か
、
厳
密
な
追
加
調
査

を
進
め
た
い
。
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「
い
の
ち
の
尊
さ
」
や
「
生
き
る
意
味
」
な
ど
を
は
じ
め
、
四
、「
心
に
寄

り
添
う
」
と
い
う
、
い
か
に
人
々
と
共
に
歩
ん
で
い
く
か
に
関
心
が
寄
せ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
減
少
が
顕
著
な
六
、「
寺
院
運
営
」

に
お
い
て
は
、
従
来
の
法
要
や
法
座
活
動
を
自
粛
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

が
定
着
し
て
、
対
面
の
良
さ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
に
つ

い
て
言
及
し
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
窺
え
る
。
ま
た
、
二
、「
仏

教
の
教
え
」
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
、「
諸
行
無
常
」「
愛

別
離
苦
」「
縁
起
」「
正
見
」
な
ど
の
仏
教
の
基
本
的
教
義
を
示
す
専
門
的

用
語
を
選
択
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
た
と
窺
え
る
。

　

五
、「
平
生
か
ら
の
教
え
」
の
「
状
況
に
よ
っ
て
伝
え
る
こ
と
を
変
え

な
い
」
は
多
く
選
択
さ
れ
て
い
る
が
、「
仏
教
の
教
え
」
の
選
択
が
少
な

い
の
は
、
自
ら
の
基
盤
と
す
る
宗
教
的
内
容
を
伝
え
る
べ
き
と
し
つ
つ

も
、
そ
の
教
義
を
端
的
に
示
す
専
門
的
用
語
は
選
び
難
い
の
が
実
態
の
一

端
と
考
察
し
た
。

　

本
調
査
・
推
移
調
査
を
通
し
て
、
こ
の
危
機
的
状
況
に
お
け
る
浄
土
真

宗
各
派
寺
院
関
係
者
が
伝
え
る
べ
き
こ
と
と
考
え
て
い
る
実
態
は
、
宗
教

的
・
社
会
的
に
わ
た
る
多
様
な
視
点
が
あ
っ
た
。

　

課
題
と
し
て
は
、
自
ら
が
基
盤
と
す
る
宗
教
（
仏
教
・
浄
土
真
宗
）
を

伝
え
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
直
接
的
に
端
的
に
示
す
専
門
的
用
語
だ
け
で
は

選
択
さ
れ
に
く
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
専
門
的
用
語
が
示
す
宗
教
的
内
容

を
、
危
機
的
状
況
、
対
象
者
に
応
じ
て
、
自
他
と
も
に
宗
教
的
救
済
を
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
え
る
工
夫
が
必
要
で
あ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、

改
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

教
者
・
念
仏
者
と
し
て
伝
え
る
べ
き
こ
と
」「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
へ
の
所
感
」
に
関
し
て
、
多
様
な
記
述
が
二
つ
の
設
問
に
ま

た
が
っ
て
回
答
さ
れ
て
い
た
。
総
合
的
に
分
析
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出

し
、
分
類
を
施
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
数
の
多
い
順
に
示
す
と
、
以
下
の
通

り
と
な
っ
た
。

　

一
、「
真
宗
の
教
え
」
一
四
六
。
二
、「
仏
教
の
教
え
」
一
一
三
。
三
、

「
寺
院
活
動
の
方
法
」
一
一
三
。
四
、「
心
に
寄
り
添
う
」
九
二
。
五
、「
平

生
か
ら
の
教
え
」
七
三
。
六
、「
寺
院
運
営
」
六
七
。
七
、「
気
づ
き
・
あ

り
が
た
さ
」
五
七
。
八
、「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
抑
制
」
五
四
。
九
、「
感
染
拡

大
防
止
」
三
八
。
一
〇
、「
世
間
の
影
響
」
二
四
。
一
一
、「
宗
派
へ
の
意

見
」
一
二
。
と
な
っ
た
。

　

浄
土
真
宗
各
派
寺
院
関
係
者
が
危
惧
し
関
心
を
寄
せ
て
い
る
実
態
と
し

て
、
多
様
な
視
点
が
あ
る
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

七
ヶ
月
後
に
実
施
し
た
推
移
調
査
に
お
い
て
は
、
上
記
の
分
類
の
中
か

ら
代
表
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
選
択
肢
に
上
げ
て
、
単
一
選
択
に
よ
っ
て
回

答
を
得
た
。
異
な
る
調
査
方
法
な
の
で
単
純
比
較
は
で
き
な
い
が
、
全
回

答
に
お
け
る
割
合
を
比
較
し
、
増
減
ポ
イ
ン
ト
順
に
示
す
と
以
下
の
通
り

と
な
っ
た
。

　

五
、「
平
生
か
ら
の
教
え
」
一
一
・
三
一
増
。
四
、「
心
に
寄
り
添
う
」

五
・
五
六
増
。
八
、「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
抑
制
」
五
・
三
八
増
。
七
、「
気
づ

き
・
あ
り
が
た
さ
」
三
・
三
四
増
。
一
、「
真
宗
の
教
え
」
一
・
五
〇
増
。

一
一
、「
宗
派
へ
の
意
見
」
一
・
二
六
増
。
一
〇
、「
世
間
の
影
響
」
一
・
九

三
減
。
二
、「
仏
教
の
教
え
」
八
・
二
一
減
。
六
、「
寺
院
運
営
」
九
・
三
二

減
。

　

ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
分
類
は
、
五
、「
平
生
か
ら
の
教
え
」
で
は
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本
パ
ネ
ル
発
表
で
は
、
こ
の
調
査
の
結
果
を
も
と
に
研
究
発
表
を
行
っ

た
。
各
発
表
に
対
す
る
質
疑
応
答
を
設
け
、
最
後
に
は
全
パ
ネ
ル
発
表
全

体
に
対
し
、
質
疑
応
答
の
時
間
を
設
け
た
。

　

第
一
発
表
の
長
岡
発
表
に
お
い
て
、
調
査
結
果
を
統
計
的
に
分
析
し
て

示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
収
入
が
一
〇
割
減
少
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
質
疑
が
あ
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長

期
化
す
る
中
、
具
体
的
な
対
応
策
の
提
言
等
を
視
野
に
入
れ
、
更
な
る
調

査
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

第
二
発
表
の
安
武
発
表
に
つ
い
て
、
国
外
寺
院
に
着
目
し
た
と
こ
ろ
に

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
が
、
国
外
の
寺
院
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
文
化

圏
に
あ
り
、
早
く
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
伝
道
方
法
を
取
り
入
れ
て
き
た

の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
方
法
に
影
響
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。
伝
道
方
法
に
は
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
仏
教

（
浄
土
真
宗
）
の
特
徴
的
内
容
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題

が
改
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

第
三
発
表
の
藤
丸
発
表
に
お
い
て
は
、
お
寺
の
回
復
力
に
つ
い
て
質
問

が
あ
っ
た
。
藤
丸
発
表
で
は
、
お
参
り
数
減
少
も
、
収
入
減
少
も
、
地
域

の
外
的
因
子
が
強
く
は
た
ら
き
、
影
響
が
一
様
に
現
れ
る
こ
と
を
報
告
し

た
が
、
継
続
的
に
調
査
す
る
こ
と
で
回
復
力
の
寺
に
よ
る
違
い
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

第
四
発
表
の
葛
野
発
表
に
お
い
て
は
、
伝
道
と
い
う
側
面
に
関
す
る
ソ

フ
ト
面
に
言
及
さ
れ
て
い
た
と
コ
メ
ン
ト
を
得
た
。
調
査
デ
ー
タ
か
ら
明

ら
か
に
で
き
る
こ
と
と
、
ま
た
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
実
際
の
寺
院
活
動
を
視

野
に
入
れ
て
、
ハ
ー
ド
面
、
ソ
フ
ト
面
の
両
者
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
。

パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

葛
野
　
洋
明

　

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
初
頭
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
が
日
本
を
含
め
世
界
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お

り
、
そ
の
影
響
は
現
在
に
ま
で
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
影
響
は
、
宗
教
界
、
寺
院
に
も
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
、
い
く

つ
か
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

特
に
、
浄
土
真
宗
各
派
寺
院
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
龍
谷
大
学
大
学
院
実
践
真
宗

学
研
究
科
院
生
有
志
を
中
心
と
し
た
「CO

V
ID

-19

影
響
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
研
究
チ
ー
ム
」
が
「
真
宗
寺
院
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施
し
た
。

　

本
調
査
は
、
真
宗
寺
院
関
係
者
を
対
象
と
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ
調
査
と
し
て
実

施
し
た
。
調
査
時
期
は
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
第
三
波
の
時
期
で
あ
る
二
〇

二
〇
（
令
和
二
）
年
一
二
月
二
〇
日
か
ら
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
一
月

三
一
日
に
か
け
て
実
施
し
、
六
八
九
件
の
有
効
回
答
を
得
た
。
設
問
は
、

全
一
七
問
と
な
っ
て
お
り
、
う
ち
五
問
は
寺
院
所
在
地
な
ど
の
基
本
属

性
、
一
一
問
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
等
に
つ
い
て

（
そ
の
う
ち
の
二
問
は
自
由
記
述
）、
一
問
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
尋
ね
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
推
移
調
査
と
し
て
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
回
答
者
（
三
三
六
名
）
を

対
象
に
、
い
わ
ゆ
る
第
五
波
の
時
期
と
な
る
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
八

月
一
日
か
ら
八
月
二
〇
日
に
か
け
て
、
推
移
を
尋
ね
る
調
査
を
Ｗ
ｅ
ｂ
調

査
と
し
て
実
施
し
た
。
推
移
調
査
で
は
、
全
五
問
で
、
う
ち
四
問
は
、
前

回
調
査
と
同
様
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
一
七
九
件
の
回
答
を
得
た
。
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コ
ロ
ナ
禍
の
「
人
生
会
議
」 

│
│ 「
生
と
死
」
に
ど
う
向
き
合
う
か 

│
│

代
表
者
・
司
会　

冲
永
隆
子

「
人
生
会
議
」
を
め
ぐ
る
問
題
提
起

冲
永
　
隆
子

　

二
〇
二
〇
年
は
予
期
せ
ぬ
世
界
的
難
局
の
一
年
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
脅
威
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
計
り
知
れ
な
い
苦
悩
を
も
た
ら
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
生
活
様
式
、
人
生
観
、
死
生
観
そ

の
も
の
は
一
変
し
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
ど
う
生
き
て
い
く
の

か
。
い
の
ち
に
関
わ
る
万
が
一
の
時
、
ど
ん
な
医
療
や
ケ
ア
を
受
け
た
い

か
を
自
分
の
意
思
で
決
定
で
き
な
い
状
況
に
備
え
て
、
家
族
や
医
療
者
ら

と
繰
り
返
し
話
し
合
う
こ
と
を
「
ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン 

グA
dvance Care Planning

：
Ａ
Ｃ
Ｐ
」
と
い
う
。
厚
生
労
働
省
が

「
人
生
会
議
」
の
愛
称
を
つ
け
普
及
を
目
指
し
て
き
た
が
、
二
〇
一
九
年

十
一
月
の
「
人
生
会
議
」
啓
発
ポ
ス
タ
ー
が
物
議
を
醸
し
永
久
撤
収
と
な

っ
た
。

　

本
パ
ネ
ル
で
は
、
最
初
に
、
先
行
研
究
に
基
づ
く
日
本
に
お
け
る
Ａ
Ｃ

Ｐ
研
究
の
動
向
と
議
論
の
起
こ
り
や
経
緯
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
次
い

で
、
筆
者
が
二
〇
一
四
―
一
五
年
に
実
施
し
た
、
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未

来
研
究
セ
ン
タ
ー
上
廣
こ
こ
ろ
学
研
究
部
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
主
催
の
終
末

期
に
関
す
る
講
習
会
に
参
加
し
た
、
二
〇
―
八
〇
代
の
男
女
一
〇
五
三
人

を
対
象
と
し
た
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
意
識
調
査
の
分
析
結
果
に
基
づ
く
、
博
士
学
位

論
文
の
考
察
を
一
部
報
告
し
た
。
な
お
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
意
識
・
質
問
紙
調
査
に

　

全
発
表
に
対
す
る
質
疑
応
答
に
も
、
専
門
的
知
見
か
ら
の
質
問
が
多

く
、
研
究
内
容
を
更
に
深
く
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

な
お
、
こ
の
研
究
は
、
一
般
財
団
法
人
「
本
願
寺
派
教
学
助
成
財
団　

教
学
研
究
資
金
助
成
」
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
記

し
て
謝
意
を
表
す
。
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困
難
で
迷
う
・
把
握
で
き
な
い
」「
家
族
の
反
応
・
不
満
が
心
配
」
等
の

回
答
が
あ
っ
た
。
七
〇
代
Ａ
Ｃ
Ｐ
既
作
成
男
性
は
、「
自
分
の
終
末
の
決

め
方
が
本
人
に
な
い
。
要
望
に
す
ぎ
な
い
。
終
末
期
（
不
治
）
の
状
態
を

具
体
的
に
把
握
で
き
な
い
」
と
回
答
、
八
二
歳
の
義
母
と
同
居
の
三
〇
代

Ａ
Ｃ
Ｐ
未
実
施
の
女
性
は
「
嫌
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
し
ま
い
そ
う
で
訊
き

づ
ら
い
」
と
い
っ
た
「
決
め
ら
れ
な
い
」
苦
し
い
胸
の
内
を
明
か
し
て
い

た
。

　

本
企
画
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
人
生
会
議
に
向
け
て
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
実
践
を

困
難
に
さ
せ
る
要
因
分
析
を
は
じ
め
「
な
ぜ
終
末
期
に
意
思
決
定
す
る
必

要
が
あ
る
の
か
」
を
め
ぐ
る
議
論
、
そ
の
議
論
を
深
め
る
鍵
と
な
る
の
が

「
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
／
決
ま
ら
な
い
こ
と
／
決
め
な
い
こ
と
」
と
定
め

て
対
話
を
行
っ
た
。

　

な
お
、
本
報
告
は
拙
書
『
終
末
期
の
意
思
決
定
―
コ
ロ
ナ
禍
の
人
生
会

議
に
向
け
て
』（
二
〇
一
一
年
十
一
月
頃
、
晃
洋
書
房
よ
り
公
刊
予
定
）

の
一
部
で
あ
る
。

人
生
会
議
は
「
自
律
的
」
な
営
み
か
？

秋
葉
　
峻
介

　

ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
、
人
生
会
議
）
導
入

の
背
景
と
し
て
、
患
者
が
ひ
と
り
で
生
と
死
を
め
ぐ
る
自
己
決
定
を
行
う

こ
と
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
弱
い
個
人
を
前
提
し
た
相
互

補
完
的
な
自
律
・
人
間
観
へ
の
移
行
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
他
方

で
、
従
来
の
強
い
個
人
の
自
律
に
基
づ
く
議
論
の
影
響
も
根
強
く
残
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て
自
律

概
念
に
着
目
し
て
整
理
し
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
が
い
か
な
る
営
み
で
あ
る
の
か
分
析

あ
た
り
、
上
記
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
患
者
と
家
族
の
終
末
期
に
関
す
る
希
望

を
実
施
す
る
た
め
の
倫
理
支
援
開
発
研
究
」
の
倫
理
的
審
査
を
得
た
。
全

て
を
匿
名
に
し
て
、
個
人
情
報
の
濫
用
の
恐
れ
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
質

問
紙
回
答
に
重
複
（
同
一
者
が
二
枚
提
出
）
が
な
い
こ
と
等
確
認
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
四
年
度
の
厚
生
労
働
省
の
終
末
期
医
療
に
関
す
る
意
識
調
査
等

に
よ
れ
ば
、
事
前
指
示
書
作
成
に
約
七
〇
％
以
上
の
人
が
賛
成
し
て
い
る

一
方
で
、
実
際
に
書
面
を
作
成
し
て
い
る
人
が
約
三
％
で
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
を
受
け
て
、
当
時
の
調
査
で
は
、
そ
の
原
因
は
何
で
あ
る
の
か
、
事

前
指
示
書
作
成
・
Ａ
Ｃ
Ｐ
実
施
へ
の
障
壁
や
抵
抗
感
を
探
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
。
調
査
結
果
で
は
Ａ
Ｃ
Ｐ
未
実
施
が
回
答
者
の
九
三
・
八
％
（
九

八
八
人
）、
Ａ
Ｃ
Ｐ
既
実
施
が
五
・
二
％
（
五
五
人
）
だ
っ
た
。
Ａ
Ｃ
Ｐ
普

及
の
障
害
と
な
る
要
素
を
探
り
、
上
記
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
で
、
当
事
者
の
属
性
（
性
別
や
年
齢
）
に
適
合
し
た
具
体
的
な
改
善

策
を
構
想
し
、
提
言
を
行
っ
て
き
た
。
問
題
の
背
景
と
し
て
、
日
本
固
有

の
文
化
的
側
面
（
死
を
話
題
に
す
る
こ
と
へ
の
忌
避
感
な
ど
）
の
存
在
を

指
摘
し
た
が
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
作
成
へ
の
文
化
的
障
壁
の
問
題
の
克
服
に
至
る
た

め
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
は
十
分
な
言
及
が
な
く
、
今
後
の
重
要
な
課

題
と
し
て
積
み
残
し
が
あ
っ
た
と
、
筆
者
は
反
省
す
る
。

　

そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
今
回
の
パ
ネ
ル
の
主
旨
で
あ
る
「
決
め
ら
れ

な
い
こ
と
／
決
ま
ら
な
い
こ
と
／
決
め
な
い
こ
と
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

て
、
主
と
し
て
調
査
結
果
（
自
由
記
述
式
回
答
：
三
一
一
人
／
一
〇
五
三

人
、
回
答
率
二
九
・
五
％
）
か
ら
垣
間
見
え
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
へ
の
躊
躇
感
や
抵

抗
感
（
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
パ
ッ
シ
ブ
要
因
）
を
探
っ
た
。「
そ
の
時
が
き
た

ら
ま
た
悩
む
・
考
え
が
変
わ
り
そ
う
」「
価
値
観
の
相
違
等
話
し
合
う
の

が
難
し
い
」「
作
成
し
て
も
実
現
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」「
状
態
想
定
が
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で
あ
る
。
決
ま
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
「
証
拠
」
集
め
は
可
能
で
あ
り
、

い
ざ
そ
の
と
き
を
迎
え
て
も
本
人
意
思
の
推
定
や
「
最
善
」
の
判
断
に
あ

る
程
度
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
決
ま
ら
な
い

こ
と
は
想
定
・
許
容
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
他
方
で
、「
人
生
の
最

終
段
階
に
お
け
る
医
療
・
ケ
ア
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
で
は
、
意
思
が
確
認
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
「
最
善
」
の
判
断
が

で
き
な
い
場
合
に
、
い
わ
ば
家
族
の
選
択
肢
と
し
て
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム

に
任
せ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
本
人
の
意
思
と
し
て
決
め

な
い
、
と
い
う
こ
と
は
織
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、「
決
め
る
こ
と
」
の
善

さ
を
前
提
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。

　

最
後
に
、
決
め
る
／
決
ま
ら
な
い
・
決
め
な
い
と
は
別
の
観
点
か
ら
捉

え
返
し
て
み
る
。
尾
藤
誠
司
（
二
〇
一
八
・
三
九
四
頁
）
に
よ
れ
ば
、

「「
決
ま
る
」
と
い
う
「
中
動
的
」
な
動
詞
に
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
所
作

の
主
体
が
あ
い
ま
い
で
、
あ
た
か
も
状
況
が
決
断
を
生
み
出
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。〔
…
〕
決
断
の
主
体
者
を
状
況
か

ら
は
ぎ
取
ら
ず
、
そ
の
主
体
者
を
取
り
巻
く
助
演
俳
優
た
ち
の
姿
が
浮
き

上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
情
景
を
頭
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
い

う
。
こ
の
視
座
に
立
つ
な
ら
ば
、
患
者
の
弱
い
個
人
の
自
律
を
前
提
し
た

営
み
と
し
て
の
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
在
り
方
が
見
え
て
く
る
。
決
め
る
で
も
決
ま
ら

な
い
・
決
め
な
い
で
も
な
く
「
決
ま
る
」
営
み
と
し
て
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
再
構
築

す
る
こ
と
で
、「
自
律
」
と
は
別
の
仕
方
で
、
相
互
行
為
と
し
て
の
「
ケ

ア
」
の
関
係
を
際
立
た
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
拓
か
れ
る
と
結
論
す
る
。

　

な
お
、
本
研
究
は
上
廣
倫
理
財
団
令
和
二
年
度
研
究
助
成
な
ら
び
に
Ｊ

Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費21K

00007

の
助
成
を
受
け
て
行
わ
れ
た
研
究
の
一
部

で
あ
る
。

し
た
。
そ
の
う
え
で
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
と
決
ま
ら
な
い
こ
と
・
決
め
な
い
こ
と
と

の
関
係
に
つ
い
て
批
判
的
検
討
を
試
み
た
。

　

ま
ず
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
普
及
・
啓
発
用
の
Ｈ
Ｐ
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
検
討
会
の

議
事
録
等
か
ら
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
が
、
㊀
対
話
に
よ
る
情
報
共
有
㊁
医
療
・
ケ

ア
に
関
す
る
方
針
の
合
意
㊂
本
人
の
意
思
決
定
、
と
い
う
「
決
め
る
こ

と
」
を
前
提
し
た
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
│
│

「
決
め
る
こ
と
」
こ
そ
が
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
核
に
な
っ
て
い
る
と
言
い
得
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
に
お
け
る
患
者
・
家
族
・
医
療
者
の
三
者
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
・
役
割
に
お
け
る
自
律
も
ま
た
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。

　

三
者
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
患
者
は
自
ら
の
人

格
・
人
生
の
統
合
性
・
価
値
観
に
照
ら
し
て
意
思
決
定
す
る
こ
と
と
し
て

自
律
を
発
揮
す
る
。
家
族
に
は
、
患
者
と
重
な
り
合
う
「
人
生
の
物
語
」

を
軸
に
「
最
善
」
を
探
求
す
る
た
め
の
自
律
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
医
療
者
に
は
、
医
学
的
適
応
・
妥
当
性
に
基
づ
く
客
観
的
情
報
を
提

供
す
る
専
門
家
と
し
て
の
自
律
の
み
な
ら
ず
、「
最
善
」
と
医
療
・
ケ
ア

の
方
針
と
の
適
合
性
を
見
極
め
る
た
め
の
自
律
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
る
と
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
に
は
、
患
者
の
自
律
の
発
揮
を
引
き
出
し
、
支

え
る
た
め
に
家
族
や
医
療
者
の
自
律
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
連
関
が

確
認
で
き
る
│
│
三
者
の
自
律
の
連
関
に
よ
っ
て
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
は
自
律
的
な

営
み
だ
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
律
的
で
あ
る
こ
と
、「
決
め

る
こ
と
」
の
善
さ
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
や
は
り
強
い
個

人
の
自
律
の
議
論
の
枠
組
み
を
脱
せ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

決
ま
ら
な
い
こ
と
・
決
め
な
い
こ
と
に
焦
点
を
定
め
て
批
判
的
検
討
を

加
え
る
と
、
こ
の
構
造
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
ま
ず
、
決
ま
ら
な
い
こ
と
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本
人
を
取
り
巻
く
関
係
性
の
中
に
在
宅
医
や
医
療
介
護
ス
タ
ッ
フ
が
外

部
か
ら
入
り
込
み
、
そ
の
成
員
の
死
と
い
う
大
き
な
事
態
に
関
わ
る
。
関

係
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
と
思
惑
で
そ
れ
ぞ
れ
に
動
く
。
医
学
的
な
正

し
さ
は
根
拠
と
な
り
に
く
い
。
自
律
し
た
本
人
の
意
思
が
明
ら
か
に
な
れ

ば
、
そ
れ
は
重
要
な
行
為
の
準
拠
点
と
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
全
て
で
は

な
い
。
医
師
た
ち
は
様
々
な
角
度
か
ら
準
拠
点
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
聞

き
取
り
で
は
、
従
来
明
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
意
思
決
定
に
ま
つ
わ
る
経

験
が
語
ら
れ
た
。

　

話
し
合
い
の
対
象
が
流
動
化
し
、
時
に
は
関
係
者
の
気
持
ち
に
も
配
慮

す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
皆
で
集
ま
っ
て
話
し
合
う
と
い
う
わ
か
り
や
す

い
形
を
と
る
こ
と
で
か
え
っ
て
自
分
の
気
持
ち
を
話
せ
な
く
な
る
こ
と
も

あ
る
た
め
、
日
々
の
会
話
の
中
か
ら
そ
れ
と
な
く
気
持
ち
を
汲
み
上
げ
る

必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
自
身
の
内
面
を
反
省
的
に
振
り
返
る
こ
と

や
、
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
言
葉
に
な

ら
な
い
レ
ベ
ル
で
苦
悩
を
理
解
し
、
共
感
し
よ
う
と
す
る
。
話
し
合
い
を

す
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
も
、
適
切
な
瞬
間
が
あ
り
、
そ
れ
が
生
き
て
い
る
間

に
来
な
け
れ
ば
そ
れ
も
受
け
入
れ
「
答
え
が
な
い
」
こ
と
も
答
え
と
し
て

も
つ
べ
き
と
す
る
語
り
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
関
わ
り
の
時
間
軸
の
延
長
と

解
釈
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
対
象
の
流
動
化
・
実
践
の
非
明
示
化
・
自
己
の

内
省
・
非
言
語
化
・
関
わ
り
の
時
間
軸
の
延
長
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、

真
摯
に
実
践
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
な
に
も
特
別
な
こ
と
を
し
て
い
な
い
か

の
よ
う
に
見
え
て
い
く
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
自
律
し
た
本

人
の
能
動
的
な
意
思
に
焦
点
を
当
て
た
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
下
支
え
す
る
も
の
で
、

生
に
伴
う
ど
う
に
も
な
ら
な
さ
や
受
動
性
を
共
に
引
き
受
け
「
共
に
迷

人
生
会
議
を
在
宅
医
は
ど
う
考
え
て
い
る
か

井
口
真
紀
子

　

近
年
、
住
み
慣
れ
た
自
宅
で
人
生
の
最
期
を
迎
え
る
こ
と
の
重
要
性
が

注
目
さ
れ
、
少
子
高
齢
化
や
医
療
費
抑
制
な
ど
も
影
響
し
、
在
宅
医
療
が

推
進
さ
れ
て
い
る
。
在
宅
医
療
は
患
者
宅
に
医
師
が
訪
問
し
て
行
わ
れ
る

医
療
で
あ
る
。
社
会
学
者
の
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
医
師
は
医

師
役
割
を
通
じ
て
病
人
と
い
う
形
の
社
会
的
逸
脱
を
統
制
す
る
役
割
を
持

つ
と
し
た
。
在
宅
医
療
は
物
理
的
に
診
療
の
場
を
患
者
宅
に
移
す
こ
と
で

医
師
役
割
の
中
で
も
感
情
中
立
性
、
限
定
性
を
守
り
に
く
い
構
造
の
中
に

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
医
師
の
役
割
認
識
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。

　

筆
者
は
在
宅
医
療
に
携
わ
る
医
師
か
つ
、
在
宅
医
の
死
生
観
の
研
究
を

行
う
立
場
か
ら
発
表
を
行
う
。
本
発
表
は
、
二
〇
二
〇
年
に
行
わ
れ
た
医

師
十
八
名
に
対
す
る
聞
き
取
り
を
も
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
上
廣

倫
理
財
団
の
研
究
助
成
金
を
受
け
、
上
智
大
学
の
倫
理
審
査
を
受
審
し
た

上
で
十
分
な
倫
理
的
配
慮
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
。
調
査
で
得
ら
れ
た
医
師

た
ち
の
語
り
の
中
か
ら
、
患
者
の
死
に
ま
つ
わ
る
方
針
決
定
や
人
生
会
議

（
Ａ
Ｃ
Ｐ
）
に
関
係
す
る
語
り
を
質
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
在
宅
医
に

と
っ
て
患
者
の
死
に
ま
つ
わ
る
方
針
決
定
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の

よ
う
な
体
験
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

人
間
に
と
っ
て
死
は
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
人
の
自

律
性
や
意
思
を
尊
重
し
、
本
人
や
周
囲
と
対
話
を
続
け
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
考
え

方
自
体
を
否
定
は
し
な
い
が
、
一
方
で
話
し
方
や
運
用
に
は
注
意
が
必
要

で
、
質
の
よ
い
実
践
に
な
る
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
語

り
が
見
ら
れ
た
。
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が
多
い
。
こ
の
過
程
で
い
か
に
病
気
と
向
き
合
い
、
死
や
生
を
考
え
る
哲

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
報
告
者
は
兵
庫
県
西
宮
市

で
、
地
域
の
が
ん
患
者
、
家
族
、
遺
族
の
交
流
を
通
じ
た
哲
学
的
ア
プ
ロ

ー
チ
の
場
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
メ
デ
ィ
カ
ル
・
カ
フ
ェLeM

oi

の
運
営
を
行
っ
て
き
た
。
本
報
告
で
は
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
が
ん

当
事
者
の
声
を
聞
き
つ
つ
、
自
分
自
身
も
現
在
進
行
形
で
コ
ロ
ナ
禍
で
の

闘
病
生
活
を
送
る
患
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
人
生
会
議
の
経
験
の
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
を
報
告
し
た
。

　

報
告
者
は
二
〇
一
九
年
に
乳
が
ん
と
診
断
さ
れ
治
療
を
開
始
し
た
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
全
国
の
小
中
高
校
に
臨
時
休
校
が
要
請
さ

れ
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
延
期
が
決
定
し
た
二
〇

二
〇
年
三
月
に
は
多
発
転
移
が
判
明
し
、
手
術
不
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
突
入
と
と
も
に
報
告
者
は
人
生
会
議
を
迫
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
も
生
命
倫
理
の
研

究
者
と
い
う
立
場
で
あ
る
報
告
者
は
、
家
族
の
心
の
負
担
も
考
え
て
「
Ａ

Ｃ
Ｐ
」
や
「
死
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
、
家
族
と
共
有
す
る
日
常
に

お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
自
分
の
意
思
を
言
葉
に
し
、「
家
族
は
私
の
代

弁
者
」
と
い
え
る
関
係
を
作
っ
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
実
践
を
積
み
重
ね
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
か
ら
外
来
で

突
然
「
家
族
で
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
す
る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
、
報
告
者
も
家
族
も

混
乱
し
た
。
医
療
現
場
で
は
Ａ
Ｃ
Ｐ
は
あ
く
ま
で
も
家
族
と
い
う
私
的
領

域
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
家
族
だ
か
ら
こ
そ
話
し
に
く
い
こ
と
、
話
せ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
毎

回
の
検
査
結
果
や
仕
事
の
こ
と
、
ど
の
範
囲
の
人
に
ま
で
病
状
を
説
明
す

る
か
な
ど
は
話
し
に
く
く
、
両
親
の
老
後
や
自
分
の
葬
儀
の
こ
と
な
ど
も

い
、
探
求
す
る
」
実
践
で
あ
る
。

　

死
を
前
に
し
、「
共
に
迷
い
、
探
求
す
る
」
実
践
を
通
じ
て
本
人
の
意

思
と
受
動
性
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
時
、
関
係
者
同
士
が
、
医
師
と
患
者

な
ど
の
職
業
的
役
割
を
超
え
て
、
人
間
同
士
と
し
て
わ
か
り
あ
え
た
と
感

じ
る
よ
う
な
深
い
実
存
レ
ベ
ル
で
の
相
互
承
認
が
起
こ
り
、
方
針
が
定
ま

っ
て
く
る
。
こ
れ
は
広
義
の
宗
教
的
な
体
験
に
も
通
じ
る
経
験
で
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
医
師
の
内
面
を
探
り
、
方
針
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ

る
受
動
性
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
表
に
見
え
な
い
が
、
意
思

決
定
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

当
事
者
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
か
ら
垣
間
見
る
人
生
会
議

入
澤
　
仁
美

　

一
九
七
六
年
以
降
、
病
院
死
が
中
心
と
な
り
、
多
死
社
会
を
迎
え
た
日

本
で
は
、
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
ケ
ア
の
充
実
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ

て
「
人
生
会
議
」
に
取
り
組
む
病
院
も
増
加
し
て
い
る
。

　

患
者
の
抱
え
る
苦
痛
は
、
身
体
的
要
因
に
と
ど
ま
ら
ず
、
心
理
社
会
的
、

あ
る
い
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
的
な
苦
痛
も
含
め
た
ト
ー
タ
ル
ペ
イ
ン
と
言

っ
て
い
い
も
の
で
あ
る
が
、
医
療
者
が
必
ず
し
も
そ
れ
を
正
確
に
評
価
、

対
処
で
き
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

ま
た
、
患
者
側
も
臨
死
期
の
患
者
は
「
誰
も
予
後
を
正
確
に
予
測
で
き

な
い
」「
ど
の
よ
う
な
ケ
ア
や
治
療
が
患
者
の
延
命
に
繋
が
る
か
わ
か
ら

な
い
」
状
況
の
中
で
意
思
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
に
置
か
れ
、
人
生
会
議
の
充
実
が
望
ま
れ
る
。

　

日
本
人
の
多
く
が
罹
患
す
る
「
が
ん
」
に
注
目
す
る
と
、
末
期
と
言
わ

れ
て
、
死
を
意
識
し
て
か
ら
も
数
ヶ
月
の
余
命
が
残
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
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通
じ
て
、
そ
の
苦
し
み
の
中
に
意
味
を
見
い
出
し
て
い
っ
た
経
験
に
基
づ

く
報
告
を
行
っ
た
。

　

妻
の
末
期
が
ん
に
対
す
る
筆
者
の
ス
ト
レ
ス
は
「
終
末
期
・
看
取
り
の

中
で
燃
え
尽
き
る
か
つ
か
な
い
か
の
闘
い
」
で
、
そ
れ
は
「
決
め
ら
れ
な

い
／
決
ま
ら
な
い
」
ゆ
え
の
精
神
的
な
重
圧
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
苦
し
み
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
越
え
た
の
か
、
以
下
の
プ
ロ
セ
ス

（
一
．
が
ん
宣
告
に
よ
る
混
乱
、
二
．
療
養
生
活
の
プ
ロ
セ
ス
）
に
沿
っ

て
報
告
し
た
。

　

一
．
妻
の
異
変
は
、
二
〇
〇
三
年
の
四
月
下
旬
、
肺
炎
の
疑
い
か
ら
始

ま
っ
た
。
五
月
の
検
査
の
結
果
、
が
ん
が
疑
わ
れ
た
が
、
医
師
も
診
断
を

決
め
ら
れ
ず
、
筆
者
と
妻
は
混
乱
し
た
。
最
終
的
に
、
六
月
に
手
術
不
能

の
末
期
が
ん
を
宣
告
さ
れ
た
。
㊀
唐
突
で
混
乱
、
㊁
が
ん
か
ら
妻
の
死
を

連
想
し
て
混
乱
、
㊂
そ
の
死
を
繰
り
返
し
連
想
す
る
辛
さ
の
混
乱
、
㊃
こ

れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
の
嘆
き
と
混
乱
、
こ
れ
ら
四
つ
の
混
乱
の

渦
に
も
ま
れ
て
い
た
。
が
、
そ
う
し
た
混
乱
の
中
に
あ
っ
て
も
、
繰
り
返

し
の
祈
り
と
愛
読
書
で
あ
る
聖
書
の
言
葉
か
ら
受
け
る
慰
め
と
励
ま
し
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
創
造
主
エ
ロ
ヒ
ム
（
力
・
力
強
さ
）
の
約
束
に
心
を

向
け
る
こ
と
に
よ
り
、
混
乱
は
し
だ
い
に
沈
静
さ
れ
て
い
っ
た
。
妻
の
突

然
の
末
期
が
ん
宣
告
は
、
自
動
車
事
故
に
も
似
た
経
験
だ
っ
た
。
当
初
は

混
乱
し
た
が
、
意
味
の
あ
る
出
来
事
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
り
、

燃
え
尽
き
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
人
は
、「『
決
め
ら
れ

な
い
こ
と
』
を
暫
定
的
に
決
め
て
生
き
る
」
も
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
決
ま
ら
な
い
時
は
神
（
エ
ロ
ヒ
ム
）
の
御
業
に
と
ど
め
ら
れ
て
い

る
と
捉
え
る
な
ら
「
決
ま
ら
な
い
こ
と
」
に
も
意
味
が
あ
り
、
そ
の
都
度

の
決
定
が
完
全
で
な
く
て
も
良
し
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ａ
Ｃ
Ｐ
を

話
が
で
き
て
い
な
い
。

　

人
生
会
議
と
は
本
来
は
医
療
者
、
患
者
、
家
族
が
相
互
に
情
報
交
換
し

合
い
、
患
者
の
価
値
観
や
背
景
、
患
者
や
家
の
状
況
な
ど
を
伝
え
な
が

ら
、
担
当
す
る
医
療
チ
ー
ム
が
と
も
に
考
え
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
報
告
者
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
治
験
を
受
け
る
か
ど
う
か
を
巡
る
話
し

合
い
が
転
機
と
な
り
、
現
在
は
在
宅
医
療
の
医
師
や
看
護
師
と
の
二
人
三

脚
の
関
係
の
中
で
人
生
会
議
を
進
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
コ
ロ

ナ
禍
で
は
た
し
か
に
困
難
は
大
き
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ

た
今
の
環
境
下
で
の
想
い
を
更
新
・
共
有
し
、
医
療
者
に
伝
え
て
い
く
こ

と
で
人
生
会
議
を
進
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

患
者
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
限
ら
れ
た
情
報
の
中
で
家
族
だ
け
で
結
論

を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
一
人
で
考
え
る
の
が
苦
し
い
と
き
や
、
家

族
と
話
す
の
が
難
し
い
と
き
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
第
三
者
と
の
会
話
を
通
じ
て
自
分
の
考
え
を
整
理

し
、
医
療
者
と
共
に
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で

あ
る
。

終
末
期
・
看
取
り
の
中
で
燃
え
尽
き
る
か
つ
か
な
い
か
の
闘
い蒔

田
　
　
栄

　

筆
者
は
牧
師
で
あ
り
、
Ｅ
・
Ｖ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
観
と
Ａ
・
ア
ン

ト
ノ
フ
ス
キ
ー
の
ス
ト
レ
ス
対
処
力
Ｓ
Ｏ
Ｃ
の
視
点
に
基
づ
き
、「
や
す

ら
ぎ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
自
殺
予
防
の
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

妻
が
突
然
末
期
が
ん
を
宣
告
さ
れ
、
看
取
る
ま
で
の
経
験
を
通
し
て
、
先

の
見
え
な
い
「
決
め
ら
れ
な
い
／
決
ま
ら
な
い
」
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
信

仰
者
（
牧
師
）
と
し
て
、
家
族
と
し
て
の
混
乱
と
苦
悩
、
そ
し
て
祈
り
を
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パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め

冲
永
　
隆
子

　

二
〇
一
九
年
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
人
生
会
議
・
Ａ
Ｃ
Ｐ
普
及
啓

発
ポ
ス
タ
ー
に
対
し
て
、
主
に
が
ん
患
者
団
体
か
ら
「
不
謹
慎
で
あ
る
」

「
縁
起
が
悪
い
」
と
い
っ
た
批
判
が
相
次
ぎ
、
永
久
撤
収
と
な
っ
た
。
パ

ネ
ル
企
画
者
で
あ
る
冲
永
は
、
な
ぜ
こ
の
ポ
ス
タ
ー
が
批
判
さ
れ
、
物
議

を
醸
し
た
の
か
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
複
数
の
学
会
で
継
続
的
に
議
論

を
行
っ
て
き
た
。

　

患
者
の
意
思
確
認
不
足
や
医
療
者
と
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
お
け
る
齟
齬
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
人
生
会
議
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
）
の

考
え
方
の
課
題
は
、
そ
の
語
り
に
く
さ
、
言
語
化
し
に
く
さ
に
あ
り
、
そ

の
難
し
さ
は
「
決
め
ら
れ
な
い
／
決
ま
ら
な
い
／
決
め
な
い
こ
と
」
と
し

て
現
れ
る
。

　

本
パ
ネ
ル
発
表
の
主
旨
は
、
人
生
会
議
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
）
に
お
け
る
「
決
め

ら
れ
な
い
／
決
ま
ら
な
い
／
決
め
な
い
こ
と
」
を
足
掛
か
り
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
・
視
点
、
す
な
わ
ち
、
倫
理
学
（
冲
永
）、
哲
学
（
秋
葉
）、
在

宅
医
（
井
口
）、
患
者
（
入
澤
）、
宗
教
者
・
牧
師
・
家
族
（
蒔
田
）
の
立

場
・
視
点
で
検
討
し
、
議
論
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
お
お
ま
か
に

は
冲
永
と
秋
葉
は
、
理
論
や
概
念
整
理
に
関
す
る
報
告
で
あ
り
、
当
事
者

の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
井
口
、
入
澤
、
蒔
田
の
事
例
報
告

と
続
く
。

　

冲
永
が
最
初
に
、
人
生
会
議
・
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
定
義
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

Ａ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て
は
文
章
化
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
専
門
家
の
間
で

議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
本
パ
ネ
ル
で
は
厚
生
労
働
省
の
定
義
に
則
り

「
プ
ロ
セ
ス
重
視
で
文
章
化
ま
で
は
あ
え
て
求
め
な
い
」
こ
と
を
定
義
と

実
践
す
る
中
で
自
己
決
定
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、
本
来
、
人
間
が
決
め
ら

れ
な
い
こ
と
を
人
間
が
決
め
る
と
い
っ
た
、
人
間
の
能
力
を
超
え
た
精
神

活
動
を
人
間
に
求
め
、
悩
み
や
苦
し
み
の
も
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

二
．
療
養
生
活
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
以
下
の
こ
と
に
気
づ
い
た
。
㊀

今
日
ま
で
の
日
々
を
、
創
造
主
が
「
息
吹
」
と
な
っ
て
内
外
か
ら
支
え
て

下
さ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
実
感
に
よ
り
、
深
夜
に
独
り
で
泣
く
悲
し
み
と

孤
独
感
が
軽
減
さ
れ
、
喜
び
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
㊁
病
む
こ
と
も
意
味

が
あ
る
。
い
の
ち
の
豊
か
さ
の
中
で
、
病
と
死
を
過
ご
す
こ
と
に
よ
り
、

病
で
手
が
け
ら
れ
な
い
物
事
が
、
む
し
ろ
進
展
す
る
。
こ
ど
も
の
心
の
成

長
や
自
立
等
、
誰
も
が
、
死
を
通
し
て
で
し
か
で
き
な
い
奉
仕
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
㊂
こ
の
経
験
は
子
ど
も
た
ち
や
隣
人
が
豊
か
な
人
生
を
歩

む
上
で
役
に
立
ち
、
無
駄
に
は
な
ら
な
い
。
㊃
体
が
弱
っ
て
も
創
造
主
か

ら
の
使
命
に
は
差
支
え
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
気
づ
き
を
も
と
に
、
筆
者
と

妻
は
、
結
婚
当
初
か
ら
の
共
に
話
し
合
っ
て
き
た
生
き
方
に
二
人
で
目
を

向
け
な
お
し
、
天
来
の
使
命
に
前
の
め
り
に
生
涯
を
終
え
る
こ
と
が
出
来

た
ら
人
生
は
成
功
だ
よ
ね
、
と
語
り
合
っ
た
。

　

筆
者
は
、
妻
の
看
取
り
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
「
決
ま
ら
な
い
こ
と
／
決

め
ら
れ
な
い
こ
と
」
に
悩
み
、
燃
え
尽
き
そ
う
に
な
っ
た
が
、
祈
り
や
聖

書
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
気
持
ち
が
落
ち
着
い
て
い
っ
た
。
妻
は
主
治
医
の

家
庭
の
医
学
的
な
関
わ
り
に
も
支
え
ら
れ
、
天
来
の
使
命
を
歩
み
切
っ

た
。
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見
る
人
生
会
議
の
課
題
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

最
後
の
蒔
田
報
告
で
は
、
突
然
妻
が
末
期
が
ん
を
宣
告
さ
れ
た
経
験
を

通
し
て
、
家
族
と
し
て
、
信
仰
者
と
し
て
の
混
乱
と
苦
し
み
、
そ
し
て
祈

り
を
通
じ
て
そ
の
苦
し
み
の
中
に
意
味
を
見
出
し
て
い
っ
た
経
験
が
語
ら

れ
た
。

　

以
上
、「
決
め
ら
れ
な
い
／
決
ま
ら
な
い
／
決
め
な
い
こ
と
」
を
め
ぐ

る
報
告
の
後
、
フ
ロ
ア
参
加
者
を
交
え
た
全
体
討
論
を
行
っ
た
。
こ
の
問

題
は
日
本
文
化
に
限
定
さ
れ
た
問
題
な
の
か
、
医
療
現
場
の
構
造
的
な
問

題
な
の
か
な
ど
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。

す
る
。

　

続
い
て
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
は
な
ぜ
実
践
に
結
び
つ
か
な
い
の
か
、
何
が
妨
げ
に

な
り
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
の
か
を
探
る
た
め
に
実
施
さ
れ

た
Ａ
Ｃ
Ｐ
意
識
調
査
結
果
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
自
由
記
述
回
答
に
あ
る

「
作
成
し
て
も
実
現
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
不
安
や
た
め
ら

い
」「
す
べ
て
の
状
況
を
紙
一
枚
に
収
め
る
の
は
困
難
」
は
、「
決
め
ら
れ

な
い
／
決
ま
ら
な
い
／
決
め
な
い
こ
と
」
の
Ａ
Ｃ
Ｐ
実
行
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
・
パ
ッ
シ
ブ
の
一
例
で
あ
る
。

　

秋
葉
報
告
で
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
が
「
決
め
る
こ
と
」
の
善
さ
を
前
提
し
て
お

り
、
強
い
個
人
の
自
律
に
基
づ
く
議
論
の
枠
組
み
を
脱
せ
て
い
な
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
。
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
弱
い
個
人
の
自
律
を
反
映
し
た
ケ
ア
の
実
践

と
し
て
再
構
成
す
る
た
め
の
試
案
と
し
て
、「
決
ま
る
」
営
み
と
し
て
の

捉
え
返
し
が
展
望
さ
れ
た
。

　

井
口
の
質
的
調
査
の
中
で
の
在
宅
医
の
語
り
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
と
い
う
枠
組

み
の
限
界
も
感
じ
さ
せ
た
。
一
方
で
、
医
師
と
患
者
が
、
答
え
を
出
す
こ

と
を
目
的
と
せ
ず
に
「
と
も
に
迷
い
、
探
求
す
る
」
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て

人
間
同
士
の
承
認
の
感
覚
に
い
た
る
と
い
う
語
り
か
ら
は
、
関
係
性
と
プ

ロ
セ
ス
次
第
で
は
「
救
い
」
に
も
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
展
望

へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、
入
澤
報
告
で
は
、
が
ん
患
者
の
立
場
か
ら
、
医
師
と
の
パ
ワ

ー
バ
ラ
ン
ス
に
悩
み
、
命
に
関
わ
る
大
き
な
疑
問
も
医
師
の
接
遇
次
第
で

口
に
し
に
く
く
な
る
こ
と
、
自
分
が
実
践
し
て
い
た
人
生
会
議
の
あ
り
方

と
医
師
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
人
生
会
議
の
あ
り
方
や
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ

と
が
異
な
る
こ
と
で
家
族
関
係
が
混
乱
し
た
こ
と
、
患
者
本
人
と
家
族
と

の
間
の
情
報
の
非
対
称
性
、
と
い
っ
た
当
事
者
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
か
ら
垣
間
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精
神
世
界
と
日
本
の
福
音
派 

│
│ 

米
国
大
統
領
選
挙
の
視
座
か
ら 

│
│

伊
藤
耕
一
郎

　

日
本
で
「
脱
宗
教
」
を
標
榜
し
て
興
隆
し
て
き
た
精
神
世
界
（
瓜
谷

一
九
八
三
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
派
か
ら
「
教
会
が
最
も
警
戒
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
悪
霊
の
働
き
の
一
つ
」（
滝
元
二
〇
〇
七
）
と
さ
れ

た
た
め
、
精
神
世
界
と
福
音
派
は
対
立
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
二

〇
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
前
後
に
は
、
対
立
関
係
に
あ
る
は
ず
の
精

神
世
界
と
福
音
派
の
両
方
か
ら
酷
似
し
た
情
報
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
何
度
も
書

き
込
ま
れ
た
。

　

具
体
的
な
書
き
込
み
内
容
は
、「
朝
早
い
祈
り
の
持
つ
愛
の
光
や
力
に

つ
い
て
」、「
宇
宙
意
識
や
神
に
よ
る
ト
ラ
ン
プ
の
選
び
と
再
選
に
つ
い

て
」、「
次
元
上
昇
し
た
新
時
代
の
到
来
と
携
挙
・
再
臨
・
新
天
地
の
到
来

に
つ
い
て
」、「
他
人
の
た
め
の
祈
り
に
よ
る
浄
化
や
霊
的
な
力
の
増
加
に

つ
い
て
」、「
悪
魔
崇
拝
者
に
よ
る
組
織
の
出
現
に
つ
い
て
」
な
ど
で
あ

り
、
両
者
の
間
に
シ
ン
ク
ロ
（
共
鳴
）
が
起
き
た
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　

筆
者
は
、
こ
の
現
象
に
現
代
社
会
の
興
味
深
い
一
面
が
投
影
さ
れ
て
い

る
と
考
え
、
日
本
の
精
神
世
界
と
福
音
派
の
両
者
が
「
な
ぜ
他
国
の
大
統

領
選
挙
に
同
じ
よ
う
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
」、「
な
ぜ
シ
ン
ク
ロ
し
た
よ

う
な
情
報
が
発
信
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し

た
。

　

日
本
の
精
神
世
界
関
係
者
の
書
き
込
み
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
で
は
相

互
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
多
く
、
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
た
め
、
米
大

統
領
選
へ
の
強
い
関
心
に
つ
い
て
の
説
明
が
つ
く
。
し
か
し
、
福
音
派
に

関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
福
音
派
で
は
成
立
の
過
程
や
性
格
が
違

う
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
動
き
に
日
本
の
福
音
派
が
呼
応
し
た
と
は
考
え
づ

ら
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
福
音
派
の
学
生
団
体
に
所
属
す
る
学
生
及
び
日

本
福
音
同
盟
加
盟
教
会
の
牧
師
よ
り
聞
き
取
り
を
行
い
、
ア
メ
リ
カ
大
統

領
選
挙
に
係
わ
る
福
音
派
の
動
向
の
把
握
を
試
み
た
。

　

日
本
の
福
音
派
で
は
、「
艱
難
時
代
前
に
信
仰
者
は
天
に
引
き
上
げ
ら

れ
（
携
挙
）、
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
し
、
千
年
王
国
が
現
れ
る
」
と
す
る
グ

ル
ー
プ
と
、「
全
て
の
未
信
者
は
悪
霊
の
支
配
下
に
あ
り
、
宣
教
の
鍵
は

悪
霊
の
排
除
に
あ
る
」
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
、
若
者
を
中
心
と
し
て
活
発

な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
多
く
の
信
徒
か
ら
支
持
さ
れ
て
い

る
元
テ
レ
ビ
伝
道
者
の
牧
師
が
、
動
画
の
中
で
、「
ト
ラ
ン
プ
が
提
唱
す

る
融
和
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
こ
そ
が
神
の
御
心
に
叶
っ
て
い
る
」
と
し
て

お
り
、
後
者
で
は
、
霊
的
戦
い
を
支
持
す
る
人
々
が
、「
ト
ラ
ン
プ
は
悪

魔
崇
拝
者
に
支
配
さ
れ
た
組
織
と
戦
っ
て
い
る
」
と
し
、
若
い
信
徒
を
中

心
に
活
動
が
活
発
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

精
神
世
界
で
は
二
〇
一
二
年
に
地
球
の
次
元
上
昇
が
起
き
る
と
さ
れ
、

一
方
、
福
音
派
で
は
同
年
頃
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
携
挙
が
迫
っ
て
い

て
大
リ
バ
イ
バ
ル
が
起
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
何
も
起
こ
ら
な
か

っ
た
。「
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中

に
あ
る
両
者
に
と
っ
て
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
米
国
大
統
領
選
挙

は
、「
何
か
が
変
革
す
る
」
と
い
う
期
待
を
抱
か
せ
る
も
の
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
と
も
と
現
代
社
会
は
ル
ー
チ
ン
化
し
た
日
常
に
対
す
る
破
壊
的
な
衝

個
人
発
表



　　88

『宗教研究』95巻別冊（2022年） 個人発表

偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
然
界
が
必
然
に
支
配
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
一
般
に
自
然
選
択
説
は
神
的
な
働
き
を
否
定
す
る
機
械

的
決
定
論
と
理
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
進
化
論
を
必
然
論
か

ら
解
放
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
必
然
の
否
定
は
意
志
の
自

由
と
い
う
哲
学
的
問
題
に
つ
な
が
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
生
存
に
有
利
で

あ
る
か
ら
こ
そ
主
体
的
な
選
択
能
力
が
進
化
し
た
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的

論
理
で
自
由
意
志
を
支
持
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
選
択
説
が
キ
リ
ス
ト
教
と
対
立
す
る
場
合
、
キ
リ
ス

ト
教
は
目
的
論
で
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
機
械
的
因
果
論
と
い
う
対
立
軸
が

設
定
さ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
妥
当
と
は
言
え
な
い
。
生
物
の

環
境
へ
の
適
応
は
、
眼
は
見
る
た
め
の
も
の
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
目
的
論

的
に
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
眼
が
水
晶
体
や
網
膜
の
働
き
で
光
を

受
容
す
る
こ
と
と
両
立
す
る
。
つ
ま
り
、
目
的
論
と
因
果
論
は
排
他
的
な

関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
機
能
」
と
い
う
概
念
は
、

構
造
と
そ
の
働
き
を
価
値
で
結
び
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
自
体
目
的
論
的
で

あ
る
。
機
能
を
生
殖
上
の
利
点
と
捉
え
る
自
然
選
択
説
は
目
的
を
前
提
と

し
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
目
的
論
の
使
用
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
、
自
然
選
択
の
帰
結
と
し
て
、
変
化
は
常
に
起
こ
り
続
け
、

収
束
に
向
か
わ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
よ
う

な
発
展
史
観
と
明
確
に
異
な
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ

る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
こ
の
論
理
構
造
か
ら
着
想
を
得
て
、
真
理
は

あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
行
動
に
伴
っ
て
そ
の
都
度
生
じ
る

動
的
な
も
の
だ
と
見
做
し
た
。
例
え
ば
デ
ュ
ー
イ
は
不
変
で
完
全
な
も
の

か
ら
変
化
し
続
け
る
も
の
へ
の
思
考
様
式
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
観
点
を
宗
教
と
関
係
づ
け
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
偶
然

動
を
包
含
し
て
い
る
と
さ
れ
（
小
原
二
〇
〇
一
）、
人
々
の
中
に
は
グ
ッ

ド
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
も
バ
ッ
ド
ニ
ュ
ー
ス
を
好
む
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
春
日
二
〇
二
〇
）。
精
神
世
界
の
一
部
か
ら
は
、
本
格
的
次
元

上
昇
が
始
ま
っ
た
今
の
時
代
に
つ
い
て
来
ら
れ
な
い
人
は
、
こ
の
先
苦
し

む
こ
と
に
な
る
と
主
張
さ
れ
（
松
久
二
〇
二
〇
）、
福
音
派
の
中
に
は

「
集
っ
て
礼
拝
が
で
き
な
い
の
は
携
挙
が
近
い
か
ら
だ
」、「
携
挙
に
取
り

残
さ
れ
な
い
よ
う
悪
霊
と
の
霊
的
戦
い
が
必
要
で
あ
る
」
と
考
え
る
人
々

も
出
て
き
て
い
る
（
聞
き
取
り
に
よ
る
）。

　

精
神
世
界
と
福
音
派
の
シ
ン
ク
ロ
現
象
は
、
多
く
の
人
が
フ
ラ
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
を
抱
え
る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
に
お
い
て
、「
現
代
社

会
の
破
壊
・
大
変
革
の
機
会
と
み
な
す
人
々
」
の
出
現
と
い
う
形
で
社
会

の
闇
の
側
面
を
映
し
出
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

哲
学
と
し
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
宗
教

林　
　
　

研

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
理
論
が
引
き
起
こ
し
た
進
化
論
論
争
は
、
宗
教
と
科
学

の
対
立
の
代
表
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
論
理
が

持
つ
哲
学
的
示
唆
に
注
目
し
、
そ
の
上
で
宗
教
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
生
物
の
特
性
に
つ
い

て
、
そ
れ
を
生
み
出
す
原
因
（
変
異
）
と
維
持
す
る
仕
組
み
（
自
然
選

択
）
と
に
分
け
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
特
性
を
生
み

出
す
原
因
を
追
究
せ
ず
、
保
存
の
原
因
だ
け
を
環
境
と
の
関
係
と
し
て
研

究
し
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
マ
ル
ク
や
ス
ペ
ン
サ
ー
は
変
化
の
原
因
を
述
べ
る
こ
と
で
進
化
の
必

然
性
を
主
張
し
た
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
と
っ
て
変
異
は
自
発
的
に
起
こ
る
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ル
ー
ミ
ー
の
神
秘
思
想
に
見
る
キ
リ
ス
ト
教
観 

│
│ 「
無
」
の
思
想
を
軸
に 

│
│

佐
野　

東
生

　

十
三
世
紀
の
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
家
ル
ー
ミ
ー
（Jalāl al-D

īn Rūm
ī, 

1207-1273

）
は
ト
ル
コ
中
部
コ
ン
ヤ
で
活
動
し
、
当
時
同
地
に
居
住
し

て
い
た
旧
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒 

ら
と
密
接
に
交
流
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
ル
ー
ミ
ー
の
神
秘
思
想
に
お 

け
る
独
特
の
イ
エ
ス
観
、
キ
リ
ス
ト
教
観
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ 

で
は
、
ま
ず
ル
ー
ミ
ー
の
代
表
的
詩
編
・『
精
神
的
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』

（M
a ‘snavī-ye m

anavī

）（
以
下
「
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
」）
な
ど
か
ら
ル
ー

ミ
ー
の
イ
エ
ス
観
を
示
し
、
そ
の
「
無
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
キ
リ
ス
ト

教
、
特
に
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
神
秘
思
想
・
ヘ
シ
ュ
カ
ズ
ム
（
静
寂
主
義
）

と
比
較
し
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
観
を
理
解
す
る
一
助
と
し
た
い
。

　

ル
ー
ミ
ー
の
イ
エ
ス
観
も
影
響
を
受
け
た
ク
ル
ア
ー
ン
に
基
づ
く
イ
ス

ラ
ー
ム
の
イ
エ
ス
観
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
は
卓
越
し
た
預
言
者
で
あ
り
、

神
の
子
で
は
な
い
が
神
の
霊
に
よ
っ
て
病
人
を
癒
し
、
死
者
を
蘇
ら
せ

る
。
ま
た
イ
エ
ス
の
十
字
架
死
は
否
定
さ
れ
る
が
、
神
の
元
に
引
き
上
げ

ら
れ
、
最
後
の
審
判
の
日
に
証
人
と
な
る
な
ど
、
他
の
預
言
者
に
比
べ
て

も
高
い
位
置
づ
け
に
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
ル
ー
ミ
ー
は
マ
ス
ナ
ヴ
ィ

ー
で
イ
エ
ス
を
、
神
的
根
源
存
在
の
真
の
教
え
を
伝
え
る
預
言
者
で
あ

り
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
弾
圧
な
ど
受
難
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
病
人
ら
を

癒
す
な
ど
奇
跡
を
起
こ
す
聖
人
と
し
て
描
い
て
い
る
。
神
秘
思
想
の
特
色

で
あ
る
神
に
近
い
聖
人
性
を
認
め
る
こ
と
で
イ
エ
ス
に
高
い
評
価
を
与
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー

ム
と
い
っ
た
個
別
の
宗
教
を
超
え
た
、
根
源
存
在
に
発
す
る
神
へ
の
愛
を

的
な
変
異
の
提
唱
は
機
械
的
必
然
論
の
否
定
で
あ
り
、
自
由
意
志
の
余
地

を
認
め
る
こ
と
は
先
ほ
ど
見
た
通
り
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い

て
自
由
意
志
は
争
点
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
自
由
の
範
囲
の
問
題
で

あ
る
。
極
端
に
自
由
意
志
を
強
調
す
る
立
場
は
異
端
と
さ
れ
て
き
た
が
、

現
在
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
含
め
、
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
信
仰
す
る
こ

と
を
重
視
す
る
神
学
上
の
立
場
は
多
い
。
ま
た
、
世
界
が
必
然
で
は
な
い

と
い
う
見
解
は
、
例
外
的
な
出
来
事
と
し
て
の
神
的
な
介
入
を
許
す
。
自

由
意
志
が
存
在
す
る
な
ら
、
宗
教
体
験
の
影
響
で
行
動
が
変
わ
る
現
象
が

あ
り
う
る
た
め
、
神
の
働
き
が
現
実
を
変
え
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

次
に
目
的
論
に
つ
い
て
だ
が
、
一
般
に
人
間
が
作
っ
た
道
具
は
、
目
的

が
そ
の
道
具
の
存
在
意
義
で
あ
る
。
一
方
で
生
物
の
多
く
の
構
造
も
機
能

が
存
在
意
義
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
目
的
論
的
に
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と

と
、
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
類
縁
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と

は
設
計
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
が
、
進
化
論
が
目
的
論
を
排
除
し
な
い
な

ら
神
も
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
恒
常
的
変
化
が
世
界
の
実
態
で
あ
る
な
ら
、
宗
教
が
変
化
し

な
が
ら
生
き
残
っ
て
い
る
事
実
は
宗
教
が
環
境
に
適
応
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
。
変
化
の
過
程
に
本
質
を
見
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
認
識
は
、
宗
教
が
時

代
と
と
も
に
変
化
す
る
こ
と
、
神
学
が
科
学
と
の
折
衷
を
め
ざ
す
こ
と
を

正
当
化
す
る
。

　

こ
う
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
論
理
構
造
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必

ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
と
衝
突
し
な
い
。
設
計
や
自
由
意
志
の
理
解
し
だ
い

で
ど
う
し
て
も
対
立
は
起
こ
る
が
、
逆
に
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
活
か
す
形

の
神
学
的
立
場
も
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
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に
は
ル
ー
ミ
ー
の
「
神
」
の
一
者
性
に
至
る
イ
ス
ラ
ー
ム
的
自
己
極
小
主

義
と
は
異
な
る
が
、
実
践
的
に
は
双
方
と
も
に
「
私
」「
神
」
に
関
わ
ら

ず
一
者
が
神
的
一
性
と
し
て
人
を
占
め
る
点
で
相
違
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
パ
ラ
マ
ス
は
神
へ
の
愛
と
い
う
情
念
が
神
化
の
鍵
と
な
る
旨
強

調
す
る
点
で
も
ル
ー
ミ
ー
と
類
似
し
て
い
る
。
ル
ー
ミ
ー
は
以
上
の
共
通

性
を
踏
ま
え
た
キ
リ
ス
ト
教
観
を
基
に
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
と
交
流
し
て
い

た
と
も
思
わ
れ
る
。
今
後
、
実
践
面
を
含
め
た
比
較
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
ン
ズ
・
ホ
ル
ム
ズ
に
お
け
る
宗
教
と
政
治

拓　
　
　

徹

　

ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
ン
ズ
・
ホ
ル
ム
ズ
（John H

aynes H
olm

es

一
八

七
九
―
一
九
六
四
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
家
、
活
動
家
）
は
、
ユ
ニ
タ
リ
ア

ン
系
牧
師
と
し
て
第
一
次
大
戦
を
機
に
反
戦
運
動
を
展
開
し
て
著
名
に
な

っ
た
人
物
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
反
人
種
差
別
運
動
に
コ
ミ
ッ
ト

し
て
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
創
立
に
か
か
わ
る
一
方
、
イ
ン
ド
で
非
暴
力
に
よ
る

ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
展
開
し
た
Ｍ
・
Ｋ
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
い
ち
早
く
注

目
し
、
欧
米
に
お
け
る
最
初
期
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
紹
介
者
と
な
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
で
活
動
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
者
で
あ
り
な
が
ら
、
反
戦
運
動

と
い
う
政
治
的
領
域
で
活
躍
し
、
植
民
地
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
根

差
し
た
リ
ー
ダ
ー
の
活
動
に
肩
入
れ
し
た
ホ
ル
ム
ズ
に
は
、
二
〇
世
紀
前

半
と
い
う
時
代
に
特
有
の
宗
教
と
政
治
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
端
的
に
表
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ホ
ル
ム
ズ
の
思
想
と
活
動
の
大
前
提
と
し
て
、
彼
が
属
し
て
い
た
米
ニ

ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
宗
教
的
レ
ガ
シ
ー
が
存
在
す

る
。
増
澤
知
子
が
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
世
界
宗
教
」
の
枠
組

軸
と
し
た
「
愛
の
宗
教
」
の
布
教
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ル
ー
ミ

ー
は
イ
エ
ス
に
対
し
て
神
の
子
で
は
な
い
が
一
般
的
イ
ス
ラ
ー
ム
を
一
歩

踏
み
込
ん
だ
評
価
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ル
ー
ミ
ー
の
神
秘
思
想
は
、
通
常
の
神
を
超
え
た
「
区
分
な
き
一
性
」

（vah. dat-e bī tam
āyoz

）
と
の
合
一
を
果
た
す
た
め
、
神
へ
の
愛
を
通

じ
自
我
を
浄
化
し
、
段
階
的
に
合
一
を
達
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
区

分
な
き
一
性
」
は
あ
ら
ゆ
る
定
義
を
超
え
た
万
物
の
始
原
で
あ
る
無
限
存

在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ル
ー
ミ
ー
は
「
絶
対
存
在
」（vojūd-e m

ot. laq

）、

あ
る
い
は
「
絶
対
無
」（‘adam

-e m
ot. laq

）
と
も
表
現
し
て
い
る
。
否
定

神
学
に
も
繋
が
る
「
無
」
と
の
用
語
で
、
ル
ー
ミ
ー
は
神
的
一
性
と
同
時

に
、
そ
こ
か
ら
創
造
さ
れ
る
が
実
際
の
存
在
に
な
る
前
段
階
の
「
原
型
」

を
も
「
無
」
と
表
現
し
、「
無
」
は
そ
の
思
想
的
中
核
を
な
す
概
念
と
も

な
っ
て
い
る
。
神
秘
家
は
「
絶
対
無
」
に
向
か
っ
て
愛
を
軸
に
フ
ァ
ナ
ー

（
自
己
滅
却
）
を
繰
り
返
し
、「
接
近
」（qorb
）、「
同
伴
」（m

a ‘īyat

）、

そ
し
て
「
完
全
な
到
達
」（vas. l-e kollī

）
に
至
っ
て
自
己
が
消
え
去
り
、

「
私
」
と
「
神
」
の
二
者
性
が
消
え
、
一
者
性
：
神
の
み
が
残
る
に
至
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
ヘ
シ
ュ
カ
ズ
ム
で
は
根
源
存
在
を
把

握
不
可
能
の
ウ
ー
シ
ア
（
神
の
本
質
）
と
し
、
そ
の
光
な
ど
に
顕
現
す
る

働
き
を
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
し
て
区
分
す
る
が
、
両
者
は
同
じ
神
的
一
性
の

表
裏
と
み
ら
れ
る
。
十
四
世
紀
の
ヘ
シ
ュ
カ
ズ
ム
大
成
者
・
パ
ラ
マ
ス

（Gregory Palam
as, 1296-1359

）
は
、
修
道
者
が
観
想
を
重
ね
、
エ

ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
通
じ
て
神
と
一
致
す
る
、
と
の
「
神
化
」
思
想
を
説
き
、

正
統
派
教
義
と
な
っ
た
。
そ
の
思
想
は
神
の
子
イ
エ
ス
に
倣
っ
て
人
が
神

に
な
り
え
、
最
終
的
に
二
者
性
は
「
私
」
に
よ
っ
て
一
者
性
と
な
る
キ
リ

ス
ト
教
的
な
自
己
極
大
主
義
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
、
確
か
に
神
学
的
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書
「
山
上
の
垂
訓
」
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
両
者
に
は
重
な
り
合
う
点

も
多
い
。
こ
こ
で
ホ
ル
ム
ズ
が
関
係
し
た
ア
メ
リ
カ
反
人
種
差
別
運
動
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
引
き
合
い
に
出
す
と
、
ホ
ル
ム
ズ
を
含
む
ア
ン
グ
ロ
・

ア
メ
リ
カ
ン
の
奴
隷
解
放
論
者
と
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
（
の
大
部
分
）

は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
共
有
し
て
お
り
、
解
放
論
者
に
よ
る
文
明

批
判
は
宗
教
間
の
比
較
を
伴
わ
ず
、
米
国
内
に
お
け
る
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ

カ
ン
の
分
離
独
立
と
い
う
主
張
も
生
じ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
宗
主

国
イ
ギ
リ
ス
と
植
民
地
イ
ン
ド
は
宗
教
を
共
有
し
て
お
ら
ず
、
ガ
ー
ン
デ

ィ
ー
の
現
代
文
明
批
判
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
精
神
性
の
称
揚
を
伴
い
、
イ

ギ
リ
ス
か
ら
の
イ
ン
ド
の
分
離
独
立
の
主
張
も
付
随
し
た
。
た
だ
し
、
ホ

ル
ム
ズ
が
出
会
っ
た
当
初
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
枠
内
の
イ
ン
ド
自
治
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
留
学

時
代
に
欧
米
の
神
智
学
の
影
響
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
開
眼
し
た
ガ
ー
ン
デ

ィ
ー
の
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
」
自
体
が
、
欧
米
と
の
文
化
的
対
話
の
中
で
培

わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
宗
教
と
世
俗
主
義
、
イ

ン
ペ
リ
ア
リ
ズ
ム
と
国
際
主
義
、
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
と
平
和
主
義
な
ど
の
複

雑
な
様
相
に
注
目
し
、
今
後
も
当
時
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
解
明
に
努
め
た
い
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
お
け
る
ペ
ル
ソ
ナ
の
固
有
性

平
野
和
歌
子

　

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
（c. 1221-1274

）
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
「
三

位
一
体
」
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
（persona

）
と
そ

の
固
有
性
（proprietas

）
の
観
点
を
捨
象
し
な
い
よ
う
な
論
考
を
、
い

か
に
し
て
成
し
遂
げ
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
本
発
表
で
は
そ
の
問
題
に
関

し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
『
命
題
集
註
解
』（Com

m
entaria in 

（
主
要
な
世
界
宗
教
を
並
列
に
捉
え
る
多
元
主
義
・
世
俗
主
義
の
枠
組
）

が
登
場
す
る
直
前
の
一
九
世
紀
の
欧
米
で
は
、「
比
較
神
学
」（
あ
く
ま
で

も
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
、
他
宗
教
に
つ
い
て
比
較
考
察
す
る
枠
組
）

が
盛
ん
だ
っ
た
。
比
較
神
学
の
あ
る
種
の
発
展
形
と
し
て
一
九
世
紀
後
半

に
登
場
す
る
の
が
、
比
較
神
学
と
世
界
宗
教
の
枠
組
の
中
間
に
位
置
す
る

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
だ
が
、
こ
れ
を
体
現
し
た
の
が
当
時
の
米
ニ
ュ
ー

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
の
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
急
進
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
り
、
そ
の
代

表
格
セ
オ
ド
ア
・
パ
ー
カ
ー
だ
っ
た
。
パ
ー
カ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中

で
不
変
な
の
は
神
の
存
在
に
対
す
る
信
念
だ
け
で
あ
り
、
神
の
捉
え
方
や

聖
書
の
読
み
方
・
解
釈
な
ど
は
時
代
・
場
所
ご
と
に
変
化
す
る
も
の
な
の

で
特
定
の
教
説
に
固
執
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た
。
ホ
ル
ム
ズ
が
信
奉
す

る
パ
ー
カ
ー
か
ら
受
け
継
い
だ
の
は
、
多
元
主
義
・
世
俗
主
義
に
限
り
な

く
近
い
こ
う
し
た
宗
教
観
で
あ
り
、
自
分
が
牧
師
を
務
め
る
ユ
ニ
タ
リ
ア

ン
の
伝
統
あ
る
教
会
を
ホ
ル
ム
ズ
が
無
宗
派
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ

ー
チ
」
に
再
編
し
た
背
景
に
も
、
こ
う
し
た
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
に
際
し
て
ホ
ル
ム
ズ
は
主
著N

ew
 W

ars for O
ld

（
一
九
一
六
）
を
上
梓
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
反
戦
論
者
の

一
人
と
な
っ
た
。「
非
抵
抗
」（non-resistance

）
の
概
念
を
軸
に
し
た

彼
の
反
戦
論
は
、
新
約
聖
書
『
マ
タ
イ
伝
』
の
い
わ
ゆ
る
「
山
上
の
垂
訓
」

を
基
に
展
開
さ
れ
た
。
ホ
ル
ム
ズ
が
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
存
在
を
知
っ
た
の

は
一
九
一
八
年
の
こ
と
で
、
こ
れ
以
降
彼
は
精
力
的
に
欧
米
で
ガ
ー
ン
デ

ィ
ー
紹
介
を
続
け
た
が
、
そ
の
際
に
ホ
ル
ム
ズ
は
し
ば
し
ば
ガ
ー
ン
デ
ィ

ー
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
な
ぞ
ら
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か
ら
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
を
評
価
し
た
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
思
想
も
部
分
的
に
聖
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父
」
を
置
き
、「
発
出
（generation/em

anation

）」
↓
「
御
父
・
ペ

ル
ソ
ナ
（Father/Person

）」
↓
「
父
性
・
関
係
（paternity/rela-

tion

）」
の
順
序
で
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
見
解
を
理
解
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
で
は
、
起
源
の
観
点
に
ペ
ル
ソ
ナ
と
固
有
性
の
観
点
を
些
か

粗
雑
に
還
元
し
て
い
る
と
、
論
者
は
考
え
る
。
む
し
ろ
『
命
題
集
註
解
』

の
詳
細
な
テ
キ
ス
ト
分
析
に
よ
れ
ば
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
一
な
る

起
源
と
し
て
の
神
か
ら
発
出
す
る
事
態
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
と
同
時

に
ペ
ル
ソ
ナ
が
存
在
と
固
有
性
を
成
立
さ
せ
る
事
態
と
を
、
並
行
的
に
論

考
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
偽
デ
ィ
オ
ニ

ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ス
等
か
ら
影
響
を
受
け
、
一
な
る
神
に
お
け

る
源
泉
の
充
実
（fontalis plenitudo

）
に
よ
っ
て
発
出
す
る
動
き
を

考
え
て
お
り
、
発
出
に
よ
っ
て
、
起
源
と
同
一
の
本
質
な
が
ら
い
わ
ゆ
る

目
的
と
な
る
対
象
が
生
じ
る
と
す
る
。
他
方
で
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
生
む
者-

生
ま
れ
る
者
」
の
関
係
が
生
じ
、
前
者
に
は
父
性
が
、
後
者

に
は
子
性
が
帰
属
さ
れ
る
こ
と
で
、
換
言
す
れ
ば
「
原
初
の-

御
父
」
に

父
性
が
生
じ
る
こ
と
で
、
御
父
の
ペ
ル
ソ
ナ
が
御
子
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
は
区

別
さ
れ
た
存
在
と
し
て
確
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ナ
ヴ
ェ

ン
ト
ゥ
ラ
は
「
関
係
は
、
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
に
伴
う
。
し
た
が
っ

て
、
関
係
的
な
固
有
性
は
、
関
係
づ
け
だ
け
を
含
意
で
き
、
こ
の
よ
う
な

仕
方
で
﹇
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
同
士
の
﹈
区
別
に
つ
い
て
の
理
解
が
出
て
く

る
」（I Sent., d.26, a.1, q.3, concl.

）
と
述
べ
、
関
係
づ
け
ら
れ
る
対

象
を
伴
う
関
係
の
発
生
自
体
が
、
ペ
ル
ソ
ナ
の
存
在
の
成
立
に
秩
序
の
上

で
先
行
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
起
源
の
観
点
と
ペ
ル
ソ
ナ
と
固
有
性
の
観
点
と
を
並
行

的
に
捉
え
る
こ
と
は
、「
生
む
ゆ
え
に
、
御
父
で
あ
る
」
と
の
見
解
に
も

Q
uatuor Libros Sententiarum

）
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

試
み
た
。
問
題
解
決
に
は
、
起
源
（origo

）
の
観
点
と
、
ペ
ル
ソ
ナ
と

固
有
性
の
関
係
の
観
点
と
い
う
、
二
つ
の
観
点
を
同
時
に
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
が
、
私
見
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
後
者
の
観
点
が
軽
視
さ
れ

き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
生
む
ゆ
え
に
、
御
父
で
あ
る
（quia generat, 

est Pater
）」
と
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
見
解
に
対
し
て
、「
一
体
何

が
生
む
の
か
」
と
い
う
批
判
が
い
ま
だ
に
効
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
見

解
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（c. 1225-1274

）
の
立
場
、「
御
父
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
生
む
（quia Pater est, generat

）」
と
し
ば
し
ば

比
較
さ
れ
て
き
た
。
両
者
の
立
場
の
違
い
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
が
い
か
な
る
秩

序
で
固
有
性
を
獲
得
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
関
し
て
、
そ
の
解
答
を
左

右
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
御
父
は
、
生
む
働
き
（generatio

）
の
ど
の
段

階
で
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
成
立
し
、
そ
の
固
有
性
す
な
わ
ち
父
性
を
獲
得

す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
換
言
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
生

む
ゆ
え
に
、
御
父
で
あ
る
」
と
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
見
解
を
理
解
す

る
た
め
に
も
、
起
源
の
観
点
だ
け
で
な
く
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
固
有
性
の
関
係

の
観
点
か
ら
も
検
討
し
、
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
一
な
る
あ
り
方
に
つ
い
て

そ
の
精
確
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

先
行
研
究
の
中
で
も
、Russell L. Friedm

an

が
「
原
初
の-
御
父

（proto-Father

）」
と
い
う
自
身
の
造
語
を
使
用
し
、「
一
体
何
が
生
む

の
か
」
と
の
批
判
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
に
は
、
論
者
も
賛
同
す

る
（Intellectual T

raditions at the M
edieval U

niversity: T
he 

U
se of Philosophical Psychology in T

rinitarian T
heology 

A
m

ong the Franciscans and D
om

inicans, 1250-1350, Lei-
den, 2013

）。
た
だ
しFriedm

an

は
、
起
源
の
位
置
に
「
原
初
の-

御
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や
個
人
的
救
済
に
逃
避
し
た
り
、
罪
人
の
義
認
を
罪
そ
の
も
の
の
正
当
化

に
読
み
替
え
て
、
こ
の
世
に
あ
る
不
正
義
を
放
置
し
こ
の
世
と
妥
協
し
た

り
、
現
状
に
甘
ん
じ
自
己
正
当
化
し
た
り
す
る
危
険
性
が
、
義
認
論
に
は

常
に
随
伴
す
る
。
信
仰
義
認
論
か
ら
正
義
を
弱
体
化
な
い
し
無
効
化
す
る

諸
現
象
が
批
判
さ
れ
る
際
に
、
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
を
引
き
起
こ
し
た
一
要

因
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
る
の
が
、
ル
タ
ー
神
学
や
ル
タ
ー
派
宗
教
改

革
の
伝
統
で
あ
る
。

　
「
二
王
国
論
」
に
も
と
づ
く
宗
教
的
領
域
と
政
治
的
領
域
と
の
分
離
と

い
う
ル
タ
ー
神
学
の
よ
く
見
ら
れ
る
分
析
は
、
厳
密
に
は
正
確
で
は
な
い

と
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ー
バ
ー
は
判
断
し
、
法
制
史
の
観
点
か
ら
分
析

を
展
開
す
る
。
ル
タ
ー
も
ま
た
、
義
認
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
法
概
念
を

主
張
し
て
い
る
。
義
認
の
恩
寵
に
対
し
、
法
は
罪
を
認
め
さ
せ
悪
を
罰
す

る
「
神
の
怒
り
の
表
現
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
罪
の
結

果
を
抑
制
す
る
法
の
制
限
的
な
機
能
、
な
い
し
は
暴
力
か
ら
人
間
を
守
る

法
の
防
御
的
な
機
能
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
法
理
解
は
、
神
と
悪
が

せ
め
ぎ
合
う
場
所
と
し
て
の
世
界
、
悪
の
氾
濫
に
対
す
る
こ
の
世
の
秩
序

の
堤
防
の
機
能
と
い
う
ル
タ
ー
の
理
解
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
ル
タ
ー

の
秩
序
の
思
想
は
、
や
が
て
「
職
業
／
召
命
」
思
想
と
結
び
付
け
ら
れ
た

社
会
的
身
分
の
秩
序
倫
理
や
、
青
年
ル
タ
ー
派
の
「
創
造
の
秩
序
の
神

学
」
に
引
き
継
が
れ
た
。
こ
う
し
た
秩
序
の
思
想
は
、
被
造
物
に
表
れ
る

創
造
主
の
善
性
に
服
従
し
、
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
正
義
で
あ
る
と
解

釈
す
る
が
、
創
造
直
後
の
善
な
る
秩
序
は
、
人
間
が
歴
史
を
通
じ
て
構
築

し
て
き
た
諸
秩
序
と
同
一
で
は
な
い
。
後
者
に
は
様
々
な
不
正
義
や
不
公

正
が
数
多
く
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
あ
る
秩
序
を
無
批
判
的
に
肯

定
す
る
こ
と
は
、
現
に
存
在
す
る
不
正
義
の
肯
定
に
も
つ
な
が
る
。

矛
盾
し
な
い
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
三
位
一
体
論
で
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
と

そ
の
固
有
性
の
観
点
が
捨
象
さ
れ
な
い
か
た
ち
で
、
起
源
か
ら
の
発
出
に

始
ま
る
動
的
な
関
係
が
、
並
行
的
か
つ
重
層
的
な
構
造
に
お
い
て
考
え
ら

れ
て
い
る
。

義
認
か
ら
見
た
正
義
論 

│
│ 

社
会
性
の
文
脈
に
お
け
る 

│
│上

原　
　

潔

　

西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お
い
て
「
義
認
」
は
、
他
の
諸
概
念
と
比

べ
て
も
殊
更
に
重
要
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
多
く
の
論
争
を

生
み
出
し
て
き
た
概
念
で
あ
る
。
他
方
で
「
正
義
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を

含
め
た
西
洋
思
想
史
に
お
い
て
倫
理
学
の
根
幹
を
形
成
す
る
重
要
概
念
で

あ
っ
た
。
義
認
論
は
正
義
概
念
と
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
関
連

付
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、
両
者
の
関
係
性
を
、

正
義
概
念
が
含
意
す
る
「
社
会
性
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
あ
る
い
は

社
会
の
倫
理
的
秩
序
の
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介

す
る
こ
と
で
確
認
し
た
。

　

信
仰
義
認
を
掲
げ
る
福
音
主
義
の
伝
統
で
は
、「
義
認
か
ら
正
義
へ
」

と
時
系
列
的
に
配
置
す
る
こ
と
で
両
者
を
関
連
付
け
る
。
人
間
は
信
仰
に

よ
っ
て
の
み
神
に
義
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
罪
の
力
か
ら
解
放
さ
れ

新
た
な
生
を
贈
与
さ
れ
た
人
間
は
お
の
ず
と
正
義
を
行
う
よ
う
に
な
る
。

義
認
は
正
義
を
排
除
せ
ず
、
正
義
の
前
提
と
な
り
、
正
義
を
正
し
く
行
う

土
台
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
の
キ
リ
ス
ト
教
史
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
は
逆
の
事
態
が
し
ば

し
ば
生
じ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
信
仰
義
認
を
行
為
の
否
定
と

捉
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
社
会
性
を
欠
如
さ
せ
、
内
面
的
な
道
徳
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一
九
七
〇
年
、
最
高
行
政
機
関
で
あ
る
行
政
院
は
初
め
て
優
生
保
健
法

の
草
案
を
公
開
し
、
社
会
に
お
い
て
中
絶
の
是
非
に
関
す
る
議
論
を
引
き

起
こ
し
た
。
刑
法
の
堕
胎
罪
が
存
在
す
る
一
方
、
優
生
保
健
法
は
中
絶
の

許
可
条
件
を
提
示
し
、「
中
絶
の
合
法
化
」
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
。
法

案
を
起
草
す
る
背
景
に
は
、
台
湾
に
お
け
る
人
口
の
急
増
に
対
す
る
政
府

側
の
懸
念
が
強
く
み
ら
れ
、
一
九
六
〇
年
代
で
推
進
し
て
い
た
家
族
計
画

（
中
国
語
：
家
庭
計
画
）
の
不
足
点
を
補
う
側
面
が
あ
る
と
も
言
え
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
長
老
教
会
は
中
絶
の
合
法
化
を
危
惧

し
て
、
政
府
側
が
草
案
を
公
開
し
た
一
九
七
〇
年
に
「
堕
胎
の
合
法
法
案

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
立
場
座
談
会
」
を
開
催
し
た
。
そ
し
て
、
一

九
八
二
年
に
優
生
保
健
法
は
初
め
て
立
法
院
で
審
議
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
内
戦
で
国
民
党
と
と
も
に
台
湾
に
遷
移
し
て
き
た
第
一
期
の
立
法
委

員
た
ち
が
そ
の
主
な
反
対
勢
力
で
あ
る
。
中
で
も
特
に
性
的
な
乱
れ
を
懸

念
し
て
、
胎
児
の
殺
害
は
中
華
文
化
や
道
徳
を
損
な
う
と
い
う
意
見
が
多

く
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
意
見
と
同
調
し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

関
係
者
や
組
織
が
中
心
と
な
っ
て
立
法
委
員
へ
の
陳
情
を
展
開
し
、
無
視

で
き
な
い
反
対
勢
力
が
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
八
四
年
に
優
生
保

健
法
は
通
過
し
、
翌
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

優
生
保
健
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、
中
絶
に
反
対
す
る
意
見
が
沈
静
化
し

て
い
き
、
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
か
ら
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
人
口
増
加
の
問
題
に
反
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
人
口
の
減
少

が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
衛
生
署
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
よ
る
と
、
二
〇

〇
七
年
〜
二
〇
一
一
年
の
間
の
中
絶
件
数
は
二
二
万
〜
二
四
万
件
で
、
同

時
期
の
出
生
数
は
一
六
万
〜
二
〇
万
人
で
あ
る
た
め
、
中
絶
数
の
高
ま
り

が
人
口
減
少
の
一
つ
の
矛
先
と
さ
れ
て
き
た
。
一
九
九
九
年
、
倫
理
神
学

　

改
革
派
の
伝
統
で
は
、
社
会
形
成
お
よ
び
社
会
変
革
へ
と
向
け
ら
れ
た

法
の
生
産
的
な
機
能
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
法
理
解
に
は
、
契
約
思
想
が

影
響
し
て
い
る
。
契
約
思
想
で
は
旧
約
と
新
約
は
分
離
さ
れ
ず
、
歴
史
に

お
け
る
神
の
救
済
意
志
の
も
と
に
そ
の
単
一
性
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
に

応
じ
て
、
裁
き
の
律
法
と
救
い
の
義
認
と
が
分
離
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

救
済
す
る
神
の
意
志
が
歴
史
の
な
か
で
具
体
的
な
形
式
を
と
る
た
め
の
道

具
が
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
改
革
派
の
伝
統
に
お
い
て
は
こ
う
し
た

法
理
解
に
聖
化
の
教
義
が
加
わ
る
こ
と
で
、
倫
理
的
主
体
と
し
て
共
同
体

を
形
成
す
る
担
い
手
の
役
割
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
機
能
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
義
認
か
ら
正
義
へ
」
と
い
う
道
筋
が
拓
か

れ
る
。
本
発
表
で
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
を
そ
う
し
た
契
約
思
想
の
神
学

と
し
て
取
り
上
げ
、
ナ
チ
ズ
ム
に
抵
抗
す
る
バ
ル
ト
の
神
学
理
論
や
、

「
同
心
円
」
や
「
比
喩
」
と
い
う
形
式
で
説
明
さ
れ
る
教
会
と
社
会
の
関

連
付
け
を
紹
介
し
た
。

台
湾
の
「
プ
ロ
ラ
イ
フ
運
動
」
と
そ
の
展
開

陳　
　

宣
聿

　

台
湾
に
お
け
る
胎
児
の
生
命
尊
重
に
関
す
る
言
説
は
、
優
生
保
健
法
の

制
定
と
修
訂
と
と
も
に
展
開
し
、
特
に
①
一
九
七
〇
年
と
一
九
八
〇
年
代

中
盤
及
び
②
二
〇
〇
〇
年
代
の
二
つ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
時
期
と
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
が
胎
児
の

生
命
尊
重
を
理
由
に
中
絶
の
合
法
化
に
反
対
の
声
を
あ
げ
て
い
た
。
本
発

表
は
こ
の
二
つ
の
時
期
に
お
け
る
中
絶
論
争
の
様
相
を
描
き
、
宗
教
の
位

置
付
け
を
意
識
し
な
が
ら
、
胎
児
の
生
命
尊
重
を
唱
え
る
社
会
運
動
で
あ

る
プ
ロ
ラ
イ
フ
運
動
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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上
田
閑
照
に
お
け
る
「
経
験
と
言
葉
」 

│
│ 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
語
行
為 

│
│

下
村　

真
代

　

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
言
葉
の
問
題
を
、「
経
験
と

言
葉
は
同
時
に
、
一
体
と
し
て
あ
る
」
事
態
と
し
て
見
る
上
田
閑
照
の

「
経
験
と
言
葉
」
の
議
論
、
そ
の
核
に
あ
る
「
根
源
語
」
と
い
う
概
念
に

つ
い
て
整
理
し
、
上
田
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
と
い
う
言
語
行
為
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

　

上
田
は
、「
経
験
と
言
葉
」
の
問
題
の
試
金
石
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
言

葉
を
絶
し
た
、
言
葉
で
言
え
な
い
、
語
り
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
西
田
幾

多
郎
の
「
純
粋
経
験
」
を
取
り
上
げ
る
。
上
田
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち

の
経
験
は
、
経
験
と
、
言
葉
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
そ
の
自
己
理
解
を
含

ん
で
い
る
。
こ
の
両
者
は
、
ど
ち
ら
も
わ
た
し
た
ち
の
経
験
に
と
っ
て
必

要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
か
で
経
験
の
見
方
は

異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
純
粋
経
験
と
い
う
事
態
は
そ
の
ど
ち
ら
か
ら

見
て
も
困
難
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
上
田
は
、
純
粋
経
験
そ
の
も
の

を
、
言
葉
を
奪
わ
れ
る
と
同
時
に
、
新
た
に
言
葉
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い

う
根
源
的
な
「
言
葉
の
出
来
事
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
出

来
事
を
「
根
源
語
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
言
葉
を
持
つ
と
い
う
点
に
人
間

の
本
質
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
葉
が
奪
わ
れ
、
同
時
に
言
葉
が
生
ま
れ
る

と
い
う
事
態
は
、
人
間
の
本
質
の
死
と
復
活
、
絶
後
再
蘇
と
い
う
出
来
事

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
根
源
語
を
、「
言
葉
か
ら
出
て
言
葉
に
出

る
」
と
い
う
主
体
の
実
存
転
換
を
伴
う
極
限
的
な
運
動
と
し
て
捉
え
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
運
動
は
、
言
葉
が
破
ら
れ
て
根
源
的
沈
黙
へ
、
沈

黙
が
破
ら
れ
て
始
原
の
言
葉
へ
、
と
い
う
二
重
の
突
破
を
と
も
な
う
円
運

が
専
門
の
ア
メ
リ
カ
籍
の
ア
ル
ド
リ
ッ
チ
神
父
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
輔

仁
大
学
聖
博
敏
神
学
院
で
「
生
命
倫
理
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
し
た
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
三
年
、
彼
は
優
生
保
健
法
の
修
訂
を
目
標
と
す
る
多
宗

教
、
宗
派
の
「
尊
重
生
命
全
民
運
動
大
聯
盟
」（
以
下
は
尊
重
生
命
大
聯

盟
）
を
立
ち
上
げ
、「
宗
教
側
」
の
声
を
集
め
て
立
法
委
員
に
働
き
か
け

た
。
二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
八
年
の
間
、
優
生
保
健
法
の
修
訂
案
が
立
法
院

で
審
議
さ
れ
、
尊
重
生
命
大
聯
盟
か
ら
声
援
を
受
け
た
議
員
は
胎
児
の
生

命
尊
重
と
女
性
の
中
絶
後
遺
症
候
群
か
ら
の
保
護
の
必
要
性
を
力
説
し
、

中
絶
へ
の
制
限
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
女
性

団
体
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
議
員
は
、
女
性
の
権
利
と
出
産
環
境
の
向
上

を
強
調
し
、
両
者
が
対
立
す
る
構
図
と
な
っ
た
。
ま
た
、
尊
重
生
命
大
聯

盟
も
広
告
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
の
配
布
な
ど
を
通
し
て
、
人
々
に

胎
児
の
生
命
尊
重
を
喚
起
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
、
優
生
保
健
法
の

修
訂
案
を
支
持
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
八
年
の

優
生
保
健
法
の
修
訂
案
は
最
終
的
に
廃
案
と
な
り
、
中
絶
に
対
す
る
議 

論
も
や
や
下
火
に
な
っ
て
き
た
。
他
方
、
今
ま
で
危
機
的
妊
娠
（crisis 

pregnancy

）、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
中
心
的
に
携
わ
っ
て
き
た
複

数
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
背
景
を
持
つ
市
民
団
体
は
法
律
面
よ
り
も
中
絶
の

代
案
と
し
て
の
実
践
的
な
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
団
体

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
海
外
に
お
け
る
プ
ロ
ラ

イ
フ
運
動
を
推
進
す
る
団
体
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
二
〇

二
一
年
、
優
生
保
健
法
の
修
訂
案
の
審
議
も
再
開
す
る
予
定
で
、
今
後
の

展
開
は
さ
ら
に
注
視
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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あ
っ
た
と
い
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
説
教
で
「
神
は
一
を
語
り
、
私
は

二
を
聞
い
た
」（
詩
62
・
12
）
と
い
う
聖
句
を
引
用
す
る
が
、
神
の
言
と

わ
た
し
た
ち
人
間
の
言
葉
の
質
の
違
い
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

の
う
え
で
、
語
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
「
説
き
得
な
い
」
と
言

わ
し
め
、「
沈
黙
せ
よ
」
と
言
わ
し
め
る
も
の
、
そ
し
て
彼
の
説
教
の
う

ち
で
、
展
開
さ
れ
る
多
様
な
語
り
方
を
要
求
す
る
そ
の
当
の
も
の
は
、
言

葉
へ
と
分
節
す
る
こ
と
で
、
全
て
を
言
い
尽
く
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
と

も
、
そ
の
気
配
は
言
い
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
上
田
閑
照
に
お
け
る
主
体
の
実
存
転
換
を
伴
う
根
源

語
と
い
う
概
念
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」

と
い
う
テ
ー
マ
と
も
非
常
に
響
き
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
と
聖
書 

│
│ 

普
遍
的
な
教
え
の
後
の
読
書 

│
│

加
藤　

喜
之

　

十
七
世
紀
後
半
の
オ
ラ
ン
ダ
で
活
躍
し
た
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
一
六

七
〇
年
に
著
者
名
と
刊
行
都
市
を
偽
り
出
版
し
た
『
神
学
・
政
治
論
』
に

お
い
て
、
聖
書
を
脱
神
学
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
最
近
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
こ
の
神
学
批
判
は
、
急
進
的
な
啓
蒙
、
さ
ら
に
は
十
九
世
紀
ド
イ
ツ

で
興
隆
し
た
批
判
的
な
聖
書
学
の
流
れ
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
成
功
の
理
由
は
多
数
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
そ
の
批
判
を
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
質
の
哲
学
思
想
に

基
づ
い
て
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
十
六
世
紀
の
宗
教
改
革

以
降
に
発
展
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
、「
正
し
い
」
聖
書
の
読
み
方

を
先
鋭
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
成
し
遂
げ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
歴
史
学
者

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
グ
ラ
フ
ト
ン
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
聖
書
解
釈

動
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
運
動
性
は
、「
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
や
「
離
脱
」、

あ
る
い
は
「
突
破
」
と
い
っ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
重
な

る
も
の
で
あ
る
。
根
源
語
と
は
、
人
と
言
と
事
と
の
脱
自
的
統
一
の
現
成

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
統
一
が
あ
っ
て
初
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
次
元
や
さ

ま
ざ
ま
な
領
域
で
の
、
言
葉
と
現
実
の
間
の
諸
連
関
が
根
本
か
ら
支
え
ら

れ
る
と
上
田
は
い
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
言
葉
の
問
題
を
「
経
験

と
言
葉
が
同
時
に
、
一
体
と
し
て
あ
る
」
事
態
と
し
て
見
る
上
田
の
議
論

の
要
点
が
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
。
根
源
語
と
い
う
事
態
に
お
い
て
、
人
間

の
側
に
の
み
動
き
が
起
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
言
や
事
も
ま
た
脱
自
を

介
し
て
統
一
へ
と
運
動
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
主
要
な
テ
ー
マ
で

あ
る
「
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
は
、
自
己
を
徹
底
的
に
離
脱

し
、
一
な
る
も
の
に
参
与
す
る
と
い
う
出
来
事
で
あ
り
、
死
に
切
っ
た
魂

の
内
に
神
が
子
な
る
神
を
生
む
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
言
を
魂
の
内
に
発

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
人
間
だ
け
で
な

く
神
も
ま
た
自
ら
を
放
下
し
、「
根
底
」
へ
と
突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
突
き
進
ん
で
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
区
別
も
な
い
全

き
一
で
あ
る
そ
の
根
底
へ
と
、
人
間
だ
け
で
な
く
神
も
ま
た
還
帰
す
る
。

そ
し
て
そ
の
根
底
か
ら
、
新
た
に
言
が
生
ま
れ
て
い
く
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
、
そ
し
て
上
田
は
見
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
上
田
は
、
根
源
語
と
い
う
事
態
は
、
言
葉
で
「
言
い
と
め
」
ら

れ
て
初
め
て
、
そ
の
根
源
と
し
て
の
根
源
語
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の

だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
言
葉
へ
と
分
節
、
展
開
さ
れ
て
も
、
根
源

語
は
分
節
さ
れ
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、「
分
節
さ
れ
え
な
い
も
の
」
が

残
る
。
上
田
に
よ
れ
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
点
に
つ
い
て
自
覚
的
で



97　　

個人発表 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
哲
学
を
聖
書
解
釈

か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
脱
神
学
化
を
成
し
遂
げ
た
と
も

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
切
り
離
し
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
、
あ

る
い
は
哲
学
的
な
思
考
を
聖
書
解
釈
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
を
聖
書

に
読
み
込
む
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
ス

ピ
ノ
ザ
自
身
が
古
代
の
哲
学
を
退
け
、
デ
カ
ル
ト
を
経
由
し
た
彼
自
身
の

「
新
し
い
」
哲
学
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
可

解
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
彼
自
身
が
真
の
哲
学
と
理
解

す
る
考
え
方
を
聖
書
の
記
述
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と

い
う
も
の
だ
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
い
の
難
し
さ
は
、
彼
の
解
釈
者
の
み

な
ら
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
、
そ
の
答
え
が
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
く
、
矛
盾
し
た
立
場
を
見
出
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

一
方
で
は
、
聖
書
の
著
者
た
ち
を
あ
く
ま
で
粗
野
で
学
術
的
に
洗
練
さ
れ

て
い
な
い
人
々
と
み
な
し
、
聖
書
か
ら
哲
学
的
な
見
解
を
見
出
す
の
は
不

可
能
だ
と
す
る
『
神
学
・
政
治
論
』
の
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一

方
で
は
、
書
簡
や
彼
の
初
期
の
『
形
而
上
学
的
思
考
』
を
み
る
と
、
哲
学

的
な
真
理
を
聖
書
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
記
述
が
あ
る

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
本
発
表
の
目
的
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
晩
年
の
著
作

『
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文
法
綱
要
』
を
め
ぐ
る
解
釈
の
争
点
も
、
こ
の
点
に
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
彼
の
立
場
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。

は
、
十
七
世
紀
初
頭
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
完
成
形
を
迎
え
た

と
い
わ
れ
る
、
人
文
主
義
的
な
文
献
学
の
方
法
に
基
づ
い
て
お
り
、
ま
た

初
期
近
代
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
学
者
た
ち
に
よ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
検

証
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
方
法
と
は
、
現
代
の
聖
書
学
で
は
お

馴
染
み
の
本
文
批
評
で
あ
り
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
の
信
憑
性
や
内

的
な
矛
盾
を
史
学
的
な
見
地
や
文
法
か
ら
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ピ

ノ
ザ
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
検
証
を
経
た
聖
書
か
ら
は
、
こ
の
時
代
、
各

宗
派
が
こ
ぞ
っ
て
生
み
出
し
て
い
た
信
条
や
礼
拝
指
針
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
、「
正
し
い
」
教
え
や
儀
礼
の
あ
り
方
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
た
ち
の
歴
史
的
な
記
述
を
除
い
て
は
、

隣
人
を
愛
し
、
正
義
を
行
う
と
い
う
道
徳
的
な
教
え
と
そ
れ
を
可
能
に
す

る
単
純
な
信
条
し
か
、
現
代
に
生
き
る
人
々
が
受
け
取
る
べ
き
教
え
は
な

い
。
そ
う
ス
ピ
ノ
ザ
は
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解

は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
批
判
を
招
い
た
。
当
時
の
正
統
派
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
異
端
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
々
か
ら
さ
え
も
徹
底
的
に
批
判
さ

れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
い
う
よ
う
に
、
も
し
聖

書
の
教
え
が
愛
と
正
義
に
収
斂
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
世
ス
コ
ラ
以
降

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
て
い
た
、
崇
高
な
神
学
体
系
は
無

に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た

神
学
体
系
は
、
プ
ラ
ト
ン
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
を
聖
書
に

読
み
込
ん
だ
も
の
に
過
ぎ
ず
、
こ
う
し
た
立
場
は
聖
書
よ
り
も
特
定
の
哲

学
的
な
立
場
を
優
先
す
る
こ
と
に
な
り
、
聖
書
を
神
の
言
葉
と
み
な
す
教

会
の
立
場
と
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
。
む
し
ろ
彼
に
よ
れ
ば
、
預
言
者
や

使
徒
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
言
語
、
あ
る
い
は
世
界
観
の
制
約
を
受

け
て
お
り
、
そ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
歴
史
学
と
文
法
を
用
い
て
解
釈
し
な
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り
、
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
福
音
主
義
の
乖
離
を
乗
り
越
え
て
い
な
い
」

と
い
う
厳
し
い
批
判
を
受
け
、
そ
れ
が
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』
の
執
筆
動
機

に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
継
続
的
・
発
展
的
な
関
心
の
展

開
が
『
祈
り
』
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、「
祈
り
」

論
は
そ
の
後
さ
ら
な
る
「
祈
り
」
研
究
へ
と
展
開
し
た
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
祈
り
」
の
実
践
活
動
へ
と
進
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
ラ
ー
の
祈
り
へ
の
関
心
は
継
続
し
て
い
た
が
、
そ
れ

は
研
究
と
し
て
で
は
な
く
礼
拝
・
典
礼
改
革
と
新
た
な
礼
拝
・
典
礼
創
造

へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
活
動
の
場
が
ド
イ
ツ
高

教
会
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
『
本
質
』
へ
の
批
判
に
対
す

る
実
践
的
な
応
答
で
も
あ
っ
た
（
理
論
的
な
応
答
が
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』

と
い
う
著
作
の
出
版
で
あ
っ
た
）。

　

ハ
イ
ラ
ー
個
人
の
宗
教
的
葛
藤
（
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
福
音
主
義
へ
の

「
改
宗
」）
の
乗
り
越
え
、『
祈
り
』
と
い
う
著
作
の
展
開
、
さ
ら
に
は

『
本
質
』
批
判
へ
の
応
答
、
そ
れ
ら
が
結
び
つ
く
形
で
、
二
〇
年
代
に
ハ

イ
ラ
ー
の
宗
教
的
実
践
活
動
が
展
開
し
た
。
そ
し
て
ハ
イ
ラ
ー
は
自
ら
が

深
く
関
わ
っ
た
ド
イ
ツ
高
教
会
運
動
に
お
い
て
、
独
自
の
ミ
サ
を
作
成
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
礼
拝
・
典
礼
の
式
次
第
は
、
福
音
主
義
の
礼
拝

に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
要
素
を
含
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
新
た
な

礼
拝
・
典
礼
の
創
設
に
よ
っ
て
「
福
音
主
義
的
カ
ト
リ
ッ
ク
性
」
は
（
す

べ
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
一
部
が
）
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

本
発
表
で
は
『
祈
り
』
と
い
う
著
作
を
（
後
年
の
人
々
が
言
う
と
こ
ろ

の
）
宗
教
学
的
著
作
（
た
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
的
な
色
彩
を
強
く
帯

び
て
い
る
）
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ハ
イ
ラ
ー
が
深
く
関
与
し
た
ド
イ

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
期
ド
イ
ツ
の
宗
教
学
と
宗
教
運
動

宮
嶋　

俊
一

　

従
来
の
学
問
史
研
究
は
、
一
九
一
七
年
に
オ
ッ
ト
ー
の
『
聖
な
る
も

の
』
が
、
続
い
て
一
九
一
八
年
ハ
イ
ラ
ー
の
『
祈
り
』
が
出
版
さ
れ
、
ま

た
一
九
二
〇
年
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
福
音
主
義
神
学
部
に
比
較
宗
教
史
の

講
座
が
設
置
さ
れ
ハ
イ
ラ
ー
が
助
教
授
と
し
て
着
任
し
た
、
と
い
っ
た
一

連
の
出
来
事
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
期
ド
イ
ツ

宗
教
学
を
宗
教
学
の
発
展
的
形
成
期
と
捉
え
て
き
た
。
だ
が
、
オ
ッ
ト
ー

が
自
他
共
に
認
め
る
福
音
主
義
の
組
織
神
学
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ハ

イ
ラ
ー
が
カ
ト
リ
ッ
ク
出
自
で
あ
っ
た
と
い
う
、
両
者
の
立
場
や
思
想
の

違
い
は
重
要
で
あ
り
、
ま
た
ハ
イ
ラ
ー
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
着
任
後
、
宗
教

運
動
家
と
し
て
の
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
。

　
『
祈
り
』
と
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
本
質
』（
一
九

一
九
年
、
以
下
『
本
質
』）
と
い
う
講
演
集
に
収
め
ら
れ
た
講
演
で
は

「
福
音
主
義
的
カ
ト
リ
ッ
ク
性
（Evangelische K

atholizität

）」
と

い
う
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
キ
リ
ス
ト
教
の
理
念
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
宗
教
性
・
精
神
性
を
評
価
し
つ
つ
も
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
の
教
会
制
度
を
批
判
し
、
そ
の
面
で
福
音
主
義
の
「
自
由
さ
」

を
評
価
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
ハ
イ
ラ
ー
は
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』（
一
九

二
三
年
）
の
冒
頭
で
『
本
質
』
に
言
及
し
た
書
評
・
論
評
の
類
い
を
数
多

く
集
め
、
そ
れ
ら
の
書
き
手
を
カ
ト
リ
ッ
ク
側
、
福
音
主
義
側
、
俗
人
の

立
場
な
ど
に
分
類
、
そ
し
て
そ
の
受
け
止
め
を
整
理
・
分
析
し
、
結
論
と

し
て
「
ハ
イ
ラ
ー
は
（
福
音
主
義
に
改
宗
し
た
と
言
い
な
が
ら
）
未
だ
カ

ト
リ
ッ
ク
へ
の
郷
愁
か
ら
逃
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
理
解
は
一
面
的
で
あ
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宗
教
の
固
有
の
本
質
（sui generis

）
を
探
そ
う
と
す
る
宗
教
者
（reli-

gionist

）
的
な
視
角
に
基
づ
い
て
い
た
。「Esotericism

 2.0

」（
一
九

九
二
年
〜
二
〇
一
二
年
）
の
時
期
に
は
「
西
洋
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
」
が
独

立
し
た
学
術
研
究
と
し
て
定
着
し
、
研
究
の
傾
向
も
歴
史
研
究
の
観
点
が

主
流
と
な
っ
た
。

　

二
〇
一
二
年
か
ら
現
在
に
あ
た
る
「Esotericism

 3.0

」
の
時
期
に

は
、
よ
り
広
い
観
点
か
ら
「
西
洋
」
及
び
「
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
」
と
い
う

境
界
の
再
検
討
が
促
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
を
開
い
た
代
表
的
な
研
究
者 

で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
宗
教
学
者
・
ハ
ネ
グ
ラ
ー
フ
（W

outer J. H
ane-

graaff

）
は
、
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
を
前
近
代
か
ら
存
在
し
て
き
た
も
の
と

し
て
考
え
る
従
来
の
傾
向
を
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、
彼
は
エ
ソ
テ
リ
シ

ズ
ム
を
「
ゴ
ミ
箱dustbin

」
に
例
え
、
一
八
世
紀
以
降
の
啓
蒙
運
動
の

枠
組
に
お
い
て
「
科
学
」
に
も
「
宗
教
」
に
も
入
ら
な
い
「
排
除
さ
れ
た

知
識Rejected K

now
ledge

」
の
領
域
で
あ
る
と
定
義
し
た
。
エ
ソ

テ
リ
シ
ズ
ム
を
周
辺
領
域
と
の
関
係
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
く
歴
史
的

構
築
物
と
し
て
理
解
す
る
彼
の
見
方
は
、
宗
教
学
・
科
学
史
学
な
ど
の
他

研
究
分
野
と
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
研
究
の
接
続
の
可
能
性
を
広
げ
た
。
か
か

る
動
向
と
平
行
し
て
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
ハ
ネ
グ
ラ
ー
フ
は
い
わ
ゆ
る

「
非
西
洋
」
圏
の
思
想
・
文
化
も
視
野
に
入
れ
た
「
西
洋
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ

ム
」
研
究
の
必
要
性
を
主
張
し
、
西
洋
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
展
開
を
本
格
的
に
考
え
始
め
た
。
一
方
、
エ
ギ
ル
（Egil A

sprem

）

と
ジ
ュ
リ
ア
ン
（Julian Strube

）
な
ど
若
手
世
代
の
研
究
者
ら
は
、

ハ
ネ
グ
ラ
ー
フ
の
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
理
解
に
対
す
る
批
判
的
認
識
を
も
と

に
二
〇
二
一
年
にN

ew
 A

pproaches to the Study of E
sotericism

と
い
う
成
果
を
発
表
し
た
。
ま
ず
、
彼
ら
は
「
排
除
さ
れ
た
知
識
」
と
い

ツ
高
教
会
運
動
に
お
け
る
礼
拝
・
典
礼
改
革
や
そ
の
宗
教
思
想
で
あ
る

「
福
音
主
義
的
カ
ト
リ
ッ
ク
性
」
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
礼
拝
・
典
礼
改

革
の
い
わ
ば
「
序
章
」
と
し
て
同
書
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
従
来
と
は

異
な
る
見
方
を
提
起
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
後
年
の
研
究
者
が
ハ
イ
ラ

ー
の
諸
著
作
を
「
宗
教
学
的
」「
神
学
的
」
と
分
類
し
て
き
た
の
は
、
神

学
と
対
置
さ
れ
る
「
宗
教
学
」
を
（
両
者
の
関
係
に
お
い
て
）
前
提
し
て

き
た
か
ら
で
あ
る
が
、
ハ
イ
ラ
ー
の
活
動
を
全
体
と
し
て
捉
え
て
い
く

と
、
そ
う
し
た
区
別
は
ハ
イ
ラ
ー
自
身
の
意
図
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

『
祈
り
』
と
い
う
著
作
も
ド
イ
ツ
高
教
会
運
動
に
お
け
る
活
動
も
、
理
想

と
す
る
「
祈
り
」
の
追
求
と
い
う
意
味
で
は
一
貫
し
て
い
た
。
こ
う
し
た

ハ
イ
ラ
ー
「
宗
教
学
」
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
期
ド
イ
ツ
宗
教
学
に
見
ら

れ
る
「
宗
教
運
動
の
一
部
と
し
て
の
宗
教
学
」
の
典
型
と
言
え
る
。

西
洋
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
研
究
の
近
年
の
動
向 

│
│ 

日
本
宗
教
史
か
ら
の
展
望 

│
│

韓　
　

相
允

　

本
報
告
は
、
欧
米
の
宗
教
学
界
で
注
目
を
集
め
て
い
る
「
西
洋
エ
ソ
テ

リ
シ
ズ
ムW

estern Esotericism

」
と
い
う
新
研
究
分
野
を
め
ぐ
る
近

年
の
議
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
研
究
分
野
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
に

お
け
る
日
本
宗
教
史
か
ら
の
可
能
性
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
既
存
の
宗

教
学
で
は
閑
却
さ
れ
て
き
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
・
神
智
学
な
ど
の
秘
教
思

想
を
主
な
対
象
と
す
る
西
洋
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
分
野
は
、
一
九
六
四
年
に

関
連
講
座
が
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
機
関
に
設
置
さ
れ
て
以
来
、
大
き
く
三
つ

の
段
階
を
経
て
現
在
に
至
っ
た
。「Esotericism

 1.0

」
時
期
（
一
九
七

〇
年
代
〜
一
九
九
二
年
）
の
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
研
究
は
、
歴
史
を
超
え
る
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ジ
ェ
イ
ム
ズ
宗
教
論
に
お
け
る
経
験
の
神
秘
と
「
女
性
」
性

堀　
　

雅
彦

　

近
年
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
お
よ
び
宗
教
論
に
対
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
観
点
か
ら
の
批
判
的
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
批
判

は
、
単
な
る
糾
弾
で
は
な
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
に
対
す
る
新
た
な
観

点
か
ら
の
読
み
直
し
の
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で

何
が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
、
何
が
な
お
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
、
本
発
表
を
通
し
て
私
見
を
述
べ
た
い
。

　

批
判
は
主
に
、
以
下
二
つ
の
論
点
に
集
約
で
き
る
。
①
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

著
作
に
は
、「
分
か
た
れ
た
領
域
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
男
女
の
労
働
の

場
を
相
互
に
不
可
侵
の
も
の
と
見
る
価
値
観
）
を
是
認
し
、
女
性
へ
の
抑

圧
を
強
化
す
る
傾
き
が
あ
る
。
②
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
議
論
の
底
流
に
は
、
女

性
を
「
自
然
」
に
な
ぞ
ら
え
る
思
考
が
色
濃
く
あ
る
。
そ
れ
は
女
性
の
理

想
化
と
も
言
え
る
が
、
同
時
に
女
性
の
能
動
的
な
主
体
性
を
奪
い
、
最
終

的
に
は
女
性
を
「
非
人
間
化
」
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
心
霊
研
究
に
関
す
る
小
論
の
中
で
、「
女
性
的
・
神
秘

的
な
心
」
と
「
科
学
的
・
学
問
的
な
心
」
を
対
置
し
て
い
る
。
前
者
に
と

っ
て
の
「
事
実
」
を
頑
な
に
認
め
ず
、
徹
底
し
て
排
除
す
る
後
者
の
姿
勢

を
彼
は
難
じ
て
い
る
が
、
こ
の
対
比
自
体
が
、
科
学
を
男
性
に
よ
っ
て
占

有
し
、
女
性
を
「
神
秘
的
」
で
非
・
合
理
（
理
性
）
的
な
他
者
と
し
て
疎

外
す
る
構
造
を
是
認
す
る
も
の
だ
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

ま
た
、『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
に
お
け
る
各
種
資
料
の
選
択
と
評
価

に
お
い
て
も
、
男
性
中
心
的
な
い
し
父
権
主
義
的
な
解
釈
枠
組
み
の
介
在

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
女
性
神
秘
家
の
証
言
に
顕
著
な
肉

体
的
な
痛
み
に
積
極
的
な
意
味
を
認
め
な
い
点
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
伝
統

う
ハ
ネ
グ
ラ
ー
フ
の
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
定
義
を
否
定
し
な
い
も
の
の
、
エ

ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
事
例
を

挙
げ
、
よ
り
多
様
か
つ
重
層
的
な
観
点
か
ら
の
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
理
解
が

求
め
ら
れ
る
と
説
い
た
。
次
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
角
か
ら
の
研
究
を
訴

え
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
「
西
洋
」
と
い
う
修
飾
語
を
固

守
し
続
け
る
ハ
ネ
グ
ラ
ー
フ
の
立
場
も
批
判
し
た
。
要
す
る
に
、
彼
ら
は

西
洋
中
心
的
な
視
角
を
相
対
化
し
、
よ
り
多
様
な
立
場
か
ら
描
か
れ
た
エ

ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
研
究
を
包
括
で
き
る
開
放
的
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
当

分
野
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

日
本
の
場
合
、
最
近
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
研
究
へ
の
関
心
が
徐
々
に
高
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
洋
の
文
脈
で
登
場
・
定
着
し
た
「
エ
ソ
テ
リ
シ

ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
一
括
し
て
日
本
に
も
適
用
で
き
る
か
、
と
い
う
問

題
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
で
は
「
排
除
さ
れ
た

知
識
」
を
指
す
用
語
と
し
て
「
オ
カ
ル
ト
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て

い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
、
日
本
な
り
に
構
築
さ
れ
て
き
た

「
排
除
さ
れ
た
知
識
」
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
実
際
、「
オ
カ

ル
ト
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
作
家
の
本T

he O
ccult

（1971
）
が
一
九
七
三

年
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
こ
と
か
ら
日
本
に
導
入
さ
れ
た
外
来
語
で
あ
る

が
、
そ
の
概
念
は
既
存
の
文
脈
│
│
例
え
ば
、
日
本
の
密
教
思
想
│
│
と

共
鳴
し
な
が
ら
日
本
社
会
に
定
着
し
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、「
オ

カ
ル
ト
」
と
い
う
言
葉
と
そ
の
周
辺
領
域
の
歴
史
を
辿
る
作
業
は
、
日
本

の
立
場
か
ら
描
か
れ
た
「
排
除
さ
れ
た
知
識
」
の
歴
史
を
提
供
で
き
る
と

い
う
点
で
エ
ギ
ル
と
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
目
指
し
た
「
西
洋
」
を
超
え
る
秘
教

思
想
史
の
構
築
に
貢
献
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
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史
上
の
意
味
を
再
評
価
す
る
機
運
も
、
近
年
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
研
究
と
は
別

個
の
場
所
で
高
ま
っ
て
い
る
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
は
、
交
霊
会
と
い
う
場
を
通
し
て
立
ち
現
れ
た
女
性

の
新
た
な
主
体
性
に
対
し
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
抱

い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
本
音
が
ど
う
で
あ
れ
、
彼
が
盟
友
マ
イ
ヤ

ー
ズ
ら
と
と
も
に
押
し
進
め
た
心
霊
研
究
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、

男
性
中
心
主
義
的
な
『
諸
相
』
の
規
範
性
を
幾
分
か
い
く
ぐ
る
よ
う
な
要

素
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
、
さ
ら
に

詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

平
田
篤
胤
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ 

│
│ 

科
学
化
す
る
神
秘
主
義 

│
│

山
﨑　

好
裕

　

エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
は
一
六
八
八
年
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
に
生
ま
れ
、
四
十
代
ま
で
著
名
な
科
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
だ
が
、

そ
の
後
、
神
秘
主
義
的
な
著
作
を
相
次
い
で
出
版
す
る
よ
う
に
な
り
、
旺

盛
な
著
述
は
一
七
七
二
年
に
没
す
る
直
前
ま
で
続
い
た
。
彼
の
死
か
ら
間

も
な
く
し
て
生
ま
れ
た
平
田
篤
胤
は
国
学
を
志
し
、
日
本
神
話
を
集
大
成

す
る
著
作
を
執
筆
す
る
な
か
で
、
神
道
的
な
神
秘
主
義
思
想
を
展
開
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
神
道
の
信
仰
の
な
か
に
死
後
の
安
心
を
求
め
た

篤
胤
は
、
幽
冥
二
元
論
に
辿
り
着
き
、
こ
の
世
と
同
じ
よ
う
に
死
後
の

人
々
が
生
活
す
る
あ
の
世
の
確
証
を
探
求
す
る
こ
と
に
真
摯
に
取
り
組
ん

だ
。
両
者
の
共
通
点
と
し
て
、
神
話
を
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
こ

と
が
あ
る
。
エ
マ
ヌ
エ
ル
は
聖
書
を
人
間
の
魂
の
遍
歴
の
物
語
と
し
て
解

釈
し
、
篤
胤
は
神
々
が
太
陽
・
地
球
・
月
の
三
天
体
で
実
際
に
歴
史
を
紡

い
だ
も
の
が
神
話
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
世
界
と
並
行
し
て
存
在
す
る
死

と
は
異
な
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
カ
ト
リ
ッ
ク
で
も
男
性

神
秘
家
の
経
験
に
お
け
る
啓
示
的
価
値
を
重
視
し
、
宗
教
経
験
の
果
実
と

し
て
の
「
聖
徳
」
に
「
男
ら
し
さ
」
の
一
つ
の
理
想
を
見
る
な
ど
、
男
性

優
位
的
な
思
考
の
介
在
は
明
白
で
あ
る
。

　

心
霊
研
究
の
主
な
対
象
で
あ
る
女
性
霊
媒
の
「
神
秘
的
」
経
験
に
せ

よ
、『
諸
相
』
に
登
場
す
る
修
道
女
ら
女
性
神
秘
家
の
経
験
に
せ
よ
、
そ

れ
ら
の
意
味
と
価
値
を
決
定
づ
け
る
の
は
常
に
、
男
性
の
科
学
者
や
宗
教

者
だ
っ
た
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
、
そ
こ
に
あ
る
権
力
関
係
へ
の
問
題
意

識
を
欠
き
、
自
ら
も
ま
た
、
女
性
の
経
験
に
対
す
る
裁
定
者
と
し
て
ふ
る

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
批
判
に
説
得
力
を
感
じ
つ
つ
も
、
な
お
検
討
を
有
す
る

と
思
わ
れ
る
の
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
心
霊
研
究
へ
の
参
画
を
通
し
て
繰
り

返
し
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
交
霊
会
と
い
う
場
に
お
け
る
、
女

性
の
地
位
の
特
異
性
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
座
を
占
め
る
霊
媒
が
、
教
会

の
神
父
や
牧
師
と
は
異
な
り
、
し
ば
し
ば
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味

は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
男
性
が
宗
教
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
独
占
し
て
き
た
教
会
と
は
異
な
り
、
交
霊
会
に
は
、
女
性
が
主
体

性
、
能
動
性
を
発
揮
し
う
る
よ
う
な
新
た
な
宗
教
運
動
の
可
能
性
が
胚
胎

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

女
性
霊
媒
の
「
受
動
的
」
状
態
、
ま
た
、
外
部
か
ら
の
力
の
流
入
を
う

な
が
す
「
う
つ
ろ
な
器
」
と
し
て
の
身
体
の
開
放
性
は
、
し
ば
し
ば
女
性

の
「
弱
さ
」
の
表
れ
と
し
て
語
ら
れ
た
一
方
、
彼
女
た
ち
が
持
ち
え
た
宗

教
的
権
威
の
源
泉
で
も
あ
っ
た
。
敢
え
て
言
え
ば
、
彼
女
た
ち
の
受
動
性

や
弱
さ
は
、
彼
女
た
ち
が
新
た
な
主
体
性
や
強
さ
を
獲
得
す
る
た
め
の
受

け
皿
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
心
霊
主
義
の
思
想
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に
一
つ
ず
つ
の
世
界
が
あ
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の

場
合
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
の
神
話
的
な
解
釈
に
は
乗
り
出
さ
な
か
っ

た
。
そ
れ
を
行
っ
た
の
は
、『
三
大
考
』
を
書
い
た
服
部
中
庸
で
あ
り
、

ま
た
、
太
陽
系
諸
惑
星
に
も
神
々
を
配
当
し
た
鶴
峯
戊
申
で
あ
っ
た
。
エ

マ
ヌ
エ
ル
に
し
て
も
篤
胤
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
近
代
化
の
な

か
で
神
秘
主
義
思
想
を
展
開
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
科
学
的
な
世
界
観
の
広
が
り
が
、
神
秘
主
義
を
消
滅
さ
せ
る

と
い
う
理
解
に
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
霊
界
、
幽
界
と
い

っ
た
こ
の
世
以
外
の
世
界
に
対
す
る
科
学
的
探
究
の
精
神
が
彼
ら
の
根
本

に
は
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
合
理
的
な
思
考
方

法
は
、
聖
書
や
神
話
を
読
み
解
く
と
き
に
も
発
揮
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
エ
マ
ヌ
エ
ル
の
霊
界
遍
歴
も
、
著
作
を
読
む
限
り
は
精
神
病
理
的
な

分
析
対
象
と
い
う
よ
り
は
、
一
種
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
受
け
止
め
る
こ

と
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
若
き
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
を
惹
き
付

け
た
理
由
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
エ
マ
ヌ
エ
ル
も
冶
金
学
の
専
門
家
で

あ
っ
た
が
、
同
郷
の
篤
胤
の
影
響
の
下
で
、
鉱
山
開
発
や
経
世
術
の
指
導

に
あ
た
っ
た
佐
藤
信
淵
の
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
を
見
る
と
、

科
学
化
さ
れ
た
神
秘
主
義
が
、
明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
や
経
済
発
展

の
原
動
力
と
な
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
可
能
性
も
あ
な
が
ち
否
定
で

き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
の
世
界
を
主
張
し
た
こ
と
も
、
両
者
の
共
通
点
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

ら
は
素
朴
な
実
在
論
と
い
う
よ
り
も
、
精
神
的
な
教
訓
性
や
倫
理
の
基
礎

付
け
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
エ
マ
ヌ
エ
ル

は
、
こ
の
世
で
神
的
な
愛
に
生
き
た
人
々
の
魂
が
集
ま
っ
て
い
る
場
所
と

し
て
天
国
、
そ
う
で
は
な
く
地
上
的
な
人
生
を
送
っ
た
人
々
が
集
ま
っ
て

い
る
場
所
と
し
て
地
獄
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
絶

対
的
な
悪
の
存
在
を
考
え
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
篤
胤
も

同
様
で
あ
り
、
本
来
的
な
悪
神
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
悪

神
は
穢
れ
を
憎
み
、
穢
れ
が
あ
る
と
暴
れ
騒
ぐ
神
だ
と
篤
胤
は
述
べ
て
い

る
。
エ
マ
ヌ
エ
ル
は
、
さ
ら
に
、
死
後
行
く
世
界
を
天
的
王
国
と
霊
的
王

国
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
間
の
意
志
と
理
性
に
対
応
し
て
い
る
と
述

べ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
で
人
間
性
の
完
全
な
成
就
を
果
た
せ
ば
、
死
後

も
幸
福
な
生
活
が
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
篤
胤
に
と
っ
て
幽
界
は
顕
界

と
重
な
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
て
、
人
は
こ
の
世
と
同
じ
よ
う
な
生
活
が

あ
の
世
で
も
送
れ
る
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
こ
の
世
で
良
き
生
を
過
ご
し

た
人
だ
け
が
、
死
後
神
的
な
存
在
と
な
っ
て
、
子
孫
の
幸
せ
を
見
守
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
、
倫
理
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
科
学
者
で

あ
っ
た
エ
マ
ヌ
エ
ル
は
、
星
々
が
太
陽
と
同
じ
よ
う
な
恒
星
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
回
り
を
地
球
と
同
じ
よ
う
な
惑
星
が
公
転
し
て
い
る
こ
と

を
、
も
ち
ろ
ん
、
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
地
球
以
外
の
太
陽
系
諸
惑
星
に

も
人
類
が
住
ん
で
い
て
、
彼
ら
が
死
ね
ば
、
惑
星
ご
と
の
霊
界
へ
と
移
る

と
し
た
。
と
言
う
よ
り
、
人
間
の
本
質
は
霊
魂
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
死
ぬ

と
い
う
こ
と
は
肉
体
を
脱
ぎ
捨
て
て
別
な
世
界
へ
と
移
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
あ
く
ま
で
も
人
間
が
霊
界
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
篤
胤
の
場

合
も
、
西
洋
の
説
と
し
て
無
数
の
恒
星
が
存
在
す
る
こ
と
や
、
惑
星
ご
と
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直
し
が
起
こ
り
、
同
時
に
知
の
所
有
権
と
真
理
性
を
巡
る
闘
争
が
生
じ
て

い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

　

一
九
〇
三
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
開
廷
し
た
霊
媒
ア
ン
ナ
・
ロ
ー
テ
に
対
す

る
裁
判
は
、
以
上
の
知
の
生
産
・
再
生
産
の
特
徴
を
示
す
好
例
で
あ
る
。

心
理
的
・
物
理
的
「
霊
媒
現
象
」
の
中
で
も
特
に
空
中
か
ら
花
を
取
り
出

す
と
い
う
物
品
出
現
で
一
躍
有
名
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
活
動
し

た
彼
女
の
交
霊
会
は
、
他
方
で
公
序
良
俗
を
紊
乱
す
る
行
為
或
い
は
い
か

さ
ま
と
し
て
糾
弾
さ
れ
、
詐
欺
の
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
公
判
が
開
か
れ
る

（
懲
役
十
八
か
月
の
判
決
）。
本
発
表
で
は
、
論
告
・
判
決
文
、
証
言
、
本

裁
判
の
社
会
文
化
的
文
脈
に
着
目
し
て
、
霊
に
関
す
る
知
の
構
築
過
程
を

分
析
す
る
。
ま
ず
論
告
と
判
決
か
ら
は
、
そ
れ
ら
が
裁
判
医
、
法
医
学

者
、
心
理
学
者
の
三
人
の
鑑
定
人
の
所
見
（「
ト
ラ
ン
ス
状
態
」
で
の
現

象
は
意
識
的
作
為
で
あ
っ
た
）
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
お
り
、
鑑
定
人
が

代
表
す
る
知
が
共
有
さ
れ
る
べ
き
知
と
し
て
規
範
化
さ
れ
て
い
く
過
程
が

看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
霊
媒
現
象
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る

に
せ
よ
、
法
廷
で
の
証
言
か
ら
は
、
証
人
た
ち
が
自
ら
の
経
験
を
叙
述
す

る
の
み
な
ら
ず
、
鑑
定
人
の
学
問
的
説
明
と
並
ん
で
、
問
題
と
な
っ
て
い

る
現
象
を
多
様
な
観
点
か
ら
解
説
す
る
と
い
う
状
況
が
、
し
か
も
、
心
霊

主
義
者
の
間
で
も
そ
の
反
対
者
の
間
で
も
心
霊
研
究
者
の
間
で
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
内
部
に
お
い
て
説
明
原
理
が
相
対
立
す
る
よ
う
な
知
の
競
合
状
態

が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
第
三
に
、
最
終
弁
論
は
、
社
会
内

で
の
霊
媒
・
霊
媒
現
象
に
対
す
る
批
判
的
認
知
（「
中
世
的
な
」「
民
衆

の
」「
迷
信
」）、
霊
媒
現
象
と
奇
術
と
の
競
合
（「
反
心
霊
主
義
運
動
」
と

し
て
現
れ
る
啓
蒙
・
営
利
活
動
家
と
し
て
の
奇
術
師
）
等
、
本
裁
判
の
社

会
文
化
的
文
脈
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
顕
著
な
点
は
、
当
時
の
精
神
医
学

公
共
圏
に
お
け
る
宗
教
知
の
構
築 

│
│ 

近
代
ド
イ
ツ
の
霊
媒
裁
判
を
事
例
に 

│
│

久
保
田　

浩

　

本
発
表
は
、
霊
媒
裁
判
を
事
例
と
し
て
、
近
代
西
洋
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

ズ
ム
研
究
の
視
座
に
批
判
的
検
討
を
加
え
る
。
近
代
学
問
に
よ
り
知
が
体

系
化
、
そ
し
て
規
格
化
・
規
範
化
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
、
近
代
的
性
格
を

帯
び
つ
つ
も
規
範
化
の
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
た
代
替
知
が
生
ま
れ
る
が
、

結
果
的
に
近
代
的
学
問
知
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
て
い
く
と
い
う
歴
史
解
釈

に
は
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、「
近
代
科
学
」
対
「
前
近
代
的
宗
教
」

或
い
は
「
制
度
的
知
」
対
「
代
替
知
」
と
い
っ
た
対
立
図
式
（
こ
れ
自
体

が
西
洋
近
代
の
自
己
理
解
を
支
え
る
論
理
で
も
あ
る
）
を
前
提
に
す
る

と
、
知
の
構
築
過
程
を
極
め
て
静
態
的
に
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
公
共
圏
に
お
け
る
宗
教
知
の
生
産
と
再
生
産
の
過
程
に
着
目
し

て
、「
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
知
の
構
築
過
程
の

動
態
的
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

心
霊
主
義
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
（
交
霊
会
、
雑
誌
等
々
）

は
、
限
定
的
な
が
ら
公
共
性
を
帯
び
た
親
密
圏
を
形
成
し
て
い
る
が
、
霊

媒
が
法
廷
に
引
き
出
さ
れ
る
場
合
、
霊
に
関
す
る
知
を
巡
る
公
共
圏
が
強

制
的
に
形
成
さ
れ
る
。
理
念
的
に
は
法
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

以
外
は
妥
当
性
を
有
さ
な
い
法
廷
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
は
心
霊
主
義
を
は

じ
め
、
制
度
化
し
た
諸
学
問
分
野
、
市
井
の
「
通
俗
」
学
問
、
制
度
化
し

た
宗
教
、
非
公
式
の
宗
教
実
践
等
々
の
複
数
の
親
密
圏
が
参
与
す
る
、
公

共
知
生
産
の
場
と
い
う
特
徴
も
示
す
。
霊
媒
裁
判
を
閉
鎖
系
の
法
シ
ス
テ

ム
の
自
己
産
出
的
な
場
と
捉
え
ず
、
複
数
親
密
圏
の
相
互
介
入
の
場
と
捉

え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
宗
教
知
の
新
た
な
生
産
或
い
は
生
産
の
さ
れ
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オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
の
端
的
な
定
義
で
は
、
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
は
「
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
公
共
生
活
の
中
核
的
環
境
」
と
さ
れ
、
フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ

イ
ス
＝
家
庭
、
セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス
＝
職
場
（
学
校
）
の
窮
屈
さ
、
利
害

関
係
か
ら
解
放
さ
れ
、
仲
間
と
と
も
に
、
く
つ
ろ
げ
る
場
を
指
す
。
具
体

的
な
事
例
と
し
て
は
、
カ
フ
ェ
、
バ
ー
、
本
屋
、
ヘ
ア
サ
ロ
ン
、
図
書
館

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
が
企
業
理
念
と

し
て
い
る
こ
と
が
有
名
で
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
日
本
で
は
、
ビ
ジ

ネ
ス
、
店
舗
経
営
、
都
市
開
発
な
ど
の
分
野
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
そ
れ
は
商
業
的
、
個
人
的
で
、
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
が
主
張
し
て
い
た

も
の
と
は
だ
い
ぶ
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
学
問
的
な
研
究
と
し
て

は
、
建
築
学
、
社
会
政
策
、
地
域
研
究
、
社
会
福
祉
、
教
育
な
ど
の
分
野

で
数
多
く
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
理
論
的
成
果
と
し
て

は
、
演
出
さ
れ
た
商
業
的
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
を
「
マ
イ
プ
レ
イ
ス

型
」
と
し
て
区
別
し
つ
つ
、
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
内
の
交
流
を
重
視
す
る

「O
ldenburg

型
」
と
の
橋
渡
し
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
な
ど
の
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
へ
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
概
念

を
拡
張
す
る
議
論
な
ど
が
あ
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
お
い
て
、「
場
」
と
し
て
の
宗
教
が
あ
ら

た
め
て
問
わ
れ
て
い
る
。
既
述
の
通
り
、
宗
教
を
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
と
し

て
分
析
し
よ
う
と
い
う
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
特
に
新
宗
教
は
管
見

の
限
り
皆
無
で
あ
る
。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
社
会
的
距
離
が
、
新

宗
教
は
他
の
宗
教
よ
り
大
き
い
か
ら
こ
そ
、
一
般
的
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
と

は
異
な
る
、
宗
教
的
な
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
（
宗
教
の
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス

性
）
の
特
徴
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
新
宗
教
の
特
徴
の
一

つ
は
「
在
家
主
義
」
で
あ
り
、
家
庭
（
フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ
イ
ス
）
と
一
般

の
知
見
（
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
治
療
に
よ
る
催
眠
状
態
と
霊
媒
の
ト
ラ
ン
ス
状

態
と
の
類
似
性
の
認
識
に
基
づ
く
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
疾
患
と
催
眠
状
態
と
の

関
連
）
が
一
般
化
し
て
普
及
し
て
い
る
知
的
状
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
精
神
医
学
自
体
は
、
鑑
定
人
や
証
人
の
一
部
が
代
表
し

て
い
る
超
心
理
学
や
心
霊
研
究
と
同
様
、
霊
媒
現
象
の
科
学
的
理
論
化
を

追
及
し
て
い
る
只
中
に
あ
り
、
決
し
て
体
系
化
し
た
知
を
既
に
構
築
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
様
な
知
の
揺
ら
ぎ
や
未
決
状
態
は
、
ス
ピ
リ
テ

ィ
ズ
ム
対
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
争
と
い
っ
た
形
で
哲
学
的
議
論
の
中
に
お
い
て

も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
霊
媒
裁
判
は
、
内
部
に
お
い
て
決
し
て
一
枚
岩
で

は
な
い
複
数
の
親
密
圏
が
関
与
す
る
宗
教
知
の
生
産
過
程
に
見
ら
れ
る
動

態
的
性
格
を
示
す
一
例
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
と
宗
教 

│
│ 

新
宗
教
を
中
心
に
し
て 

│
│隈

元　

正
樹

　

本
発
表
の
目
的
は
、
米
社
会
学
者
Ｒ
・
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
の
「
サ
ー
ド

プ
レ
イ
ス
」
概
念
の
宗
教
研
究
、
特
に
新
宗
教
へ
の
適
用
可
能
性
と
そ
の

意
義
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
自
身
は
ほ
と
ん
ど
宗

教
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
『
福
音
と
世
界
』
誌

（
二
〇
一
八
年
十
一
月
号
）
は
「
特
集
＝
〈
場
〉
と
し
て
の
教
会
」
の
中
で

サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
概
念
に
着
目
し
、
宗
教
社
会
学
者
・
櫻
井
義
秀
は
『
中

外
日
報
』
紙
の
連
載
記
事
（
二
〇
二
〇
年
一
月
一
日
）
に
お
い
て
、
寺
院

の
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
と
し
て
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
寺
社
教

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
、
自
ら
の
存
在
や
活
動
の
一
端
を
サ
ー
ド
プ
レ

イ
ス
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
例
が
数
多
く
あ
る
。
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対
象
の
創
造
と
美
的
状
態 

│
│ 『
美
的
教
育
書
簡
』
に
お
け
る
対
象
認
識 

│
│

田
口　

博
子

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
の
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
の
一
連
の

書
簡
』
で
は
、
人
間
は
「
自
然
的
状
態
」
か
ら
「
道
徳
的
状
態
」
へ
と
至

る
と
い
う
歴
史
哲
学
的
な
見
解
に
依
拠
し
て
、「
自
然
的
国
家
」
を
道
徳

的
原
理
に
即
し
て
「
道
徳
的
国
家
」
に
改
造
す
る
試
み
が
取
り
扱
わ
れ

る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
り
旧
来
の
社
会
は
解
体
さ
れ
た
が
、
新
し
い
社

会
を
作
り
出
す
こ
と
が
い
ま
だ
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
理
由

は
、
道
徳
的
状
態
に
至
る
準
備
が
人
間
の
側
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
処
方
箋
と
し
て
シ
ラ
ー
が
提
示
す
る
の
は
、
美

を
通
し
て
の
人
間
の
教
育
で
あ
る
。
こ
の
段
階
へ
の
移
行
と
人
間
の
対
象

認
識
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

第
二
四
・
第
二
五
書
簡
で
は
、
自
然
的
状
態
か
ら
道
徳
的
状
態
に
至
る

に
、
人
間
は
な
ぜ
「
美
的
状
態
」
に
逗
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が

説
明
さ
れ
る
。
自
然
的
状
態
に
あ
る
人
間
は
自
然
の
力
の
影
響
だ
け
を
蒙

る
。
美
的
状
態
に
お
い
て
人
間
は
こ
の
力
か
ら
解
放
さ
れ
、
道
徳
的
状
態

に
お
い
て
こ
の
力
を
制
御
す
る
。
自
然
的
状
態
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
生

存
に
益
す
る
、
あ
る
い
は
脅
か
す
も
の
が
存
在
と
し
て
人
間
の
前
に
立
ち

現
れ
る
。
そ
こ
で
人
間
は
統
合
さ
れ
た
自
己
を
実
感
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
に
照
応
す
る
か
の
よ
う
に
自
分
の
前
に
立
ち
現
れ
た
存
在
も
断

片
的
な
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
外
界
の
存
在
の
裡
に
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
必
然
性
は
変
容
す
る
諸
物
を
万

有
へ
と
結
び
つ
け
、
そ
の
法
則
を
固
定
す
る
役
割
を
果
た
す
。
な
お
、
こ

的
な
職
業
（
セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス
）
と
宗
教
活
動
が
鼎
立
し
て
い
る
。
そ

し
て
新
宗
教
は
、
離
村
向
都
で
根
無
し
草
と
な
っ
た
人
々
が
都
市
で
新
た

に
つ
く
っ
た
信
仰
共
同
体
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
で
あ
っ
た
。
サ
ー
ド
プ
レ

イ
ス
と
親
和
性
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
立
正
佼
成
会
は
、
最
寄
り
原
則
の

地
区
ブ
ロ
ッ
ク
制
で
あ
る
こ
と
（
導
き
系
統
制
で
は
な
い
）、
教
会
参
拝

型
の
活
動
が
中
心
的
で
あ
る
こ
と
（
個
人
の
本
部
直
結
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
な
い
）、
そ
し
て
各
地
で
一
定
以
上
の
規
模
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
サ
ー

ド
プ
レ
イ
ス
の
事
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
。

　

立
正
佼
成
会
を
主
な
事
例
と
し
て
、
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
の
特
徴
と
照
ら

し
合
わ
せ
、
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
と
し
て
の
新
宗
教
（
新
宗
教
の
サ
ー
ド
プ

レ
イ
ス
性
）
を
検
討
し
て
い
く
。「
佼
（
交
）
成
」
は
、
人
び
と
の
交
わ
り

合
い
の
な
か
で
人
格
を
完
成
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
活
動
の

大
き
な
特
徴
は
教
会
を
中
心
に
行
わ
れ
る
法
座
（
小
集
団
に
よ
る
対
話
型

指
導
）
と
当
番
修
行
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
会
を
通
じ
た
交
流
（
サ
ー
ド

プ
レ
イ
ス
）
を
大
切
に
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
が
サ

ー
ド
プ
レ
イ
ス
の
特
徴
と
し
て
示
し
た
８

つ
①
中
立
性
②
平
等
性
③
会
話

主
体
④
利
便
性
⑤
な
じ
み
⑥
目
立
た
な
さ
⑦
明
る
さ
⑧
親
し
み
―
は
、
多

く
の
点
で
立
正
佼
成
会
の
教
会
活
動
に
も
当
て
は
ま
っ
た
。
特
に
同
教
団

広
島
教
会
で
独
自
に
取
り
組
ま
れ
た
カ
フ
ェ
活
動
の
事
例
は
、
よ
り
サ
ー

ド
プ
レ
イ
ス
性
を
発
揮
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
が
、
い
く
つ
か
の
課
題
も

抱
え
て
い
た
。
詳
細
な
事
例
検
証
は
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
以
上
、

「
場
」＝
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
と
し
て
の
新
宗
教
の
可
能
性
と
課
題
を
指
摘
し

た
。
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
美
的
な
段
階
で
は
、
自
分
自
身
の
外
に

世
界
を
置
く
、
つ
ま
り
観
察
を
行
う
。「
観
察
（
反
省
）
と
は
、
自
身
を

取
り
囲
む
万
有
に
対
す
る
、
人
間
の
最
初
の
自
由
な
関
連
な
の
で
す
。
欲

望
が
そ
の
対
象
を
直
接
的
に
捉
え
る
の
に
対
し
て
、
観
察
は
そ
の
対
象
を

遠
く
へ
と
置
き
、
対
象
を
情
熱
か
ら
避
難
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ

に
真
の
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
ら
の
所
有
物
と
す
る
の
で
す
」。

　

自
然
的
状
態
に
お
い
て
人
間
は
自
己
と
他
者
の
区
分
を
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
自
己
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
自
ら
に
由
る
と
い
う
自

律
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
奴
隷
の
状
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
反
省
に

基
づ
い
た
美
的
状
態
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
隷
属
し
た
状
態
を
脱
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
対
象
を
自
ら
の
欲
求
か
ら
暴
力

的
に
扱
う
こ
と
を
回
避
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

ジ
ョ
イ
ス
・
ラ
カ
ン
・
道
元

西
村　

則
昭

　

本
発
表
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
自
伝
的
小
説
『
若
い
芸
術

家
の
肖
像
』（
一
九
一
六
年
）
に
描
か
れ
た
彼
の
少
年
の
頃
の
奇
妙
な
体

験
、
級
友
に
よ
る
い
じ
め
に
対
す
る
怒
り
が
「
果
実
の
皮
が
む
け
る
よ
う

に
」
剥
が
れ
落
ち
た
と
い
う
体
験
に
つ
い
て
の
精
神
分
析
学
者
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
ラ
カ
ン
の
解
釈
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
道
元
の
身
心
脱
落
を
解
釈
し

『
正
法
眼
蔵
』
の
言
語
宇
宙
へ
の
接
近
を
試
み
た
。

　

ラ
カ
ン
は
人
間
主
体
を
三
つ
の
次
元
、
す
な
わ
ち
、
象
徴
界
（
言
語
活

動
の
次
元
）、
想
像
界
（
イ
メ
ー
ジ
の
次
元
）、
現
実
界
（
物
自
体
あ
る
い

は
存
在
そ
の
も
の
の
次
元
）
の
分
化
に
お
い
て
捉
え
る
。
後
期
ラ
カ
ン
で

は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
次
元
の
繋
が
り
が
ボ
ロ
メ
オ
結
び
を
用
い
て
提
示
さ

の
段
階
の
人
間
は
自
己
自
身
の
内
側
の
必
然
性
も
欠
い
て
い
る
。
外
界
の

存
在
の
必
然
性
が
事
物
の
一
貫
性
を
保
証
す
る
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
内
部
の
必
然
性
を
欠
く
こ
と
が
自
己
の
統
一
性
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
な
い
一
因
と
シ
ラ
ー
は
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

自
然
と
の
関
連
に
お
い
て
、
人
間
が
自
然
の
充
満
の
な
か
に
見
る
の 

は
「
自
ら
の
獲
物
」
で
あ
り
、
自
然
の
力
と
偉
大
さ
の
な
か
に
見
る
の
は

「
自
ら
の
敵
の
姿
」
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
は
存
在
に
対
す
る
欲
望
を
持

ち
、
わ
が
物
に
し
よ
う
と
す
る
欲
求
に
苛
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
に
嫌
悪
感
を

持
つ
場
合
に
は
、
諸
対
象
が
破
壊
的
に
迫
っ
て
く
る
と
感
じ
て
、
避
け
よ

う
と
す
る
。

　

こ
の
段
階
で
の
人
間
は
、「
自
ら
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
」
に
気
付
か

ず
、
他
者
の
尊
厳
を
敬
う
こ
と
な
ど
及
び
も
つ
か
な
い
。「
自
ら
の
裡
に

他
者
を
見
出
す
こ
と
を
人
間
は
決
し
て
行
わ
ず
、
他
者
の
裡
に
自
ら
を
見

出
す
だ
け
な
の
で
す
」。
こ
こ
で
は
他
者
へ
の
同
一
化
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
自
分
の
貪
欲
さ
や
攻
撃
性
と
い
っ
た
、
そ
れ
ら
を
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
認
め
難
い
も
の
を
一
方
的
に
他
者
に
押
し
付
け
、
あ
た
か

も
他
者
の
特
性
と
見
な
す
投
影
が
行
わ
れ
、
他
者
と
の
相
互
関
連
が
生
じ

る
余
地
が
な
い
。

　

単
に
感
覚
す
る
だ
け
の
状
態
に
お
い
て
、
自
然
は
人
間
を
暴
力
で
支
配

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
自
然
の
必
然
性
か
ら
人
間
は
反
省
に
お
い
て
解

放
さ
れ
、
感
覚
を
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
状
態

に
達
す
る
と
、
自
己
と
外
界
に
存
在
す
る
対
象
と
の
区
別
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
客
観
的
に
知
覚
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
自
然

的
状
態
で
人
間
は
世
界
を
単
に
受
動
的
に
取
り
入
れ
、
感
受
し
て
い
る
。

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
人
間
は
彼
の
外
側
に
世
界
が
存
在
す
る
と
認
識
す
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と
は
、
言
語
活
動
を
終
息
さ
せ
、
言
語
へ
の
執
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
て
現

実
界
に
到
達
し
、
そ
こ
に
お
い
て
本
来
的
自
己
（「
自
己
本
来
の
面
目
」）

を
見
出
そ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
道
元
の
身
心
脱
落
と
は
、

象
徴
界
と
想
像
界
と
現
実
界
を
ボ
ロ
メ
オ
結
び
で
結
ぶ
世
俗
的
な
《
父
の

名
》
が
解
除
さ
れ
、
身
体
像
（「
身
」）
の
脱
落
に
伴
っ
て
、
即
今
の
坐
禅

が
目
指
し
て
い
る
言
語
活
動
（「
心
」）
の
終
息
が
果
た
さ
れ
、
現
実
界
に

お
い
て
自
己
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
自
己
の
立
場
か
ら
、
象
徴
界

（「
心
」）
と
想
像
界
（「
身
」）
の
離
脱
が
見
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
体
験

で
あ
る
。
身
心
脱
落
は
、
そ
の
逆
の
動
性
（「
脱
落
身
心
」）、
す
な
わ
ち
、

現
実
界
に
お
い
て
自
己
を
見
出
し
た
主
体
自
身
が
、
象
徴
界
と
想
像
界
と

現
実
界
を
ボ
ロ
メ
オ
結
び
で
結
ぶ
第
四
と
な
り
身
体
像
（
想
像
界
）
と 

言
語
活
動
（
象
徴
界
）
を
再
結
合
す
る
こ
と
と
一
体
で
あ
る
。「
身
心
脱

落
・
脱
落
身
心
」
を
生
き
る
主
体
こ
そ
が
、
仏
法
（
禅
）
を
生
き
る
主
体

で
あ
る
。『
正
法
眼
蔵
』
を
読
む
と
、
道
元
が
仏
典
の
語
句
を
独
自
に
解

釈
し
た
り
、
自
在
に
分
解
し
組
み
直
し
た
り
す
る
、
そ
の
大
胆
さ
に
驚
か

さ
れ
る
。
道
元
は
世
俗
的
な
《
父
の
名
》
に
代
わ
っ
て
、
自
己
自
身
が
ボ

ロ
メ
オ
結
び
を
作
る
第
四
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
自
己
自
身
の
実
感
に
基

づ
き
、
仏
法
を
語
っ
た
。
そ
の
際
、
道
元
は
自
身
が
ボ
ロ
メ
オ
結
び
を
作

る
第
四
と
し
て
象
徴
界
か
ら
独
立
し
て
い
る
た
め
に
、
自
由
自
在
に
巧
み

に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
操
作
を
お
こ
な
い
、
独
自
の
壮
大
な
言
語
宇
宙
を
築

き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
ら
れ
た
。

れ
、
神
経
症
者
に
お
い
て
は
《
父
の
名
》
が
第
四
と
し
て
加
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
次
元
は
ボ
ロ
メ
オ
結
び
で
結
び
合
わ
さ
れ
る
と

さ
れ
る
。
ジ
ョ
イ
ス
は
彼
の
父
に
対
し
て
親
密
な
感
情
を
抱
く
こ
と
が
で

き
ず
、
彼
に
と
っ
て
《
父
の
名
》
は
十
分
に
体
得
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

い
じ
め
に
遭
い
耐
え
難
い
怒
り
を
体
験
し
た
と
き
、
彼
が
そ
の
怒
り
の
直

喩
と
し
た
「
果
物
の
皮
」
は
、
彼
の
身
体
像
の
隠
喩
で
あ
っ
た
。
彼
は

《
父
の
名
》
の
欠
如
の
故
に
も
と
も
と
離
脱
し
や
す
い
状
態
に
あ
っ
た
身

体
像
（
想
像
界
）
を
離
脱
さ
せ
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
怒
り
を

切
り
離
し
、
自
ら
の
心
を
防
衛
し
た
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
、
身
体
像
の

離
脱
＝
怒
り
の
防
衛
は
、
同
時
に
身
体
像
（
想
像
界
）
を
象
徴
界
と
現
実

界
に
結
び
直
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
隠
喩
を
創
る
た
め
に

は
主
体
は
、
現
実
界
に
自
己
の
立
場
を
据
え
、
言
語
の
音
声
的
・
物
質
的

側
面
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
を
捉
え
、
そ
れ
ら
の
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
制

御
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
自
由
自
在
に
操
作
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
、
現
実
界
と
象
徴
界
に
想
像
界
を
繋
ぎ
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
体
験
に
は
、
後
の
ジ
ョ
イ
ス
が
自
ら
選
び
取
る
こ

と
に
な
る
彼
の
生
の
あ
り
方
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
は
そ
の
肉
親
の

父
の
名
を
拒
否
し
、
そ
の
名
と
結
び
付
く
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
祖
国
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
を
拒
否
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
《
父
の
名
》
と
い
う 

ボ
ロ
メ
オ
結
び
の
戦
略
を
取
る
神
経
症
者
の
道
を
行
く
こ
と
を
拒
み
、 

創
作
と
い
う
「
症
状
（
サ
ン
ト
ー
ム
）」
と
同
一
化
し
て
生
き
る
「
単
独

（singulier

）」
の
主
体
自
身
を
、
ボ
ロ
メ
オ
結
び
を
作
る
第
四
と
し
た

の
で
あ
る
。

　

精
神
分
析
が
無
意
識
の
探
求
を
通
し
て
現
実
界
に
接
触
し
よ
う
と
す
る

の
に
対
し
、
禅
は
直
接
無
媒
介
に
現
実
界
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。
坐
禅
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事
後
の
判
断
ゆ
え
に
時
間
が
か
か
る
。
そ
こ
で
②
の
条
件
が
登
場
す
る
。

と
こ
ろ
が
エ
レ
ミ
ヤ
の
言
動
に
は
こ
の
ふ
た
つ
と
も
を
（
い
わ
ば
）
裏
切

っ
て
い
る
面
が
あ
る
。

　

ま
ず
ヨ
シ
ヤ
時
代
の
「
北
か
ら
の
脅
威
」
預
言
は
実
現
せ
ず
、
人
々
の

嘲
笑
を
浴
び
た（
①
）。
次
に
か
れ
は
そ
れ
ま
で
の
律
法
体
制
を
批
判
し
て

い
る（
②
）。
申
命
記
は
書
記
た
ち
の
偽
り
の
筆
に
な
る
、
主
の
神
殿
と
い

う
空
し
い
言
葉
、
と
い
っ
た
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
捕
囚
と
帰
還
後
の
神

殿
な
き
「
ユ
ダ
ヤ
教
」
の
構
築
へ
と
宗
教
史
的
地
平
を
開
く
も
の
で
も
あ

る
が
、
そ
の
律
法
と
神
殿
へ
の
否
定
的
言
辞
に
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
預
言
が

現
律
法
と
対
立
す
る
構
図
を
は
ら
ん
で
お
り
、
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
を
「
わ

が
僕
」
と
よ
ぶ
世
界
大
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
観
の
成
長
と
と
も
に
、
一
筋
縄
で
は

ゆ
か
ぬ
論
点
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
問
題
を
限
定
し
て
、「
新
し

い
契
約
」（
三
一
章
）
に
ふ
れ
て
お
く
。「
私
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
、
お
よ

び
ユ
ダ
の
家
と
新
し
い
契
約
を
結
ぶ
。
そ
れ
は
私
が
彼
ら
の
先
祖
の
手
を

取
っ
て
エ
ジ
プ
ト
の
血
か
ら
導
き
出
し
た
日
に
結
ん
だ
契
約
の
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
。（
中
略
）
私
は
私
の
律
法
を
彼
ら
の
胸
の
中
に
授
け
、
彼

ら
の
心
に
書
き
記
す
」。
す
な
わ
ち
エ
レ
ミ
ヤ
は
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
と
い
う

民
族
の
転
換
期
に
い
わ
ば
伝
統
の
自
己
否
定
と
再
生
の
希
望
（
と
も
に
ヤ

ハ
ウ
ェ
の
意
志
と
さ
れ
る
）
を
伝
え
た
預
言
者
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
鍵
語

は
六
百
余
年
後
の
パ
ウ
ロ
ら
新
約
の
徒
へ
と
受
け
渡
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教

誕
生
の
隅
石
と
も
な
る
。

　

宗
教
者
と
し
て
の
預
言
者
類
型
を
記
述
す
る
困
難
は
、
そ
の
召
命
体
験

の
記
事
が
イ
ザ
ヤ
・
エ
レ
ミ
ヤ
・
エ
ゼ
キ
エ
ル
各
書
な
ど
に
濃
密
に
あ
る

も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
成
巫
過
程
（
預
言
者
に
な
る
過
程
）
は
明
ら
か
で
は

な
く
、
モ
ー
セ
の
燃
え
る
柴
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
）
の
よ
う
に
向
こ
う

預
言
者
の
肖
像 

│
│ 

宗
教
者
の
三
類
型
に
照
ら
し
て 

│
│

関　
　

一
敏

　

ユ
ダ
ヤ
教
の
預
言
者
は
、
ウ
ェ
バ
ー
の
類
型
化
に
よ
れ
ば
、「
召
命
預

言
」
と
「
模
範
預
言
」
あ
る
い
は
「
道
具
」
と
「
器
」
の
そ
れ
ぞ
れ
前
者

に
あ
た
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
古
典
期
預
言
者
（
ア
モ
ス
と
ホ
セ
ア
に
始

ま
る
記
述
預
言
者
の
登
場
か
ら
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
ま
で
）
の
最
後
を
か
ざ
る

エ
レ
ミ
ヤ
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
宗
教
史
的
課
題
と
「
宗
教
者
の
三
類
型

（
預
言
者
・
修
行
者
・
老
賢
者
）」
へ
の
寄
与
を
考
え
る
。

　

エ
レ
ミ
ヤ
は
ヨ
シ
ヤ
王
の
宗
教
改
革
（
前
六
二
二
）
と
王
の
死
を
へ
て

二
回
に
わ
た
る
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
（
前
五
九
七
＆
五
八
六
）
に
及
ぶ
大
き
な

変
革
期
を
生
き
た
。
活
動
期
間
は
召
命
（
前
六
二
六
）
か
ら
エ
ジ
プ
ト
へ

の
拉
致
（
前
五
八
六
）
と
不
明
の
死
ま
で
の
四
〇
年
間
。
エ
レ
ミ
ヤ
書
の

よ
く
知
ら
れ
た
事
績
に
は
、
召
命
体
験
、
受
難
と
迫
害
、
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア

に
投
降
す
べ
き
と
の
王
へ
の
進
言
、
木
と
鉄
の
軛
を
も
っ
て
し
た
「
偽
預

言
者
」
ハ
ナ
ニ
ヤ
と
の
対
決
、「
心
の
割
礼
」
と
「
新
し
い
契
約
」
の
預

言
な
ど
で
あ
る
。

　

う
ち
「
偽
り
の
預
言
者
」
問
題
に
ふ
れ
る
。
ハ
ナ
ニ
ヤ
と
の
対
決
は
前

五
九
三
年
、
一
次
捕
囚
と
二
次
捕
囚
の
間
で
あ
る
。
早
期
の
平
和
回
復
を

述
べ
る
ハ
ナ
ニ
ヤ
の
預
言
を
否
定
し
た
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
鉄
の
軛
を
身
に
つ

け
て
災
厄
の
長
さ
を
預
言
し
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
ハ
ナ
ニ
ヤ
は
同
年
に
死

亡
し
た
と
の
記
事
で
あ
る
（
二
八
章
）。
こ
の
「
偽
り
の
預
言
者
」
に
つ

い
て
は
一
般
に
二
つ
の
判
定
基
準
が
考
え
ら
れ
る
。
①
預
言
の
実
現
（
申

命
記
十
八
章
、
エ
レ
ミ
ヤ
二
八
章
）、
②
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
律
法
へ
の
引
き
戻

し
（
エ
レ
ミ
ヤ
四
章
「
わ
た
し
の
も
と
に
帰
る
が
よ
い
」「
心
の
包
皮
を

と
り
除
く
」
二
三
章
「
悪
の
道
か
ら
立
ち
帰
る
」）。
た
だ
し
①
の
判
定
は
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史
に
お
け
る
知
識
の
範
囲
を
積
極
的
に
越
え
て
自
身
の
思
想
の
根
幹
に
直

結
し
た
も
の
と
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
理
解
・
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
十
分
に
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

田
辺
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
へ
の
言
及
は
や
は
り
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

（
二
〇
五
頃
―
二
七
〇
）
が
中
心
で
あ
り
、『
哲
学
通
論
』（
一
九
三
三
年
）

で
は
哲
学
の
方
法
に
つ
い
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
言
及
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら

は
、
哲
学
史
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
田
辺
が
一
定
の
理
解
を
持
っ

た
上
で
「
神
秘
的
方
法
に
依
る
哲
学
の
典
型
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
し
て
、
内
容
の
面
で
目
を
引
く
の
は
、「
西

田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」（
一
九
三
〇
年
）
に
お
い
て
、「
一
種
の
発
出
論
的

構
成
」
で
あ
る
と
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
西
田
と
と
も
に
批
判
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
両
者
が
実
践
抜
き
の
哲
学
で
あ
る
と
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
弁
証
法
に
お
け
る
媒
介
を
な
す
否
定
と
い
う
契
機
を
持
た
な
い

点
で
両
者
が
同
一
視
さ
れ
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
で
、「
哲
学
が
反
省
の
立
場
に
偏
し
抽
象
的
思
惟
が
絶
対
の
把
握
か

ら
遠
か
る
場
合
に
、
之
を
哲
学
本
来
の
使
命
た
る
絶
対
の
立
場
に
覚
醒
せ

し
め
、
真
に
哲
学
と
し
て
の
生
命
を
呼
起
す
も
の
」
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ィ

ノ
ス
が
田
辺
の
哲
学
の
根
柢
に
ど
こ
か
接
続
し
う
る
、
あ
る
い
は
田
辺
の

哲
学
が
真
の
哲
学
に
到
る
た
め
の
い
わ
ば
「
跳
躍
台
」
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

が
な
り
う
る
と
い
う
示
唆
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

と
は
言
え
、
そ
の
詳
細
ま
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
た
め
後
の
『
懺
悔
道

と
し
て
の
哲
学
』（
一
九
四
六
年
）
を
検
討
す
る
と
、
や
は
り
「
他
力
」

が
持
つ
否
定
と
い
う
転
換
の
契
機
―
す
な
わ
ち
有
に
対
し
て
田
辺
に
お
い

て
は
無
―
を
持
た
な
い
こ
と
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
対
す
る
批
判
の
論
点

と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
系
譜
に
属
す
る
プ
ロ
テ
ィ

か
ら
「
神
に
で
く
わ
す
」
体
験
が
根
底
に
あ
る
点
で
あ
る
。
追
随
者
へ
の

霊
力
の
継
承
も
、
エ
リ
ヤ
か
ら
エ
リ
シ
ャ
の
例
（
列
王
記
下
二
章
）
を
除

け
ば
記
載
さ
れ
な
い
。
そ
の
場
合
も
、
火
車
の
昇
天
を
「
見
る
」「
見
え

る
」
と
い
う
そ
れ
自
体
が
神
秘
的
な
条
件
で
あ
り
、
預
言
者
の
マ
ン
ト
と

い
う
具
体
物
の
受
け
渡
し
は
補
足
的
で
あ
る
。

　

ウ
ェ
バ
ー
は
預
言
者
の
状
況
を
次
の
対
比
で
描
い
て
い
る
。
永
遠
秩
序

の
神
で
は
な
く
「
行
動
す
る
神
」
を
前
に
し
た
預
言
者
の
感
覚
器
官
（
目

と
耳
）
は
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
図
る
修
行
者
た
ち
と
も
、
神
と
の
交
わ

り
に
よ
る
平
穏
を
培
う
神
秘
家
た
ち
と
も
異
な
っ
て
、
翻
弄
さ
れ
る
「
不

幸
な
宗
教
者
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
未
来
系
の
約
束
が
も
た
ら
さ
れ
る

と
。
と
す
る
な
ら
、
霊
能
力
の
手
前
か
ら
、
そ
の
不
可
思
議
さ
へ
の
驚
嘆

を
温
存
し
つ
つ
現
世
的
な
「
不
幸
」
の
可
能
性
を
測
深
す
る
記
述
方
法
を

工
夫
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
田
辺
元
に
お
け
る
受
容
と
「
媒
介
」
の
問
題

土
井　

裕
人

　

本
発
表
で
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
日
本
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
特
に
田
辺
元
（
一
八
八
五
―
一
九

六
二
）
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
。
彼
よ
り
も
先
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を

理
解
・
受
容
し
た
西
田
幾
多
郎
や
波
多
野
精
一
の
事
例
か
ら
は
、
日
本
の

思
想
家
た
ち
が
西
洋
思
想
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を

評
価
す
る
だ
け
で
な
く
、
い
か
に
そ
れ
と
対
峙
し
理
解
そ
し
て
受
容
し
て

い
っ
た
か
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
著
書
に
お
け
る
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
へ
の
言
及
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
対
し
て
、
田
辺
は

比
較
的
多
く
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
へ
の
言
及
を
残
し
、
哲
学
史
や
宗
教
思
想
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西
田
哲
学
か
ら
世
界
を
見
る 

│
│ 

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
の
必
要
性 

│
│

髙
橋　

勝
幸

　

自
転
車
に
乗
る
を
キ
ー
タ
ー
ム
に
、
動
作
主
の
私
は
「
自
転
車
に
乗
る

体
〈
場
所
〉」
に
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
転
換
」
を
西
谷
啓

治
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
「
空
の
立
場
」
で
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転

回
」
と
す
る
が
、
西
田
幾
多
郎
は
論
文
「
私
と
汝
」
の
中
で
「
絶
対
矛
盾

的
自
己
同
一
」
の
論
理
「
一
即
多
、
多
即
一
」
に
〈
場
所
〉
に
な
る
こ
と

を
い
っ
て
い
る
。
禅
の
悟
り
に
も
似
て
不
立
文
字
の
意
識
・
言
葉
以
前
の

神
秘
体
験
で
あ
り
、
こ
の
「
転
換
」
の
意
味
が
解
ら
な
け
れ
ば
西
田
哲
学

は
難
解
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
西
田
哲
学
は
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
場
所
の
論
理
に
よ
っ
て
、
東
西
思
想
の
対
立
を
超
え
て

「
東
西
論
理
思
想
を
統
合
」
す
る
「
世
界
哲
学
」
の
道
を
示
し
て
い
る
と

言
え
る
。
筆
者
が
最
後
の
砦
と
し
て
い
た
「
西
田
哲
学
の
〈
絶
対
無
の
場

所
〉
と
イ
グ
ナ
テ
ィ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
の
〈
霊
操
の
不
偏
心
〉
の
類
似

性
」
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
西
欧
思
想
の
科
学
的
思
惟
を
優
位
・
絶
対

と
す
る
思
考
に
慣
ら
さ
れ
た
現
代
日
本
の
研
究
者
の
反
応
が
薄
く
、「
何

故
反
論
さ
れ
る
の
か
」
の
意
味
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
で
失
望
だ
け
が
残
っ
て

い
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
「
個
々
別
々
の
も
の
が
一
つ
に
な
る
」
こ
と

を
、
晩
年
の
西
田
哲
学
の
論
文
「
私
と
汝
」
の
結
び
付
き
か
ら
、
最
後
の

論
文
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
中
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
論
理
の
説
明
が
出
来
る
と
踏
ん
で
い
た
が
、
何
故
か
充
分
に
伝
わ

ら
な
い
も
ど
か
し
さ
が
残
っ
て
い
た
。
禅
の
悟
り
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の

「
祈
り
」
に
も
似
た
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
の
意
味
が
理
解
で
き
れ
ば
、

西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
理
解
も
、
今
日
の
宗
教
間
対
話
の
行

き
詰
ま
り
状
況
の
打
開
の
道
も
開
け
て
来
る
と
見
て
い
る
。
参
考
と
し

ノ
ス
で
は
有
（
存
在
）
が
哲
学
の
核
心
的
な
対
象
で
あ
っ
て
も
無
が
そ
う

で
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
無
が
閑
却
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
プ
ロ
テ
ィ

ノ
ス
を
田
辺
が
難
じ
る
の
は
い
さ
さ
か
的
外
れ
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
田
辺
が
目
的
と
す
る
の
は
プ
ラ
ト
ン
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
精
確
な
解

釈
で
な
く
自
身
の
思
想
の
展
開
で
あ
り
、
他
な
る
も
の
あ
る
い
は
有
に
対

す
る
無
を
措
定
し
に
く
い
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
議
論
が
、
他
を
媒
介
と
し
た

転
換
動
に
よ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
―
「
他
力
」
に
よ
る
交
互
媒
介
の
統
一
と

し
て
見
ら
れ
る
―
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
田
辺
の
主
張

は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、『
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
往
々
に
し
て
そ
の

文
脈
を
離
れ
齟
齬
を
は
ら
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
単
に

批
判
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
田
辺
が
乗
り
越
え
る
べ
き
思
想
と
し
て
、
ま
た

田
辺
の
思
想
を
い
わ
ば
押
し
上
げ
て
い
く
「
他
」
な
る
契
機
と
し
て
も
位

置
づ
け
ら
れ
る
点
で
、
そ
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
媒
介
と
い
う
論
点
か
ら
す
れ
ば
『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』

（
一
九
四
七
年
）
の
検
討
も
必
要
で
あ
り
、
同
書
に
お
い
て
田
辺
は
西
田

へ
の
批
判
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
物
質
が
否
定

の
媒
介
と
い
う
契
機
と
な
り
う
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
の
思
想
の
正
確
な
解
釈
と
言
う
よ
り
は
田
辺
の
い
わ
ば
創
造
的
な
読

み
方
と
し
て
興
味
を
惹
く
も
の
だ
が
、『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』
に
お
け

る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
り
わ
け
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
考
察
の
課
題
と
し
た
い
。
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道
」
で
も
あ
る
。
西
田
哲
学
を
今
日
の
世
界
に
活
か
す
こ
と
が
、
キ
リ
ス

ト
者
で
あ
る
筆
者
の
自
覚
す
る
使
命
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
不
可
欠
と
思

わ
れ
る
一
点
に
言
及
し
て
、
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。「
仏
に
逢
う

て
は
仏
を
殺
せ
、
師
に
逢
う
て
は
師
を
殺
せ
」
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、

何
か
に
囚
わ
れ
て
い
る
限
り
は
、
真
実
の
道
は
見
え
て
来
な
い
。
西
田
哲

学
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
が
、
東
西
統
合
の
道
を
開
く
「
か
な
め

石
」
と
な
っ
て
働
く
た
め
に
は
、
宗
教
の
世
界
に
お
い
て
、「
行
」
の
心

構
え
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

応
用
倫
理
学
に
お
け
る
西
田
哲
学
の
可
能
性

澤
井　
　

努

　

生
命
科
学
や
医
療
が
提
起
す
る
課
題
は
多
岐
に
わ
た
る
。
生
命
の
始
ま

り
に
お
け
る
問
題
（
例
：
提
供
配
偶
子
に
よ
る
生
殖
）、
健
康
と
社
会
に

関
す
る
問
題
（
例
：
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
）、
動
物
、
植

物
、
環
境
に
関
す
る
問
題
（
例
：
動
物
実
験
）、
研
究
倫
理
に
関
す
る
問

題
（
例
：
子
供
を
対
象
と
し
た
臨
床
研
究
）、
デ
ー
タ
と
技
術
に
関
す
る

問
題
（
例
：
医
療
や
研
究
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
利
活
用
）
な
ど
で
あ
る
（
ナ

フ
ィ
ー
ル
ド
生
命
倫
理
評
議
会
Ｈ
Ｐ
を
参
照
）。
生
命
倫
理
学
は
、
生
命

科
学
や
医
療
な
ど
、
私
た
ち
が
直
面
す
る
問
題
に
対
し
て
、
規
範
（
〜
す

べ
き
／
す
べ
き
で
な
い
、
〜
す
る
の
が
良
い
／
悪
い
）
を
導
く
学
問
を
い

う
。
今
日
、
こ
う
し
た
生
命
倫
理
上
の
問
題
へ
の
対
応
の
重
要
性
と
緊
急

性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

　

本
発
表
で
は
、
生
命
科
学
・
医
療
が
提
起
す
る
問
題
に
対
し
て
、
西
田

哲
学
の
視
座
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
な
の
か
ど
う
か
を
探
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
。
方
法
と
し
て
、
当
初
は
「
日
本
や
英
米
圏
の
先
行
研
究
を
基

て
、
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
『
身
体
の
使
用

〜
脱
構
成
的
可
能
態
理
論
の
た
め
に
〜
』
か
ら
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」

の
あ
る
べ
き
姿
を
教
え
ら
れ
る
。「
自
転
車
に
乗
る
」
等
の
身
体
の
使
用

を
喩
え
に
し
て
い
る
が
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
こ
の
転
換

な
し
に
理
論
的
（
理
性
的
）
に
考
え
て
い
た
の
で
は
、
対
象
を
支
配
的
に

見
る
「
も
の
的
ロ
ゴ
ス
的
」
な
西
洋
思
想
の
二
元
論
の
ま
ま
で
の
考
察
で

あ
り
、
早
晩
行
き
詰
ま
り
結
論
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
で
あ
ろ

う
。「
中
動
態
」
つ
い
て
は
既
発
表
で
あ
り
省
略
す
る
が
、
中
動
態
か
ら

見
た
西
田
哲
学
の
理
解
を
「
自
転
車
に
乗
る
」
喩
え
を
念
頭
に
、
再
度
見

て
行
く
と
、
こ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」、「
変
る
こ
と
」
の
解
釈
が
分

ら
な
け
れ
ば
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
。
國
分
功
一
郎
の
言
葉
を
さ
ら
に
深
め
て
見
る
と
、「
出
来
事
が

生
起
し
て
い
る
場
所
」
に
つ
い
て
、
動
作
主
で
あ
る
〈
私
〉
が
「（
自
転

車
に
乗
る
体
〈
場
所
に
〉）
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
所
謂
「
パ
ラ 

ダ
イ
ム
の
転
換
」
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
動
作
主
で
あ
る

〈
私
〉
は
「
自
転
車
に
乗
る
場
所
」
に
「
変
」
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
の
意
味
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
。「
個
」
と
し
て
は
、「
自
転
車
」
と
「
私
」
は
別
々
の
も
の
で
あ
り 

な
が
ら
、「
個
」
と
し
て
は
、「
自
転
車
に
の
る
体
〈
場
所
〉」
に
お
い
て

「
一
つ
」
に
「
変
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
場
所
」
に
お
い
て
〈
一
つ
〉

に
な
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
が
理
解
出
来
な
け
れ
ば
、「
世
界
哲
学
」

と
し
て
の
西
田
哲
学
は
見
え
て
こ
な
い
。
西
田
の
見
る
世
界
は
、
東
西
思

想
の
対
立
を
超
え
た
「
世
界
哲
学
」
と
し
て
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま

た
木
岡
伸
夫
の
「
邂
逅
の
論
理
」
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
私
た
ち
の
求
め

て
い
る
も
の
は
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
に
よ
っ
て
見
る
「
邂
逅
の
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西
田
の
行
為
的
直
観
は
、
現
代
メ
タ
倫
理
学
理
論
で
あ
る
感
受
性
理
論

や
直
観
主
義
と
の
類
似
性
を
指
摘
で
き
る
一
方
で
、
そ
の
違
い
は
明
ら
か

で
あ
る
。（
西
田
に
と
っ
て
）「
道
徳
的
知
識
は
、
道
徳
的
行
為
に
先
立
っ

て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
」
く
、「
各
行
為
者
に
よ
る
世
界
と
の
相
互

作
用
の
歴
史
に
基
づ
く
特
定
の
方
法
で
発
展
す
る
行
為
の
中
で
得
ら
れ

る
」。
ま
た
、「
西
田
は
、
非
推
論
的
な
道
徳
的
知
識
を
、
公
理
的
原
理
の

理
解
や
自
己
の
感
情
的
反
応
の
洞
察
と
し
て
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
他

者
を
含
む
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
私
た
ち
の
行
為
に
基
づ
い
て
、
何
が
善

で
あ
る
か
を
見
極
め
、
善
の
認
識
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界

が
私
た
ち
の
行
為
能
力
を
形
成
し
、
将
来
の
行
為
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
と
提
案
し
て
い
る
」
と
い
う
。

　

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
①
何
を
根
拠
に
規
範
を
導
く
の
か
（
規

範
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
何
か
）
を
問
い
直
す
と
と
も
に
、
②
メ
タ
倫
理

学
を
ベ
ー
ス
に
西
田
哲
学
の
規
範
理
論
を
再
構
築
し
、
具
体
的
な
生
命
倫

理
上
の
問
題
を
扱
う
こ
と
を
通
し
て
、
英
米
圏
の
応
用
倫
理
学
に
対
し

て
、
西
田
哲
学
が
新
た
な
視
座
を
提
示
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

武
内
義
範
の
宗
教
作
用
論
に
関
す
る
一
考
察

伊
原
木
大
祐

　

武
内
義
範
（
一
九
一
三
―
二
〇
〇
二
）
は
、『
教
行
信
証
の
哲
学
』
を

中
心
と
し
た
親
鸞
研
究
初
期
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
原
始
仏
教
の
研
究
に
力
を

注
い
だ
時
期
へ
の
移
行
期
に
、
必
ず
し
も
仏
教
に
は
限
定
さ
れ
な
い
包
括

的
な
宗
教
理
論
を
構
想
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
当
初
、『
哲
学
講
座
』

第
六
巻
「
哲
学
の
諸
部
門
」（
一
九
五
〇
）
の
う
ち
、「
宗
教
哲
学
」
と
い

う
項
目
に
寄
せ
ら
れ
た
文
章
の
中
で
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
独
自
の
視

に
、
応
用
倫
理
学
に
お
い
て
西
田
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た

の
か
を
批
判
的
に
考
察
す
る
」
と
し
た
が
、
先
行
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
た

と
こ
ろ
、
応
用
倫
理
学
の
分
野
で
西
田
哲
学
を
論
じ
る
先
行
研
究
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
発
表
で
は
、
西
田
幾
多
郎
の
行

為
的
直
観
と
メ
タ
倫
理
学
と
の
関
係
性
を
論
じ
た
文
献
、「Specker, L. 

S. 2019. N
ishida K

itaro ’s K
oiteki Chokkan: A

ctive Intuition 
and Contem

porary M
etaethics. In Com

parative M
etaethics: 

N
eglected Perspectives on the Foundation of M

orality, Colin 
M

arshall (ed.). Routledge
」
を
手
が
か
り
に
、
応
用
倫
理
学
に
お
け

る
西
田
哲
学
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

メ
タ
倫
理
学
と
は
、「「
正
し
い
こ
と
」
な
ど
本
当
に
存
在
す
る
の
だ
ろ

う
か
、
そ
も
そ
も
「
正
し
い
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
、
私

た
ち
は
な
ぜ
「
正
し
い
」
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
」

な
ど
を
問
題
に
す
る
学
問
で
あ
る
（
佐
藤
岳
詩
『
メ
タ
倫
理
学
入
門
』
勁

草
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。Specker

は
、
西
田
倫
理
学
を
解
釈
す
る
た
め

に
、
西
田
哲
学
と
現
代
メ
タ
倫
理
学
理
論
、
中
で
も
推
論
を
経
ず
に
規
範

を
導
く
感
受
性
理
論
や
直
観
主
義
を
比
較
し
、
現
代
メ
タ
倫
理
学
の
レ
ン

ズ
を
通
し
て
、「
行
為
的
直
観
（active intuition

）」
な
ど
後
期
西
田
哲

学
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
つ
ま
づ
い
た
人
を
助
け
る
行
為

（
歩
道
に
立
っ
て
い
て
、
誰
か
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
凹
凸
に
躓
い
た
の
に

対
し
て
手
を
伸
ば
し
、
そ
の
人
が
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
す
の
を
手
伝
う
と

い
う
行
為
）
を
想
定
す
る
。Specker

は
こ
の
行
為
が
、「
受
動
的
に
物
事

に
関
わ
る
こ
と
で
直
ち
に
知
覚
す
る
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
物
事
に
関

わ
る
こ
と
で
直
ち
に
知
覚
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
主
観
性
と

客
観
性
の
結
合
こ
そ
が
、
西
田
の
い
う
「
行
為
的
直
観
」
だ
と
解
釈
す
る
。
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化
さ
れ
る
。
こ
の
術
語
は
、
ハ
イ
ラ
ー
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
相
当
に

広
い
範
囲
を
包
括
す
る
よ
う
な
超
越
者
と
宗
教
的
実
存
と
の
関
係
様
態
を

指
す
と
い
う
。

　

こ
の
中
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
Ⅰ
類
型
に
含
ま
れ
た
「
非
日
常

的
事
件
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
非
日
常
的
事
件
は
「
日
常
的
生
そ
の
も

の
の
否
定
者
」
と
し
て
、
生
の
主
体
を
恐
怖
や
戦
慄
に
陥
れ
る
力
を
も

つ
。
そ
の
典
型
が
死
の
恐
怖
で
あ
る
が
、「
人
生
の
価
値
と
意
義
と
を
否

定
す
る
機
縁
と
な
る
す
べ
て
の
も
の
」
も
そ
こ
に
数
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
武
内
は
、「
戦
争
や
天
災
」、「
敗
戦
や
社
会
不
安
」、「
飢
饉
や
悪
疫
」、

「
病
い
や
死
」
か
ら
、「
そ
の
他
の
不
幸
な
事
件
や
罪
障
の
自
覚
」
に
至
る

ま
で
、
広
範
囲
に
わ
た
る
事
象
を
非
日
常
的
事
件
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め

る
の
で
あ
る
。
百
科
事
典
に
寄
せ
ら
れ
た
「
神
」
の
項
目
内
で
、
武
内
は

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
二
源
泉
』
で
分
析
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
地
震
体
験
に
触

れ
、
突
然
に
遭
遇
す
る
危
機
的
状
況
の
も
と
で
は
物
理
現
象
が
「
不
気
味

な
人
格
像
」
を
伴
う
と
い
う
事
態
に
着
目
し
た
。「
こ
の
よ
う
な
人
間
の

危
機
を
媒
介
と
し
て
日
常
的
生
が
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
聖
な
る
も
の

の
絶
対
他
者
性
が
非
日
常
的
な
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
非
日
常
的
事
件
の
概
念
は
当
初

武
内
が
想
定
し
て
い
た
以
上
に
豊
か
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
第
Ⅲ
・
第
Ⅳ
類
型
を
通
じ
た
超
越
の
営
み
は
、
そ
れ
自
体
が
非

日
常
的
事
件
の
内
に
編
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
観
点

か
ら
、
武
内
の
「
事
件
」
論
を
、
同
時
代
の
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
石
津
照

璽
の
「
限
界
状
況
」
論
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
者
で
あ
る
マ
ル
デ
ィ

ネ
や
マ
リ
オ
ン
の
「
出
来
事
」
論
と
突
き
合
わ
せ
、
こ
の
テ
ー
マ
系
全
体

を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

座
か
ら
宗
教
的
作
用
の
理
想
類
型
を
一
種
の
「
仮
名
」
と
し
て
設
定
し
、

そ
れ
ら
の
関
係
性
を
も
と
に
宗
教
の
構
成
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
類
型
と
は
、「
非
日
常
的
事
件
と
日
常
的
生
」・「
宗
教
的
不

安
」・「
世
界
超
越
の
作
用
」・「
祈
り
」
の
四
つ
で
あ
る
。
同
理
論
は
、
三

〇
年
以
上
経
っ
て
か
ら
公
表
さ
れ
た
論
文
「
宗
教
的
作
用
の
四
類
型
」

（
一
九
八
四
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
当
該
の
論
全
体
が

「
い
わ
ゆ
る
記
述
的
な
宗
教
現
象
学
と
哲
学
的
宗
教
現
象
学
と
を
媒
介
す

る
役
割
を
果
す
も
の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
思
索
の
源
泉
に
ハ
イ
デ

ガ
ー
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
類
型
は
、「
日
常
的
生
」
の
た
だ
な
か
に
「
非
日
常
的
事
件
」
が

突
発
す
る
と
い
う
事
態
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
日

常
的
生
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
、
生
を
「
恐
怖
」
へ
と
追
い
込
む
。
第
Ⅱ
類

型
は
、
恐
怖
と
い
う
感
情
状
態
が
「
宗
教
的
不
安
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
、

結
晶
化
す
る
過
程
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
不
安
は
、
生
の
価
値

に
対
す
る
懐
疑
を
伴
っ
た
「
宗
教
的
な
問
い
」
を
形
成
す
る
と
さ
れ
、
こ

う
し
た
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
意
味
以
前
の
場
か
ら
意
味
を
成
立

さ
せ
る
も
の
が
「
超
越
者
」
の
領
域
で
あ
る
。
超
越
者
に
向
け
て
構
成
さ

れ
た
主
体
の
「
有
限
性
の
自
覚
」
は
、
存
在
者
全
体
に
ま
で
拡
張
さ
れ

る
。
こ
の
全
体
が
「
世
界
」
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
主
体
が
そ
れ

を
脱
自
的
に
乗
り
越
え
た
後
の
視
点
か
ら
で
し
か
な
い
。
こ
れ
が
第
Ⅲ
類

型
の
「
世
界
超
越
」
で
あ
る
。
こ
の
作
用
は
「
超
越
の
完
遂
」
と
「
超
越

か
ら
の
頽
落
」
と
の
二
面
に
分
け
ら
れ
、
前
者
が
超
越
者
へ
の
垂
直
的
超

越
、
後
者
が
世
界
へ
の
水
平
的
超
越
と
規
定
さ
れ
る
。
後
者
か
ら
前
者
へ

と
翻
る
体
験
が
「
回
心
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
「
超
越
者
へ
真
向
に
対
し

て
い
る
宗
教
的
実
存
の
作
用
態
度
」
は
、
第
Ⅳ
の
「
祈
り
」
と
し
て
類
型
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チ
ベ
ッ
ト
の
観
音
信
仰 

│
│ 『
王
統
明
鏡
史
』
に
お
け
る
六
字
真
言 

│
│

佐
久
間
留
理
子

　

一
四
世
紀
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
サ
キ
ャ
派
の
学
僧
ソ
ナ
ム
・
ゲ
ル
ツ
ェ
ン

が
著
し
た
『
王
統
明
鏡
史
』（rG

yal rabs gsal ba ’i m
e long, G

L

）

﹇K
uznetsov 1966

﹈﹇
今
枝2015

﹈
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
仏
教

伝
来
と
ソ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ン
ポ
王
の
物
語
等
が
、
観
音
の
教
化
と
い
う
形

式
で
説
か
れ
る
。
本
稿
で
は
、
観
音
の
精
髄
と
さ
れ
る
六
字
真
言
「
オ
ン

マ
ニ
ペ
メ
フ
ン
」
の
字
義
・
機
能
・
表
象
に
着
目
し
、
イ
ン
ド
の
観
音
信

仰
が
、
チ
ベ
ッ
ト
で
著
さ
れ
たG

L

に
お
い
て
如
何
に
受
容
さ
れ
変
容

し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
六
字
真
言
に
関
す
る
最
古
の

資
料
と
し
て
、
七
世
紀
初
頭
に
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
『
カ
ー
ラ
ン
ダ
・
ヴ

ュ
ー
ハ
経
』（K

āran. d. avyūha-sūtra, K
V

）
が
あ
る
。
こ
の
経
典
は
、

六
字
真
言
の
功
徳
を
宣
伝
す
る
と
と
も
に
、
輪
廻
世
界
の
衆
生
を
救
う
観

音
説
話
を
収
め
る
。
本
経
典
は
九
世
紀
前
半
に
チ
ベ
ッ
ト
で
編
纂
さ
れ
た

『
デ
ン
カ
ル
マ
目
録
』
や
『
パ
ン
タ
ン
マ
目
録
』
に
記
載
さ
れ
る
と
と
も

に
、『
西
蔵
大
蔵
経
』（
北
京
版no. 784

）
に
収
録
さ
れ
る
。
一
方
イ
ン

ド
で
一
二
世
紀
頃
ま
で
に
個
別
に
成
立
し
て
い
た
成
就
法
を
ま
と
め
た
集

成
に
『
サ
ー
ダ
ナ
・
マ
ー
ラ
ー
』（Sādhanam

ālā, SM

）
が
あ
る
。

SM

﹇Bhattacharyya (Bh
) 1968

﹈
に
よ
れ
ば
、
三
一
二
種
の
成
就

法
類
が
収
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
六
字
真
言
を
神
格
化
し
た
六
字
観

音
の
成
就
法
類
が
四
種
含
ま
れ
る
﹇Bh 1968: nos. 6, 7, 11, 12

﹈

﹇Sakum
a 2002: 65-79

﹈。
ま
たSM

の
原
形
と
推
測
さ
れ
る
成
就
法

集
成
を
ワ
リ
・
リ
ン
チ
ェ
ン
タ
ク
が
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
し
た
『
百
成
就
法
』

は
、
サ
キ
ャ
派
で
重
視
さ
れ
た
﹇
奥
山2005

﹈。
本
稿
で
は
、
六
字
真
言

に
つ
い
て
主
に
こ
れ
ら
の
イ
ン
ド
資
料
とG

L

と
を
比
較
す
る
。
先
行

研
究
は
、Sørensen

﹇1994

﹈
がG

L

の
英
訳
註
に
お
い
てK

V

と
の

関
係
を
部
分
的
に
言
及
す
る
の
み
で
あ
る
。G

L

の
全
一
八
章
の
中
、
第

一
章
か
ら
第
八
章
ま
で
は
ソ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ン
ポ
王
の
出
現
ま
で
の
導
入

部
で
あ
り
、
ま
た
第
九
章
か
ら
第
一
七
章
ま
で
は
同
王
の
物
語
で
あ
り
、

さ
ら
に
第
一
八
章
は
同
王
の
孫
の
マ
ン
ソ
ン
・
マ
ン
ツ
ェ
ン
王
以
降
の
王

統
の
説
明
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
章
の
中
、
六
字
真
言
に
つ
い

て
詳
述
す
る
第
四
章
と
第
五
章
を
取
り
上
げ
る
。G

L

の
第
四
章
と
第
五

章
に
お
け
る
六
字
真
言
や
そ
の
表
象
で
あ
る
四
臂
観
音
に
関
す
る
内
容

は
、K

V

やSM

が
そ
の
源
泉
で
あ
る
。
例
え
ば
四
臂
観
音
の
姿
は

SM

の
六
字
観
音
の
成
就
法
類
と
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
見
出
さ
れ
る

﹇Bh 1968: nos. 6, 7, 11

﹈﹇Sakum
a 2002: 65-78, 191-126

﹈。
ま

たG
L

に
お
け
る
六
字
真
言
の
字
義
・
機
能
の
成
立
背
景
に
は
、K

V

に
お
け
る
六
字
真
言
に
よ
る
輪
廻
世
界
か
ら
の
解
放
﹇V

aidya 1961: 
292

﹈
や
抜
苦
﹇V

aidya 1961: 296

﹈
の
思
想
等
が
あ
る
。
さ
ら
に

G
L

に
説
か
れ
る
、
オ
タ
ン
湖
一
帯
で
地
獄
の
苦
を
受
け
て
い
た
衆
生

に
、
観
音
が
六
字
真
言
の
教
え
を
説
い
て
救
っ
た
話
は
、K

V

の
阿
鼻
地

獄
救
済
の
話
﹇V

aidya 1961: 261-262

﹈
と
関
連
す
る
。
一
方G

L

に
は
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
ド
資
料
に
は
み
ら
れ
な
い
要
素
も
あ
る
。
例
え
ば

四
臂
観
音
、
即
ち
六
字
観
音
に
相
当
す
る
密
教
的
観
音
が
、
阿
弥
陀
浄
土

に
化
生
す
る
も
の
と
し
て
新
た
に
創
作
さ
れ
て
い
る
。
ま
たG

L

で
は

「
上
求
菩
提
」
や
「
下
化
衆
生
」
と
い
う
観
音
の
菩
薩
と
し
て
の
職
能
が
、

六
字
真
言
の
六
字
の
各
々
に
対
応
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
字
義
が
明
確
化
さ
れ

る
。
さ
ら
にG

L

で
は
、
釈
迦
仏
の
力
が
阿
弥
陀
を
介
し
て
観
音
に
伝

え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
観
音
の
精
髄
で
あ
る
六
字
真
言
の
力
と
な
り
、

最
終
的
に
そ
の
力
が
チ
ベ
ッ
ト
の
衆
生
に
及
ぶ
と
い
う
筋
書
き
が
見
出
さ
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い
た
。
や
が
て
世
尊
に
会
い
出
家
し
た
。
し
か
し
パ
タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
の

偈
に
は
出
家
動
機
に
繋
が
る
表
現
は
な
い
。
ま
た
ウ
ッ
パ
ラ
ヴ
ァ
ン
ナ
ー

は
美
し
さ
の
故
に
求
婚
者
が
多
く
悩
ん
だ
父
の
勧
め
で
出
家
し
た
と
さ
れ

て
い
る
が
、
彼
女
の
偈
で
は
母
娘
の
同
婿
を
厭
い
出
家
し
て
い
る
。「
夫

は
道
で
死
ん
だ
・
家
に
帰
る
途
中
出
産
し
た
・
父
母
兄
弟
は
一
緒
に
焼
か

れ
た
・
子
供
の
肉
が
食
わ
れ
る
の
を
見
た
」
と
い
う
キ
サ
ー
ゴ
ー
タ
ミ
ー

の
偈
に
語
ら
れ
た
彼
女
の
経
験
が
、
パ
ー
リ
ー
経
典
で
は
パ
タ
ー
チ
ャ
ー

ラ
ー
の
漢
文
文
献
で
は
パ
タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
と
ウ
ッ
パ
ラ
ヴ
ァ
ン
ナ
ー
の

出
家
因
縁
譚
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
『
大
方
便
佛
報
恩
経
』
で
華
色
と
漢
名
さ
れ
た
ウ
ッ
パ
ラ
ヴ
ァ
ン
ナ
ー

の
出
家
因
縁
譚
は
パ
ー
リ
ー
文
献
の
パ
タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
の
出
家
因
縁
譚

を
華
色
の
も
の
と
し
て
つ
ぎ
の
話
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
再
婚
し
た
酔

っ
た
夫
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
て
逃
げ
、
盗
賊
の
妻

に
な
り
、
夫
の
死
に
よ
り
法
に
従
い
共
に
埋
め
ら
れ
る
、
獣
が
塚
を
暴
い

て
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
『
四
分
律
』
と
『
五
分
律
』
は
母
娘

の
同
婿
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
て
い
る
。『
賢
愚
経
』・『
法
苑
珠
林
』・『
諸

経
要
集
』
で
は
『
大
方
便
佛
報
恩
経
』
の
華
色
を
微
妙
と
漢
名
さ
れ
た
パ

タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
に
変
え
、
微
妙
が
過
去
世
に
夫
の
第
二
夫
人
の
子
を
殺

し
、「
自
分
が
殺
し
た
の
な
ら
来
世
は
こ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
呪

誓
し
た
こ
と
が
受
苦
の
原
因
で
あ
る
と
加
え
ら
れ
て
い
る
。『
根
本
説
一

切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
で
は
微
妙
の
経
験
が
漢
名
痩
瞿
答
彌
の
キ
サ
ー 

ゴ
ー
タ
ミ
ー
の
も
の
に
な
り
、
父
母
・
夫
・
二
人
の
子
の
僧
に
対
す
る
過

去
世
の
暴
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
賢
愚
経
』・『
法
苑
珠
林
』・『
諸
経
要

集
』・『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
と
、
時
代
が
進
む
に
従
っ
て
、

微
妙
の
嫉
妬
が
も
た
ら
す
悪
業
か
ら
痩
瞿
答
彌
の
家
族
の
僧
へ
の
行
い
と

れ
る
。
こ
の
よ
う
にG

L

で
はK

V

やSM

に
み
ら
れ
る
イ
ン
ド
的
諸

要
素
が
、
新
た
な
文
脈
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
に
適
応
し
た
信

仰
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
令
和
三
年
度
科
研
費
（
課
題
番
号

21H
00476

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
。

キ
サ
ー
ゴ
ー
タ
ミ
ー
説
話
の
交
錯

備
後　
　

翠

　

死
ん
だ
息
子
の
死
体
を
抱
え
、
薬
を
求
め
徨
っ
た
キ
サ
ー
ゴ
ー
タ
ミ
ー

の
「
白
辛
子
説
話
」
は
、
パ
ー
リ
ー
経
典
で
の
み
伝
え
ら
れ
、
漢
文
文
献

に
は
な
く
、
明
治
以
後
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
白
辛
子

説
話
」
は
『
ア
パ
ダ
ー
ナ
』
に
始
ま
り
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
註
釈
』・『
テ
ー
リ

ー
ガ
ー
タ
ー
註
釈
』
と
パ
ー
リ
ー
経
典
で
は
同
じ
よ
う
な
内
容
で
語
ら
れ

て
い
っ
た
。
一
方
漢
文
文
献
で
は
、
キ
サ
ー
ゴ
ー
タ
ミ
ー
・
パ
タ
ー
チ
ャ

ー
ラ
ー
・
ウ
ッ
パ
ラ
ヴ
ァ
ン
ナ
ー
の
出
家
因
縁
譚
が
交
錯
し
て
い
っ
た
。

比
丘
尼
た
ち
に
関
す
る
最
も
古
い
経
典
が
『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
偈
が
彼
女
達
の
実
像
に
近
い
と
し
て
、

後
世
の
交
錯
を
整
理
し
検
証
し
て
三
者
三
様
の
説
話
が
同
じ
よ
う
な
話
に

作
り
替
え
ら
れ
た
社
会
背
景
と
仏
教
思
想
の
変
遷
を
探
り
た
い
。

　

パ
ー
リ
ー
経
典
で
は
幼
く
し
て
死
ん
だ
子
の
薬
を
求
め
彷
徨
う
キ
サ
ー

ゴ
ー
タ
ミ
ー
に
仏
陀
は
死
ん
だ
人
の
い
な
い
家
か
ら
白
辛
子
を
貰
っ
て
来

る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
死
ん
だ
人
の
い
な
い
家
は
な
く
、
彼
女
は
無
常
を

覚
り
出
家
し
た
。
し
か
し
『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』
の
彼
女
の
偈
に
こ
の

よ
う
な
記
述
は
な
い
。
パ
タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
は
二
人
目
の
子
を
産
む
た
め

実
家
に
帰
る
途
中
出
産
し
た
。
夫
は
毒
蛇
に
殺
さ
れ
、
長
男
は
河
に
流
さ

れ
、
次
男
は
獣
に
食
わ
れ
た
。
実
家
に
着
く
と
父
母
親
族
は
死
に
絶
え
て
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な
ど
へ
施
行
・
濫
僧
供
を
実
施
し
て
い
た
。
な
か
で
も
六
波
羅
蜜
寺
僧

は
、
有
力
貴
族
の
施
行
を
代
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
後
半
に

は
、
六
波
羅
蜜
寺
や
紫
野
雲
林
院
な
ど
で
修
さ
れ
た
菩
提
講
（
迎
講
）
に

京
中
貴
賤
が
結
縁
す
る
よ
う
に
な
り
、
雲
林
院
菩
提
講
で
は
、
源
信
の
創

始
譚
と
、
無
縁
の
聖
に
よ
る
継
承
譚
が
普
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
当
時
の
貴
族
や
京
住
人
が
、
天
台
系
聖
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
比

叡
山
内
講
会
を
積
極
的
に
受
容
し
た
様
子
が
窺
え
る
。
事
実
、
東
山
雲
居

寺
で
迎
講
を
修
し
た
離
山
僧
の
瞻
西
は
、
十
一
世
紀
末
に
貴
賤
の
広
い
支

持
を
獲
得
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
に
禅
林
寺

へ
帰
住
し
た
永
観
は
、
同
寺
と
薬
王
寺
で
病
人
の
療
養
な
ど
を
行
い
、
晩

年
に
は
雲
林
院
で
修
さ
れ
た
源
師
房
の
改
葬
や
東
山
吉
田
寺
で
の
迎
講
に

携
わ
っ
た
。
以
上
か
ら
、
す
で
に
貧
病
者
と
関
わ
り
な
が
ら
民
間
布
教
を

行
っ
て
い
た
天
台
系
聖
の
教
化
方
法
を
、
永
観
が
自
ら
の
活
動
に
接
続
し

て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
『
往
生
拾
因
』（
一
一
〇
三
年
）
に
示
さ
れ
た
永
観
の
信
仰
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
で
は
観
法
の
成
就
を
目
的
と
す
る
称
名
念
仏
の
専
念
に
特
質
が

見
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
従
来
の
観
称
勝
劣
論
を
解
体
し
た
法
然

と
の
比
較
か
ら
、
永
観
の
法
身
同
体
観
に
罪
悪
意
識
・
機
根
的
内
省
面
の

希
薄
さ
が
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、
永
観
の
信
仰
内
容
は
、
同
時
代
状
況

に
お
け
る
彼
の
具
体
的
実
践
を
踏
ま
え
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
永
観
の
法
身
同
体
観
が
、「
穢
土
ヲ
利
ス
ル
」

実
践
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
永
観
に
と
っ
て
、「
諸
法
無
自
性
」

に
よ
る
法
身
同
体
の
理
念
は
、「
妄
リ
ニ
自
身
ヲ
軽
ン
ジ
」
ず
「
身
ノ
浄

不
浄
ヲ
簡
バ
」
な
い
と
の
自
覚
を
念
仏
者
に
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
。
ま

た
、
両
義
的
と
さ
れ
て
き
た
永
観
の
不
浄
観
に
は
、
名
利
の
不
浄

0

0

0

0

0

を
否
定

悪
業
が
多
岐
に
渡
り
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』
二
一
六
偈
で
「
女
で
あ
る
こ
と
は
苦
し
み
で

あ
る
と
、
丈
夫
さ
え
も
御
す
る
（
仏
陀
）
は
言
わ
れ
た
。
夫
を
共
有
す
る

こ
と
も
苦
し
み
で
あ
る
。
一
度
出
産
し
た
者
も
（
苦
し
み
が
あ
る
）」
と
、

釈
尊
は
古
代
イ
ン
ド
社
会
の
一
夫
多
妻
を
女
の
苦
し
み
と
捉
え
る
女
性
の

良
き
理
解
者
で
あ
っ
た
。『
マ
ヌ
法
典
』
で
は
男
子
を
産
め
な
い
妻
は
そ

の
地
位
を
下
げ
ら
れ
、
他
の
妻
が
先
に
息
子
を
生
む
こ
と
は
嫉
妬
心
だ
け

で
は
語
れ
な
い
辛
い
こ
と
で
あ
る
。
一
夫
多
妻
に
対
す
る
仏
教
の
女
性
観

が
、
女
性
へ
の
思
い
や
り
か
ら
嫉
妬
深
い
悪
業
を
生
み
や
す
い
存
在
へ
と

変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
変
遷
は
仏
教
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
女
性
蔑
視
思
想
を

受
け
入
れ
た
証
の
一
つ
で
あ
る
。『
マ
ヌ
法
典
』
的
思
想
が
定
着
し
て
行

く
に
つ
れ
て
、
生
活
手
段
を
在
家
に
頼
る
仏
教
教
団
は
社
会
状
況
に
合
わ

さ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
比
丘
た
ち
が
社
会
の
女
性
観
に
染
ま
っ
て
い
っ
た

こ
と
が
こ
の
よ
う
な
変
遷
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う

平
安
後
期
に
お
け
る
源
信
理
解
の
系
譜

北
畠　

浄
光

　

本
報
告
は
、
源
信
浄
土
教
の
影
響
の
も
と
、
京
周
辺
で
念
仏
講
会
を
実

践
し
た
東
大
寺
僧
の
永
観
（
一
〇
三
三
―
一
一
一
一
）
に
焦
点
を
合
わ

せ
、
そ
の
信
仰
の
具
体
相
に
分
析
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
称
名

念
仏
の
専
念
・
共
修
を
志
向
し
た
永
観
が
乞
者
や
病
人
を
幇
助
し
た
点
に

注
目
し
、
そ
う
し
た
民
間
で
の
活
動
が
、
当
時
の
宗
教
状
況
の
な
か
で
い

か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

十
世
紀
末
以
降
、
朝
廷
は
貧
病
民
・
籠
山
僧
の
実
態
把
握
を
兼
ね
て
、

東
山
の
六
波
羅
蜜
寺
・
禅
林
寺
や
、
清
水
坂
・
鴨
川
原
・
獄
所
・
悲
田
院
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寺
離
脱
意
識
の
希
薄
さ
に
規
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。

日
蓮
門
下
に
お
け
る
「
互
為
主
伴
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

米
澤　

立
晋

　

日
蓮
（
一
二
二
二
―
一
二
八
二
）
滅
後
、
教
団
は
六
老
僧
等
を
は
じ

め
、
諸
師
が
各
地
を
弘
教
し
信
徒
集
団
が
組
織
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
身

を
も
っ
て
日
蓮
の
嫡
弟
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
自
門
の
正
統
性
を
主
張
す

る
こ
と
で
門
流
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
各
門
流
が
互
い
に
対

峙
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
門
流
内
に
お
い
て
も
別
立
を
は
か
っ
た
新
た

な
門
流
が
形
作
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
中
、
各
門
流
で
は
教
義
を
研
鑽
し
自

身
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
日
蓮
教
学
史
上
に
お
け
る
教
主
論
の
展
開

に
着
目
す
る
と
、
日
蓮
門
下
諸
師
が
種
々
の
教
学
用
語
を
用
い
て
考
究
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
、
釈
尊
の
本
因
本
果
に
つ
い
て
示
さ
れ

た
、「
一
仏
二
名
」
と
い
う
教
学
用
語
と
類
似
す
る
表
現
と
し
て
「
互
為

主
伴
」
と
い
う
語
が
注
目
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
互
為
主
伴
」
と
は
、

「
互
い
を
主
伴
と
な
す
」
と
も
読
め
、
お
互
い
が
主
と
な
り
客
と
な
る
と

定
義
で
き
、
日
蓮
門
下
の
み
な
ら
ず
、
中
国
・
日
本
仏
教
の
種
々
の
論
疏

類
に
お
い
て
縦
横
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、「
互
為
主
伴
」
と
い
う

教
学
用
語
に
つ
い
て
、
日
蓮
門
下
で
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
日
蓮
の

『
注
法
華
経
』
中
に
見
え
る
「
互
為
主
伴
」
の
引
用
箇
所
を
確
認
し
た
。

次
い
で
、
日
蓮
門
下
の
中
で
も
「
互
為
主
伴
」
の
引
用
が
特
に
多
か
っ

た
、
八
品
門
流
の
祖
と
さ
れ
る
慶
林
坊
日
隆
（
一
三
八
五
―
一
四
六
四
）

と
、
富
士
門
流
の
中
で
も
大
石
寺
第
九
世
日
有
（
一
四
〇
二
―
一
四
八

す
る
と
い
う
一
貫
性
が
存
在
し
て
い
た
。
永
観
に
よ
れ
ば
、
不
浄
―
名
利

の
否
定
を
通
し
て
、
身
体
（
実
体
）
的
な
浄
穢
観
か
ら
脱
却
し
た
他
者
意

識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
永
観
が
褒
賞
の
競
望
を
批
判
す
る
一
方
で
、

被
療
病
者
（
悲
田
ノ
衆
）
と
公
請
と
を
繋
ご
う
と
し
た
の
は
、
以
上
の
よ

う
な
信
仰
の
現
れ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

永
観
の
名
利
・
私
利
へ
の
批
判
的
姿
勢
は
、
東
大
寺
別
当
在
任
中
に
在

地
権
力
に
よ
る
寺
財
の
私
有
化
を
否
定
し
た
点
と
も
符
合
す
る
。
た
だ
し

注
意
す
べ
き
な
の
は
、
永
観
が
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
者
と
の
関
係
を
、
王
と

民
と
の
そ
れ
に
擬
え
る
よ
う
な
表
現
を
多
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
永
観
は

さ
ら
に
、
仏
に
よ
る
滅
罪
を
朝
家
に
よ
る
恩
赦
に
喩
え
て
い
る
。
か
か
る

特
徴
は
、
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
三
月
に
実
施
さ
れ
た
白
河
院
「
御
悩

御
祈
」
に
際
し
て
、
永
観
が
瞻
西
と
と
も
に
施
行
を
担
当
し
た
こ
と
と
無

関
係
で
は
な
か
っ
た
。
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
の
田
楽
騒
動
の
余
波
を

受
け
つ
つ
企
画
さ
れ
た
同
行
事
で
は
、
徳
政
を
繕
う
目
的
で
永
観
ら
に
施

行
が
命
じ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
自
ら
の
活
動
の
原
資
に
法
会
出
仕
料
を

充
て
て
い
た
永
観
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
施
行
目
的
の
公
請
を
断
る
理
由
は

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
朝
家
の
仏
事
に
付
随
す
る
恩
赦
も
、
初
め
か
ら

肯
定
視
で
き
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
か
く
し
て
永
観
は
、
禅
林
寺
・

薬
王
寺
の
貧
病
者
幇
助
活
動
と
院
政
下
の
救
恤
政
策
と
の
連
動
を
は
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
ご
と
く
、
源
信
か
ら
念
仏
の
共
修
を
継
承
し
た
永
観
の
実
践

は
、
既
存
の
宗
教
的
秩
序
と
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
だ
が
、
永
観
は
ま
さ
に
秩
序
の
境
界
（
閾
）
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る

こ
と
で
、
横
断
的
な
活
動
を
展
開
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
永
観
の

立
ち
位
置
は
、
罪
業
意
識
の
希
薄
さ
で
で
は
な
く
、
源
信
と
共
通
す
る
本



　　118

『宗教研究』95巻別冊（2022年） 個人発表

　

そ
し
て
日
教
の
場
合
、
日
蓮
や
日
隆
の
引
用
と
は
相
違
が
見
ら
れ
た
。

具
体
的
に
は
、「
互
為
主
伴
」
の
語
を
用
い
て
、
釈
尊
と
多
宝
仏
、
釈
尊

と
日
蓮
の
関
係
に
つ
い
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
視
で
き
る
。

日
教
が
「
一
仏
二
名
」
で
は
な
く
、「
互
為
主
伴
」
と
い
う
教
学
用
語
を

使
用
す
る
背
景
に
は
、
釈
尊
と
日
蓮
の
関
係
性
、
及
び
日
蓮
を
本
尊
と
定

義
す
る
た
め
の
教
学
用
語
と
し
て
の
最
適
解
で
あ
っ
た
可
能
性
が
窺
え

る
。
ま
た
、
教
主
論
や
本
尊
論
を
論
じ
る
上
で
、
当
時
の
日
蓮
門
下
に
お

け
る
富
士
門
流
の
正
当
性
と
独
自
性
を
主
張
す
る
た
め
の
一
要
素
と
し

て
、「
互
為
主
伴
」
の
語
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

九
條
武
子
『
金
鈴
』
に
お
け
る
仏
教
思
想

西　
　

義
人

　

九
條
武
子
（
一
八
八
七
―
一
九
二
八
）
初
の
著
作
で
あ
る
歌
集
『
金

鈴
』（
竹
柏
会
、
一
九
二
〇
年
）
は
、
夫
の
海
外
留
学
に
よ
り
新
婚
か
ら

十
年
間
孤
独
な
生
活
を
強
い
ら
れ
た
名
門
女
性
の
憂
愁
が
綴
ら
れ
た
歌
集

と
し
て
世
に
出
さ
れ
た
。
当
時
の
読
者
や
批
評
家
の
関
心
も
武
子
の
数
奇

な
境
遇
に
集
中
し
て
お
り
、
武
子
が
本
願
寺
に
生
ま
れ
た
宗
教
者
で
あ
る

こ
と
が
周
知
で
あ
り
な
が
ら
、『
金
鈴
』
の
歌
に
武
子
の
信
仰
が
具
体
的

に
ど
う
表
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
主
要
な
話
題
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
ま
た
後
世
の
論
考
な
ど
に
お
い
て
も
関
東
大
震
災
以
後
の
慈
善
事
業

や
著
述
活
動
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
震
災
以
前
の
著
作
で
あ

る
『
金
鈴
』
へ
の
関
心
は
比
較
的
低
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
本
発
表

で
は
『
金
鈴
』
の
解
釈
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
考
察
を
通
じ
て
、
当
時
の

武
子
の
信
仰
の
あ
り
か
た
を
探
る
一
助
と
す
る
。

　
『
金
鈴
』
は
計
二
百
首
を
収
録
、
う
ち
六
十
四
首
が
武
子
が
参
加
し
た

二
）
の
門
下
と
さ
れ
る
左
京
阿
闍
梨
日
教
（
一
四
二
八
―
一
四
八
九
―
）

に
焦
点
を
当
て
、
両
師
の
著
述
中
に
見
え
る
「
互
為
主
伴
」
の
解
釈
の
相

違
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
日
蓮
の
場
合
、
日
蓮
遺
文
（
真
蹟
・
曽
存
・
直
弟
写
本
・

真
蹟
無
し
）
中
に
お
い
て
は
「
互
為
主
伴
」
の
語
は
確
認
で
き
ず
、
日
蓮

所
持
の
『
法
華
経
』
に
諸
経
論
釈
の
要
文
に
つ
い
て
集
録
注
記
を
施
し
た

と
さ
れ
る
、『
注
法
華
経
』
中
に
四
箇
所
の
引
用
が
認
め
ら
れ
た
。
な
ぜ

『
注
法
華
経
』
の
み
に
「
互
為
主
伴
」
の
語
が
確
認
で
き
た
の
か
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
が
、『
注
法
華
経
』
中
に
見
え
る
引
用
方
法
か
ら
推
察

す
る
に
、
日
蓮
は
教
主
論
に
つ
い
て
「
互
為
主
伴
」
の
語
を
用
い
て
弟
子

や
檀
越
な
ど
に
教
化
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、『
注
法
華
経
』
中
に
見
え
る
「
互
為
主
伴
」
の
語

は
、『
華
厳
経
』『
法
華
玄
義
釈
籤
』『
法
華
文
句
記
』
と
い
っ
た
経
典
や

湛
然
（
七
一
一
―
七
八
二
）
の
章
疏
類
を
用
い
た
引
用
に
留
ま
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、『
注
法
華
経
』
を
確
認
す
る
限
り
、
日
蓮
独
自

の
法
門
と
し
て
「
互
為
主
伴
」
を
用
い
る
こ
と
は
な
く
、
日
蓮
自
身
の
教

学
研
鑽
の
一
面
と
し
て
「
互
為
主
伴
」
の
語
が
『
注
法
華
経
』
に
記
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
量
す
る
。

　

次
に
、
日
隆
の
著
述
中
に
見
え
る
「
互
為
主
伴
」
の
語
は
、
釈
尊
の
本

因
本
果
に
つ
い
て
解
釈
さ
れ
た
「
一
仏
二
名
」
と
い
う
教
学
用
語
と
類
似

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
引
用
方
法
は
、
日
蓮
と
同
様
に
『
華
厳

経
』
の
教
え
な
ど
を
基
底
と
し
た
「
互
為
主
伴
」
の
解
釈
に
留
ま
っ
て
い

る
。
日
隆
在
世
当
時
、
日
隆
が
『
注
法
華
経
』
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
困
難

な
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
中
、
日
蓮
と
同
様
の
引
用
方
法
を
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
刮
目
で
き
よ
う
。



119　　

個人発表 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

孤
独
の
中
に
あ
っ
た
武
子
の
恨
み
つ
ら
み
が
宗
祖
親
鸞
を
も
憎
む
ほ
ど
深

ま
っ
た
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
、『
恵
信
尼
消
息
』
発
見
前
で
あ
っ
た
当

時
の
親
鸞
像
に
は
妻
と
し
て
慰
め
ら
れ
る
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
し
て
い
る
（
籠
谷
眞
智
子
「
九
條
武
子
さ
ん
の
詩
歌
と
回
心
」、

『
行
信
学
報
』
一
四
号
、
二
〇
〇
一
年
、
二
四
八
頁
）。
人
間
ら
し
い
親
鸞

像
が
盛
ん
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
直
前
と
も
い
え
る
当
時
の
状
況
や
武

子
自
身
の
「
聖
者
」
の
用
例
か
ら
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
確
か
に
可
能
で
あ

る
が
、
六
角
堂
夢
告
な
ど
夢
と
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
親
鸞
を
あ
え

て
「
夢
を
見
な
い
冷
た
い
人
」
と
表
現
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
は
残

る
。「
仏
教
で
は
、
四
果
の
聖
者
や
縁
覚
は
夢
を
見
る
が
、
仏
は
夢
を
見

な
い
と
さ
れ
る
」（「
夢
」、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ

版
）
と
い
う
説
明
も
あ
り
、
武
子
が
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
親
鸞
で
は

な
く
仏
を
「
聖
者
」
と
表
現
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
『
九

條
武
子
全
歌
集　

無
憂
樹
（
あ
そ
か
）』（
仏
教
婦
人
会
総
連
盟
、
一
九
八

三
年
）
の
脚
註
で
は
、「
罪
業
の
闇
と
こ
し
へ
に
深
う
し
て
聖
者
も
わ
れ

を
す
て
た
ま
ふ
か
や
」（
六
三
頁
）
の
一
首
の
「
聖
者
」
に
親
鸞
を
含
ま

せ
て
い
る
（『
九
條
武
子
全
歌
集　

無
憂
樹
』、
四
八
頁
）。
本
願
寺
の
伝

統
に
お
い
て
親
鸞
が
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
も
さ
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る

が
、
親
鸞
が
救
済
の
主
体
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
無
く
、

『
金
鈴
』
に
お
け
る
歌
の
並
び
か
ら
見
て
も
こ
の
一
首
は
蓮
如
の
『
御
文

章
』
に
基
づ
く
、「
諸
仏
に
捨
て
ら
れ
た
罪
深
い
女
人
」
の
表
現
な
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

短
歌
結
社
・
竹
柏
会
の
機
関
誌
『
心
の
花
』
に
、
十
一
首
が
婦
人
雑
誌

『
婦
人
画
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
一
部
改
訂
あ
り
）。
ま
た
本

発
表
に
お
け
る
検
討
で
は
、
二
百
首
の
う
ち
仏
教
語
や
仏
教
的
表
現
が
直

接
使
用
さ
れ
て
い
る
歌
は
十
八
首
、
間
接
的
に
仏
教
と
の
関
連
が
認
め
ら

れ
る
歌
は
約
四
十
首
数
え
ら
れ
た
。
し
か
し
特
に
間
接
的
な
歌
の
抽
出
に

つ
い
て
は
客
観
的
な
基
準
の
設
定
が
困
難
で
も
あ
る
の
で
一
応
の
目
安
と

し
て
お
く
。

　

竹
柏
会
の
主
宰
者
で
あ
り
『
金
鈴
』
の
編
者
で
も
あ
る
佐
佐
木
信
綱

は
、
武
子
の
遺
稿
集
『
歌
集　

薫
染
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
二
八
年
）

の
序
文
等
で
、『
金
鈴
』
の
歌
を
引
用
し
な
が
ら
十
年
の
孤
独
を
描
写
し

て
い
る
。
信
綱
は
「
迷
ひ
つ
つ
、
疑
ひ
つ
つ
、
黒
闇
の
う
ち
に
さ
ま
よ
へ

る
歳
月
を
経
た
。
し
か
し
て
こ
の
辛
き
試
練
の
後
に
、
理
智
の
光
は
輝
き
、

あ
き
ら
め
の
清
い
寂
光
の
都
に
到
着
し
た
」（『
薫
染
』、
二
四
頁
）
と
い

う
よ
う
に
、
武
子
が
長
き
孤
独
の
闇
の
果
て
に
揺
る
ぎ
な
い
光
の
境
地
に

達
し
た
と
い
う
一
方
向
の
救
い
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
信
綱
が
闇
の

場
面
に
引
用
し
た
歌
よ
り
も
光
の
場
面
に
引
用
し
た
歌
の
ほ
う
が
雑
誌
に

発
表
さ
れ
た
時
期
が
早
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
信
綱
の
描
写
は
歌
が
作

ら
れ
た
時
の
状
況
を
実
録
的
に
伝
え
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
武
子
の
一
生

を
踏
ま
え
て
再
構
築
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
金
鈴
』
の

土
台
に
あ
る
武
子
の
信
仰
は
信
綱
が
描
く
よ
う
な
一
方
向
の
構
造
と
い
う

よ
り
、
光
と
闇
で
い
う
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
光
の
中
で
自
身
の
煩

悩
の
闇
に
向
き
合
う
と
い
う
、
光
と
闇
が
不
可
分
の
構
造
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
浄
土
真
宗
の
二
種
深
信
に
基
づ
い
た
あ
り
方
で
あ
る
。

　

籠
谷
眞
智
子
は
、『
金
鈴
』
の
「
聖
者
に
は
夢
も
迷
ひ
も
あ
ら
ず
と
や

い
と
も
つ
め
た
き
お
ん
心
か
な
」（
二
五
頁
）
と
い
う
一
首
に
つ
い
て
、
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を
踏
み
入
れ
た
。
す
る
と
そ
こ
に
水
子
が
参
与
し
て
き
た
。
こ
の
水
子
の

現
れ
方
は
、
岩
田
の
言
う
「
自
然
と
人
間
と
の
出
会
い
頭
に
出
現
す
る
カ

ミ
」
の
現
れ
方
に
近
い
。
ま
た
、「
そ
の
（
水
）
子
は
私
だ
」
と
言
っ
た
と

き
、
私
は
自
分
の
顔
が
水
子
の
仮
面
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
私
の
眼

球
の
後
ろ
か
ら
、
私
と
水
子
が
母
を
見
て
い
る
感
じ
で
、
水
子
の
視
線
と

私
の
視
線
の
ベ
ク
ト
ル
が
一
致
し
て
い
た
。
岩
田
に
よ
れ
ば
、「
自
分
の

位
置
を
草
木
虫
魚
と
同
じ
高
さ
に
保
ち
、
自
分
の
視
線
を
か
れ
ら
の
視
線

に
重
ね
あ
わ
せ
る
と
、
ま
っ
た
く
新
し
い
時
空
が
誕
生
す
る
。
そ
れ
が
シ

ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
空
間
で
あ
り
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
ふ
る
さ
と
で
も
あ
る
。

ア
ニ
ミ
ズ
ム
空
間
に
お
い
て
は
、
表
と
と
も
に
裏
が
見
え
る
。
生
死
が
同

時
に
見
え
る
﹇
岩
田
慶
治
著
作
集
七　

一
九
九
五
：
二
五
一
頁
要
約
﹈。

つ
ま
り
、
そ
の
と
き
私
は
「
そ
の
子
」
と
い
う
音
声
イ
メ
ー
ジ
の
姿
で
現

れ
た
水
子
と
と
も
に
母
を
見
、
母
は
私
と
水
子
を
重
ね
て
見
る
と
い
う
形

で
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
空
間
を
体
験
し
、
生
死
を
同
時
に
見
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
地
点
か
らinsider/outsider

の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
こ
の

問
題
構
成
の
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
研
究
と
い
う
手
続
き
を
取
る

こ
と
に
よ
っ
て
、insider

とoutsider

が
否
応
な
く
峻
別
さ
れ
る
点
で

あ
る
。
し
か
し
水
子
の
話
か
ら
分
か
る
の
は
、insider

とoutsider

の

間
の
壁
が
完
全
に
崩
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
無
効
化
す
る
こ
と

も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、insider

とoutsider

の
み
な
ら

ず
、
水
子
と
い
う
媒
介
者
の
存
在
を
認
め
て
、
三
者
関
係
に
お
い
て
考 

察
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
水
子
はm

edium
/

agency
と
い
う
媒
介
者
の
機
能
を
発
揮
し
、insider

とoutsider

の

壁
を
一
時
的
に
無
効
化
し
て
、
水
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
私
と
母
に
共
有
さ

岩
田
慶
治
の
宗
教
論
と
「
離
見
の
見
」

長
谷
千
代
子

　

本
発
表
の
課
題
は
、「
離
見
の
見
」
の
経
験
と
、
岩
田
慶
治
の
「
研
究

者
の
参
与
」
の
議
論
を
照
合
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
義
を
よ
り
深
く
理
解

す
る
と
同
時
に
、
文
化
人
類
学
的
な
宗
教
研
究
に
と
っ
て
の
教
訓
を
得
、

insider/outsider

問
題
に
も
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

私
自
身
の
「
離
見
の
見
」
の
体
験
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
私
が
二
十
代
か
ら
三
十
代
の
こ
ろ
、
母
が
ご
く
稀
に
、
最
初
の
子
を
流

産
し
た
話
を
唐
突
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
心
に
刺
さ
る
話
で
は
あ
る
も

の
の
、
不
用
意
に
元
気
づ
け
る
の
も
空
々
し
い
の
で
、
適
当
な
相
槌
で
や

り
す
ご
し
て
い
た
。
し
か
し
母
が
三
度
目
か
四
度
目
に
そ
の
話
を
始
め
た

と
き
、
ど
う
し
て
も
放
っ
て
お
け
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
私
は
と
っ
さ

に
、「
そ
の
子
は
私
だ
よ
。
生
ま
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
す
ぎ
た
か
ら
生

ま
れ
直
し
た
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
。
そ
の
言
葉
に
、
私
は
自
分
で
驚
い

た
。
母
も
び
っ
く
り
し
て
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
、「
そ
う
い
っ
て
も

ら
っ
た
ら
助
か
る
わ
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
母
が
流
産
し
た
子
の
話

を
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
」。

　

こ
の
体
験
を
、
私
自
身
は
当
初
「
離
見
の
見
」
の
経
験
と
捉
え
て
い
た

が
、
後
に
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
主
だ
っ
た
解
釈
で
は
、「
離
見
の

見
」
と
は
「
客
観
的
に
観
客
と
同
じ
目
で
自
分
の
姿
を
見
る
こ
と
」
と
な

っ
て
お
り
、
私
の
直
観
と
は
程
遠
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
私
の
経
験
は
、

「
参
与
」「
カ
ミ
」「
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
」
な
ど
、
岩
田
慶
治
の
語
彙
を

援
用
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
的
確
な
解
釈
が
可
能
と
な
る
。

　

ま
ず
、
私
は
傍
観
者
的
な
立
場
に
留
ま
ら
ず
、
母
の
語
り
の
世
界
に
足
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「
新
神
学
」
と
「
新
仏
教
」
は
、
一
義
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
新
た
な
キ
リ

ス
ト
教
や
仏
教
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
前
者
が
キ
リ
ス
ト

教
解
釈
に
よ
り
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
に
は
キ
リ
ス
ト

教
へ
の
対
抗
意
識
が
強
く
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
が
、「
宗
教
」

そ
の
も
の
の
取
り
扱
い
方
に
は
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
議
論

も
、
そ
れ
が
「
比
較
宗
教
」
や
「
宗
教
学
」
の
成
果
で
あ
る
と
し
な
が

ら
、
宗
教
に
は
宗
教
と
し
て
の
本
質
が
あ
り
、
そ
れ
が
諸
宗
教
全
て
に
共

通
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
諸
宗
教
間
に
は
自
宗

教
を
優
位
に
お
く
序
列
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
序
列
は
宗
教
の
進

化
・
進
歩
と
い
う
枠
組
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

中
西
と
金
森
は
、
こ
の
宗
教
の
進
歩
の
指
標
と
し
て
「
道
理
」、
端
的

に
は
学
問
に
積
極
的
な
評
価
を
与
え
て
お
り
、
例
え
ば
中
西
は
同
時
代
の

西
洋
哲
学
が
汎
神
論
に
帰
結
し
つ
つ
あ
る
と
見
て
汎
神
教
た
る
仏
教
の
優

越
性
を
弁
証
し
、
ま
た
金
森
は
聖
書
批
評
学
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
不

要
で
幼
稚
な
「
籾
」
を
取
り
去
り
、
真
理
た
る
「
米
」
の
部
分
を
取
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
横
井
は
理
性
の
限
界
を
示
唆
し
、「
新
神
学
」
は
理

性
で
も
啓
示
で
も
な
い
根
拠
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

横
井
に
よ
れ
ば
、
諸
宗
教
に
は
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
普
遍
の
「
道
」
が

あ
り
、
人
間
が
こ
の
「
道
」
を
感
得
し
て
善
を
な
す
こ
と
こ
そ
が
宗
教
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
道
」
の
実
践
者
が
歴
史
的
に
「
仏
」「
聖
人
」「
基

督
」
と
い
っ
た
理
想
的
人
物
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
人
間
は
「
吾
人
の

良
心
」
か
ら
善
な
る
神
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
に
基
づ
い

て
、
横
井
は
「
人
類
は
一
の
集
合
団
体
に
し
て
、
神
は
実
に
こ
の
人
類
中

に
存
す
る
も
の
に
し
て
、
ヒ
ュ
マ
ニ
チ
ー
は
即
ち
デ
ビ
ニ
チ
ー
な
り
と
い

せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
水
子
は
、
生
死
が
同
時
に
見
え

る
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
空
間
と
個
々
人
が
分
離
し
て
生
き
て
い
る
だ
け
の

日
常
的
空
間
を
も
媒
介
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
現
象
が
、
日
常
的

時
空
間
か
ら
は
み
出
し
な
が
ら
起
こ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
常
的
空
間

に
留
ま
り
続
け
るinsider/outsider

問
題
の
枠
組
み
は
、
宗
教
的
現

象
の
非
常
に
重
要
な
部
分
を
は
じ
め
か
ら
ほ
と
ん
ど
取
り
逃
が
す
よ
う
な

枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
克
服
す
る
に
は
、
研
究
者
自
身
が
シ
ン

ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
空
間
に
何
ら
か
の
形
で
参
与
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が

岩
田
の
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
新
神
学
」
と
「
新
仏
教
」 

│
│ 

明
治
中
期
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
再
解
釈 

│
│

星
野　

靖
二

　

本
発
表
は
、
明
治
中
期
の
「
新
神
学
」
と
「
新
仏
教
」
を
同
時
代
的
な

現
象
と
し
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
文
脈
に
お

い
て
、「
新
神
学
」
は
明
治
中
期
に
お
け
る
自
由
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教

解
釈
・
神
学
思
想
を
指
す
が
、
本
発
表
で
は
、
そ
の
流
れ
を
受
け
た
代
表

的
な
著
作
で
あ
る
金
森
通
倫
『
日
本
現
今
ノ
基
督
教
並
ニ
将
来
ノ
基
督

教
』（
一
八
九
一
年
）
と
横
井
時
雄
『
我
邦
の
基
督
教
問
題
』（
一
八
九
四

年
）
を
取
り
上
げ
た
。「
新
仏
教
」
に
つ
い
て
、
明
治
後
期
の
新
仏
教
徒

同
志
会
が
提
唱
し
た
も
の
を
指
す
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
淵
源
を
明
治
中

期
に
お
け
る
改
革
的
な
仏
教
運
動
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
近
年

の
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
大
谷
栄
一
『
近
代
仏
教
と
い
う
視

座
』）、
こ
こ
で
は
そ
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
中
西
牛
郎
『
宗
教

革
命
論
』（
一
八
八
九
年
）
を
取
り
上
げ
た
。
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現
代
史
の
「
和
解
と
統
合
」
に
向
け
た
課
題 

│
│ 

京
畿
道
高
陽
市
を
事
例
に 

│
│

田
中　
　

悟

　

韓
国
現
代
史
に
お
け
る
「
葛
藤
」
＝
対
立
や
不
協
和
の
存
在
の
一
例
と

し
て
、
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
「
韓
国
側
の
死
者
」
の
問
題
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
軍
人
・
警
察
官
の
「
戦
死
者
」
の
範
囲
を
超
え
た

広
が
り
と
、
対
立
の
構
図
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
」
は
、
分
断
以
前
は
同
族
で
あ
っ
た
者
同
士
の
対

立
を
「
南
北
」
の
み
な
ら
ず
「
南
南
」
に
も
持
ち
込
ん
だ
。
そ
う
し
た
対

立
は
、
戦
時
下
の
地
域
住
民
に
何
を
も
た
ら
し
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
の
か
。
本
報
告
は
、
ソ
ウ
ル
近
郊
の
京
畿
道
高
陽
市
を

ケ
ー
ス
と
し
て
検
討
し
、
葛
藤
を
抱
え
た
死
者
の
慰
霊
追
悼
を
め
ぐ
っ

て
、
そ
の
現
代
的
な
課
題
に
つ
い
て
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。

　

ソ
ウ
ル
の
北
西
に
隣
接
す
る
京
畿
道
高
陽
市
に
は
、
朝
鮮
戦
争
に
関
連

し
て
、「
太
極
団
（
テ
グ
ク
ダ
ン
）」
と
「
金
井
窟
（
ク
ム
ジ
ョ
ン
グ
ル
）」

と
い
う
二
つ
の
歴
史
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
抱
え
て
い
る
。
前
者
は
、
北
朝
鮮
人

民
軍
に
対
抗
す
る
遊
撃
隊
と
し
て
活
動
を
開
始
し
、
韓
国
側
が
支
配
回
復

し
た
後
に
は
地
域
の
治
安
活
動
に
参
加
し
た
組
織
で
あ
る
。
他
方
、
後
者

は
、
韓
国
軍
が
高
陽
・
坡
州
地
域
を
奪
還
し
た
際
、
人
民
軍
占
領
期
に
賦

役
を
し
た
疑
い
の
あ
る
者
な
ど
を
警
察
が
連
行
・
拘
禁
し
、
銃
殺
し
て
埋

め
た
事
件
を
指
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
、
政
府
委
員
会
は
、
金
井
窟
の

犠
牲
者
の
ほ
と
ん
ど
が
人
民
軍
の
賦
役
と
は
無
関
係
の
地
域
住
民
で
あ

り
、
彼
ら
の
処
刑
に
太
極
団
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
認
定
し
た
。

　

こ
う
し
た
事
実
を
前
提
と
し
て
、
現
代
史
上
の
「
加
害
」
と
「
被
害
」

ふ
も
可
な
ら
ん
」（『
我
邦
の
基
督
教
問
題
』
一
七
五
頁
）
と
述
べ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
が
、
ど
こ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
と
い
え
る
の
か
、
ど
こ

ま
で
儒
教
の
影
響
な
の
か
、
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
今
後
更
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
横
井
は
、
宗
教
の
根
拠
を
学
的
な
論
証
か

ら
、
内
面
化
・
心
理
化
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
同
じ
年
に
古
河
老
川

は
「
懐
疑
時
代
に
入
れ
り
」（『
仏
教
』
一
八
九
四
年
一
月
）
と
い
う
論
説

を
出
し
て
、
知
的
な
懐
疑
や
批
評
は
宗
教
の
根
拠
た
り
え
な
い
と
し
、
理

性
に
よ
る
検
討
を
経
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
「
独
断
」
的
に
信
ず
べ
き
こ

と
を
論
じ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
横
井
と
古
河
の
議
論

を
、
中
西
や
金
森
が
提
示
し
て
い
た
合
理
的
な
宗
教
理
解
を
乗
り
越
え
よ

う
と
す
る
動
き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
新
神
学
」
と
「
新
仏
教
」
の
両
者
は
、
新
た
に
組
み

上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
一
般
概
念
と
し
て
の
「
宗
教
」
を
参
照
し
つ
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
文
脈
に
お
い
て
新
し
い
「
宗
教
」
と
し
て
自
ら
を
捉
え

直
し
て
い
く
よ
う
な
動
き
と
し
て
捉
え
う
る
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
捉
え
直
し
の
動
き
は
、
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ

万
国
宗
教
会
議
に
日
本
か
ら
参
加
し
た
宗
教
者
た
ち
が
、
西
洋
批
判
を
含

ま
せ
て
日
本
の
仏
教
や
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
よ
う

に
、「
日
本
」
の
捉
え
直
し
と
い
う
問
題
と
も
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
も
触
れ
た
。

（
本
発
表
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費19K

00086

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
）。
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こ
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
、
中
央
・
地
方
関
係
に
お
け
る
集
権
・
分
権
の

質
的
な
側
面
（
地
方
政
府
の
自
律
性
）
に
関
わ
っ
て
曽
我
謙
悟
が
提
示
し

た
「
融
合
」
概
念
は
注
目
に
値
す
る
（
曽
我
謙
悟
『
行
政
学
』
二
〇
一

三
）。
地
方
政
府
が
活
動
資
源
を
自
前
で
調
達
す
る
（
分
離
）
の
で
は
な

く
、
中
央
か
ら
地
方
へ
の
移
転
に
よ
っ
て
調
達
す
る
（
融
合
）
こ
と
に
よ

っ
て
、「
国
家
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
地
方
自
治
体
の
慰
霊
追
悼
事
業
」

を
構
想
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
指
摘
を
本
報
告

の
示
唆
と
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
現
代
史
に
お
け
る
「
和
解

と
統
合
」
を
目
指
す
事
業
を
、
行
政
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
構

想
し
て
い
く
か
、
そ
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

那
覇
孔
子
廟
政
教
分
離
訴
訟
の
特
徴
と
意
味

塚
田　

穂
高

　

本
報
告
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
二
四
日
に
最
高
裁
で
政
教
分
離
に
関
す

る
三
例
目
の
違
憲
判
断
が
く
だ
さ
れ
た
那
覇
孔
子
廟
政
教
分
離
訴
訟
を
対

象
に
、
宗
教
社
会
学
の
領
域
か
ら
そ
の
事
例
と
し
て
の
特
性
を
分
析
し
、

意
義
を
示
す
こ
と
を
目
指
す
。
特
に
、
戦
後
政
教
分
離
訴
訟
の
歴
史
上
の

位
置
づ
け
を
示
す
と
と
も
に
、
社
会
の
な
か
の
「
宗
教
」
概
念
と
ど
の
よ

う
な
照
応
関
係
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

　

本
件
は
、
沖
縄
県
那
覇
市
が
公
有
地
公
園
上
に
あ
る
孔
子
廟
「
久
米
至

聖
廟
」
の
敷
地
使
用
料
を
免
除
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
同
廟
は
、
一
般
社
団
法
人
「
久
米
崇
聖
会
」（
会
員
は
明
代
か
ら

渡
来
し
た
人
々
の
末
裔
の
み
）
が
、
二
○
一
三
年
に
建
設
し
管
理
し
て
い

る
。
孔
子
の
像
や
門
弟
ら
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
毎
年
の
「
釋
奠
祭
禮
」
で

は
、
供
物
を
並
べ
、
孔
子
の
霊
を
迎
え
入
れ
る
た
め
に
普
段
閉
じ
ら
れ
て

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
「
総
括
」
し
、「
記
念
」
す
べ
き
な
の
か
。
少

な
く
と
も
、「
太
極
団
の
死
者
の
慰
霊
追
悼
」
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
行

な
わ
れ
て
き
た
以
上
、
長
ら
く
実
現
し
て
こ
な
か
っ
た
「
金
井
窟
の
死
者

の
慰
霊
追
悼
」
が
ま
ず
は
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

　

こ
の
状
況
を
受
け
て
進
め
ら
れ
て
い
る
高
陽
市
長
公
約
事
業
（「
金
井

窟
平
和
公
園
」
造
成
事
業
促
進
〔
二
〇
一
八
―
二
〇
二
五
〕・「
和
解
と
統

合
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
構
築
〔
二
〇
二
〇
―
二
〇
二
二
〕）
は
、

事
件
現
場
を
含
む
公
園
へ
の
追
慕
慰
霊
施
設
の
造
成
を
目
指
す
と
と
も

に
、
犠
牲
者
慰
霊
祭
の
支
援
（
補
助
金
交
付
）
を
行
な
い
、
ま
た
地
域
史

調
査
事
業
を
通
じ
て
基
礎
資
料
の
蓄
積
を
図
る
な
ど
し
て
い
る
。
た
だ
、

発
掘
遺
体
の
最
終
的
な
安
置
先
や
長
年
の
左
右
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
決
の
解

消
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
も
な
お
少
な
く
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
韓
国
現
代
史
上
の
こ
う
し
た
葛
藤
に
つ
い
て
考
え
る
と

き
、
隠
れ
た
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
「
国
家
」
の
責
任
は
無
視
で
き
な

い
。
葛
藤
の
当
事
者
双
方
に
対
し
て
最
終
的
な
責
任
を
負
う
「
国
家
」
に

お
い
て
、
そ
の
「
葛
藤
」
が
引
き
受
け
ら
れ
、
そ
の
上
で
「
和
解
」
が
目

指
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
考
え
た
時
、
地
方
自
治
体
で
あ
る
高
陽
市
に
お
い
て
推
進

さ
れ
て
い
る
金
井
窟
の
慰
霊
追
悼
事
業
の
事
業
費
が
全
額
市
費
で
賄
わ
れ

て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
。
現
代
史
上
の
死
者
を
め
ぐ
る
葛
藤
に
つ
い

て
、
国
家
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
慰
霊
追
悼
事
業
が
国
家
の
名
の
下

で
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
他
方
で
、
地
域
や
当
事
者
の
個

別
事
情
に
向
き
合
い
つ
つ
き
め
細
や
か
な
事
業
を
展
開
す
る
に
は
、
当
該

地
域
の
地
方
自
治
体
に
お
い
て
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
ケ
ー

ス
は
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
本
件
は
、
孔
子
廟
設
置
は
「
中
国
の
宗
教
に
沖
縄
人
の
心
と
精
神
が
侵

略
さ
れ
て
い
く
」（
原
告
陳
述
書
）
も
の
だ
と
い
う
動
機
の
も
と
、
市
政

に
異
議
を
唱
え
る
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
最
高
裁
判
決
文
に
は

一
言
も
「
国
家
神
道
」
の
語
は
な
い
。
異
例
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
「（
宗

教
）
右
派
」
に
よ
る
政
教
分
離
訴
訟
の
「
反
撃
」
攻
勢
が
始
ま
る
と
も
、

事
例
の
特
殊
性
か
ら
は
考
え
に
く
い
。
他
方
で
、
従
来
の
「
国
家
神
道
」

や
「
靖
国
問
題
」
と
い
う
問
題
設
定
が
な
く
な
っ
た
り
、
薄
め
ら
れ
た
り

す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

論
点
の
三
つ
目
は
、
拡
張
さ
れ
る
「
宗
教
」
概
念
の
先
に
は
何
が
あ
る

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。「
何
が
宗
教
（
的
）
か
」
の
外
延
は
、
か
な
り

柔
軟
に
拡
張
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
判
断
基
準
も
「
一
般
人
の
評
価
」

「
社
会
通
念
」
な
ど
、
よ
り
社
会
の
側
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
て
い
る
傾

向
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
現
代
宗
教
論
の
「
拡
散
宗
教
」
論
と
も
か
な
り

合
致
し
、
時
代
・
社
会
に
応
じ
た
可
変
性
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
国

公
立
学
校
に
お
い
て
や
、
公
的
支
援
を
得
て
行
わ
れ
る
広
義
の
「
宗
教

的
」「
疑
似
科
学
的
」
実
践
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
移
民
・
外

国
人
等
の
文
化
的
・
宗
教
的
背
景
に
対
し
、
公
的
に
配
慮
等
を
行
う
場
合

は
ど
う
か
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
教
師
へ
の
「
君
が
代
」
起
立
・
斉
唱
・
伴
奏

「
強
制
」
の
例
は
ど
う
（
再
）
検
討
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
従
来
は
「
宗
教

（
的
）」
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、「
宗
教
（
的
）」
と
み
な
さ

れ
る
局
面
が
生
じ
う
る
こ
と
へ
の
注
目
の
必
要
性
を
喚
起
す
る
の
で
あ

る
。

い
る
門
が
開
け
ら
れ
る
。
各
種
の
御
利
益
を
祈
願
す
る
参
拝
者
も
訪
れ

る
。
本
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
那
覇
孔
子
廟
政
教
分
離

訴
訟
―
最
高
裁
違
憲
判
決
の
意
味
―
」（『
世
界
』
二
〇
二
一
年
五
月
号
所

収
）、
拙
稿
「
政
教
分
離
訴
訟
の
展
開
―
争
わ
れ
続
け
て
き
た
「
宗
教
」

―
」（『
近
代
日
本
宗
教
史
第
六
巻
模
索
す
る
現
代
昭
和
後
期
〜
平
成

期
』
所
収
）
が
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　

本
件
の
論
点
の
一
つ
目
は
、
政
教
分
離
訴
訟
の
対
象
は
明
確
に
「
宗

教
」
で
は
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
最
高
裁
違
憲
判
断
三
例
を
並
べ
る
と
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
は
宗
教
法

人
靖
国
神
社
へ
の
県
の
公
金
支
出
が
、
空
知
太
神
社
訴
訟
は
法
人
格
な
し

の
神
社
を
支
え
る
氏
子
集
団
と
い
う
「
宗
教
団
体
」
へ
の
市
の
公
有
地
無

償
提
供
が
、
違
憲
と
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、
宗
教
団
体
で
は
な
い
が
、
そ

の
施
設
態
様
と
活
動
内
容
と
が
宗
教
的
で
あ
る
と
こ
ろ
へ
の
公
有
地
無
償

提
供
・
使
用
料
免
除
が
、
国
・
自
治
体
が
忌
避
す
べ
き
違
憲
の
「
宗
教
的

活
動
」
だ
と
さ
れ
た
。
対
象
の
拡
張
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
影
響
は
未
知
数
だ
が
、
翻
っ
て
明
確
に
「
宗
教
」（
団
体
・
法
人
）

で
あ
る
も
の
と
国
・
自
治
体
・
政
治
家
等
と
の
関
わ
り
は
、
よ
り
厳
し
く

点
検
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
同
時
に
、
観
光
資
源
や

文
化
財
な
ど
と
し
て
の
公
共
性
と
い
う
軸
も
交
差
し
て
く
る
。

　

論
点
の
二
つ
目
は
、「
国
家
神
道
」
フ
レ
ー
ム
か
ら
の
解
放
か
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
従
来
の
訴
訟
は
、
お
お
む
ね
「
国
家
神
道
」
体
制
の
「
復

興
」
的
動
向
に
抗
し
よ
う
と
い
う
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
起
こ
さ
れ
、
そ

の
対
象
は
神
社
、
神
道
、
皇
室
祭
祀
、
戦
没
者
慰
霊
・
顕
彰
等
が
主
で
あ

っ
た
。
そ
の
宗
教
性
が
判
断
さ
れ
る
際
に
も
、
戦
前
「
国
家
神
道
」
体
制

と
の
連
続
性
・
関
連
性
が
検
討
さ
れ
、
む
し
ろ
「
政
教
分
離
」
が
問
わ
れ
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が
乗
り
越
え
る
べ
き
西
洋
近
代
的
世
俗
主
義
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
点

で
は
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
連
な
る
ア
メ
リ
カ

型
の
世
俗
主
義
に
並
ん
で
、
啓
蒙
主
義
の
伝
統
に
連
な
る
フ
ラ
ン
ス
型
の

世
俗
主
義
は
、
厳
格
な
政
教
分
離
に
固
執
し
て
お
り
、
宗
教
の
公
的
な
性

格
や
役
割
を
評
価
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
社
会
学
の
観
点
に
立
て

ば
、「
厳
格
な
政
教
分
離
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
は
限
界
が
あ
る
。

マ
ク
ロ
に
見
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
は
宗
教
と
の
「
分
離
」
か
ら
「
連
携
」
に

重
点
を
移
し
て
き
た
し
、
ミ
ク
ロ
に
見
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
は
学
校
、
病

院
、
監
獄
な
ど
の
場
所
、
あ
る
い
は
地
域
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
異
な
る
様

相
を
呈
し
て
き
た
こ
と
は
、
近
年
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
研
究
者
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
目
的
と
し
て

の
自
由
・
平
等
お
よ
び
手
段
と
し
て
の
分
離
・
中
立
と
い
う
要
素
か
ら
ラ

イ
シ
テ
を
定
義
し
て
い
る
。
ラ
イ
シ
テ
を
要
素
分
解
す
る
こ
と
で
、
様
々

な
時
代
と
場
所
の
ラ
イ
シ
テ
の
諸
相
を
観
察
で
き
る
と
さ
れ
る
。
要
素
論

的
定
義
は
二
〇
一
〇
年
代
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
を
越
え
て
英
語
圏
の
世

俗
主
義
研
究
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
宗
教
社
会
学
の
概
念
的

道
具
と
し
て
用
い
る
う
え
で
、
こ
の
要
素
論
的
定
義
に
は
二
つ
問
題
が
あ

る
。
ひ
と
つ
は
規
範
的
な
性
格
で
あ
る
。
自
由
・
平
等
を
「
目
的
」
と
す

る
定
義
で
は
、
当
該
の
ラ
イ
シ
テ
が
「
正
し
い
」
か
「
間
違
っ
て
い
る
」

か
と
い
う
議
論
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
概
念
の
曖
昧
さ
で

あ
る
。
自
由
や
中
立
性
と
い
う
概
念
は
多
様
な
解
釈
に
開
か
れ
て
お
り
自

明
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
要
素
論
的
定
義
は
宗
教
社
会
学
の
概
念

的
道
具
に
す
る
に
は
恣
意
性
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
本
質
（「
政
教
分
離
」「
世

俗
主
義
」「
自
由
・
平
等
・
分
離
・
中
立
」）
か
ら
ラ
イ
シ
テ
を
定
義
し
て

ラ
イ
シ
テ
概
念
の
理
論
的
再
検
討 

│
│ 

政
教
分
離
か
世
俗
主
義
か
そ
れ
と
も 

│
│

田
中　

浩
喜

　

宗
教
社
会
学
の
分
析
概
念
と
し
て
用
い
る
に
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

本
発
表
で
は
日
英
仏
語
の
宗
教
研
究
で
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
が
い
か
に

語
ら
れ
て
き
た
の
か
を
批
判
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
ラ
イ
シ
テ
を
宗
教

社
会
学
の
分
析
概
念
と
す
る
た
め
の
「
関
係
論
的
理
解
」
を
提
示
し
た
。

な
お
、
宗
教
学
史
を
描
く
方
法
は
、
学
説
史
と
学
問
史
に
大
き
く
区
別
で

き
る
が
、
本
発
表
で
は
学
説
史
の
観
点
か
ら
議
論
を
進
め
た
。

　

戦
後
日
本
で
ラ
イ
シ
テ
は
「
政
教
分
離
」
の
一
類
型
と
さ
れ
て
き
た
。

早
い
段
階
か
ら
ラ
イ
シ
テ
を
論
じ
た
の
は
宮
沢
俊
義
だ
が
、
戦
後
の
ラ
イ

シ
テ
理
解
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
相
沢
久
の
研
究
で
あ
る
。

相
沢
は
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
を
対
照
さ
せ
、
前
者
を
宗
教

に
「
友
好
的
」、
後
者
を
「
非
友
好
的
」
と
し
た
。
宗
教
学
者
の
阿
部
美

哉
も
こ
の
図
式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
だ
が
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
大

石
眞
と
小
泉
洋
一
が
、
ラ
イ
シ
テ
は
二
〇
世
紀
の
間
に
「
友
好
的
な
分

離
」
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ラ
イ
シ
テ
を
「
非
友
好
的
な
分
離
」

と
す
る
通
説
を
問
い
直
し
た
。
た
だ
し
、
ラ
イ
シ
テ
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
融

和
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
摩
擦
の
激
化
と
同
時
に
生
じ
て
い
る
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
の
通
時
的
可
変
性
だ
け
で
な
く
共
時
的
複
数
性
に

も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

欧
米
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」
研
究
の
な
か
で
、

ラ
イ
シ
テ
が
世
俗
主
義
の
一
類
型
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
規
範
的
な

「
ポ
ス
ト
世
俗
主
義
」
言
説
は
多
岐
に
渡
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
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の
だ
ろ
う
か
。

　
「
小
児
性
愛
」（pédophilie

）
と
い
う
言
葉
の
フ
ラ
ン
ス
語
初
出
は
一

九
世
紀
後
半
で
、
字
義
通
り
に
は
「
子
ど
も
を
愛
す
る
」
こ
と
を
意
味

し
、philos

とeros

の
区
別
に
基
づ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
必
ず
し
も
性

的
な
含
み
は
な
か
っ
た
は
ず
の
も
の
だ
が
、
二
〇
世
紀
末
以
降
は
子
ど
も

に
対
す
る
性
犯
罪
の
意
味
合
い
で
非
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
言
葉
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
聖
職
者
に
よ
る
性
暴
力
の
被
害
を
受
け
て

き
た
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
少
年
・
少
女
だ
け
で
な
く
成
人
女
性
で
あ
る

修
道
女
も
含
ま
れ
る
。「
性
的
虐
待
」（abus sexuels

）
と
い
う
言
葉
も

あ
る
が
、« abus de pouvoir »

は
「
権
力
の
濫
用
」
と
訳
し
た
ほ
う

が
通
り
が
よ
く
、« abus »

を
機
械
的
に
「
虐
待
」
と
は
し
に
く
い
。

ま
た
、「
性
的
虐
待
」
の
客
観
的
規
定
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
、
当

事
者
で
も
裁
判
官
で
も
弁
護
士
で
も
な
い
研
究
者
に
は
使
い
に
く
い
面
も

あ
る
。「
性
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」（scandales sexuels

）
と
し
て
報
じ

ら
れ
た
も
の
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
実
際
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た

証
言
の
食
い
違
い
な
ど
も
括
弧
に
入
れ
て
宙
吊
り
に
し
な
が
ら
、
よ
り
社

会
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
最
初

の
性
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
波
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
代
後
半
以
降 

は
よ
り
大
規
模
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
達
や

#M
eT

oo

運
動
と
の
同
時
性
の
ほ
か
、「
み
ん
な
の
た
め
の
デ
モ
」（
同

性
婚
反
対
運
動
）
か
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
宗
教

社
会
学
者
の
セ
リ
ー
ヌ
・
ベ
ロ
ー
は
、「
み
ん
な
の
た
め
の
デ
モ
」
に
お

い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
致
団
結
を
演
出
し
え
た
保
守
派
が
、
性
的
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
に
お
い
て
は
最
も
打
撃
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
カ
ト
リ

い
る
が
、
本
発
表
で
は
そ
れ
に
代
わ
り
、
ラ
イ
シ
テ
の
「
関
係
論
的
理

解
」
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
シ
テ
を
「
政
治
が
宗
教
と
取
り
結

ぶ
関
係
性
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
シ
テ
の
本
質
に
つ
い
て

は
判
断
を
停
止
し
、
広
く
政
教
関
係
と
捉
え
る
こ
と
で
、
そ
の
多
様
な
形

態
の
記
述
が
可
能
に
な
る
。
た
だ
し
、
伊
達
聖
伸
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

ラ
イ
シ
テ
は
政
治
を
主
体
と
し
宗
教
を
客
体
と
す
る
政
教
関
係
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
政
教
関
係
は
時

代
と
場
所
に
応
じ
て
異
な
る
「
世
俗
」「
宗
教
」「
政
治
」
の
認
識
的
布
置

に
基
づ
く
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
様
々

な
時
代
と
場
所
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
千
姿
万
態
を
記
述
す
る
こ
と
が
、

ラ
イ
シ
テ
の
宗
教
社
会
学
の
ひ
と
つ
の
課
題
と
言
え
る
。

現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
に
よ
る
性
暴
力
の
問
題

伊
達　

聖
伸

　

一
九
七
〇
年
か
ら
二
〇
年
間
に
わ
た
り
リ
ヨ
ン
郊
外
の
教
区
で
ス
カ
ウ

ト
の
責
任
者
と
い
う
立
場
を
利
用
し
て
小
児
性
愛
の
行
為
に
及
ん
で
い
た

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
プ
レ
ナ
神
父
が
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
被
害
者
た
ち
か

ら
告
発
を
受
け
た
。
こ
の
プ
レ
ナ
事
件
は
、
状
況
を
把
握
し
て
い
な
が
ら

事
実
を
隠
蔽
し
続
け
た
リ
ヨ
ン
大
司
教
の
名
に
ち
な
ん
で
バ
ル
バ
ラ
ン
事

件
と
も
呼
ば
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
特
に
二
〇
一
〇
年
代
後
半
以
降
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
に
よ
る
性
暴
力
の
問
題
が
次
々
と
明
る
み
に
出
て

き
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
件
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
叙
述
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
を
め
ぐ
る
問
題
は
昔

か
ら
あ
っ
た
が
、
今
こ
の
よ
う
な
形
で
噴
出
し
て
い
る
事
実
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
何
を
示
唆
し
て
い
る
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イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
「
寛
容
」
の
リ
ア
ル
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

髙
尾
賢
一
郎

　

伝
統
的
な
宗
教
規
範
の
排
除
を
寛
容
と
捉
え
る
、
近
代
西
洋
黎
明
期
の

市
民
的
宗
教
理
解
は
、
今
日
な
お
有
効
か
つ
支
配
的
な
言
説
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
近
代
以
前
の
宗
教
の
あ
り
方
を
求
め
る
こ
と
が
不
寛
容
と
評
さ

れ
、
特
に
二
〇
〇
一
年
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
そ

の
象
徴
と
し
て
西
洋
に
認
識
さ
れ
た
。
日
本
で
は
、
世
界
観
や
教
義
に
踏

み
込
ん
で
（
特
に
）
イ
ス
ラ
ー
ム
を
不
寛
容
と
評
価
す
る
一
神
教
批
判
が

展
開
し
、
寛
容
な
多
神
教
と
不
寛
容
な
一
神
教
と
い
う
対
立
構
図
が
普
及

し
た
。

　

ム
ス
リ
ム
社
会
に
目
を
向
け
れ
ば
、
例
え
ば
中
東
で
寛
容
が
議
題
化
し

た
背
景
に
は
二
〇
世
紀
後
半
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
（
公
共
領
域
で
の
イ
ス

ラ
ー
ム
的
価
値
の
実
現
を
求
め
る
考
え
）
の
台
頭
が
あ
る
。
こ
れ
は
政
治

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
各
国
政
府
か
ら
す
れ

ば
不
寛
容
の
排
除
は
治
安
上
の
課
題
と
な
っ
た
。
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
が
武
装
活
動
に
従
事
し
た
エ
ジ
プ

ト
と
シ
リ
ア
で
は
、
寛
容
（tasām

uh.

）、
穏
健
（m

u
‘tadil

）、
中
道

（m
utaw

assit.

）
と
い
っ
た
標
語
が
、
過
激
主
義
の
対
極
を
指
す
も
の
と

し
て
普
及
し
た
。

　

こ
の
状
況
を
、
一
部
の
知
識
人
は
自
ら
の
地
位
確
立
に
活
用
し
た
。
シ

リ
ア
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
・
ラ
マ
ダ
ー
ン
・
ブ
ー
テ
ィ
ー
（
二
〇

一
三
年
没
）
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
政
治
活
動
の
拒
否
を
本
来
の
穏

健
・
寛
容
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
有
り
様
と
喧
伝
し
て
世
俗
主
義
政
権
（
バ
ア

ス
党
）
と
の
協
働
関
係
を
築
い
た
。
彼
を
師
と
仰
ぐ
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の

ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
ー
デ
ィ
ク
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ユ
ー
ス
フ
（
二
〇
一
五
年

ッ
ク
は
同
性
婚
に
付
随
す
る
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
子
ど
も
の
権
利
の
名

に
お
い
て
反
対
し
て
き
た
だ
け
に
、
聖
職
者
に
よ
る
小
児
性
愛
の
事
実
が

突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
受
け
る
動
揺
は
大
き
い
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
系
新
聞
『
ラ
・
ク
ロ
ワ
』
の
記
者
セ
リ
ー
ヌ
・
オ
ヨ
ー

は
、『
神
父
た
ち
の
裏
切
り
』
の
な
か
で
、
次
々
と
暴
か
れ
る
神
父
た
ち

の
性
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
つ
い
て
、
実
態
は
多
様
だ
が
精
神
的
権
力
を
濫

用
し
て
相
手
の
信
頼
を
裏
切
っ
た
点
は
共
通
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
二
〇

世
紀
後
半
に
「
新
し
い
共
同
体
」
を
創
設
し
て
教
会
刷
新
運
動
を
主
導
し

て
き
た
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
が
失
墜
し
て
い
る
事
例
を
多
く
挙
げ
て
い

る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
指
導
者

は
二
〇
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
伝
統
的
支
配
に
対
す
る
カ
リ
ス
マ
的
支
配

を
打
ち
立
て
た
と
言
え
よ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
論
じ
た
の
は
「
カ
リ
ス
マ

の
日
常
化
」
だ
が
、
現
在
の
聖
職
者
に
よ
る
性
暴
力
の
問
題
は
、
カ
リ
ス

マ
が
合
理
化
に
も
伝
統
化
に
も
失
敗
す
る
世
俗
と
宗
教
の
時
代
を
暗
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、「
教
権
主
義
」
と
闘
い
、「
虐
待
の
文
化
」
に

終
止
符
を
打
つ
と
宣
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
教
皇
の
取
り
組
み
は
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
内
部
か
ら
の
反
対
に
も
遭
遇
し
て
い
る
。
聖
職
者
に
よ
る
性

暴
力
の
問
題
は
、
現
在
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
を
め
ぐ
る
諸
課
題
を
映
し
出
す
プ
リ
ズ
ム
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
聖
職

者
の
結
婚
や
、
女
性
聖
職
者
の
可
能
性
と
も
リ
ン
ク
し
て
い
る
問
題
で
あ

る
。
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り
、
こ
れ
を
継
承
し
た
今
日
の
西
洋
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
は
寛
容
の
暴

力
化
が
最
も
進
ん
だ
場
所
の
一
つ
と
い
え
る
。
二
〇
一
五
年
の
シ
ャ
ル
リ

ー
・
エ
ブ
ド
誌
本
社
襲
撃
事
件
以
降
の
「
テ
ロ
」
を
、
政
府
は
総
じ
て

「
表
現
の
自
由
」
と
こ
れ
を
拒
む
不
寛
容
と
の
闘
い
と
位
置
づ
け
て
き
た
。

　

こ
う
し
て
世
界
各
地
を
つ
な
い
で
き
た
寛
容
の
回
廊
は
、
今
後
一
層
の

拡
張
が
予
想
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
様
々
な
過
激
主
義
を
封
じ

込
め
る
権
力
と
し
て
機
能
す
る
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
標
語
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
寛
容
の
回
廊
が
向
か
う
先
は
、「
他
人
の
言
動
な
ど
を

よ
く
受
け
入
れ
る
」
道
徳
的
秩
序
で
は
な
く
、
不
寛
容
の
排
除
を
目
的
に

各
国
が
暴
力
を
共
有
す
る
安
全
保
障
体
制
で
あ
る
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
運
動
と 

公
教
育
で
の
宗
教
の
位
置
づ
け

外
川　

昌
彦

　

本
報
告
で
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
公
教
育
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ

け
か
ら
、
世
俗
主
義
／
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
を
め
ぐ
る
人
々
の
二
極
化
し
た

宗
教
意
識
が
構
成
さ
れ
る
過
程
を
検
証
す
る
。

　

大
塚
和
夫
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
を
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
的
価
値
に
基
づ

く
社
会
や
国
家
の
実
現
を
目
指
す
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
運
動
」
と
定

義
し
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
視
線
を
含
む
「
原
理
主
義
」
に
代
わ
る
用

語
と
し
て
定
着
す
る
（『
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
は
何
か
』
二
〇
〇
四
）。
し

か
し
、
現
実
の
社
会
運
動
は
多
様
で
、
改
革
運
動
か
ら
ジ
ハ
ー
ド
主
義
も

含
む
様
々
な
用
法
が
見
ら
れ
、
特
に
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
政

党
・
団
体
は
一
括
り
に
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
が
西
洋
近
代
の
「
世
俗
」
概
念
と
対
比
さ
れ
、
そ
れ
を

没
）
は
一
九
八
九
年
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
一
環
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信

仰
・
慣
行
が
認
可
さ
れ
た
際
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
宗
務
局
の
法
裁
定
官
に

就
き
、
国
家
が
目
指
す
「
穏
健
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
形
成
に
貢
献
し
た
。

ま
た
エ
ジ
プ
ト
出
身
で
現
在
は
カ
タ
ー
ル
を
拠
点
と
す
る
ユ
ー
ス
フ
・
カ

ラ
ダ
ー
ウ
ィ
ー
（
一
九
二
六
年
生
）
は
、
復
古
主
義
と
改
革
主
義
の
融
合
、

現
代
的
状
況
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
調
和
を
掲
げ
る
中
道
派
（w

asat. īya

）

の
旗
振
り
役
を
務
め
た
。
寛
容
を
本
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
喧
伝
し
て
宗
教

知
の
担
い
手
と
し
て
の
威
光
を
保
ち
な
が
ら
、
過
激
主
義
を
拒
む
こ
と
で

政
治
権
力
か
ら
の
信
任
も
得
る
。
こ
う
し
た
、
お
そ
ら
く
現
代
中
東
の
ウ

ラ
マ
ー
に
と
っ
て
理
想
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
い
ず
れ
も
成
功
し
た
の
で

あ
る
。

　

寛
容
（
と
そ
の
類
語
）
の
旗
印
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
国
家
間

レ
ベ
ル
で
も
普
及
し
た
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
国
王
が
二

〇
〇
三
年
に
「
中
庸
・
穏
健
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
政
策
を
打
ち
出
し
、
二
〇

〇
四
年
に
は
ヨ
ル
ダ
ン
の
ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
二
世
国
王
の
「
ア
ン
マ
ン
・
メ

ッ
セ
ー
ジ
」
で
中
道
が
掲
げ
ら
れ
た
。
ま
た
二
〇
〇
八
年
に
採
択
さ
れ
た

イ
ス
ラ
ー
ム
協
力
機
構
の
新
憲
章
に
は
、「
中
道
と
寛
容
に
基
づ
く
イ
ス

ラ
ー
ム
」
と
の
文
言
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
四
年
の
武
装
組
織

「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」（
Ⅰ
Ｓ
）
台
頭
の
際
、
周
辺
諸
国
は
軍
事
力
で
こ
れ
を

防
ぐ
と
と
も
に
、
寛
容
を
安
全
保
障
の
柱
に
据
え
て
、
同
組
織
の
思
想
や

行
動
を
不
寛
容
な
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
異
な
る
も
の
と
断
罪
し
た
。
こ
の

図
式
（
イ
ス
ラ
ー
ム
＝
寛
容

≠

Ⅰ
Ｓ
）
の
下
、
寛
容
は
寛
容
以
外
を
許
さ

な
い
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
の
手
法
と
し
て
確
立
し
た
。
こ
の
有
り
様
は
中

東
を
越
え
、
欧
州
で
も
顕
著
で
あ
る
。
も
と
よ
り
市
民
的
宗
教
理
解
は
、

寛
容
の
た
め
の
不
寛
容
を
躊
躇
わ
な
い
一
種
の
自
己
矛
盾
を
抱
え
て
お
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遡
る
伝
統
的
な
宗
教
教
育
を
保
持
す
る
が
、
世
俗
科
目
も
部
分
的
に
取
り

入
れ
ら
れ
、
二
〇
一
八
年
に
は
学
位
を
規
定
す
る
法
律
（Q

aw
m

i M
a-

drasa A
ct

）
も
導
入
さ
れ
、
一
定
の
公
教
育
化
も
進
め
ら
れ
る
。
以
上

の
各
種
学
校
に
お
け
る
宗
教
科
目
の
位
置
づ
け
を
対
比
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。（
１

）公
立
学
校
：
世
俗
科
目
に
加
え
て
選
択
的
な
必
修
の
宗

教
科
目
が
設
け
ら
れ
、
宗
教
科
目
は
約
一
〜
二
割
を
占
め
る
。（
２

）公
立

マ
ド
ラ
サ
学
校
：
宗
教
科
目
と
世
俗
科
目
が
併
存
し
、『
コ
ー
ラ
ン
』、
イ

ス
ラ
ー
ム
入
門
、
ア
ラ
ビ
ア
語
等
を
含
め
た
宗
教
的
科
目
は
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
約
五
〜
七
割
を
占
め
る
。（
３

）私
立
マ
ド
ラ
サ
学
校
：
公
的
管
理

を
受
け
な
い
私
立
マ
ド
ラ
サ
は
、
そ
の
内
容
は
多
様
だ
が
、
宗
教
的
科
目

は
全
体
の
七
〜
九
割
を
占
め
る
。

　

以
上
か
ら
、
世
俗
／
宗
教
教
育
を
区
分
す
る
境
界
は
明
確
で
は
な
く
、

教
育
に
お
け
る
世
俗
性
は
、
宗
教
科
目
の
相
対
的
な
比
重
や
バ
ラ
ン
ス
で

測
ら
れ
る
事
が
指
摘
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
公
立
マ
ド
ラ
サ
校
は
、
私
立

マ
ド
ラ
サ
と
比
べ
、
宗
教
科
目
が
少
な
い
と
い
う
意
味
で
は
世
俗
的
で
、

公
立
学
校
と
の
関
係
で
は
よ
り
宗
教
的
と
い
う
相
対
的
な
違
い
と
な
る
。

ま
た
、
マ
ド
ラ
サ
か
ら
公
立
学
校
へ
の
進
学
な
ど
、
就
職
や
進
学
機
会
に

応
じ
た
コ
ー
ス
選
択
な
ど
、
教
育
機
会
に
お
け
る
世
俗
／
宗
教
教
育
の
複

合
性
・
相
対
性
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
マ
ド
ラ
サ
を
基
盤
と
す

る
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
へ
の
人
々
の
支
持
が
統
計
的
な
比
率
を
越
え
た
広
が

り
を
持
ち
、
政
治
的
争
点
に
応
じ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
運
動
の
主
張
が
支

持
さ
れ
る
な
ど
、
二
極
化
し
た
政
治
構
造
を
生
み
だ
す
背
景
を
与
え
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。

逸
脱
す
る
「
宗
教
」
運
動
と
さ
れ
る
と
、
か
つ
て
の
「
原
理
主
義
」
と
同

様
の
問
題
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

主
義
を
、「
ム
ス
リ
ム
社
会
が
、
国
民
国
家
や
市
民
社
会
を
構
成
す
る
過

程
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
価
値
を
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
再
認
識

し
、
実
践
す
る
運
動
」
と
定
義
す
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
タ
ラ
ル
・

ア
サ
ド
は
、
既
存
の
公
共
宗
教
論
を
再
考
し
、
世
俗
的
で
中
立
的
な
討
議

の
場
と
さ
れ
る
公
共
領
域
（public sphere

）
が
、
常
に
健
全
な
民
主
的

討
議
を
促
す
場
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
（Form

ation of the 
Secular: Christianity, Islam

 M
odernity. T

alal A
sad 2003

）。

特
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
ス
カ
ー
フ
事
件
や
欧
米
諸
国
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
・

フ
ォ
ビ
ア
（
イ
ス
ラ
ー
ム
嫌
悪
）
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
国
民
教
育
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
多
様
な
市
民
を
超
越
的
に
媒
介
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

運
動
と
し
て
の
世
俗
主
義
の
側
面
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
、
本
報

告
で
は
公
教
育
で
の
宗
教
の
位
置
づ
け
か
ら
考
え
る
。

　

一
九
七
一
年
の
独
立
戦
争
で
宗
教
の
名
の
下
で
多
数
の
犠
牲
者
を
生
ん

だ
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
、
世
俗
的
な
教
育
制
度
の
導
入
を
進
め
る
が
、

そ
れ
は
四
つ
の
宗
教
を
平
等
に
扱
う
選
択
的
な
宗
教
科
目
と
し
て
実
施
さ

れ
る
。
世
俗
科
目
に
加
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
、
キ

リ
ス
ト
教
が
選
択
必
修
科
目
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
政
府
の
管
理
に
置
か

れ
た
公
立
マ
ド
ラ
サ
学
校
（A

lia M
adrasa

）
へ
の
公
的
支
援
が
拡
充

さ
れ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
整
備
さ
れ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
公
教

育
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
農
村
部
の
低
所
得
層
の
子
弟
に
向
け
た
無
償
の 

学
校
と
し
て
、
私
立
マ
ド
ラ
サ
学
校
が
拡
大
す
る
。
公
的
支
援
を
受
け

ず
、
政
府
の
管
理
を
受
け
な
い
私
立
マ
ド
ラ
サ
は
、
コ
ウ
ミ
・
マ
ド
ラ
サ

（Q
w

am
i M

adrasa

）
と
総
称
さ
れ
、
多
く
が
デ
ー
オ
バ
ン
ド
学
院
に
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は
ま
る
。
と
い
う
の
は
、
学
校
で
教
え
ら
れ
る
「
正
則
語
」
ア
ラ
ビ
ア
語

は
コ
ー
ラ
ン
の
言
語
と
し
て
聖
性
を
帯
び
、
こ
れ
を
学
ぶ
こ
と
と
イ
ス
ラ

ム
を
学
ぶ
こ
と
は
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
教
科
書
に

は
「
寛
容
と
平
和
」、「
科
学
と
道
徳
」
と
い
っ
た
単
元
が
並
び
、
や
は
り

コ
ー
ラ
ン
の
引
用
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

　
「
宗
教
教
育
（
イ
ス
ラ
ム
）」
を
担
当
す
る
の
は
、「
ア
ラ
ビ
ア
語
」
を

専
門
と
す
る
教
員
で
あ
り
、
逆
で
は
な
い
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。

「
ア
ラ
ビ
ア
語
」
教
員
養
成
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
カ
イ
ロ
大
学

を
は
じ
め
と
す
る
四
つ
の
国
立
大
学
に
あ
る
「
ダ
ー
ル
ル
・
ウ
ル
ー
ム
」

学
部
で
あ
る
。
前
身
は
、
一
八
七
二
年
に
開
設
さ
れ
た
同
名
の
師
範
学
校

で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
ア
ラ
ビ
ア
語
や
イ
ス
ラ
ム
関
連
の
学
問
、
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
ア
ズ
ハ
ル
で
教
え
ら
れ
て
き
た
科
目
に
加
え
て
、
数
学
、
地

理
、
歴
史
、
科
学
な
ど
を
学
ば
せ
る
こ
と
で
、
近
代
的
な
学
校
で
の
教
育

を
担
え
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
校
が
一
九
四
六
年

に
カ
イ
ロ
大
学
の
前
身
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
大
学
に
吸
収
さ
れ
て
「
ダ
ー
ル

ル
・
ウ
ル
ー
ム
」
学
部
と
な
っ
た
こ
と
は
、
公
教
育
に
お
け
る
ア
ラ
ビ
ア

語
お
よ
び
イ
ス
ラ
ム
の
教
育
は
、
ア
ズ
ハ
ル
大
学
出
身
者
で
は
な
く
、
近

代
的
、
世
俗
的
な
教
育
を
終
え
た
者
が
行
う
と
い
う
流
れ
を
決
定
的
に
し

た
。
こ
の
流
れ
が
止
ま
っ
て
は
い
な
い
こ
と
は
、
二
〇
一
六
年
に
ア
ス
ワ

ン
大
学
に
同
学
部
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
宗
教
教
育
」
科
目
と
は
異
な
り
、「
ア
ラ
ビ
ア
語
」
科
目
は
す
べ
て
の

生
徒
が
、
同
じ
教
科
書
を
使
い
、
同
じ
教
室
で
授
業
を
受
け
る
。
そ
の
た

め
、
教
科
書
に
コ
ー
ラ
ン
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
非
ム
ス
リ
ム

に
コ
ー
ラ
ン
の
学
習
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
側
か
ら
不
満
が
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に

国
教
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム
と
公
教
育
に
お
け
る
宗
教 

│
│ 

エ
ジ
プ
ト
の
例
か
ら 

│
│

八
木
久
美
子

　

エ
ジ
プ
ト
は
、
ア
ズ
ハ
ル
の
存
在
ゆ
え
に
歴
史
的
に
ス
ン
ナ
派
イ
ス
ラ

ム
世
界
の
学
問
的
な
中
心
で
あ
っ
た
。
今
日
も
イ
ス
ラ
ム
が
国
教
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
一
九
世
紀
か
ら
近
代
化
・
西
洋
化
を
進
め

て
き
た
エ
ジ
プ
ト
は
、「
世
俗
的
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
な
か

で
も
教
育
は
司
法
と
並
ん
で
ウ
ラ
マ
ー
の
排
除
が
進
ん
で
領
域
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
公
教
育
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
は
ど
の
よ
う
に
教
え
ら

れ
る
の
か
。

　

エ
ジ
プ
ト
の
教
育
に
特
徴
的
な
の
は
、「
世
俗
的
」
教
育
を
行
う
一
般

校
と
、
ア
ズ
ハ
ル
系
の
学
校
に
体
系
が
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
九
割
が
属
す
る
一
般
校
の
高
校
に
お
い
て
イ
ス

ラ
ム
が
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
か
を
見
る
。
憲
法
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア

語
、
民
族
史
と
並
ん
で
宗
教
教
育
は
、
大
学
前
教
育
の
す
べ
て
の
段
階
に

お
い
て
必
修
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
宗
教
教
育
」
科
目
は
生
徒

の
属
す
る
宗
教
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
に
分
か
れ
る
。
な

お
、
エ
ジ
プ
ト
の
教
育
制
度
は
中
央
集
権
化
し
て
お
り
、
小
学
校
か
ら
高

校
ま
で
一
般
校
に
お
い
て
、
教
科
書
は
国
の
定
め
た
一
種
類
し
か
な
い
。

　

二
〇
一
九
年
度
の
高
校
一
年
生
用
の
「
宗
教
教
育
（
イ
ス
ラ
ム
）」
科

目
の
教
科
書
に
は
コ
ー
ラ
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
が
多
く
引
用
さ
れ
、
伝
統
的

な
教
育
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
単
元
ご
と
に
、
イ
ス
ラ

ム
は
善
行
を
重
ん
じ
る
、
イ
ス
ラ
ム
は
科
学
を
称
揚
す
る
、
と
い
っ
た
テ

ー
マ
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
コ
ー
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
が
自
在

に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ア
ラ
ビ
ア
語
」
の
教
科
書
に
も
あ
て
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論
者
と
さ
れ
る
ロ
イ
ス
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
基
づ
く
ニ
ュ
ー
ト

ン
の
真
理
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
死
後
、
デ
ー
デ
キ
ン
ト
が
登
場
し
展
開
す

る
数
学
基
礎
論
に
基
づ
い
た
無
理
数
の
定
義
や
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

の
真
理
が
認
め
ら
れ
た
現
代
で
も
十
分
に
通
用
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え

て
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
に
到
る
流
れ
、
ラ
ッ
セ
ル
の
階
形

理
論
、
テ
ニ
ス
ン
の
詩
を
包
含
す
る
と
い
う
巨
大
な
視
座
を
提
示
し
た
。

対
し
て
デ
ュ
ー
イ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
い
う
個
人
は
、
ロ
イ
ス
の
危
惧
す
る

よ
う
な
単
な
る
孤
立
し
た
個
人
で
は
な
く
、
歴
史
的
社
会
的
に
影
響
を
与

え
続
け
る
個
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
ロ
イ
ス
の
杞
憂
を
一
掃
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
で
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
ロ
イ
ス
に
対
峙
す
る

立
場
で
あ
る
「
新
実
在
論
」
に
も
必
ず
し
も
全
面
的
に
同
調
し
な
か
っ

た
。
ペ
リ
ー
は
デ
ュ
ー
イ
を
「
自
己
中
心
的
範
疇
」（Egocentric pre-

dicam
ent

）
と
批
判
し
た
が
、
そ
の
ペ
リ
ー
に
同
意
し
た
ラ
ッ
セ
ル
を

デ
ュ
ー
イ
は
批
判
し
て
い
る
。

　
「
も
し
い
か
な
る
も
の
も
、
あ
る
種
の
永
遠
な
る
本
質
で
あ
り
、
本
質

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
な
色
と
し
て
の
事
物
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
定
義
上
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ
う
な
問
い
を

陳
述
の
中
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。【
そ
の
場
合
に

も
】
任
意
の
赤
以
上
に
、
単
純
で
、
無
時
間
的
で
、
絶
対
的
な
あ
ら
ゆ
る

も
の
な
ど
、
決
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
【
筈
で
あ
る
】。【
そ

し
て
】
人
は
、
受
け
取
ら
れ
た
陳
述
、
例
え
ば
、
地
上
に
お
け
る
引
力
の

法
則
な
ど
の
特
徴
を
問
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
未
だ
発

見
さ
れ
て
い
な
い
諸
条
件
に
依
存
し
た
り
、【
あ
る
い
は
ま
た
】
陳
述
上

の
変
化
を
含
む
発
見
に
依
存
す
る
か
も
知
れ
な
い
ほ
ど
、
複
雑
な
根
拠
の

上
に
基
づ
い
た
引
力
の
法
則
の
特
徴
を
問
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
の

つ
い
て
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
引
用
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
で
あ

っ
て
、
引
用
さ
れ
た
部
分
は
イ
ス
ラ
ム
の
教
義
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な

く
、
創
造
主
の
創
造
の
業
や
全
人
類
に
共
通
す
る
基
本
的
な
価
値
に
つ
い

て
の
も
の
で
あ
り
問
題
な
い
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

憲
法
で
は
イ
ス
ラ
ム
が
国
教
と
さ
れ
、
ア
ズ
ハ
ル
の
権
威
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
教
育
制
度
に
関
し
て
は
、
ア
ズ
ハ
ル
系
の
教
育
制
度
を

分
離
し
た
う
え
で
残
す
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
ム
の
護
持
と
い
う
体
制
が
整
え

ら
れ
る
。
ま
た
一
般
校
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
生
徒
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
用

の
宗
教
教
育
科
目
を
学
ぶ
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

を
補
強
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
圧
倒
的
多
数
の
生

徒
が
学
ぶ
一
般
校
で
教
え
ら
れ
る
イ
ス
ラ
ム
は
、
非
ム
ス
リ
ム
に
も
受
容

可
能
な
普
遍
的
な
価
値
に
近
い
も
の
に
姿
を
変
え
て
い
る
。
コ
ー
ラ
ン
や

ハ
デ
ィ
ー
ス
は
、
平
和
、
宗
教
的
寛
容
、
他
者
の
受
容
、
人
権
、
環
境
保

護
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
支
え
る
言
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。

デ
ュ
ー
イ
の
道
具
主
義 

│
│ 

観
念
論
対
新
実
在
論
の
相
克 
│
│長

谷　

瑞
光

　

多
く
の
デ
ュ
ー
イ
の
周
辺
に
い
る
哲
学
者
達
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
自
身
は

実
在
論
者
、
例
え
ば
素
朴
実
在
論
と
称
し
て
い
る
立
場
を
称
す
る
こ
と
に

対
し
て
は
懐
疑
的
だ
っ
た
。
デ
ュ
ー
イ
達
に
よ
る
『
論
理
学
理
論
の
研

究
』（
一
九
〇
三
年
）
を
到
る
と
こ
ろ
で
推
薦
し
て
い
た
ウ
イ
リ
ア
ム
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
す
ら
、
デ
ュ
ー
イ
は
、「
実
在
論
」
の
哲
学
だ
ろ
う
が
「
同

一
性
の
哲
学
」
と
い
え
る
面
も
あ
る
と
ス
ト
ロ
ン
グ
宛
て
の
手
紙
で
告
白

し
て
い
る
。
報
告
で
は
発
表
者
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
か
っ
た
が
、
観
念
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ル
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
最
終
的
に
観
念
論
と
実
在
論
の
対
立
の
相
克
を
目
指

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

離
散
、
翻
訳
、
普
遍
性 

│
│ 

Ｊ
・
バ
ト
ラ
ー
と
「
メ
シ
ア
的
世
俗
主
義
」 │
│

坪
光　

生
雄

　

本
発
表
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
神
学-

政
治
的
な
思
考
を

「
ポ
ス
ト
世
俗
」
の
思
潮
と
し
て
理
解
す
る
た
め
の
準
備
的
考
察
で
あ
る
。

「
ポ
ス
ト
世
俗
」
の
主
要
論
点
の
一
つ
に
宗
教
言
語
論
、
と
り
わ
け
「
翻

訳
」
の
問
題
が
あ
る
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
宗
教
的
な
意
見

が
政
治
的
公
共
圏
に
参
入
す
る
こ
と
で
民
主
的
討
議
が
活
性
化
す
る
こ
と

を
期
待
し
な
が
ら
も
、
宗
教
か
ら
世
俗
の
言
語
へ
の
「
翻
訳
」
が
そ
の
条

件
と
な
る
よ
う
定
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
包
摂
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
く
の

批
判
を
集
め
て
も
い
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
翻
訳
論
は
そ
の
よ
う
な
批
判
の
一

つ
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
著
書
『
分
か
れ
道
』
に
お
い
て
、
バ
ト
ラ
ー
は
ユ
ダ
ヤ

的
伝
統
か
ら
普
遍
化
可
能
な
倫
理
的
価
値
を
引
き
出
し
つ
つ
、
そ
の
観
点

か
ら
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
た
。
こ

の
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
家
暴
力
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
的
批
判
」
は
、
ユ
ダ
ヤ

人
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
共
生
と
い
う
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
的
状
況
を
参
照
す
る

こ
と
で
可
能
に
な
る
。
ユ
ダ
ヤ
性
に
と
っ
て
本
質
的
な
倫
理
を
こ
う
し
た

「
他
者
と
の
共
生
」
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
倫
理
が
バ
ト
ラ
ー

の
強
調
す
る
意
味
に
お
い
て
「
ユ
ダ
ヤ
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
同
時

に
、
逆
説
的
な
仕
方
で
「
非
ユ
ダ
ヤ
的
」
も
の
に
開
か
れ
る
契
機
を
含
ん

で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
同
一
性
の
固
定
的
な
基
盤
か
ら
離
れ
る

で
あ
る
。【
だ
か
ら
そ
の
場
合
】、
た
と
え
二
足
す
二
が
四
と
い
う
こ
と
が

孤
立
し
た
陳
述
と
し
て
取
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
隠
さ
れ
た
諸
条
件

に
依
存
し
、
そ
の
諸
条
件
と
共
に
可
変
的
な
も
の
に
依
存
す
る
と
考
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
概
念
上
は
、
我
々
は
、
究
極
的
か

つ
単
純
な
デ
ー
タ
を
伴
っ
た
色
の
表
面
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。【
つ

ま
り
】
そ
れ
は
色
を
超
え
た
何
か
を
含
意
し
た
り
は
し
て
い
な
い
し
、
隠

さ
れ
た
依
存
【
関
係
】
も
な
い
の
で
あ
る
。【
だ
か
ら
】
た
と
え
そ
の
知
覚

が
た
だ
の
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
い
か
に
そ
の
存
在
が
「
他
の
時

間
」
の
問
い
を
提
起
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
」（M

W
. vol. 8. p. 88

）。

　

デ
ュ
ー
イ
は
具
体
例
を
想
定
し
て
こ
の
ラ
ッ
セ
ル
批
判
の
こ
の
文
脈
の

中
で
、
信
号
が
「
赤
」
か
ら
「
青
」
に
変
わ
っ
た
場
合
、
色
と
対
象
の
問

題
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
問
題
意
識
は
『
経
験
と
し
て
の
芸
術
』（
一
九
三
四
年
）
や
『
論
理
学

―
探
究
の
理
論
』（
一
九
三
八
年
）
ま
で
引
き
継
が
れ
る
議
論
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
こ
に
念
の
た
め
、
記
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
観
念
論
と
新
実
在
論
の
問
題
は
、『
実
験
論

理
学
論
集
』（
一
九
一
六
年
）
序
論
に
あ
る
程
度
纏
め
ら
れ
た
と
い
え
る

が
、
解
決
し
き
れ
な
い
問
題
は
『
経
験
と
自
然
』（
一
九
二
五
年
）
以
降

も
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
義
で
あ
る
『
確
実
性
の
探
求
』（
一
九
二
九
年
）
や

『
共
通
信
仰
』（
一
九
三
四
年
）
へ
と
問
題
意
識
は
続
い
て
い
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
『
実
験
論
理
学
論
集
』
序
論
で
は
、
分
析
的
実

在
論
で
は
な
い
と
し
て
も
、
自
ら
の
立
場
は
実
在
論
的
で
あ
る
と
デ
ュ
ー

イ
は
主
張
す
る
一
方
（M

W
. vol. 10. p. 341

）
で
、
そ
の
少
し
前
の
箇

所
で
は
道
具
主
義
は
観
念
論
的
な
面
も
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（M

W
. vol. 10. p. 338

）。
し
た
が
っ
て
デ
ュ
ー
イ
の
イ
ン
ス
ト
ゥ
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生
じ
る
。
こ
の
歴
史
的
散
逸
が
可
能
に
す
る
政
治
的-

倫
理
的
態
度
を
、

バ
ト
ラ
ー
は
「
メ
シ
ア
的
世
俗
主
義
」
と
も
呼
び
表
す
。

　

共
同
体
主
義
と
決
別
す
る
バ
ト
ラ
ー
の
思
考
は
、
深
い
差
異
の
経
験
か

ら
出
発
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
み
な
に
共
通
の
普
遍
的
な
権
利
の
概
念
に

到
達
す
る
。
は
た
し
て
そ
の
権
利
と
は
「
共
生
」
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
的

理
念
で
あ
っ
た
。
複
数
性
と
い
う
人
間
の
条
件
が
あ
ら
ゆ
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー

の
不
可
能
性
を
明
る
み
に
出
す
と
き
、
選
び
に
よ
ら
な
い
共
生
と
い
う
普

遍
的
な
倫
理
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

翻
訳
と
普
遍
性
に
関
す
る
バ
ト
ラ
ー
の
思
想
が
指
し
示
す
の
は
、
宗
教

的
伝
統
が
現
在
の
政
治
に
対
し
て
普
遍
的
な
主
張
を
立
て
る
、
い
ま
ひ
と

つ
の
道
筋
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
翻
訳
は
根
源
に
遡
る
思
考
と
は
無
縁

で
あ
る
。
宗
教
は
起
源
か
ら
追
い
立
て
ら
れ
、
伝
統
は
撒
き
散
ら
さ
れ
る
。

そ
の
帰
還
な
き
追
放
が
、
普
遍
へ
の
道
行
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
論
再
考 

│
│ 

キ
リ
ス
ト
教
国
論
と
白
人
至
上
主
義
か
ら 

│
│

佐
藤　

清
子

　

本
発
表
で
は
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
宗
教
研
究
の
動
向
、
特
に
宗
教
と
人

種
主
義
の
か
か
わ
り
を
再
考
す
る
諸
研
究
の
活
況
を
紹
介
・
参
照
し
つ

つ
、
近
年
の
二
つ
の
出
来
事
│
│
二
〇
二
〇
年
六
月
の
ト
ラ
ン
プ
に
よ
る

聖
書
を
掲
げ
た
写
真
撮
影
と
、
二
〇
二
一
年
一
月
の
バ
イ
デ
ン
就
任
式

│
│
を
と
り
あ
げ
、
人
種
主
義
の
問
題
が
「
市
民
宗
教
」
概
念
に
ど
の
よ

う
な
変
更
を
迫
る
の
か
、
と
く
に
隣
接
概
念
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
の
関
連
か
ら
考
察
し
た
。

　

二
〇
二
〇
年
、
コ
ロ
ナ
禍
に
世
界
が
揺
れ
る
中
、
ア
メ
リ
カ
で
は
新
た

経
験
に
よ
っ
て
、
他
者
へ
の
倫
理
的
応
答
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
の
な
か
で
次
第
に
「
翻
訳
」
の
問
題
が
焦
点
化
さ
れ
て

く
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
翻
訳
の
概
念
は
自
己
同
一
性
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
こ

と
、
原
典
を
方
々
に
撒
き
散
ら
す
こ
と
、
収
奪
者
に
土
地
を
明
け
渡
す
こ

と
と
い
っ
た
一
連
の
こ
と
が
ら
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ

ば
、
伝
統
は
翻
訳
の
機
会
に
元
々
の
同
一
性
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
り

そ
の
つ
ど
設
立
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
伝
統
が
現
在
の
倫
理

的
目
的
の
た
め
に
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
る
に
は
、
翻
訳
と
い
う
置
換
可
能

性
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
入
る
必
要
が
あ
る
。
伝
統
の
同
一
性
や
連
続
性
を
保

証
す
る
秩
序
の
な
か
に
見
知
ら
ぬ
他
者
が
割
り
込
ん
で
き
て
原
典
を
変
質

さ
せ
、
傷
も
の
に
し
、
散
逸
さ
せ
る
。「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
の
喪
失
」

の
経
験
、
馴
染
み
の
土
地
か
ら
の
出
発
＝
離
脱
、
歴
史
に
お
け
る
帰
還
な

き
追
放
と
し
て
の
「
翻
訳
」
こ
そ
、
伝
統
が
そ
の
倫
理
的
要
求
と
と
も
に

現
在
時
に
回
帰
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。

　

こ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
リ
ッ
ク
な
翻
訳
の
概
念
は
、
宗
教
的
で
も
あ
り
世
俗

的
で
も
あ
る
よ
う
な
不
純
さ
に
留
ま
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
あ
る
価
値
を

宗
教
的
言
語
か
ら
た
ん
に
引
き
抜
き
、
世
俗
主
義
の
体
制
に
同
一
化
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
他
方
、
バ
ト
ラ
ー
は
埋
め
込
ま
れ
た
価
値
の

脱
文
脈
化
、
脱
辺
境
化
、
さ
ら
に
は
そ
の
「
普
遍
化
」
を
構
想
す
る
。
こ

の
普
遍
化
は
何
ら
か
の
同
一
性
に
到
達
す
る
た
め
の
目
的
論
的
な
過
程
で

は
な
い
。
む
し
ろ
普
遍
性
は
、
そ
う
し
た
進
歩
の
連
続
性
が
挑
戦
さ
れ
、

同
化
不
可
能
な
も
の
の
異
議
申
し
立
て
に
よ
っ
て
目
的
論
的
な
歴
史
の
行

進
が
中
断
さ
れ
る
瞬
間
に
閃
く
よ
う
な
何
か
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な

想
起
が
誰
か
の
被
っ
た
過
去
の
苦
難
を
現
在
時
に
割
り
込
ま
せ
、
そ
の
喪

失
が
ま
た
別
の
喪
失
に
反
響
す
る
瞬
間
、
言
語
と
歴
史
を
横
切
る
翻
訳
が
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し
て
人
種
が
関
係
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
場
に
お
い
て
こ
そ
実
は
、

白
人
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
が
言
外
に
宗
教
と
等
置
さ
れ
て
い
な
い

か
、
ア
メ
リ
カ
を
（
ユ
ダ
ヤ
・
）
キ
リ
ス
ト
教
国
家
と
す
る
言
説
が
、
し

ば
し
ば
暗
黙
の
裡
に
、
白
人
キ
リ
ス
ト
教
国
家
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
白
人
至
上
主
義
を
そ
の
核

心
に
は
ら
む
概
念
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
提
示
、

分
析
す
る
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
る
一
方
、
ア
メ
リ
カ
を
統
合
す
る
政
治

の
宗
教
的
次
元
と
し
て
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
以
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
市

民
宗
教
」
も
、
人
種
主
義
を
逃
れ
え
な
い
概
念
な
の
で
は
な
い
か
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
た
と
き
、
二
つ
の
事
象
は
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
前
者
を
人
種
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
し
て
批
判
、
後
者
を
包
摂
的
市
民
宗
教
の
発
現
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と

も
可
能
だ
が
、
両
者
の
間
に
は
ア
メ
リ
カ
の
聖
書
の
伝
統
を
通
じ
国
家
統

合
を
は
か
ろ
う
と
す
る
共
通
点
も
存
在
す
る
。
発
表
で
は
、
近
年
一
層
注

目
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
／
交
差
性
」
概
念
と

宗
教
研
究
に
つ
い
て
も
言
及
し
つ
つ
、「
市
民
宗
教
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
対
照
的
に
類
型
化
す
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
連
続

性
や
人
種
主
義
と
の
か
か
わ
り
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
考
察
す
る
重
要
性
、
そ

し
て
「
ア
メ
リ
カ
の
」
市
民
宗
教
を
語
る
こ
と
を
こ
え
、
異
な
る
国
、
地

域
を
対
象
と
し
た
、
聖
な
る
共
同
体
と
人
種
主
義
の
問
題
へ
と
接
続
す
る

必
要
性
を
論
じ
た
。

な
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
が
盛
り
上
が
っ
た
。
抗
議
活
動
が
暴

動
に
発
展
し
た
末
の
六
月
一
日
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ

ス
庭
で
暴
動
取
り
締
ま
り
に
軍
の
投
入
も
辞
さ
な
い
と
の
会
見
を
行
っ
た

後
、
報
道
陣
を
引
き
連
れ
て
徒
歩
で
近
隣
の
教
会
へ
赴
き
、
聖
書
を
掲
げ

た
写
真
を
撮
影
さ
せ
た
。
直
前
に
は
近
接
す
る
広
場
に
い
た
平
和
的
抗
議

活
動
参
加
者
が
、
重
装
備
の
警
察
部
隊
に
よ
っ
て
追
い
払
わ
れ
て
お
り
、

催
涙
ガ
ス
や
ゴ
ム
弾
銃
が
使
用
さ
れ
た
。

　

二
〇
二
一
年
一
月
の
バ
イ
デ
ン
大
統
領
就
任
式
で
は
、
黒
人
女
性
詩
人

ア
マ
ン
ダ
・
ゴ
ー
マ
ン
と
、
朗
読
し
た
詩
「
私
た
ち
が
登
る
丘
」
が
注
目

さ
れ
た
。
詩
は
ア
メ
リ
カ
の
人
々
が
違
い
を
乗
り
越
え
未
来
に
向
か
う
こ

と
を
謳
い
、
作
中
聖
書
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
丘
」
の
語
は

一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
指
導
者
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
が
説
教

で
用
い
た
、
神
意
に
叶
い
世
界
が
見
上
げ
る
「
丘
の
上
の
街
」
と
し
て
の

ア
メ
リ
カ
を
連
想
さ
せ
る
。
ゴ
ー
マ
ン
の
詩
ほ
ど
に
は
話
題
に
な
ら
な
か

っ
た
も
の
の
、
新
大
統
領
も
自
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
に
じ
ま
せ
た
就

任
演
説
を
行
っ
た
。

　

二
つ
の
場
面
で
は
と
も
に
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
象
徴
に
よ
る

国
家
統
合
が
目
指
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
ゴ
ー
マ
ン
の
詩
が

絶
賛
さ
れ
た
一
方
、
ト
ラ
ン
プ
の
行
動
は
宗
教
右
派
を
中
心
と
し
た
一
部

の
支
持
を
受
け
つ
つ
も
、
保
守
派
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
含
む
多
く
の
人
々

か
ら
非
難
さ
れ
、
世
論
は
お
お
む
ね
批
判
的
で
あ
っ
た
。

　

近
年
の
ア
メ
リ
カ
研
究
で
は
、
人
種
差
別
的
発
言
を
繰
り
返
し
た
ト
ラ

ン
プ
が
白
人
福
音
派
の
強
い
支
持
を
う
け
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
こ
と

や
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
を
背
景
に
し
て
、
改
め
て
人
種
主

義
の
問
題
が
問
い
直
さ
れ
、
宗
教
研
究
の
分
野
も
例
外
で
は
な
い
。
一
見
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や
か
に
分
け
て
考
え
る
よ
う
う
な
が
す
。
た
と
え
ば
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ヤ
ン

グ
＝
ブ
ル
ー
エ
ル
に
よ
る
伝
記
も
、
こ
う
し
た
見
方
を
と
る
。
す
な
わ

ち
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
ま
で
の
時
期
、
特
異
な
シ
オ
ニ
ス

ト
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
生
存
の
た
め
に
奔
走
し
た
。
そ
の
経
験
は
彼
女

を
哲
学
の
世
界
か
ら
政
治
の
世
界
へ
と
向
か
わ
せ
た
が
、
最
終
的
に
彼
女

は
そ
こ
で
大
き
な
挫
折
を
経
験
し
、
結
果
、
現
実
政
治
か
ら
政
治
理
論
へ

と
転
向
し
た
。
ま
た
、
こ
の
変
化
に
は
、
思
想
の
内
容
の
変
化
も
対
応
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
自
身
の
体
験
を
直
接
的
背
景
と
す
る

『
全
体
主
義
の
起
源
』
を
著
わ
し
た
あ
と
、
理
論
的
省
察
を
深
め
、『
人
間

の
条
件
』
な
ど
の
著
作
を
通
し
て
「
世
界
へ
の
愛
」
を
、
つ
ま
り
、
悪
に

対
峙
す
る
善
や
政
治
的
自
由
の
可
能
性
な
ど
世
界
に
つ
い
て
肯
定
的
に
論

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
思
想
に
よ
っ
て
現
実
政
治
の
立
場
を
乗

り
越
え
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　

ヤ
ン
グ
＝
ブ
ル
ー
エ
ル
の
こ
う
し
た
見
立
て
に
は
説
得
力
が
あ
る
が
、

今
日
的
な
視
点
か
ら
は
不
満
も
あ
る
。
第
一
に
、『
全
体
主
義
の
起
源
』

（
や
そ
れ
以
前
の
近
代
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
群
）
を
、

欧
州
政
治
の
歴
史
に
か
か
わ
る
書
物
と
し
て
、
後
の
政
治
哲
学
の
諸
著
作

か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
こ
と
。
第
二
に
、
切
り
離
さ
れ
た
政
治
哲
学

が
、
現
実
政
治
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
。
第
三
に
、
ア
ー
レ

ン
ト
は
政
治
的
概
念
や
形
而
上
学
的
概
念
を
、
社
会
的
な
も
の
か
ら
切
断

し
て
論
じ
る
の
だ
が
、
彼
女
の
い
う
社
会
的
な
も
の
と
現
実
政
治
が
展
開

す
る
場
が
類
似
し
て
い
る
た
め
に
、
政
治
と
い
う
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
水

準
の
話
を
し
て
い
る
の
か
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

理
論
的
研
究
に
転
向
し
た
時
期
の
メ
モ
の
中
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
政
治

は
人
間
の
複
数
性
に
か
か
わ
る
と
定
義
し
た
（
ア
ー
レ
ン
ト
『
政
治
と
は

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
ユ
ダ
ヤ
民
族

丸
山　

空
大

　

二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
政
治
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
は
、
一
九
〇
六
年
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
家
庭
に
生
ま
れ
た
。
そ
の

後
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
迫
害
を
の
が
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
わ
た
り
、
そ
こ
で
英

語
で
著
作
を
発
表
し
た
。
彼
女
の
政
治
哲
学
の
内
容
は
、
古
典
古
代
の
ギ

リ
シ
ア
に
範
を
と
っ
た
政
治
的
自
由
を
称
揚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
、
存
命
中
は
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
と
し
て
で
は
な
く
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

伝
統
に
連
な
る
思
想
家
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
評
価
に

は
、
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
を
通
し
て
、
彼
女
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家

を
中
心
と
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
と
深
刻
な
対
立
関
係
に
陥
っ
て
い
た
こ
と

や
、
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
い
か
な
る
意
味
で
も
コ
ミ
ッ
ト
し
な

か
っ
た
と
い
っ
た
事
情
も
影
響
し
て
い
る
。
本
発
表
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
も
っ
た
意
味
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思

想
研
究
の
な
か
で
こ
の
問
い
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
自
身
は
、
い
く
つ
か
の
書
簡
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、

自
分
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ば
当
然
の
所
与
で

あ
り
、
そ
の
事
実
を
否
認
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
民
族
へ
の
愛
の
よ
う
な

も
の
を
も
っ
た
こ
と
も
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
は
亡
命
生

活
の
中
で
シ
オ
ニ
ス
ト
の
組
織
に
協
力
し
、
現
実
政
治
に
ユ
ダ
ヤ
民
族
の

一
人
と
し
て
主
体
的
に
か
か
わ
っ
た
が
、
こ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
当

時
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
迫
害
に
対
し
て
戦
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
こ
う
し
た
言
明
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ

ヤ
人
と
し
て
の
体
験
と
渡
米
後
の
成
熟
し
た
政
治
哲
学
の
仕
事
と
を
ゆ
る
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何
か
』）。
そ
し
て
、
政
治
に
お
け
る
諸
個
人
の
関
係
は
、
社
会
的
集
団
の

一
種
で
あ
る
家
族
や
民
族
か
ら
区
別
さ
れ
、
後
者
が
政
治
的
主
体
と
な
る

場
合
は
批
判
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
家
族
的
な
関
係
が
拡
大
さ
れ
た
集

団
の
中
で
は
、
政
治
に
お
い
て
本
質
的
で
あ
る
べ
き
個
人
の
差
異
が
抹
消

さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
民
族
の
一
員
と
し
て
現
実
政
治
を
実
践
し
、
ま

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
歴
史
も
論
じ
た
ア
ー
レ
ン
ト

が
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
民
族
を
政
治
概
念
か
ら
排
除
し
て
い
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
つ
い
て
の
彼
女
の
見
方
の
な
か
に
は
、
社
会
的

な
も
の
や
現
実
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
理
解
や
判
断
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
彼
女
の
思
想
を
根
本
的
に

見
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
諸
宗
教
の
比
較
と
他
宗
教
観
の
形
成河

底　

佑
佳

　

近
世
に
お
い
て
世
界
の
諸
宗
教
の
発
見
と
共
に
宗
教
と
い
う
一
ま
と
ま

り
の
概
念
（
以
下
「
宗
教
」）
が
生
じ
、
ま
た
過
去
と
同
時
代
の
宗
教
現

象
を
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
現
象
と
し
て
探
究
す
る
と
い
う
、
同
時

期
に
形
成
さ
れ
た
態
度
が
近
代
宗
教
学
の
発
生
に
と
っ
て
肝
要
で
あ
る
と

Stroum
sa

は
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
態
度
の
形
成
に
お
い
て
、
一
七
世

紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
著
さ
れ
た
世
界
の
諸
宗
教
の
概
説
的
記
述
を
提
供

し
た
諸
文
献
に
お
け
る
諸
宗
教
の
比
較
、「
宗
教
」
の
把
握
・
規
定
は
、

い
か
な
る
役
割
を
い
か
に
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

種
々
の
旅
行
記
を
ま
と
め
、
世
界
の
創
造
か
ら
始
ま
る
聖
書
的
歴
史
観

に
基
づ
き
つ
つ
世
界
の
各
地
域
・
民
族
の
儀
礼
等
を
記
述
し
た
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
パ
ー
チ
ャ
ス
（Sam

uel Purchas, c. 1577-1626

）
の
『
パ
ー
チ

ャ
ス
の
巡
礼
、
あ
る
い
は
世
界
と
、
創
造
か
ら
現
在
ま
で
の
全
て
の
時
代

と
発
見
さ
れ
た
全
て
の
地
域
に
お
い
て
見
ら
れ
る
宗
教
の
物
語
』（
一
六

一
三
年
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
基
準
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
源

泉
と
す
る
宗
教
史
を
構
築
す
る
試
み
を
成
す
。
洗
礼
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ

て
い
な
い
宗
教
は
非
宗
教
的
で
あ
る
と
述
べ
る
パ
ー
チ
ャ
ス
に
と
っ
て
、

真
に
宗
教
の
呼
称
に
値
す
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
み
で
あ
る
。
し
か
し

同
著
に
お
け
る
、
古
代
と
近
代
の
歴
史
を
宗
教
の
観
察
の
な
か
で
つ
な
ぎ

合
わ
せ
て
宗
教
史
を
記
述
す
る
と
い
う
表
現
に
基
づ
く
な
ら
、
聖
書
に
登

場
す
る
異
教
徒
の
慣
習
や
偶
像
崇
拝
、
同
時
代
の
非
キ
リ
ス
ト
教
や
異
教

も
、
パ
ー
チ
ャ
ス
に
お
い
て
「
宗
教
」
に
包
含
さ
れ
る
と
解
釈
し
う
る
。

　
『
世
界
の
主
要
地
域
を
通
じ
た
言
語
と
宗
教
の
多
様
性
に
関
す
る
研
究
』

（
一
六
一
四
年
）
を
記
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ブ
レ
ア
ウ
ッ
ド
（Edw

ard 

Brerew
ood, c. 1565-1613

）
は
、
主
に
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ

カ
の
言
語
と
地
誌
学
的
記
述
を
行
い
つ
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
他
の
地
域
に

お
け
る
多
様
な
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
本
質
に
お
け
る
一
致
を
主
張
す
る
。

彼
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
諸
地
域
の
異
教
・
異
端
へ

の
言
及
に
お
け
る
、
異
端
を
含
み
つ
つ
も
神
の
意
志
の
下
に
展
開
す
る
一

つ
の
歴
史
と
い
う
歴
史
観
、
さ
ら
に
、
宗
教
に
お
け
る
異
常
す
な
わ
ち
誤

り
が
存
在
し
な
け
れ
ば
同
時
代
に
異
端
と
呼
ば
れ
る
宗
教
も
正
し
い
も
の

で
あ
り
え
た
と
い
う
見
解
に
は
、
諸
宗
教
が
「
宗
教
」
に
接
続
さ
れ
う
る

こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。

　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
聖
職
者
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
ロ
ス
（A

lexander Ross, 1591-1654

）
の
手
に
よ
る
『
パ
ン

セ
ベ
イ
ア
、
あ
る
い
は
世
界
中
の
全
て
の
諸
宗
教
の
概
説
』（
一
六
五
三

年
）
で
は
、
諸
宗
教
に
見
ら
れ
る
儀
礼
的
側
面
が
人
々
を
神
の
知
識
に
導

く
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
ロ
ス
に
お
い
て
諸
宗
教
を
「
宗
教
」
に
結
び

つ
け
る
一
要
素
と
し
て
儀
礼
が
解
釈
さ
れ
た
と
読
み
取
れ
る
。
ロ
ス
に
と

っ
て
の
真
の
宗
教
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教

会
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
す
ぐ
下
に
自
然
的
理
性
に
調

和
す
る
信
仰
と
し
て
太
陽
崇
拝
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
宗
教
」

で
あ
る
な
ら
ば
唯
一
の
神
を
認
識
す
べ
き
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
宗

教
」
観
を
も
っ
て
、
諸
宗
教
を
一
神
教
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
加
え

て
自
然
的
理
性
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
考
え
る
「
宗
教
」
に

至
る
た
め
の
理
性
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
者
に
お
い
て
は
「
宗
教
」
の
観
念
の
萌
芽
が
示
唆
さ
れ
る
も

の
の
、
彼
ら
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
は
本
質
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
諸
宗
教
の
叙
述
か
ら
生
じ
た
上
記
の
よ
う
な
「
宗
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こ
の
こ
と
は
先
述
し
た
『
復
古
』
研
究
が
近
世
後
期
を
中
心
と
し
て
展

開
さ
れ
て
い
く
中
で
、
近
世
中
期
に
お
け
る
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
交
流
の

指
摘
が
中
心
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
そ
の
文
化
的
営
為
や
学
問
的
側
面
が

強
調
さ
れ
、
衣
紋
等
の
実
践
を
伴
う
学
問
に
つ
い
て
の
検
討
は
軽
視
さ
れ

て
来
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
発
表
者
は
こ
れ
ま
で
、
曖
昧
で
あ
っ
た
房
常

の
前
半
生
に
つ
い
て
、
京
極
宮
家
の
青
侍
で
あ
っ
た
こ
と
を
『
桂
宮
日

記
』
を
典
拠
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
出
仕
開
始
が
享
保
五
年
（
一
七

一
九
）
六
月
二
十
七
日
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
山
田
以
文
（
一
七
六
一
―

一
八
三
五
）
が
房
常
の
学
問
を
広
く
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
静
嘉
堂
文
庫

蔵
の
『
山
田
以
文
雑
著
』
よ
り
明
ら
か
に
し
、
以
文
の
息
子
で
あ
る
常
忠

を
速
水
家
の
養
子
と
し
た
こ
と
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
な
ど
、
研
究
を

進
め
て
き
た
。

　

そ
こ
で
本
発
表
で
は
宮
崎
氏
の
研
究
に
立
脚
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
で

指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
を
補
う
た
め
、
房
常
の
基
本
的
な
人
物
情
報
を

確
定
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
力
を
注
い
だ
。

　

ま
ず
房
常
本
人
の
出
自
に
つ
い
て
、
従
来
無
批
判
に
京
極
宮
家
の
侍
と

さ
れ
て
い
た
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
桂
宮
日

記
』
を
中
心
に
房
常
の
縁
者
と
房
常
が
奉
公
す
る
ま
で
の
経
緯
を
確
認
し

た
。
そ
こ
で
は
房
常
の
親
類
縁
者
が
京
極
宮
家
に
仕
え
て
い
た
と
こ
ろ
、

病
没
に
よ
っ
て
享
保
五
年
（
一
七
一
九
）
か
ら
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）

ま
で
出
仕
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
期
間
は
房
常

の
有
職
故
実
家
と
し
て
の
期
間
と
重
な
る
こ
と
と
な
る
。

　

同
時
期
に
お
け
る
著
作
と
し
て
は
『
参
議
官
品
考
』（
写
本
、
享
保
十

四
年
成
立
）『
年
号
便
覧
』（
刊
本
、
元
文
三
年
刊
行
）
の
二
冊
が
現
在
確

教
」
観
と
諸
宗
教
の
比
較
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
国
教
会
に
お
け
る
儀
礼
の
あ
り
方
の
問
題
、
神
の
探
究
に
お
い
て
理
性

を
信
頼
す
る
国
教
会
の
態
度
な
ど
の
宗
教
的
状
況
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ

れ
ら
一
七
世
紀
前
半
の
時
代
状
況
に
よ
っ
て
、
諸
宗
教
の
叙
述
に
比
較
と

い
う
手
法
の
導
入
が
生
じ
、
両
要
素
が
複
合
的
に
作
用
し
て
過
去
と
同
時

代
の
宗
教
現
象
に
対
す
る
近
代
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
土
台
と
し
て
の
「
宗

教
」
に
接
続
し
う
る
宗
教
観
が
生
じ
た
と
言
え
よ
う
。

速
水
房
常
に
関
す
る
一
考
察

岡
本　

和
真

　

近
年
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
特
徴
と
さ
れ
る
『
復
古
』
研

究
が
進
展
を
み
せ
て
お
り
、
発
表
者
も
こ
う
し
た
先
行
研
究
に
触
発
さ

れ
、
改
め
て
復
古
的
な
風
潮
が
与
え
た
当
時
の
社
会
へ
の
影
響
、
ま
た
後

世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
近
世
中
期
頃
の
有
職

家
、
速
水
房
常
（
一
七
〇
〇
―
一
七
六
九
）
に
つ
い
て
検
討
が
進
ん
で
な

い
点
に
注
目
し
た
。

　

房
常
に
つ
い
て
は
有
職
の
大
家
で
あ
り
、
一
般
社
会
に
対
し
て
も
影
響

力
の
あ
っ
た
人
物
と
評
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
近
代
以
降
、
そ
の
存
在 

は
忘
却
さ
れ
て
お
り
、
伝
記
的
研
究
に
つ
い
て
も
宮
崎
和
廣
氏
の
論
考

（「
有
職
故
実
学
者
速
水
房
常
新
探
―
そ
の
学
的
環
境
と
教
習
活
動
と
―
」

（『
東
洋
文
化
』
九
十
五
号
、
平
成
十
七
年
））
が
あ
る
の
み
で
、
現
在
に

至
る
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
こ
の
宮
崎
氏
の
論
考
に
お

い
て
も
、
房
常
の
出
自
、
ま
た
師
匠
で
あ
る
壺
井
義
知
（
一
六
五
七
―
一

七
三
五
）
へ
の
入
門
時
期
な
ど
、
今
後
の
課
題
と
し
た
箇
所
も
数
多
く
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
考
究
は
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
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載
る
こ
と
、
四
点
目
は
主
要
な
仏
教
語
辞
典
・
仏
教
百
科
全
書
が
載
る
こ

と
、
五
点
目
は
宗
派
別
に
は
家
の
宗
教
で
あ
る
浄
土
教
系
と
と
も
に
天
台

宗
系
の
仏
書
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
五
点
か
ら
見
て
、
宣
長
は
仏
教
の
全
体
に
つ
い
て
の
大
よ
そ
の
理

解
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
ま
た
同
じ
頃
に
『
事
彙
覚
書
』
と
『
都

考
抜
書
』
と
い
う
諸
書
か
ら
の
抜
書
集
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
一
二
九
の
仏

書
が
載
る
。
こ
こ
で
は
天
台
系
へ
の
関
心
の
中
で
天
台
智
顗
の
『
摩
訶
止

観
』
か
ら
の
抄
出
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
稿
本
は
、
宣
長
が
漢

学
・
儒
学
等
と
と
も
に
、
仏
教
に
非
常
に
幅
広
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
示
す
。
仏
教
は
後
年
の
学
問
形
成
の
基
盤
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特

に
天
台
へ
の
関
心
が
特
筆
さ
れ
、
中
で
も
『
摩
訶
止
観
』
は
宣
長
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宣
長
は
医
学
修
行
の
た
め
に
京
都
に
遊
学
し
漢
学
・
儒
学
と
と
も
に
歌

学
を
も
学
ん
だ
が
、
そ
の
中
で
中
世
歌
論
に
お
け
る
『
摩
訶
止
観
』
の
重

要
性
に
気
付
い
た
。
宣
長
は
太
宰
春
台
の
『
独
語
』
か
ら
「
俊
成
卿
天
台

ノ
仏
法
ヲ
学
ヒ
テ
、
一
心
三
観
ノ
理
ヲ
歌
道
ノ
極
意
ト
セ
ラ
レ
タ
リ
」
と

い
う
言
葉
を
抄
出
す
る
。
春
台
が
言
う
よ
う
に
、
藤
原
俊
成
は
『
摩
訶
止

観
』
を
自
ら
の
歌
作
と
歌
論
の
拠
り
所
と
し
た
。
宣
長
は
俊
成
の
『
古
来

風
体
抄
』
を
読
み
、
そ
の
関
連
で
『
摩
訶
止
観
』
を
も
熟
読
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
宣
長
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、『
摩
訶
止
観
』
の
心
と
森
羅
万

象
世
界
の
関
係
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
思
想
で
あ
る
。
心
と
世
界
の
関

係
は
、
心
が
先
に
あ
っ
て
心
が
対
象
世
界
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
知

覚
器
官
（
六
根
）
と
対
象
世
界
（
六
境
）
と
の
結
合
に
よ
っ
て
心
（
六

識
）
が
生
じ
認
識
世
界
が
成
立
す
る
。
そ
れ
を
『
摩
訶
止
観
』
は
「
心
は

こ
れ
一
切
の
法
な
り
」
と
言
う
。
そ
し
て
世
界
の
認
識
は
言
葉
に
よ
っ
て

認
出
来
る
が
、
こ
の
う
ち
『
参
議
官
品
考
』
に
お
い
て
は
元
文
二
年
に
外

宮
御
師
来
田
有
親
が
書
写
し
て
お
り
、
翌
三
年
に
は
有
親
は
房
常
に
入
門

す
る
こ
と
と
な
り
、
房
常
は
『
職
原
抄
』
と
『
装
束
鈔
』
に
つ
い
て
伝
授

を
行
っ
て
い
る
な
ど
、
京
極
宮
家
出
仕
時
よ
り
か
な
り
精
力
的
に
学
問
活

動
を
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
、
そ
の
後
の
公
家
や
有
職
家
と
の

学
的
交
流
に
つ
い
て
も
背
景
を
捉
え
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

本
居
宣
長
の
仏
教
教
養 
│
│ 
そ
の
学
問
と
仏
教
思
想
と
の
関
連
性 

│
│

清
田　

政
秋

　

従
来
本
居
宣
長
は
神
信
仰
の
人
と
さ
れ
、
仏
教
に
つ
い
て
は
そ
の
批
判

的
言
説
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
宣
長
の
学
問
が
仏
教
思
想
か
ら
影
響

さ
れ
た
面
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
熱
心
な
浄
土
宗
徒
の
家
に
生
ま
れ
育

っ
た
宣
長
は
、
十
九
歳
の
時
に
五
重
相
伝
を
受
け
、
長
じ
て
は
家
長
と
し

て
誠
実
に
法
事
を
執
り
行
う
等
終
生
仏
教
と
親
し
い
関
係
を
保
っ
た
。
だ

が
重
要
な
の
は
仏
教
の
哲
学
的
思
考
の
側
面
で
あ
る
。

　

宣
長
は
早
く
か
ら
基
礎
的
な
仏
教
知
識
を
身
に
付
け
た
。
宣
長
に
『
経

籍
』
と
い
う
稿
本
が
あ
り
、
十
六
歳
か
ら
ほ
ぼ
十
年
間
に
亘
っ
て
知
り
得

た
漢
学
・
儒
学
・
仏
学
・
国
学
・
歌
学
・
医
学
等
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
三
五

〇
〇
余
の
書
名
だ
け
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
七
四
五
の
仏
書
が

載
る
。
こ
れ
を
分
析
す
る
と
幾
つ
か
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
。
一
点
目

は
経
・
律
・
論
の
中
で
経
は
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
の
阿
含
部
と
本
縁
部
に

属
す
る
経
が
比
較
的
多
く
挙
げ
ら
れ
、
宣
長
の
初
期
仏
教
へ
の
関
心
の
高

さ
が
窺
わ
れ
る
こ
と
、
二
点
目
は
「
経
録
」（
一
切
経
目
録
）
の
代
表
的

な
書
が
載
る
こ
と
、
三
点
目
は
中
国
と
日
本
の
仏
教
史
の
主
だ
っ
た
書
が
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イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
夫
と
妻
の
離
婚
権
と 

婚
資
に
お
け
る
男
女
平
等
の
考
察

四
戸　

潤
弥

　

西
欧
社
会
の
理
念
で
あ
る
男
女
平
等
と
女
性
差
別
撤
廃
の
完
全
な
実
現

が
達
成
、
実
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
はM

e T
oo M

ovem
ent

の
存
在

そ
の
も
の
で
露
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
性
差
解
消
の
理
念
に
裏
打
ち
さ
れ

て
い
るLGBT

 M
ovem

ent

が
欧
米
、
日
本
の
既
存
の
価
値
観
の
否
定

へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
代
的
理
念
で
、
七
世
紀
初
頭
に
成
立

し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
の
法
規
定
そ
の
も
の
か
ら
常
に
批

判
さ
れ
る
こ
と
が
妥
当
性
を
も
た
な
い
の
は
、
そ
の
規
定
が
現
代
イ
ス
ラ

ー
ム
世
界
の
法
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
し
て
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
適
用
対

象
が
消
滅
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
事
実
上
適
用
さ

れ
な
く
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
細
部
補
足
規
定
に
よ
る
適
用
が
著
し
く
困

難
と
な
っ
た
り
、
逆
に
法
解
釈
手
続
き
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム

法
の
歴
史
的
現
実
を
無
視
し
て
、
信
仰
の
基
礎
で
あ
る
聖
典
の
文
言
否
定

や
、
ク
ル
ア
ー
ン
放
棄
を
執
拗
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
イ

ス
ラ
ー
ム
は
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
の
規
定
を
常
に
時
代
精
神
と
調
和
さ
せ
る

よ
う
に
発
展
し
て
き
た
側
面
を
持
つ
。
同
時
に
人
々
の
心
に
抱
く
感
情
を

否
定
せ
ず
に
、
導
く
形
で
段
階
的
に
理
念
へ
と
向
か
わ
せ
て
き
た
。
ク
ル

ア
ー
ン
が
導
き
の
書
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。LGBT

の

一
つ
で
あ
る
性
同
一
障
害
の
存
在
（
障
害
と
表
現
せ
す
、
フ
ン
サ
ー
（
両

性
具
有
））
を
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
最
初
か
ら
認
め
て
い
る
。
ま
た
奴
隷
を

否
定
せ
ず
、
存
在
を
認
め
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
が
、
ク
ル
ア
ー
ン

は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
奴
隷
解
放
を
、
具
体
的
な
法
手
続
き
を
通
じ

て
奨
励
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
米
国
南
北
戦
争
な
ど
の
よ
う
な
国
を
分

な
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
心
と
は
世
界
そ
の
も
の
と
い
う
思
想
は
、『
華
厳
経
』
の

「
三
界
唯
心
」
の
考
え
方
を
も
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
鎌
倉

時
代
の
無
住
の
『
沙
石
集
』
に
も
あ
り
、
宣
長
は
『
沙
石
集
』
を
よ
く
読

ん
だ
か
ら
、「
三
界
唯
心
」
の
思
想
を
そ
こ
か
ら
も
学
び
、
自
ら
の
学
問

に
応
用
し
た
。

　

宣
長
に
と
っ
て
江
戸
期
の
人
々
に
は
荒
唐
無
稽
と
も
見
え
る
『
古
事

記
』
の
古
伝
説
は
、
上
代
人
の
心
と
言
語
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
な
世
界

の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
上
代
人
が
見
、
聞
き
、
感
じ
た
世
界
で
あ
り
、

上
代
人
の
心
の
あ
り
様
を
表
現
す
る
。
そ
れ
を
『
古
事
記
伝
』
冒
頭
部
分

で
「
意
と
事
と
言
と
は
相
称
へ
る
物
に
し
て
…
…
此
記
は
、
い
さ
ゝ
か
も

さ
か
し
ら
を
加
へ
ず
て
、
古　

ヘ

よ
り
云　

ヒ

伝　
ヘ

た
る
ま
ゝ
に
記
さ
れ
た
れ
ば
、
そ

の
意
も
事
も
言
も
相
称
て
、
皆
上　

ツ

代
の
実
な
り
」
と
言
う
。
そ
れ
は
、
心

と
事
と
言
語
は
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
言
語
表
現
が
心
で
あ

り
、
言
語
表
現
と
事
物
の
存
在
は
一
体
で
あ
り
、
心
と
事
物
世
界
は
一
体

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
古
事
記
』
は
事
実
を
語
る
。
こ
の

よ
う
に
宣
長
の
学
問
の
中
核
に
、
心
と
事
と
言
語
は
一
体
不
可
分
の
関
係

に
あ
る
と
す
る
仏
教
思
想
に
基
づ
く
考
え
方
が
あ
る
。
宣
長
は
仏
教
思
想

を
仏
教
の
外
で
、
難
解
な
仏
教
語
を
使
わ
ず
に
『
古
事
記
』
注
釈
に
結
び

付
け
、
過
去
の
歴
史
の
中
で
実
際
に
生
き
て
い
た
人
々
の
現
実
の
あ
り
様

に
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
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棄
で
あ
り
、
贈
与
受
取
人
か
ら
の
離
婚
請
求
は
贈
与
の
返
還
義
務
と
な
る

と
い
う
法
構
造
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
だ
。
夫
婦
と
な
る
証
し
と
し
て
の

性
交
前
と
後
と
の
離
婚
に
お
い
て
も
、
前
記
の
贈
与
請
求
権
の
放
棄
と
、

返
還
の
法
理
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
夫
の
み
に
付
与
さ
れ

た
離
婚
権
は
、
イ
ン
ド
で
は
妻
に
の
み
付
与
さ
れ
た
離
婚
権
と
な
っ
て
い

る
。
イ
ン
ド
の
ケ
ラ
ラ
州
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
妻
が
婚
資
の
支
払
者
で
あ

る
が
、
法
論
理
は
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
離
婚
権
と
婚
資
の
深
く
結
び
つ
い

た
法
的
関
係
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
ク
ル
ア
ー
ン
の
導
き
と
い
う
性
格
を
反

映
し
、
熟
考
し
た
法
判
断
と
時
代
精
神
の
発
展
に
対
応
し
て
き
た
証
し
の

一
つ
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

十
九
世
紀
後
半
フ
ラ
ン
ス
オ
ペ
ラ
の
聖
書
ブ
ー
ム 

│
│ 

マ
ド
レ
ー
ヌ
を
中
心
に 

│
│

笠
原
真
理
子

　

本
研
究
目
的
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
オ
ペ
ラ
に
お
け
る
「
聖

書
も
の
」
流
行
の
様
相
と
作
品
制
作
過
程
に
お
け
る
工
夫
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
手
法
と
し
て
は
、
当
時
の
作
品
《
マ
リ
ー
・

マ
グ
ド
レ
ー
ヌM

arie-M
agdeleine

》（
一
八
七
三
年
コ
ン
サ
ー
ト
形

式
で
初
演
）
を
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
、
同
時
代
的
背
景
の
提
示
方
法
と

観
客
の
受
け
止
め
を
示
す
。

　

そ
も
そ
も
オ
ペ
ラ
創
成
期
か
ら
、
信
仰
の
力
を
賛
美
す
る
オ
ペ
ラ
・
音

楽
劇
作
品
は
散
見
さ
れ
る
が
、
本
格
的
に
聖
書
が
題
材
と
な
っ
た
の
は
十

九
世
紀
初
め
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
以
降
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ス
ム
の
影
響
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
初
イ
エ
ス
を
舞
台
で
具
現
化

す
る
こ
と
は
難
し
く
、『
新
約
聖
書
』
が
頻
繁
に
オ
ペ
ラ
・
音
楽
劇
化
さ

裂
さ
せ
る
戦
争
な
ど
起
こ
し
て
も
未
だ
に
存
在
す
る
人
種
差
別
問
題
も
な

く
、
奴
隷
制
は
消
え
て
い
っ
た
。
ペ
ル
シ
ャ
湾
諸
国
の
奴
隷
が
英
国
の
人

権
運
動
の
な
か
で
消
滅
し
た
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
容
易
だ
っ
た

の
は
ク
ル
ア
ー
ン
の
奴
隷
解
放
奨
励
が
浸
透
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
激

し
い
法
の
変
更
な
し
に
時
代
精
神
は
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
〇

一
四
年
に
建
国
宣
言
を
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
国
は
奴
隷
制
を
採
用
し
た
が
、

そ
れ
が
復
活
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の
を
存
在
さ

せ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
信
仰
の
証
し
で
は
な
い
こ
と
は
ク
ル
ア
ー
ン

の
奴
隷
解
放
奨
励
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
ま
た
ク
ル
ア
ー
ン
に
ど
こ

に
も
「
奴
隷
制
を
復
活
さ
せ
よ
」
と
の
啓
示
命
令
が
な
い
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
婚
姻
に
お
け
る
マ
フ
ル
（
婚
資
）
が
花
嫁
売
買
の
支
払
い

で
あ
る
と
し
て
人
身
売
買
と
女
性
差
別
、
女
性
蔑
視
と
し
て
激
し
く
批
判

さ
れ
、
ま
た
夫
の
み
離
婚
権
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
へ
の
批
判
も
同
様
に
断

罪
的
で
あ
る
。
し
か
し
婚
姻
に
伴
う
贈
与
は
ア
ジ
ア
に
広
く
見
ら
れ
、
イ

ン
ド
の
花
嫁
か
ら
花
婿
へ
の
婚
資
で
あ
るD

ow
ry

は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お

け
る
婚
資
と
贈
与
ベ
ク
ト
ル
が
逆
方
向
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
離
婚
権
と

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
婚
資
と
離
婚
権
が
法
構
造
関
係
で
深
く
結
び
つ

い
て
い
る
の
は
、
婚
姻
期
待
権
が
失
わ
れ
た
場
合
の
法
的
責
任
と
結
婚
に

伴
う
贈
与
を
め
ぐ
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
で
あ
る
。
欧
米
や
日
本
に
は

そ
う
し
た
法
的
規
定
は
な
く
、
法
の
欠
缺
と
も
言
え
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
が

夫
の
み
に
離
婚
権
を
与
え
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
が
、
妻
の
離
婚
権
に
つ

い
て
は
婚
資
（
贈
与
財
）
を
返
還
す
る
こ
と
で
認
め
ら
れ
て
い
る
（
ク
ル

ア
ー
ン4:229

）。
婚
資
返
還
は
、
イ
ン
ド
のD

ow
ry

も
ま
た
同
じ
で

あ
り
、
そ
れ
は
婚
姻
期
待
権
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
贈
与
者
か
ら
の
離
婚
請
求
は
贈
与
財
の
返
還
請
求
権
の
放
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参
照
）。
こ
こ
で
、
十
九
世
紀
後
半
フ
ラ
ン
ス
の
事
典
に
お
い

て
、
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
は
「
若
き
ナ
ザ
レ
人（
=
イ
エ
ス
）に
対
す
る
熱
狂
的

な
愛
を
抱
き
、
ク
ル
チ
ザ
ン
ヌ
と
し
て
の
人
生
を
あ
き
ら
め
た
」
さ
ら
に

「
美
し
き
罪
人
」（Larousse, Pierre, ed. 1873. G

rand D
ictionnaire 

du X
IX
e siècle: Français, H

istorique, G
éographique, M

ythol-
ogique, Bibliographique, Littéraire, A

rtistique, Scientifique, 
E
T
C, E

T
C. 10 volum

e. Paris: A
dm
inistration du grand dic-

tionnaire universel, 890

参
照
）
と
さ
れ
て
い
る
。
本
作
品
の
台
本

に
お
い
て
も
、
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
は
「
ク
ル
チ
ザ
ン
ヌ
」「
美
し
き
罪
人
」

と
称
さ
れ
、
悪
女
と
し
て
民
衆
か
ら
な
じ
ら
れ
る
存
在
だ
が
、
実
際
、
第

三
共
和
政
に
お
い
て
、
娼
婦
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
男
性
社
会
の
中
の
必
要
悪
と

し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
彼
女
ら
は
議
論
と
同
時
に
同
情
を
呼

ぶ
存
在
で
も
あ
り
、「
回
心
す
る
娼
婦
=
聖
女
」
像
、
実
は
純
真
な
心
を

持
つ
理
想
化
さ
れ
た
娼
婦
像
を
打
ち
出
す
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
当
時
執
拗
に

行
わ
れ
た
。
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
の
人
物
像
に
は
、
こ
の
同
時
代
的
娼
婦
像
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
と
イ
エ
ス
の
二
重
唱
は
恋
人
た
ち
の
愛
の
二

重
唱
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
初
演
当
時
の
複
数
の
劇
評
に
お
い
て

も
ほ
と
ん
ど
愛
の
物
語
で
あ
る
、
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
よ
り
、
当
時
の
聖
書
の
オ
ペ
ラ
・
音
楽
劇
化
に
お
い
て
は
、
同
時

代
的
要
素
を
盛
り
込
み
つ
つ
、
聖
書
の
枠
の
中
で
進
行
し
つ
つ
も
俗
的
な

ド
ラ
マ
に
脚
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
の
支
持
を
得
る
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
た
と
い
え
る
。

れ
た
の
は
十
九
世
紀
後
半
で
あ
る
（Row

den, Clair. 2004. R
epubli-

can m
orality and Catholic tradition in opera: M

assenet ’s 
H
érodïade and T

haïs. Etudes sur l ’opéra français du X
IX
 

èm
e siècle V

ol. 6. W
einsberg: M

usik-Edition Lucie Galland, 
94-100

参
照
）。
そ
の
当
時
、
歴
史
学
・
地
理
学
的
な
分
析
か
ら
人
間
イ

エ
ス
像
を
描
き
出
し
、
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
Ｅ
・
ル
ナ
ン
の

書
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』（
一
八
六
三
年
出
版
）
を
基
に
作
成
さ
れ
た
音
楽
劇

が
、
本
発
表
で
取
り
上
げ
る
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
ス
ネ
（
一
八
四
二
―
一
九
一

二
）
作
曲
の
聖
劇
《
マ
リ
ー
・
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
》（
三
幕
四
場
）
で
あ
る
。

本
作
品
に
見
出
せ
る
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
、
ヒ
ロ
イ
ン
名
に
は
、「
マ
グ

ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」
を
指
す
一
般
的
な
仏
語
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
あ
る
い
は
作

品
名
と
同
じ
「
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
」
で
は
な
く
、
ト
ル
コ
風
の
「
メ
リ
ア 

ム　

M
éryam

」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス

ム
の
影
響
が
う
か
が
え
る
（Froger. Jean-François, and Sanchez, 

Jean-M
ichel. 2017. Sainte M

arie-M
adeleine: A

pôtre des 
apôtres, France: Editions Grégoriennes, 114

参
照
）。
本
作
品
に

お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
は
、
特
に
第
二
幕
に
お
け
る
楽
器
お
よ
び
音

楽
に
現
れ
る
異
国
趣
味
、
地
域
性
に
明
ら
か
で
あ
り
、
初
演
の
三
〇
年
後

に
音
楽
劇
と
し
て
上
演
さ
れ
た
際
は
、
舞
台
装
置
や
小
道
具
、
衣
装
に
も

そ
れ
を
意
識
さ
せ
る
演
出
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
メ
リ
ア
ム
に
は
、
特
に
主
人
公
に
充
て
ら
れ
る
場
合
は
悪
女 

性
を
示
す
こ
と
も
多
い
、
メ
ゾ
ソ
プ
ラ
ノ
の
声
域
が
与
え
ら
れ
て
い
る

（Geffroy. M
argurite, and M

ontadon. A
lain, eds. 1999. M

arie-
M
adeleine figure m

ythique dans la littérature et les arts. 
Clerm

ont-Ferrand: Presses U
niversitaires Blaise Pascal, 
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Rüpke, Pantheon: A

 N
ew
 H
istory of R

om
an R

eligion (Prin-
ceton: Princeton U

niversity Press, 2018
)

。
宗
教
現
象
の
理
解
に

お
い
て
は
「
場
」
が
重
要
で
あ
り
、
個
人
の
参
与
と
信
念
の
選
択
も
、
都

市
や
家
庭
の
な
か
の
特
定
の
施
設
・
祭
礼
に
お
け
る
役
割
分
担
も
、
人
間

の
抱
く
「
超
越
」「
超
自
然
」
観
も
、
宗
教
現
象
と
い
う
舞
台
を
形
成
す

る
諸
要
素
を
媒
介
す
る
一
演
者
と
な
る
。
リ
ュ
プ
ケ
は
こ
の
想
定
に
従
っ

て
、
地
縁
／
血
縁
共
同
体
を
核
心
的
な
場
と
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
の
宗
教
が
や
が
て
戒
律
と
「
書
物
の
宗
教
」
と
し
て
の
一
神
教
に
克
服

さ
れ
る
歴
史
観
を
相
対
化
し
、
古
代
地
中
海
世
界
に
お
い
て
通
時
的
に
形

成
さ
れ
て
き
た
物
質
文
化
と
宗
教
的
党
派
を
超
え
る
「
書
か
れ
た
宗
教
」

の
地
平
を
接
合
す
る
。「
古
代
末
期
」
は
「
書
か
れ
た
宗
教
」
と
党
派
を

超
え
て
多
様
な
形
態
で
共
有
さ
れ
た
最
後
の
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。

　
「
感
情
史
」
は
、
歴
史
上
の
生
活
世
界
の
「
場
」
を
構
成
す
る
重
要
な

要
素
と
し
て
の
「
感
情
」
を
、「
感
情
」
の
叙
述
と
表
現
の
様
態
の
様
式

史
を
念
頭
に
お
き
、
各
時
代
の
「
感
情
」
の
あ
り
よ
う
を
共
時
的
に
社
会

構
築
主
義
的
な
視
点
と
認
知
科
学
の
成
果
を
援
用
し
て
観
察
す
る
方
法
論

で
あ
る
。（
ヤ
ン
・
プ
ラ
ン
バ
ー
、
森
田
直
子
監
訳
『
感
情
史
の
始
ま
り
』

み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
バ
ー
バ
ラ
・
Ｈ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ワ
イ
ン
、
リ

ッ
カ
ル
ド
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ニ
、
伊
東
剛
史
他
訳
『
感
情
史
と
は
な
に

か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）。

　

広
義
の
西
洋
古
典
学
に
お
い
て
は
、
ド
ッ
ズ
『
ギ
リ
シ
ア
人
と
非
理

性
』
や
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
「
古
代
宗
教
の
心
性
史
と
社
会
」
研
究
な
ど
を
先

例
に
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
す
で
に
思
想
・
文
学
・
歴
史
学
を
横
断
し
つ

つ
人
間
の
「
心
の
な
か
の
営
み
」
に
迫
る
方
法
論
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。

西
洋
古
代
末
期
の
宗
教
表
象
研
究
に
お
け
る 

「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
と
感
情
史

中
西　

恭
子

　

本
報
告
で
は
、
教
団
宗
教
を
範
型
と
す
る
近
代
的
宗
教
概
念
が
破
綻
し

た
現
在
、
古
代
・
中
世
の
宗
教
史
と
そ
の
生
活
世
界
を
理
解
す
る
た
め 

の
方
法
論
と
し
て
、「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
（Lived A

ncient Reli-
gion

）」
理
論
と
、「
感
情
史
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
「
生
き
ら
れ
た
古
代
宗
教
」
理
論
と
は
、
エ
ル
フ
ル
ト
大
学
を
拠
点
に
、

古
代
地
中
海
宗
教
の
生
活
世
界
像
と
そ
の
構
造
の
解
明
を
志
す
世
界
的
な

研
究
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
て
き
た
ロ
ー
マ
宗
教
史
家
イ
ェ
ル
ク
・
リ

ュ
プ
ケ
の
提
示
す
る
分
析
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ク
ガ
イ
ア
ら
が
提

唱
し
た
「
生
き
ら
れ
た
宗
教
（Lived Religion

）」
理
論
（M

eredith 
B. M

cGuire, Lived R
eligion: Faith and Practice in E

veryday 
Life, O

xford: O
xford U

niversity Press, 2008
）
の
適
用
の
試
み

で
あ
る
。

　
「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
か
ら
は
、
リ
ク
ー
ル
の
い
う
「
生
き
ら
れ
た
経

験
」
が
容
易
に
想
起
さ
れ
る
。
マ
ク
ガ
イ
ア
ら
は
宗
教
が
人
間
に
よ
っ
て

生
き
ら
れ
る
経
験
の
生
活
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
ラ
ト

ゥ
ー
ル
ら
の
提
唱
す
る
ア
ク
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
と
セ
ル
ト
ー
の

「
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
適
用
）」
概
念
を
接
合
し
て
、
宗
教
現
象
を

形
成
す
る
場
に
お
け
る
「
行
為
者
／
演
者
（
ア
ク
タ
ー
）」
の
相
互
媒
介
関

係
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
）
の
諸
様
相
を
叙
述
す
る
方
法
を
模
索
し
て
き
た
。

　

リ
ュ
プ
ケ
は
『
パ
ン
テ
オ
ン
』
に
お
い
て
、
鉄
器
時
代
か
ら
ロ
ー
マ
帝

国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
か
ら
国
教
化
に
至
る
「
生
き
ら
れ
た
古

代
宗
教
」
の
構
造
の
形
成
と
そ
の
歴
史
的
展
開
を
再
検
討
し
た
（Jörg 
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庭
園
に
設
け
ら
れ
た
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
に
関
し
て
考
察
を
行
う
。

　

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
流
れ
を
汲
む
富
裕
市
民
の
邸
宅
内
に
設
け
ら
れ
た
ニ

ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
は
泉
水
機
能
を
有
す
る
庭
園
の
一
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ

の
一
例
は
ポ
ン
ペ
イ
の
ボ
ス
コ
レ
ア
レ
の
ヴ
ィ
ラ
出
土
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ

ム
を
描
い
た
壁
画
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
遺
跡
か

ら
発
見
さ
れ
た
小
像
な
ど
の
小
さ
な
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
っ

て
き
て
い
る
。
一
例
は
発
表
者
が
調
査
し
た
ロ
ー
ド
ス
島
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ

ウ
ム
遺
跡
で
あ
る
。
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
と
い
う
領
域
が
ど
の
よ
う
な
空
間

で
あ
っ
た
か
思
い
描
い
て
み
る
と
、
神
像
が
全
て
あ
る
べ
き
壁
龕
に
戻
っ

て
お
り
、
絶
え
間
な
く
壁
の
穴
か
ら
流
れ
落
ち
る
水
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
が

響
く
空
間
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
は
ど
の
よ
う
な
空
間
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
場
に
足
を
踏
み
入
れ
た
当
時
の
古
代
人
は
何
を
感
じ
た
こ
と
だ

ろ
う
か
。

　

ロ
ー
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
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
複
合
体
に
含
ま
れ
る
一
建
築
物
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
、
研
究
者
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
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
。
だ
が
、
た
と
え
神
域
内
に
属
す
る
公
共
建
築
物
で
あ
ろ
う
と
、
私
邸

内
の
一
建
築
物
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
を
訪
れ
た
人
の
動
作
に
は
大
き
な
変

わ
り
は
な
い
と
推
測
で
き
る
。

　

最
近
の
古
代
地
中
海
宗
教
史
研
究
に
お
い
て
は
、
人
類
学
の
議
論
を
援

近
年
の
研
究
で
は
、
考
古
史
料
・
文
献
史
料
に
お
け
る
「
生
き
方
」「
感

情
」
の
諸
類
型
へ
の
注
目
が
あ
る
（D

ouglas Cairns and D
am
ien 

N
elis, eds., E

m
otions in the Classical W

orld: M
ethods, A

p-
proaches and D

irections, Stuttgart: Franz Steiner, 2017; 

南
川

高
志
・
井
上
文
則
編
『
生
き
方
と
感
情
の
歴
史
学　

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

ー
マ
世
界
の
深
層
を
求
め
て
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）。
古
代
ギ

リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
に
通
時
的
に
見
ら
れ
る
倫
理
性
や
「
人
間
を
超
え

る
も
の
」
へ
の
思
い
の
共
通
概
念
の
抽
出
は
、
宗
教
思
想
史
が
得
意
と
し

て
き
た
領
域
で
も
あ
ろ
う
。「
古
代
末
期
」
に
後
代
の
人
が
寄
せ
る
広
大

な
解
釈
の
地
平
に
展
開
さ
れ
る
宗
教
現
象
の
「
場
」
の
形
成
に
も
、
両
者

は
資
す
る
可
能
性
を
も
つ
。

古
代
ロ
ー
マ
の
個
人
庭
園
に
お
け
る
ニ
ン
フ
ェ
ウ
ム
の
宗
教
性小

堀　

馨
子

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
宗
教
建
築
物
の
中
で
、
見
過
ご
さ
れ
が
ち

な
の
が
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム
と
い
う
宗
教
的
建
築
物
で
あ
る
。
ニ
ュ
ン
フ
ェ

ウ
ム
に
は
時
期
に
よ
っ
て
三
つ
の
形
態
が
認
め
ら
れ
る
。
原
野
に
築
か
れ

た
自
然
の
祠
を
利
用
し
た
聖
所
（
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
期
）、
神
殿
の
神
域
や

個
人
の
庭
園
の
片
隅
に
設
け
ら
れ
た
水
流
を
伴
う
人
工
洞
窟
（
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
期
か
ら
帝
政
初
期
ロ
ー
マ
）、
都
市
の
水
源
付
近
に
設
け
ら
れ
た
水
流

と
壁
龕
を
伴
う
壮
麗
な
公
共
建
築
物
（
帝
政
盛
期
ロ
ー
マ
）
で
あ
る
。
こ

の
三
つ
の
形
態
は
、
名
称
は
同
一
で
も
、
建
築
物
と
し
て
は
相
当
異
な
る

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
れ
も
が
当
時
の
社
会

に
お
い
て
宗
教
的
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
、
最
近
の
研
究
で
確
認

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
今
回
の
発
表
で
は
特
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
神
域
や
個
人
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よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
通
過
儀
礼
（
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
）
の
特
徴
を
お

び
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
他
方
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
代
表
的
な
物
語

『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
や
『
ア
ダ
パ
』
な
ど
に
も
、
ア
ー
シ
プ
の
行

為
や
思
想
と
の
深
い
関
連
性
が
見
い
だ
さ
れ
、
通
過
儀
礼
と
い
う
テ
ー
マ

が
読
み
取
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
ア
ー
シ
プ
は
エ
ク
ソ
シ
ス
ト
、

悪
魔
払
い
師
、
呪
術
師
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
悪
霊
追
放
や
病
気

治
療
以
外
の
こ
と
も
多
く
行
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
訳
語
で
は
ア
ー
シ

プ
の
行
っ
た
こ
と
を
包
括
的
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
発

表
で
は
、
儀
礼
文
書
以
外
の
資
料
も
用
い
て
、「
ア
ー
シ
プ
文
学
」
と
い

う
観
点
か
ら
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
資
料
を
検
討
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
。

　
『
ア
ー
シ
プ
の
要
覧
』（K

A
R 44

）
と
呼
ば
れ
る
文
書
に
は
、
身
心
の

不
調
や
病
気
を
治
療
す
る
た
め
の
儀
礼
、
ま
た
占
い
や
除
災
の
儀
礼
、
神

像
儀
礼
、
王
の
た
め
の
儀
礼
な
ど
、
幾
種
類
も
の
儀
礼
や
唱
え
ご
と
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
の
リ
ス
ト
は
、
ア
ー
シ
プ
の
見
習
い
や

弟
子
た
ち
が
段
階
を
踏
ん
で
習
得
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
う
し

た
研
鑽
を
積
み
、
修
行
を
し
て
知
恵
や
技
、
秘
義
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。

そ
の
秘
義
と
は
、
ラ
ル
ガ
ル
（
宇
宙
の
深
淵
の
水
）
の
秘
義
（
31
行
目
）

と
あ
る
よ
う
に
、
森
羅
万
象
の
奥
義
で
あ
り
、
知
恵
の
神
エ
ア
が
源
流
で

あ
る
。
唱
え
ご
と
も
エ
ア
が
発
し
た
も
の
で
、
ア
ー
シ
プ
の
行
う
儀
礼
は

エ
ア
に
も
と
づ
く
と
い
う
理
解
が
認
め
ら
れ
る
。

　
『
ア
ダ
パ
』
物
語
で
は
、
エ
ア
の
た
め
に
魚
を
釣
っ
て
い
た
ア
ダ
パ
は
、

南
風
に
よ
り
海
に
沈
ん
で
し
ま
う
。
南
風
を
呪
っ
て
そ
の
翼
を
折
る
と
、

七
日
間
風
が
吹
か
な
く
な
っ
た
た
め
、
天
空
神
ア
ヌ
か
ら
天
へ
と
呼
び
出

さ
れ
る
が
、
ア
ダ
パ
が
天
へ
行
く
前
に
、
エ
ア
は
ア
ダ
パ
に
助
言
を
す

る
。
エ
ア
の
こ
の
助
言
と
天
上
で
の
ア
ヌ
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
多
様
な

用
し
て
、「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
捉
え
直
し
が
盛
ん

に
な
っ
て
い
る
。「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
の
主
語
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層

の
古
代
人
で
あ
る
。「『
古
代
人
に
よ
っ
て
』
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
と
い
う

命
題
は
即
ち
、「
古
代
人
が
『
ど
の
よ
う
に
』
宗
教
を
生
き
た
の
か
」
と

い
う
問
い
に
繋
が
る
。

　

古
代
人
は
ど
の
よ
う
に
宗
教
を
生
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ

ム
に
関
し
て
可
能
性
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
ニ
ュ
ン
フ
ェ
ウ
ム

の
祭
神
で
あ
る
ニ
ン
フ
を
祀
る
祭
礼
の
折
で
、
こ
の
時
に
行
う
身
体
動
作

は
恐
ら
く
古
代
地
中
海
世
界
で
は
共
通
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
目
は
祭
礼
な
ど
と
い
っ
た
特
別
な
時
で
は
な
い
折
で
あ
る
。
神
域

で
あ
れ
ば
自
由
に
入
っ
て
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
古
代
人
が
平
時

に
神
域
に
行
う
身
体
動
作
を
、
泉
か
ら
水
が
流
れ
出
す
時
の
よ
う
な
水
音

が
聞
こ
え
る
空
間
で
行
う
こ
と
は
心
身
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
発
表
者
が
以
前
に
調
べ
た
デ
ル
ポ
イ
の
ピ
ュ
テ
ィ
ア
の

神
託
で
は
、
微
音
が
催
眠
効
果
の
導
入
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う

形
跡
も
あ
る
。
古
代
人
が
水
音
と
聖
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど
の
よ
う

に
心
身
変
容
効
果
に
利
用
し
て
い
た
の
か
と
い
う
命
題
は
、「
生
き
ら
れ

た
宗
教
」
論
の
観
点
か
ら
、
今
後
精
察
さ
れ
る
べ
き
興
味
深
い
主
題
で
あ

る
。

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ア
ー
シ
プ
文
学

細
田
あ
や
子

　

発
表
者
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ア
ー
シ
プ
（āšipu

）
と
い
う
職
能
者

に
つ
い
て
、
神
像
制
作
や
病
気
治
療
の
儀
礼
文
書
を
も
と
に
考
察
を
進
め

て
き
た
。
そ
れ
ら
の
儀
礼
は
、
分
離
・
過
渡
・
統
合
と
い
う
過
程
を
経
る
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ー
ジ
を
理
解
す
る
能
力
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
エ
ア
と
は
何
者

か
、
な
ぜ
太
古
の
賢
者
に
洪
水
を
知
ら
せ
た
の
か
、
ア
プ
ス
ー
は
ど
こ
な

の
か
、
と
い
っ
た
問
い
も
浮
上
す
る
。
最
初
か
ら
誰
に
で
も
了
解
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、
奥
義
書
、
秘
義
書
の
側
面
を
有
し
、
読
者
の
気
づ
き
の

段
階
が
進
む
と
と
も
に
自
ら
を
開
示
す
る
よ
う
な
「
ア
ー
シ
プ
文
学
」
の

特
徴
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

琉
球
に
お
け
る
「
殯
」
の
諸
相

牛
窪　

彩
絢

　

殯
は
日
本
で
は
通
常
「
も
が
り
」
と
読
ま
れ
、『
万
葉
集
』
や
記
紀
神

話
等
、
主
に
八
世
紀
頃
の
史
料
に
よ
り
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

史
料
に
よ
る
と
、
三
世
紀
〜
九
世
紀
頃
の
日
本
で
、
人
の
死
後
し
ば
ら
く

の
間
、
埋
葬
地
と
は
別
の
場
所
に
仮
屋
を
建
て
、
棺
に
収
め
た
遺
体
を
安

置
し
、
大
声
で
泣
く
こ
と
（
発
哀
）
や
、
弔
辞
を
述
べ
る
こ
と
（
誅
）、

歌
舞
、
飲
食
を
伴
う
葬
送
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
儀
礼
の
一
部
に
は
日

本
の
独
自
性
も
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
殯
と
は
元
々
中
国
の
儒
教
経
典
で

あ
る
『
儀
禮
』『
周
禮
』『
禮
記
』
の
三
礼
に
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
源
流

は
中
国
古
代
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
日
本
古
代
の
も
が
り
を
、
沖
縄
の
風
葬
と
比
較
し
て
論
じ
る
研
究

者
が
実
は
一
定
数
い
る
。
主
に
本
土
の
研
究
者
だ
が
、
例
え
ば
、
も
が
り

の
意
味
に
つ
い
て
折
口
信
夫
の
招
魂
・
蘇
生
説
に
鎮
魂
説
を
ぶ
つ
け
て
反

論
し
た
五
来
重
は
、
沖
縄
の
風
葬
を
も
が
り
の
残
存
形
態
の
一
つ
だ
と
捉

え
、
日
本
本
土
で
風
葬
（
も
が
り
は
風
葬
で
あ
る
と
五
来
は
述
べ
る
）
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
一
つ
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

沖
縄
各
地
の
洞
窟
や
岩
陰
を
利
用
し
た
風
葬
地
を
多
数
紹
介
し
、
八
重
山

解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
全
体
を
と
お
し
て
、
ア
ダ
パ
が
海
に

沈
み
、
天
上
へ
行
く
こ
と
は
す
べ
て
エ
ア
に
よ
る
意
図
で
あ
り
、
そ
れ
が

修
行
で
あ
っ
た
と
強
調
し
た
い
。
賢
者
ア
ダ
パ
は
永
遠
の
命
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
ア
ー
シ
プ
の
伝
統
に
連
な
る
者
で
あ
る
。

　
『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
も
主
人
公
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
が
、
修
行
の
旅

を
し
て
知
恵
を
得
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
と
く
に
標
準
バ
ビ
ロ
ニ
ア
語

版
の
編
集
の
背
後
に
は
、
ア
ー
シ
プ
の
知
恵
や
生
と
死
の
秘
密
を
め
ぐ
っ

て
の
省
察
が
あ
る
。
標
準
版
の
第
一
書
板
冒
頭
の
「
深
淵
、
国
の
基
を
見

た
者
」
と
は
、
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
を
さ
す
。
こ
の
「
深
淵
」
は
、
泉
や
地
下

水
の
深
い
個
所
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
エ
ア
の
領
域
に
つ
な
が
る
。
つ
ま

り
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
は
、
深
淵
=
ア
プ
ス
ー
を
見
た
、
ア
プ
ス
ー
に
赴
い
た

の
で
あ
り
、
エ
ア
の
水
源
、
知
恵
の
源
を
見
た
者
と
い
え
る
。
こ
の
序
文

か
ら
、
エ
ン
キ
ド
ゥ
を
は
じ
め
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
や
出
来
事
に

遭
遇
し
な
が
ら
旅
を
し
た
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
は
、
エ
ア
神
の
領
域
、
ア
プ
ス

ー
へ
行
き
、
ま
た
知
恵
を
獲
得
し
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
旅

の
な
か
に
は
異
界
へ
の
行
程
も
あ
り
、
ま
た
ウ
ー
タ
・
ナ
ピ
シ
ュ
テ
ィ
と

の
対
話
も
、
そ
こ
か
ら
ア
ー
シ
プ
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
を

示
す
。
標
準
版
の
編
者
ス
ィ
ン
・
レ
ー
キ
・
ウ
ン
ニ
ン
ニ
は
ア
ー
シ
プ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
文
書
で
は
、
異
界
へ
の
修
行
を
通
し
て
得
た
悟
り
や
、
生
と
死

を
越
境
す
る
こ
と
に
よ
り
備
わ
っ
た
技
と
知
恵
が
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

り
、
こ
れ
ら
を
「
ア
ー
シ
プ
文
学
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
は
、
ア
ー
シ
プ
と
知
恵
の
神
エ
ア
と
の
結
び
つ
き
が
密
接
で
あ
り
、
ア

ー
シ
プ
た
ち
は
、
エ
ア
か
ら
の
教
え
や
技
能
を
い
か
に
伝
え
る
か
、
と
い

う
こ
と
に
傾
注
し
て
い
た
。
直
接
伝
え
ら
れ
ず
と
も
、
暗
示
的
な
メ
ッ
セ
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こ
の
習
俗
を
先
学
は
「
風
葬
」
と
し
て
、
も
が
り
と
比
較
し
た
と
整
理
で

き
る
）。
第
二
に
、
一
五
〜
一
六
世
紀
、
福
建
な
ど
中
国
南
部
か
ら
洗
骨

な
ど
の
習
俗
と
と
も
に
中
国
社
会
の
儒
教
的
な
殯
が
沖
縄
に
流
入
、
一
七

五
三
年
以
降
、
ト
ギ
の
習
俗
は
王
朝
で
は
、「
寝
廟
」
に
て
行
う
「
殯
」

に
書
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
山
中
の
屋
か
ら
寝
廟
へ
の
移
動
に

は
、「
墓
制
の
確
立
」
が
関
係
し
て
お
り
、「
儒
教
化
」
の
傾
向
が
伺
え

る
。
第
三
に
、
庶
民
に
お
け
る
喪
屋
で
の
ト
ギ
も
、
明
治
政
府
や
首
里
王

府
の
テ
コ
入
れ
等
に
よ
る
「
墓
制
の
確
立
」
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
。

　

な
お
、
本
研
究
は
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
「
東
ア
ジ
ア
学
」
共

創
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
二
〇
二
〇
年
度
）
よ
り
助
成
を
受
け
て
実
施

し
、
成
果
論
文
が
『
東
洋
文
化
研
究
』
第
二
十
四
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
。

影
幀
を
用
い
た
人
霊
祭
祀
に
つ
い
て

井
上　

智
勝

　

日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
で
は
、
帝
王
か
ら
庶
民
ま
で
、
祖
先
や
人
霊
の

祭
祀
に
影
幀
（
肖
像
画
）
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
中
華

に
発
祥
し
た
釈
奠
は
日
本
に
も
伝
来
し
、
唐
の
様
式
を
範
と
し
て
令
制
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
。
唐
で
は
聖
人
の
坐
像
・
立
像
を
用
い
た
が
、
古
代
日

本
で
は
画
像
が
壁
に
懸
垂
さ
れ
祭
典
が
執
行
さ
れ
た
。
日
本
に
お
け
る
影

幀
を
用
い
た
人
霊
祭
祀
の
早
い
例
は
、
釈
奠
と
い
う
儒
教
祭
祀
の
様
相
を

以
て
立
ち
現
れ
、
人
麻
呂
な
ど
歌
聖
の
画
像
を
懸
垂
し
て
祈
念
す
る
影
供

を
派
生
さ
せ
た
。

　

近
世
日
本
の
儒
家
林
家
で
行
わ
れ
た
釈
奠
で
は
孔
子
・
四
聖
の
坐
像
が

用
い
ら
れ
た
が
、
朱
子
ら
六
人
の
影
幀
も
用
い
ら
れ
た
（
須
藤
敏
夫
）。

諸
島
に
見
ら
れ
る
ヌ
ー
ヤ
墓
に
至
っ
て
は
「
積
石
型
殯
」
だ
と
分
類
し
て

い
る
。
和
田
萃
も
、
日
本
古
代
の
も
が
り
に
て
喪
屋
に
籠
る
の
が
女
性
で

あ
っ
た
と
の
考
察
と
、
沖
縄
の
洗
骨
が
女
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う

事
実
と
に
親
和
性
を
見
出
し
て
い
る
。
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
小
田
亮

は
、
沖
縄
学
の
父
と
呼
ば
れ
る
伊
波
普
猷
の
「
南
島
古
代
の
葬
制
」
に
お

け
る
津
堅
島
の
風
葬
の
話
を
持
ち
出
し
、
も
が
り
と
沖
縄
の
葬
制
の
構
造

的
な
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
属
す
る
時
代
も
地
域
も
異
な
る
も
が
り

と
沖
縄
の
葬
制
を
、
先
学
も
厳
密
な
意
味
で
「
比
較
」
し
よ
う
と
試
み
て

い
る
訳
で
は
な
い
が
、
上
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
も
が
り

の
研
究
に
沖
縄
の
風
葬
・
洗
骨
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
そ
の
類
似
性
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
沖
縄
の
葬
墓
制
研
究
の
側
か
ら
眺
め
る
と
、
こ
れ
ら
の
研
究

に
は
大
変
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第
二
尚
氏
王

統
の
墓
で
あ
る
首
里
玉
陵
殿
に
葬
ら
れ
た
一
人
で
あ
る
尚
純
王
妃
の
石
厨

子
の
中
に
は
、
れ
っ
き
と
し
た
「
殯
」
の
文
字
が
記
さ
れ
た
誌
版
が
あ

り
、
こ
の
記
述
と
歴
史
書
に
よ
る
と
、
玉
陵
で
は
ど
う
や
ら
風
葬
を
行
う

前
に
、
風
葬
と
区
別
さ
れ
得
る
「
殯
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
学
が
日
本
古
代
の
も
が
り
と
比
較
す
べ
き
は
沖
縄

の
風
葬
で
は
な
く
、
こ
の
「
殯
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
発
表
で
は
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
沖

縄
に
お
け
る
「
殯
」
の
存
在
に
焦
点
を
当
て
、
先
学
の
問
題
点
を
指
摘
し

つ
つ
、
琉
球
に
お
け
る
「
殯
」
の
諸
相
を
歴
史
的
経
緯
と
と
も
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
結
論
と
し
て
は
、
以
下
三
つ
に
集
約
さ
れ
る
。

第
一
に
、
一
五
〜
一
六
世
紀
頃
の
琉
球
は
山
の
中
に
造
っ
た
屋
・
喪
屋
の

中
に
柩
を
安
置
し
て
ト
ギ
（
伽
）
を
す
る
単
葬
社
会
で
あ
っ
た
（
そ
し
て
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の
見
解
を
採
る
者
が
あ
っ
た
（
太
宗
実
録
十
）。
影
幀
に
よ
る
人
霊
祭
祀

を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
仏
教
の
み
な
ら
ず
道
教
の
影
響
も
考
慮
に
入

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
高
麗
の
景
霊
殿
が
範
と
し
た
中
華
趙
宋
の
原
廟
景
霊

宮
は
、
本
来
道
観
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
神
御
」
即
ち
皇
帝
の
影
幀
の

殆
ど
が
集
め
ら
れ
、
第
二
宗
廟
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
た
（
山
内
弘
一
）。

宋
で
も
正
礼
で
あ
る
宗
廟
祭
祀
に
は
木
主
が
、
俗
祭
に
当
た
る
原
廟
祭
祀

で
は
影
幀
や
塑
像
が
用
い
ら
れ
、
仏
僧
や
道
士
が
動
員
さ
れ
て
い
た
（
彭

美
玲
）。
李
朝
大
越
国
で
は
政
隆
寶
應
七
年
清
和
殿
に
先
帝
・
先
后
の
「
神

御
」
奉
安
の
記
事
が
認
め
ら
れ
る
が
、
寺
院
の
修
復
と
連
動
し
て
い
た

（
大
越
史
記
全
書
本
紀
四
）。
琉
球
国
で
は
国
王
尚
家
の
第
二
宗
廟
と
さ
れ

る
菩
提
寺
円
覚
寺
に
影
幀
が
格
護
さ
れ
て
い
た
（
平
川
信
幸
）。
那
覇
の

第
一
宗
廟
崇
元
寺
は
木
主
に
よ
る
祭
祀
で
、
影
幀
は
用
い
ら
れ
な
い
。

　

斯
様
に
影
幀
を
用
い
た
人
霊
祭
祀
は
儒
教
国
家
の
国
家
祭
祀
に
位
置
づ

け
ら
れ
つ
つ
、
実
際
は
仏
教
や
道
教
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
宋
朝
以

降
、
儒
教
思
想
が
純
化
さ
れ
て
ゆ
く
中
で
、
影
幀
や
彫
像
に
よ
る
祭
祀
は

正
礼
か
ら
排
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
儒
仏
道
の
混
淆
的
な
様
態
が
儒
教
を
規

準
に
正
礼（
表
）と
俗
祭（
内
）に
分
化
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
影
幀
を
用

い
た
人
霊
祭
祀
は
、
仏
教
・
道
教
の
影
響
下
、
儒
教
祭
祀
の
外
皮
を
纏
わ

さ
れ
た
祭
祀
と
い
え
よ
う
。
日
本
の
釈
奠
で
肖
像
・
彫
像
が
用
い
ら
れ
て

ゆ
く
こ
と
や
、
影
幀
祭
祀
が
一
家
一
門
を
束
ね
る
一
定
の
公
的
性
格
を
帯

び
る
の
は
、
中
世
に
お
い
て
大
陸
諸
国
ほ
ど
儒
教
思
想
の
純
化
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
影
幀
を
用
い
た
人
霊
祭
祀
は
、
東
ア
ジ

ア
に
お
け
る
日
本
の
特
質
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
交
錯
、

公
と
私
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
上
で
有
効
な
素
材
で
あ
る
。
本
報
告
は

Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP20K

20676

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

林
家
で
は
家
祖
羅
山
の
忌
日
に
国
史
館
で
そ
の
肖
像
を
掛
け
て
祭
祀
が
行

わ
れ
、
門
弟
も
こ
れ
を
拝
し
、
一
門
の
結
集
軸
と
な
っ
た
（
国
史
館
日

録
）。
影
幀
は
、
大
名
家
中
の
結
束
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
田

村
英
恵
）。
大
名
の
影
幀
と
寺
院
の
関
係
は
密
接
で
、
影
幀
の
多
く
に
禅

僧
の
賛
を
持
つ
こ
と
は
、
禅
宗
の
頂
相
の
影
響
を
推
察
せ
し
め
る
。
庶
民

の
肖
像
が
家
訓
と
一
緒
に
伝
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
家
督

の
継
承
を
意
味
し
、
や
は
り
血
脈
継
承
を
示
す
た
め
に
継
受
さ
れ
る
頂
相

の
影
響
が
推
察
さ
れ
る
。
日
本
の
影
幀
祭
祀
に
は
、
儒
教
と
と
も
に
仏
教

の
影
響
を
勘
案
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

儒
教
を
国
教
と
し
た
近
世
東
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
諸
国
に
お
い
て
は
、
厳

格
な
儒
教
国
家
を
志
向
し
た
朝
鮮
に
お
い
て
も
、
国
王
の
真
影
を
奉
安
す

る
原
廟
を
頂
点
に
奴
婢
に
至
る
ま
で
影
幀
祭
祀
が
認
め
ら
れ
、
儒
教
的
仁

政
観
か
ら
顕
彰
さ
れ
た
。
た
だ
朝
鮮
で
は
正
礼
で
あ
る
宗
廟
祭
祀
に
は
影

幀
で
は
な
く
木
主
が
用
い
ら
れ
た
。
王
家
の
影
幀
が
奉
安
さ
れ
る
原
廟
は

国
家
祭
祀
に
列
す
る
と
は
い
え
、
正
礼
か
ら
外
れ
た
「
俗
祭
」
即
ち
国
王

家
の
私
祭
の
色
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
太
祖
の
影
幀
を
奉
安
す
る
全
州
の
慶

基
殿
に
は
、
前
王
朝
高
麗
で
影
幀
が
奉
安
さ
れ
た
景
霊
殿
に
由
来
す
る
仏

教
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
金
哲
培
）。
高
麗
の
景
霊
殿

と
は
、
国
王
家
が
日
常
的
な
追
孝
を
向
け
る
た
め
の
原
廟
で
、
仏
教
寺
院

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
（
金
澈
雄
）。
高
麗
は
崇
仏
王
朝
と
し
て
知

ら
れ
る
が
、
朝
鮮
朝
で
も
、
そ
の
初
期
の
原
廟
制
に
は
仏
教
式
の
真
殿
の

影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
は
夙
に
指
摘
が
あ
る
（
池
斗
煥
）。
ま
た
、
中
華

明
代
に
は
、
釈
奠
に
塑
像
を
用
い
る
の
は
仏
教
の
影
響
で
あ
る
と
す
る
見

解
が
見
ら
れ
た
（
大
学
衍
義
補
）。

　

朝
鮮
初
期
に
は
、
影
幀
祭
祀
は
本
来
、
仏
教
や
老
子
思
想
に
基
づ
く
と
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埋
め
か
否
か
、
ｂ
）否
の
場
合
全
身
か
頭
骨
の
み
か
に
、
④
を
ａ
）建
築
現

場
で
あ
る
そ
の
場
で
行
な
う
か
ど
う
か
、
ｂ
）建
築
物
自
体
に
対
し
て
行

な
う
か
ど
う
か
、
ｃ
）ａ
ｂ
と
も
否
で
あ
る
な
ら
そ
の
性
格
、
⑤
を
ａ
）供

儀
の
直
接
的
目
的
、
ｂ
）供
儀
さ
れ
る
者
の
選
別
方
法
、
ｃ
）供
儀
さ
れ
る

者
の
死
後
に
関
す
る
観
念
に
そ
れ
ぞ
れ
分
割
し
、
さ
ら
に
⑥
供
犠
を
受
け

る
者
を
加
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。

　

こ
れ
ら
高
山
と
小
西
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
分
析
の
種
類
は
、
人
柱
を

対
象
に
考
え
て
い
る
の
で
、
修
正
が
必
要
だ
が
、
人
身
供
犠
全
般
を
検
討

す
る
上
で
参
考
に
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
本
発
表
で
は
両
者
の
分

類
法
を
踏
ま
え
、
①
殺
さ
れ
る
人
々
の
特
徴
、
②
殺
す
方
法
、
③
そ
の
場

所
、
④
供
儀
の
直
接
的
目
的
、
⑤
供
儀
に
さ
れ
る
者
の
選
別
方
法
、
⑥
供

犠
を
受
け
る
者
と
い
う
各
点
か
ら
、
古
代
地
中
海
世
界
の
文
献
資
料
で
言

及
さ
れ
る
人
身
供
犠
に
関
す
る
証
言
や
伝
承
を
検
討
し
た
。

　

本
発
表
で
は
、
地
中
海
と
そ
の
周
辺
で
の
文
字
資
料
で
確
認
で
き
た
人

身
供
犠
に
関
す
る
証
言
・
伝
承
の
う
ち
、
ギ
リ
シ
ア
で
の
事
例
九
件
、
ガ

リ
ア
三
件
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
二
件
、
モ
ア
ブ
、
ロ
ー
マ
、
カ
ル
タ
ゴ
、

ト
ロ
キ
ア
、
タ
ウ
ロ
イ
の
各
一
件
の
計
二
〇
件
を
対
象
に
順
に
記
述
の
概

要
を
確
認
し
検
討
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
今
回
確
認
し
た
文
字
資
料
二
〇
箇
所
の
事
例
で
は
、
①
殺

さ
れ
る
人
々
の
特
徴
や
④
供
儀
の
直
接
的
目
的
に
つ
い
て
は
比
較
的
明 

確
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
②
殺
す
方
法
（
一
一
箇
所
）、
③
そ
の
場
所

（
一
三
箇
所
）、
⑤
供
儀
に
さ
れ
る
者
の
選
別
方
法
（
一
四
箇
所
）
に
つ
い

て
は
明
確
な
記
述
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
で

は
人
身
供
犠
に
お
い
て
殺
す
方
法
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払
わ
な
い
点
も
特

徴
的
で
あ
っ
た
（
全
九
箇
所
の
う
ち
八
箇
所
）。

古
代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
人
身
供
犠
の
検
討 

│
│ 

文
字
資
料
を
中
心
に
し
て 

│
│

岩
嵜　

大
悟

　

人
身
供
犠
と
は
、
祭
儀
の
一
部
と
し
て
、
人
間
の
生
命
―
あ
る
い
は
人

体
の
一
部
―
を
捧
げ
る
行
為
で
あ
る
。
人
身
供
犠
に
関
す
る
文
字
資
料
で

の
証
言
・
伝
承
は
世
界
各
地
に
見
ら
れ
、
古
代
地
中
海
世
界
で
も
人
身
供

犠
に
関
す
る
多
く
の
言
及
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
は
進
ん
で
い
る
が
、

そ
れ
ら
を
一
貫
し
て
扱
う
研
究
に
乏
し
か
っ
た
。
本
発
表
で
は
、
古
代
地

中
海
世
界
に
お
け
る
人
身
供
犠
に
つ
い
て
、
文
字
資
料
を
中
心
に
検
討
し

た
。

　

地
中
海
世
界
で
の
文
字
資
料
で
の
人
身
供
犠
に
関
す
る
言
及
は
、
ヘ
ブ

ラ
イ
語
（
旧
約
）
聖
書
、
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
文
献
が
主
な
対
象
と

な
る
。
特
に
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
文
献
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
で

言
及
さ
れ
た
も
の
を
順
次
確
認
す
る
こ
と
で
収
集
し
た
。
ま
た
、
ギ
リ
シ

ア
語
・
ラ
テ
ン
語
文
献
で
言
及
さ
れ
る
人
身
供
犠
の
事
例
は
、
地
中
海
や

そ
の
周
辺
地
域
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
（
た
と
え
ば
、
ス
ト
ラ
ボ
ン
『
地

理
学
』
一
五
・
六
二
）
な
ど
の
地
域
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
太
平
洋
地
域
な
ど
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い
た
民
族
学
者
・
高

山
純
は
人
柱
を
、
①
建
築
物
の
種
類
、
②
殺
さ
れ
る
人
々
の
性
別
・
特

徴
、
③
殺
す
方
法
、
④
そ
の
場
所
、
⑤
動
機
と
い
う
各
点
か
ら
分
析
し
た

（「
我
国
の
人
柱
に
関
す
る
民
間
信
仰
の
期
限
に
つ
い
て
の
比
較
民
族
学
的

研
究
」、『
民
族
学
研
究
』
一
九
七
二
年
）。
こ
の
論
文
に
対
し
、
小
西
正

捷
が
イ
ン
ド
の
事
例
と
方
法
論
の
立
場
か
ら
批
評
を
行
っ
て
お
り
（「
イ

ン
ド
の
「
人
柱
」
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
事
例
―
高
山
論
文
へ
の
コ
メ
ン

ト
―
」、『
民
族
学
研
究
』
一
九
七
三
年
）、
そ
の
中
で
小
西
は
③
を
ａ
）生
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ィ
（
以
下
Ｕ
。
こ
の
名
は
「
命
を
見
つ
け
た
」
の
意
。A

. R. George, 
T
he Babylonian G

ilgam
esh E

pic, 2003, 152-155

参
照
）
を
訪

ね
る
旅
に
出
る
。
彼
は
賢
人
で
あ
り
、
太
古
の
洪
水
を
知
恵
の
神
エ
ア
に

助
け
ら
れ
て
生
き
残
り
、
か
つ
最
高
神
エ
ン
リ
ル
か
ら
永
遠
の
命
を
与
え

ら
れ
、
神
に
列
せ
ら
れ
て
い
た
。
Ｇ
は
旅
の
最
初
で
荒
野
を
通
り
ぬ
け
る

が
、
荒
野
で
育
っ
た
野
人
エ
ン
キ
ド
ゥ
の
か
つ
て
の
生
活
を
追
体
験
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
太
陽
神
だ
け
が
通
る
異
界
へ
の
門
の
番
を
す
る
蠍

人
間
に
、
事
情
を
説
明
し
て
通
し
て
も
ら
う
。
異
界
で
の
Ｇ
は
「
居
酒
屋

の
女
将
」
シ
ド
ゥ
リ
に
悲
嘆
と
疲
労
の
理
由
を
聞
か
れ
、
親
友
を
失
っ
た

深
い
悲
し
み
を
語
る
。
さ
ら
に
ウ
ル
シ
ャ
ナ
ビ
（
Ｕ
の
舟
師
）
と
も
同
様

の
問
答
を
し
、
ウ
ル
シ
ャ
ナ
ビ
の
舟
で
「
死
の
海
」
を
渡
し
て
も
ら
い
、

よ
う
や
く
Ｕ
に
会
う
。
前
と
同
様
の
問
答
の
後
、
Ｇ
が
不
眠
で
悲
し
み
続

け
て
極
度
に
疲
労
し
て
い
る
た
め
Ｕ
は
、
Ｇ
が
そ
の
「
遠
い
日
々
（
長
い

命
）
を
近
寄
せ
（
短
縮
し
）
て
い
る
」（
第
十
書
板300

行
）
と
告
げ
る
。

こ
れ
は
Ｇ
の
余
命
は
短
い
と
い
う
診
断
で
あ
る
と
発
表
者
は
解
釈
す
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
Ｕ
は
神
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｕ
は
、
人
間

の
計
画
と
は
無
関
係
に
死
は
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
教
え
、
い
わ
ば

最
古
の
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
を
Ｇ
に
伝
え
る
（
第
十
書
板301-322

行
）。
し
か
し
Ｇ
は
「
生
命
の
秘
密
」
を
探
る
た
め
、
Ｕ
が
永
遠
の
命
を

得
た
経
緯
を
知
り
た
い
と
食
い
下
が
る
。
こ
こ
で
長
い
「
洪
水
（
神
話
）」

の
語
り
が
始
ま
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
Ｕ
は
、「
今
は
」
永
遠
の
命
を
与

え
る
た
め
の
神
々
の
会
議
を
招
集
す
る
者
が
い
な
い
と
告
げ
、
続
い
て

「
六
日
七
夜
起
き
て
い
る
よ
う
に
」
と
い
う
謎
め
い
た
命
令
を
す
る
が
、

そ
の
途
端
に
Ｇ
は
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
。

　

発
表
者
は
、
こ
こ
で
Ｇ
が
昏
睡
し
た
と
解
す
る
。
そ
し
て
七
夜
が
過
ぎ

　

ま
た
、
宗
教
人
類
学
な
ど
の
分
野
で
は
、
人
身
供
犠
を
豊
穣
儀
礼
と
の

関
連
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
今
回
検
討
し
た
文
献

で
の
事
例
か
ら
は
人
身
供
犠
と
豊
穣
儀
礼
と
の
関
連
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
点
も
、
さ
ら
に
収
集
す
る
文
献
の
対
象
を
広
げ
た
検
討
や
他
の

地
域
で
の
事
例
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
「
喪
の
仕
事
」

渡
辺　

和
子

　
「
喪
の
仕
事
」（T

rauerarbeit

）
は
フ
ロ
イ
ト
の
「
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ

ー
（
鬱
病
）」（1917

）
と
題
さ
れ
た
論
文
の
中
で
用
い
ら
れ
た
が
、
今
日

の
日
本
で
は
「
グ
リ
ー
フ
・
ワ
ー
ク
」
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
イ

ト
の
関
心
は
鬱
病
に
あ
り
、
そ
の
解
明
の
た
め
に
症
状
が
似
る
喪
と
比
較

す
る
こ
と
を
試
み
た
。
彼
に
よ
れ
ば
喪
は
原
因
が
明
確
で
あ
り
、
病
気
で

は
な
く
治
療
の
必
要
も
な
く
、
時
間
を
か
け
て
取
り
組
め
ば
解
決
す
る
。

こ
の
論
文
か
ら
約
百
年
経
っ
た
現
在
で
は
、
喪
も
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な

い
と
さ
れ
る
。
発
表
者
は
死
生
学
に
関
わ
る
機
会
が
あ
り
、
専
門
と
す
る

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
文
書
解
釈
に
お
い
て
も
多
く
の
気
づ
き
を
得
た
。

な
か
で
も
『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
の
後
半
は
、
主
人
公
ギ
ル
ガ
メ
シ

ュ
（
以
下
Ｇ
）
が
「
喪
の
仕
事
」
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
語
る

作
品
と
考
え
た
。
こ
こ
で
は
前
十
一
世
紀
頃
に
成
立
し
た
標
準
バ
ビ
ロ
ニ

ア
語
版
（SB

版
）『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
を
中
心
に
考
察
す
る
。

　

ウ
ル
ク
の
王
Ｇ
は
親
友
エ
ン
キ
ド
ゥ
の
死
を
契
機
と
し
て
、
激
し
い
悲

嘆
を
経
験
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
な
ぜ
人
間
は
死
ぬ
の
か
と
い
う
大
き

な
問
題
に
も
と
ら
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
彼
の
「
喪
の
仕
事
」
の
難
度
を

上
げ
た
。
Ｇ
は
「
生
命
の
秘
密
」
を
探
ろ
う
と
、
ウ
ー
タ
・
ナ
ピ
シ
ュ
テ
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族
大
移
動
を
引
き
起
こ
し
た
と
語
る
。
大
き
な
気
候
変
動
を
引
き
起
こ
し

た
ヤ
ン
ガ
ー
・
ド
リ
ア
ス
期
と
は
巨
大
な
彗
星
の
先
端
が
分
裂
し
二
つ
の

巨
大
な
隕
石
と
な
り
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
衝
突
し
た
。
そ
の
後
千
二
百
年

間
隕
石
の
断
片
が
地
球
上
空
を
回
り
続
け
た
。
北
半
球
を
中
心
に
多
数
落

下
し
北
米
で
は
最
大
十
五
ト
ン
も
あ
る
隕
石
が
落
下
し
た
の
で
あ
る
（
グ

ラ
ハ
ム
・
ハ
ン
コ
ッ
ク
、
下
、
四
九
〇
―
四
九
一
頁
）。
グ
ラ
ハ
ム
・
ハ

ン
コ
ッ
ク
は
「
こ
の
時
代
に
は
気
候
が
劇
的
に
変
化
し
、
海
面
が
急
上
昇

し
、
地
面
が
動
き
、
洪
水
が
起
こ
り
、
火
山
が
爆
発
し
、
軟
炭
の
雨
が
降

り
、
空
が
暗
く
な
っ
た
。」
と
語
る
（『
神
々
の
指
紋　

下
』
一
八
七
頁
）。

隕
石
が
落
下
す
れ
ば
火
山
の
噴
煙
や
灰
、
塵
な
ど
が
上
空
に
舞
い
上
が
り

太
陽
の
光
は
地
上
に
届
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
氷
河
期
が
始
ま
っ
た
。
こ

の
時
期
は
「
地
球
が
経
験
し
た
絶
滅
レ
ベ
ル
の
大
災
害
」
で
あ
っ
た
（
グ

ラ
ハ
ム
・
ハ
ン
コ
ッ
ク
、
前
掲
書
上
、
二
六
〇
頁
）。
隕
石
落
下
に
よ
り

上
空
を
灰
に
覆
わ
れ
た
暗
い
世
界
で
遊
牧
民
族
の
古
代
ア
ー
リ
ア
人
は
火

を
拝
み
、
太
陽
を
神
と
し
て
崇
拝
し
た
。
青
木
健
は
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
』
で
ヤ
ン
ガ
ー
・
ド
リ
ア
ス
期
の
彗
星
衝
突
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
を
明

確
に
は
関
連
付
け
て
い
な
い
。
し
か
し
古
代
の
気
候
変
動
、
民
族
移
動
と

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
発
生
を
否
定
は
し
て
い
な
い
。
古
い
ア
ー
リ
ア
人
の

宗
教
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
源
と
推
測
で
き
る
。
巨
大
な
隕
石
の
衝
突
に

よ
る
大
災
害
の
原
体
験
を
解
釈
し
、
長
年
月
か
け
て
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が

形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
古
代
ア
ー
リ
ア

人
は
牛
を
追
い
な
が
ら
移
動
し
、
古
代
ア
ー
リ
ア
人
が
火
と
水
を
崇
拝
し

て
い
る
の
は
日
常
生
活
で
必
需
品
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
遭
遇

し
た
人
々
と
新
し
い
文
化
・
宗
教
を
形
成
し
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
も
そ
れ

に
合
わ
せ
て
変
貌
し
て
い
る
。

て
Ｕ
に
起
こ
さ
れ
た
（
再
生
さ
せ
ら
れ
た
）
Ｇ
に
は
眠
っ
た
記
憶
が
な
い

が
、
死
は
不
可
避
と
観
念
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｇ
は
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
水

浴
び
と
着
替
え
を
す
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
内
面
で
も
喪
が
明
け
た
こ
と
を

示
す
。
自
力
で
の
「
喪
の
仕
事
」
の
完
遂
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
死
と
再

生
の
後
に
喪
明
け
が
あ
り
、
悲
嘆
と
死
の
恐
怖
は
消
え
て
い
た
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
こ
と
を
読
者
が
す
ぐ
察
知
し
な
い
よ
う
に
、SB

版
編
者
ス
ィ

ン
・
レ
ー
キ
・
ウ
ン
ニ
ン
ニ
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
格
段
に

進
ん
だ
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
編
者
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
シ

ャ
ー
マ
ン
に
相
当
す
る
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
ア
ー
シ
プ
と
い
う
、
単
な
る

「
知
識
層
」
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
病
気
治
療
、
占
い
、
除
災
・
浄

化
儀
礼
、
そ
し
て
神
像
を
含
め
た
像
を
生
き
た
も
の
と
す
る
儀
礼
を
担

い
、
王
宮
の
助
言
者
・
教
育
者
で
も
あ
っ
た
職
能
者
集
団
に
属
し
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
こ
の
叙
事
詩
は
ア
ー
シ
プ
の
修
行
に
役
立
つ
修
行
書
の

一
つ
と
し
て
編
ま
れ
た
た
め
、
多
く
の
謎
が
仕
掛
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
Ｕ
は
神
と
な
っ
た
ア
ー
シ
プ
と
し
て
そ
の
最
高
の
あ
り
方
を
示
し
、

再
生
し
た
Ｇ
は
ウ
ル
ク
に
帰
っ
て
王
の
職
務
を
全
う
し
た
こ
と
が
こ
の
叙

事
詩
の
序
文
に
窺
え
る
。

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教 

│
│ 

諸
宗
教
と
の
視
点
か
ら 

│
│

野
村　
　

誠

　

鈴
木
秀
夫
は
『
気
候
の
変
化
が
言
葉
を
か
え
た
』（
日
本
放
送
出
版
協

会
）
で
一
万
年
前
に
気
候
変
化
が
起
こ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
民
族
移
動
が
起

こ
り
、
言
葉
が
変
わ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
グ
ラ
ハ
ム
・
ハ
ン
コ

ッ
ク
は
『
人
類
前
史　

上
・
下
』
で
約
一
万
二
八
〇
〇
年
前
か
ら
一
万
一

六
〇
〇
年
前
に
起
き
た
ヤ
ン
ガ
ー
ド
リ
ア
ス
期
の
古
代
気
候
大
変
動
が
民
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魂
が
白
い
鳥
に
な
っ
て
飛
ん
で
い
く
（
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
話
）」（
一
一
頁
）

な
ど
指
摘
し
て
い
る
。

Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
と
『
妙
法
蓮
華
経
』

中
井　

本
勝

　

テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
（T

im
othy Richard, 1845-1919

）

は
、
英
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
と
し
て
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
一
五

年
に
か
け
て
中
国
で
伝
道
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
仏
教
に
も
強
い
興
味

関
心
を
寄
せ
て
お
り
、『
大
乗
起
信
論
』
お
よ
び
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
英

訳
し
、「
仏
耶
一
元
論
」
を
唱
え
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
彼
が
翻
訳
し
た
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
原
本
お
よ
び
彼
の
思
想
構
造

に
つ
い
て
考
察
し
、
近
代
に
お
け
る
東
西
交
流
理
解
の
一
助
と
し
た
い
。

　

Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
『
妙
法
蓮
華
経
』
と
の
出
会
い
は
、
一
九
〇
八
年

に
Ｅ
・
Ａ
・
ゴ
ル
ド
ン
の
自
宅
を
訪
問
し
た
際
、
そ
こ
に
同
席
し
て
い
た

「
日
蓮
宗
の
高
僧
」
か
ら
「
漢
文
の
教
理
要
旨
の
付
い
た
和
訳
『
法
華
経
』」

を
贈
呈
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
日
蓮
宗
の
高
僧
」

が
い
っ
た
い
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て

も
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
贈
呈
さ
れ
た
書
物
に
つ
い
て
は
、

Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
のT

he N
ew
 T
estam

ent of H
igher Buddhism

に
手
が
か
り
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「K

. S. Fukagaw
a

」
と
い
う
人
物

に
よ
っ
て
一
九
〇
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
法
華
経
』
の
訓
読
本
に
関
す
る

記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
の
訓
読
本
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、

実
際
に
「
深
川
観
察
」
と
い
う
人
物
が
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五

年
）
七
月
に
『
訓
訳
法
華
経
』
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
書

の
体
裁
を
確
認
し
て
み
る
と
、
ま
さ
に
「
ペ
ー
ジ
上
部
の
欄
に
、（
略
）

　

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
創
造
者
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
こ
そ
唯
一
の
神
と
信

じ
て
い
る
。
青
木
に
よ
る
と
「
こ
の
世
は
善
と
悪
の
闘
争
の
舞
台
で
あ

り
、
人
間
存
在
は
善
の
戦
士
で
あ
る
。
世
界
の
終
末
に
は
救
世
主
が
現
れ

て
、
必
ず
や
善
が
勝
利
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
（
前
掲
、
一
八
頁
）。
そ
し

て
神
官
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
・
ス
ピ
タ
ー
マ
ー
が
そ
の
教
え
を
語
っ
た
。
歴

史
を
直
線
的
時
間
と
理
解
し
、
歴
史
を
舞
台
に
善
神
悪
神
、
生
と
死
な
ど

二
元
論
の
戦
い
、
死
者
の
復
活
と
神
の
審
判
を
説
い
た
。
古
代
ア
ー
リ
ア

人
は
ウ
ラ
ル
山
脈
の
南
を
母
な
る
大
地
エ
デ
ン
の
園
と
慕
い
な
が
ら
黒

海
、
イ
ラ
ン
に
広
が
り
東
西
に
移
動
し
て
い
っ
た
（
鈴
木
、
前
掲
、
一
一

四
―
一
一
五
頁
）。
神
の
審
判
と
し
て
の
原
体
験
を
ス
ト
ー
リ
ー
化
し
言

語
化
す
る
ま
で
に
は
数
千
年
か
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
ア

ヴ
ェ
ス
タ
ー
』（
伊
藤
義
教
訳
）
が
聖
典
と
し
て
作
ら
れ
た
。

　

古
代
ア
ー
リ
ア
人
は
、
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
ミ
ト
ラ
教
、
ぺ
ル
シ

ャ
・
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
弥
勒
菩
薩
と
な
っ
た
、
ま
た
牡
牛
、
雌
馬
、
猪

な
ど
信
仰
し
た
（
青
木
、
前
掲
、
三
四
―
三
五
頁
）。
一
神
教
の
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
は
「
一
つ
の
松
明
か
ら
た
く
さ
ん
の
松
明
に
点
火
す
る
」
よ
う

に
神
が
変
化
す
る
の
で
あ
る
（
メ
ア
リ
ー
・
ボ
イ
ス
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
』
講
談
社
、
八
〇
頁
）。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
、
ミ
ト
ラ
教
、
マ
ニ
教
、

ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
思
想
に
影
響
を
与
え
、
イ
ス
ラ
ム
教
、

大
乗
仏
教
、
唐
の
都
・
長
安
で
も
祆
教
（
け
ん
き
ょ
う
）、
日
本
に
は
拝
火

教
、
竈
神
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
無
意
識
の
う
ち
に
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
を
祭
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ

ミ
は
太
陽
で
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
日
本
で
の
変
貌
で
あ
る
。
松
本
清
張
は

『
火
の
道
』『
カ
ミ
と
青
銅
の
迷
路
』
で
『
古
事
記
』
の
中
に
あ
る
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
の
影
響
、
鳥
葬
の
風
習
、『
カ
ミ
と
青
銅
の
迷
路
』「
死
者
の
霊
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チ
ャ
ー
ド
の
『
大
乗
起
信
論
』
の
翻
訳
の
序
文
に
は
、「U

nity in D
i-

versity

」（
多
様
性
に
お
け
る
統
一
）
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
こ
の
言
葉

こ
そ
、
Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
考
え
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
彼
の
「
そ
れ
ら
は
打
ち
消
す
の
で
は
な
く
、
互
い
に
補
完
し
合
う
。
そ

れ
ら
は
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
互
い
を
満
た
す
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も

伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
を
比
較
し
、
キ
リ

ス
ト
教
の
布
教
の
み
を
目
的
と
し
て
仏
教
を
読
み
解
い
て
い
く
の
で
は
な

く
、
そ
こ
に
は
同
じ
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
「
同
一
性
」
に

着
目
し
、
そ
の
「
共
存
」
を
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
共
通
す
る
「D

ivine

」（
神
聖
性
）
を
明
ら
か
に
し
、

諸
宗
教
が
最
終
的
に
は
、「
多
様
性
に
お
け
る
統
一
」
の
な
か
で
「
た
だ

ひ
と
つ
の
宗
教
」（only O

ne religion

）
と
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

灌
仏
会
の
日
中
比
較
研
究 

│
│ 

そ
の
歴
史
的
変
遷
と
現
在 

│
│楊　

　

宇
洲

　

本
発
表
で
は
、
資
料
調
査
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
組
み
合
わ
せ
た
分

析
に
よ
り
、
日
本
と
中
国
の
灌
仏
会
の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、

日
中
の
灌
仏
会
の
相
違
点
で
あ
る
日
本
の
稚
児
行
列
が
現
代
に
行
わ
れ
る

理
由
と
意
味
を
考
察
す
る
。

　

日
本
で
は
、
毎
年
の
四
月
八
日
に
「
花
ま
つ
り
」
と
い
う
仏
教
行
事
が

あ
る
。
こ
の
「
花
ま
つ
り
」
は
釈
迦
の
誕
生
祝
い
の
行
事
で
、「
灌
仏
会
」

が
正
式
名
称
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
灌
仏
会
は
仏
教
の
渡
来
と
共
に
中
国

か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
で
誕

生
仏
に
甘
茶
を
か
け
、
釈
迦
の
誕
生
を
祝
う
。
こ
の
甘
茶
か
け
（
灌
仏
）

教
義
の
要
点
の
み
を
伝
え
る
聖
典
（
法
華
経
）
の
中
国
語
の
概
要
が
あ

る
」
と
い
う
Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
記
述
と
合
致
し
、
そ
の
冠
注
の
内
容
に

つ
い
て
も
Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
英
訳
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
が
Ｅ
・
Ａ
・
ゴ
ル
ド
ン
の
自
宅
で
出
会
っ
た
「
日
蓮
宗

の
高
僧
」
か
ら
贈
呈
さ
れ
た
書
物
と
は
、
深
川
観
察
氏
の
『
訓
訳
法
華

経
』
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
思
想
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
は

T
he N

ew
 T
estam

ent of H
igher Buddhism

の
な
か
で
、『
大
乗

起
信
論
』
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
世
界
の
な
か
で
最
も
重
要
な
書
物
の
ひ
と

つ
」
で
あ
る
と
し
、「
世
界
の
神
聖
な
書
物
の
な
か
で
、
聖
書
・
コ
ー
ラ

ン
・
儒
教
の
古
典
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
続
く
価
値
の
あ
る
も
の
」
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、『
妙
法
蓮
華
経
』
に
つ
い
て
は
「
第
五
の
福
音
書
（a 

Fifth Gospel

）
も
し
く
は
蓮
華
の
福
音
書
（the Lotus Gospel

）」
で

あ
り
、「
生
命
（the Life

）、
光
（the Light
）、
愛
（the Love

）
に

つ
い
て
四
福
音
書
と
同
じ
素
晴
ら
し
い
真
理
を
持
つ
も
の
」
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｔ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
は
大
乗
仏
教
を
小
乗
仏
教
よ
り
も

進
ん
だ
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。
彼
は
も
ち
ろ
ん
宣
教
師
と
し

て
の
態
度
は
保
ち
つ
つ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
の
み
を
本
来
の
目
的
と

は
せ
ず
、「
真
理
」
と
い
う
も
の
は
宗
派
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
考
え
か
ら
、「
キ
リ
ス
ト
教
と
新
仏
教
（N

ew
 Buddhism

）

は
ど
ち
ら
も
、
神
の
超
越
的
あ
る
い
は
内
在
的
な
形
態
を
保
持
し
て
い

る
。
し
か
し
、
東
洋
は
内
在
的
な
形
態
を
よ
り
強
調
し
、
西
洋
は
超
越
的

な
形
態
を
よ
り
強
調
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
洋
と
西
洋
は

同
じ
も
の
を
見
て
い
な
が
ら
も
、
別
の
角
度
か
ら
見
て
い
る
た
め
、
結
果

と
し
て
見
え
る
も
の
が
変
わ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
Ｔ
・
リ
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り
仏
教
と
子
供
の
結
び
つ
き
が
強
ま
り
、
子
ど
も
が
灌
仏
会
に
参
加
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
近
世
の
祭
礼
行
列
の
影
響
や
近
代
仏
教

の
影
響
に
よ
り
灌
仏
会
に
稚
児
行
列
が
発
生
し
、
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
現
代
の
稚
児
行
列
は
、
健
康
祈
願
や
護
法
、
仏
教
教

育
な
ど
の
目
的
で
発
展
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
現
代
の

日
本
の
灌
仏
会
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
稚
児
行
列
が
創
出
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

西
山
派
と
陰
陽
師 

│
│ 

証
空
上
人
か
ら
現
代
へ 

│
│

太
田　

俊
明

　
【
目
的
】

　

西
山
派
と
陰
陽
師
と
の
（
教
学
的
・
現
象
面
的
）
関
わ
り
に
つ
い
て
証

空
上
人
門
下
の
西
谷
流
（
現
在
の
西
山
浄
土
宗
・
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺

派
）
に
お
け
る
文
献
を
通
し
て
構
造
化
が
可
能
か
考
察
す
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
従
来
の
陰
陽
道
と
仏
教
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、
仏

教
内
部
か
ら
の
考
察
が
少
な
い
こ
と
。
ま
た
教
学
面
に
お
け
る
立
ち
位
置

が
一
定
し
て
い
る
の
か
否
か
充
分
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。

　
【
方
法
】

　
『
西
山
叢
書
』（
証
空
『
自
筆
鈔
』『
他
筆
鈔
』『
積
学
鈔
』）、『
西
山
全

書
』（
明
秀
『
愚
要
鈔
』）、
行
観
『
観
経
疏
秘
鈔
』（
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺

派
宗
務
所
、
二
〇
一
三
）『
訓
読
「
近
世
・
江
戸
期
の
『
鎮
勧
用
心
』
注

釈
書
」』（
西
山
浄
土
宗
教
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
）『
関
本
諦
承
全
集
』

（
関
本
諦
承
全
集
刊
行
会
、
一
九
七
八
）
よ
り
陰
陽
師
お
よ
び
関
連
す
る

用
語
（
例　

安
倍
晴
明
）
を
拾
い
出
し
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
構
造
的
に
考

習
俗
の
由
来
は
、
釈
迦
が
誕
生
し
た
時
に
産
湯
を
使
わ
せ
る
た
め
に
九
つ

の
龍
が
天
上
か
ら
香
水
を
注
い
だ
と
い
う
伝
説
が
元
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
主
に
日
本
の
灌
仏
会
や
近
現
代
の
灌
仏

会
で
あ
る
「
花
ま
つ
り
」
の
創
出
の
経
緯
と
中
国
の
「
行
像
」
に
つ
い
て

の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
比
較
研
究
か
ら
日
中
の
灌
仏
会
の
相
違
点

を
明
ら
か
に
し
た
研
究
が
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
灌
仏
会
の
特
徴
を
考

え
る
た
め
に
は
、
中
国
仏
教
か
ら
の
影
響
と
変
容
に
つ
い
て
比
較
研
究
を

通
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
論
者
が
日
本

と
中
国
の
灌
仏
会
の
歴
史
的
変
遷
と
そ
の
後
の
展
開
を
比
較
研
究
す
る
こ

と
に
よ
り
、
日
本
の
灌
仏
会
の
特
徴
と
日
本
の
仏
教
儀
礼
の
変
容
が
見
え

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
国
の
灌
仏
会
の
起
源
は
『
三
国
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時

代
に
、
灌
仏
会
の
日
に
統
治
者
が
街
で
宴
会
を
開
き
、
一
般
人
が
食
べ

る
。
そ
し
て
北
魏
時
代
に
、
灌
仏
会
の
日
に
「
行
像
」
が
行
わ
れ
た
。
唐

時
代
か
ら
、
灌
仏
会
は
属
性
の
生
活
に
影
響
を
与
え
始
め
、
縁
日
市
場
な

ど
が
開
催
さ
れ
た
。
明
清
時
代
以
降
、
結
縁
豆
配
り
、
安
産
祈
願
、
虫
除

け
祈
願
な
ど
の
行
事
が
見
ら
れ
る
。
現
代
に
は
、
僧
侶
た
ち
が
灌
仏
会
の

日
に
誕
生
仏
を
持
っ
て
、
散
華
を
し
な
が
ら
寺
院
の
境
内
を
め
ぐ
る
。

　

日
本
の
灌
仏
会
に
つ
い
て
、
最
も
古
い
記
録
は
『
日
本
書
紀
』
推
古
天

皇
編
に
あ
る
。
近
世
ま
で
の
灌
仏
会
は
、
一
般
的
に
宮
中
や
寺
院
で
行
わ

れ
た
が
、
江
戸
時
代
の
資
料
か
ら
、
一
般
人
や
子
ど
も
が
灌
仏
会
に
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
近
代
に
は
、
灌
仏
会
の
改
革

が
発
生
し
、
子
ど
も
が
次
第
に
灌
仏
会
の
主
役
に
な
っ
て
い
る
。

　

日
中
の
灌
仏
会
の
歴
史
と
現
在
を
比
較
分
析
す
る
と
、
稚
児
行
列
と
い

う
相
違
点
が
注
目
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
寺
入
り
風
習
や
疫
病
流
行
に
よ
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え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
陰
陽
師
=
現
世　

仏
教
=
往
生
」
の
従
来
の
認

識
は
若
干
異
な
り
、「
陰
陽
師
=
現
世
＋（
往
生
＋
死
後
）　

仏
教
=
現
世

＋
往
生
（
死
後
を
含
む
）」
の
構
図
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

五
．
ま
た
質
疑
応
答
で
近
世
の
文
献
に
関
し
て
陰
陽
師
及
び
関
連
の
表

現
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は

未
調
査
の
文
献
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
西
谷
流
の
祖
書
の
影
響
に
関

し
て
今
後
も
調
査
・
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

大
雑
書
に
お
け
る
方
位
神
の
解
釈

馬
場
真
理
子

　

広
義
の
陰
陽
道
の
近
世
的
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
陰
陽
道
の
知
識
が
陰

陽
師
周
辺
や
一
部
の
知
識
人
の
占
有
物
で
は
な
く
、
書
物
を
介
し
て
社
会

に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
専
門
家
で
は
な
い
人
々

が
知
識
を
発
信
す
る
側
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
最
た
る

例
と
し
て
、
本
発
表
で
は
大
雑
書
を
取
り
上
げ
た
。
大
雑
書
は
近
世
に
広

く
流
通
し
た
日
用
書
の
ジ
ャ
ン
ル
で
、
中
世
以
前
の
陰
陽
道
関
連
の
文
献

（
と
り
わ
け
『
簠
簋
内
伝
』）
が
主
な
ソ
ー
ス
と
さ
れ
る
。
発
表
者
は
、
中

世
以
前
に
蓄
積
さ
れ
た
方
位
神
に
関
す
る
言
説
が
大
雑
書
の
中
で
い
か
に

消
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
、
陰
陽
道
史
に
お
け
る

中
世
と
近
世
の
連
続
性
・
非
連
続
性
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試

み
た
。

　

方
位
神
と
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
所
在
方
位
を
変
え
る
と
さ

れ
、「
そ
の
方
位
に
向
か
っ
て
○
○
す
る
と
凶
（
ま
た
は
吉
）」
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
神
々
で
あ
る
。
中
世
以
前
の
方
位
神
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、
大
き

く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
安
倍
氏
・
賀
茂
氏
ら
に
よ

察
す
る
。
そ
の
際
、
構
造
の
同
一
性
を
検
証
す
る
た
め
、
文
献
上
の
文
言

だ
け
で
な
く
構
造
図
も
活
用
し
た
。

　
【
現
時
点
で
の
ま
と
め
】

　

一
．
証
空
上
人
に
お
い
て
は
『
積
学
鈔
』
に
陰
陽
師
の
記
述
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
（
弘
願
を
教
示
さ
れ
る
観
門
=
示
観
で
は
な
く
）
自
力
に
と
ど

ま
る
顕
行
=
行
門
の
面
で
の
提
示
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
表
現
は
異
な
る
が

門
流
の
行
観
『
秘
鈔
』
明
秀
『
愚
要
鈔
』
関
本
諦
承
著
『
西
山
善
恵
國
師

要
話
録
』
に
も
同
一
の
構
造
が
確
認
さ
れ
た
。

　

二
．
江
戸
期
の
文
献
『
鎮
勧
用
心
』
注
釈
書
類
（
西
山
浄
土
宗
教
学
研

究
所
編
『
鎮
勧
用
心
』
注
釈
書
に
所
収
さ
れ
た
文
献
）
に
お
い
て
陰
陽
師

及
び
関
連
す
る
文
言
は
見
ら
れ
ず
「
陰
前
陽
後
」
等
に
関
す
る
記
述
に
と

ど
ま
る
。
ま
た
明
治
期
以
降
関
本
諦
承
著
『
西
山
善
恵
國
師
要
話
録
』
に

よ
り
、
安
倍
晴
明
公
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
関
本
諦
承
氏
は
『
法

然
上
人
絵
伝
翼
讃
』
を
踏
ま
え
た
う
え
で
引
用
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、

証
空
上
人
は
じ
め
行
観
明
秀
各
上
人
と
の
構
想
的
に
は
同
一
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
思
想
的
な
断
絶
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
江
戸
期
の
西
山
派
の
教
学
は
低
迷
し
て
お
り
、
鎮
西
派

の
教
学
と
混
同
す
る
傾
向
も
存
在
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

三
．
こ
の
こ
と
か
ら
西
山
派
か
ら
見
た
陰
陽
師
の
位
置
づ
け
は
数
学
・

天
文
・
易
学
等
当
時
の
科
学
に
お
け
る
最
新
知
識
を
行
ず
る
こ
と
に
よ

り
、「
他
宗
教
と
し
て
廃
捨
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
」
仏
法
に
組
み
込
む
た

め
の
行
門
と
し
て
の
役
割
と
考
え
ら
れ
る
。

　

四
．
従
っ
て
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
陰
陽
師
の
存
在
は
西

山
派
に
と
っ
て
廃
捨
す
る
対
象
で
は
な
く
、
本
願
へ
の
導
入
で
あ
る
行
門

の
位
置
づ
け
と
考
え
ら
れ
る
。「
弘
願
へ
の
気
づ
か
さ
れ
=
往
生
」
と
考
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か
ん
に
参
照
さ
れ
た
）
に
よ
れ
ば
、
八
将
神
が
五
星
の
精
霊
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
」
と
主
張
し
、『
簠
簋
内
伝
』
に
代
わ
っ
て
『
暦
林
問
答

集
』
か
ら
多
く
の
解
説
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
正
統
な
陰

陽
道
、
さ
ら
に
遡
っ
て
中
国
に
淵
源
す
る
知
識
が
正
し
い
と
み
な
さ
れ
て

お
り
、『
簠
簋
内
伝
』
に
記
さ
れ
た
牛
頭
天
王
の
物
語
で
は
な
く
、
陰
陽

五
行
説
を
用
い
た
方
位
神
の
解
釈
が
展
開
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
永
代
大
雑

書
』
で
は
、『
暦
林
問
答
集
』
に
は
な
い
陰
陽
五
行
説
を
用
い
た
タ
ブ
ー

の
説
明
が
散
見
さ
れ
、
単
に
『
簠
簋
内
伝
』
準
拠
か
ら
『
暦
林
問
答
集
』

準
拠
へ
と
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

　
（
三
）「
個
人
の
神
」
の
超
越
。
こ
う
し
て
中
世
以
前
の
言
説
を
取
捨
選

択
す
る
一
方
で
、
中
世
の
延
長
に
と
ど
ま
ら
な
い
新
た
な
語
り
も
生
ま
れ

た
。
方
位
神
は
本
来
、
個
人
の
行
動
に
応
じ
て
吉
凶
を
司
る
、
い
わ
ば

「
個
人
の
神
」
で
あ
る
。
し
か
し
『
萬
歳
大
雑
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
一

部
の
大
雑
書
で
は
、
方
位
神
の
所
在
方
位
と
天
候
や
稲
作
の
豊
凶
が
し
ば

し
ば
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
り
は
生
活
に
よ
り
深
く
関
わ

る
知
識
を
求
め
る
人
々
の
需
要
に
応
じ
て
追
加
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
近

世
と
い
う
時
代
を
背
景
に
、
方
位
神
が
新
た
な
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　

今
後
は
こ
う
し
た
陰
陽
道
の
知
識
の
近
世
的
展
開
に
つ
い
て
、
読
者
に

よ
る
受
け
止
め
ら
れ
方
や
、
陰
陽
五
行
説
に
関
す
る
知
識
の
広
ま
り
を
含

む
社
会
的
背
景
と
考
え
合
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

っ
て
示
さ
れ
た
い
わ
ば
「
公
式
見
解
」
が
あ
る
。
例
え
ば
賀
茂
在
方
が
著

し
た
『
暦
林
問
答
集
』（
一
四
一
四
）
で
は
、
方
位
神
は
そ
れ
ぞ
れ
「
星

の
精
」
と
さ
れ
、
陰
陽
五
行
説
を
用
い
て
そ
の
性
質
や
タ
ブ
ー
が
語
ら
れ

る
。
一
方
、
中
世
に
祇
園
社
周
辺
で
成
立
し
た
と
も
い
わ
れ
る
『
簠
簋
内

伝
』
で
は
、
方
位
神
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
牛
頭
天
王
の
物
語
に
お
け
る
役

柄
や
本
地
仏
が
語
ら
れ
る
。
大
雑
書
の
編
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
異
な
る

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も
つ
方
位
神
解
釈
を
時
に
組
み
合
わ
せ
、
時
に
取
捨
選

択
し
な
が
ら
、
方
位
神
の
説
明
を
形
作
っ
て
い
っ
た
。

　

本
発
表
で
は
中
世
と
の
連
続
性
・
非
連
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
三
つ

の
論
点
を
提
示
し
た
。

　
（
一
）『
簠
簋
内
伝
』
に
対
す
る
態
度
。
先
述
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
で

は
『
簠
簋
内
伝
』
が
大
雑
書
の
重
要
な
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
と
の
認
識
が

共
有
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
大
部
分
を
『
簠
簋
内
伝
』
に
依
拠
し
た
形
で

方
位
神
を
説
明
す
る
大
雑
書
も
あ
る
（『
大
雑
書
拾
遺
大
成
』
な
ど
）
が
、

一
方
で
初
期
の
大
雑
書
で
は
『
簠
簋
内
伝
』
の
世
界
観
は
断
片
的
に
登
場

す
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
概
ね
『
簠
簋
内
伝
』
に
準
拠
し
つ
つ
も
「
公
式

見
解
」
を
取
り
込
ん
で
い
る
大
雑
書
も
あ
る
（『
永
暦
雑
書
天
文
大
成
綱

目
』
な
ど
）。
さ
ら
に
大
雑
書
の
決
定
版
た
る
『
天
保
新
撰
永
代
大
雑
書

萬
暦
大
成
』（
以
下
『
永
代
大
雑
書
』）
で
は
『
簠
簋
内
伝
』
を
「
牽
強
付

会
の
妄
説
」
と
し
て
根
本
的
に
否
定
す
る
。『
簠
簋
内
伝
』
に
対
す
る
姿

勢
は
大
雑
書
の
中
で
も
一
様
で
は
な
く
、「
正
し
さ
」
を
希
求
す
る
中
で

排
除
の
対
象
と
な
る
場
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
陰
陽
五
行
説
の
強
調
。
で
は
『
簠
簋
内
伝
』
を
排
除
す
る
際
に

目
指
さ
れ
た
「
正
し
さ
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。『
永
代
大
雑
書
』
は

「『
暦
例
』（
唐
か
ら
伝
わ
っ
た
文
献
。
平
安
時
代
以
降
の
陰
陽
師
ら
に
さ



157　　

個人発表 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

擬
し
た
注
解
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
時
期

に
宣
明
暦
経
系
の
『
簠
簋
』
と
宿
曜
経
系
の
『
簠
簋
』
と
が
と
も
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
只
見
本
の
巻
三
尾
題
に
は
「
三
國
相
傳

陰
陽
内
傳
集
下
」
と
も
あ
り
、「
宣
明
暦
経
註
」=「
簠
簋
内
伝
」
と
い
う

解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
戦
国
期
ま
で
に
宣
明
暦
経
註
と
し
て
の
三
巻
本
『
簠

簋
』
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
期
に

「
曜
宿
経
」=「
簠
簋
内
伝
」
も
同
じ
会
津
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
合
わ
さ
り
、
天
正
十
二
年
に
は
近
世
版
本
に
近

い
様
態
の
五
巻
本
が
下
総
で
書
写
さ
れ
る
に
至
る
。

　

以
上
か
ら
、
一
六
世
紀
後
半
に
、
東
北
、
東
国
と
い
う
比
較
的
狭
い
範

囲
で
も
系
統
の
異
な
る
『
簠
簋
』
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
結
集
す
る

か
た
ち
で
五
巻
本
が
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
道
筋
に
整
理
で
き
よ
う
。

同
時
期
に
高
野
山
に
お
い
て
も
宿
曜
経
系
の
『
簠
簋
』
が
写
さ
れ
て
お
り
、

真
言
宗
と
そ
の
周
辺
で
の
『
簠
簋
』
へ
の
関
心
の
高
さ
も
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
『
簠
簋
』
が
真
言
宗
僧
の
作
に
よ
る
と

い
う
安
倍
賀
茂
氏
の
主
張
と
あ
る
程
度
整
合
性
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。

近
世
の
五
巻
本
の
『
簠
簋
』
は
極
め
て
真
言
宗
の
強
い
影
響
の
も
と
に

「
曜
宿
経
」
を
加
え
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
近
世
移
行

期
に
廃
絶
し
た
宿
曜
道
を
も
取
り
込
み
、
陰
陽
道
の
知
が
再
編
さ
れ
た
と

も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

今
後
は
「
宿
曜
経
」
と
「
曜
宿
経
」
と
の
関
係
、「
造
屋
篇
」
の
位
置

付
け
、
暦
注
の
起
源
（
注
釈
）
と
し
て
の
「
牛
頭
天
王
縁
起
」「
五
龍
王
説

話
」
等
の
説
話
が
示
唆
す
る
問
題
を
追
究
す
る
こ
と
で
『
簠
簋
』
の
陰
陽

道
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
簠
簋
』
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察 

│
│ 

戦
国
期
陰
陽
道
の
動
態 

│
│

小
池　

淳
一

　

陰
陽
道
に
ま
つ
わ
る
暦
注
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
集
成

し
た
『
三
国
相
伝
陰
陽
輨
轄
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
』（
以
下
、
簠
簋
と

略
記
）
は
、
近
世
初
期
の
五
巻
本
を
基
準
に
考
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
中

村
璋
八
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
（
増
補
版
）』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇

年
）
に
お
い
て
校
訂
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
中
世
写
本
を
も
と

に
、
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

近
年
、
中
村
の
校
訂
以
後
に
、
新
た
に
中
世
に
遡
る
『
簠
簋
』
の
写
本

が
福
島
県
会
津
地
方
か
ら
二
本
見
い
だ
さ
れ
た
。
ま
た
中
村
の
校
訂
の
際

に
、
所
在
不
明
で
あ
っ
た
中
世
写
本
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
そ
の
結
果
、
書
写
年
次
が
具
体
的
に
確
認

で
き
る
中
世
写
本
『
簠
簋
』
は
五
点
と
な
っ
た
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
東
北
地
方
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
三
点
、
関
東
で
書

写
さ
れ
た
も
の
が
一
点
あ
る
こ
と
で
、
永
禄
〜
天
正
に
か
け
て
の
時
期

に
、
東
国
で
『
簠
簋
』
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
そ

の
書
写
、
伝
来
の
環
境
に
つ
い
て
も
、
真
言
宗
寺
院
で
の
書
写
（
東
北
大

本
）、
伝
来
（
南
会
津
町
南
照
寺
本
）、
修
験
寺
院
で
の
利
用
（
只
見
町
教

育
委
員
会
本
）
が
確
認
で
き
る
。
戦
国
期
の
密
教
系
寺
院
で
『
簠
簋
』
が

書
写
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
永
禄
二
年
写
の
東
北
大
本
が
八
巻
四
冊

と
い
う
近
世
版
本
と
大
き
く
異
な
る
姿
で
あ
る
こ
と
は
従
来
も
注
意
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
に
次
ぐ
永
禄
七
年
写
の
南
照
寺
本
が
「
曜
宿
経
」
の
み
の

一
巻
で
あ
る
こ
と
、
元
亀
三
年
以
前
写
の
只
見
町
教
育
委
員
会
本
は
、
巻

二
尾
題
に
「
宣
明
暦
経
註
中
巻
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
宣
明
暦
を
経
典
に
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「
サ
ウ
ル
戴
冠
」
に
お
け
る
編
集
作
用 

│
│ 

サ
ム
エ
ル
記
上
七
―
一
二
章 

│
│

塩
野
谷
恭
輔

　

サ
ム
エ
ル
記
上
七
―
十
二
章
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
王
権
創
設
に

つ
い
て
語
っ
た
物
語
の
枠
組
み
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
申
命
記
主
義
的

編
集
層
以
前
の
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
物
語
枠
組
み
が
、
最
終
編
集
時
に

ど
の
よ
う
に
読
み
替
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
操
作
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

な
新
し
い
読
み
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
か
を
検
討
し
、
そ
の
一
部
を
紹
介

し
た
。

　

本
発
表
で
取
り
出
し
た
物
語
の
枠
組
み
は
、
九
：
一
か
ら
一
〇
：
一
六

で
あ
る
。
た
だ
し
、
十
章
八
節
お
よ
び
十
六
節
ｂ
は
付
加
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
と
し
た
。
ま
た
、
そ
の
境
界
線
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
枠
組

み
の
前
半
は
サ
ウ
ル
が
い
な
く
な
っ
た
ロ
バ
を
探
し
に
い
く
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
的
物
語
で
あ
り
、
後
半
は
預
言
者
的
な
視
点
に
貫
か
れ
た
編
集
の
施
さ

れ
た
「
注
油
物
語
」
で
あ
る
と
す
る
点
で
多
く
の
先
行
研
究
が
一
致
し
て

い
る
。
こ
の
編
集
史
的
な
断
層
を
一
旦
括
弧
に
入
れ
て
こ
の
物
語
を
読
み

解
く
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
サ
ウ
ル
に
は
一

貫
し
て
主
体
性
が
欠
け
て
お
り
、
彼
が
主
体
性
を
獲
得
す
る
の
は
そ
の
よ

う
に
行
動
す
る
よ
う
促
す
サ
ム
エ
ル
に
よ
る
注
油
を
契
機
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
物
語
の
重
点
を
な
す
注
油
と
い
う
契
機
か
ら
、
前
半
の

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
物
語
も
読
み
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と

き
、
前
半
部
に
お
け
る
サ
ウ
ル
の
描
写
は
悉
く
、
注
油
さ
れ
る
イ
ス
ラ
エ

ル
の
指
導
者
に
相
応
し
い
人
物
の
条
件
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
は
サ
ウ
ル
の
個
性
は
そ
の
よ
う
な
条
件
へ
と
全
く
還
元
さ
れ
て
し

ま
い
、
圧
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
犠
牲
者
と
し
て
の
サ
ウ

ル
」
と
い
う
物
語
構
造
的
モ
チ
ー
フ
は
、
注
油
物
語
に
お
い
て
は
「
高
台

で
供
さ
れ
る
犠
牲
」
と
い
う
物
語
内
容
と
響
き
合
っ
て
お
り
、
こ
の
箇
所

の
編
集
は
こ
う
し
た
物
語
構
造
と
物
語
内
容
を
接
続
す
る
手
法
に
よ
っ
て

彩
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
サ
ウ
ル
が
父
キ
シ
ュ
か
ら
引
き
離
さ

れ
る
こ
と
で
、
物
語
が
成
立
し
て
い
る
。
九
：
二
〇
や
一
〇
：
一
二
な
ど

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
中
で
「
父
」
の
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
そ
れ

が
具
体
的
に
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
確
に
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
こ
で
は
、
サ
ウ
ル
が
注
油
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
指
導
者
に
相

応
し
い
存
在
と
な
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
と
、
サ
ウ
ル
の
「
父
」
の
座
か
ら

キ
シ
ュ
が
追
い
払
わ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
並
行
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
父
」
の
座
に
改
め
て
誰
が
座
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
こ
の
枠

組
み
の
外
の
サ
ム
エ
ル
記
の
テ
ク
ス
ト
を
対
照
す
る
こ
と
で
見
や
す
く
な

る
。
バ
ー
バ
ラ
・
グ
リ
ー
ン
は
二
〇
〇
三
年
の
研
究
で
四
章
に
登
場
す
る

「
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
族
の
男
」
を
サ
ウ
ル
と
同
一
視
す
る
解
釈
を
提
示
し
て
お

り
、
発
表
者
も
「
神
の
箱
物
語
」
を
検
討
し
た
際
に
こ
の
解
釈
を
妥
当
な

も
の
と
し
て
認
め
た
。
四
章
で
は
当
時
の
イ
ス
ラ
エ
ル
支
配
者
の
エ
リ
が

彼
に
「
わ
が
子
よ
」
と
呼
び
か
け
る
場
面
が
あ
り
、
こ
の
記
述
が
、
サ
ウ

ル
が
エ
リ
の
嗣
業
を
一
部
引
き
継
ぐ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

九
章
に
お
い
て
サ
ウ
ル
が
そ
う
な
る
と
こ
ろ
の
支
配
者
の
座
と
は
、
エ
リ

的
な
性
格
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

九
：
一
か
ら
一
〇
：
一
六
の
物
語
は
、
編
集
過
程
で
現
在
の
箇
所
に
挿

入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
の
可
能
性
を
生
み
出
し

た
。
す
な
わ
ち
、
サ
ウ
ル
は
サ
ム
エ
ル
に
注
油
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
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て
四
七
の
カ
バ
ラ
ー
的
提
題
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
四
七
の

う
ち
三
八
も
の
提
題
が
レ
カ
ナ
テ
ィ
の
『
ト
ー
ラ
ー
注
解
』
か
ら
抜
粋
さ

れ
て
い
る
一
方
、『
ゾ
ー
ハ
ル
』
や
そ
の
他
の
古
典
カ
バ
ラ
ー
の
重
要
な

文
献
は
ほ
と
ん
ど
直
接
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
初
期
キ
リ
ス

ト
教
カ
バ
ラ
ー
の
源
泉
と
し
て
レ
カ
ナ
テ
ィ
が
果
た
し
た
役
割
は
非
常
に

大
き
い
。
実
際
は
こ
れ
に
加
え
て
、
特
に
方
法
論
的
な
部
分
で
ア
ブ
ラ
ハ

ム
・
ア
ブ
ラ
フ
ィ
ア
派
の
カ
バ
ラ
ー
、
特
に
ヨ
セ
フ
・
ギ
カ
テ
ィ
ラ
の
貢

献
も
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
全
体
的
な
分
量
と
し
て
は
や
は
り
レ
カ
ナ
テ

ィ
の
『
ト
ー
ラ
ー
注
解
』
へ
の
依
存
が
際
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
の
源
泉
と
言
え
る
レ
カ
ナ
テ
ィ
の

カ
バ
ラ
ー
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。Idel

（2011

）

に
よ
れ
ば
、
そ
の
最
大
の
特
徴
はtheosophical-theurgical

で
あ
る

点
、
す
な
わ
ち
、
一
〇
の
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
を
中
心
と
す
る
カ
バ
ラ
ー
の

theosophy

をtheurgy

的
な
行
為
に
結
び
付
け
た
点
に
あ
る
と
言
わ

れ
る
。
こ
こ
で
言
うtheurgy

と
は
い
わ
ゆ
る
魔
術
的
な
意
味
の
そ
れ

で
は
な
く
、
種
々
の
戒
律
の
神
智
学
的
な
意
味
付
け
を
通
じ
て
カ
バ
ラ
ー

に
従
う
者
た
ち
を
神
の
世
界
に
結
び
つ
け
る
、
言
い
換
え
る
な
ら
戒
律
の

実
践
を
通
じ
て
「
世
界
の
修
復
」
に
参
加
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
レ
カ
ナ
テ
ィ
は
こ
う
し
た
考
え
を
通
じ
て
単
な
る
神
智
学
的
「
思

想
」
で
は
な
く
、
宗
教
的
「
実
践
」
と
し
て
の
側
面
を
カ
バ
ラ
ー
に
与
え

た
の
で
あ
る
。

　

ピ
コ
の
『
提
題
集
』
は
レ
カ
ナ
テ
ィ
の
こ
う
し
た
カ
バ
ラ
ー
を
引
き
写

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
テ
キ
ス
ト
が
逐
語
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

が
持
つ
意
味
は
両
者
で
全
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
例
と
し

て
は
、
割
礼
の
神
智
学
的
解
釈
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
が
非
常
に
示
唆
的
で

キ
シ
ュ
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
エ
リ
の
息
子
と
し
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
支
配
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

初
期
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
の
源
泉
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て

比
留
間
亮
平

　

一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
と
は
、
一
五
世
紀
の
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ

ラ
ン
ド
ラ
以
降
に
始
ま
る
ユ
ダ
ヤ
教
カ
バ
ラ
ー
の
影
響
を
強
く
受
け
た
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
を
意
味
す
る
。
そ
れ
以
前
に
も
ユ
ダ
ヤ
神
秘
思
想
の

影
響
や
カ
バ
ラ
ー
文
献
の
翻
訳
活
動
な
ど
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
、

そ
れ
ら
が
み
な
一
過
性
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ

ー
は
一
つ
の
連
続
的
な
思
想
運
動
と
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
広
ま

り
、
西
洋
秘
教
思
想
の
中
の
重
要
な
一
部
門
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て

い
っ
た
。

　

こ
れ
を
最
初
に
説
い
た
ピ
コ
は
自
身
の
説
く
カ
バ
ラ
ー
と
い
わ
ゆ
る
古

典
カ
バ
ラ
ー
と
の
差
異
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
キ

リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
は
古
典
カ
バ
ラ
ー
を
直
接
の
資
料
的
源
泉
と
し
て
成

立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
重
要
に
な
る
の
が
、
メ
ナ
ヘ
ム
・
レ
カ
ナ
テ
ィ

と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
カ
バ
ラ
ー
の
創
始
者
と
言
え
る
カ
バ
リ
ス
ト
と
、
ピ

コ
自
身
の
カ
バ
ラ
ー
を
教
授
し
た
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
と
い
う
二
人
の
人
物
が

果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
端
的
に
述
べ
る
と
、
ピ
コ
は
ス
ペ
イ
ン
の
古
典

カ
バ
ラ
ー
を
直
接
参
照
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
後
代
の
レ
カ
ナ
テ

ィ
の
カ
バ
ラ
ー
を
、
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
の
翻
訳
を
通
じ
て
参
照
す
る
と
い
う

仕
方
で
「
カ
バ
ラ
ー
」
に
つ
い
て
理
解
し
、
著
述
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
ピ
コ
は
一
四
八
六
年
の
『
提
題
集
』
第
１

部
に
お
い
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学
を
統
合
す
る
試
み
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
中
世
ユ
ダ
ヤ
教
文
学
に
お

け
る
キ
ム
ヒ
の
重
要
性
を
示
す
著
作
の
ひ
と
つ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す

る
論
駁
を
意
図
す
る
『
契
約
の
書
（Sefer ha-Berit

）』
で
あ
る
。『
契

約
の
書
』
は
「
信
仰
者
」（
ユ
ダ
ヤ
人
）
と
「
異
端
者
」（
キ
リ
ス
ト
教

徒
）
に
よ
る
対
話
篇
の
形
式
で
書
か
れ
、
聖
書
解
釈
の
論
争
を
主
題
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
早
く
も
二
世
紀
に
ユ
ダ
ヤ
人

と
の
論
争
を
描
い
た
作
品
（
殉
教
者
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
『
ユ
ダ
ヤ
人
ト
リ
ュ

フ
ォ
ン
と
の
対
話
』
な
ど
）
が
現
れ
た
の
に
対
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
世
界
で
は

中
世
ま
で
こ
う
し
た
論
争
文
学
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
キ
ム
ヒ

の
『
契
約
の
書
』
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
ユ
ダ

ヤ
人
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
論
駁
書
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

　
『
契
約
の
書
』
は
、
旧
約
聖
書
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
預

言
を
見
出
す
キ
リ
ス
ト
論
的
解
釈
へ
の
批
判
的
回
答
を
示
し
た
指
南
書
で

あ
っ
た
。
問
題
と
な
る
聖
書
の
該
当
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
信
仰
者
」

は
聖
書
の
字
義
と
知
性
と
い
う
ふ
た
つ
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
、「
異
端

者
」
の
主
張
を
退
け
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
議
論
か
ら
は
、
ふ
た
つ
の

宗
教
の
真
偽
を
め
ぐ
る
論
争
と
い
う
本
書
の
直
接
的
な
主
題
を
超
え
た
さ

ま
ざ
ま
な
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
キ
ム
ヒ
は
キ
リ

ス
ト
論
的
解
釈
と
い
う
「
誤
り
」
の
原
因
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
書

ラ
テ
ン
語
訳
『
ウ
ル
ガ
ー
タ
』
に
お
け
る
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
の
翻
訳
の
問

題
点
を
指
摘
す
る
が
、
そ
こ
に
は
中
世
の
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
が
持
つ
ラ
テ
ン

語
の
キ
リ
ス
ト
教
文
学
に
つ
い
て
の
幅
広
い
知
識
が
う
か
が
え
る
。
ま

た
、
キ
ム
ヒ
は
イ
エ
ス
自
身
の
教
え
よ
り
も
、
そ
の
後
の
神
学
者
た
ち
に

批
判
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
成
立
に

つ
い
て
の
特
徴
的
な
理
解
が
み
て
と
れ
る
。
次
に
、「
神
の
似
姿
」
と
し

あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
レ
カ
ナ
テ
ィ
に
と
り
、
割
礼
の
解
釈
は
現
に

自
分
た
ち
が
実
践
し
て
い
る
戒
律
の
解
釈
に
関
わ
る
問
題
と
な
る
が
、
こ

う
し
た
戒
律
を
共
有
し
な
い
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
の
文
脈
に
お
い
て

は
、
そ
れ
は
純
粋
に
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
の
シ
ン
ボ
ル
的
解
釈
に
関
わ
る
問

題
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
元
来
の
カ
バ
ラ
ー
に
は
備
わ
っ
て
い
た
戒
律
の
宗
教
的
、

実
践
的
意
味
付
け
が
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
の
文
脈
で
は
失
わ
れ
る
が
、

そ
れ
に
代
わ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
の
中
で
強
調
さ
れ
て
く
る
の
が

カ
バ
ラ
ー
と
哲
学
と
の
関
連
付
け
で
あ
る
。
一
般
的
に
古
典
カ
バ
ラ
ー
で

は
哲
学
と
カ
バ
ラ
ー
と
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
そ
れ
と

反
対
に
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
で
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
そ

れ
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
な
ど
の
古
代
の
哲
学
的
伝
統
と
カ
バ
ラ
ー
と
が

一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
を
多
く

の
人
々
に
広
く
受
け
入
れ
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

ヨ
セ
フ
・
キ
ム
ヒ
『
契
約
の
書
』 

│
│ 

宗
教
論
争
と
ユ
ダ
ヤ
教
聖
書
解
釈 

│
│

志
田　

雅
宏

　

一
二
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
学
者
ヨ
セ
フ
・
キ
ム
ヒ
は
、
中
世
の
南
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
文
化
の
形
成
と
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
人
物
と

し
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
い
て
ア
ラ
ビ
ア
語
な
い

し
ユ
ダ
ヤ
・
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
著
作
を
ヘ
ブ
ラ

イ
語
に
翻
訳
し
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
紹
介
し
た
。
ま

た
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文
法
書
や
聖
書
註
解
な
ど
の
彼
自
身
の
著
作
に
は
、
ア

ル
・
ア
ン
ダ
ル
ス
の
文
化
を
継
承
し
つ
つ
、
異
な
る
地
域
の
ユ
ダ
ヤ
教
文
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キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
「
個
人
の
主
体
性
」
に
関
す
る
一
考
察

水
口　

隆
司

　

パ
ウ
ロ
に
よ
る
「
信
仰
義
認
」
教
義
の
確
立
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

と
は
神
よ
り
人
間
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
に
で
き
る
こ
と

は
、
そ
の
信
仰
を
受
容
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
信
仰
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
神
よ
り
も
受
容
す
る
人
間
の
側
に
少
し

観
点
を
移
し
た
信
仰
の
仕
方
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
と

の
対
立
以
来
、
度
々
現
れ
て
い
る
。
本
論
考
で
は
、
こ
の
よ
う
に
連
綿
と

し
て
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
理
解
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
救
い
に
お
け
る
人
間
の
自
由
意
志
の
自
主
的
働

き
よ
り
も
、
神
の
人
間
に
対
す
る
働
き
か
け
、
神
の
恩
恵
の
必
要
性
を
強

調
す
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
は
恩
恵
と
自
由
意
志
と
の
両

方
と
も
に
否
定
し
去
る
こ
と
を
し
な
い
。
実
際
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
反
駁
す

る
著
述
で
は
、
自
由
意
志
は
終
始
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
恩
恵

と
自
由
意
志
と
の
統
合
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
人
間
は
神
か
ら
本
性
に
与
え
ら
れ
て
い
る
力
に

よ
り
神
の
教
え
を
守
り
、
完
全
な
義
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

創
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
神
の
正
義
を
強
調
す
る
。
し
か
し
こ
の
正
義
は

聖
書
に
由
来
す
る
よ
り
も
、
旧
来
の
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
ト
ア
哲
学
的
な
傾
向

が
強
く
、
哲
学
的
、
理
知
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
た
。
神
は
、
人
間

が
自
発
的
に
正
義
を
行
う
こ
と
を
望
み
、
強
制
は
し
な
い
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス

は
人
間
を
人
間
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
の
に
対
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
人
間
を
神
と
の
関
係
で
観
る
。
前
者
が
人
間
を
「
人
間
の
前
で
」
論
ず

る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
人
間
を
「
神
の
前
で
」
問
題
に
す
る
。
ペ
ラ
ギ

て
の
人
間
の
創
造
や
、
聖
書
の
擬
人
神
観
的
表
現
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
、

人
間
の
身
体
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
中
世
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
に
受
け
継
が
れ
た
四
元
素
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

擬
人
神
観
的
表
現
に
か
ん
し
て
は
、
聖
書
の
言
葉
が
「
無
知
な
者
た
ち
」

と
「
知
性
あ
る
者
た
ち
」
に
別
々
に
語
ら
れ
、
後
者
の
み
が
そ
の
真
理
を

把
握
す
る
と
い
う
理
解
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
ら
中
世

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
哲
学
に
お
け
る
聖
書
観
で
あ
っ
た
。
加
え

て
、
キ
ム
ヒ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
生
活
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
態
度
を
表

明
し
、
ト
ー
ラ
ー
学
習
を
基
盤
と
す
る
が
ゆ
え
に
道
徳
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
社

会
と
は
対
照
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
道
徳
を
欠
い
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
聖
人
崇
拝
は
知
性
に
お
い
て
受
け

入
れ
難
く
、
聖
書
で
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
批
判
し
、
完
全
な
悔
い
改
め

を
実
践
す
る
者
は
聖
人
な
ど
の
媒
介
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
救
済
は
悔
い
改
め
の
意
義
と
役
割
を
貶
め
る
も
の

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書
か
れ
た
『
契
約
の
書
』
の
想
定

す
る
読
者
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
キ
ム
ヒ
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
社
会
へ
の
批
判
を
通
じ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
生
活
の
た
め
の

道
徳
的
な
教
育
を
意
図
し
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
、『
契
約
の
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
論
争
文
学
は
、

キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
と
い
う
目
的
を
超
え
て
、
と
き
に
ユ
ダ
ヤ
人
の

読
者
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
た
ち
の
宗
教
観
や
、
彼
ら
の
キ
リ

ス
ト
教
批
判
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
知
識
お
よ
び
思
想
文
化
に
つ
い
て
も

多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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志
』
に
帰
し
恩
恵
に
多
大
の
も
の
を
帰
し
て
い
る
人
々
の
見
解
が
好
ま
し

い
も
の
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
、『
奴
隷
的
意
思
論
』
で
「
す
な
わ
ち
、
神
が

予
知
さ
れ
る
な
ら
予
知
さ
れ
た
こ
と
は
必
然
的
に
生
じ
る
。
こ
れ
す
な
わ

ち
、『
自
由
意
志
』
は
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
反
論
す
る
。

　

ル
タ
ー
は
神
の
全
能
と
予
知
の
力
を
根
拠
に
、
自
由
意
志
が
全
く
価
値

の
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
に
着
目
す
る
思
想
は
、
そ
の
後
リ
ッ
チ
ュ
ル
、
ヘ
ル

マ
ン
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
が
、
バ
ル
ト
は
こ
れ
を
否
定
し
、
神
の

全
能
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
ペ
ル
ソ
ナ
理
解

矢
内　

義
顕

　

中
世
神
学
に
お
け
る
三
位
一
体
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
定
義
に
決
定
的
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（
六
世
紀
）
が
『
エ
ウ
テ
ュ
ケ
ス 

論
駁
』
で
提
示
し
た
「
理
性
的
な
本
性
が
も
つ
個
的
な
実
体
」（natura 

rationalis indiuidua substantia

）
と
い
う
定
義
で
あ
る
。

　

カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
も
、
最
初
の
神
学
的
著
作
『
モ
ノ
ロ

ギ
オ
ン
』（
一
〇
七
五
／
六
年
）
の
第
七
九
章
で
は
こ
の
定
義
を
受
け
継

ぐ
。
だ
が
、
そ
の
約
二
〇
年
後
、
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
の
い
わ
ゆ
る
三
神
論
を

論
駁
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
『
言
の
受
肉
に
関
す
る
書
簡
（
最
終
稿
）』

（
一
〇
九
三
／
九
四
年
）
の
第
一
一
章
で
、
彼
は
新
た
な
ペ
ル
ソ
ナ
理
解

を
提
示
す
る
。「
確
か
に
、〈
人
間
〉
と
言
わ
れ
る
場
合
、
す
べ
て
の
人
間

に
共
通
の
本
性
だ
け
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
私
た
ち
が
指
示
的
に

〈
こ
の
人
〉
…
…
と
呼
ぶ
場
合
に
は
ペ
ル
ソ
ナ
を
指
示
し
、
こ
の
ペ
ル
ソ

ウ
ス
は
人
間
の
知
性
や
、
と
り
わ
け
意
志
の
力
が
持
つ
可
能
性
に
対
し
て

絶
大
な
信
頼
を
寄
せ
る
。
人
間
は
悪
を
避
け
、
善
を
行
う
能
力
を
持
っ
て

い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
と
っ
て
「
自
由
意
志
」
と

は
人
間
の
人
間
た
る
根
源
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
は

個
人
の
功
績
と
そ
の
報
い
の
成
果
を
高
ら
か
に
述
べ
る
。

　

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
神
は
人
間
の
行
う
道
徳
的
善
行
に
つ

い
て
見
返
り
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
人
間
の
救
い
は
人

間
の
善
行
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
後
、
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
、
恩
寵
と
信
仰

の
関
係
を
説
か
ず
に
、
功
績
と
恩
寵
と
の
関
係
に
重
き
を
置
く
功
績
思
想

を
説
い
て
い
た
。
即
ち
、
人
間
の
功
績
に
よ
っ
て
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
る

恩
寵
が
変
化
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
神
の
恩
恵
に
何
ら

か
の
条
件
を
付
け
れ
ば
、
そ
こ
に
人
間
の
功
績
の
介
入
す
る
余
地
が
発
生

す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
の
救
済
観
は
全
く
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
神
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
為
は
ル
タ
ー
に

よ
っ
て
総
て
否
定
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
ル
タ
ー
は
、
救
済
に
関
し
て
の
一

切
を
神
の
意
志
に
帰
し
、
人
間
の
側
に
お
け
る
一
切
の
功
績
思
想
を
排
斥

し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　

ル
タ
ー
に
と
っ
て
「
神
」
は
総
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
神
の
役
割
を
一

部
と
は
い
え
人
間
が
分
担
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

で
あ
る
エ
ラ
ス
ム
ス
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
自
由
意

思
論
』
に
対
し
て
、
ル
タ
ー
が
『
奴
隷
的
意
思
論
』
に
お
い
て
反
論
す

る
、
と
い
う
形
で
両
者
の
論
争
は
展
開
さ
れ
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
自
由
意

志
に
つ
い
て
、『
自
由
意
思
論
』
の
中
で
ま
ず
公
開
の
討
論
を
始
め
よ
う

と
呼
び
か
け
、
著
述
の
最
終
部
分
で
「
私
に
は
多
少
の
も
の
を
『
自
由
意
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ピ
ュ
リ
オ
ス
の
ペ
ル
ソ
ナ
定
義
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（cf. J. 

M
arenbon, ‘St A

nselm
 and Roscelin: Som

e N
ew
 T
exts and 

their Im
plications. I. ’ A

rchives d
’histoire doctrinale et litté-

raire du m
oyen âge 58 (1991

), p. 63, 84

）。

　
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
か
ら
『
言
の
受
肉
に
関
す
る
書
簡
』
に
到
る
ま
で

の
間
に
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
ペ
ル
ソ
ナ
理
解
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
ペ
ル

ソ
ナ
の
定
義
を
批
判
し
、
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
の
「
諸
々
の
固
有
性
の
集

合
」
と
い
う
概
念
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
展
開
す
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ

た
の
が
『
グ
ラ
マ
テ
ィ
ク
ス
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が

三
位
一
体
の
ペ
ル
ソ
ナ
理
解
に
弁
証
論
理
学
の
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
。『
言
の
受
肉
に
関
す
る
書
簡
』
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
弁

証
論
理
学
者
た
ち
、
い
や
弁
証
論
理
学
の
異
端
者
た
ち
」
の
一
人
で
あ
る

ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
を
、
弁
証
論
理
学
を
援
用
し
て
論
駁
し
た
と
言
う
こ
と
も

で
き
る
。
さ
ら
に
『
聖
霊
の
発
出
に
つ
い
て
』
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と

っ
て
も
周
知
の
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
に
基
づ
い
て
ペ
ル
ソ
ナ
理
解
を
提
示
し

て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
「
諸
々

の
固
有
性
の
集
合
」
と
い
う
概
念
を
用
い
た
ペ
ル
ソ
ナ
理
解
を
晩
年
ま
で

堅
持
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

Ｊ
・
Ｖ
・
ア
ン
ド
レ
ー
エ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
結
社
の
構
想

シ
ュ
ル
ー
タ
ー
智
子

　
Ｊ
・
Ｖ
・
ア
ン
ド
レ
ー
エ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
教
育
に
基
づ
く
ユ

ー
ト
ピ
ア
を
描
い
た
作
品
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
』（
一
六
一
九
年
）

の
執
筆
と
同
時
期
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
社
会
改
革
を
目
指
す
結
社
の
設

立
構
想
に
関
わ
る
複
数
の
著
作
（
以
下
「
結
社
文
書
」
と
す
る
）
を
執
筆

ナ
は
本
性
と
共
に
諸
々
の
固
有
性
の
集
合
を
も
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
共 

通
の
人
間
が
個
別
の
人
間
と
さ
れ
、
ま
た
他
の
人
間
と
区
別
さ
れ
る
」。

彼
は
こ
こ
で
ペ
ル
ソ
ナ
理
解
に
「
諸
々
の
固
有
性
の
集
合
」（collectio 

proprietatum

）
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
定
義

に
お
け
る
「
個
的
」（indiuiduus

）
が
、
ペ
ル
ソ
ナ
間
の
諸
関
係
も
含

め
て
、
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
思
索
の
結
果

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
様
の
理
解
は
、
ラ
テ
ン
教
会
の
聖
霊
論

（Filioque

）
を
ギ
リ
シ
ア
教
会
に
対
し
て
弁
護
す
る
『
聖
霊
の
発
出
に

つ
い
て
』（
一
一
〇
二
年
）
で
も
堅
持
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「（
神
に
お
け

る
）
各
々
の
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
は
、
各
々
の
固
有
性
を
も
っ
て
お
り
、
あ
る

ペ
ル
ソ
ナ
が
も
つ
そ
れ
ら
固
有
性
の
集
合
は
、
人
間
た
ち
の
別
々
な
ペ
ル

ソ
ナ
と
類
似
し
て
、
他
の
二
者
に
お
い
て
と
同
じ
で
は
な
い
」（
第
一
六

章
）
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
こ
の
概
念
を
用
い
た
の
は
『
言
の
受
肉

に
関
す
る
書
簡
』
が
最
初
で
は
な
い
。
す
で
に
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
入
門
と
し
て
執
筆
し
た
弁
証
論
理
学
の
著
作
『
グ
ラ

マ
テ
ィ
ク
ス
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
を
意
味
論
的
な
文
脈
で

用
い
て
い
る
（
第
二
〇
章
）。
さ
ら
に
、
こ
の
概
念
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
独

自
の
も
の
で
は
な
く
、
三
世
紀
の
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
で
あ
る
ポ
ル
ピ
ュ

リ
オ
ス
の
『
イ
サ
ゴ
ー
ゲ
』（
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
翻
訳
と
註
解
）
に
見

出
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
を
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
三
位
一
体
の
ペ
ル
ソ

ナ
理
解
に
導
入
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
Ｊ
・
マ
レ
ン
ボ
ン
が

〈CU
R D
EU
S M
A
GIS

〉
と
名
づ
け
る
『
言
の
受
肉
に
関
す
る
書
簡
』

第
一
〇
章
お
よ
び
第
一
一
章
の
異
稿
写
本
で
あ
る
。
こ
の
写
本
に
お
い 

て
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
定
義
が
批
判
さ
れ
、「
哲
学
者
た
ち
」
つ
ま
り
ポ
ル
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六
四
二
年
）
に
よ
る
と
、
ヴ
ェ
ン
ゼ
は
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

ヨ
ハ
ン
・
ア
ル
ン
ト
に
よ
る
敬
虔
主
義
的
な
信
仰
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を

目
指
し
た
結
社
を
構
想
し
て
い
た
と
さ
れ
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
の
結
社
構
想

に
限
り
な
く
近
い
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ア
ン
ド
レ
ー
エ
の
結
社
文
書
と
し
て
は
、「
聖
な
る
愛
の
志
願
者
に
向

け
た
キ
リ
ス
ト
教
兄
弟
団
へ
の
招
き
」（
一
六
一
七
年
）、「
キ
リ
ス
ト
教

兄
弟
団
へ
の
招
き　

第
二
の
訓
戒
」（
一
六
一
八
年
）、「
キ
リ
ス
ト
教
結

社
の
イ
メ
ー
ジ
」（
一
六
一
九
年
）、「
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
が
さ
し
だ
す
右

手
」（
一
六
二
〇
年
）、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
真
な
る
統
一
の

手
本
」（
一
六
二
八
年
）
と
い
う
五
つ
の
文
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
文
書
で
は
、
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
派
信
徒
に
向
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
結
社
の
設
立
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
お
り
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
ク
リ

ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
』
が
描
く
社
会
像
を
強
く
連
想
さ
せ
る
が
、
結
社
文

書
で
は
よ
り
具
体
的
な
組
織
構
成
や
規
範
が
提
示
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴

的
で
あ
る
。
ま
た
、
世
俗
社
会
に
対
す
る
敵
対
や
、
ル
タ
ー
派
以
外
の
キ

リ
ス
ト
教
に
対
す
る
攻
撃
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

薔
薇
十
字
文
書
で
は
、
ル
タ
ー
に
よ
る
改
革
思
想
と
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
的

な
学
問
の
統
合
に
よ
る
「
改
革
」
が
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
ン
ド
レ
ー

エ
の
意
に
反
し
て
出
版
さ
れ
、
大
き
な
騒
動
を
巻
き
起
こ
し
、
ま
た
彼
自

身
は
、
薔
薇
十
字
文
書
が
巻
き
起
こ
し
た
熱
狂
に
対
し
て
は
一
貫
し
て
批

判
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
』
と
結
社

文
書
に
お
い
て
は
、
ル
タ
ー
派
の
伝
統
と
ヨ
ハ
ン
・
ア
ル
ン
ト
の
思
想
に

基
づ
く
敬
虔
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
信
仰
の
も
と
で
の
学
問
と
道
徳
の
刷

新
を
め
ざ
す
結
社
が
構
想
さ
れ
た
。
こ
の
構
想
は
三
十
年
戦
争
に
よ
り
挫

折
す
る
が
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
は
青
年
期
を
経
て
晩
年
に
至
る
ま
で
そ
の
理

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
結
社
文
書
と
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
ポ
リ
ス
』
は
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
は
結
社
文
書

の
執
筆
に
先
立
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
広
ま
っ
た
薔
薇
十
字
運
動
の

発
端
と
な
っ
た
文
書
（
以
下
「
薔
薇
十
字
文
書
」
と
す
る
）
の
作
成
に
も

関
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
薔
薇
十
字
文
書
と
の
関
連
に
お
い
て
結
社
文

書
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

ア
ン
ド
レ
ー
エ
の
執
筆
活
動
は
、
三
十
代
後
半
ま
で
の
比
較
的
短
い
時

期
に
集
中
し
て
お
り
、
大
き
く
二
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
テ

ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
で
の
学
生
時
代
か
ら
副
牧
師
着
任
に
い
た
る
ま
で
の
時
期

で
あ
り
、
薔
薇
十
字
文
書
も
こ
の
時
期
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
の

が
、
副
牧
師
の
職
に
就
い
た
一
六
一
四
年
か
ら
一
六
二
〇
年
ま
で
の
、
最

も
生
産
的
な
執
筆
活
動
が
展
開
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、『
ク
リ
ス
テ
ィ
ア

ノ
ポ
リ
ス
』
と
結
社
文
書
は
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ア
ン
ド
レ
ー
エ
の
執
筆
活
動
に
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
お

け
る
友
人
グ
ル
ー
プ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
薔
薇
十
字
文
書

と
結
社
文
書
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
は
、
ト
ビ
ア

ス
・
ヘ
ス
（T

obias H
ess

）
と
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ェ
ン
ゼ
（W

ilhelm
 

von der W
ense

）
が
い
る
。
ア
ン
ド
レ
ー
エ
よ
り
三
十
歳
ほ
ど
年
長

の
ヘ
ス
は
、
著
名
な
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
と
し
て
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の

友
人
グ
ル
ー
プ
の
中
心
に
お
り
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
と
共
に
、
薔
薇
十
字
文

書
の
作
成
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ

ル
ク
の
貴
族
で
あ
る
ヴ
ェ
ン
ゼ
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
と
同
じ
年
齢
で
、
ア

ン
ド
レ
ー
エ
ら
他
の
友
人
た
ち
と
共
に
数
学
サ
ー
ク
ル
を
結
成
し
て
い
た

ほ
か
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
『
太
陽
の
都
』
に
着
想
を
得
た
と
思
わ
れ
る
「
太

陽
の
国
」
と
い
う
作
品
を
執
筆
し
て
い
る
。
ア
ン
ド
レ
ー
エ
の
弔
辞
（
一
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う
眼
に
写
し
出
さ
せ
て
、
人
々
が
霊
性
を
あ
た
か
も
共
有
で
き
る
よ
う
に

考
案
さ
れ
た
も
の
が
、
教
義
お
よ
び
教
義
学
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
霊
性

を
帯
び
ず
信
心
や
信
仰
を
も
た
な
い
ま
ま
で
、
教
義
を
理
解
す
る
と
い
う

こ
と
は
そ
れ
こ
そ
、
不
条
理
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
。

け
れ
ど
も
既
存
既
成
の
宗
教
は
、
時
代
を
重
ね
て
社
会
や
国
家
の
な
か
で

一
定
の
地
位
を
得
て
、
倫
理
的
―
文
化
的
位
相
に
お
い
て
一
定
の
基
盤
を

担
う
よ
う
に
な
る
と
、
霊
性
を
保
持
保
全
す
る
こ
と
は
表
向
き
の
建
前
ば

か
り
と
な
っ
て
、
実
際
に
は
、
強
圧
的
―
強
権
的
に
、
組
織
体
が
そ
の
保

全
の
た
め
に
認
可
す
る
か
ぎ
り
の
教
義
の
枠
組
み
に
押
し
込
む
こ
と
を
以

て
し
て
、
信
心
や
信
仰
の
形
成
や
育
成
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
当
然
の
こ

と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
傾
向
の
存
在
は
否
め
ず
、
と
り
わ
け
、
そ
う
し
た

傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

マ
リ
ア
＝
シ
ン
マ
（M

aria Sim
m
a, 1915-2004

）
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
女
性
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
日
常
的
に
死
霊
が
彼
女
を
訪
れ

て
、
死
霊
の
相
談
に
耳
を
傾
け
、
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
子
細
に
聞
き
、

と
き
に
は
天
使
や
悪
魔
悪
霊
も
彼
女
の
眼
前
に
出
現
し
て
い
た
。
マ
リ
ア

＝
シ
ン
マ
の
場
合
、
死
霊
な
ど
が
彼
女
の
心
身
に
乗
り
移
る
と
い
う
憑
依

現
象
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
霊
が
彼
女
の
眼
前
に
出
現
し
た
り
、
物
音

が
し
た
り
急
に
火
災
が
起
こ
っ
た
り
な
ど
の
物
理
現
象
が
主
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
霊
視
を
お
こ
な
っ
た
り
、
幻
視
を
体
験
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
マ
リ
ア
＝
シ
ン
マ
は
、
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
そ
の
信

仰
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
、
教
区
神
父
が
語
っ
て
い
る
。
信
仰
の
敬
虔
さ

の
一
端
と
し
て
、
ほ
ぼ
毎
週
、
金
曜
日
か
ら
日
曜
日
の
早
朝
に
か
け
て
、

イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
追
体
験
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
精
神
的
苦

痛
を
味
わ
っ
て
い
た
。
彼
女
の
宗
教
観
は
大
変
興
味
深
く
、
そ
の
信
仰
の

想
を
捨
て
な
か
っ
た
。
二
つ
の
著
作
群
は
、
友
情
に
基
づ
く
結
社
に
よ
っ

て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
改
革
を
め
ざ
す
と
い
う
ア
ン
ド
レ
ー
エ
の
一
貫
し
た

意
思
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
結
社
文
書
で
は
、
改
革
と
結
社
の
構

想
の
実
現
が
よ
り
現
実
的
な
目
標
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
体
験
事
例 

│
│ 

主
に
マ
リ
ア
＝
シ
ン
マ
の
場
合 

│
│

中
里　
　

巧

　

既
存
既
成
の
宗
教
は
、
教
義
の
呪
縛
に
捕
ら
わ
れ
る
あ
ま
り
、
本
来
の

宗
教
性
や
霊
性
と
は
か
け
離
れ
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
逆
に
、
自
ら
の
宗

教
性
や
霊
性
を
枯
渇
さ
せ
た
り
絞
殺
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
宗
教
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
宗
教
と

呼
ば
れ
る
も
の
は
、
一
体
何
を
意
味
し
、
何
を
指
示
す
る
言
葉
な
の
だ
ろ

う
か
。
少
な
く
と
も
本
来
、
第
一
義
と
し
て
は
、
人
の
集
ま
り
と
し
て
の

組
織
体
や
教
団
を
指
示
し
て
は
い
な
い
、
と
私
は
思
う
。
し
か
し
、
今
日

で
は
宗
教
と
云
え
ば
、
人
々
の
集
ま
り
と
し
て
の
組
織
体
や
そ
の
活
動
お

よ
び
教
義
や
教
義
に
付
随
す
る
実
践
活
動
等
を
主
に
、
意
味
す
る
、
と
広

く
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
当
該

の
宗
教
や
当
該
の
宗
教
性
を
そ
も
そ
も
存
立
さ
せ
て
い
る
霊
性
抜
き
に
し

て
は
、
人
の
集
ま
り
と
し
て
の
組
織
体
や
教
団
は
、
存
続
し
な
い
は
ず
で

は
な
い
の
か
。
だ
が
、
そ
う
し
た
霊
性
そ
の
も
の
は
、
容
易
に
見
た
り
聞

い
た
り
触
れ
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
霊
性
の
も
と

に
人
々
が
集
ま
り
、
同
質
の
霊
性
を
維
持
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
の

は
至
難
の
業
で
あ
り
、
つ
ね
に
混
乱
と
分
裂
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た

混
乱
と
分
裂
を
避
け
る
た
め
に
、
霊
性
を
仮
設
的
に
、
合
理
的
知
性
と
い
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が
、
サ
ラ
ン
タ
ー
が
ム
サ
ル
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
倫
理
」「
道
徳
」
の
意
）

に
関
心
を
寄
せ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
師
匠
ズ
ン
デ
ル
の
影
響
が
大

き
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
ま
た
ズ
ン
デ
ル
は
「
ム
サ
ル
運
動
の
精

神
的
な
父
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
ズ
ン
デ
ル
の
性

格
や
思
想
の
特
徴
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
上
で
、
ズ
ン
デ
ル
が
サ
ラ
ン
タ
ー

に
与
え
た
影
響
と
両
者
の
相
違
点
に
つ
い
て
示
し
た
。

　

ま
ず
ズ
ン
デ
ル
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の
類
ま
れ
な
敬
虔
さ
と

謙
遜
で
あ
る
。
彼
は
自
身
の
学
識
や
敬
虔
さ
を
周
囲
の
人
々
か
ら
隠
し
て

お
り
、「
隠
れ
た
義
人
（tsadik-nistar

）」
の
概
念
を
体
現
し
て
い
た
と

言
え
る
。
彼
は
自
身
の
ト
ー
ラ
ー
の
学
識
を
自
ら
の
生
計
を
立
て
る
た
め

に
は
利
用
せ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
篤
志
家
か
ら
の
経
済
的
援
助
を
受
け

る
こ
と
も
拒
ん
で
い
た
。
ま
た
ズ
ン
デ
ル
は
神
の
偉
大
さ
と
比
較
し
て
人

間
の
卑
小
さ
や
罪
深
さ
を
強
調
し
、
自
己
の
内
省
の
必
要
性
を
重
視
し
て

い
た
。
そ
し
て
こ
の
考
え
か
ら
発
展
し
て
、
神
の
摂
理
と
は
人
間
の
行
い

に
従
っ
て
報
酬
と
罰
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
運
命
を
も
導
く

の
だ
と
い
う
「
神
へ
の
信
頼
（bitahon

）」
の
概
念
を
主
張
す
る
。

　

悪
へ
の
衝
動
（yetser ha-Ra

）
に
つ
い
て
の
ズ
ン
デ
ル
の
考
え
方
も

ま
た
重
要
で
あ
る
。
人
間
が
悪
へ
の
衝
動
を
克
服
す
る
た
め
に
は
神
の
助

け
が
必
要
な
の
だ
が
、
人
間
の
側
に
も
衝
動
を
克
服
し
う
る
方
法
が
二
つ

存
在
す
る
と
彼
は
考
え
た
。
一
つ
目
は
ト
ー
ラ
ー
学
習
で
あ
る
。
こ
の
ト

ー
ラ
ー
学
習
と
い
う
行
為
こ
そ
が
学
生
た
ち
を
悪
へ
の
衝
動
に
よ
る
攻
撃

か
ら
守
る
の
だ
と
彼
は
考
え
た
。
こ
れ
は
当
時
の
リ
ト
ア
ニ
ア
の
ユ
ダ
ヤ

教
正
統
主
義
に
お
い
て
支
配
的
な
考
え
方
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
言
え

る
。
二
つ
目
は
日
常
的
な
内
省
と
自
己
批
判
で
あ
る
。
ト
ー
ラ
ー
学
習
に

専
念
し
て
い
る
人
々
で
さ
え
彼
ら
の
行
動
が
倫
理
的
に
正
し
い
と
い
う
保

敬
虔
さ
や
正
当
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
宗
教
に
対
し
て
寛
容
で
あ
り
、
彼

女
の
住
む
地
域
の
な
か
で
聖
人
は
い
る
か
、
の
質
問
に
対
し
て
、
或
る
一

人
の
女
性
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
も
っ
と
も
神
に
近
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ミ
サ
儀
礼
や
聖
職
者
の
営
み
に
対
し
て
、
ま
た
、
現
代

世
俗
文
化
に
対
し
て
は
、
苛
酷
な
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ミ
サ
儀
礼

に
つ
い
て
は
、
御
聖
体
で
あ
る
ホ
ス
チ
ア
を
手
づ
か
み
す
る
こ
と
の
神
へ

の
無
礼
さ
に
、
聖
職
者
の
営
み
つ
い
て
は
、
例
え
ば
牧
会
を
お
ろ
そ
か
に

し
て
信
徒
に
慈
愛
を
注
が
ず
、
聖
職
者
の
位
階
や
名
誉
に
奔
走
す
る
こ
と

に
、
現
代
世
俗
文
化
に
つ
い
て
は
、
若
者
世
代
の
な
か
で
神
聖
な
意
識
が

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
と
り
わ
け
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
地
獄

や
煉
獄
に
つ
い
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
と
い
え
ど
も
、
大
半
の
人
々
が

地
獄
に
落
ち
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
マ
リ
ア
＝
シ
ン
マ
の
信
仰
体
験
と
証
言
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が

本
来
有
し
て
い
た
は
ず
の
呪
術
的
霊
性
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
教
界
が

そ
う
し
た
呪
術
的
霊
性
か
ら
如
何
に
離
反
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
、
示

し
て
い
る
。

ラ
ビ
・
ズ
ン
デ
ル
・
サ
ラ
ン
ト
と
ム
サ
ル
運
動

青
木　

良
華

　

本
発
表
は
、
ラ
ビ
・
ズ
ン
デ
ル
・
サ
ラ
ン
ト
（
一
七
八
六
―
一
八
六

六
）
と
ム
サ
ル
運
動
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
ズ

ン
デ
ル
は
、
十
九
世
紀
の
東
欧
リ
ト
ア
ニ
ア
で
起
こ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
倫

理
復
興
運
動
か
つ
教
育
改
革
運
動
で
あ
る
ム
サ
ル
運
動
の
創
始
者
、
イ
ス

ラ
エ
ル
・
サ
ラ
ン
タ
ー
（
一
八
一
〇
―
八
三
）
の
師
匠
に
あ
た
る
人
物
で

あ
る
。
ズ
ン
デ
ル
自
身
は
こ
の
運
動
に
直
接
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
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書
簡
』
か
ら
も
そ
う
し
た
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
発
表
の
最
後
に
示

し
た
。

宗
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
暴
力
性
の
源
泉 

│
│ 

戦
争
を
め
ぐ
る
ラ
ビ
の
言
説
か
ら 

│
│

犬
塚　

悠
太

　

本
発
表
は
宗
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
（
ラ
ビ
の
教
え
を
中
心
と
す
る
シ
オ
ニ
ズ

ム
）
を
対
象
と
し
、
そ
の
暴
力
性
が
ど
こ
か
ら
現
れ
た
の
か
を
ラ
ビ
の
言

説
か
ら
歴
史
的
に
探
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
宗
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
は
現
代
イ

ス
ラ
エ
ル
の
政
治
・
軍
事
・
教
育
と
い
っ
た
様
々
な
側
面
で
影
響
力
を
持

つ
思
想
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
治
や
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
考
え
る
上
で

も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
群
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
宗
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
思
想
的
転
換

点
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ク
ッ
ク
お
よ
び
そ
の
息
子
で
あ
る
ツ
ヴ
ィ
・
イ
ェ
フ

ダ
・
ク
ッ
ク
に
帰
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
思
想
を
背
景
に
、
第
三

次
中
東
戦
争
以
降
グ
ー
シ
ュ
・
エ
ム
ニ
ー
ム
と
い
う
集
団
が
台
頭
し
、
暴

力
的
・
過
激
な
方
向
へ
と
舵
を
切
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
ラ
ビ
た
ち

の
思
想
は
い
つ
か
ら
武
力
の
肯
定
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
ア
ブ
ラ

ハ
ム
・
ク
ッ
ク
が
そ
の
始
ま
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
点
か
ら
本
発
表

は
三
人
の
ラ
ビ
を
取
り
上
げ
、
武
力
を
め
ぐ
る
言
説
を
確
認
し
た
。

　

ま
ず
初
め
は
、「
ヒ
バ
ッ
ト
・
ツ
ィ
オ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
シ
オ
ニ
ズ
ム

運
動
団
体
に
参
与
し
た
、
モ
ル
デ
ハ
イ
・
エ
リ
ア
ス
ベ
ル
ク
（
一
八
一
八

―
一
八
八
九
）
で
あ
り
、
彼
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ク
ッ
ク
以
前
の
宗
教
シ
オ

ニ
ズ
ム
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。『
シ
オ
ン
へ
の
帰
還
』
に
お
け
る
論
考
や
、

『
金
の
道
』
と
い
う
彼
の
著
作
を
紐
解
く
と
、
彼
の
非
戦
的
な
態
度
が
見

証
は
な
い
の
で
あ
り
、
定
期
的
に
日
常
の
仕
事
を
中
断
し
て
自
分
自
身
と

そ
の
行
い
を
し
っ
か
り
吟
味
す
る
こ
と
が
義
務
と
し
て
課
さ
れ
る
と
ズ
ン

デ
ル
は
考
え
て
い
た
。

　

そ
し
て
ズ
ン
デ
ル
が
神
へ
の
畏
れ
を
陶
冶
す
る
た
め
の
ム
サ
ル
学
習
の

意
義
を
強
調
し
た
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
人
間
が
涵
養
す
る
に
相
応

し
い
善
い
気
質
と
、
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る
方
法
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
ム

サ
ル
文
献
の
中
の
特
定
の
格
言
を
集
中
的
に
繰
り
返
す
よ
う
な
学
習
を
、

人
間
の
行
動
や
振
る
舞
い
方
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
に
力
強
く
強
烈
な
心

理
的
効
果
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
彼
は
重
視
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
資
質
や
思
想
を
持
っ
た
ズ
ン
デ
ル
と
の
出
会
い
は
若
き
サ

ラ
ン
タ
ー
に
多
大
な
形
成
的
影
響
を
与
え
、
ム
サ
ル
の
重
要
性
へ
の
認
識

を
促
し
た
と
言
え
る
。
ズ
ン
デ
ル
の
影
響
を
通
し
て
サ
ラ
ン
タ
ー
は
、
悪

へ
の
衝
動
と
の
戦
い
と
倫
理
的
向
上
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
ト
ー
ラ
ー

学
習
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
個
の
異
な
る
活
動
に
取
り

組
む
必
要
性
、
そ
し
て
倫
理
的
向
上
の
手
段
と
し
て
の
内
省
と
ム
サ
ル
学

習
の
必
要
性
を
認
識
し
た
。
そ
し
て
ム
サ
ル
学
習
の
重
要
性
と
い
う
点
だ

け
で
は
な
く
、
サ
ラ
ン
タ
ー
は
ズ
ン
デ
ル
の
人
間
性
や
生
き
方
に
も
惹
き

つ
け
ら
れ
て
お
り
、
学
識
と
敬
虔
さ
、
ト
ー
ラ
ー
と
神
へ
の
畏
れ
が
調
和

し
た
理
想
的
な
状
態
を
師
匠
ズ
ン
デ
ル
に
見
出
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
師
匠
と
弟
子
と
の
間
に
は
相
違
点
も
存
在
し
た
。
ズ
ン
デ
ル
は

「
隠
れ
た
義
人
」、
つ
ま
り
隠
遁
者
で
、
公
的
な
活
動
に
は
ほ
と
ん
ど
従
事

し
な
か
っ
た
が
、
サ
ラ
ン
タ
ー
は
ム
サ
ル
の
教
え
を
積
極
的
に
民
衆
に
対

し
て
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
ズ
ン
デ
ル
が
人
間
の
卑
小
さ
や
無

力
さ
を
強
調
し
て
い
た
の
に
対
し
、
サ
ラ
ン
タ
ー
は
人
間
側
の
努
力
や
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
を
重
視
し
て
い
た
。
サ
ラ
ン
タ
ー
自
身
が
著
し
た
『
ム
サ
ル
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で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
発
表
で
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・

ク
ッ
ク
と
ツ
ヴ
ィ
・
イ
ェ
フ
ダ
・
ク
ッ
ク
の
間
の
断
絶
を
示
す
こ
と
は
で

き
た
が
、
ど
の
よ
う
に
ツ
ヴ
ィ
・
イ
ェ
フ
ダ
・
ク
ッ
ク
の
思
想
が
生
ま
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
課
題
を
残

し
た
。
ま
た
、
暴
力
が
実
際
に
駆
動
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
戦
争
観
以

外
の
フ
ァ
ク
タ
ー
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
ツ
ヴ
ィ
・
イ

ェ
フ
ダ
・
ク
ッ
ク
に
見
ら
れ
た
、
軍
隊
や
国
家
の
聖
化
と
い
っ
た
論
点
に

つ
い
て
も
着
目
し
、
宗
教
と
世
俗
を
め
ぐ
る
宗
教
シ
オ
ニ
ス
ト
の
思
想
に

つ
い
て
も
引
き
続
き
調
査
・
研
究
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

米
国
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
観 

│
│ 

祈
禱
書
改
訂
の
事
例
か
ら 

│
│

石
黑　

安
里

　

一
九
世
紀
前
半
に
ド
イ
ツ
で
生
じ
た
改
革
運
動
に
よ
る
祈
禱
書
改
訂
作

業
は
、
ア
メ
リ
カ
の
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
（
以
下
、
改
革
派
）
に
お
い
て
も

例
外
で
は
な
い
。
本
報
告
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
改
革
派
の
祈
禱
書
の
改
訂

作
業
を
通
し
て
、
改
革
派
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
観
、
お
よ
び
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家

に
対
す
る
見
解
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
祈
禱
書
は

単
一
の
版
が
改
訂
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
日
に
お
い
て
も
、
画

一
化
し
た
一
つ
の
版
の
み
が
流
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
各
シ
ナ
ゴ

ー
グ
、
あ
る
い
はJew

ish D
ay School

に
お
い
て
お
手
製
の
祈
禱
書

が
使
用
さ
れ
て
い
る
現
状
は
留
意
し
た
い
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
改
革
派
は
ド
イ
ツ
系
の
ユ
ダ
ヤ
人
ら
の
ア
メ
リ
カ

へ
の
移
住
に
と
も
な
い
発
展
し
て
い
っ
た
。
祈
禱
書
の
改
訂
と
し
て
は
、

「
い
に
し
え
の
シ
オ
ン
の
回
復
」、「
シ
オ
ン
へ
の
帰
還
」、「
エ
ル
サ
レ
ム

て
取
れ
る
。
そ
の
中
で
は
他
の
民
族
や
王
国
の
同
意
が
重
要
視
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
タ
ル
ム
ー
ド
に
お
け
る
「
三
つ
の
誓
い
」（
離
散
の
状
況
下
で

諸
国
民
に
反
抗
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
）
の
教
え
か
ら
非
戦
的
立

場
を
強
調
し
て
い
た
。

　

次
に
確
認
し
た
の
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ク
ッ
ク
（
一

八
六
五
―
一
九
三
五
）
で
あ
る
。
彼
は
初
の
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ジ
ー
首
長
ラ
ビ

を
つ
と
め
る
な
ど
、
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
以
前
の
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
宗
教
指

導
者
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。『
八
冊
の
著
作
集
』
に
お
い

て
は
メ
シ
ア
の
日
々
が
平
和
的
に
訪
れ
る
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
『
至
聖

所
』
に
寄
せ
た
論
考
で
は
武
力
の
行
使
が
「
忌
む
べ
き
こ
と
」
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
『
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ク
ッ
ク
の
捧
げ
物
』
の
中
で

は
、「
三
つ
の
誓
い
」
が
引
か
れ
、
兵
隊
や
力
と
い
っ
た
物
質
的
な
要
素

で
は
な
く
、
精
神
的
な
力
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

　

最
後
に
取
り
上
げ
た
の
は
ツ
ヴ
ィ
・
イ
ェ
フ
ダ
・
ク
ッ
ク
（
一
八
九
一

―
一
九
八
二
）
で
あ
る
。
彼
は
父
が
亡
く
な
る
ま
で
イ
ェ
シ
ヴ
ァ
に
お
い

て
父
の
サ
ポ
ー
ト
、
父
の
著
作
の
編
集
出
版
に
従
事
し
、
の
ち
に
イ
ェ
シ

ヴ
ァ
長
を
継
ぎ
、
の
ち
に
グ
ー
シ
ュ
・
エ
ム
ニ
ー
ム
の
精
神
的
指
導
者
と

な
っ
た
。
本
発
表
で
は
彼
の
著
作
の
う
ち
、『
イ
ス
ラ
エ
ル
の
道
へ
』
に

所
収
さ
れ
て
い
る
、
第
三
次
中
東
戦
争
直
前
に
彼
が
イ
ェ
シ
ヴ
ァ
の
学
生

に
述
べ
た
言
葉
に
注
目
し
た
。
そ
の
中
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
を
征
服
す

る
と
い
う
戒
律
が
強
調
さ
れ
、
国
家
や
軍
隊
と
い
う
存
在
が
聖
化
さ
れ
る

に
至
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
宗
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
う
潮
流
に
位
置
付
け
ら
れ

る
著
名
な
ラ
ビ
に
お
い
て
、
暴
力
に
ま
つ
わ
る
思
想
の
転
換
点
で
あ
っ
た

の
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ク
ッ
ク
で
は
な
く
、
ツ
ヴ
ィ
・
イ
ェ
フ
ダ
・
ク
ッ
ク
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ズ
ム
の
要
素
が
記
述
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
七

四
／
五
年
にG

ates of Prayer

（T
he N

ew
 U
nion Prayer Book - 

G
ate of Prayer

）
が
歴
代
のU

PB

の
シ
リ
ー
ズ
に
と
っ
て
代
わ
り
、

新
た
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
独
立
記
念
日
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
日
の
た
め
の

祈
り
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ

て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
シ
ョ
ア
ー
の
も
つ
意
味
合
い
の
重
要
性
お
よ

び
一
九
六
七
年
の
六
日
間
戦
争
（
第
三
次
中
東
戦
争
）
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ

ル
の
勝
利
、
さ
ら
に
古
典
的
な
改
革
派
に
よ
る
知
的
な
下
支
え
を
失
っ
た

た
め
と
い
う
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、（
英
語
と
同
様
に
）ヘ
ブ

ラ
イ
語
に
よ
る
導
入
部
が
挿
入
さ
れ
た
。
続
い
て
二
○
○
六
／
七
年
に
刊

行
さ
れ
たM

ishkan T
’filah

で
は
、
英
語
よ
り
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
重
視
す

る
目
的
で
右
綴
じ
の
み
が
刊
行
さ
れ
た
（U

PB

は
両
綴
じ
版
が
刊
行
）。

加
え
て
一
八
の
祝
福
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
ミ
ダ
ー
（
立
禱
）
に
お
け
る
贖

い
に
関
す
る
箇
所
の
記
載
が
復
活
し
た
。
改
革
派
の
綱
領
と
祈
禱
書
の
内

容
の
連
動
に
つ
い
て
は
、U

PB

新
改
訂
版
（
一
九
四
〇
年
）
と
「
コ
ロ

ン
バ
ス
綱
領
」（
一
九
三
七
年
）
の
事
例
で
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、
他

の
綱
領
と
祈
禱
書
の
連
動
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
と
な
る
。

と
り
わ
け
二
〇
一
七
年
二
月
一
六
年
の
声
明
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
綱
領
で

は
な
い
）
で
宣
言
さ
れ
た
「
二
国
家
解
決
」
を
支
持
す
る
見
解
が
、
今

後
、
祈
禱
書
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
も

興
味
深
い
点
で
あ
る
。

の
神
殿
の
再
建
」
な
ど
に
関
す
る
請
願
や
祈
り
の
文
言
の
削
除
、
加
筆
、

縮
減
な
ど
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
一
八
五
五
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
刊
行
さ

れ
たSeder T

efillah

は
そ
の
例
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
祈
禱
書
改
訂

の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
一
八
三
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
の
改
革
派
に
と
っ
て
初

と
な
る
祈
禱
書
が
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
に
お
い
て

編
み
出
さ
れ
る
が
、
改
革
派
の
祈
禱
書
の
改
訂
、
編
纂
が
盛
ん
に
な
る
の

は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
。
一
八
五
七
年
に
編
ま
れ
たM
inhag 

A
m
erica

は
改
革
派
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
祈
禱
書
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、
祈
禱
書
の
英
訳
が
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
順
応
で

き
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
を
「
祈
禱
書
の
ア
メ
リ
カ

化
」
と
称
す
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
し
、
一
様
に
「
ア
メ
リ
カ
化
」
が
促

進
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
八
五
六
年
に
そ
の
逆
の
方
向
で
あ
る
ド
イ

ツ
式
の
改
革
派
の
定
着
を
試
み
る
、O

lath T
am
id

と
い
っ
た
祈
禱
書

も
刊
行
さ
れ
た
。
一
八
九
二
年
に
は
、
改
革
派
の
標
準
的
な
祈
禱
書
と
し

て
流
布
し
たT

he U
nion Prayer Book

（U
PB

）（
初
版
）（
一
九
一

八
年
改
訂
版
、
一
九
四
〇
年
新
改
訂
版
）
が
刊
行
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
こ
そ
が
「
新
た
な
シ
オ
ン
」
で
あ
る
と
い

う
認
識
に
基
づ
き
、U
PB

は
ア
メ
リ
カ
化
し
た
シ
ナ
ゴ
ー
グ
と
い
う
意

識
に
適
合
さ
せ
た
祈
禱
書
と
な
る
。U

PB

（
初
版
）
で
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語

は
「
オ
リ
エ
ン
ト
的
」
な
要
素
が
含
ま
れ
る
と
し
て
敬
遠
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
四
〇
年
に
出
さ
れ
たU

PB

新
改
訂
版
で
は
、
ユ
ダ
ヤ

民
族
的
な
要
素
を
含
む
文
言
が
再
び
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は

一
九
三
七
年
に
改
革
派
の
公
式
見
解
と
し
て
出
さ
れ
た
「
コ
ロ
ン
バ
ス
綱

領
」
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。「
コ
ロ
ン
バ
ス
綱
領
」

で
は
、
初
め
て
改
革
派
の
な
か
に
政
治
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
文
化
的
シ
オ
ニ
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バ
ー
と
調
和
し
て
い
る
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
ベ

ン
グ
リ
オ
ン
の
「
メ
シ
ア
に
よ
る
贖
い
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
わ
が
民
族
の
特

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

異
性
の
中
心
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
者
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ユ
ダ
ヤ
的
信
仰
の
要
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
の
基
本
的
真
実
を
理
解
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
強
調
は
フ
リ
ー
ド

マ
ン
に
よ
る
も
の
）
と
い
う
主
張
を
紹
介
し
、
二
人
の
間
で
本
当
に
問
題

と
な
っ
て
い
た
の
は
、
国
家
の
評
価
の
違
い
で
あ
る
と
す
る
。
ブ
ー
バ
ー

は
国
家
が
道
具
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
お
り
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
イ
ス
ラ
エ

ル
国
家
を
「
贖
い
の
始
ま
り
」（the beginning of redem

ption

）
と

見
做
し
て
い
る
。
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
が
こ
の
「
贖
い
の
始
ま
り
」
を
ヘ
ブ
ラ

イ
語
で
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
表
現
が
伝
統
的
な
も
の
だ
っ
た
場
合
、
ハ
ラ
ブ
・
ク
ッ
ク
を
は
じ
め
と

す
る
宗
教
右
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
好
ん
で
用
い
る
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

当
時
の
若
い
イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち
が
聖
書
の
一
定
の
箇
所
に
強
い
関
心

を
も
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
ブ
ー
バ
ー
と
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
意
見
が
一
致

し
つ
つ
も
、
ブ
ー
バ
ー
は
、「
神
の
正
義
に
適
う
人
」
と
な
る
こ
と
を
ベ

ン
グ
リ
オ
ン
に
要
求
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン

が
神
の
声
を
妨
げ
る
世
俗
化
を
提
唱
す
る
者
と
し
て
、
そ
の
世
俗
化
は

「
政
治
化
」
と
い
う
装
い
を
と
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
。

　

本
発
表
で
は
、
モ
ー
リ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
る
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
と

ブ
ー
バ
ー
の
論
争
を
考
察
し
た
。
新
生
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
に
つ
い

て
、
ブ
ー
バ
ー
は
そ
れ
が
道
具
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
冷
淡
な
態
度
を
と
る

の
に
対
し
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
が
「
贖
い
の
は
じ
ま
り
」
と
い
う
「
宗
教

的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
枠
組
み
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
預
言
に
つ
い
て
の
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
主
張
は
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン

の
著
作
で
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
政
治
化
を

現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
聖
書
解
釈 

│
│ 

ベ
ン
グ
リ
オ
ン
と
ブ
ー
バ
ー 

│
│

平
岡
光
太
郎

　

本
発
表
で
は
、
現
代
ユ
ダ
ヤ
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
聖
書
解
釈
、
具
体

的
に
は
、
ダ
ヴ
ィ
ド
・
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
（D

avid Ben-Gurion, 1886-
1973

）
と
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
（M

artin Buber, 1878-1965

）

に
着
目
し
、
彼
ら
に
よ
る
国
家
理
解
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
、
預
言
理
解

に
関
す
る
論
争
を
描
い
た
モ
ー
リ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
著
作
（
モ
ー
リ

ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
『
評
伝
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー　

下
』
ミ
ル
ト

ス
、
二
〇
〇
〇
年
）
か
ら
考
察
す
る
。
こ
の
考
察
に
よ
り
、
ベ
ン
グ
リ
オ

ン
と
ブ
ー
バ
ー
の
国
家
理
解
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
、
預
言
理
解
の
一
端

を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
今
後
の
問
題
点
を
整
理
す
る
。

　

フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
る
と
、
二
人
の
論
争
は
、
一
九
四
九
年
よ
り
ベ
ン

グ
リ
オ
ン
が
公
職
を
離
れ
る
ま
で
続
い
た
。
三
月
十
日
に
イ
ス
ラ
エ
ル
国

の
初
代
首
相
に
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
が
選
出
さ
れ
、
そ
の
二
週
間
後
、
ベ
ン
グ

リ
オ
ン
は
、
テ
ル
ア
ビ
ブ
の
自
宅
に
国
内
の
知
識
人
を
招
い
て
、「
新
し

い
国
家
の
道
徳
と
精
神
の
方
向
付
け
に
つ
い
て
協
議
し
た
」。
ブ
ー
バ
ー

は
協
議
の
口
火
を
切
り
、
政
府
自
身
に
は
国
の
道
徳
的
性
質
の
形
成
に
対

す
る
直
接
的
な
役
割
が
な
い
と
い
う
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
主
張
に
、
異
議
を

唱
え
た
。

　

そ
の
後
、
二
人
の
論
争
は
、
一
九
五
七
年
は
八
月
に
開
催
さ
れ
た
エ
ル

サ
レ
ム
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
会
議
に
お
い
て
も
現
出
し
た
。
ベ
ン
グ
リ
オ
ン

は
こ
の
と
き
の
ス
ピ
ー
チ
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
贖
い
」
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ

民
族
の
復
活
を
道
徳
的
国
家
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
国
家
に
基
づ
く
も
の
と
見

な
し
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
完
全
に
ブ
ー



171　　

個人発表 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

践
的
な
意
図
に
彩
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
の
大
濱
の
学
問
は
、
一
九
六
一
年
四
月
、
東
京
教
育
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
修
士
課
程
日
本
史
学
専
攻
に
入
学
し
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
折

し
も
「
六
〇
年
安
保
闘
争
」
の
挫
折
体
験
を
経
る
な
か
で
、
歴
史
・
思
想

に
関
心
を
持
つ
人
々
の
間
で
は
「
民
衆
」
そ
し
て
「
日
本
的
な
る
も
の
」

へ
の
志
向
が
育
ま
れ
、「
民
衆
史
」
や
北
一
輝
・
柳
田
国
男
等
が
注
目
を

集
め
た
。
キ
リ
ス
ト
教
界
で
も
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
の
定
着
と
結
実
を
模
索
す
る
キ
リ
ス
ト
教
土
着
化
論
が
盛
ん

に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
大
濱
は
以
上
の
ご
と
き
知
的
状
況
を
与
件
と
し
、

日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
の
研
究
を
開
始
し
た
。

　

最
初
の
結
実
は
、
一
九
六
三
年
の
論
文
「
明
治
前
期
西
上
州
に
お
け
る

基
督
教
会
の
形
成
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
考
は
、
平
信
徒
が
教
会
設
立
に

先
立
つ
形
で
形
成
し
た
聖
書
集
会
の
存
在
を
力
説
し
た
。
教
役
者
に
よ
ら

ず
平
信
徒
が
自
ら
聖
書
を
読
み
あ
う
態
様
を
、
大
濱
は
規
範
的
に
位
置
づ

け
、
そ
う
し
た
集
会
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
内
村
鑑
三
の
無
教

会
を
把
握
し
た
。
教
役
者
と
平
信
徒
を
対
立
項
と
し
て
据
え
、
平
信
徒
伝

道
や
そ
の
集
会
を
評
価
す
る
観
点
は
、「
民
衆
史
」
の
影
響
を
う
か
が
わ

せ
る
が
、
無
教
会
を
内
村
個
人
の
所
産
と
せ
ず
に
、
教
会
形
成
史
の
中
に

置
い
て
見
る
視
点
は
大
濱
の
独
創
で
あ
る
。

　

続
く
一
九
六
六
年
の
作
品
「
明
治
前
期
に
お
け
る
基
督
教
会
の
存
在
形

態
」
は
、
旧
稿
で
評
価
し
た
平
信
徒
集
会
に
、
西
欧
の
制
度
的
教
会
の
日

本
に
お
け
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
、
そ
う

し
た
平
信
徒
集
会
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
無
教
会
を
位
置
づ
け
、
そ
の

仕
様
こ
そ
西
欧
と
は
来
歴
の
異
な
る
日
本
の
教
会
が
採
る
べ
き
途
だ
と
主

張
し
た
。
こ
こ
に
は
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
土
着
化
論
の
影
響
と
共
に
、

伴
う
世
俗
化
を
問
題
視
し
て
、
そ
の
よ
う
な
政
治
化
が
偽
預
言
者
で
あ
る

と
評
価
し
て
い
る
。
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
に
お
い
て
ユ

ダ
ヤ
国
家
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
に
対
し
、
ブ
ー
バ
ー
が
重
要
視
す

る
の
は
、「
人
間
の
贖
い
」
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
留
ま

ら
な
い
。

　

本
発
表
は
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
る
ブ
ー
バ
ー
評
伝
の
考
察
と
な
っ
た

た
め
、
ブ
ー
バ
ー
サ
イ
ド
か
ら
の
二
人
の
聖
書
的
信
仰
の
比
較
と
な
っ

た
。
一
九
四
九
年
と
一
九
五
七
年
に
な
さ
れ
た
二
つ
の
論
争
は
ヘ
ブ
ラ
イ

語
で
実
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
論
争
の
原
文
の
入
手
と
再
評
価

が
次
の
課
題
で
あ
る
。

大
濱
徹
也
の
無
教
会
論 

│
│ 

キ
リ
ス
ト
教
土
着
化
論
の
一
つ
の
結
実
と
し
て 

│
│

村
松　
　

晋

　

大
濱
徹
也
（
一
九
三
七
―
二
〇
一
九
）
は
、
日
本
近
代
史
の
領
域
で
独

創
的
な
業
績
を
遺
し
た
歴
史
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
博
士
論
文
が
「
明

治
前
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
構
造
と
存
在
形
態
」
と
題
す
る
論
考

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
領
は
あ
く
ま
で
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
に

あ
っ
た
。
教
会
と
キ
リ
ス
ト
者
に
関
す
る
論
述
は
、「
護
教
論
的
な
発
想

か
ら
自
由
」
で
「
き
わ
め
て
実
証
的
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば

明
治
国
家
を
め
ぐ
る
「
受
難
」
と
「
抵
抗
」
の
歩
み
と
し
て
描
か
れ
る

「
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
」
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
た
だ
し
初
期

の
論
文
に
既
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
濱
の
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史

研
究
の
基
底
に
は
明
確
な
〈
神
学
〉
が
あ
り
、
そ
れ
は
内
村
鑑
三
に
遡
る

無
教
会
を
、
日
本
の
教
会
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
弁
証
し
よ
う
と
す
る
実
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占
領
研
究
に
お
け
る
神
道
指
令
再
考

粟
津　

賢
太

　

占
領
研
究
に
お
け
る
神
道
指
令
に
み
ら
れ
る
国
家
神
道
の
問
題
に
関
す

る
先
行
研
究
に
お
い
て
、
総
合
的
か
つ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
文
書
に
詳
細
に
依
拠
し
た

実
証
的
研
究
と
し
て
は
大
原
康
男
『
神
道
指
令
の
研
究
』（
原
書
房
、
一

九
九
三
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
で
は
、
重
要
文
書
の
み
な

ら
ず
、Conference Report

やStaff Study

ま
で
も
参
照
し
、
政

策
の
立
案
過
程
に
つ
い
て
再
構
成
し
て
い
る
。
近
年
、
清
水
節
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
資
料
的
に
も
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
検
討
す

る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
解
明
が
進
ん
で
い
る
（
清
水
節

「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
神
道
研
究
に
関
す
る
史
料
（
２

）」
金
沢
工
業
大

学
日
本
学
研
究
所
、『
日
本
学
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

　

本
報
告
で
は
、「
神
道
指
令
」
に
関
す
る
Ｃ
Ｉ
Ｅ
文
書
と
、
そ
れ
ら
の

研
究
を
手
掛
か
り
に
、
改
め
て
国
家
神
道
論
に
つ
い
て
、
現
在
の
研
究
状

況
か
ら
再
考
を
行
い
、
報
告
者
が
現
在
進
め
て
い
る
慰
霊
・
追
悼
研
究
と

の
接
点
を
探
り
た
い
。

　

今
回
扱
っ
た
の
はGH

Q
/SCA

P Record

（RG 331, N
ational 

A
rchives and Record Service

）
のBox no. 5928 Folder title/

num
ber 

(9
) Shinto D

irectives-General, D
ate: D

ec. 1945 - 
O
ct. 1951

に
収
め
ら
れ
て
い
るSubject: A

 D
igest of the Staff 

Study on Shinto. Prepared by: Religious Research U
nit, 26 

January

の
資
料
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
は
、Flow

 Chart of Com
-

m
and in Executing Religion D

irectives

（A
s Illustrated in 

Carrying O
ut T

he Shinto D
irective

）
と
題
さ
れ
た
、
指
令
の
実

施
に
つ
い
て
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
文
書
を
検
討
し

普
遍
原
理
の
多
様
な
発
現
形
態
を
肯
定
す
る
多
元
主
義
的
な
文
化
観
が
見

て
取
れ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
論
考
は
、
博
士
論
文
を
基
に
一
九
七
九
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
明
治
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
』
の
基
幹
を
成
す
が
、
元
来
、
平
信
徒

集
会
や
無
教
会
を
定
義
づ
け
る
際
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ト
レ
ル
チ
を
援
用
せ

ず
に
自
前
の
言
葉
で
問
い
か
け
て
き
た
大
濱
は
、『
明
治
キ
リ
ス
ト
教
史

の
研
究
』
で
も
同
様
の
姿
勢
を
貫
い
た
こ
と
に
よ
り
、
同
書
書
評
で
定
義

の
曖
昧
さ
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
一
九
八
〇
年
代
に
入

り
、
平
信
徒
集
会
や
無
教
会
を
説
き
明
か
し
得
る
説
明
原
理
の
探
究
に
向

か
っ
た
大
濱
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
蓄
積
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
の
成

果
を
ふ
ま
え
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
「
コ
ン
フ
ラ
リ
ア
」
を
蓮
如
に
遡
る

「
講
組
」
に
重
ね
て
説
く
と
共
に
、
平
信
徒
集
会
お
よ
び
そ
の
系
譜
に
連

な
る
無
教
会
を
も
、
蓮
如
に
基
づ
く
「
講
組
」
に
基
礎
づ
け
た
。
そ
の

際
、
異
文
化
は
そ
れ
が
移
し
植
え
ら
れ
た
場
に
息
づ
く
文
化
と
切
り
結
ん

で
こ
そ
実
を
結
ぶ
と
い
う
文
化
観
に
拠
る
大
濱
は
、「
講
組
」
に
根
ざ
す

無
教
会
に
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
原
理
の
結
実
を
見
出
し

て
高
く
評
価
し
た
。

　

こ
う
し
た
無
教
会
論
は
、「
民
衆
」
や
「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
志

向
を
示
し
た
時
代
思
潮
や
キ
リ
ス
ト
教
土
着
化
論
と
、
そ
の
若
き
日
に
対

峙
し
た
大
濱
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
基
底
に
あ
る
多
元
的

主
義
的
な
文
化
観
の
必
然
と
し
て
、
大
濱
の
「
無
教
会
」
論
は
、
一
九
八

〇
年
代
の
自
己
肯
定
的
な
「
日
本
文
化
論
」
と
は
対
照
的
に
、
無
教
会
を

日
本
の
教
会
の
存
在
形
態
の
一
つ
と
し
て
評
価
し
つ
つ
も
、
無
教
会
の
み

を
排
他
的
に
言
挙
げ
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
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て
、
詔
書
を
発
布
し
、
国
家
崇
拝
の
儀
礼
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
民
の
精
神
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
き
た
。
学
校
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
の
機
会
に
、
国
旗
掲
揚
、
君
が
代
吹
奏
、
宮
城
遥
拝
、

詔
書
の
奉
読
、
そ
し
て
黙
禱
が
行
わ
れ
、
そ
れ
は
国
民
精
神
総
動
員
運
動

へ
い
た
る
過
程
で
、
い
っ
そ
う
密
度
を
濃
く
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
は
資

料
的
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
靖
国
神
社
の
臨
時
大
祭

の
時
に
全
国
民
一
斉
の
黙
禱
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
三
八

（
昭
和
一
三
）
年
以
降
で
あ
る
。

て
み
る
と
、
こ
れ
は
前
年
一
一
月
三
日
付
に
作
成
さ
れ
た
神
道
指
令
へ
向

け
た
第
一
次
担
当
者
研
究
（GEN

ERA
L H
EA
D
Q
U
A
RT
ERS SU

-
PREM

E CO
M
M
A
N
D
ER O

F T
H
E A
LLIED

 PO
W
ERS Civil 

Inform
ation and Education Section, 3 N

ov. 1945

）
の
要
約
版

と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
担
当
者
研
究
は
、
第

一
次
（
一
一
月
三
日
付
）、
第
二
次
（
一
一
月
一
七
日
付
）、
第
三
次
（
一

二
月
三
日
付
）
の
三
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
は
担
当
者
で
あ
っ
た
バ
ン
ス
の

「
国
家
神
道
」
観
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
解
は
基
本
的
に
ホ
ル
ト

ム
に
依
拠
し
て
い
る
。

　

連
合
国
に
よ
る
日
本
本
土
の
占
領
統
治
は
、
政
府
機
関
を
温
存
し
た
こ

と
で
、
ド
イ
ツ
や
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
直
接
統
治
と
は
異
な
り
、
日
本
政

府
を
介
在
さ
せ
た
間
接
統
治
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
接
統
治
の
仕
組
み
で

は
、
連
合
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
は
日
本
政

府
に
対
し
て
指
令
を
出
す
唯
一
の
機
関
と
な
り
、
日
本
政
府
が
こ
れ
を
受

け
て
、
各
省
庁
、
地
方
自
治
体
等
へ
指
令
す
る
経
路
を
辿
っ
た
。
こ
う
し

た
資
料
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
間
接
統
治
の
仕
組
み
を
通
し
て
、
神
道
指

令
を
徹
底
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
神
道
指
令
の
公
布
後
も
、

こ
の
ス
タ
ッ
フ
・
ス
タ
デ
ィ
の
要
旨
が
再
録
さ
れ
、
議
論
の
た
め
に
利
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
／
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
理
解
す
る
「
狂
信
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
あ
る
い

は
超
国
家
主
義
の
道
具
と
し
て
の
国
家
神
道
」
を
研
究
す
る
上
で
の
時
期

区
分
あ
る
い
は
時
期
的
画
期
の
問
題
を
考
え
る
と
、
形
を
変
え
た
日
本
フ

ァ
シ
ズ
ム
研
究
の
問
い
直
し
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
国
家
神
道
研
究

に
儀
礼
の
次
元
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
視
点
が
獲
得
さ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
政
府
は
、
戦
争
や
震
災
等
、
国
家
的
な
危
機
に
際
し
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「
芥
川
龍
之
介
」
の
署
名
入
り
の
和
書 

│
│ 

柏
原
祐
義
著
『
霊
魂
の
研
究
』 │
│

服
部
　
弘
瑞

　

三
年
前
私
の
書
棚
か
ら
あ
る
有
名
人
の
署
名
の
あ
る
和
書
が
出
て
き

た
。
し
か
も
そ
の
住
所
も
書
か
れ
て
い
た
。「
田
端
四
三
四
芥
川
龍
之

介
」
と
そ
の
表
紙
の
裏
に
青
鉛
筆
で
達
筆
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
本
は
柏
原
祐
義
著
『
霊
魂
の
研
究
』
で
あ
る
が
、
宗
教
の
根
本
問
題

で
あ
る
死
と
死
後
の
存
在
（
霊
魂
）
に
関
し
て
総
合
的
に
か
つ
深
く
探
求

し
て
い
る
。
私
は
そ
れ
を
芥
川
龍
之
介
の
直
筆
に
間
違
い
な
い
と
見
て
い

る
が
、
こ
こ
で
そ
の
理
由
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
一
、
表
紙
の
す
ぐ
裏
に
自

分
の
署
名
の
み
な
ら
ず
住
所
も
書
い
て
い
る
点
。
二
、
そ
の
住
所
は
「
田

端
四
三
四
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
芥
川
の
自
宅
の
お
隣
の
小
山
栄
達

氏
の
住
所
で
あ
り
、
芥
川
の
署
名
を
真
似
し
て
書
こ
う
と
い
う
者
が
間
違

っ
た
住
所
を
書
く
筈
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
芥
川
が
自

分
の
住
所
を
間
違
え
る
筈
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
当
時

そ
の
土
地
を
芥
川
が
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
小
山
家
は
田
端
三

二
五
に
移
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

三
、
そ
の
署
名
が
青
鉛
筆
で
達
筆
に
書
か
れ
て
い
る
点
。
芥
川
の
サ
イ
ン

を
そ
の
よ
う
に
真
似
し
て
書
く
こ
と
は
恐
ら
く
不
可
能
に
近
い
と
思
わ
れ

る
。
四
、
ま
た
芥
川
の
サ
イ
ン
を
真
似
し
た
者
が
そ
の
本
の
随
所
に
青
線

を
引
く
と
は
思
え
な
い
。
五
、
そ
の
青
線
の
箇
所
に
は
芥
川
龍
之
介
ら
し

い
所
が
二
箇
所
あ
る
。
一
つ
は
芥
川
の
母
親
が
精
神
病
だ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、「
要
す
る
に
一
切
の
精
神
上
の
疾
病
は
、（
所
謂
心
の
病
気
で

は
な
く
）
こ
れ
即
ち
脳
髄
の
疾
病
な
り
と
い
ふ
こ
と
は
、
輓
近
の
精
神
病

学
に
お
い
て
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ
る
。」
と
い
う
箇
所
に
青
線
を

引
い
て
い
る
所
。
も
う
一
つ
は
芥
川
の
作
品
に
散
見
さ
れ
る
ゲ
ー
テ
の
と

こ
ろ
に
青
線
を
引
い
て
い
る
所
。
六
、
と
こ
ろ
で
あ
る
メ
モ
の
「
脳
髄
」

と
い
う
語
に
気
づ
き
調
べ
直
す
と
新
発
見
が
あ
っ
た
。
五
で
指
摘
し
て
お

い
た
芥
川
ら
し
い
二
つ
の
箇
所
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
芥
川
の
有
名
な
著
書
の

同
一
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
『
西
方
の
人
』
３

、
聖

霊
に
「
ゲ
ー
テ
」
ま
た
「
精
神
病
者
の
脳
髄
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て

い
た
。
こ
れ
は
芥
川
龍
之
介
が
『
霊
魂
の
研
究
』
を
読
ん
で
い
た
証
拠
の

一
つ
に
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
そ
の
筆
跡
に
関
し
て
自
分
で
資
料
を
集
め
て
検
討
し
て
み
た
。
そ

の
結
果
、
芥
川
龍
之
介
の
川
と
之
と
介
に
つ
い
て
は
そ
の
署
名
と
ほ
ぼ
同

一
の
も
の
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
芥
と
龍
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
書
き
方

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
署
名
に
似
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の

住
所
の
筆
跡
と
芥
川
が
家
に
書
い
た
ハ
ガ
キ
の
筆
跡
も
よ
く
類
似
し
て
い

る
。
従
っ
て
そ
の
筆
跡
の
上
か
ら
も
芥
川
龍
之
介
の
直
筆
の
署
名
で
あ
る

と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
そ
の
本
と
芥
川
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ

は
大
正
十
三
年
二
月
二
十
五
日
に
五
版
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
三
年
五
か
月
後
に
芥
川
龍
之
介
は
服
毒
自
殺
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の

間
の
作
品
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
こ
の
期
間
に
は
か
な
り
の
作
品
が
発

表
さ
れ
て
お
り
、
芥
川
龍
之
介
の
代
表
作
と
言
わ
れ
る
も
の
が
多
数
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
芥
川
は
す
で
に
自
分
の
死
や
自
殺
に
つ
い
て
考
え

て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
頃
の
作
品
に
は
死
・
自
殺
・
霊
魂
に
関
す
る

記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
『
霊
魂
の
研
究
』
は
そ
う
い
う
問
題
を
総

合
的
に
深
く
探
求
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
芥
川
の
そ
れ
ら
の
作
品
の
参

考
資
料
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
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を
神
話
の
再
解
釈
に
よ
っ
て
、
幽
冥
界
に
お
け
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
支
配

し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
役
割
は
、
天
皇
に
よ

る
政
治
を
助
け
る
事
で
あ
る
と
も
解
釈
し
た
。
そ
の
た
め
、
篤
胤
に
と
っ

て
、
人
生
の
意
味
と
は
、
生
前
は
天
皇
の
民
と
し
て
存
在
し
、
死
後
は
幽

冥
に
お
い
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
監
督
の
下
で
活
動
し
、
顕
界
に
お
け
る
自

分
の
主
君
や
子
孫
、
そ
し
て
天
皇
を
補
佐
す
る
事
が
目
的
で
あ
る
と
定
義

さ
れ
る
。
篤
胤
に
お
い
て
人
々
の
死
が
天
皇
神
話
と
結
び
つ
く
の
で
あ

る
。

　

篤
胤
が
民
衆
の
経
験
に
神
学
的
意
味
を
与
え
る
例
と
し
て
、『
勝
五
郎

再
生
記
聞
』
を
取
り
上
げ
た
。
篤
胤
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
を
し
た
と
す
る

勝
五
郎
や
そ
の
家
族
か
ら
直
接
そ
の
再
生
経
験
を
聞
き
取
る
。
そ
し
て
篤

胤
は
、
勝
五
郎
が
再
生
の
最
中
に
、
カ
ラ
ス
と
接
触
が
あ
っ
た
と
い
う
語

り
か
ら
、
勝
五
郎
の
生
地
の
産
土
神
で
あ
る
熊
野
権
現
と
の
関
係
を
見
出

す
。
ま
た
、
勝
五
郎
の
父
で
あ
る
源
蔵
が
産
土
神
を
始
め
と
す
る
神
仏
へ

の
崇
敬
が
厚
い
と
い
う
点
か
ら
も
、
産
土
神
に
よ
っ
て
勝
五
郎
の
再
生
が

な
さ
れ
た
と
篤
胤
は
断
定
す
る
。
篤
胤
は
民
衆
の
語
り
に
対
し
て
、
自
ら

の
神
学
に
よ
っ
て
解
釈
し
意
味
を
与
え
る
。
篤
胤
は
村
々
で
祀
ら
れ
て
い

る
産
土
神
を
、
人
間
の
死
後
を
司
る
と
す
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
末
端
に
位

置
づ
け
る
事
で
、
天
皇
神
話
と
民
衆
と
の
中
継
点
と
し
て
の
役
割
を
産
土

神
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

　

篤
胤
の
門
人
で
あ
る
京
都
の
神
官
、
六
人
部
是
香
は
産
須
那
神
（
筆
者

注
…
是
香
は
産
土
を
産
須
那
と
表
記
す
る
。）
の
役
割
を
更
に
精
緻
化
す

る
。
篤
胤
に
お
い
て
産
土
神
の
役
割
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ

を
、
人
生
を
根
底
か
ら
支
え
る
存
在
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
。
是

香
は
産
須
那
神
の
起
源
を
、
ア
マ
テ
ラ
ス
や
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
皇
祖

　

で
は
そ
の
本
の
テ
ー
マ
に
関
係
し
て
い
る
作
品
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の

五
版
が
発
行
さ
れ
た
大
正
十
三
年
の
十
一
月
に
芥
川
は
人
魂
の
絵
を
描

き
、
そ
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
大
正
十
四
年
「
死
後
」（
自
分
が
死
ん

だ
後
に
そ
の
霊
魂
が
帰
宅
す
る
夢
の
物
語
）
大
正
十
五
年
「
点
鬼
簿
」
昭

和
二
年
『
河
童
』
十
五
、
ピ
ス
ト
ル
自
殺
し
た
ト
ッ
ク
の
家
に
幽
霊
が
出

る
話
。
そ
れ
は
河
童
の
世
界
の
心
霊
学
協
会
雑
誌
第
八
二
七
四
号
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
ま
た
「
歯
車
」
な
ど
も
あ
る
。
私
は
芥
川
龍
之
介

の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
実
証
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
ら
の

作
品
に
そ
の
『
霊
魂
の
研
究
』
は
何
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

平
田
派
国
学
に
お
け
る
産
土
神
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
創
造

増
田
　
友
哉

　

平
田
国
学
の
持
つ
、
民
俗
へ
の
志
向
は
戦
後
注
目
さ
れ
、
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
平
田
国
学
の
持
つ
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
、
政
治

志
向
と
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う
際
に
、
民
衆
の
扇
動
者
と

し
て
の
平
田
国
学
と
い
う
理
解
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
平
田
国
学
が
一

方
的
に
民
衆
土
着
の
思
想
を
再
編
成
し
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
平
田

派
国
学
者
が
民
衆
の
思
想
や
経
験
、
欲
望
に
応
じ
て
、
言
葉
や
神
学
、
体

系
性
、
権
威
を
与
え
た
共
同
作
業
と
し
て
の
一
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
、
本
発
表
で
は
、
平
田
派
国
学
者
が
民
衆
の

経
験
に
即
し
て
、
死
後
の
在
り
方
を
如
何
に
語
る
の
か
を
検
討
し
た
。

　

平
田
国
学
の
特
徴
と
し
て
は
、
神
話
を
創
造
的
に
再
構
成
す
る
こ
と

で
、
現
実
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
点
、
そ
し
て
死
後
へ
の
関
心
が
非
常
に

強
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
平
田
篤
胤
は
、
人
間
の
死
後



　　176

『宗教研究』95巻別冊（2022年） 個人発表

平
田
篤
胤
の
二
つ
の
古
伝 

│
│ 

中
国
学
・
イ
ン
ド
学
と
の
関
係
か
ら 

│
│

森
　
　
和
也

　

平
田
篤
胤
が
道
教
、
バ
ラ
モ
ン
教
を
古
伝
の
訛
伝
で
あ
る
と
主
張
し
た

こ
と
は
、
平
田
国
学
に
関
心
を
持
つ
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
資
料
を
丁
寧
に
読
む
と
古
伝
の
上
位
に
普
遍
と
し
て
の

古
伝
、
す
な
わ
ち
メ
タ
古
伝
で
あ
る
《
古
伝
》
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
《
古
伝
》
が
そ
れ
ぞ
れ
道
教
、
バ
ラ
モ
ン
教
に
訛
伝
し
て
い
る
構
造
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
日
本
に
伝
わ
っ
た
古
伝
は
そ
の
中
で
も
《
古

伝
》
の
姿
を
最
も
正
し
く
伝
え
て
い
る
こ
と
で
優
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。《
古
伝
》
は
篤
胤
の
作
業
仮
説
で
あ
る
が
、
中
国
学
、
イ
ン
ド
学
か

ら
そ
の
姿
を
照
ら
し
出
し
て
み
た
い
。

　

篤
胤
は
中
国
学
の
著
作
で
あ
る
『
赤
県
太
古
伝
』（
巻
之
一
）
で
「
天

地
世
界
は
、
万
国
一
枚
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、《
古
伝
》

の
世
界
的
な
広
が
り
を
説
く
の
だ
が
、「
我
が
古
伝
説
の
真
正
を
以
て
、

彼
が
古
説
の
訛
り
を
訂
し
、
彼
が
古
伝
の
精
を
選
び
て
、
我
が
古
伝
の
闕

を
補
は
む
」
と
、
日
本
の
古
伝
と
中
国
に
訛
伝
さ
れ
た
古
伝
の
相
補
性
を

述
べ
「
我
が
国
の
古
伝
」
の
み
を
絶
対
視
し
て
い
な
い
。

　

同
じ
こ
と
は
イ
ン
ド
学
の
著
作
で
あ
る
『
印
度
蔵
志
』（
巻
之
八
）
で

も
同
様
で
、「
蕃
国
最
初
の
伝
ヘ
は
、
や
が
て
皇
国
の
最
初
の
伝
の
、
伝

訛
せ
る
物
な
る
が
、
中
に
、
印
度
に
伝
ふ
る
古
説
は
殊
に
精
し
く
、
中
に

は
神
国
失
之
。
而
獲
之
於
蕃
国
と
も
謂
つ
べ
き
事
も
有
ル
め
り
」
と
、
日

本
の
古
伝
と
イ
ン
ド
に
訛
伝
さ
れ
た
古
伝
の
相
補
性
を
述
べ
て
い
る
。

　

日
本
、
そ
し
て
中
国
、
イ
ン
ド
に
伝
わ
っ
た
古
伝
は
相
補
的
で
あ
り
、

そ
の
三
国
の
古
伝
の
比
較
の
う
え
に
篤
胤
が
求
め
た
真
の
古
伝
、
普
遍
と

神
の
命
令
に
よ
っ
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
眷
属
神
や
そ
の
地
で
功
績
の
あ

っ
た
神
を
各
地
に
鎮
座
さ
せ
た
と
す
る
。
産
須
那
神
の
起
源
が
皇
祖
神
に

基
づ
く
と
さ
れ
る
点
で
、
天
皇
神
話
と
産
須
那
神
の
距
離
は
さ
ら
に
短
い

も
の
と
な
る
。
そ
し
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
や
産
須
那
神
が
掌
る
役
割
は
、
篤

胤
説
を
更
に
拡
大
し
、
人
の
生
産
、
人
生
の
人
事
、
そ
し
て
死
後
の
在
り

方
に
関
与
す
る
と
さ
れ
る
。
死
後
世
界
の
持
つ
意
味
の
増
大
に
伴
っ
て
、

現
世
は
一
種
の
修
行
場
の
よ
う
な
役
割
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
是
香
は

民
衆
の
死
後
、
そ
れ
ぞ
れ
が
産
須
那
社
に
魂
が
赴
く
も
の
と
さ
れ
、
生
前

の
功
績
に
よ
っ
て
神
位
が
異
な
り
、
顕
界
を
補
助
す
る
様
々
な
役
割
が
与

え
ら
れ
る
と
す
る
。
非
常
に
大
き
な
功
績
を
遺
し
た
人
間
は
、
死
後
に
出

雲
大
社
に
赴
き
、
そ
こ
で
天
地
間
に
渉
る
よ
う
な
大
き
な
仕
事
を
す
る
と

い
う
点
で
、
単
な
る
地
縁
社
会
を
飛
び
出
し
て
、
国
家
と
い
っ
た
も
の
と

直
接
関
与
す
る
機
会
が
民
衆
に
与
え
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注
目
を
す
る
べ

き
で
あ
る
。

　

従
来
の
国
家
神
道
、
或
い
は
近
代
神
道
と
い
う
枠
組
み
は
、
国
家
政

策
、
法
制
、
教
育
と
い
っ
た
中
央
政
局
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
一
方

で
、
近
世
国
学
が
創
造
し
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
問
題
が
近
代
民
衆
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
継
承
、
或
い
は
否
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
十
分
に

解
明
し
て
い
な
い
。
近
代
日
本
に
お
け
る
国
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を

検
討
す
る
た
め
に
も
、
地
域
に
お
け
る
産
土
神
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
実
態
と

消
長
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
存
在
す
る
。
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「
古
説
」
に
対
す
る
「
古
伝
」
は
《
古
伝
》
の
位
置
に
あ
る
。
そ
も
そ
も

『
霊
の
真
柱
』
で
は
「
古
伝
」
と
い
う
成
文
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
て
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
古
伝
」
は
、「
諸
古
典
に
見
え
た
る
伝

ど
も
を
通
考
へ
て
、
新
に
撰
び
た
る
古
史
の
文
な
り
」（
上
つ
巻
）
と
、

篤
胤
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

篤
胤
は
日
本
の
古
典
を
そ
の
ま
ま
《
古
伝
》
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。
篤
胤
が
『
古
史
』・『
古
史
伝
』
に
よ
っ
て
新
し
く
《
近
世
神
話
》
を

創
造
し
た
行
為
は
、
中
国
学
・
イ
ン
ド
学
を
も
統
合
し
た
篤
胤
の
《
古

伝
》
探
究
の
大
構
想
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

復
古
神
道
形
成
過
程
に
お
け
る
古
典
認
識

松
本
　
久
史

　

既
発
表
の
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
至
る
国
学
者
の
『
古
語
拾
遺
』

理
解
と
そ
の
刊
行
活
動
に
つ
き
、
主
に
平
田
派
国
学
者
に
注
目
し
て
考
察

を
加
え
た
こ
と
を
前
提
に
、
十
八
世
紀
中
期
ま
で
の
国
学
に
基
づ
く
復
古

神
道
形
成
過
程
に
お
い
て
、
古
典
理
解
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し

て
考
察
を
加
え
、
近
世
復
古
神
道
成
立
の
画
期
を
論
じ
る
。

　

神
道
史
上
に
お
け
る
古
典
観
を
概
観
す
る
と
、
中
世
〜
近
世
前
期
に
お

い
て
は
、
吉
田
神
道
の
「
三
部
の
本
書
」
観
に
よ
っ
て
先
代
旧
事
本
紀

（
以
下
「
旧
事
紀
」
と
略
）・
日
本
書
紀
・
古
事
記
が
「
神
書
」
と
し
て
尊

重
さ
れ
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
神
道
の
古
典
理
解
の
常
識
と
な
っ
て
い

た
。
十
七
世
紀
後
半
期
の
垂
加
神
道
成
立
過
程
に
お
け
る
山
崎
闇
斎
へ
の

忌
部
神
道
の
影
響
と
古
典
理
解
と
の
関
連
に
注
目
す
る
と
、
忌
部
正
通
作

と
さ
れ
る
『
神
代
巻
口
訣
』
の
重
視
と
と
も
に
『
古
語
拾
遺
』
へ
の
注
目

し
て
の
《
古
伝
》
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。『
玉
襷
』（
四
之
巻
）
で
は
、

「
漢
土
天
竺
」
と
も
に
「
我
が
皇
神
た
ち
の
開
闢
し
給
へ
る
国
」
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、「
漢
土
の
玄
学
」
す
な
わ
ち
儒
教
を
排
し
て
始
原
に
遡

っ
て
発
見
し
た
道
教
を
中
心
と
し
た
中
国
学
、「
天
竺
の
梵
学
」
す
な
わ

ち
仏
教
を
排
し
て
始
原
に
遡
っ
て
発
見
し
た
バ
ラ
モ
ン
教
を
中
心
と
し
た

イ
ン
ド
学
を
「
其
ノ
根
元
は
み
な
其
ノ
神
等
よ
り
出
」
た
も
の
と
し
て
、

こ
の
「
玄
学
」、「
梵
学
」
と
を
統
合
し
た
先
に
普
遍
と
し
て
の
《
古
伝
》

が
存
在
す
る
の
を
見
て
い
る
。

　

篤
胤
が
探
究
し
た
《
古
伝
》
に
よ
る
統
合
は
、
神
仏
習
合
・
神
儒
習
合

を
排
除
し
て
新
し
い
地
平
で
道
教
的
世
界
、
バ
ラ
モ
ン
教
的
世
界
と
習
合

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
習
合
で
は
な
く
、
上
位
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
《
古
伝
》
に
よ
る
下
部
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
日
本
の
古
伝
、
道
教
、
バ

ラ
モ
ン
教
の
統
合
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
赤
県
太
古
伝
』（
巻
之
一
）

で
は
、
上
皇
太
一
が
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
、
盤
古
氏
夫
妻
が
ミ
ム
ス
ビ
の

男
女
二
神
、
三
皇
が
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
同
定
さ
れ
て
、
中
国
神
話

を
日
本
神
話
に
合
わ
せ
て
再
構
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
日
本
神
話
で
も

な
い
中
国
神
話
で
も
な
い
、
新
し
い
神
話
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド

神
話
も
同
様
で
、『
印
度
蔵
志
』（
巻
之
八
）
で
は
、「
大
梵
自
在
天
」
は
、

イ
ザ
ナ
ギ
・
ム
ス
ビ
の
神
を
「
混
じ
て
、
一
神
に
伝
ヘ
奉
れ
る
神
」
で
あ

る
と
し
て
イ
ン
ド
神
話
が
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
再
構
成
は
一
方
的
な
も

の
で
は
な
く
、
や
は
り
相
補
的
で
あ
り
、
平
田
神
学
の
ム
ス
ビ
の
概
念
を

補
強
す
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
『
霊
の
真
柱
』（
下
つ
巻
）
で
は
「
黄
泉
ノ
国
へ
帰
て
ふ
古
説
」
に
対
し

て
、「
古
伝
の
趣
き
」
と
「
現
の
事
実
」
と
か
ら
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
治

め
る
「
冥
府
」
に
帰
る
こ
と
が
真
実
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
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春
満
訓
点
書
入
本
『
古
事
記
』（
山
崎
本
）
の
識
語
に
「
夫
旧
事
紀
者
為

疑
書
、
不
須
於
荷
田
流
家
也
、
故
日
本
書
紀
古
事
記
古
語
拾
遺
以
是
為
三

部
之
本
書
矣
」
と
、
旧
事
紀
偽
書
説
を
前
提
と
し
て
、
新
た
な
古
典
観
を

提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
七
三
四
年
に
国
頭
の
作
に
な
る
と
さ
れ
る

『
神
家
略
頌
』
お
い
て
、
同
書
の
末
尾
に
「
古
事
記
・
日
本
紀
・
古
語
捨

遺
、
神
ノ
教
ノ
道
分
テ
、
只
神
忠
ヲ
可
尽
也
」
と
、
書
入
古
事
記
と
同
様

に
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
古
語
拾
遺
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
門
人
に
よ

る
無
刊
記
本
『
古
語
拾
遺
』
に
頭
注
・
傍
訓
を
加
え
た
も
の
が
あ
り
、
岩

瀬
文
庫
に
は
鈴
木
梁
満
転
写
の
春
満
訓
書
入
『
古
語
拾
遺
』
版
本
（
四
宮

版
）
が
あ
り
、
春
満
の
『
古
語
拾
遺
』
講
義
に
発
す
る
、
荷
田
派
の
『
古

語
拾
遺
』
重
視
が
窺
わ
れ
る
。

　

復
古
神
道
の
古
典
概
念
の
転
換
に
お
け
る
荷
田
派
の
寄
与
は
、
第
一

に
、
旧
事
紀
偽
書
説
を
春
満
が
提
唱
、
門
人
が
継
承
し
、
以
降
の
復
古
神

道
に
お
け
る
古
典
概
念
の
基
礎
を
形
成
し
た
。
第
二
に
、『
古
語
拾
遺
』

を
記
紀
に
次
ぐ
神
道
を
学
ぶ
際
の
古
典
と
し
て
『
古
語
拾
遺
』
を
位
置
付

け
た
。
中
臣
氏
と
並
ぶ
古
代
神
祇
氏
族
で
あ
る
忌
部
氏
を
浮
上
さ
せ
、
そ

の
結
果
、
吉
田
神
道
の
相
対
化
を
促
進
し
た
意
義
が
あ
る
。
復
古
神
道
形

成
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
、
神
道
を
学
ぶ
べ
き
上
で
の
古
典
と
は
何

か
、
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
春
満
の
古
典
研
究
は
以
降
の
展
開

に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

※
本
発
表
は
科
研
費
（20H

01189

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

は
、
闇
斎
の
三
種
神
器
論
と
合
致
し
た
こ
と
も
あ
り
、
門
人
た
ち
に
よ
る

『
古
語
拾
遺
』
版
本
の
刊
行
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、『
古
語
拾
遺
』

を
重
視
し
た
神
道
家
と
し
て
松
下
見
林
が
あ
り
、『
古
語
拾
遺
』
の
講
義

を
行
う
と
と
も
に
、
門
人
の
藤
斉
延
『
古
語
拾
遺
句
解
』（
一
六
九
八
年
）

の
序
文
を
記
し
、
式
内
社
太
玉
命
神
社
の
「
再
興
」
に
尽
力
し
、
忌
部
氏

の
顕
彰
活
動
を
行
う
な
ど
、「
上
古
の
神
道
の
復
す
る
を
」
希
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
古
語
拾
遺
』
へ
の
関
心
が
、
十
七
世
紀
後
半
期
の
神
道
家

の
間
で
高
ま
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
「
三
部
の
本
書
」
の
欠
を
補
う
位
置

づ
け
で
あ
っ
た
。

　

復
古
神
道
成
立
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
古
典
観
の
転
換
と
古

道
論
と
の
関
係
に
注
目
が
必
要
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
と
賀
茂
真
淵
、『
古

事
記
』
と
本
居
宣
長
の
関
係
が
顕
著
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
古
道
説
の
思

想
内
容
の
み
を
判
断
基
準
に
は
で
き
な
い
。
荷
田
春
満
は
神
道
の
復
古
を

主
張
し
た
に
す
ぎ
ず
、
儒
家
神
道
の
亜
流
と
い
う
評
価
も
あ
る
が
、
古
典

観
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
異
な
る
見
方
が
可
能
と
な
る
。

　

荷
田
春
満
に
よ
る
旧
事
紀
偽
書
説
は
、
一
七
二
五
年
の
下
田
光
太
夫

（
幕
府
書
物
奉
行
）
宛
書
簡
に
も
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
春
満
の
神
代
巻

講
釈
の
門
人
聞
書
類
で
は
、「
三
部
の
本
書
」
観
が
明
白
に
否
定
さ
れ
て

い
る
。
旧
事
紀
偽
書
説
は
、
十
七
世
紀
末
に
水
戸
の
今
井
有
順
・
徳
川
光

圀
な
ど
が
提
起
し
て
い
る
が
、
一
般
に
は
、
多
田
義
俊
『
旧
事
紀
偽
書
明

証
考
』
が
早
い
と
さ
れ
、
同
書
は
一
七
三
一
年
の
成
立
、
伊
勢
貞
丈
『
旧

事
紀
剥
偽
』
は
さ
ら
に
後
年
の
一
七
七
八
年
で
あ
る
。
春
満
は
旧
事
紀
偽

書
説
を
主
張
し
た
早
い
時
期
の
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
荷
田
派
の
あ
ら
た

な
る
「
三
部
の
本
書
」
観
と
し
て
、
春
満
高
弟
で
、
青
年
時
の
賀
茂
真
淵

の
師
で
あ
る
浜
松
諏
訪
社
大
祝
、
杉
浦
国
頭
が
、
一
七
三
三
年
に
記
し
た
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「
神
社
」「
寺
院
」
に
紛
ら
わ
し
い
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。「
祠
宇
」

は
政
策
的
に
非
宗
教
と
さ
れ
た
「
神
社
」
の
機
能
の
一
部
を
代
替
し
た
の

に
対
し
て
、「
教
務
所
（
教
会
所
）」
は
そ
の
名
の
通
り
事
務
と
説
教
を
行

う
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

明
治
一
五
年
時
点
で
神
道
の
宗
教
施
設
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
「
祠
宇
」

は
、
四
年
で
新
設
停
止
と
な
っ
た
。「
祠
宇
」
の
有
し
た
「
葬
祭
執
行
」

は
、「
教
務
所
（
教
会
所
）」
が
「
家
屋
」
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
で
可
能
と

な
っ
た
が
、「
宗
教
部
内
」
で
は
な
い
「
教
務
所
（
教
会
所
）」
に
お
け
る

「
主
神
鎮
祭
」
は
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
制
度
的
状
況
に
対
し
て
は

神
道
教
会
に
よ
る
陳
情
等
が
行
わ
れ
、
明
治
二
六
年
の
社
寺
局
通
牒
に
て

「
教
務
所
（
教
会
所
）」
に
お
け
る
「
主
神
鎮
祭
」「
信
徒
礼
拝
」
が
明
示

さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
教
務
所
（
教
会
所
）」
が
宗
教
施
設
と
し
て
質
的
転

換
す
る
制
度
上
の
契
機
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、「
平
素
衆

庶
の
参
拝
」「
社
寺
祠
宇
様
式
」「
一
般
へ
守
札
の
配
布
」
は
認
め
ら
れ

ず
、「
神
社
」「
寺
院
」
と
の
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
、
こ
れ
が
大
正
一
二

年
の
「
神
仏
道
教
会
所
規
則
」
の
基
盤
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
動
向
と
並

行
し
て
、
憲
法
や
民
法
の
施
行
等
を
背
景
に
明
治
三
二
年
に
は
第
一
次
宗

教
法
案
が
提
出
さ
れ
る
が
、「
寺
」
に
対
す
る
「
寺
院
」
が
明
示
さ
れ
た

の
に
対
し
て
、「
教
会
」
と
「
教
務
所
（
教
会
所
）」「
祠
宇
」
と
の
関
係

は
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
明
治
後
期
に
お
い
て

も
神
道
の
宗
教
施
設
が
概
念
と
し
て
成
熟
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
神
道
の
宗
教
施
設
の
制
度
の
要
点
を
三
点
挙
げ

る
。
第
一
に
、「
教
務
所
（
教
会
所
）」
の
制
度
は
「
神
社
」（
及
び
「
寺

院
」）
を
基
点
と
し
た
線
引
き
に
よ
り
作
ら
れ
、
社
寺
と
同
等
の
機
能
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、「
教
務
所
（
教
会
所
）」
の
機
能
は

近
代
に
お
け
る
神
道
の
宗
教
施
設

藤
井
　
麻
央

　

教
派
神
道
の
宗
教
施
設
と
し
て
真
っ
先
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
教
会
と
呼

ば
れ
る
施
設
に
関
す
る
定
義
等
が
初
め
て
示
さ
れ
た
の
は
、
大
正
一
二
年

に
文
部
省
令
と
し
て
制
定
さ
れ
た
「
神
仏
道
教
会
所
規
則
」
で
あ
る
。
同

規
則
で
は
「
教
会
所
」
を
「
神
道
又
は
仏
道
の
教
義
を
宣
布
し
又
は
其
の

儀
式
を
執
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
設
備
に
し
て
祠
宇
、
寺
院
又
は
仏

堂
に
あ
ら
さ
る
も
の
」
と
定
義
し
、「
主
神
奉
斎
」「
信
徒
礼
拝
」「
教
義

宣
布
・
儀
式
執
行
時
の
公
衆
の
参
集
」「
信
徒
へ
の
神
符
・
護
符
の
配
布
」

を
認
め
た
。「
教
会
所
」
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
機
能
が
許
容
ま
た
は
制

限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
経
過
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
教
派
神
道
が
政
策
と

の
関
係
に
お
い
て
抱
え
た
具
体
的
課
題
を
検
討
す
る
手
が
か
り
を
得
た

い
。

　

明
治
前
期
に
お
い
て
「
教
会
所
」
の
名
称
は
一
般
的
で
な
い
こ
と
か

ら
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
神
社
」「
教
院
」「
講
社
」「
教

会
」
に
関
わ
る
法
令
類
か
ら
各
々
の
概
念
を
確
認
し
て
み
る
。「
神
社
」

「
教
院
」
は
神
を
祀
る
機
能
と
そ
の
た
め
の
施
設
が
一
体
的
概
念
と
な
っ

て
い
た
が
、「
講
社
」「
教
会
」
は
「
結
社
」
や
「
集
会
」
等
を
意
味
し
て

固
定
的
な
施
設
を
伴
う
概
念
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
一
〇
年
代
に
な
り
、

神
官
教
導
職
分
離
、
教
導
職
廃
止
の
動
向
の
中
で
、「
祠
宇
」、
及
び
「
教

務
所
（
教
院
教
会
所
法
務
所
講
社
事
務
所
の
類
）」「
説
教
所
（
説
教
の
み

行
う
も
の
）」（
以
下
、
ま
と
め
て
「
教
務
所
（
教
会
所
）」
と
す
る
）
が

法
令
類
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
祠
宇
」
に
お
け
る
「
主

神
鎮
祭
」「
葬
祭
執
行
」
は
認
め
ら
れ
た
が
、「
教
務
所
（
教
会
所
）」
に

お
け
る
「
葬
祭
執
行
」「
平
素
庶
衆
参
拝
」「
神
殿
・
堂
宇
等
の
設
置
」
は
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三
輪
田
高
房
は
自
ら
の
鎮
魂
論
を
『
日
文
本
義
』
に
ま
と
め
て
お
り
、
こ

の
中
で
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
記
さ
れ
る
鎮
魂
祭
の
起
源
譚
を
説
明
す

る
形
で
鎮
魂
は
「
治
心
」
で
あ
り
、
病
人
の
祈
禱
を
主
と
す
る
も
の
で
は

無
い
と
の
主
張
を
述
べ
た
部
分
が
あ
る
。『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
は
、
も

し
「
痛
む
處
」
が
あ
れ
ば
、
鎮
魂
を
行
う
と
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
高
房
は
、「
痛
」
の
解
釈
を
身
の
痛
み
で
は
な
く
、
心
の
痛
み
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
鎮
魂
の
本
義
を
「
治
心
」
と
い

う
用
語
で
説
明
し
、
病
気
直
し
の
祈
禱
と
距
離
を
と
る
姿
勢
は
、
橘
家
神

道
に
は
な
い
独
自
の
要
素
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
も
三
輪
田
高
房
が
伝
え
た
鎮
魂
行
事
は
石
上
神
宮
を
は
じ
め
全
国

各
地
の
神
職
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
種
々
の
祈
禱
儀
礼
と
し
て
で

は
無
く
、
専
ら
神
職
の
精
神
的
な
修
行
法
に
限
定
し
て
受
容
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
背
景
に
は
高
房
が
鎮
魂
の
本
義
を
「
治
心
」
と
し
、
鎮
魂
を
修

め
た
後
に
神
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
誠
の
道
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

近
世
か
ら
近
代
に
移
行
す
る
中
で
病
気
治
し
等
の
祈
禱
儀
礼
が
前
近
代

と
は
異
な
る
形
に
変
容
し
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
諸
先
学
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
。
三
輪
田
高
房
に
よ
る
病
気
直
し
の
た
め
の
祈
禱
と
距
離
を

と
っ
て
鎮
魂
の
目
的
を
論
じ
る
姿
勢
は
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
こ
の
よ
う

な
流
れ
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
「
治
心
」
と
い

う
語
に
こ
だ
わ
り
、
鎮
魂
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

高
房
は
昌
平
坂
学
問
所
に
学
ん
だ
後
、
明
治
四
年
十
月
ま
で
松
山
藩
の

儒
者
を
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
儒
者
・
漢
学
者
と
し
て
の
素
養
を
生
か
し

な
が
ら
活
動
し
て
い
た
。
治
心
と
い
う
語
は
、
漢
籍
に
用
例
が
あ
る
語
で

事
務
と
説
教
か
ら
主
神
鎮
祭
へ
と
質
的
転
換
し
て
い
っ
た
こ
と
。
第
三

に
、「
講
社
」「
教
会
」
と
「
教
務
所
（
教
会
所
）」
は
当
初
か
ら
一
体
的

概
念
で
は
な
か
っ
た
が
、
社
寺
が
法
人
と
施
設
を
伴
う
概
念
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
次
第
に
「
教
会
」
と
「
教
会
所
」
が
随
伴
す
る
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
神
道
の
宗
教
施
設
を
め

ぐ
る
制
度
は
、
神
社
非
宗
教
を
第
一
義
に
お
く
政
策
の
も
と
に
場
当
た
り

的
な
行
政
措
置
が
重
ね
ら
れ
、
複
雑
な
展
開
を
見
せ
た
。
教
派
神
道
の
信

仰
拠
点
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
て
各
派
、

各
教
会
の
事
例
を
蓄
積
す
る
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
宗
教
像
の
姿
・
形
を

考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
料
さ
れ
る
。

三
輪
田
高
房
が
伝
え
た
鎮
魂
行
事
の
目
的
と
「
治
心
」

新
田
　
惠
三

　

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
二
十
年
代
に
自
ら
の
伝
え
る
鎮
魂
行
事
を
周
囲
の
人
々
に

伝
授
し
て
い
る
。
高
房
が
伝
え
た
鎮
魂
行
事
の
中
核
と
な
る
「
手
振
作

法
」（
報
告
者
が
便
宜
上
用
い
た
用
語
）
は
橘
家
神
道
の
儀
礼
に
系
譜
を

持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

橘
家
神
道
の
手
振
作
法
に
つ
い
て
は
呪
術
的
な
も
の
と
し
て
先
学
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
橘
家
神
道
の
伝
書
に
は
、
手
振
作
法
と
は
、
作

法
を
通
じ
て
天
地
と
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祈
願
す
る
と
こ
ろ
が

実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
病
気
直
し
の
為
の
祈
禱
を
も
含
む
幅
広

い
祈
願
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
高
房
の
伝
え
た
鎮
魂
行
事
は
作
法
と
し
て
は
橘
家
神
道
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
異
な
る
要
素
も
見
ら
れ
る
。
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道
学
」
の
体
系
化
に
尽
力
す
る
と
と
も
に
神
祇
行
政
に
す
ら
関
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
人
物
だ
が
、
近
代
に
お
け
る
他
の
神
道
学
者
た
ち
と
比
べ
た
と

き
、
全
く
主
題
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
神
道
に
関
わ
る
特
別

な
背
景
を
持
た
ず
、
学
者
と
し
て
自
己
形
成
し
た
わ
け
で
も
な
い
一
近
代

人
と
し
て
の
溝
口
が
、
な
ぜ
「
神
道
」
を
、
な
ぜ
「
学
」
と
し
て
論
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
を
問
う
こ
と
で
こ
そ
、「
神
道
学
」
な
る

も
の
の
時
代
的
意
味
を
最
も
明
瞭
に
示
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
報
告
で
は
、
詩
人
と
し
て
の
前
半
生
に
お
け
る
問
題
意
識
を
検
討
し
た
。

　

溝
口
の
筆
名
「
白
羊
」
は
、
一
九
〇
六
年
の
初
詩
集
『
さ
さ
ぶ
え
』
の

一
節
か
ら
推
測
す
る
に
、
涅
槃
経
で
一
闡
提
（
仏
法
を
信
じ
ず
成
仏
の
因

縁
を
欠
く
者
）
の
喩
え
と
な
っ
て
い
る
「
白
羊
角
」
か
ら
来
て
い
る
。
初

期
の
詩
作
は
「
煩
悶
」
と
の
関
係
で
法
華
経
や
日
蓮
に
言
及
す
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
っ
た
の
だ
。
旧
友
・
西
村
真
次
や
、
同
時
期
に
同
じ
雑
誌
に

寄
稿
し
た
折
口
信
夫
と
比
べ
た
と
き
、
神
道
へ
の
意
識
は
弱
い
。
む
し
ろ
、

一
九
一
〇
年
の
文
章
「
弱
者
」
で
は
、「
古
い
歴
史
」
が
新
し
い
「
文
明
」

の
犠
牲
と
な
っ
て
滅
び
て
も
構
わ
な
い
と
述
べ
、
都
会
に
お
け
る
「
鎮
守

の
森
」
を
例
示
し
て
す
ら
い
た
。

　

一
九
一
四
年
の
文
集
『
紅
い
火
の
船
』
に
な
る
と
、
煩
悶
で
は
な
く
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
「
文
明
」
へ
の
憧
憬
へ
と
明
確
に
関
心
が
移
っ
て
お

り
、
表
題
作
で
は
国
旗
を
載
せ
た
ブ
レ
リ
オ
式
飛
行
機
に
よ
る
都
会
の

「
群
衆
の
感
情
」
の
沸
騰
・
蘇
生
が
描
か
れ
た
。
同
年
か
ら
始
め
た
『
訳

註
徒
然
草
』
な
ど
口
語
文
に
よ
る
古
典
の
「
科
学
」
的
解
釈
は
、
古
い
歴

史
を
も
文
明
の
も
と
に
蘇
ら
せ
る
試
み
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
上
で
、
溝
口
の
さ
ら
な
る
転
機
と
な
っ
た
の
が
日
本
評
論
社
に
お

け
る
執
筆
活
動
だ
っ
た
。
明
治
神
宮
造
営
局
の
全
面
的
な
協
力
を
受
け
な

あ
る
。
高
房
は
明
治
十
二
年
二
月
十
五
日
に
「
心
支
那
人
ノ
説
十
八
條
」

と
い
う
文
章
を
写
し
終
え
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
高
房
に
よ
る
撰
録
で
あ

る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
心
に
関
す
る
漢
籍
の
記
述
を
十
八
文
引
用

す
る
も
の
で
、
そ
の
冒
頭
は
『
管
子
』
内
業
篇
に
記
さ
れ
る
「
治
心
」
と

い
う
語
を
含
む
引
用
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
文
章
と
後
に
高
房
が
記
す

「
治
心
ノ
説
」
と
は
共
通
す
る
引
用
文
も
見
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら

高
房
が
盛
ん
に
使
用
し
た
「
治
心
」
と
い
う
語
は
、
単
な
る
造
語
で
は
な

く
、
漢
籍
に
典
拠
を
持
ち
、
儒
者
・
漢
学
者
と
し
て
有
し
て
い
た
豊
富
な

知
識
を
背
景
と
し
た
用
語
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
高
房
は
日
本
弘
道
会
の
会
員
と
し
て
も
活
動
し
て
お
り
、
機
関

雑
誌
に
も
度
々
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
中
に
『
日
本
弘
道
叢
記
』
第

一
号
に
投
稿
し
た
「
治
心
ノ
説
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。「
治
心
ノ
説
」

で
は
種
々
の
儒
学
書
を
用
い
な
が
ら
「
治
心
」
の
工
夫
に
つ
い
て
記
し
て

お
り
、「
治
心
」
と
鎮
魂
と
を
つ
な
げ
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。
日
本
弘
道

会
を
主
宰
し
た
西
村
茂
樹
に
目
を
向
け
る
と
、
西
村
は
、『
日
本
道
徳
論
』

に
お
い
て
、
哲
学
に
欠
失
し
て
い
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
「
治
心
ノ
術
」

が
無
い
こ
と
を
記
し
、
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
治
心
」

と
は
鎮
魂
行
事
の
目
的
の
み
な
ら
ず
、
西
村
茂
樹
・
日
本
弘
道
会
と
い
う

近
代
啓
蒙
思
想
と
も
リ
ン
ク
す
る
用
語
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

詩
人
・
溝
口
白
羊
か
ら
神
道
学
者
・
溝
口
駒
造
へ

木
村
悠
之
介

　

溝
口
駒
造
（
一
八
八
一
―
一
九
四
五
）
は
、
詩
人
・
溝
口
白
羊
と
し
て

前
半
生
を
過
ご
し
な
が
ら
後
半
生
に
は
神
道
学
者
に
転
身
を
遂
げ
、「
神
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い
溝
口
白
羊
名
義
か
つ
高
島
米
峰
と
の
共
著
だ
っ
た
点
で
、
何
か
し
ら
意

識
の
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

　

そ
う
し
た
神
道
学
と
宗
教
論
の
関
係
や
、
詩
人
時
代
に
編
集
者
・
執
筆

者
と
し
て
参
与
し
て
い
た
少
女
雑
誌
に
始
ま
り
『
紅
い
火
の
船
』『
明
治

神
宮
紀
』
を
通
っ
て
『
母
の
宗
教
』
に
至
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
・
恋
愛
表

象
の
位
置
づ
け
、
折
口
信
夫
や
高
群
逸
枝
と
い
っ
た
同
時
代
の
詩
人
兼
神

道
論
者
と
の
比
較
な
ど
も
含
め
、
全
体
的
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

昭
和
前
期
の
神
道
と
神
聖
天
皇 

│
│ 

故
阪
本
是
丸
氏
の
業
績
に
学
ぶ 

│
│

島
薗
　
　
進

　

二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
神
道
と
学
問
』（
神
社
新
報
社
）
に
は
、

神
道
学
者
と
し
て
の
阪
本
是
丸
氏
の
た
い
へ
ん
謙
虚
で
真
摯
な
学
問
観
が

う
か
が
わ
れ
る
。
生
前
、
筆
者
は
阪
本
氏
の
業
績
か
ら
多
く
を
学
ん
だ

が
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
学
問
へ
の
誠
実
な
取
り
組
み
に
強
い
信
頼
感
を
も

っ
て
い
た
。
そ
の
阪
本
氏
と
討
議
と
対
話
を
続
け
て
き
た
「
国
家
神
道
と

は
何
か
」
の
輪
郭
づ
け
の
問
題
だ
が
、
ご
逝
去
を
心
か
ら
残
念
に
思
い
な

が
ら
、
な
お
対
話
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

阪
本
氏
の
主
著
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九

九
四
年
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、「
国
家
神
道
の
単
な
る
制
度
史
的
研

究
だ
け
で
な
く
、
国
家
神
道
の
形
成
・
成
立
を
促
し
た
思
想
的
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
側
面
を
も
対
象
と
し
た
研
究
論
文
を
書
か
な
い
か
ぎ
り
、
国
家

神
道
の
全
体
像
は
解
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
か

ら
れ
た
の
も
事
実
で
あ
る
」（
四
五
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
序

が
ら
大
々
的
に
売
り
出
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
の
『
明
治
神
宮
紀
』
で
は
、

「
科
学
文
明
」
の
祝
福
者
と
し
て
祭
神
・
明
治
天
皇
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
翌
年
の
『
熱
血
史
談
第
一
編
国
難
』
で
は
、「
新
思
想
」
に

よ
る
「
新
忠
君
愛
国
心
」
に
よ
っ
て
飛
行
機
に
よ
る
総
力
戦
へ
の
国
防
意

識
を
高
め
る
べ
き
だ
と
説
く
な
か
で
、
元
寇
に
お
け
る
防
塁
構
築
を
熱
烈

な
「
信
仰
」
で
支
え
た
日
蓮
を
称
え
、
そ
の
現
代
版
を
明
治
天
皇
さ
ら
に

は
明
治
神
宮
の
登
場
に
見
出
し
た
。
こ
の
年
か
ら
溝
口
は
帝
大
の
宗
教
学

科
で
加
藤
玄
智
に
学
び
、
神
道
研
究
室
や
神
道
学
会
の
運
営
に
携
わ
っ
て

い
く
。

　

溝
口
に
お
け
る
思
想
的
な
転
換
点
は
、
第
一
に
は
「
文
明
の
利
器
」
か

つ
兵
器
と
し
て
の
飛
行
機
に
接
し
た
こ
と
に
よ
る
国
家
へ
の
意
識
だ
っ

た
。
続
い
て
最
も
人
生
を
変
え
た
だ
ろ
う
「
神
道
」
へ
の
意
識
の
明
確
化

は
、
一
九
一
二
年
の
明
治
天
皇
崩
御
時
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
も
一

九
二
〇
年
に
お
け
る
明
治
神
宮
の
登
場
を
待
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
明

治
天
皇
崩
御
時
に
も
「
神
乍
ら
」
の
語
を
用
い
な
が
ら
追
悼
詩
を
書
い
て

い
る
と
は
い
え
、
そ
の
後
の
『
紅
い
火
の
船
』
で
は
や
は
り
法
華
経
や
仏

教
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
、「
神
道
」
や
天
皇
・
神
社
は
出
て
こ
な
い
た

め
で
あ
る
。
都
会
に
「
科
学
文
明
」
の
神
と
し
て
の
明
治
天
皇
を
祀
る
神

社
が
で
き
た
こ
と
で
こ
そ
、
溝
口
は
古
い
歴
史
た
る
「
神
道
」
や
「
鎮
守

の
森
」
へ
の
「
信
仰
」
を
肯
定
す
る
と
と
も
に
、「
学
」
と
し
て
扱
う
方

向
に
も
転
身
し
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
後
、
溝
口
は
「
神
道
学
」
の
語
を
冠
す
る
近
代
初
の
単
行
書
籍

『
神
道
学
概
論
』
な
ど
を
著
し
て
い
く
が
、
神
道
学
と
、
神
道
学
に
並
行

し
て
進
め
ら
れ
た
「
宗
教
」
論
と
の
間
に
は
絶
え
ざ
る
緊
張
関
係
が
あ
っ

た
。
特
に
、
一
九
四
一
年
の
『
母
の
宗
教
』
は
こ
の
時
期
に
し
て
は
珍
し
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た
か
に
つ
い
て
時
期
を
追
っ
て
述
べ
て
い
く
。

　
「
神
道
的
用
語
」
は
「
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
用
語
」
の
略
で
、「
祭
政

一
致
」、「
皇
道
」、「
惟
神
の
大
道
」、「
天
壌
無
窮
」、「
国
体
の
精
華
」、

「
肇
国
」、「
宝
祚
」、「
八
紘
一
宇
」、「
現
御
神
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
用
い
た
「
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
用
例
と
し
て
、
ま
ず
は
一
九
二

六
年
一
二
月
の
「
勅
語
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
神
社
界
・
神
道

界
、
教
育
総
監
な
ど
を
担
当
し
た
軍
部
、「
国
体
明
徴
」
に
お
け
る
内
務

省
・
文
部
省
の
動
向
、
学
界
の
動
向
な
ど
が
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
当
時
の
政
治
の
要
請
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
「
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
」（「
国
家
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
語
も
あ
る
）
が
構
成
さ
れ
て
い

っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
阪
本
氏
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、「
神
道
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
思
想
的
一
貫
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
界
な
ど

も
含
め
諸
勢
力
の
政
治
的
要
請
に
よ
っ
て
多
様
な
現
れ
を
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
戦
時
下
の
神
道
と
社
会
」
と
し
て
輪
郭
づ

け
が
可
能
な
も
の
と
も
さ
れ
、
明
治
維
新
期
に
遡
っ
て
そ
の
展
開
を
探 

る
可
能
性
に
つ
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
社
会
」
に
お
け
る

「
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
礼
拝
等
の
社
会
的
実
践
の
側
面
か
ら
も

考
察
す
べ
き
だ
と
い
う
観
点
は
見
ら
れ
ず
、
方
法
論
的
な
限
界
が
あ
る
。

実
行
教
と
「
古
典
」 

│
│ 

柴
田
花
守
『
古
語
拾
遺
正
訓
』
を
中
心
に 

│
│

今
井
　
功
一

　

実
行
教
初
代
管
長
で
あ
る
柴
田
花
守
に
は
、
富
士
信
仰
、
国
学
、
絵

画
、
歌
謡
等
多
岐
に
わ
た
る
著
作
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
「
皇
典
学
必
読
の
物
」
を
標
榜
し
た
『
古
語
拾
遺
正
訓
』
は
、
そ
の

説
」
に
も
制
度
史
的
研
究
と
並
ん
で
、「
も
う
一
つ
の
接
近
方
法
と
し
て
、

国
家
神
道
を
近
代
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
お
よ
び
そ
の
装
置
と
し
て
捉
え

る
立
場
が
あ
る
。」「
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
根
底
か
ら
規

定
し
、
規
制
し
て
い
た
の
が
国
家
神
道
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
る
が
」

（
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
」

の
方
面
か
ら
の
国
家
神
道
研
究
の
必
要
性
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
れ
に
続
け
て
、「
こ
れ
で
は
同
義
反
復
に
な
り
か
ね
な
い
し
、
ま

た
歴
史
的
現
実
的
に
も
仏
教
や
儒
教
を
信
奉
す
る
多
く
の
者
は
そ
う
は
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」（
同
前
）
と
も
述
べ
て
い
る
。「
思
想

的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
」
に
注
目
し
て
国
家
神
道
研
究
を
進
め
る
際

の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、「
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
側
面
」
で
の
国
家
神
道
を
ど
う
輪
郭
づ
け
る
か
に
つ
い
て
、
容
易

で
な
い
問
題
が
伴
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
阪
本
氏
は
「
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
」
か
ら
の
国
家

神
道
を
ど
の
よ
う
に
輪
郭
づ
け
、
研
究
し
て
い
け
ば
よ
い
と
考
え
た
の

か
。
阪
本
氏
は
実
際
、「
昭
和
戦
前
期
の
「
神
道
と
社
会
」
に
関
す
る
素

描
│
│
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
用
語
を
軸
に
し
て
」（
阪
本
是
丸
責
任
編

集
・
國
學
院
大
学
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
編
『
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
』

弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
、
所
収
）
で
、
そ
れ
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
ま
ず
制
度
史
的
に
規
定
さ
れ
る
（
狭
義
の
）
国
家
神
道
が
最
後
に
た

ど
り
つ
い
た
神
祇
院
の
教
義
書
と
も
い
う
べ
き
『
神
社
本
義
』
を
取
り
上

げ
る
が
、
そ
れ
は
「
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
」
か
ら
の
国
家
神

道
の
一
つ
の
形
態
に
と
ど
ま
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大

正
か
ら
昭
和
へ
の
転
換
期
以
降
か
ら
敗
戦
直
前
ま
で
の
時
期
に
、「
神
道

的
用
語
」
が
ど
の
よ
う
に
「
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
用
い
ら
れ
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序
と
、「
そ
へ
ご
と
」、
訓
点
付
き
の
漢
文
本
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

重
複
し
て
い
る
要
素
の
う
ち
、
鵜
殿
正
親
に
よ
る
序
は
署
名
の
日
付
を
除

き
同
じ
版
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
序
文
跋
文
は
全
く
別
の
も

の
に
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
本
文
に
つ
い
て
も
校
閲
者
を
異
に
し
て
い
る

だ
け
あ
っ
て
、
そ
の
訓
読
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
印
象
を
与
え
る
。
柴
田
に

よ
る
「
そ
へ
ご
と
」
も
、
同
じ
版
木
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
も
の
の
、
明

治
四
年
版
で
力
点
が
置
か
れ
た
神
代
文
字
資
料
は
す
べ
て
削
除
す
る
と
い

う
大
き
な
変
更
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

松
本
久
史
は
「
国
学
を
根
幹
と
し
た
学
校
設
立
構
想
が
挫
折
し
た
後
、

大
教
宣
布
運
動
に
お
け
る
神
官
・
教
導
職
の
教
養
（
国
民
教
化
）
と
し
て
」

受
容
さ
れ
た
例
と
し
て
柴
田
の
『
古
語
拾
遺
正
訓
』
刊
行
に
触
れ
て
い
る

が
、
神
代
文
字
と
古
代
の
日
本
語
、
そ
の
訓
の
関
係
性
に
重
点
を
置
い
た

明
治
四
年
版
に
対
し
、
社
会
状
況
に
合
わ
せ
て
そ
の
特
異
な
特
徴
に
修
正

を
加
え
た
の
が
明
治
一
八
年
版
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
実
行
教
内
で
教
師
養

成
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
教
師
の
階
位
ご

と
に
試
験
科
目
を
定
め
た
明
治
二
八
年
制
定
の
「
實
行
教
教
師
検
定
條

規
」
で
は
、
教
義
科
目
の
う
ち
正
権
少
講
義
に
あ
た
る
一
一
級
一
二
級
の

試
験
に
柴
田
花
守
の
著
作
『
参
鏡
磨
草
』『
古
道
惑
問
』
と
並
ん
で
『
古

語
拾
遺
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
上
位
の
試
験
で
は
古
事
記
・

六
国
史
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
下
位
の
試
験
で
は

古
代
史
に
つ
い
て
は
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、『
古
語
拾
遺
』
は
古

事
記
・
六
国
史
に
よ
っ
て
古
代
史
を
学
ぶ
前
段
階
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱

わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
正
時
代
に
至
っ
て
教
団
刊
行
物
一
覧
か
ら

そ
の
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
が
、
神
職
養
成
課
程
や
一
般
的
な
古
典
知
識

の
整
備
が
進
む
に
従
っ
て
実
行
教
の
独
自
の
訓
読
書
が
必
要
と
さ
れ
な
く

巻
末
に
合
綴
さ
れ
た
著
作
目
録
に
よ
れ
ば
、
出
版
に
あ
た
っ
て
は
「
こ
は

古
事
記
日
本
書
紀
に
並
び
て
め
で
た
き
神
典
な
れ
ど
、
も
と
よ
り
漢
文
な

る
を
以
て
大
か
た
の
人
漢
文
に
の
み
読
来
り
し
を
、
門
人
た
ち
の
と
は
る

る
に
よ
り
て
古
訓
古
事
記
古
史
成
文
の
躰
に
な
ら
ひ
て
、
訂
正
本
を
本
文

に
古
訓
を
附
ら
れ
、
且
此
書
を
見
べ
き
心
得
を
悉
に
記
し
添
ら
れ
」
た
と

い
う
経
緯
を
持
つ
。
そ
の
説
明
の
と
お
り
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
古
語

拾
遺
に
訓
読
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
な
る
訓
読
で
は
な

く
、
序
・
中
跋
・
跋
部
分
の
熟
語
も
含
め
て
、
字
音
読
み
を
全
く
用
い
ず

全
編
に
わ
た
っ
て
訓
読
み
の
み
で
加
点
す
る
う
え
、
振
り
仮
名
も
多
用
し

て
お
り
、
杉
浦
克
己
は
「
傍
訓
と
補
読
・
送
り
仮
名
の
片
仮
名
を
追
う
だ

け
で
ほ
ぼ
全
編
に
わ
た
っ
て
訓
読
文
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

し
、「
古
語
拾
遺
は
「
漢
字
」
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
元
々
の
和
文
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
と
す
る
考
え
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
す
る
。

　

こ
の
『
古
語
拾
遺
正
訓
』
出
版
は
明
治
四
年
と
明
治
一
八
年
の
二
度
行

わ
れ
て
い
た
。
明
治
四
年
版
は
岩
崎
長
世
校
閲
、
咲
園
塾
蔵
版
と
の
表
記

を
持
つ
も
の
で
秋
田
屋
太
右
衛
門
等
数
名
の
書
肆
が
版
元
で
あ
り
、
鵜
殿

正
親
に
よ
る
漢
文
の
序
二
葉
、
柴
田
忠
守
に
よ
る
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文

の
序
二
葉
半
、
柴
田
に
よ
る
「
正
訓
古
語
拾
遺
の
そ
へ
ご
と
」
と
題
す
る

漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の
文
章
十
一
葉
半
、
訓
点
付
き
の
漢
文
本
文
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
三
ツ
松
誠
は
明
治
四
年
版
で
、
柴
田
が
紹
介
す
る
神
代
文

字
に
着
目
す
る
。
長
野
県
大
御
食
神
社
の
神
代
文
字
文
書
を
紹
介
す
る
も

の
で
、
一
一
丁
の
「
そ
へ
ご
と
」
本
文
に
対
し
実
に
四
丁
を
費
や
す
。
対

す
る
明
治
一
八
年
版
は
、
明
治
一
八
年
版
は
本
居
豐
穎
・
久
保
季
校
閲
、

実
行
教
館
刊
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
鵜
殿
正
親
序
、
本
居
豊
穎
に
よ
る
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農
業
技
師
出
身
の
森
近
は
、
幸
徳
秋
水
ら
自
由
民
権
運
動
出
身
の
言
論

家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
相
違
し
て
、
近
代
新
思
想
と
し
て
の
社
会
主

義
を
、
地
方
農
家
で
育
っ
た
自
ら
の
生
活
体
験
を
通
し
て
理
解
し
、
貧
困

と
労
苦
に
喘
い
で
い
る
身
近
な
農
民
達
の
「
痛
み
」
の
意
味
を
読
み
解

く
、
生
活
倫
理
的
色
調
を
強
く
帯
び
た
社
会
科
学
理
論
と
し
て
受
容
し

た
。「
理
想
道
徳
的
農
事
改
良
」（
明
治
三
七
年
）
で
示
さ
れ
た
森
近
の

道
徳
観
は
、
地
方
改
良
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
報
徳
主
義
の
天
皇
制

的
慈
恵
に
よ
る
自
助
／
互
助
論
と
は
違
っ
て
、
道
徳
の
欠
如
を
、
生
活
困

窮
者
の
側
に
で
は
な
く
、「
他
人
の
痛
み
を
知
ら
ざ
る
」
地
主
・
富
裕
層

の
側
に
見
て
の
も
の
で
あ
る
。
森
近
に
よ
れ
ば
、
農
業
問
題
の
根
本
は
、

零
細
農
民
の
生
活
破
綻
・
賃
金
奴
隷
化
に
よ
る
農
村
荒
廃
・
土
地
兼
併
拡

大
と
農
業
自
体
の
苦
役
化
に
あ
り
、
そ
の
根
本
的
問
題
を
解
決
し
な
い
限

り
、
ど
の
よ
う
な
農
事
改
良
も
無
意
味
で
あ
る
。
但
し
、
森
近
は
、
生
産

力
の
み
を
重
視
す
る
政
府
の
農
業
政
策
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
農
商
務
省

時
代
の
柳
田
国
男
の
小
作
人
組
合
論
を
全
面
的
に
評
価
し
、
井
上
友
一
や

留
岡
幸
助
ら
の
社
会
政
策
論
に
も
一
定
の
理
解
を
示
す
な
ど
、
有
効
な
社

会
制
度
の
活
用
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
捉
え
て
い
た
。

　

社
会
主
義
運
動
へ
の
弾
圧
が
激
し
く
な
る
明
治
四
十
年
か
ら
四
一
年
に

か
け
て
、
森
近
は
『
大
阪
平
民
新
聞
』（
後
、『
日
本
平
民
新
聞
』）
で
、

「
公
共
の
手
に
属
す
る
土
地
の
上
に
、
社
会
的
に
結
合
し
た
る
労
力
と
智

識
と
を
応
用
し
て
、
人
生
に
必
要
な
る
動
植
物
の
生
産
を
行
ふ
も
の
所
謂

合
理
的
農
業
な
り
」（「
合
理
的
農
業
の
基
礎
」）、「
土
地
は
便
宜
に
依
り
、

一
村
、
一
郡
、
一
県
又
は
全
国
の
共
有
に
し
て
共
同
耕
作
に
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
さ
う
す
れ
ば
地
主
小
作
人
の
別
は
無
く
な
る
。
耕
地
整
理
で
も
害
虫

駆
除
で
も
、
何
の
故
障
も
な
く
容
易
に
出
来
る
。
そ
れ
か
ら
農
学
者
と
農

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
異
同
に
つ
い
て
は
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

明
治
四
年
版
と
明
治
一
八
年
版
の
間
に
は
大
き
な
改
変
が
あ
り
、
受
容
の

面
で
も
大
き
な
相
違
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

森
近
運
平
の
農
村
改
革
思
想
と
日
露
戦
後
期
金
光
教

渡
辺
　
順
一

　

日
露
戦
後
期
金
光
教
を
牽
引
し
た
佐
藤
範
雄
は
、
回
顧
録
に
大
逆
事
件

連
座
者
で
あ
る
森
近
運
平
や
武
田
九
平
と
の
交
渉
を
記
録
し
て
い
る
。
森

近
に
関
す
る
内
容
は
、
森
近
帰
郷
後
に
行
っ
た
感
化
救
済
と
、
死
刑
判
決

後
の
助
命
嘆
願
運
動
で
あ
る
が
、
記
述
に
は
執
筆
時
で
あ
る
昭
和
フ
ァ
シ

ズ
ム
期
の
佐
藤
の
意
識
や
語
彙
が
混
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の

佐
藤
論
は
、
教
団
為
政
者
や
社
会
教
化
者
の
立
場
に
焦
点
を
当
て
て
の
も

の
で
あ
っ
た
が
、
森
近
と
の
交
渉
過
程
で
は
、
教
祖
時
代
か
ら
の
信
者
で

あ
る
森
近
家
家
族
を
信
徒
と
し
て
抱
え
て
き
た
、
地
方
教
会
の
布
教
者
と

し
て
の
立
場
が
濃
厚
に
現
れ
て
い
る
。
一
方
、
森
近
に
つ
い
て
は
、
大
逆

事
件
に
お
け
る
冤
罪
性
が
研
究
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
の
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
農
村
（
業
）
改
革
論
に
つ
い
て
は
真
正
面
か
ら
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
発
表
で
は
、
国
家
神
道
体
制
下
に

お
け
る
金
光
教
（
佐
藤
）
が
、
大
逆
事
件
（
連
座
者
）
と
の
出
会
い
を
ど

の
よ
う
な
経
験
と
し
て
捉
え
、
記
録
に
残
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
関
心

か
ら
、
森
近
に
関
す
る
佐
藤
の
記
述
内
容
を
検
討
す
る
と
共
に
、
森
近
が

郷
里
で
試
み
た
諸
活
動
（
農
事
改
良
、
信
用
組
合
、
農
事
研
究
会
）
が
、

彼
の
社
会
主
義
に
よ
る
農
業
理
論
に
ど
う
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考

察
し
た
。
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と
い
う
通
説
を
再
検
証
す
る
と
と
も
に
、
近
世
近
代
移
行
期
の
宗
教
活
動

の
現
場
に
お
け
る
「
ゆ
る
や
か
な
」
活
動
認
可
体
制
の
一
端
を
展
望
し
た

い
。

　

教
祖
喜
之
没
後
、
如
来
教
は
尾
張
藩
の
取
締
に
遭
う
が
、
そ
の
後
、
小

寺
一
夢
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
熱
田
法
持
寺
の
境
外
仏
堂
「
鉄
地
蔵

堂
」
と
し
て
活
動
を
再
開
し
た
。
し
か
し
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
、
そ

れ
ま
で
信
者
の
大
半
を
締
め
て
い
た
旧
藩
士
や
有
力
町
人
ら
が
四
散
し
、

困
窮
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
明
治
五
年
の
無
壇
無
住
の
寺
院
の

廃
止
の
達
を
受
け
て
、
法
持
寺
と
の
関
係
も
解
消
さ
れ
、
公
的
な
活
動
の

根
拠
を
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
中
で
一
夢
の
息
子
大
拙
が
如
来
教
を

中
興
し
て
い
く
。

　

明
治
十
五
年
、
如
来
教
の
無
届
の
ま
ま
の
活
動
を
問
題
視
さ
れ
、
巡
査

か
ら
届
け
を
出
す
よ
う
に
と
指
導
が
入
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
俗
家
ニ

十
名
も
打
寄
り
、
御
念
仏
サ
マ
唱
候
も
甚
心
配
」
と
い
う
状
況
に
な
る
。

そ
こ
で
、
同
行
中
は
ど
の
よ
う
に
活
動
の
認
可
を
得
る
か
相
談
を
し
た
。

そ
の
中
で
は
、「
ほ
ん
と
の
御
寺
」
に
な
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
が
、
庵

主
知
定
の
教
導
職
試
補
や
教
団
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
る
住
職
と
の
関
係
、

俗
人
主
義
が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
、
断
念
す
る
こ
と

と
な
る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
一
夢
に
倣
っ
て
、
鉄
地
蔵
堂
を
再
建
し
、
法

持
寺
に
寄
付
し
て
、
復
旧
す
る
案
が
示
さ
れ
、
そ
の
実
現
の
た
め
、
出
願

が
な
さ
れ
た
。
こ
の
出
願
は
う
ま
く
い
き
、
一
ヶ
月
足
ら
ず
で
内
定
を
得

た
。

　

以
上
の
経
緯
か
ら
、
如
来
教
の
活
動
認
可
は
、
鉄
地
蔵
堂
の
再
建
・
復

旧
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
事
が
わ
か
る
。
こ
の
当
時
、
活
動
認
可
を
得

る
た
め
に
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
派
神
道
あ
る
い
は
仏

家
と
別
々
に
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
農
業
の
実
地
と
学
理
と
を
皆
一
緒
に

習
ふ
様
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
す
れ
ば
農
産
物
を
今
の
二
倍
に
す
る
こ

と
は
雑
作
も
な
い
」（「
真
実
の
農
事
改
良
」）、
と
「
社
会
（
＝
公
共
）」

主
義
に
よ
る
農
事
改
良
（
＝
農
村
改
革
）
の
方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
森
近
の
「
農
事
改
良
」
論
は
、
明
治
四
十
二
年
三
月
帰
郷
後
の
彼

の
一
連
の
事
業
を
支
え
た
理
論
的
根
拠
と
な
り
、
同
時
に
、
幸
徳
の
都
市

労
働
者
「
総
同
盟
罷
業
」
と
い
う
非
現
実
的
な
革
命
論
と
は
違
う
、
実
践

可
能
な
方
法
と
場
所
を
求
め
て
の
、
そ
し
て
将
来
に
実
現
す
る
べ
き
「
新

社
会
」
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
胸
に
抱
い
て
の
、
森
近
に
よ
る
「
直
接
行

動
」
論
の
模
索
で
も
あ
っ
た
。

近
代
如
来
教
史
料
に
み
る
公
認
活
動
の
模
索

石
原
　
　
和

　

本
報
告
は
、
清
水
諌
見
氏
旧
蔵
近
代
如
来
教
史
料
の
調
査
・
整
理
に
基

づ
く
も
の
で
、
近
世
近
代
移
行
期
の
如
来
教
の
活
動
認
可
に
向
け
た
模
索

過
程
の
解
明
を
目
的
と
す
る
。
清
水
諌
見
氏
は
東
京
の
東
光
庵
の
清
宮
秋

叟
の
も
と
で
、
大
正
末
年
か
ら
昭
和
十
年
代
に
、
如
来
教
の
公
認
教
団
化

に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
氏
の
旧
蔵
史
料
に
は
、
東
光
庵

の
旧
蔵
史
料
で
あ
る
名
古
屋
御
本
元
の
小
寺
大
拙
と
東
京
の
講
中
（
東
光

庵
）
の
寺
尾
是
道
・
金
子
大
道
と
の
書
簡
及
び
清
水
が
関
わ
っ
た
如
来
教

の
公
認
教
団
化
運
動
に
関
す
る
書
類
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
、

こ
の
う
ち
、
明
治
十
五
年
以
降
の
活
動
認
可
獲
得
と
講
中
整
備
過
程
に
関

す
る
小
寺
大
拙
発
の
書
簡
類
に
注
目
し
て
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
な
か
っ

た
明
治
前
半
期
に
如
来
教
が
活
動
の
認
可
を
得
て
い
く
ま
で
の
過
程
を
分

析
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
近
代
如
来
教
は
曹
洞
宗
の
下
で
活
動
し
た
」
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昭
南
神
社
前
史 

│
│ 

黒
住
教
の
永
田
弥
八
郎
と
マ
レ
ー
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

│
│

大
澤
　
広
嗣

　

以
前
に
筆
者
は
、
日
本
占
領
下
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
建
立
さ
れ
た
昭
南

神
社
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
昭
南
神
社
│
│
創
建
か
ら

終
焉
ま
で
」
柴
田
幹
夫
・
郭
俊
海
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
第
一
二
三
号
「
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
都
市
論
」、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

　

近
年
、
海
外
神
社
研
究
は
大
き
く
進
展
し
、
特
に
は
神
奈
川
大
学
の
研

究
グ
ル
ー
プ
が
ま
と
め
た
、
稲
宮
康
人
・
中
島
三
千
男
『「
神
国
」
の
残

影
│
│
海
外
神
社
跡
地
写
真
記
録
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
九
年
）
は
、

大
東
亜
の
神
社
遺
産
を
今
の
世
に
至
ら
し
め
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

傑
出
し
た
同
書
に
敬
意
を
表
す
べ
く
、
日
本
人
宗
教
者
の
南
方
関
与
に
つ

い
て
調
査
を
進
め
て
き
た
筆
者
は
、
従
前
ま
で
経
緯
が
不
明
で
あ
っ
た
昭

南
神
社
以
前
の
動
向
に
、
補
足
を
加
え
た
い
。『「
神
国
」
の
残
影
』
で

は
、
マ
レ
ー
半
島
に
は
馬
来
半
島
大
神
宮
が
あ
り
、
そ
の
後
は
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
に
新
嘉
坡
大
神
宮
が
出
来
て
、
照
南
神
社
と
改
称
し
、
昭
南
神
社
に

至
る
ま
で
を
概
説
す
る
（
一
一
七
―
一
一
九
頁
）。
同
書
で
も
、
政
治
学

者
の
矢
野
暢
に
よ
る
『「
南
進
」
の
系
譜
』（
初
刊
、
中
公
新
書
、
一
九
七

五
年
）
を
参
照
す
る
が
、
新
嘉
坡
大
神
宮
と
照
南
神
社
に
つ
い
て
誤
っ
た

記
述
が
あ
っ
た
た
め
、
後
学
へ
混
乱
を
招
い
て
き
た
。

　

矢
野
の
著
述
で
の
当
該
神
社
に
関
す
る
、
主
な
誤
記
は
次
の
二
点
で
あ

る
。
第
一
に
、
新
嘉
坡
大
神
宮
の
初
代
宮
司
を
務
め
た
永
田
弥
八
郎
（
本

文
で
は
姓
の
み
）
を
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
関
与
し
て
い
た
と
断
定
し
た

こ
と
。
第
二
に
、
地
名
「
し
ょ
う
な
ん
」
の
由
来
は
、
新
嘉
坡
大
神
宮
の

二
代
宮
司
の
千
々
和
（
永
田
）
重
彦
が
照
南
神
社
に
改
称
し
て
、
そ
れ
が

教
教
団
下
の
講
社
・
教
会
と
な
る
と
い
う
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
一

方
、
如
来
教
の
場
合
、
仏
堂
の
規
定
に
基
づ
い
て
公
認
を
得
た
と
考
え
ら

れ
る
。
大
拙
の
書
簡
の
中
に
は
、
明
治
十
三
年
十
二
月
十
七
日
内
務
省
達

乙
第
五
十
二
号
で
示
さ
れ
た
仏
堂
創
建
・
復
旧
の
必
要
要
件
に
関
わ
る
情

報
が
散
見
し
て
い
る
。
仏
堂
は
、
寺
院
を
同
じ
活
動
を
し
な
が
ら
も
、
あ

る
寺
院
あ
る
い
は
僧
侶
と
の
受
持
関
係
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
特
定
の
宗

派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
長
の
任
命
を
受
け
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
如
来
教
は
法
持
寺
あ
る
い
は
そ
の
僧
侶
受
持
の
仏
堂
と
し
て
把
握
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
曹
洞
宗
の
下
で
管
理
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
。
な
お
、

こ
の
仏
堂
と
し
て
の
認
可
は
、
そ
の
急
増
を
理
由
に
明
治
十
九
年
に
新
規

申
請
を
停
止
し
て
い
る
が
、
そ
の
地
位
や
あ
り
方
は
宗
教
団
体
法
の
実
施

ま
で
は
維
持
さ
れ
た
。

　

一
方
、
東
京
の
講
中
は
、
別
の
認
可
獲
得
方
法
を
画
策
し
て
い
た
。
当

時
、
当
地
で
広
が
っ
て
い
た
大
成
教
の
管
長
平
山
省
斎
と
大
拙
を
引
き
わ

せ
、
大
成
教
管
下
の
「
四
部
経
社
」
と
し
て
の
講
社
活
動
が
提
案
さ
れ
て

い
た
。
大
拙
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
が
、
東
京
の
講
中
で
は
、
講
社
教
会
制

度
で
の
公
認
へ
の
志
向
を
持
ち
続
け
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
二
十
六
年
に

臨
済
宗
下
に
大
悲
教
会
を
設
置
し
て
い
る
。

　

御
本
元
は
近
世
以
来
の
ゆ
る
や
か
な
宗
教
者
把
握
の
方
法
を
と
る
一
方

で
、
東
京
の
講
中
は
近
代
の
大
教
院
体
制
を
経
た
活
動
公
認
の
あ
り
方
を

目
指
し
た
。
の
ち
の
東
京
の
東
光
庵
を
拠
点
と
す
る
教
団
の
近
代
化
活
動

や
一
尊
教
団
の
分
派
は
、
こ
う
し
た
活
動
公
認
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い

に
よ
っ
て
胚
胎
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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ー
ル
に
お
け
る
神
社
史
│
│
黒
住
教
信
者
の
永
田
弥
八
郎
を
中
心
に
」

（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
三
〇
号
、
佛
教
文
化
学
会
、
二
〇
二
一
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

最
後
に
。
筆
者
は
学
問
の
成
果
と
人
格
は
別
問
題
と
考
え
て
い
る
。
後

年
に
矢
野
暢
は
、
所
属
し
た
大
学
で
倫
理
上
の
重
大
な
問
題
を
起
こ
し
退

職
に
至
っ
た
。
ま
た
矢
野
は
、
千
々
和
の
証
言
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
記

述
し
た
。
聞
き
取
り
内
容
を
別
資
料
か
ら
事
実
の
裏
取
り
を
せ
ず
、
学
問

的
な
手
続
き
を
省
略
し
て
公
刊
し
た
こ
と
は
、
研
究
者
の
姿
勢
と
し
て
、

残
念
な
が
ら
問
題
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題

は
擁
護
で
き
な
い
が
、
今
で
も
矢
野
の
著
述
は
、
先
行
研
究
と
し
て
参
照

す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
後
学
は
、
そ
の
研
究
内
容
を
批
判
的
に
継
承
し
、

更
新
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

幕
末
〜
明
治
期
の
心
霊
術
・
催
眠
術
の
流
行
と
「
奇
術
」
の
出
現

伊
藤
　
　
優

　

明
治
初
期
の
日
本
に
お
い
て
、
新
政
府
の
手
に
よ
っ
て
「
宗
教
」
の
再

編
成
・「
宗
教
」
領
域
の
確
定
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
近
世
に
お
い
て
は
宗
教
者
と
し
て
活
動
し
て
い
た
人
々
が
、
近
代
の

「
宗
教
」
者
と
し
て
で
は
な
く
、
芸
能
者
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
く
事
例

も
、
こ
の
過
程
で
生
じ
て
い
る
。
手
品
師
・
奇
術
師
に
は
こ
の
よ
う
な
タ

イ
プ
の
芸
能
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、
近
代
の
「
宗
教
」
が
近
世
の
宗
教
・

芸
能
か
ら
受
け
取
ら
な
か
っ
た
も
の
を
検
討
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
宗
教
史
学
上
の
検
討
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
発
表
者
は
こ
の

よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
手
品
を
行
う
芸
能
者
が
、
近
世
以
来
の
「
手

品
」・「
手
妻
」
と
い
う
用
語
に
代
え
て
「
奇
術
」・「
魔
術
」
と
い
う
用
語

日
本
軍
の
占
領
後
に
「
昭
南
島
」
と
命
名
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
紹
介

し
た
こ
と
で
あ
る
。
矢
野
は
、
千
々
和
か
ら
の
聴
取
を
も
と
に
神
社
の
沿

革
を
ま
と
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
掲
の
誤
記
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以

上
は
、
同
書
が
紹
介
す
る
千
々
和
の
他
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
多
く
が
功
績
の

自
慢
譚
）
を
事
実
と
し
て
認
め
る
に
は
、
慎
重
に
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

矢
野
の
誤
記
を
、
筆
者
は
更
新
す
る
。
第
一
に
つ
い
て
、
永
田
弥
八
郎

は
長
崎
出
身
で
、
父
祖
の
代
か
ら
黒
住
教
の
信
者
で
あ
っ
た
。
上
海
を
経

て
マ
レ
ー
半
島
に
至
り
、
ゴ
ム
園
の
経
営
権
を
手
に
入
れ
た
。
事
業
の
傍

ら
、
敷
地
の
一
角
に
馬
来
半
島
大
神
宮
を
建
立
し
て
、
在
留
邦
人
か
ら
崇

敬
を
集
め
た
。
そ
の
後
、
事
業
を
手
放
し
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
移
り
、
大
平

ゴ
ム
園
内
に
建
て
ら
れ
た
新
嘉
坡
大
神
宮
の
宮
司
に
就
任
し
た
。
黒
住
教

の
教
師
資
格
は
な
か
っ
た
が
、
宗
教
活
動
の
実
績
か
ら
就
任
し
た
の
で
あ

る
。
矢
野
が
千
々
和
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
た
際
に
、
永
田
が
「
教
会
」

に
関
わ
っ
た
と
の
事
項
だ
け
を
も
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
」
と
誤
認

し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
り
、
馬
来
半
島
大
神
宮
は
、
黒
住
教

の
信
仰
者
で
あ
っ
た
永
田
弥
八
郎
に
始
ま
る
こ
と
を
、
黒
住
教
発
行
の
雑

誌
『
経
世
雑
誌
』
及
び
『
日
新
』
か
ら
突
き
止
め
た
。
第
二
に
つ
い
て
、

矢
野
は
、
千
々
和
の
主
導
で
「
照
南
神
社
」
に
改
称
し
、
千
々
和
が
作
製

し
た
社
名
の
扁
額
を
見
た
日
本
軍
将
校
が
、
地
名
改
称
の
発
案
に
由
来
し

た
と
す
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
千
々
和
の
着
任
以
前
の
一
九
二
八
年
に

海
軍
大
将
の
財
部
彪
（
宮
崎
の
都
農
神
社
宮
司
を
務
め
た
財
部
実
秋
の
二

男
）
が
奉
納
し
た
扁
額
「
皇
威
照
南
洋
」
が
起
源
で
あ
り
、
新
嘉
坡
日
本

人
会
の
合
議
で
社
名
の
改
名
に
至
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ

の
二
点
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
マ
レ
ー
半
島
及
び
シ
ン
ガ
ポ
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こ
と
か
ら
、「
奇
術
」・「
魔
術
」
に
催
眠
術
も
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
一
方
の
古
屋
は
、
そ
の
著
作
『
驚
神
的
大
魔
術
』（
明
治

四
一
年
）
の
序
文
に
お
い
て
、
東
京
の
劇
場
に
お
け
る
「
大
魔
術
」
は
種

や
仕
掛
け
で
人
目
を
誤
魔
化
す
手
品
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
手
品
や
理
化
学
実
験
な
ど
の
物
質
作
用
は
、
喩
え
不
思

議
だ
と
思
う
人
が
い
た
と
し
て
も
魔
術
と
し
て
は
扱
わ
ず
、
精
神
作
用
を

専
ら
魔
術
と
し
て
扱
う
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
手
品
に
つ
い
て
も

催
眠
術
に
つ
い
て
も
「
奇
術
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
手

品
も
催
眠
術
も
行
う
天
一
が
自
ら
を
「
奇
術
師
」・「
魔
術
師
」
と
称
し
た

の
に
対
し
て
、
専
ら
催
眠
術
を
行
う
古
谷
は
、
手
品
を
催
眠
術
・「
魔
術
」

と
し
て
は
扱
わ
ず
、「
奇
術
」
の
語
を
使
用
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
例
を

基
に
、
催
眠
術
の
流
行
は
「
術
」
の
価
値
を
上
昇
さ
せ
、
天
一
に
「
奇

術
」・「
魔
術
」
と
い
う
用
語
を
使
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を

提
示
し
た
。

　

本
発
表
は
、
特
に
後
半
部
の
主
張
に
つ
い
て
十
分
な
事
例
検
証
が
行
わ

れ
た
と
は
言
い
難
く
、
未
だ
仮
説
段
階
、
な
い
し
は
見
立
て
の
段
階
に
あ

る
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
事
例
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。
更
に
、
今

回
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
「
不
思
議
」
の
構
成
要
素
や
、「
奇
術
」・「
魔
術
」

そ
れ
ぞ
れ
の
語
誌
、
伝
統
的
な
手
品
師
の
「
奇
術
」
を
巡
る
言
説
、
海
外

の
奇
術
事
例
な
ど
、
多
く
の
検
討
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課

題
一
つ
一
つ
に
丁
寧
に
取
り
組
み
、「
日
本
の
近
代
的
不
思
議
と
は
何
か
」

を
考
え
、
呪
術
／
科
学
／
宗
教
の
再
検
討
に
寄
与
す
る
こ
と
が
、
本
研
究

の
今
後
の
展
望
で
あ
る
。

※
本
発
表
に
は
発
表
者
の
修
士
論
文
並
び
に
当
該
論
文
発
表
と
重
複
す
る

部
分
が
あ
る
。

を
用
い
始
め
る
と
い
う
現
象
と
、
明
治
期
の
心
霊
・
催
眠
術
の
流
行
と
の

関
連
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
試
み
は
、
呪
術
／
科
学
／
宗
教
の
三
領 

域
に
跨
る
（
あ
る
い
は
三
領
域
を
相
対
化
し
得
る
）
対
象
と
し
て
、「
奇

術
」・「
魔
術
」
を
論
じ
る
と
い
う
課
題
に
繋
が
っ
て
い
る
。

　

本
発
表
前
半
で
は
、
松
旭
斎
天
一
と
い
う
奇
術
師
の
事
例
に
つ
い
て
論

じ
た
。
天
一
は
幕
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
出
家
・
托
鉢
生
活
を
経

験
し
て
お
り
、
明
治
九
年
か
ら
十
年
ご
ろ
に
還
俗
し
て
以
降
、
西
洋
手
品

師
と
し
て
国
内
で
活
動
を
本
格
化
さ
せ
た
。
天
一
は
出
家
直
後
の
段
階
か

ら
霊
験
へ
の
憧
れ
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
習
得
し

た
剣
伏
せ
の
法
を
手
品
に
転
用
す
る
な
ど
、「
不
思
議
」
の
追
求
と
い
う

点
に
お
い
て
、
仏
教
へ
の
関
心
と
手
品
へ
の
関
心
は
連
続
し
て
い
た
。
そ

の
後
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
や
催
眠
術
、
理
化
学
な
ど
の
西
洋
的
要

素
を
も
「
不
思
議
」
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
き
、
脱
文
脈
化
さ
せ
た
伝
統

宗
教
の
「
不
思
議
」
と
合
わ
せ
て
、
新
た
な
「
不
思
議
」
の
領
域
を
形
成

し
た
。

　

本
発
表
の
後
半
で
は
、
こ
の
「
不
思
議
」
に
含
ま
れ
る
様
々
な
西
洋
的

要
素
の
一
つ
で
あ
る
催
眠
術
と
、「
奇
術
」・「
魔
術
」
と
の
関
係
を
検
討

し
た
。「
不
思
議
」
の
中
で
催
眠
術
を
優
先
し
た
理
由
は
、
第
一
次
催
眠

術
ブ
ー
ム
と
、
手
品
界
に
お
け
る
「
奇
術
」・「
魔
術
」
の
用
例
の
増
加

は
、
共
に
明
治
二
〇
年
代
に
お
き
た
現
象
で
あ
り
、
両
者
が
深
く
関
連
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
具
体
的
作
業
と
し
て
は
、
天
一
と

催
眠
術
師
古
屋
鐵
石
の
言
説
に
お
け
る
「
奇
術
」・「
魔
術
」・「
催
眠
術
」

を
比
較
し
た
。

　

天
一
は
、
催
眠
術
を
演
目
に
含
む
公
演
を
行
な
っ
て
お
り
、
ま
た
談
話

記
事
の
中
で
「
奇
術
」
の
材
料
と
し
て
催
眠
術
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
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は
「
浅
間
（
セ
ン
ゲ
ン
・
ア
サ
マ
）」
ま
た
は
そ
の
訛
伝
「
セ
ン
ゲ
」
や

お
堂
の
存
在
を
示
す
で
あ
ろ
う
「
セ
ン
ゲ
ン
ド
ウ
」
が
多
い
。
こ
の
地
名

は
北
信
地
方
か
ら
東
海
道
、
志
摩
半
島
に
か
け
て
多
く
見
ら
れ
る
。
次
い

で
多
い
の
は
「
フ
ジ
（
ノ
）
ミ
ヤ
」
で
、
北
信
地
方
、
濃
尾
平
野
で
見
ら

れ
る
。
一
方
、
奈
良
盆
地
を
主
に
「
フ
ジ
（
ノ
）
カ
ミ
」
な
る
地
名
が
見

ら
れ
る
が
、
社
が
現
存
す
る
と
こ
ろ
で
も
富
士
信
仰
と
し
て
伝
わ
っ
て
い

る
様
子
で
は
な
い
。

　

②
の
塚
を
示
す
地
名
は
、
中
部
地
方
に
集
中
し
て
お
り
、
近
畿
地
方
で

は
数
か
所
を
除
き
全
く
見
ら
れ
な
い
。
長
野
・
松
本
・
伊
那
・
甲
府
の
各

盆
地
と
濃
尾
平
野
に
て
濃
密
に
分
布
し
、
他
に
は
東
海
道
と
富
山
平
野
に

散
見
さ
れ
る
。
中
世
に
確
認
で
き
る
「
藤
塚
」
の
例
が
現
・
石
川
県
白
山

市
美
川
付
近
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
分
布
を
考
え
る
と
、
富
士
塚
と
し
て
塚

状
の
浅
間
社
を
祀
る
習
俗
の
発
生
が
中
部
地
方
に
あ
る
こ
と
を
強
く
確
信

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。「
セ
ン
ゲ
ン
ヅ
カ
」「
ア
サ
マ
ヅ
カ
」
と
い
う
地
名

も
含
ま
れ
る
が
、
松
本
地
方
北
部
、
静
岡
県
の
天
竜
川
沿
い
山
間
部
に
て

わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　

③
の
山
を
示
す
地
名
は
、
富
士
信
仰
地
名
が
見
ら
れ
る
地
域
（
日
本
ア

ル
プ
ス
・
飛
騨
高
地
・
丹
波
高
地
・
六
甲
山
地
周
辺
以
外
）
に
満
遍
な
く

分
布
す
る
。
こ
の
う
ち
「
フ
ジ
ヤ
マ
」
が
最
も
多
く
「
セ
ン
ゲ
ン
ヤ
マ
」

が
次
ぐ
。
多
く
は
な
い
が
「
フ
ジ
（
ノ
）
オ
カ
」「
フ
ジ
ガ
ネ
（
フ
ジ
ミ

ネ
）」
も
各
二
十
件
程
度
見
ら
れ
る
。「
セ
ン
ゲ
ン
ヤ
マ
」
は
長
野
県
・
志

摩
半
島
で
多
く
見
ら
れ
、
富
士
信
仰
に
連
動
し
た
分
布
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
地
名
は
現
行
の
住
居
表
示
が
行
わ
れ
る
中
で
ど
の
地
点
に
あ

た
る
か
、
確
定
で
き
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
機
械
的
に
収
集
し
た

中
部
地
方
及
び
そ
の
近
県
に
お
け
る
富
士
信
仰
地
名

大
谷
　
正
幸

　

富
士
信
仰
地
名
は
、
富
士
信
仰
に
関
わ
っ
て
命
名
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
地
名
で
あ
る
。
主
に
大
字
・
字
・
小
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
地
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
山
名
は
収
集
し
な

い
。
ま
た
富
士
宮
市
な
ど
現
行
の
自
治
体
名
も
収
集
し
な
い
。

　

富
士
信
仰
地
名
に
は
「
セ
ン
ゲ
ン
（
浅
間
）」「
フ
ジ
ヅ
カ
（
藤
塚
・
富

士
塚
）」「
フ
ジ
ヤ
マ
（
藤
山
・
富
士
山
）」
な
ど
が
あ
る
。
現
段
階
で
は
、

①
浅
間
社
な
ど
富
士
信
仰
の
施
設
を
表
し
た
も
の
、
②
塚
状
の
浅
間
社
を

表
し
た
も
の
、
③
富
士
山
な
ど
山
を
表
し
た
も
の
、
④
「
フ
ジ
モ
リ
（
藤

森
・
富
士
森
）」
な
ど
浅
間
社
が
置
か
れ
た
木
の
集
ま
り
を
示
す
も
の
、

⑤
浅
間
社
な
ど
の
語
に
「
タ
イ
ラ
」「
ハ
ラ
」「
ヒ
ラ
」
が
付
く
も
の
（
た

だ
し
「
藤
原
」
は
除
く
）、
⑥
以
上
に
位
置
や
方
角
を
表
す
語
が
前
後
に

付
い
た
も
の
（
特
に
「
浅
間
前
」
な
ど
そ
の
地
点
と
は
別
に
浅
間
社
な
ど

が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
）、
⑦
原
野
・
隆
起
以
外
の
地
形
を
表
す
語
・

集
落
や
家
屋
や
農
地
を
表
す
語
が
①
か
ら
⑤
に
該
当
す
る
語
に
つ
い
た
も

の
、
⑧
そ
の
他
、
と
八
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
を
用
い
て
、
中

部
地
方
及
び
近
畿
地
方
（
地
名
検
索
の
参
考
資
料
が
な
い
新
潟
県
・
大
阪

府
、
兵
庫
県
三
田
市
を
除
く
）
に
あ
る
地
名
を
検
索
・
収
集
し
、
九
四
一

件
の
地
名
（
参
考
資
料
内
に
て
重
複
と
思
わ
れ
る
も
の
を
除
く
）
を
得

た
。
県
別
に
み
る
と
、
長
野
県
三
〇
八
件
、
愛
知
県
一
四
一
件
、
静
岡
県

九
六
件
、
奈
良
県
七
五
件
、
三
重
県
六
一
件
と
長
野
県
が
各
分
類
を
通
じ

て
最
も
多
い
件
数
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、
富
士
信
仰
を
示
す
も
の
と
し
て
顕
著
な
最
初
の
三
つ
を
取

り
上
げ
る
と
、
以
下
の
特
徴
が
あ
る
。
①
の
社
を
示
す
地
名
は
数
の
上
で
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の
著
作
活
動
で
主
要
な
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
大
成
経
注
疏
類
の
体

系
的
整
理
が
未
だ
充
分
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
応

え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
資
料
を
紹
介
し
た
い
。『
興
雲

閣
箋
注
著
録
目
録
』（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
。
扉
題
「
大
経
小
補
總
目
録

略
注
」。
以
下
、
興
雲
閣
目
録
）
で
あ
る
。
同
書
は
徧
無
為
の
撰
述
に
よ

る
も
の
で
、
自
撰
の
大
成
経
注
疏
類
に
自
ら
注
を
施
し
た
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。
そ
の
自
序
（
宝
暦
七
年
序
）
に
は
「
先
代
舊
事
本
紀
は
神
代

皇
代
大
成
の
経
な
り
。
天
地
の
造
化
、
世
境
の
成
壊
、
神
天
の
経
緯
、
皇

政
の
紘
維
、
源
奥
を
区
分
し
、
淵
源
を
開
廓
し
、
神
鎮
、
社
稷
、
祭
祠
の

法
則
、
極
を
深
く
し
、
幾
を
研
か
し
、
捭
闔
該
く
明
か
な
り
。
寔
に
斯
れ

日
域
の
大
宝
、
天
下
一
の
命
な
り
」
と
大
成
経
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
解

説
無
き
状
況
を
鑑
み
て
「
聊
か
箋
註
を
述
し
て
、
更
に
諸
神
鎮
坐
の
縁

由
、
並
に
大
経
の
小
補
、
覃
び
神
祭
の
楷
式
・
口
决
等
を
編
譔
し
、
纂
て

一
百
餘
巻
に
至
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
書

目
（
全
百
二
冊
）
は
四
部
に
分
け
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
い

る
。（
便
宜
的
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
補
う
。
半
角
数
字
は
冊
数
）

　

Ａ
先
代
舊
事
本
紀
中
箋
33
﹇
大
成
経
序
箋
２　

神
教
経
箋
６　

宗
德
経

箋
７　

神
代
本
紀
箋
11　
先
天
本
紀
箋
５　

祓
解
祝
言
箋
２

﹈

　

Ｂ
諸
神
鎮
坐
記
20
﹇
五
十
宮
１　

宇
治
宮
・
山
田
宮
１　

飯
井
宮
・
杵

築
宮
１　

三
輪
大
社
１　

八
幡
宮
１　

日
吉
山
王
１　

稲
荷
神
祠
１　

熊

野
大
殿
１　

諏
訪
神
社
１　

愛
宕
神
社
１　

高
鴨
神
社
１　

五
樁
五
嶽 

１　

出
雲
大
社
１　

熱
田
大
宮
１　

住
吉
大
社
１　

鹿
島
神
社
・
香
取
神

社
１　

二
荒
神
社
１　

北
野
神
社
１　

分
野
神
社
１　

伊
豆
・
箱
根
権

現
・
御
嶋
神
社
１

﹈

　

Ｃ
大
経
小
補
31
﹇
天
地
略
説
圖
解
１　

神
社
知
要
１　

神
道
大
宗
１　

た
め
、
富
士
信
仰
に
由
来
す
る
か
疑
わ
し
い
も
の
（
例
え
ば
川
べ
り
に
あ

っ
て
「
縁
」・「
渕
」
の
佳
字
地
名
と
思
わ
れ
る
も
の
）
も
、
分
類
に
よ
っ

て
は
数
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
自
身
の

富
士
信
仰
に
対
す
る
視
野
は
格
段
に
広
が
っ
た
。
で
き
れ
ば
新
潟
県
・
大

阪
府
を
埋
め
て
い
き
、
関
東
地
方
も
同
様
に
収
集
し
た
い
。
特
に
新
潟
県

は
上
越
市
藤
塚
な
ど
が
知
ら
れ
、
成
果
が
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
紀
伊
半

島
沿
岸
を
除
い
た
近
畿
地
方
に
お
け
る
「
フ
ジ
信
仰
」
が
「（
駿
河
の
）

富
士
山
に
対
す
る
信
仰
」
で
は
な
い
可
能
性
を
得
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
も
の
の
、
今
後
と
も
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

徧
無
為
に
よ
る
『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』
注
疏
作
業
の
概
観佐

藤
　
俊
晃

　
『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』（
以
下
、
大
成
経
）
の
祖
述
者
と
し
て
知
ら

れ
る
神
道
者
・
徧
無
為
（
依
田
貞
鎮
・
一
六
八
一
―
一
七
六
四
）
に
よ
る

大
成
経
注
疏
の
大
概
を
把
握
す
る
こ
と
を
本
報
告
の
目
的
と
す
る
。

　

大
成
経
注
疏
の
歴
史
に
お
け
る
徧
無
為
の
意
義
は
、
河
野
省
三
『
旧
事

大
成
経
に
関
す
る
研
究
』（
一
九
五
二
刊
行
）
を
始
め
、
そ
の
重
要
性
が

指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
現
在
、
徧
無
為
も
し
く
は
依
田
貞
鎮
の
編
著
と
さ

れ
る
写
本
資
料
は
、
国
立
国
会
図
書
館
（
徧
無
為
叢
書
：
61
件
）、
西
尾

市
岩
瀬
文
庫
（
36
件
）
ほ
か
、
神
宮
文
庫
や
複
数
の
大
学
図
書
館
等
に
多

数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
徧
無
為
の
墓
碑
銘
に
よ
れ
ば
、
そ
の
著
書
は
、

『
本
紀
箋
』
三
十
三
巻
、『
諸
神
鎮
座
記
』
二
十
一
巻
、『
大
経
小
補
』
三

十
一
巻
、『
秘
伝
録
』
十
八
巻
、『
空
華
集
』
十
七
巻
、
さ
ら
に
潅
伝
深
秘

の
書
に
至
て
は
、
総
計
百
三
十
余
巻
と
い
う
。

　

こ
こ
に
お
い
て
問
題
は
、
徧
無
為
の
著
作
全
体
像
の
俯
瞰
と
、
就
中
そ
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従
属
し
、
民
衆
を
天
堂
・
地
獄
等
の
教
え
に
よ
っ
て
倫
理
的
に
教
化
す
る

こ
と
で
国
家
に
奉
仕
す
る
存
在
と
さ
れ
る
。
儒
教
や
神
道
も
同
様
で
、
統

治
の
た
め
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
と
し
て
利
用
す
べ
き
も
の
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
若
尾
氏
は
『
理
尽
鈔
』
の
思
想

を
「
軍
学
（
兵
学
）」
と
し
て
論
じ
、『
理
尽
鈔
』
自
身
が
「
聖
人
の
道
」

を
名
乗
っ
て
儒
仏
と
の
調
和
を
図
っ
て
い
る
点
を
積
極
的
に
扱
っ
て
い
な

い
。
一
方
、
今
井
正
之
助
氏
（『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
研
究
』）
の
よ
う

に
、『
理
尽
鈔
』
が
武
威
や
謀
略
に
つ
い
て
相
反
す
る
主
張
を
含
む
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
兵
学
的
思
考
と
儒
仏
神
三
教
を
一
つ
の
「
道
」

と
し
て
統
合
す
る
原
理
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
発
表

で
は
二
つ
の
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
三
教
と
武
力
の
行
使
を
含
む
王
法
が
、

聖
徳
太
子
と
い
う
人
格
に
お
い
て
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
太
子
は
神
道
に
儒
仏
を
加
え
て
国
家
を
治
め
た
、「
我
朝
太
唐
に
も

双
な
き
聖
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。『
理
尽
鈔
』
は
末
世
で
は
上
代
と
異
な

る
方
法
で
統
治
す
べ
き
こ
と
を
繰
り
返
し
論
じ
、
謀
の
活
用
、
賞
罰
の
強

調
、
和
の
精
神
に
よ
る
評
定
と
い
っ
た
手
立
て
の
必
要
性
を
主
張
す
る

が
、
時
世
に
応
じ
た
運
用
が
必
要
で
あ
る
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
規
範

と
な
る
の
は
聖
徳
太
子
の
法
と
さ
れ
る
。
仏
教
の
利
用
も
恣
意
的
な
詐
術

で
は
な
く
、
聖
徳
太
子
の
法
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

太
子
の
十
七
条
憲
法
と
『
理
尽
鈔
』
の
政
道
論
に
は
、
無
視
し
難
い
対
応

関
係
が
あ
る
。
第
二
条
の
「
其
れ
三
宝
に
帰
り
ま
つ
ら
ず
は
、
何
を
以
て

か
枉
（
ま
が
）
れ
る
を
直
さ
む
」
と
い
う
文
言
は
、『
理
尽
鈔
』
の
仏
教

論
を
正
当
化
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
賞
罰
の
強
調
は
第
十
一
条
、
評
定

衆
の
活
用
は
第
一
条
お
よ
び
第
十
七
条
と
重
な
る
。『
太
平
記
』
に
は
こ

鼎
石
再
現
記
並
禎
祥
１　

三
天
瑞
記
１　

三
疑
答
問
１　

大
成
経
来
由 

１　

未
然
本
紀
註
２　

二
社
三
宮
鎮
坐
略
記
１　

神
國
要
談
１　

年
事
略

儀
１　

婚
産
略
禮
１　

葬
儀
略
禮
１　

蒙
服
忌
釋
１　

詠
学
辨
要
２　

通

蒙
憲
法
注
２　

政
家
憲
法
注
２　

神
職
憲
法
注
２　

儒
士
憲
法
注
２　

序

箋
假
名
書
３　

審
問
稽
辨
２　

天
狗
神
解
辨
１

﹈

　

Ｄ
秘
傳
録
18
﹇
元
淨
秘
傳
録
３　

十
神
事
精
審
録
13　

三
種
神
器
傳 

１　

十
種
神
寶
傳
１

﹈

　

前
述
の
墓
碑
銘
に
見
え
る
『
空
華
集
』
は
こ
れ
に
含
ま
れ
ず
、
さ
ら
に

他
の
文
庫
・
図
書
館
に
は
興
雲
閣
目
録
に
見
え
な
い
も
の
も
存
す
る
が
、

同
目
録
成
立
時
点
ま
で
の
著
作
群
の
分
類
と
し
て
そ
の
重
要
性
に
変
わ
り

は
な
い
と
考
え
る
。
さ
て
各
書
目
の
注
は
、
い
ず
れ
も
各
巻
の
大
要
あ
る

い
は
撰
述
意
図
を
明
か
し
、
著
作
全
体
を
俯
瞰
す
る
指
標
と
し
て
き
わ
め

て
有
用
な
も
の
で
あ
る
。

　

未
だ
詳
細
な
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
大
成
経
刊
行
後
、
そ
の
教

説
の
流
布
伝
播
に
お
い
て
徧
無
為
が
果
た
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
な

も
の
が
あ
る
。
か
か
る
意
味
合
い
か
ら
大
成
経
教
説
の
広
が
り
を
考
え
る

場
合
、
徧
無
為
の
大
成
経
注
疏
作
業
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
は

改
め
て
喚
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

近
世
前
期
に
お
け
る
「
聖
人
の
道
」
に
つ
い
て

井
関
　
大
介

　

本
発
表
で
は
、
朱
子
学
と
は
別
の
「
聖
人
の
道
」
を
語
る
十
七
世
紀
の

政
道
論
の
一
つ
、『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』
に
つ
い
て
論
じ
た
。『
理
尽

鈔
』
の
思
想
史
上
の
重
要
性
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
若
尾
政
希
氏
で

あ
る
（『「
太
平
記
読
み
」
の
時
代
』）。『
理
尽
鈔
』
で
は
仏
法
は
王
法
に
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要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、「
兵
学
」
あ
る
い
は
『
理

尽
鈔
』
の
思
想
を
近
世
思
想
史
の
基
軸
に
位
置
づ
け
た
前
田
勉
氏
（『
近

世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』）
や
若
尾
氏
の
研
究
成
果
を
、
宗
教
思
想
史
の

問
題
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

の
よ
う
な
理
想
的
為
政
者
と
し
て
の
太
子
像
が
見
出
せ
な
い
た
め
、『
理

尽
鈔
』
作
者
の
強
い
意
図
が
う
か
が
え
る
。

　

次
に
、
論
理
上
に
も
統
合
の
工
夫
が
指
摘
で
き
る
。『
理
尽
鈔
』
に
お

け
る
人
物
評
価
の
最
終
的
な
基
準
は
、
何
ら
か
の
有
形
の
徳
目
や
規
範
で

は
な
く
、
天
下
全
体
の
太
平
と
民
の
安
楽
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
る
か
否

か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
結
果
主
義
的
な
価
値
基
準
に
よ
っ
て
、
謀

や
法
の
立
て
方
だ
け
で
な
く
、
儒
教
倫
理
も
、
仏
教
の
他
界
観
や
解
脱

も
、
一
貫
し
た
論
理
で
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
。『
理
尽
鈔
』
は
、
人
が
人

を
助
け
る
の
は
、
人
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
い
が
た
め
で
あ
る
と
説
く
。

孝
も
忠
も
自
己
利
益
を
得
る
た
め
の
利
他
的
行
動
で
あ
り
、
そ
れ
ら
個
々

の
関
係
の
総
体
と
し
て
互
恵
的
な
人
間
社
会
が
形
成
さ
れ
る
。
孝
や
忠
は

そ
れ
自
体
に
お
い
て
で
は
な
く
、
自
他
安
楽
の
世
界
と
い
う
結
果
に
至
る

手
段
と
し
て
正
し
い
の
で
あ
り
、
聖
人
は
そ
の
た
め
に
五
常
を
説
き
、
同

じ
目
的
で
釈
迦
は
仏
教
の
戒
律
を
説
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
人
々
を
従

わ
せ
る
た
め
に
は
理
屈
を
説
く
だ
け
で
な
く
、
人
心
の
仕
組
み
を
見
抜

き
、「
方
便
」
と
し
て
偽
り
を
も
積
極
的
に
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
理
尽
鈔
』
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
工
夫
に
よ
っ
て
、

兵
書
や
法
家
思
想
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
功
利
的
人
間
観
・
政
事
観
を
中
心

に
し
つ
つ
も
、
儒
教
や
仏
教
を
も
一
貫
し
た
論
理
で
再
解
釈
し
て
包
摂

し
、
日
本
に
は
日
本
な
り
の
「
聖
人
の
道
」
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。『
理
尽
鈔
』
以
後
、「
神
道
」
や
「
武
道
」
と
し
て
日
本
独
自

の
「
道
」
を
主
張
し
て
い
く
思
想
家
達
や
、
朱
子
学
を
離
れ
て
「
聖
人
の

道
」
を
主
張
す
る
一
部
の
儒
学
者
達
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
心
理
主

義
的
・
機
能
主
義
的
な
「
道
」
論
の
系
譜
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
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マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
戒

千
房
り
ょ
う
輔

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（M

indfulness

）
と
は
、
パ
ー
リ
語
のsati

（
注
意
す
る
、
記
憶
す
る
な
ど
の
意
味
）
の
英
訳
で
あ
り
、
近
年
、
ア
メ

リ
カ
で
は
医
療
・
教
育
・
軍
事
な
ど
様
々
な
場
面
で
活
用
さ
れ
、
瞑
想
産

業
と
も
言
わ
れ
る
ほ
ど
規
模
を
拡
大
し
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
一
方
、
際

限
の
な
い
世
俗
化
・
商
品
化
に
付
随
す
る
問
題
に
対
し
て
、
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
と
仏
教
本
来
の
倫
理
的
側
面
と
の
関
係
を
問
う
声
が
出
て
き
た
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
主
に
八
正
道
に
お
け
るsam

m
āsati

に
着
目

し
、
漠
然
と
仏
教
本
来
の
戒
（
良
い
生
活
習
慣
）
を
土
台
と
し
てsati

が
働
く
、
戒
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
具
体

的
に
本
文
に
則
し
て
両
者
の
関
係
を
考
察
し
た
研
究
は
な
い
。
そ
の
た

め
、
本
稿
で
は
パ
ー
リ
仏
典
の
経
（
四
ニ
カ
ー
ヤ
）
に
お
い
て
、sati

と

戒
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
係
を
持
ち
現
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す

る
。
ま
た
、
仏
典
に
現
れ
る
様
々
な
倫
理
的
教
え
の
な
か
で
、
本
稿
に
お

い
て
扱
う
戒
は
比
丘
が
解
脱
を
目
指
す
修
道
の
た
め
の
戒
で
あ
り
、
現
代

の
倫
理
と
そ
の
ま
ま
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
点

は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

四
ニ
カ
ー
ヤ
に
お
い
て
現
れ
るsati

と
戒
と
の
関
係
を
網
羅
的
に
見

る
と
、
そ
の
内
容
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
「
戒
を
守
る
た

め
の
支
え
・
要
素
と
し
て
のsati

」
と
、
②
「
戒
を
前
提
と
し
た
修
道
と

し
て
のsati

」
で
あ
る
。

　

①
の
例
を
あ
げ
る
と
、『
増
支
部
』
第
五
集
六
章
（A

N
 3. 69. PT

S

）

に
お
い
て
、
仏
が
比
丘
尼
に
対
し
淫
ら
な
行
為
を
し
た
比
丘
に
対
し
、

sati

を
失
う
こ
と
で
女
性
な
ど
外
界
の
刺
激
に
対
し
縛
ら
れ
る
こ
と
を
説

く
。
こ
こ
で
は
、sati

は
注
意
し
て
、
外
界
の
刺
激
か
ら
自
身
を
防
護
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
同
様
の
話
は
経
典
の
複
数
の
箇
所
で
確
認
で

き
る
（M

N
 1. 462. SN

 1. 231. 271. A
N

 2. 126. A
N

 3. 95. PT
S

）。

ま
た
、『
増
支
部
』
第
八
集
九
章
（A

N
 4. 336. PT

S

）
に
お
い
て
は
、

戒
の
因
（
根
拠
）
の
一
つ
にsati

が
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「sati

」
↓

「
慚
愧
」
↓
「
感
覚
器
官
の
防
護
」
↓
「
戒
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
因
を
示
し
、

戒
の
因
と
し
てsati

と
慚
愧
と
感
覚
器
官
の
防
護
を
説
く
。

　

②
の
例
を
あ
げ
る
と
、『
増
支
部
』
第
四
集
二
章
に
お
い
て
、
戒
を
備

え
た
上
で
何
を
す
べ
き
か
、
と
い
う
話
の
中
で
煩
悩
の
除
去
に
続
きsati

が
現
れ
る
。
ま
た
、『
中
部
』
第
百
二
十
五
経
「
ダ
ン
タ
ブ
ー
ミ
経
（D

an-
tabhūm

isutta

）」（M
N

 3. 134-135. PT
S

）
に
お
い
て
は
、
仏
が
戒

を
守
る
こ
と
を
前
提
に
、
更
に
「
感
覚
器
官
の
防
護
」
↓
「
食
事
の
節
制
」

↓
「
不
眠
」（
目
覚
め
て
い
る
こ
と
）
↓
「sati

を
備
え
る
こ
と
」
と
、
段

階
的
に
指
導
を
す
る
。
こ
こ
で
のsati

の
内
容
は
行
住
坐
臥
な
ど
の
観

察
で
あ
り
、
戒
を
備
え
た
上
で
感
覚
器
官
の
防
護
とsati

を
備
え
る
と

い
う
同
様
の
内
容
は
、
四
ニ
カ
ー
ヤ
の
各
所
に
見
ら
れ
る
（D

N
 1. 71. 

M
N

 1. 181. M
N

 2. 226. A
N

 2. 210. A
N

 5. 207. PT
S

）。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
①
と
②
の
関
係
を
考
察
す
る
と
、
②
の
よ
う

に
戒
を
前
提
と
し
て
独
立
し
た
修
道
と
し
て
現
れ
るsati

が
、
ダ
ウ
ン

グ
レ
ー
ド
さ
れ
る
形
で
①
の
よ
う
に
前
提
に
あ
る
戒
の
支
え
の
機
能
と
し

て
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
経
典
内
の
修
道
の
発
展
を
単
線

的
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
ま
ず
仏
教
の
前
提
と
な
る
戒
を
守
る
と

い
う
こ
と
に
付
属
す
るsati

が
、
徐
々
に
独
立
し
た
修
道
と
し
て
発
展

し
、
①
と
併
存
し
た
中
で
②
の
よ
う
に
戒
か
ら
独
立
し
た
修
道
に
な
っ
た

と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
典
に
お
い
てsati

を
含
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否
定
し
た
衆
賢
は
、
そ
の
眼
根
に
つ
い
て
、
一
眼
で
見
る
の
か
、
二
眼
で

見
る
の
か
と
い
う
議
論
に
歩
を
進
め
る
。

　

ま
ず
、
一
眼
を
閉
じ
て
も
、
も
う
一
つ
の
眼
が
見
る
か
ら
、
両
方
に
見

る
能
力
が
あ
る
と
す
る
。

　

ま
た
、
二
眼
で
見
る
と
き
、
各
々
の
眼
が
前
後
異
時
に
見
る
の
か
、
同

時
に
見
る
の
か
と
考
察
を
す
す
め
る
。
一
眼
を
壊
し
て
も
、
も
う
一
つ
の

眼
が
色
を
見
る
。
そ
の
場
合
、
一
眼
見
も
成
り
立
つ
。
二
眼
が
と
も
に
壊

さ
れ
ず
開
か
れ
れ
ば
、
二
眼
同
時
に
色
を
見
る
。
こ
こ
で
、
衆
賢
は
、
一

眼
を
閉
じ
れ
ば
、
色
を
見
る
こ
と
は
不
分
明
と
な
り
、
二
眼
を
開
く
と
色

を
見
る
こ
と
が
分
明
と
な
る
か
ら
、
二
眼
が
あ
る
と
き
は
、
二
眼
が
と
も

に
同
時
に
見
る
と
主
張
す
る
。
も
し
、
二
眼
そ
ろ
っ
て
い
る
と
き
に
、
一

眼
一
眼
前
後
に
見
る
な
ら
、
一
眼
だ
け
で
見
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
不
分

明
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
分
明
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
二
眼
を
開
い
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
一
眼
だ
け
で
も
分

明
に
色
を
見
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
場
合
も
、
眼
識
は
、
唯
一
識
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
衆
賢
に

よ
れ
ば
、
形
色
な
く
住
処
な
き
眼
識
が
、
二
眼
根
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
は

事
実
で
あ
る
が
、
相
は
不
可
言
説
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
し
眼
識
に
住
処

が
あ
れ
ば
、
一
眼
識
が
一
眼
根
に
依
っ
て
生
じ
る
か
、
二
眼
識
が
二
眼
根

に
依
っ
て
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

も
し
、
一
眼
識
が
二
眼
処
に
住
す
れ
ば
、
有
分
と
相
雑
と
非
一
の
過
失

に
な
る
。

　
（
一
）
有
分
の
過
失
：
一
識
が
一
時
に
二
眼
処
に
住
す
れ
ば
、
左
眼
に

住
す
る
部
分
は
右
眼
に
住
さ
ず
、
右
眼
に
住
す
る
部
分
は
左
眼
に
住
さ

ず
、
識
が
分
割
さ
れ
る
と
い
う
過
失
に
な
る
。

む
修
道
は
、
三
隨
念
・
入
出
息
念
・
四
念
処
な
ど
が
あ
る
が
、sati

を
含

む
修
道
は
簡
易
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
、
少
し
ず
つsati

以
外
の

様
々
な
要
素
を
加
え
ら
れ
拡
大
し
て
い
く
こ
と
か
ら
も
①
と
併
存
し
た
中

で
の
②
へ
の
発
展
は
想
定
で
き
る
。

　

現
代
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
お
い
て
も
、
仏
典
に
お
け
る
本
来
的
な

意
味
のsati
と
戒
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、sati

と
戒
は
関
係
し
て
い

る
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
戒
を
守
る
た
め
にsati

と
い
う
機
能

が
働
き
、
ま
たsati
は
戒
を
前
提
と
し
、
戒
と
密
接
し
た
修
道
で
あ
る

と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
順
正
理
論
』
に
お
け
る
一
眼
見
説
・
二
眼
見
説
論
争

那
須
　
円
照

　

本
発
表
で
は
、『
順
正
理
論
』
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
も
の
を
見
る

と
き
、
一
つ
の
眼
で
見
る
の
か
、
二
つ
の
眼
で
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

関
す
る
論
争
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

こ
の
箇
所
の
直
前
で
、
根
見
説
・
識
見
説
論
争
が
な
さ
れ
、
衆
賢
は
有

部
の
眼
根
見
説
を
確
立
す
る
。
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
そ
の
眼
根
で
見
る

場
合
、
二
つ
の
眼
が
必
要
か
、
一
つ
で
も
よ
い
の
か
と
い
う
議
論
が
な
さ

れ
る
。
こ
の
議
論
の
直
後
に
は
、
到
達
認
識
説
・
非
到
達
認
識
説
論
争
が

な
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
ま
と
め
と
し
て
、
有
部
の
極
微
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
有
部
の
自
然
哲
学
的
な
本
領
が
発
揮
さ
れ
て
い
る

論
争
で
あ
る
。
現
代
の
科
学
的
思
考
に
も
通
ず
る
論
争
を
考
察
し
て
、
当

時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
自
然
哲
学
の
到
達
点
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
と
し
た

い
。

　

こ
の
箇
所
の
直
前
の
議
論
で
、
眼
根
見
説
を
確
立
し
て
、
眼
識
見
説
を
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菩
薩
の
「
実
践
指
南
」（dm

ar khrid

）
で
あ
る
。
作
者
は
古
代
チ
ベ
ッ

ト
王
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
王
に
帰
さ
れ
て
い
る
。「
六
字
真
言
成
就
法
」

に
は
、
ゾ
ク
チ
ェ
ン
の
教
義
、
ラ
マ
と
仏
の
同
定
、
バ
ル
ド
（
中
有
）、

葬
送
儀
礼
、
ナ
ー
ロ
ー
パ
や
ニ
グ
マ
の
六
法
と
し
て
知
ら
れ
る
教
義
な
ど

を
含
む
。
筆
者
は
「
六
字
真
言
成
就
儀
軌
」
に
見
ら
れ
る
心
と
仏
性
の
関

係
に
着
目
し
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
史
を
再
構
築
す
る
文
献

資
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。「
六
字
真
言
成
就
法
」
は
大
悲
者
を

①
法
性
・
勝
義
の
大
悲
心
者
と
②
大
悲
心
の
権
化
と
し
て
の
大
悲
心
者
に

二
分
す
る
。
二
区
分
の
大
悲
者
の
う
ち
、
法
性
・
真
の
大
悲
心
者
は
、

基
・
道
・
果
の
三
つ
の
方
法
で
確
立
さ
れ
る
。
基
・
道
・
果
の
構
想
を
確

定
し
た
後
、
前
行
と
本
行
・
結
部
が
順
次
に
説
か
れ
て
い
く
。「
六
字
真

言
成
就
法
」
で
は
、
仏
道
の
基
・
道
・
果
の
す
べ
て
に
お
い
て
大
悲
者
が

共
に
あ
り
続
け
る
。
果
と
し
て
の
大
悲
者
は
す
で
に
基
の
と
き
に
存
在
す

る
。
修
道
の
中
で
、
自
心
が
大
悲
心
者
で
あ
る
と
同
定
す
る
。
究
竟
の
果

と
し
て
の
大
悲
者
は
仏
の
三
身
で
あ
り
、
仏
の
三
身
は
自
身
の
明
知
で
あ

る
と
説
か
れ
て
い
る
。
大
悲
者
は
す
で
に
基
の
と
き
に
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
如
来
蔵
に
相
当
す
る
思
想
で
あ
る
と
考
え
る
。
前
行
は
六
つ
の
枝

分
か
ら
成
る
。
前
行
に
お
け
る
機
と
し
て
の
人
は
、
大
悲
心
者
を
修
習
す

る
者
で
あ
り
、
密
か
に
明
知
と
偏
り
な
き
大
悲
心
を
持
ち
、
法
に
疑
念
を

持
た
ず
、
大
悲
心
者
に
信
楽
す
る
者
で
あ
る
。「
秘
密
の
縁
は
、
自
心
の

虚
偽
と
穢
れ
一
切
を
除
去
す
る
こ
と
」「
勝
義
の
縁
は
ラ
マ
の
口
伝
に
よ

っ
て
決
定
す
る
こ
と
」「
徴
の
縁
は
、
心
相
続
に
法
性
の
意
味
を
悟
得
す

る
こ
と
だ
と
決
定
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
修
道
の
聖
地
は
、
人
身
と
そ
の

人
の
心
が
場
所
で
あ
る
。
内
的
な
地
と
し
て
、
大
悲
心
者
は
人
身
に
住

み
、
自
心
に
住
む
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。
自
心
は
心
（citta

）
に
、「
本

　
（
二
）
相
雑
の
過
失
：
二
眼
処
の
中
間
に
あ
る
眼
識
も
、
眼
根
に
依
ら

ず
身
根
に
依
っ
て
住
す
る
か
ら
、
身
識
が
眼
識
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。

　
（
三
）
非
一
の
過
失
：
二
眼
処
の
中
間
に
眼
識
が
な
い
な
ら
ば
、
隔
断

が
あ
る
か
ら
、
眼
識
が
非
一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
っ
て
、
一
眼
識
は
一

時
に
二
眼
処
に
住
さ
な
い
。

　

衆
賢
は
結
論
を
述
べ
る
。
所
生
の
眼
識
に
と
っ
て
、
眼
根
は
依
で
あ
り
、

色
は
非
依
で
あ
る
。
心
心
所
は
住
処
が
な
い
が
、
し
か
し
、
識
の
所
住
で

な
い
因
と
し
て
の
眼
根
・
色
に
依
存
し
て
眼
識
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
相
は
説
き
難
い
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。

　

衆
賢
は
、
二
眼
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
き
は
、
一
眼
の
時
よ
り
明
瞭
に
見

え
る
か
ら
、
二
眼
見
を
主
張
す
る
。
眼
識
は
単
一
で
あ
り
、
心
で
あ
る
か

ら
、
物
質
と
し
て
の
二
眼
に
住
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
眼
識
は
眼

と
接
触
し
な
い
が
、
互
い
に
能
依
・
所
依
と
し
て
接
近
す
る
と
は
言
わ
れ

る
。

　

結
局
、
心
と
し
て
の
一
眼
識
と
、
物
質
と
し
て
の
二
眼
と
の
関
係
は
、

不
可
言
説
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
衆
賢
は
眼
識
が
遍
在
す
る 

と
も
言
わ
な
い
し
、
眼
識
が
眼
根
に
住
す
る
と
も
言
わ
な
い
。（
該
当
箇

所
：
大
正
二
九
『
順
正
理
論
』
三
六
八
―
三
七
〇
頁
）

『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
に
お
け
る 

観
自
在
菩
薩
の
六
字
真
言
成
就
儀
軌
王
統
流

槇
殿
　
伴
子

　
『
マ
ニ
・
カ
ン
ブ
ン
』
に
お
け
る
「
六
字
真
言
成
就
法
」（
ま
た
は
「
大

悲
心
如
意
宝
珠
荘
厳
六
字
真
言
権
化
章
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
は
、
観
自
在
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意
は
法
性
で
あ
り
「
自
解
脱
し
、
自
ず
と
明
瞭
で
、
無
分
別
の
状
態
と
な

る
」。「
自
身
の
内
に
あ
る
如
意
宝
珠
は
他
に
探
す
も
の
で
は
な
く
、「
本

来
清
浄
な
」（ka dag

）
法
身
の
智
で
あ
る
」。
心
は
法
身
と
し
て
の
空

性
で
あ
る
。
実
践
の
基
・
道
・
果
の
全
行
程
で
大
悲
心
者
観
自
在
菩
薩
は

常
に
自
分
の
心
に
あ
り
続
け
る
。
特
に
、
自
身
の
身
体
が
大
悲
心
者
で
あ

る
こ
と
は
、
文
字
通
り
、
即
身
成
仏
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ア
テ
ィ
シ
ャ
が
伝
え
た
金
剛
瑜
伽
女
に
つ
い
て

望
月
　
海
慧

　

イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
仏
教
を
伝
え
た
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
密
教
文
献
に

は
、
三
〇
を
超
え
る
数
の
成
就
法
が
見
ら
れ
る
。
成
就
法
と
は
、
特
定
の

尊
格
を
対
象
と
し
て
行
う
瞑
想
修
行
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
成
就
法
の
中
に

「
金
剛
瑜
伽
女
」
を
タ
イ
ト
ル
に
付
す
『
金
剛
瑜
伽
女
成
就
法
（V

ajra-
yoginīsādhana

）』
が
二
つ
あ
る
。
ま
た
、
彼
に
は
「
金
剛
瑜
伽
」
を
タ

イ
ト
ル
に
付
す
『
金
剛
瑜
伽
女
讃
（V

ajrayoginīstotra

）』
も
二
つ
あ

る
。
本
項
で
は
こ
の
四
つ
の
金
剛
瑜
伽
女
文
献
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な

お
、
彼
の
著
作
で
「
金
剛
瑜
伽
女
」
の
語
が
見
ら
れ
る
文
献
と
し
て
『
宝

荘
厳
成
就
（R

atnālam. kārasiddhi

）』（D
. N

o. 1591, P. N
o. 2302

）

が
あ
り
、
ま
た
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ヒ
ー
な
ど
の
特
定
の
瑜
伽
女
を
対
象
と
す
る

成
就
法
も
複
数
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
項
に
お
い
て
論
じ
る
。

　

最
初
の
『
金
剛
瑜
伽
女
成
就
法
』（D

. no. 1593, P. no. 2304

）
は
、

五
九
パ
ー
ダ
の
偈
と
マ
ン
ト
ラ
か
ら
な
る
成
就
法
で
あ
る
。
成
就
法
の
一

般
的
構
成
に
基
づ
い
て
そ
の
内
容
を
示
す
と
、
①
著
作
目
的
﹇
一-

四
﹈、

②
準
備
﹇
五-
九
﹈、
③
諸
尊
の
招
請
と
供
養
﹇
一
〇-

一
三
﹈、
④
空
性
の

修
習
﹇
一
四-
一
六
﹈、
⑤
三
昧
耶
薩
埵
の
生
起
﹇
一
七-

二
七
﹈、
⑥
智
薩

来
清
浄
な
（ka dag

）
も
の
と
し
て
始
原
か
ら
住
し
て
い
る
」
と
い
う
、

ゾ
ク
チ
ェ
ン
の
用
語
で
説
か
れ
る
。
必
需
品
は
自
心
と
ラ
マ
の
口
伝
で
あ

る
。
自
心
は
大
悲
心
者
と
同
定
さ
れ
て
い
る
。「
根
本
ラ
マ
と
釈
迦
牟
尼

仏
は
別
で
は
な
く
、
系
譜
の
ラ
マ
た
ち
は
仏
と
菩
薩
の
姿
で
お
座
り
に
な

っ
て
い
る
と
観
想
す
る
」
と
説
か
れ
る
。
本
行
で
は
、
生
起
次
第
と
究
竟

次
第
で
五
部
仏
に
よ
る
灌
頂
が
授
け
ら
れ
、
阿
弥
陀
仏
を
現
前
に
観
ず

る
。
次
い
で
、
六
字
真
言
念
誦
法
が
六
種
説
か
れ
る
。
六
字
真
言
は
浄
化

作
用
が
あ
る
と
説
か
れ
る
。
六
字
真
言
は
、
そ
の
念
誦
を
聞
い
た
人
の
穢

れ
を
浄
化
す
る
た
め
、
利
他
で
あ
る
念
誦
法
、
念
誦
瞑
想
に
よ
る
悉
地

（sevāsādhanā

）
の
念
誦
法
、
虚
空
女
が
加
持
す
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な

念
誦
法
、
母
を
息
子
が
呼
ぶ
よ
う
な
念
誦
法
、
障
蓋
を
浄
化
す
る
法
に
よ

る
念
誦
法
で
あ
る
。
等
持
の
定
に
お
け
る
念
誦
法
を
金
剛
念
誦
と
呼
び
、

「
心
は
無
分
別
の
状
態
に
な
り
、
楽
と
明
瞭
を
体
験
す
る
」。
一
切
諸
法
は

空
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
現
象
一
切
が
一
面
四
手
の
観
自
在
菩
薩
で
あ

る
。
大
悲
心
者
観
自
在
菩
薩
は
大
悲
心
者
を
実
践
修
行
す
る
人
の
身
語
意

で
あ
る
。
大
悲
心
者
の
住
処
が
行
者
の
身
で
あ
り
、
語
は
六
字
真
言
で
あ

り
、
一
切
を
浄
化
す
る
。
ゾ
ク
チ
ェ
ン
の
教
え
で
あ
る
「
本
来
清
浄
な
」

自
心
を
大
悲
者
と
し
て
悟
得
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
本
来
か
ら
清

浄
な
も
の
が
、
本
来
か
ら
自
心
に
あ
る
と
い
う
思
想
か
ら
如
来
蔵
が
説
か

れ
て
い
る
と
考
え
る
。
外
界
の
現
象
、
内
的
な
分
別
、
五
毒
、
知
見
、
心

が
空
性
と
同
定
さ
れ
る
明
知
と
空
は
、
そ
れ
自
体
不
分
離
で
あ
り
、
心
の

本
性
（sem

s nyid

）
は
、
そ
の
よ
う
に
不
分
離
な
明
知
と
空
と
不
分
離

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
本
行
で
、
自
心
の
心
を
仏
と
す
る
観
想
と
、
自
身

の
身
体
を
本
尊
と
す
る
観
想
を
行
う
。
自
心
仏
と
自
身
仏
で
あ
る
。
安
ら

い
だ
心
（
安
心
）
は
、「
造
作
な
く
、
自
解
脱
し
、
自
然
の
状
態
と
な
る
」。
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の
画
像
的
特
徴
が
仏
教
の
教
義
に
よ
り
説
明
さ
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い

る
。

　

第
二
の
『
金
剛
瑜
伽
女
讃
』（D

. N
o. 1594, P. N

o. 2305

）
は
、
全
四

八
パ
ー
ダ
の
偈
か
ら
な
る
讃
歌
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、
一
二
の
金
剛
瑜

伽
女
の
特
徴
と
、
彼
女
ら
に
対
し
て
「
敬
礼
し
、
賞
讃
す
る
」
の
語
で
結

ば
れ
る
一
二
偈
か
ら
な
る
。
一
二
の
金
剛
瑜
伽
女
は
、
金
剛
忿
怒
母
、
ス

ー
カ
ラ
ー
ス
ヤ
ー
、
恐
怖
に
対
し
て
勇
敢
な
女
、
ほ
つ
れ
髪
で
裸
の
過
失

を
離
れ
た
女
、
墓
場
で
魔
を
調
伏
す
る
女
、
忿
怒
母
、
鉤
と
頭
蓋
骨
と
棍

棒
を
持
つ
女
、
不
二
の
身
体
の
女
、
六
天
母
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ヒ
ー
、
墓
場

の
飾
り
が
円
満
な
女
、
金
剛
空
行
母
と
な
る
。
こ
こ
に
は
、
特
定
の
瑜
伽

女
の
名
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
示
し
た
だ
け
の
も
の
が
大
半
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
論
は
一
二
の
特
定
の
瑜
伽
女
に
対
す
る
讃
歌
と
い
う
よ

り
も
、
瑜
伽
女
の
特
徴
を
持
つ
も
の
に
対
す
る
讃
歌
を
一
二
に
ま
と
め
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
は
、
一
般
的
金

剛
瑜
伽
女
を
対
象
に
し
た
も
の
と
ダ
ー
キ
ニ
ー
を
対
象
に
し
た
も
の
と
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

黒
田
眞
洞
の
『
倶
舎
論
玄
叙
』
に
つ
い
て 

│
│ 

天
文
学
と
護
法 

│
│

鷹
司
　
誓
榮

　

黒
田
眞
洞
は
『
倶
舎
論
玄
叙
』
と
題
し
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
要
旨

を
半
紙
十
二
枚
に
記
し
た
も
の
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
を
『
阿
毘
達
磨
倶

舎
論
』
の
図
解
『
圖
集
』
と
、
さ
ら
に
『
天
象
図
便
覧
』
と
題
す
る
天
文

学
の
「
図
集
」
と
三
点
を
合
わ
せ
表
紙
に
題
目
を
自
書
し
て
冊
子
と
し
て

保
存
し
て
い
た
（
筆
者
蔵
）。
こ
の
冊
子
が
天
文
学
と
仏
教
の
宇
宙
観
と

埵
の
招
入
﹇
二
八-

三
七
﹈、
⑦
文
字
の
布
置
﹇
三
八-

四
一
﹈、
⑧
真
言
念

誦
﹇
四
二-

四
四
﹈、
⑨
そ
の
後
の
活
動
﹇
四
五-

五
九
﹈
と
な
る
。
こ
こ

で
招
か
れ
る
金
剛
瑜
伽
女
は
特
定
の
名
前
を
示
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
特
徴

は
、
二
面
二
臂
の
鉛
丹
の
色
で
、
踊
る
姿
で
、
鉤
と
頭
蓋
骨
の
飾
り
を
持

つ
と
さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ヒ
ー
と
忿
怒
母
の
顔
を
観
想

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
成
就
法
は
、
特
定
の
瑜
伽

女
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
者
が
対
象
と
す
る
瑜
伽
女
を
選
択
す

る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　

第
二
の
『
金
剛
瑜
伽
女
成
就
法
』（P. N

o. 4671

）
は
、
そ
の
表
紙
に

『
金
剛
瑜
伽
女
空
行
母
成
就
法
』
と
あ
り
、「
ダ
ー
キ
ニ
ー
」
の
成
就
法
と

さ
れ
て
い
る
。
散
文
で
書
か
れ
た
と
て
も
短
い
著
作
で
あ
り
、
小
さ
な
文

字
で
彫
ら
れ
た
注
記
が
文
中
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
一
文
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
程
度
の
長
さ
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
①
障
害
の
除
去
、
②

空
の
観
想
、
③
三
昧
耶
薩
埵
（hrīr.

）
の
生
起
、
④
智
薩
埵
（
空
行
母
）

の
生
起
、
⑤
供
養
と
浄
化
よ
り
な
る
。
文
字
の
布
置
や
真
言
念
誦
に
関
す

る
記
述
は
な
い
も
の
の
、
成
就
法
の
基
本
的
構
成
に
基
づ
く
内
容
と
な
っ

て
い
る
。

　

最
初
の
『
金
剛
瑜
伽
女
讃
』（D

. N
o. 1587, P. N

o. 2298
）
も
、
そ
の

表
紙
に
『
金
剛
瑜
伽
女
空
行
母
讃
』
と
あ
り
、
ダ
ー
キ
ニ
ー
を
対
象
と
し

た
五
五
パ
ー
ダ
の
偈
か
ら
な
る
讃
歌
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、「
輪
廻
の

過
失
が
な
い
の
で
、
光
を
放
つ
」、「
無
明
を
断
じ
て
い
る
の
で
右
手
に
鉤

を
持
つ
」、「
五
身
円
満
な
の
で
頭
蓋
骨
で
飾
っ
て
い
る
」、「
法
性
が
不
変

な
の
で
頭
髪
が
群
青
で
あ
る
」
な
ど
と
、
金
剛
瑜
伽
女
の
身
体
的
特
徴
と

そ
の
理
由
を
一
八
項
目
列
挙
し
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
ダ
ー
キ
ニ
ー

に
対
す
る
敬
礼
と
賞
讃
で
結
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
論
で
は
、
そ
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れ
る
。
黒
田
の
師
事
し
た
佐
伯
旭
雅
に
よ
る
『
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』

に
も
普
寂
の
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
』
は
多
く
引
か
れ
て
お
り
、
普
寂

の
天
文
学
護
法
論
『
天
文
弁
惑
』
は
、
同
書
の
序
に
あ
る
と
お
り
、『
阿

毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
』
中
に
原
文
が
あ
り
、
多
く
の
学
者
の
目
に
触
れ
て

い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

黒
田
の
師
事
し
た
佐
伯
旭
雅
に
よ
る
『
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』『
倶

舎
論
光
記
（
校
正
）』『
倶
舎
論
宝
疏
（
校
正
）』
が
明
治
二
十
年
に
出
版

さ
れ
、
普
寂
の
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
』
は
杉
原
春
洞
閲
に
て
佐
伯
旭

雅
が
題
字
を
寄
せ
て
法
蔵
館
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
冠
導
阿
毘

達
磨
倶
舎
論
』
に
お
い
て
も
、
普
寂
の
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
』
の
解

釈
を
引
い
て
お
り
、
明
治
の
仏
教
排
斥
を
経
た
直
後
に
お
い
て
も
仏
教
の

基
本
書
で
あ
る
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
等
に
関
し
、
活
字
組
の
書
籍
が
多

数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
普
寂
の
解
説
書
も
既
に
一
般
的
基
本
的
参
考
書
と

さ
れ
、
学
僧
等
は
、『
天
文
弁
惑
』
と
し
て
別
途
出
版
さ
れ
た
も
の
で
な

く
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
を
学
ぶ
中
で
須
弥
山
説
護
法
論
は
す
で
に
消
化

さ
れ
た
形
で
学
ん
で
い
た
と
い
え
る
。
黒
田
の
『
倶
舎
論
玄
叙
』
に
も

『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
』
は
引
か
れ
て
お
り
、
普
寂
の
影
響
下
に
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　

明
治
二
十
六
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
大
会
で
の
配
布
を
目
的
に
佛
教
学

会
が
出
版
し
た
黒
田
の
主
著
『
大
乗
仏
教
大
意
』
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ

ラ
ー
が
東
方
聖
典
第
四
十
九
巻
中
に
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
第
五
章
「
万

法
唯
心
」
の
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
す
る
等
、
欧
米
思
想
界
へ
大
き
な
影
響
を

与
え
た
が
、
黒
田
の
大
乗
仏
教
思
想
の
解
釈
は
普
寂
等
の
江
戸
期
の
浄
土

律
僧
の
流
れ
を
く
み
、
そ
の
思
想
は
江
戸
期
よ
り
す
で
に
富
永
仲
基
等
の

大
乗
非
仏
説
論
や
『
天
経
或
問
』
等
西
欧
天
文
学
等
、
仏
教
の
世
界
観
と

を
一
緒
に
綴
じ
て
い
る
点
に
つ
き
注
目
し
考
察
し
た
。

　

ま
ず
『
天
象
図
便
覧
』
は
佐
田
介
石
の
『
天
経
或
問
』
の
講
義
に
使
わ

れ
て
い
た
天
文
図
集
の
写
で
あ
る
。『
天
経
或
問
』
は
、
享
保
十
五
年
（
一

七
三
〇
年
）
游
藝
（
游
子
六
）
輯
の
漢
文
の
著
書
に
、
当
時
の
天
文
学

者
、
西
川
正
休
に
よ
り
訓
点
を
施
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
天
文
学

者
で
な
い
他
の
分
野
の
学
者
等
に
も
西
洋
天
文
学
が
広
ま
っ
て
ゆ
く
機
会

を
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
。
蘭
学
勃
興
へ
の
過
渡
期
に
お
い
て
、
漢
訳
書
に

よ
る
西
洋
天
文
学
が
流
行
し
当
時
の
敬
首
を
は
じ
め
普
寂
を
代
表
と
し
た

浄
土
律
の
僧
等
を
中
心
に
天
文
学
に
対
し
て
の
護
法
が
行
な
わ
れ
た
（
日

本
学
士
院
編
『
明
治
前
日
本
天
文
学
史
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
七
〇
―

一
七
一
頁
参
照
）。『
天
象
図
便
覧
』
の
冒
頭
に
は
「
明
治
九
年
九
月
上
幹

介
石
老
人
於
芝
金
地
院
天
経
或
問
ヲ
講
（
中
略
）
天
象
図
便
覧
欣
然
置
之

座
右
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て

の
仏
教
が
激
し
く
排
斥
さ
れ
る
世
情
の
中
で
成
長
期
を
過
ご
し
た
黒
田

も
、
西
洋
天
文
学
に
感
動
を
持
っ
て
接
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
倶

舎
論
玄
叙
』
を
『
天
象
図
便
覧
』
と
合
わ
せ
て
冊
子
と
し
た
の
は
、
宗
教

と
科
学
の
関
係
に
つ
き
一
つ
の
結
論
を
得
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
察
す

る
。
ま
た
『
倶
舎
論
玄
叙
』
は
、
末
尾
に
「
明
治
十
四
年
九
月
草
文　

求

寂　

眞
洞
」
と
あ
り
、『
天
経
或
問
』
の
講
義
を
聴
講
し
て
か
ら
五
年
後

『
倶
舎
論
玄
叙
』
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

天
文
学
へ
の
護
法
と
い
う
観
点
か
ら
、
黒
田
に
、
普
寂
の
影
響
が
あ
る

か
に
つ
い
て
こ
の
『
倶
舎
論
玄
叙
』
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
普
寂
著

『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
』
を
参
照
し
て
い
る
箇
所
が
一
か
所
あ
り
、
筆

者
手
許
資
料
中
の
黒
田
の
『
倶
舎
論
聴
講
之
記
』（
明
治
十
一
年
）
に
も

『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
』
の
巻
号
丁
数
を
記
し
た
注
釈
が
数
か
所
見
ら
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第
で
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
十
五
世
紀
初
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『
叢
林
拾
遺
（
東
漸
和
尚
畧
清
規
）』
で
は
、「
入
院
儀
式
」
の
項
目
に
「
寺

記
印
」
の
確
認
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
寺
印
の
他
に
寺
院
財
産
の
書

類
な
ど
も
同
時
に
確
認
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
入
院
開
堂

私
記
」
と
い
う
項
目
で
は
、
寺
印
確
認
の
状
式
へ
の
署
名
押
印
の
他
、
小

紙
片
に
も
書
押
し
て
お
そ
ら
く
は
印
な
ど
の
封
と
し
た
と
解
釈
で
き
る
記

述
が
あ
る
。
十
五
世
紀
半
ば
の
『
勅
規
』
の
講
義
録
に
あ
た
る
『
百
丈
清

規
雲
桃
抄
』
に
は
、「
…
今
ハ
ト
コ
ニ
モ
寺
印
ヲ
度
事
ハ
、
一
向
ニ
ナ
イ

ソ
、
何
ヲ
渡
ソ
ト
云
ヘ
ハ
、
寺
ノ
大
事
ノ
物
ハ
、
文
證
・
重
書
ホ
ト
ノ
事

ハ
ナ
イ
ホ
ト
ニ
、
其
ヲ
渡
ソ
、
…
寺
領
ノ
目
録
ハ
カ
リ
カ
キ
ウ
ツ
シ
タ
、

大
ナ
ル
巻
物
ヲ
出
テ
、
判
ヲ
サ
ス
ル
ソ
」（
大
塚
光
信
編
『
続
抄
物
資
料

集
成　

第
八
巻
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
二
一
〇
―
二
一
一
頁
）

と
あ
り
、「
寺
印
」
か
ら
「
寺
領
目
録
」
の
確
認
へ
と
い
う
変
容
が
分
か

る
。
十
五
世
紀
末
頃
に
成
立
し
た
『
略
清
規
（
相
国
寺
日
用
規
範
）』
に

お
い
て
も
、「
入
寺
儀
式
」
の
項
目
に
は
「
重
書
ノ
箱
ノ
封
ヲ
切
テ
住
持

ニ
出
ス
。」（
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
駒
澤
大
学
蔵
『
略
清
規
』（
叢
規
口
実
）」

『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
、
二
〇
〇
三
年
、
九
二
―
九
三

頁
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
六
世
紀
前
半
の
成
立
と
さ
れ
る
『
南
禅
清

規
』
に
お
い
て
も
、『
勅
規
』
風
の
「
呈
寺
印
状
」
に
荘
園
一
覧
が
加
え

ら
れ
た
書
式
が
記
載
さ
れ
、「
此
一
段
礼
、
本
朝
只
効
宋
元
法
而
已
。
遂

無
実
用
。」
と
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、『
勅
規
』
に
お
け
る
寺
印
確
認
書

式
の
提
出
に
つ
い
て
、「
此
則
似
日
本
請
取
状
者
也
。
収
為
他
日
憑
據
。」

と
い
う
解
釈
も
記
さ
れ
る
（
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
京
都
大
学
文
学
部
図
書

館
蔵
『
南
禅
清
規
』（
二
）」『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
十
五
、

二
〇
一
〇
年
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
）。
同
様
に
、『
南
禅
寺
諸
回
向
』
の
う

矛
盾
す
る
近
代
科
学
に
対
し
て
の
護
法
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

日
本
の
諸
清
規
お
よ
び
関
係
文
献
・
史
料
に
お
け
る
役
職
交
代
に
つ
い
て

金
子
　
奈
央

　

本
発
表
「
日
本
の
諸
清
規
お
よ
び
関
係
文
献
・
史
料
に
お
け
る
役
職
交

代
に
つ
い
て
」
で
は
、
日
本
中
世
期
か
ら
の
禅
の
移
入
と
受
容
の
中
で
、

中
国
撰
述
の
諸
清
規
に
記
さ
れ
た
役
職
交
代
に
関
わ
る
諸
儀
礼
と
そ
の
理

念
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
変
容
し
た
の
か
を
確
認
す
る
一
環
と
し
て
、

新
住
持
の
入
院
時
に
実
施
す
る
「
視
篆
」
と
い
う
儀
礼
を
取
り
上
げ
て
、

元
代
に
成
立
し
た
『
勅
修
百
丈
清
規
』（
以
下
、『
勅
規
』
と
略
す
。）
に

お
け
る
記
述
と
、
日
本
中
世
期
に
成
立
し
た
清
規
関
連
文
書
に
お
け
る
記

述
と
を
比
較
し
て
儀
礼
の
変
容
の
一
端
を
追
っ
た
。

　
『
勅
規
』
に
よ
れ
ば
、「
視
篆
」
と
は
新
住
持
入
院
の
際
に
行
わ
れ
る
寺

印
の
確
認
儀
礼
を
指
し
、
寺
印
の
封
お
よ
び
寺
印
本
体
の
確
認
と
、「
呈

寺
印
状
」
へ
の
日
付
の
記
入
と
押
印
が
行
わ
れ
る
。「
住
持
章
第
五
」
の

「
議
擧
住
持
」
後
半
に
記
さ
れ
る
「
持
法
に
お
け
る
具
（「
戒
定
慧
」）
と

資
（
寺
院
財
産
、「
僧
園
物
務
」）
と
を
善
く
す
る
」
者
と
い
う
住
持
観
の

う
ち
、「
視
篆
」
は
後
者
に
関
わ
る
儀
礼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

他
『
勅
規
』
に
は
、
寺
院
の
経
済
状
況
と
新
住
持
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、

「
就
任
依
頼
の
際
の
財
産
目
録
の
提
示
」・「
入
院
時
の
「
視
篆
」」・「
入
院

儀
礼
終
了
後
の
寺
院
財
産
の
確
認
（
交
割
）」
と
三
段
階
に
分
け
て
記
さ

れ
る
。

　

十
四
世
紀
半
ば
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
大
鑑
清
規
』
で

は
、
寺
印
の
封
と
寺
印
本
体
を
確
認
し
て
お
り
『
勅
規
』
と
ほ
ぼ
同
じ
次
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中
国
禅
宗
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、「
楞
厳

呪
」
は
密
教
的
要
素
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
禅
宗
に
あ
っ
た
要
素
で
あ

る
。

　

で
は
瑩
山
は
道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
の
頃
に
は
無
か
っ
た
要

素
を
取
り
入
れ
た
の
か
？　

無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、「
楞
厳
呪
」
を
唱
え

る
事
を
導
入
す
る
に
抵
抗
は
無
か
っ
た
の
か
？

　

ま
ず
確
認
し
て
お
く
と
、
道
元
は
『
楞
厳
経
』
を
読
解
す
る
こ
と
を
禁

じ
て
い
た
（『
永
平
広
禄
』）。

楞
厳
・
円
覚
の
教
典
を
見
る
こ
と
な
か
れ
。

し
か
し
な
が
ら
『
知
事
清
規
』
で
は
食
儀
礼
と
し
て
唱
え
る
べ
き
文
句
の

一
つ
に
「
楞
厳
呪
」
を
挙
げ
て
い
る
。

菜
を
択
ふ
等
の
時
、
行
者
諷
経
し
て
竃
公
に
回
向
せ
よ
。
い
わ
ゆ
る

諷
経
と
は
、
安
楽
行
品
・
金
剛
般
若
・
普
門
品
・
楞
厳
咒
・
大
悲

咒
・
金
光
明
空
品
・
永
嘉
の
証
道
歌
・
大
潙
の
警
策
・
三
祖
の
信
心

銘
等
な
り
。

『
正
法
眼
蔵
』「
転
法
輪
」
で
は
『
楞
厳
経
』
を
偽
経
と
し
つ
つ
、
そ
の
文

句
は
時
に
傾
聴
に
値
す
る
、
と
し
て
い
る
。

い
ま
挙
す
る
と
こ
ろ
の
、
一
人
発
真
帰
源
、
十
方
虚
空
、
悉
皆
消
殞

は
、
首
楞
厳
経
の
な
か
の
道
な
り
。
こ
の
句
、
か
つ
て
数
位
の
仏

相
、
同
じ
く
挙
し
き
た
れ
り
。
い
ま
よ
り
こ
の
句
、
ま
こ
と
に
仏
祖

眼
精
な
り
。
し
か
い
ふ
こ
こ
ろ
は
、
首
楞
厳
経
一
部
拾
軸
、
あ
る
い

は
こ
れ
を
偽
経
と
い
ふ
、
あ
る
い
は
偽
経
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
、
両
説

す
で
に
往
古
よ
り
い
ま
に
い
た
れ
り
。
旧
訳
あ
り
、
新
訳
あ
り
と
い

へ
ど
も
、
疑
著
す
る
と
こ
ろ
、
神
龍
年
中
の
訳
を
う
た
が
ふ
な
り
。

し
か
あ
れ
ど
も
、
い
ま
す
で
に
五
祖
の
演
和
尚
・
先
師
天
童
仏
祖
古

ち
十
六
世
紀
半
ば
に
増
補
さ
れ
た
部
分
に
は
、
新
住
持
入
院
の
「
視
篆
」

に
お
い
て
「
葛
籠
入
り
の
寺
券
」
の
確
認
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
（
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
龍
谷
大
学
蔵
『
南
禅
諸
回
向
』」『
鶴
見
大
学
仏

教
文
化
研
究
所
紀
要
』
十
二
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
四
―
一
六
五
頁
）。

　

こ
こ
か
ら
、
中
世
日
本
の
禅
寺
院
に
お
い
て
は
、
入
院
時
の
寺
院
財
産

の
確
認
と
い
う
「
視
篆
」
の
枠
組
み
は
継
承
さ
れ
た
が
、「
寺
印
」
の
確

認
か
ら
「
寺
券
・
重
書
」
な
ど
寺
院
財
産
の
目
録
の
確
認
儀
礼
へ
と
変
化

し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、『
勅
規
』
に
お
け
る
入
院
後
の
交
割
の

機
能
が
「
視
篆
」
へ
と
合
体
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
「
楞
厳
呪
」

清
水
　
邦
彦

　

日
本
曹
洞
宗
で
坐
禅
以
外
の
要
素
が
大
々
的
に
導
入
さ
れ
た
の
は
四
祖

瑩
山
（
一
二
六
八
―
一
三
二
五
）
以
降
と
さ
れ
る
。
瑩
山
が
導
入
し
た
新

要
素
は
時
に
密
教
的
と
呼
ば
れ
る
。
で
は
『
瑩
山
清
規
』（
一
三
二
四
年

頃
成
立
）
に
散
見
す
る
「
楞
厳
呪
」
は
密
教
的
要
素
な
の
だ
ろ
う
か
？　

ち
な
み
に
一
般
に
「
楞
厳
呪
」
を
唱
え
て
得
ら
れ
る
功
徳
は
、
病
気
治
し

と
さ
れ
る
。

　

中
国
禅
宗
の
清
規
で
あ
る
『
禅
林
備
用
』（
一
三
一
一
年
成
立
）
に
は

「
楞
厳
会
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。「
楞
厳
会
」
は
「
楞
厳

呪
」
を
唱
え
る
儀
式
と
想
定
さ
れ
る
。『
禅
林
備
用
』
の
該
当
箇
所
に
真

歇
（
一
〇
八
九
―
一
一
五
一
）
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
楞
厳
会
」
は

真
歇
が
始
め
た
と
す
る
通
説
が
あ
る
。
し
か
し
、『
禅
林
象
器
箋
』
は
真

歇
以
前
に
「
楞
厳
会
」
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
禅
林
備
用
』
か
ら
「
楞
厳
会
」
は
瑩
山
以
前
よ
り
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本
報
告
で
は
、
そ
れ
ら
祈
願
文
に
書
か
れ
た
名
を
記
し
た
尼
た
ち
は
、

叡
尊
教
団
の
尼
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
、
納
入
文
書
を
見
直

し
、
中
世
の
尼
と
尼
寺
の
関
係
に
光
を
当
て
た
。
す
な
わ
ち
、
セ
ジ
ウ
ィ

ッ
ク
像
納
入
文
書
に
見
え
る
尼
と
叡
尊
教
団
と
の
関
係
を
探
っ
た
。
そ
の

作
業
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
誰
も
解
け
な
か
っ
た
、
本
像
が
本
来
ど
こ
の

寺
院
に
所
在
し
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
謎
を
解
き
、
京
都
光
台
寺
に
所

在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
た
、
中
世
の
尼
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
残
存
史
料
が
少
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
僧
に
比
し
て
さ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
本
報
告
で

は
、
納
入
さ
れ
た
願
文
の
分
析
に
よ
っ
て
、
京
都
嵯
峨
に
か
つ
て
は
所
在

し
た
が
廃
寺
と
な
り
、
現
在
で
は
忘
れ
ら
れ
た
寺
院
・
光
台
寺
の
尼
た
ち

の
活
動
に
大
き
な
光
を
当
て
、
中
世
尼
と
尼
寺
の
実
態
、
と
り
わ
け
尼
の

思
想
の
有
り
様
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
結
論
を
ま
と
め
れ
ば
、
以

下
の
よ
う
に
な
る

　
（
１

）
叡
尊
の
直
弟
子
名
簿
で
あ
る
「
授
菩
薩
戒
弟
子
交
名
」
に
よ
り
、

セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
像
納
入
文
書
の
願
文
の
署
名
者
の
大
半
が
叡
尊
直
弟
子
の

尼
で
あ
る
こ
と
。

　
（
２

）
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
像
納
入
文
書
に
は
、
嵯
峨
光
台
寺
開
山
長
老
比

丘
尼
仏
子
真
浄
の
名
が
見
え
る
な
ど
、
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
像
は
嵯
峨
光
台
寺

に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
こ
と
。

　
（
３

）
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
像
は
、
河
内
道
明
寺
孝
養
太
子
像
と
同
様
、
ほ

ぼ
尼
の
発
注
・
資
金
だ
け
で
制
作
さ
れ
た
特
徴
を
有
す
る
こ
と
。

　
（
４

）
光
台
寺
は
、
一
二
九
八
年
に
は
鎌
倉
将
軍
家
祈
禱
寺
の
一
つ
に

指
定
さ
れ
る
ほ
ど
重
要
な
叡
尊
教
団
の
尼
寺
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
。

　
（
５

）
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
像
納
入
文
書
の
願
文
の
分
析
に
よ
り
、
叡
尊
教

佛
、
と
も
に
こ
の
句
を
挙
し
き
た
れ
り
。
ゆ
え
に
こ
の
句
、
す
で
に

仏
祖
の
法
輪
に
転
ぜ
ら
れ
た
り
。
仏
祖
法
輪
転
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に

こ
の
句
、
す
で
に
仏
祖
を
転
じ
、
こ
の
句
、
す
で
に
仏
祖
を
と
く
。

仏
祖
に
転
ぜ
ら
れ
、
仏
祖
を
転
ず
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
ひ
偽
経
な
り

と
も
、
仏
祖
、
も
し
転
挙
し
き
た
ら
ば
、
真
箇
の
仏
経
・
祖
経
な
り
。

道
元
が
以
上
の
よ
う
に
『
楞
厳
経
』
を
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

食
儀
礼
に
お
い
て
唱
え
る
べ
き
文
句
の
一
つ
に
「
楞
厳
呪
」
を
挙
げ
て
い

る
こ
と
は
不
可
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
瑩
山
も
日
常
儀
礼
の
一

環
に
「
楞
厳
呪
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
抵
抗
は
無
か
っ
た
と
想
定
さ
れ

る
。

　

な
お
、
瑩
山
の
師
で
あ
る
義
介
（
一
二
一
九
―
一
三
〇
九
）
は
比
叡
山

に
い
た
頃
、『
楞
厳
経
』
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
、
日
本
曹
洞
宗

寺
院
の
浴
室
に
は
跋
陀
婆
羅
菩
薩
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
跋
陀
婆
羅
菩
薩

は
『
楞
厳
経
』
に
記
さ
れ
て
い
る
菩
薩
で
あ
る
こ
と
等
、
日
本
曹
洞
宗
と

『
楞
厳
経
』
と
の
関
係
は
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
る
。

日
本
中
世
に
お
け
る
尼
と
尼
寺 

│
│ 

嵯
峨
光
台
尼
寺
の
尼
に
注
目
し
て 

│
│

松
尾
　
剛
次

　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
美
術
館
所
蔵
南
無
太
子
像
（
寄
贈
者
の
名
に
ち
な
ん

で
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
像
と
い
う
）
に
は
七
十
点
の
胎
内
納
入
品
が
あ
り
、
と

り
わ
け
十
四
点
の
祈
願
文
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
本
太
子
像
は
、
日
本

最
古
（
一
二
九
二
年
）
の
南
無
太
子
像
と
さ
れ
る
。
近
年
行
わ
れ
た
国
際

学
術
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
南
無
太
子
像
は
西
大
寺
関
係
者
に
よ
っ
て
制

作
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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寿
経
（
以
下
、
観
経
）』
所
説
の
光
明
思
想
を
確
認
し
た
上
で
、
法
然
と

親
鸞
そ
れ
ぞ
れ
の
光
明
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
『
観
経
』
の
水
想
観
・
宝
樹
観
・
宝
池
観
・
華
座
観
で
は
、
浄
土
の
荘

厳
相
か
ら
放
た
れ
る
光
が
千
変
万
化
し
て
、
説
法
あ
る
い
は
仏
事
を
行
う

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
真
身
観
や
観
音
観
で
は
、
円
光
や
白
毫
光

の
中
に
無
数
の
化
仏
や
化
菩
薩
が
充
満
し
て
お
り
、
自
由
自
在
に
変
化
し

て
十
方
世
界
に
遍
在
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
観
経
』

の
説
示
を
四
点
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
光
明
に
は
変
化
性

が
あ
る
。
②
光
明
は
説
法
や
仏
事
を
行
う
。
③
光
明
の
中
に
は
無
数
の
化

仏
・
菩
薩
が
い
る
。
④
化
仏
・
菩
薩
は
変
化
し
て
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
遍
在

し
て
い
る
。
上
記
を
確
認
す
る
と
、
②
③
④
の
前
提
と
し
て
①
が
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
光
が
様
々
に
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説

法
や
仏
事
、
化
仏
・
菩
薩
の
存
在
が
成
立
し
て
い
る
。
実
は
こ
れ
と
同
様

の
思
想
が
、
法
然
と
親
鸞
の
光
明
観
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

法
然
に
お
け
る
「
光
の
変
化
性
」
の
思
想
は
『
逆
修
説
法
』
第
四
七
日

に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
源
信
（
九
四
二
―
一
〇
一
七
）
著

『
阿
弥
陀
仏
白
毫
観
』
所
説
の
「
現
身
説
法
」
に
基
づ
い
て
、
弥
陀
の
白

毫
か
ら
放
た
れ
る
光
が
、
仏
身
・
菩
薩
・
辟
支
仏
・
声
聞
・
梵
天
王
等
々

あ
ら
ゆ
る
す
が
た
に
変
現
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
逆

修
説
法
』
第
一
七
日
で
は
化
仏
（
化
身
）
に
四
種
類
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
円
光
の
化
仏
、
摂
取
不
捨
の
化
仏
、
来
迎
引
接
の

化
仏
、
説
法
の
化
仏
で
あ
る
。
こ
の
部
分
と
先
述
し
た
『
観
経
』
の
説
示

と
を
勘
案
す
る
と
、
四
種
の
化
仏
は
「
光
の
変
化
性
」
を
根
拠
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
衆
生
救
済
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

団
の
指
導
的
尼
が
転
女
成
仏
説
で
は
な
く
、
即
身
成
仏
の
願
い
を
表
明
し

て
い
た
こ
と
、
念
仏
と
阿
字
観
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
と
考
え
て
い
た
こ

と
、
往
生
後
に
穢
土
へ
も
ど
っ
て
き
て
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
還

相
観
に
た
っ
て
い
た
こ
と
。

　

叡
尊
教
団
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
最
大
の
尼
教
団
を
形
成
し
て
い

た
。
従
来
は
、
叡
尊
教
団
の
尼
が
「
転
女
成
仏
説
」
に
立
つ
よ
う
な
、
女

性
で
あ
り
な
が
ら
女
性
性
を
否
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ

う
し
た
尼
寺
は
消
極
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

像
胎
内
納
入
文
書
の
願
文
か
ら
は
、
即
身
成
仏
説
に
立
つ
指
導
的
尼
の
存

在
が
明
ら
か
と
な
り
、
叡
尊
教
団
の
尼
と
尼
寺
の
果
た
し
た
役
割
を
よ
り

評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

法
然
と
親
鸞
の
光
明
観

安
部
　
弘
得

　

本
稿
は
「
光
の
変
化
性
」
と
い
う
思
想
が
、
法
然
（
一
一
三
三
―
一
二

一
二
）
と
親
鸞
（
一
一
七
三
―
一
二
六
三
）
の
光
明
観
に
通
底
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
光
明
観
は
、「
摂
取
の
光

明
」
と
い
う
一
点
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
光
の
名
称
や
分
類
方
法

を
対
照
し
て
み
る
と
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
法
然

は
「
心
光
」
と
い
う
語
を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
い
が
、
親
鸞
は
そ
れ
を
多

用
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
然
が
常
光
と
摂
取
の
光
明
と
を
区
別
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
親
鸞
は
摂
取
の
光
明
を
も
常
光
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
か

か
る
点
に
つ
い
て
は
何
か
解
決
策
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
等

閑
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
は
「
光
の
変
化
性
」
と
い
う
観
点
に
立

っ
て
、
先
の
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
提
示
し
た
い
。
ま
ず
は
『
観
無
量
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蓮
如
上
人
に
お
け
る
「
弥
陀
一
仏
」
の
考
察

稲
城
　
蓮
恵

　

本
発
表
は
、
蓮
如
の
発
信
し
た
年
紀
の
明
ら
か
な
『
御
文
（
御
文
章
）』

に
お
い
て
「
弥
陀
一
仏
」
の
表
現
が
文
明
三
年
か
ら
十
年
に
限
っ
て
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
時
代
背
景
を
重
要
視
し
た
先
行
研
究
「
蓮

師
教
学
の
本
流
―
そ
の
教
学
的
背
景
に
つ
い
て
」（
稲
城
選
恵
）
の
方
法

論
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
周
辺
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

蓮
如
は
康
正
三
年
、
本
願
寺
を
継
職
。
二
年
後
の
長
禄
三
年
頃
か
ら
名

号
を
本
尊
と
し
て
授
与
し
、
一
方
で
浄
土
真
宗
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
判
断
し

た
本
尊
を
焼
却
し
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
は
裏
書
き
に
本
尊
で
あ
る
こ
と

を
明
記
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
人
師
、
善
知
識
、
仏
が
等
し
い
と
い
う
考
え

を
否
定
し
て
如
来
・
仏
と
人
間
の
区
別
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
本
尊

を
焼
却
す
る
と
い
う
過
激
な
行
為
は
、
比
叡
山
や
高
田
専
修
寺
か
ら
非
難

さ
れ
、
比
叡
山
の
衆
徒
に
よ
る
本
願
寺
破
却
に
至
り
、
蓮
如
は
隠
形
し
て

京
都
を
去
り
近
江
を
転
々
と
し
て
文
明
三
年
吉
崎
で
坊
舎
を
営
ん
だ
。
寛

正
二
年
か
ら
『
御
文
』
を
発
信
し
て
い
る
が
、
こ
の
吉
崎
時
代
に
至
っ
て

多
く
の
人
の
前
で
読
み
上
げ
る
〝
公
的
な
〞『
御
文
』
の
形
態
を
確
立
さ

せ
た
。
荘
園
制
が
弱
体
化
し
、
惣
と
い
う
村
落
共
同
体
の
中
で
蓮
如
は
坊

主
・
長
・
年
寄
を
注
視
し
た
教
化
し
、
文
明
五
年
に
は
吉
崎
は
他
屋
と
い

う
村
の
出
張
所
が
二
百
を
超
え
る
勢
力
に
拡
大
し
た
。

　

蓮
如
は
文
明
五
年
以
降
、
如
来
・
仏
に
人
間
は
助
け
ら
れ
る
こ
と
を
明

確
に
し
つ
つ
も
、
諸
仏
諸
菩
薩
は
弥
陀
の
分
身
で
あ
り
弥
陀
は
諸
仏
諸
菩

薩
の
本
師
本
仏
で
あ
る
説
を
援
用
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
以
外
の
諸
仏
・
菩

薩
は
根
源
的
に
は
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
仏
本
神
迹
の
本
地
垂
迹
説

を
説
示
す
る
。
こ
の
背
景
に
は
村
落
共
同
体
へ
の
教
化
で
弥
陀
一
仏
の
前

　

一
方
、
親
鸞
は
弥
陀
の
応
化
身
を
光
で
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
「
報
身
よ
り
応
・
化
等
の
無
量
無
数
の
身

を
あ
ら
わ
し
て
、
微
塵
世
界
に
無
礙
の
智
慧
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
ふ

（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
第
二
巻
、
七
〇
三
頁
下
段
）」
と
述
べ
て
、
応

化
身
を
「
智
慧
光
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
親
鸞
は
応
化
身
と
同
様

に
釈
尊
・
還
相
の
菩
薩
・
法
然
も
光
と
し
て
捉
え
て
い
る
。『
顕
浄
土
真

実
教
行
証
文
類
』「
教
文
類
」
に
お
け
る
五
徳
瑞
現
の
文
で
は
、
釈
尊
が

弥
陀
の
教
え
を
説
く
直
前
に
「
光
顔
巍
巍
」
と
光
り
輝
い
て
い
た
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
同
書
の
「
証
文
類
」
で
は
曇
鸞
（
四
七
六
―
五
四
二
）

の
『
往
生
論
註
』
を
引
い
て
、
還
相
の
菩
薩
が
十
方
世
界
に
至
っ
て
衆
生

を
救
済
す
る
す
が
た
を
「
応
化
身
の
光
」
と
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
で
は
、
法
然
が
「
智
慧
光
」
よ
り
示
現
し
た
と

か
、
法
然
が
在
世
時
に
光
を
放
っ
て
い
た
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る

に
、
親
鸞
は
自
身
に
と
っ
て
の
様
々
な
救
済
者
を
光
と
し
て
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
で
き
た
の
は
、
親
鸞
が
前
提
と
し
て

「
光
の
変
化
性
」
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
法
然
は
「
光
の
変
化
性
」
を
認
識
し
た
上
で
、
化
仏

の
摂
取
・
来
迎
・
説
法
を
語
っ
て
い
る
。
親
鸞
も
ま
た
同
様
に
「
光
の
変

化
性
」
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
応
化
身
・
釈
尊
・
還
相
の
菩
薩
・

法
然
を
光
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
法

然
と
親
鸞
の
光
明
観
に
は
「
光
の
変
化
性
」
が
通
底
し
て
い
る
と
言
え

る
。
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い
う
よ
う
な
分
類
を
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
か
つ
本
地
垂
迹
説
を
通
念

と
す
る
人
々
が
教
化
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
文
明
四
年
の
越
前
長
崎
の
戦
い
の
朝
倉
側
の
勝
利
に
よ
り
、
時
宗

七
代
・
託
何
が
遊
行
相
続
を
し
た
称
念
寺
一
帯
の
教
化
す
る
機
会
を
得
た

こ
と
。
託
何
の
著
し
た
『
器
朴
論
』
に
み
え
る
本
地
垂
迹
説
で
権
社
実
社

を
統
合
し
て
い
く
よ
う
な
説
示
か
ら
み
て
も
、
こ
の
地
で
隆
盛
し
た
時

宗
、
ま
た
白
山
信
仰
、
そ
し
て
顕
密
仏
教
を
「
弥
陀
一
仏
」
に
包
括
し
て

摩
擦
を
避
け
な
が
ら
も
、
如
来
・
仏
と
人
間
の
区
別
は
明
確
に
し
、
親
鸞

か
ら
受
け
継
ぐ
「
弥
陀
一
仏
」
の
信
仰
を
『
御
文
』
で
説
示
し
た
の
で
あ

る
。

性
に
悩
む
親
鸞
像
の
形
成 

│
│ 

近
代
日
本
に
お
け
る
歴
史
研
究
と
文
学
の
相
関 

│
│

大
澤
　
絢
子

　

親
鸞
の
人
物
像
は
、『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』（
以
下
『
伝
絵
』）
を
は
じ
め
、

中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
教
団
内
外
の
物
語
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た

（
塩
谷
菊
美
『
語
ら
れ
た
親
鸞
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
）。
し
か
し
明
治

に
入
る
と
、
実
証
主
義
的
な
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
そ
う
し
た
物
語
の

記
述
が
批
判
的
に
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
史
実
の
検
証
に
伴
っ
て
神

秘
的
な
要
素
の
排
除
さ
れ
た
生
身
の
親
鸞
（
人
間
親
鸞
）
が
見
出
さ
れ
、

こ
の
親
鸞
が
倉
田
百
三
の
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』（
一
九
一
七
年
）
の
よ

う
な
文
学
の
主
題
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
近
代
日
本
に
お
け
る
親
鸞
像

の
再
編
成
に
は
、
教
団
内
の
教
義
や
伝
統
と
一
線
を
画
す
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

（
歴
史
研
究
）
と
社
会
（
特
に
文
学
）
双
方
の
影
響
が
あ
り
、
と
り
わ
け

大
正
期
に
お
い
て
、
青
年
期
の
親
鸞
像
が
中
心
に
描
き
出
さ
れ
て
い
っ
た

で
は
平
等
と
い
う
思
想
が
広
ま
り
、
加
賀
の
門
徒
が
寺
社
へ
の
年
貢
を 

拒
否
し
て
神
事
や
仏
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
記
録

（『
白
山
宮
荘
厳
講
中
記
録
』）
に
見
え
る
よ
う
に
、
既
存
勢
力
に
対
す
る

反
体
制
的
な
行
動
が
広
が
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
本
師
本
仏
説
は
、
宗
祖
親
鸞
が
叡
山
の
教
学
に
よ
っ
て
『
浄
土
和

讃
』
に
「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
、
い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど
、
塵

点
久
遠
劫
よ
り
も
、
ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
も
ふ
」
と
に
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
、
覚
如
が
『
口
伝
鈔
』
に
「
真
宗
所
立
の
報
身
如
来
、
諸
宗
通

途
の
三
身
を
開
出
す
る
こ
と
」
で
記
し
、
存
覚
が
鎌
倉
時
代
末
期
顕
密
仏

教
や
日
蓮
宗
か
ら
浄
土
門
に
対
し
て
の
神
祇
不
拝
の
非
難
に
対
し
て
『
諸

神
本
懐
集
』
な
ど
の
三
部
を
著
し
て
神
祇
不
侮
で
あ
る
と
対
処
し
た
こ
と

で
確
立
し
た
。
神
祇
は
本
地
で
あ
る
仏
・
菩
薩
が
仮
に
様
々
な
す
が
た
を

現
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
仏
教
の
神
祇
観
に
即
し
て
綴
ら
れ
た
『
諸
神

本
懐
集
』
に
は
、
神
々
の
中
に
は
権
社
、
つ
ま
り
権
化
（
仏
・
菩
薩
が
仮

に
神
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
）
の
霊
神
と
、
実
社
、
つ
ま
り
実
類
（
人
間

や
動
物
な
ど
、
実
在
し
て
い
た
も
の
を
神
と
し
た
も
の
）
の
祟
り
を
恐
れ

て
神
と
し
て
祭
っ
た
邪
神
が
あ
る
と
い
っ
て
、
実
社
の
邪
神
は
否
定
し
権

社
の
神
を
認
め
る
こ
と
を
述
べ
て
、
仮
に
現
れ
た
諸
仏
・
諸
菩
薩
は
弥
陀

の
分
身
で
、
諸
神
を
あ
が
め
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
弥
陀
一
仏
に
帰
す
る
こ

と
に
な
り
「
真
実
念
仏
の
行
者
に
な
り
て
こ
の
た
び
生
死
を
は
な
れ
ば
、

神
明
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
…
一
切
の
神
祇
・
冥
道
、
念
仏
の
ひ
と
を
擁
護

す
」
と
説
示
す
る
。
し
か
し
、
蓮
如
は
存
覚
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
こ
の
よ

う
な
権
社
、
実
社
の
分
類
は
せ
ず
、
す
べ
て
の
神
は
衆
生
を
救
済
す
る
た

め
に
権
の
姿
を
現
し
た
弥
陀
の
垂
迹
と
説
く
。
お
そ
ら
く
、
蓮
如
が
教
化

し
た
民
衆
の
中
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
神
は
多
種
多
様
で
、
権
化
と
実
類
と
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記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
松
野
純
孝
は
、「
親
鸞

の
よ
う
に
集
中
性
の
強
い
タ
イ
プ
に
は
、
性
欲
の
衝
動
も
激
し
か
っ
た
こ

と
は
想
像
す
る
に
か
た
く
な
い
」
と
述
べ
（『
親
鸞
―
そ
の
生
涯
と
思
想

の
展
開
過
程
』
三
省
堂
、
一
九
五
九
年
、
四
三
頁
）、「
純
粋
に
実
証
主
義

的
歴
史
学
の
手
法
に
よ
っ
て
論
述
さ
れ
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
（
平
松
令

三
『
親
鸞
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
一
五
頁
）、
親
鸞
の
史
実
検

証
の
一
つ
の
到
達
点
と
な
っ
た
赤
松
俊
秀
の
『
親
鸞
』（
一
九
六
一
年
）

も
、「
当
時
親
鸞
の
悩
み
は
性
欲
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
」
と
断
言
し
て
（
同
、
五
九
頁
）、
親
鸞
が
六
角
堂
に
参
籠
し

て
い
た
理
由
は
性
欲
の
悩
み
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
以

降
に
は
、
顕
密
僧
の
妻
帯
状
況
を
踏
ま
え
て
親
鸞
の
性
や
妻
帯
の
問
題
を

検
証
す
る
研
究
も
出
て
い
る
が
、
一
方
で
親
鸞
と
性
欲
の
悩
み
を
結
び
つ

け
た
歴
史
研
究
も
見
ら
れ
る
。

　

親
鸞
の
性
欲
の
描
写
に
つ
い
て
、
歴
史
研
究
と
文
学
と
の
は
っ
き
り
と

し
た
相
互
関
係
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
歴
史
研
究
の
記
述
か
ら

は
、
史
料
の
な
い
空
白
期
間
を
埋
め
る
た
め
、
研
究
者
の
価
値
観
に
よ
っ

て
親
鸞
像
が
構
築
さ
れ
て
き
た
面
も
う
か
が
え
る
。
史
料
か
ら
確
実
に
言

え
る
こ
と
は
限
定
さ
れ
る
た
め
、
人
間
親
鸞
の
解
明
を
目
指
し
た
結
果
、

非
合
理
的
な
要
素
が
排
除
さ
れ
、
史
料
の
な
い
部
分
は
空
白
と
な
ら
ざ
る

を
得
ず
、
こ
の
空
白
に
研
究
者
の
価
値
観
や
「
語
り
」
が
挿
入
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
課
題
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
史
実
に
関
す

る
史
料
の
少
な
い
親
鸞
特
有
の
問
題
な
の
か
や
、
自
ら
の
人
生
に
つ
い
て

多
く
を
書
き
残
し
て
い
る
日
蓮
と
の
違
い
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が

あ
る
。

こ
と
は
注
目
で
き
る
（
大
澤
絢
子
「
大
正
期
親
鸞
流
行
と
親
鸞
像
」『
佛

教
文
化
学
会
紀
要
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
九
年
）。
本
報
告
で
は
、
近
代

日
本
の
教
祖
像
形
成
の
過
程
と
し
て
、
親
鸞
の
性
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に

語
り
だ
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
際
、
歴
史
研
究
と
文
学
の
間
に
何
ら
か
の
関

係
性
が
見
ら
れ
る
か
を
検
証
し
た
。

　

親
鸞
自
身
が
妻
帯
や
性
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
し
た
記
録
は
残
さ
れ
て

お
ら
ず
、『
伝
絵
』
に
も
、「
恵
信
尼
文
書
」
に
も
性
欲
の
問
題
は
出
て
こ

な
い
。
近
代
に
お
い
て
、
親
鸞
の
性
の
問
題
の
語
り
出
し
が
最
も
早
く
行

わ
れ
た
の
は
、
村
田
勤
の
『
親
鸞
真
伝
―
史
的
批
評
』（
一
八
九
六
年
）

で
あ
る
。
だ
が
、
大
正
後
期
に
な
る
と
、
中
沢
見
明
『
史
上
の
親
鸞
』

（
一
九
二
二
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
研
究
で
、
親
鸞
の
性
欲
が
否
定

さ
れ
て
い
く
。
確
実
な
史
料
の
み
に
基
づ
く
中
沢
の
合
理
的
な
考
証
は
そ

の
後
の
歴
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
親
鸞
の
史
実
に
関
す
る
研
究

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
一
九
一
一
年
に
は
、
木
下
尚
江
が
『
法
然

と
親
鸞
』
で
親
鸞
の
性
欲
を
描
写
し
て
い
る
が
、
文
学
上
で
は
、
と
く
に

一
九
二
一
年
前
後
に
生
じ
た
親
鸞
流
行
期
で
親
鸞
の
性
欲
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
、「
性
に
悩
む
親
鸞
」
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、

親
鸞
の
青
年
期
（
出
家
〜
流
罪
ま
で
）
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
六
角
堂
参

籠
前
後
の
親
鸞
の
悩
み
が
、
性
欲
の
問
題
を
中
心
に
語
ら
れ
る
。
そ
の

後
、
吉
川
英
治
の
『
親
鸞
』（
一
九
三
八
年
）
や
丹
羽
文
雄
の
『
親
鸞
と

そ
の
妻
』（
一
九
六
〇
年
）
で
も
、
性
欲
に
悩
む
親
鸞
が
語
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
の
作
品
は
文
学
作
品
で
あ
り
、
創
作
で
あ
る
以
上
、
親
鸞
の
性
を

ど
う
描
く
か
は
自
由
で
あ
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、
実
証
主
義
的
歴
史
研
究
に
よ
る
親
鸞
像
の
構
築
が

目
指
さ
れ
た
昭
和
三
〇
年
代
に
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
親
鸞
の
性
欲
が
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蔵
菩
薩
へ
と
転
換
す
る
特
殊
な
説
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
こ

の
「
自
利
利
他
」「
入
出
」「
往
還
」
を
一
貫
し
て
統
一
的
に
説
明
す
る
た

め
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
設
定
し
、『
論
註
』
の
解
釈
や
『
論
註
』

を
自
身
の
教
学
の
核
と
し
て
た
び
た
び
引
用
す
る
親
鸞
の
諸
著
作
の
解
釈

を
す
る
際
に
何
度
も
前
面
に
出
し
て
使
用
し
て
い
る
。

　
〈
回
向
は
如
来
ば
か
り
に
あ
り
、
往
相
還
相
は
衆
生
ば
か
り
に
あ
り
。〉

　

こ
の
テ
ー
ゼ
の
眼
目
は
、
五
念
門
行
の
一
つ
で
あ
る
回
向
門
行
の
行
為

主
体
と
往
相
還
相
の
行
為
主
体
と
を
明
確
に
分
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ

の
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
・
阿
弥
陀
如
来
は
浄
土
に
往
生
し
た
り

浄
土
か
ら
還
来
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
衆
生
は
回
向
し
な
い
。
そ
の
か
わ

り
、
衆
生
は
弥
陀
の
本
願
力
回
向
に
よ
っ
て
、
弥
陀
の
建
立
し
た
浄
土
に

自
ら
往
生
し
、
そ
こ
か
ら
再
び
こ
の
娑
婆
世
界
に
還
来
し
て
他
の
衆
生
を

思
う
が
ご
と
く
利
益
す
る
こ
と
に
な
る
。

三　

香
月
院
の
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
誤
解
・
そ
も
そ
も
「
還
相
回
向
論
」

な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い

　

香
月
院
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、「
自
利
利
他
・
入
出
・
往

還
」
を
一
貫
し
て
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
香
月
院
の
時
代
の
前
後
も
含
め
て
十
全
な
理

解
が
得
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
と
り
わ
け
、
現
在
に
至
る
こ
の
百
年
余

り
は
、
香
月
院
の
明
快
な
文
献
実
証
を
顧
み
な
い
風
潮
が
目
立
ち
、
こ
の

テ
ー
ゼ
は
数
々
の
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

顕
著
な
例
を
挙
げ
る
と
、「
香
月
院
は
還
相
回
向
を
来
世
（
死
後
）
の

こ
と
と
し
て
語
っ
て
い
る
」
と
い
う
誤
解
が
あ
る
。
香
月
院
の
テ
ー
ゼ
の

要
は
回
向
門
行
の
行
為
主
体
と
往
相
還
相
の
行
為
主
体
を
明
快
に
分
け
た

こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
還
相
回
向
は
現
在
の
こ
と
か
未
来
の
こ

香
月
院
深
励
の
往
還
二
回
向
論
に
つ
い
て

菱
木
　
政
晴

一　

往
還
二
回
向
論
の
概
略

　

往
還
二
回
向
と
い
う
概
念
（
用
語
）
は
曇
鸞
（
四
七
六
―
五
四
二
）

が
、
天
親
（
世
親
）
の
著
作
『
浄
土
論
』（
の
菩
提
留
支
に
よ
る
六
世
紀

初
め
の
漢
訳
）
に
つ
け
た
注
釈
書
『
浄
土
論
註
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ

る
。
た
だ
し
、『
浄
土
論
』
の
ど
こ
に
も
「
往
相
還
相
」
と
い
う
言
葉
は

登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
浄
土
を
起
点
と
し
た
往
還
と
似
た
概
念
が
「
入

出
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。「
入
出
」
と
い
う
用
語
は
『
浄
土

論
』
の
最
終
部
分
に
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
入
出
」
は
必
ず

し
も
浄
土
を
起
点
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
、

「
回
向
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
は
「
振
り
向
け
る
」

と
い
う
こ
と
で
、
衆
生
が
様
々
な
善
行
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
功
徳
を
何
か

別
の
目
的
に
向
け
て
使
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
親
は
こ
の
概
念
を

『
浄
土
論
』
に
お
い
て
善
男
子
善
女
人
が
修
す
る
五
念
門
行
の
第
五
門
を

「
回
向
門
」
と
名
付
け
る
こ
と
で
使
用
し
て
い
る
。
一
方
、
曇
鸞
は
天
親

が
「
利
他
の
出
第
五
門
」
と
す
る
「
回
向
門
」
の
注
釈
に
「
往
還
」
を
登

場
さ
せ
て
い
る
の
で
、「
入
出
」
と
「
往
相
還
相
」
と
「
自
利
利
他
」
が

そ
の
ま
ま
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
自
利
利
他
」「
入

出
」「
往
還
」
を
一
貫
し
て
統
一
的
に
理
解
す
る
の
は
か
な
り
困
難
な
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
入
出
」
や
「
往
還
」
と
い
う
行
為
を
す
る
主
体
が

は
っ
き
り
し
な
い
せ
い
で
あ
る
。

二　

香
月
院
深
励
の
往
還
二
回
向
論

　

近
世
真
宗
大
谷
派
の
学
僧
・
香
月
院
深
励
（
一
七
四
九
―
一
八
一
七
）

は
、
親
鸞
が
五
念
門
行
の
行
為
主
体
を
善
男
子
善
女
人
（
衆
生
）
か
ら
法



　　208

『宗教研究』95巻別冊（2022年） 個人発表

所
霊
場
出
開
帳
に
着
目
し
た
森
正
人
の
論
考
（『
四
国
遍
路
の
近
現
代
』

創
元
社
、
二
〇
〇
五
年
、
第
二
章
）
に
留
ま
る
。
他
方
、
大
雄
山
最
乗
寺

研
究
は
一
九
八
〇
年
代
に
集
中
し
た
が
、
出
開
帳
に
関
す
る
研
究
は
、
渡

部
正
英
「
禅
宗
寺
院
の
開
帳
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究

紀
要
』
第
一
八
号
、
一
九
八
六
年
）
の
み
で
あ
る
。
記
録
集
の
『
道
了
尊

帝
都
御
巡
錫
記
』（
大
雄
山
最
乗
寺
、
一
九
八
六
年
）
を
活
用
し
、
近
代

仏
教
史
の
文
脈
に
位
置
付
け
て
出
開
帳
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
発
表
で
対
象
と
す
る
大
雄
山
最
乗
寺
は
、
神
奈
川
県
南
足
柄
市
に
位

置
す
る
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
り
、
一
三
九
四
（
応
永
元
）
年
に
了
庵
慧
明

（
一
三
三
七
―
一
四
一
一
）
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
。
山
形
県
善
宝
寺
、

愛
知
県
妙
厳
寺
と
と
も
に
曹
洞
宗
三
大
祈
禱
寺
院
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
祈
禱
は
御
真
殿
に
て
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
、
開
山
時
に
多
大
な
貢
献

を
し
、
了
庵
の
死
後
、
天
狗
に
姿
を
変
え
山
中
に
消
え
た
と
さ
れ
る
道
了

大
薩
埵
の
尊
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
出
開
帳
で
は
、
こ
の
尊
像
を
御
輿
に

遷
座
さ
せ
、
各
地
を
訪
問
し
た
。
以
下
、
五
度
の
出
開
帳
の
概
略
を
見
て

い
く
。

　

①
両
国
回
向
院　

一
七
八
四
（
天
明
四
）
年
三
月
一
五
日
〜
五
月
五
日

（
五
一
日
間
）。
斎
藤
月
岑
『
武
江
年
表
』、『
開
帳
差
免
帳
』
に
記
載
が
あ

る
。
伽
藍
修
復
、
殉
難
者
祈
願
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

②
渋
谷
長
谷
寺　

一
八
一
九
（
文
政
二
）
年
二
月
二
五
日
〜
四
月
二
五

日
（
六
〇
日
間
）。
開
山
四
〇
〇
回
遠
忌
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
神

奈
川
宿
か
ら
渋
谷
へ
行
列
し
、
富
士
講
の
協
力
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　

③
両
国
回
向
院　

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
二
月
二
〇
日
〜
三
月
二
九

日
（
三
九
日
間
）。
最
乗
寺
の
講
で
あ
る
代
々
木
講
を
中
心
と
す
る
二
八

講
の
要
請
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
警
備
や
会
場
の
取
締
は
、
剣
幕
長
兵

と
か
」
と
か
「
往
相
回
向
す
る
の
は
誰
か
」
な
ど
と
い
う
問
は
、
そ
れ
自

体
が
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
往
相
に
つ
い
て
の
回
向
も
還

相
に
つ
い
て
の
回
向
も
如
来
が
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
の
現
生
で
行
い
、
往
相

の
終
点
と
還
相
は
、
如
来
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
が
未
来
に
行
う
か

ら
で
あ
る
。
香
月
院
は
如
来
回
向
が
衆
生
の
現
生
に
あ
る
事
を
明
快
に
認

め
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、〈
如
来
回
向
は
ど
の
衆
生
に
と
っ
て
も
現
在
の
こ
と
で
あ

り
、
自
身
が
往
還
す
る
の
は
誰
に
と
っ
て
も
未
来
の
こ
と
で
あ
る
〉
と
い

う
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

寺
院
か
ら
外
に
出
て
行
く
儀
礼
の
変
遷 

│
│ 

大
雄
山
最
乗
寺
の
出
開
帳 
│
│

武
井
　
謙
悟

　

吉
永
進
一
は
、
仏
教
が
（
日
本
の
）
寺
院
か
ら
出
て
行
く
過
程
を
仏
教

の
近
代
化
と
し
た
。
大
谷
栄
一
は
こ
の
テ
ー
ゼ
を
発
展
さ
せ
、
寺
院
か
ら

出
て
行
き
大
学
等
で
学
ん
だ
子
弟
が
寺
院
に
戻
り
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て

仏
教
を
寺
院
外
部
に
発
信
す
る
過
程
を
仏
教
の
近
代
化
と
し
た
。
両
者
の

主
張
は
、
大
変
有
意
義
だ
が
、
一
部
エ
リ
ー
ト
の
活
動
に
限
定
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
寺
院
の
外
に
出
て
行
く
儀
礼
で
あ
り
、
民

衆
と
の
関
係
が
深
い
「
出
開
帳
」
の
変
遷
か
ら
、
仏
教
の
近
代
化
の
一
側

面
を
検
討
し
た
。
事
例
と
し
て
、
近
世
か
ら
現
代
に
五
度
実
施
さ
れ
た
大

雄
山
最
乗
寺
の
出
開
帳
を
扱
っ
た
。

　

比
留
間
尚
の
『
江
戸
の
開
帳
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
を
包

括
的
研
究
の
端
緒
と
す
る
開
帳
研
究
は
、
近
世
が
中
心
で
あ
る
。
近
代
で

は
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
四
国
八
十
八
ヶ
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立
正
大
学
所
蔵
河
口
慧
海
将
来
梵
文
『
入
法
界
品
』
写
本
の
来
歴
再
考

庄
司
　
史
生

　

本
稿
は
、
河
口
慧
海
（
一
八
六
六
―
一
九
四
五
）
が
第
一
回
入
蔵
時
の

帰
路
、
一
九
〇
三
年
に
ネ
パ
ー
ル
に
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
シ
ャ
ム
シ
ェ
ー
ル

（
一
八
六
三
―
一
九
二
九
）
よ
り
寄
贈
さ
れ
、
日
本
へ
と
将
来
さ
れ
た
梵

文
『
入
法
界
品
』
写
本
の
来
歴
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
日
本
へ
の
将
来
の
後
、
現
東
京
大
学
へ
所
蔵
さ
れ
て
い
た
は
ず

の
そ
の
写
本
が
、
実
際
に
は
慧
海
が
没
す
る
ま
で
そ
の
手
元
に
お
い
て
お

か
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
再
考
す
る
。

　

慧
海
が
『
入
法
界
品
』
を
含
む
華
厳
経
の
和
訳
の
出
版
を
目
指
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
彼
が
『
入
法
界
品
』
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
手
元
に
あ
っ
た
そ
の
写
本
を
彼
が
読
ん
だ
と
い
う
形

跡
は
な
い
（
同
写
本
に
対
す
る
慧
海
自
身
に
よ
る
書
き
込
み
は
な
く
、
ま

た
同
写
本
に
基
づ
く
彼
の
著
作
や
論
文
も
な
い
）。

　

と
こ
ろ
で
、
玉
代
勢
法
雲
（
一
八
八
一
―
一
九
五
六
）
は
、
一
九
〇
八

年
の
時
点
で
同
写
本
冒
頭
部
の
翻
刻
と
和
訳
を
公
表
し
て
い
る
。
玉
代
勢

は
写
本
冒
頭
部
の
帰
敬
序
を
全
て
翻
刻
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

状
に
お
い
て
同
写
本
は
一
部
に
破
損
（
焼
失
か
）
が
あ
り
、
一
部
の
文
字

が
判
読
で
き
ず
、
玉
代
勢
が
翻
刻
、
公
表
し
た
箇
所
の
一
部
も
、
今
は
破

損
の
た
め
に
み
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
箇
所
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
現
在
は
判
読
不
可
能
な
箇
所
の
翻
刻
を
、
か
つ
て
玉
代
勢
は
行
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
み
ら
れ
る
破

損
は
、
玉
代
勢
に
よ
る
調
査
の
後
（
一
九
〇
八
年
以
降
）
に
被
っ
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
―
一
九
六
六
）
は
本
写
本

が
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
と
一
九
三
四
年
の
時
点
で
述

衛
が
担
っ
た
。
高
輪
泉
岳
寺
か
ら
回
向
院
へ
行
列
し
、
そ
の
様
子
が
絵
で

描
か
れ
て
い
る
。

　

④
道
了
尊
帝
都
御
巡
錫　

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
一
一
月
一
四
日
〜

一
一
月
二
五
日
（
一
三
日
間
）。
寺
領
地
の
払
下
げ
と
関
東
大
震
災
被
災

者
慰
霊
の
た
め
独
住
一
〇
世
伊
藤
道
海
（
一
八
七
四
―
一
九
四
〇
）
の
時

代
に
実
施
さ
れ
た
。
東
京
、
神
奈
川
を
自
家
用
車
も
利
用
し
移
動
、
宮
城

前
や
各
講
元
の
邸
宅
の
前
で
祈
禱
を
行
っ
た
。
長
谷
川
香
が
指
摘
し
た
天

皇
儀
礼
の
経
路
（『
近
代
天
皇
制
と
東
京
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二

〇
年
）
と
相
似
す
る
が
、
吉
原
、
震
災
記
念
堂
へ
の
経
路
は
独
自
の
も
の

で
あ
る
。

　

⑤
道
了
尊
首
都
圏
御
開
帳　

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
一
〇
月
三
〇

日
〜
一
一
月
七
日
（
九
日
間
）。
開
山
六
〇
〇
回
遠
忌
事
業
と
し
て
独
住

一
九
世
石
附
周
行
（
一
九
三
七
―
）
の
も
と
「
世
界
恒
久
平
和
と
現
代
世

相
の
安
寧
」
を
掲
げ
実
施
さ
れ
た
。
両
国
国
技
館
で
の
祈
禱
と
コ
ン
サ
ー

ト
が
特
徴
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
概
略
を
述
べ
た
。
経
緯
の
変
遷
を
辿
れ
ば
、
①
と
②
は
、
後
見

寺
院
が
寺
社
奉
行
へ
申
請
し
た
が
、
③
で
は
、
講
組
織
の
求
め
に
よ
っ

た
。
輪
番
制
か
ら
独
住
制
と
な
り
、
初
の
出
開
帳
で
あ
る
④
は
、
発
案
か

ら
警
備
の
交
渉
、
ラ
ジ
オ
で
の
宣
伝
な
ど
、
伊
藤
道
海
の
活
躍
と
講
の
協

力
が
目
立
っ
た
。
⑤
は
、
寺
院
主
導
の
計
画
の
も
と
活
動
場
所
を
限
定
し

実
施
さ
れ
た
。
寺
院
主
導
の
①
と
②
を
経
て
独
自
の
講
が
発
展
し
、
③
か

ら
④
に
か
け
て
寺
院
と
講
が
相
互
協
力
し
、
⑤
で
再
び
寺
院
主
導
と
な
る

点
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
寺
院
と
個
人
の
結
び
つ
き
が
拡
大

し
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。
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②
水
損
に
よ
り
閲
読
不
能
と
な
っ
た
写
本
を
、
河
口
慧
海
が
引
き
取
っ

た
か
。

　

そ
し
て
結
果
的
に
河
口
慧
海
は
亡
く
な
る
ま
で
そ
の
写
本
を
手
元
に
置

い
て
い
た
。
彼
が
亡
く
な
っ
た
後
の
一
九
五
二
年
、
同
写
本
を
含
む
彼
の

旧
蔵
書
が
東
西
文
化
交
流
研
究
所
（
立
正
大
学
内
）
に
譲
渡
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
立
正
大
学
図
書
館
が
専
門
業
者
に
写
本
の
修
補
を
依
頼
し
た
。
そ

し
て
現
在
、
写
本
は
一
葉
ず
つ
手
に
取
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

べ
て
い
る
。
そ
の
時
点
で
写
本
が
東
京
大
学
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
確
か
に
本
写
本
の
破
損
は
関
東
大
震
災
時
に
よ
る
も
の
な
の
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
状
に
お
い
て
同
写
本
は
、
そ
の
一
部
に
焼

失
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
本
文
は
完
備
し
て
お

り
、
完
全
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
震

災
で
少
し
焼
け
て
し
ま
っ
た
こ
の
写
本
を
、
慧
海
は
持
ち
帰
り
、
ず
っ
と

手
元
に
お
い
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
の
写
本
を
結
果
的
に

受
け
入
れ
た
立
正
大
学
大
崎
図
書
館
（
現
品
川
図
書
館
）
に
よ
る
、
写
本

の
修
補
に
関
す
る
報
告
で
あ
る
。
同
報
告
に
よ
る
と
、
こ
の
写
本
は
同
図

書
館
の
中
で
存
在
が
確
認
さ
れ
た
時
、
写
本
の
料
紙
同
士
が
す
べ
て
接
着

し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
本
文
を
読
む
こ
と
が
出
来
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と

い
う
。
写
本
が
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
確
か
な
理
由
は
不

明
で
あ
る
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
水
損
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
関
東
大
震
災
被

災
時
に
全
焼
は
免
れ
た
も
の
の
、
消
火
活
動
の
際
に
水
浸
し
に
な
り
、
閲

読
不
能
に
な
っ
た
そ
の
写
本
を
、
慧
海
は
引
き
取
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。（
た
だ
し
、
彼
は
そ
れ
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
）。

　

本
稿
で
は
、『
入
法
界
品
』
写
本
が
東
京
大
学
で
は
な
く
、
慧
海
自
身

の
手
元
に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
同
写
本
が
立
正
大
学
内
か

ら
発
見
さ
れ
た
際
の
状
態
に
基
づ
い
て
再
考
し
た
。
こ
こ
で
の
ひ
と
つ
の

結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
推
定
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

①
一
九
二
三
年
、
東
京
大
学
に
お
い
て
被
災
。
こ
の
時
に
一
部
焼
失
の

上
、
水
を
浴
び
た
か
。
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近
代
護
法
論
と
し
て
の
「
宗
史
」 

│
│ 

西
本
願
寺
の
「
勤
王
」
を
手
が
か
り
に 

│
│

髙
橋
　
秀
慧

　

昭
和
四
四
年
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
刊
行
し
た
『
本
願
寺
史
』（
第

三
巻
）
に
は
、
同
宗
が
幕
末
に
お
い
て
「
勤
王
」
の
政
治
路
線
を
採
っ
た

と
記
述
さ
れ
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
宗
主
広
如
が
発
し
た
「
勤
王

の
直
諭
」
を
し
て
、「
維
新
政
権
と
の
関
係
路
線
を
設
定
す
る
重
要
な
意

義
」
を
持
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
西
本
願
寺
の
「
勤
王
」
史

は
、
宗
門
内
で
の
共
有
に
止
ま
ら
ず
、
戦
後
の
近
代
仏
教
史
を
牽
引
し
た

吉
田
久
一
氏
や
柏
原
祐
泉
氏
ら
に
も
参
照
さ
れ
、
広
く
認
知
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
、
明
治
初
期
に
お
け
る
本
願
寺
派
の
動
向
と
連
続
性
を
持
た
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
近
代
の
仏
教
界
を
リ
ー
ド
し
た
同
宗
の
前
提
状
況
と
し

て
語
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
近
年
、
幕
末
西
本
願
寺
の
政
治
的
動
向
に

つ
い
て
は
研
究
が
進
展
し
、
評
価
が
刷
新
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
報
告
者
の

問
題
関
心
は
や
や
異
な
り
、
近
代
日
本
に
お
い
て
、
西
本
願
寺
の
「
勤

王
」
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
に
あ

る
。
こ
の
点
、
辻
岡
健
志
氏
に
よ
り
、
西
本
願
寺
の
「
勤
王
」
の
主
張
が

『
復
古
記
』
へ
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
拙

稿
に
お
い
て
も
、
勤
王
僧
・
月
性
に
対
す
る
贈
位
と
、
郷
里
で
行
わ
れ
た

顕
彰
活
動
、
さ
ら
に
は
西
本
願
寺
に
よ
る
追
弔
行
動
が
、
西
本
願
寺
の

「
勤
王
」
史
を
補
強
す
る
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
報
告
は

直
接
的
に
は
拙
稿
の
問
題
関
心
を
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
事
例

を
検
討
し
た
試
論
で
あ
る
。

　

さ
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
贈
位
政
策
の
意
義
は
、
国
家
が
国
民
を
一

方
的
な
形
で
公
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
の
み
で
は
な

い
。
為
政
者
や
権
威
主
体
と
の
歴
史
的
・
伝
統
的
関
係
性
（
由
緒
）
を
取

り
結
び
、
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
権
益
確
保
や
保
身
を
図
ろ

う
と
す
る
「
下
か
ら
」
の
働
き
か
け
や
意
識
、
行
動
原
理
に
目
を
配
る
こ

と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
を
、
近
代
の
仏
教
者
に
当
て

は
め
て
み
た
場
合
、
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
者
が
「
護
法
」
的
な
意
識

を
背
景
と
し
て
、
天
皇
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い

う
、
森
和
也
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
近
代
日
本
国
家
公
定
の
歴
史
観
で
あ
る
王
政
復
古
史
観
に

伴
走
し
、
そ
れ
と
の
整
合
性
の
と
れ
た
宗
史
を
整
え
る
こ
と
は
、
仏
教
教

団
に
と
っ
て
新
た
な
由
緒
獲
得
運
動
と
も
い
え
、
そ
の
背
景
に
は
護
法
意

識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　

先
に
述
べ
た
『
復
古
記
』
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
の
年
で
あ
る
明

治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
に
完
成
す
る
が
、
辻
岡
氏
が
「
西
本
願
寺
側
の

〝
自
画
像
〞
が
強
く
反
映
さ
れ
た
活
動
の
徴
証
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
書
へ
の
記
事
掲
載
は
西

本
願
寺
の
「
勤
王
」
史
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

て
、
維
新
殉
難
者
へ
の
贈
位
も
、
同
年
の
西
郷
隆
盛
ら
へ
の
贈
位
を
契
機

に
活
発
化
す
る
。
例
え
ば
、
先
に
述
べ
た
月
性
の
贈
位
は
明
治
二
四
（
一

八
九
一
）
年
で
あ
る
。
こ
う
し
た
維
新
殉
難
者
へ
の
贈
位
は
、
明
治
維
新

に
お
け
る
「
勤
王
」
の
功
績
を
国
家
と
国
民
が
共
有
し
、
様
々
な
思
惑
を

孕
み
な
が
ら
も
共
通
認
識
を
形
成
し
、
歴
史
を
確
定
し
て
い
く
作
業
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
報
告
者
は
考
え
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
幕
末
期
に
西
本
願
寺
を
率
い
、
明
治
三
五
（
一

九
〇
二
）
年
に
贈
位
を
受
け
た
広
如
宗
主
と
そ
の
後
継
者
で
、
明
治
三
六

（
一
九
〇
三
）
年
に
贈
位
を
受
け
た
明
如
宗
主
の
贈
位
に
関
す
る
史
料
の
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て
汎
日
本
主
義
を
作
り
上
げ
た
」（『
日
蓮
仏
教
の
社
会
思
想
的
展
開
―
近

代
日
本
の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
、

二
七
頁
）
と
指
摘
し
、
と
く
に
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』（
六
牙
院
日
潮
）

に
お
け
る
仏
の
十
号
に
天
照
太
神
を
組
み
入
れ
た
記
述
（「
南
無
久
遠
実

成
天
照
皇
如
来
、
応
供
、
正
徧
知
、
明
行
足
、
善
逝
、
世
間
解
、
無
上

士
、
調
御
丈
夫
、
天
人
師
、
佛
世
尊
」）
が
智
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
し
て
い
る
。
松
岡
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
智
学
に
法
華
神
道
か
ら
の

影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
法
華
神
道
の
説
を
そ
の
ま
ま

の
形
で
受
け
継
い
で
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
実
際
、
智
学
の
国

体
論
に
は
、
法
華
神
道
の
用
語
を
用
い
つ
つ
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
い
る

点
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
、
法
華
神
道
の
文
献
と
智
学
の
国
体
論
と

の
比
較
検
討
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
智
学
が
法
華
神
道
か
ら
ど
の
よ
う
な

影
響
を
受
け
た
か
、
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
智
学
の
国
体
論
に
お
け
る
法
華
神
道
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
、

そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
法
華
神
道
三
部
書
（『
番
神
問
答
記
』

﹇
龍
華
院
日
具
﹈、『
法
華
神
道
秘
訣
』﹇
伝
・
円
明
院
日
澄
﹈、『
神
道
同
一

鹹
味
鈔
』﹇
仏
心
院
日
珖
﹈）
と
智
学
の
国
体
論
と
を
比
較
し
、
相
違
点
と

共
通
点
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
問
題
点
と
し
て（
一
）三
十
番
神
の
受
容
、

（
二
）三
種
神
説
と
四
種
神
説
、（
三
）天
照
太
神
の
解
釈
、
の
三
点
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
た
。

　
（
一
）
智
学
は
、
日
蓮
が
日
蓮
教
団
に
お
け
る
三
十
番
神
勧
請
の
起
源

と
な
っ
た
と
い
う
伝
説
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
。
ま
た
雑
乱
勧
請
を
禁

止
す
る
立
場
か
ら
、
三
十
番
神
信
仰
に
つ
い
て
も
用
い
な
い
。
法
華
神
道

と
は
日
本
神
祇
を
日
蓮
教
学
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中

心
は
三
十
番
神
信
仰
で
あ
る
が
、
智
学
の
国
体
論
は
天
照
太
神
と
そ
の
神

検
討
を
行
っ
た
。
両
者
の
贈
位
理
由
を
分
析
す
る
と
、「
勤
王
の
直
諭
」

を
は
じ
め
、
西
本
願
寺
が
戦
後
に
至
る
ま
で
主
張
し
て
き
た
幕
末
に
お
け

る
「
勤
王
」
事
例
が
ほ
と
ん
ど
国
家
に
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す

る
。
す
な
わ
ち
、
西
本
願
寺
の
「
勤
王
」
は
、『
復
古
記
』
の
み
な
ら
ず
、

贈
位
に
お
い
て
も
認
定
が
な
さ
れ
、
功
績
が
公
的
に
確
定
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
明
如
の
評
価
は
、
配
下
で
あ
る
他
の
「
勤
王

僧
」
の
功
績
も
取
り
込
み
つ
つ
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
、「
覚
如
上
人
、

蓮
如
上
人
と
共
に
、
御
代
々
の
中
で
も
最
も
功
勲
の
あ
る
御
方
」
と
評
さ

れ
「
宜
し
く
上
人
の
遺
風
を
体
し
、
真
俗
二
諦
の
宗
風
を
発
揚
す
べ
き
で

あ
る
。」
と
総
力
戦
体
制
に
向
け
て
、
門
徒
へ
の
説
諭
に
も
用
い
ら
れ
て

い
っ
た
。

田
中
智
学
の
国
体
論
と
法
華
神
道

戸
田
　
教
敞

　

田
中
智
学
（
一
八
六
一
―
一
九
三
九
、
以
下
「
智
学
」
と
略
記
）
は
、

在
家
仏
教
者
・
日
蓮
主
義
者
と
し
て
、
近
代
日
蓮
教
団
史
に
足
跡
を
残
し

た
人
物
で
あ
る
。
智
学
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で

様
々
な
角
度
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
最
も
関
心
を
寄

せ
ら
れ
て
き
た
の
が
国
体
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
蓮
教
団
史

の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
は
比
較
的
少
な
く
、
智
学
の
国
体
論
と
教
団

史
上
の
史
料
と
を
比
較
し
た
研
究
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
、
智
学
の
国
体
論
と
教
団
史
上
の
文
献
と
の
関
連
を
指
摘
し

た
希
少
な
研
究
と
し
て
、
松
岡
幹
夫
氏
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
松
岡
氏

は
「
彼
は
、
仏
教
の
本
地
垂
迹
説
や
法
華
神
道
な
ど
、
神
仏
一
致
思
想
か

ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
近
代
的
（
国
体
論
的
）
に
再
構
成
し
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あ
る
宗
学
者
の
弁
解
と
不
服
従 

│
│ 

学
徒
出
陣
壮
行
辞
の
再
読 

│
│

工
藤
　
英
勝

　

昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
一
〇
月
一
五
日
、
駒
澤
大
学
大
講
堂
に
お

い
て
、
学
校
教
職
員
を
代
表
し
て
出
陣
学
徒
壮
行
の
辞
を
述
べ
た
宗
学
者

と
は
、
衛え

藤と
う

即そ
く

応お
う

（
一
八
八
八
―
一
九
五
八
）
で
あ
る
。
衛
藤
は
敗
戦

後
、
出
陣
学
徒
壮
行
会
か
ら
十
年
し
て
、
学
長
就
任
演
説
の
結
び
で
出
陣

ま
ぢ
か
の
学
生
に
「
死
ん
で
帰
る
の
で
は
な
い
、
生
き
て
帰
れ
と
い
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
緊
迫
し
た
時
局
下
、
か
か
る
言
論
が
公
に
許
さ
れ

た
と
は
に
わ
か
に
信
じ
が
た
く
、
転
向
者
の
痛
々
し
い
弁
解
に
聞
こ
え
な

く
も
な
い
。

　

日
本
国
内
で
は
「
大
東
亜
戦
争
」
と
称
し
て
い
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

争
は
、
昭
和
一
八
年
に
入
っ
て
劣
勢
敗
退
の
一
途
を
た
ど
り
、
指
定
学
校

の
学
生
、
生
徒
ら
の
徴
兵
猶
予
措
置
が
停
止
（
勅
令
第
七
五
五
号
・
昭
和

一
八
年
一
〇
月
一
日
）
さ
れ
、
所
定
の
年
齢
に
達
し
た
学
生
は
在
学
中
か

ら
徴
兵
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
一
〇
月
二
一
日
、
明
治
神
宮
外

苑
陸
上
競
技
場
に
お
い
て
、
出
陣
学
徒
壮
行
会
が
挙
行
さ
れ
た
。
時
の
東

條
英
機
首
相
・
陸
相
は
「
一
切
を
大
君
の
御
為
に
捧
げ
奉
る
は
…
…
諸
君

が
悠
久
の
大
義
に
生
き
る
唯
一
の
道
」
で
あ
る
と
訓
示
し
た
。
こ
の
壮
行

会
を
記
念
し
て
編
集
刊
行
さ
れ
た
『
学
徒
出
陣
記
念　

日
本
主
義
死
生

観
』（
昭
和
一
九
年
七
月
一
〇
日
）
に
は
、
さ
き
の
東
條
演
説
も
含
め
、

宗
教
界
要
職
者
・
重
鎮
に
よ
る
二
五
篇
の
壮
行
辞
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
特
徴
は
、「
教
育
勅
語
」
の
「
一
旦
緩か

ん

急き
ゅ
うあ

れ
ば
義
勇
公
に
奉
じ
以

て
天て

ん

壌じ
ょ
う

無む

窮き
ゅ
うの
皇
運
を
扶ふ

翼よ
く

す
べ
し
」
や
、
楠
木
正
成
の
「
七し

ち

生し
ょ
う

報ほ
う

国こ
く

」

な
ど
を
引
い
て
、
あ
え
て
出
陣
学
徒
の
戦
勝
凱
旋
の
生
還
を
期
せ
ず
、
観

念
的
に
美
化
さ
れ
た
死
や
、「
殉
国
」
や
「
玉

ぎ
ょ
く

砕さ
い

」
な
ど
の
自
己
目
的
化

勅
に
対
す
る
日
蓮
教
学
的
解
釈
が
中
心
と
な
る
。
つ
ま
り
、
法
華
神
道
か

ら
の
影
響
も
自
ず
か
ら
天
照
太
神
に
関
す
る
点
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　
（
二
）
三
種
神
と
は
仏
家
神
道
に
見
ら
れ
る
日
本
神
祇
の
仏
教
的
分
類

解
釈
で
あ
る
。
法
性
神
と
は
法
性
真
理
と
同
体
の
神
、
有
覚
神
と
は
応
化

垂
迹
の
神
、
邪
横
神
と
は
悪
神
で
あ
る
。『
法
華
神
道
秘
訣
』
で
は
三
種

神
（
法
性
神
・
有
覚
神
・
邪
横
神
=
実
迷
悪
霊
神
）
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ

を
、
智
学
は
四
種
神
（
法
性
神
・
有
覚
神
・
邪
誑
神
・
実
迷
神
）
と
読
み

替
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
殊
に
有
覚
神
に
つ
い
て
は
、「
応
時

権
現
出
没
ノ
大
明
神
」「
垂
迹
示
現
」
で
あ
る
と
い
う
『
法
華
神
道
秘
訣
』

の
説
明
に
加
え
、「
行
因
得
果
の
果
報
か
ら
得
た
」、
す
な
わ
ち
法
華
経
修

行
に
よ
っ
て
神
と
な
っ
た
存
在
で
あ
る
と
智
学
は
捉
え
る
。
神
が
仏
道
に

よ
っ
て
覚
り
を
得
た
と
す
る
記
述
は
三
部
書
に
も
見
え
る
が
、
智
学
は
こ

れ
を
有
覚
神
の
説
明
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
智
学
は
、
天
照
太

神
は
法
華
経
に
よ
っ
て
覚
り
を
得
た
有
覚
神
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
こ

と
が
智
学
の
国
体
論
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　
（
三
）
智
学
の
天
照
太
神
解
釈
は
「
天
照
太
神
は
久
遠
実
成
の
釈
尊
の

応
現
で
あ
り
、
一
歩
進
ん
で
見
れ
ば
本
仏
と
同
体
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ

は
根
本
真
理
と
し
て
の
法
華
経
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
三
部
書
の
記
述
に
沿
う
も
の
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
智
学
が
用
い
る
「
久
遠
の
天
照
太
神
」
と
い
っ
た
表
現

は
三
部
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
智
学
は
三
部
書
の
所
説
を
そ
の
ま
ま
受
容

す
る
の
で
は
な
く
、
国
体
中
心
の
立
場
か
ら
選
択
し
再
編
成
し
た
、
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
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て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

衛
藤
の
「
出
陣
学
徒
壮
行
の
辞
」
が
当
時
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
事
由

と
し
て
は
、
第
一　

衛
藤
の
「
死
ん
で
帰
る
の
で
は
な
い
、
生
き
て
帰

れ
」
と
い
う
主
張
の
核
心
が
、
戦
時
符
合w

artim
e code

に
よ
っ
て

巧
緻
に
隠
蔽
粉
飾
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二　

衛
藤
の
主
張
は
、
当
時
の

戦
時
符
合
を
否
定
す
る
言
論
で
は
な
く
、
そ
の
う
え
に
新
た
に
付
加
さ
れ

て
い
る
点
。
第
三　

衛
藤
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
宗
祖
道
元
の
教
え
の
こ

と
ば
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
演

説
は
、
戦
時
非
常
時
に
お
け
る
衛
藤
即
応
畢
生
の
優
れ
た
言
論
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

明
治
初
期
琉
球
の
「
第
三
次
真
宗
法
難
事
件
」
に
関
す
る
史
料
研
究

福
島
　
栄
寿

　

発
表
者
は
日
本
宗
教
学
会
第
七
九
回
学
術
大
会
で
も
報
告
し
た
よ
う

に
、
過
去
五
年
間
に
渡
り
、
琉
球
・
沖
縄
仏
教
史
に
着
目
し
、
共
同
研
究

（
研
究
代
表
者
：
福
島
、
研
究
協
力
者
：
知
名
定
寛
・
川
邉
雄
大
・
長
谷

暢
）
に
取
組
ん
で
き
た
。
特
に
明
治
期
の
那
覇
・
辻
遊
廓
で
実
践
さ
れ
た

真
宗
布
教
の
実
態
と
、
琉
球
藩
庁
に
よ
る
信
徒
捕
縛
事
件
（
明
治
一
〇

年
・
第
三
次
真
宗
法
難
事
件
）
の
解
明
を
目
指
し
、
新
出
史
料
の
調
査
・

翻
刻
・
分
析
に
取
組
ん
で
い
る
。
現
時
点
で
、
翻
刻
の
主
な
成
果
は
、
以

下
三
点
で
あ
る
。

　

⑴
清
原
競
秀
著
『
日
々
琉
行
之
記
』（
知
名
・
福
島
・
長
谷
「《
史
料
紹

介
》
福
岡
県
小
郡
市
三
沢
光
明
寺
蔵
清
原
競
秀
「
日
々
琉
行
之
記
」」『
神

女
大
史
学
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
七
年
）

　

⑵
真
宗
大
谷
派
鹿
児
島
別
院
蔵
『
明
治
十
一
年
三
月
整
頓　

琉
球
上
申

し
た
死
す
ら
称
揚
す
る
。

　

か
か
る
極
限
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、「
生
き
て
帰
れ
」
と
公
言
す
る
こ

と
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

当
時
の
各
種
の
記
録

や
報
道
記
事
な
ど
を
閲
す
る
に
、
本
稿
冒
頭
の
期
日
と
会
場
に
お
い
て
、

衛
藤
は
た
し
か
に
「
出
陣
学
徒
壮
行
の
辞
」
を
演
説
し
て
い
る
。
そ
の
内

容
た
る
や
、
戦
中
戦
後
に
わ
た
っ
て
、
複
数
の
記
録
が
存
在
す
る
。
敗
戦

後
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
に
よ
る
日
本
占
領
が
終
結
し
た
昭

和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
四
月
末
後
、
衛
藤
即
応
講
述
『
信
仰
の
帰
趣
』

が
編
纂
上
梓
さ
れ
、
こ
の
巻
末
附
録
に
「
生

し
ょ
う

死じ

巖が
ん

頭と
う

に
立
ち
て
」
と
題
す

る
草
稿
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

衛
藤
は
こ
の
壮
行
辞
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
葉は

隠が
く
れは
『
武

士
道
と
い
う
こ
と
は
、
死
ぬ
こ
と
と
み
つ
け
た
り
』
と
い
う
が
、
今
日
一

般
に
は
、
諸
君
に
死
の
覚
悟
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
、
武
士
道
と
し
て
は

そ
れ
で
よ
い
。
実
に
立
派
な
覚
悟
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は

道
元
禅
師
の
精
神
か
ら
は
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
手
ぬ
る
い
。
仏
法
は
死
を

要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
生
き
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
真
実
の
仏
法
者
の

覚
悟
は
、
生
き
て
生
き
ぬ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
」
ま
た
「
人
間
は
い
ず
れ
死

な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
国
家
の
お
役
に
た
っ
て
、
い
ま
死
ぬ
の
は
花
で
あ

る
、
と
考
え
る
の
は
仏
法
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
仏
教
で
は
業
力
に
し
ば

ら
れ
た
生
き
か
た
で
あ
る
と
お
し
え
る
」
さ
ら
に
は
「
真
に
生
き
る
た
め

に
は
死
線
を
突
破
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
覚
悟
で
あ
る
。
死

に
場
所
を
探
す
の
で
は
な
い
、
生
き
所
を
求
め
る
の
で
あ
る
」（
本
文
抜

粋
）。
驚
愕
す
べ
き
言
論
で
あ
る
。
当
時
の
出
陣
学
徒
へ
の
餞

は
な
む
けの
言
葉
と

し
て
は
異
様
特
異
で
あ
る
。
衛
藤
の
こ
の
言
論
は
、
戦
争
反
対
や
軍
部
批

判
な
ど
の
抵
抗
の
言
説
で
は
な
い
に
せ
よ
、
徒
死
不
服
従
の
姿
勢
を
貫
い
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廃
琉
置
県
（
琉
球
処
分
）
―
」（『
立
命
館
文
学
』
六
六
〇
号
、
二
〇
一
九

年
）

　

⑸
知
名
定
寛
「
琉
球
に
お
け
る
第
三
次
法
難
事
件
と
『
琉
球
藩
王
尚
泰

訴
状
』
に
つ
い
て
」（『
神
女
大
史
学
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
九
年
）

　

⑹
福
島
栄
寿
「
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
）

　

福
島
は
、
⑷
・
⑹
で
、
主
に
⑴
を
分
析
し
、
田
原
・
清
原
等
の
真
宗
布

教
の
実
態
に
着
目
し
た
。
知
名
は
、
⑸
で
、
主
に
⑶
（
後
半
）
を
分
析
。

東
本
願
寺
の
琉
球
藩
王
尚
泰
告
訴
の
動
き
に
着
目
し
、
第
二
回
目
の
対
弁

で
藩
庁
が
信
徒
処
罰
の
「
私
擅
」
の
非
を
認
め
た
経
緯
と
、
琉
球
処
分
へ

の
決
定
的
意
味
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

近
代
仏
教
史
で
は
未
だ
研
究
の
蓄
積
が
不
充
分
な
沖
縄
仏
教
史
だ
が
、

本
共
同
研
究
の
取
組
み
で
新
た
な
知
見
が
着
実
に
得
ら
れ
て
い
る
。
同
時

に
、
近
世
以
降
の
九
州
地
域
と
沖
縄
を
結
ぶ
布
教
僧
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や

潜
伏
宗
教
と
真
宗
寺
院
の
関
係
等
、
解
明
す
べ
き
諸
課
題
も
見
出
せ
た
。

今
後
も
本
共
同
研
究
を
継
続
し
、
特
に
近
世
以
降
の
沖
縄
仏
教
史
・
真
宗

史
研
究
に
新
知
見
を
付
加
で
き
る
よ
う
取
組
み
た
い
。

【
本
発
表
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
」JP 

18K
00088　

研
究
代
表
者
：
福
島
栄
寿
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。】

書
類
綴
込
』（
福
島
・
知
名
・
川
邉
・
長
谷
「〈
翻
刻
〉・【
要
旨
】
真
宗
大

谷
派
鹿
児
島
別
院
蔵
明
治
十
一
年
三
月
整
頓　

琉
球
上
申
書
類
綴
込
」

『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
、
二
〇
二
〇
年
、
翻
刻
は
大

谷
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
公
開
）

　

⑶
真
宗
大
谷
派
鹿
児
島
別
院
蔵
『
琉
球
国
内
務
省
出
張
所
往
復
書
藩
庁

往
復
並
応
接
記
綴
込
』（
福
島
・
知
名
・
川
邉
・
長
谷
「〈
翻
刻
〉・【
要

旨
】
真
宗
大
谷
派
鹿
児
島
別
院
蔵
「
琉
球
国
内
務
省
出
張
所
往
復
書
藩
庁

往
復
並
応
接
記
綴
込
（
前
）」『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
八

号
、
二
〇
二
一
年
、
翻
刻
は
大
谷
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
公
開
。

後
半
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
に
公
開
予
定
）

　

⑴
は
、
真
宗
僧
・
清
原
競
秀
の
日
記
（
明
治
九
年
一
〇
月
二
二
日
〜
明

治
一
〇
年
五
月
二
二
日
付
）
で
、
明
治
初
期
に
琉
球
布
教
に
渡
っ
た
経
緯

や
清
原
と
同
じ
く
布
教
僧
・
田
原
法
水
等
の
辻
遊
廓
で
の
布
教
の
具
体
的

な
様
子
が
み
え
る
。
⑵
は
、
田
原
等
の
東
本
願
寺
へ
の
上
申
書
の
綴
込
で

あ
る
（
明
治
九
年
三
月
〜
明
治
一
一
年
九
月
三
〇
日
付
）。
第
三
次
法
難

事
件
発
生
の
経
緯
、
及
び
事
件
の
実
情
、
そ
し
て
内
務
省
へ
信
徒
赦
免
と

事
態
収
拾
を
願
う
東
本
願
寺
側
の
窮
状
が
み
え
る
。
⑶
は
、
琉
球
藩
庁
と

の
調
停
役
に
東
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
真
宗
僧
・
小
栗
憲
一
の
東
本
願

寺
へ
の
上
申
書
類
の
綴
込
で
あ
る
（
明
治
一
一
年
四
月
二
九
日
〜
明
治
一

一
年
九
月
一
四
日
）。
内
務
省
出
張
所
（
木
梨
精
一
郎
所
長
）
で
開
か
れ

た
琉
球
藩
庁
と
東
本
願
寺
と
の
二
回
の
応
接
・
対
弁
（
明
治
一
一
年
八
月

二
日
・
二
二
日
）
記
録
が
み
え
る
。

　

こ
れ
ら
新
出
史
料
の
分
析
に
基
づ
く
主
な
研
究
成
果
と
し
て
、
現
在
以

下
の
三
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

　

⑷
福
島
栄
寿
「
明
治
初
期
琉
球
の
真
宗
布
教
―
『
真
宗
法
難
事
件
』
と
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中
山
の
「
仏
教
国
有
論
」
は
、
聖
徳
太
子
以
来
、
仏
教
が
皇
国
日
本
の

精
神
的
基
礎
で
あ
り
至
宝
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
宗
教
団
体
法
（
一

九
三
八
年
成
立
）
は
仏
教
を
外
国
宗
教
と
同
列
に
お
く
間
違
い
を
お
か
し

て
い
る
。
政
府
は
新
た
な
法
律
に
よ
っ
て
寺
院
に
課
税
す
る
の
で
は
な

く
、
国
民
の
精
神
指
導
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
仏
教
各
宗
派
も
自
ら
統

一
し
て
改
革
を
行
い
、
政
府
と
合
同
で
社
会
奉
仕
に
邁
進
す
べ
き
と
訴
え

た
。
こ
の
よ
う
な
中
山
の
主
張
は
、
目
新
し
さ
も
実
現
性
も
低
い
。

　

し
か
し
、
中
山
は
自
論
を
日
本
国
教
大
道
社
の
社
員
と
し
て
発
表
し
、

大
正
天
皇
の
従
兄
弟
で
貴
族
院
議
員
の
柳
原
義
光
伯
爵
に
よ
る
序
文
を
付

し
て
印
刷
し
、
各
方
面
に
配
布
し
た
。
元
々
、
日
本
国
教
大
道
社
は
明
治

の
神
道
家
川
合
清
丸
が
西
洋
化
す
る
日
本
社
会
を
危
惧
し
、
神
道
・
儒

教
・
仏
教
を
融
合
し
た
「
国
学
国
教
」
を
広
め
る
た
め
に
設
立
し
た
団
体

で
あ
る
。
一
九
一
七
年
、
川
合
の
死
に
よ
っ
て
解
散
し
た
が
、
川
合
を
生

涯
の
師
と
仰
ぐ
陸
軍
大
将
林
銑
十
郎
に
よ
っ
て
、
首
相
辞
任
後
の
一
九
三

八
年
に
復
興
さ
れ
た
。
宗
教
団
体
法
案
の
審
議
委
員
長
だ
っ
た
柳
原
は
、

法
案
批
判
を
契
機
に
中
山
を
気
に
入
り
、
自
身
も
役
員
を
務
め
る
日
本
国

教
大
道
社
と
社
長
の
林
に
対
し
、
中
山
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。

　

中
山
は
以
後
、
柳
原
ら
と
共
に
仏
教
国
有
研
究
会
や
仏
教
史
談
会
を
組

織
し
、
華
族
会
館
で
毎
月
皇
族
関
係
者
や
軍
人
、
仏
教
学
者
の
講
演
会
を

開
催
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
海
軍
中
将
小
笠
原
長
生
（
子
爵
）
の
支
援
も

受
け
て
い
る
。
小
笠
原
は
、
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ

る
が
、
松
井
石
根
が
主
催
す
る
大
亜
細
亜
協
会
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人

と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
林
銑
十
郎
も
大
亜
細
亜
協
会
に
深
く
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
は
、
近
年
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
四
一
年
七
月
、
中
山
の
仏
教
国
有
研
究
会
は
二
千
人
以
上
の
観
衆

中
山
理
々
の
「
仏
教
国
有
運
動
」
と 

林
銑
十
郎
の
日
本
国
教
大
道
社
に
つ
い
て

坂
井
田
夕
起
子

　

現
在
『
仏
教
タ
イ
ム
ス
』
社
長
と
し
て
の
み
知
ら
れ
る
中
山
理
々
（
一

八
九
五
―
一
九
八
一
）
は
、
戦
後
い
ち
早
く
対
外
的
な
交
流
を
開
始
し
た

仏
教
者
の
一
人
で
あ
る
。
全
仏
の
国
際
局
長
を
三
期
務
め
、
キ
リ
ス
ト
者

と
も
交
流
が
あ
り
、
海
外
の
仏
教
者
か
ら
は
「
日
本
仏
教
の
顔
」
と
み
な

さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
戦
前
の
中
山
は
「
仏
教
国
有
論
」
に
よ
っ
て
皇
室
を
賛
美

し
、
国
粋
主
義
的
な
仏
教
運
動
を
広
く
展
開
し
た
経
験
を
持
つ
。
な
ぜ
、

一
単
立
寺
院
の
住
職
だ
っ
た
中
山
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
か
。
本
報
告
で
は
、
戦
時
に
お
い
て
中
山
が
華
族
や
軍
人
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
築
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
活
発
な
仏
教
運
動
を
展
開
で
き
た
事

例
と
し
て
紹
介
し
た
い
。

　

東
京
浅
草
の
真
宗
大
谷
派
（
当
時
）
龍
飛
山
法
善
寺
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
た
中
山
は
、
大
谷
大
学
予
科
修
了
後
、
改
め
て
東
京
大
学
文
学
部
西

洋
哲
学
科
に
入
学
し
、
三
〇
歳
で
卒
業
し
た
。
同
時
に
、
東
京
市
の
火
葬

場
の
九
割
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
東
京
博
善
株
式
会
社
の
取
締
役
に
も
就

任
し
た
。
一
九
三
六
年
、
父
の
後
を
つ
い
で
住
職
と
な
っ
た
中
山
は
、
単

立
（
当
時
）
の
赤
羽
山
法
善
寺
の
住
職
も
兼
任
し
た
。

　

一
九
三
七
年
、
中
山
は
東
京
市
の
嘱
託
と
し
て
渡
米
し
、
火
葬
事
情
の

視
察
と
会
議
を
任
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
中
山
は
欧
州
を
旅
し
て
翌
年
三
月

に
帰
国
す
る
が
、
ま
も
な
く
浅
草
法
善
寺
の
住
職
を
弟
に
譲
り
、
自
身
は

赤
羽
の
住
職
の
み
継
続
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
九
年
末
、「
仏
教
国
有

論
」
を
発
表
し
て
、
周
囲
を
驚
か
せ
た
の
で
あ
る
。
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『
精
神
修
養
』
は
真
宗
大
谷
派
・
安
藤
嶺
丸
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
三
）

が
主
宰
し
、
一
九
一
二
年
一
二
月
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
理
事
の

一
人
た
る
在
家
仏
教
者
の
加
藤
咄
堂
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
九
）
の
下
で

『
新
修
養
』
と
改
名
の
上
、
大
正
末
年
ま
で
継
続
す
る
。
咄
堂
は
一
九
〇

九
年
の
著
作
『
修
養
論
』
に
お
い
て
、
人
格
を
完
成
し
、
当
世
に
有
用
の

材
と
な
る
修
養
を
心
身
両
面
か
ら
論
じ
、
翌
年
『
精
神
修
養
』
で
広
く
修

養
を
問
う
て
い
く
。『
精
神
修
養
』
は
時
代
の
堕
落
を
刷
新
し
、
社
会
の

改
良
を
目
指
し
て
発
刊
さ
れ
た
。
一
九
〇
〇
年
の
選
挙
法
改
正
で
男
子
二

五
歳
以
上
、
直
接
国
税
一
〇
円
以
上
の
納
税
者
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
る

が
、
総
選
挙
に
お
い
て
立
候
補
者
、
有
権
者
双
方
に
不
正
が
蔓
延
す
る
実

態
に
、
当
雑
誌
は
社
会
に
最
も
波
及
す
る
政
治
の
腐
敗
を
糾
弾
し
、「
活

社
会
」
を
築
く
た
め
の
「
活
運
動
」、
つ
ま
り
現
実
の
努
力
に
よ
る
「
活

修
養
」
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
消
費
組
合
の
設
立
や
講
演
会
な
ど
を
通
じ

人
々
の
救
済
や
啓
発
を
図
ろ
う
と
し
た
。『
精
神
修
養
』
が
説
く
「
活
修

養
」
を
咄
堂
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
理
想
の
実
現
は
現
実
の
努
力
、
つ

ま
り
「
活
修
養
」
で
得
ら
れ
る
と
い
う
咄
堂
の
修
養
論
は
、
道
学
の
口
吻

を
学
び
野
孤
禅
な
ど
脱
世
俗
主
義
を
説
く
修
養
と
隔
し
、
立
憲
国
の
国
民

の
養
成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
人
に
は
五
重
の
責
務

た
る
「
個
人
と
し
て
の
我
」、「
家
族
と
し
て
の
我
」、「
国
民
と
し
て
の

我
」、「
人
類
と
し
て
の
我
」、「
宇
宙
の
一
物
と
し
て
の
我
」
が
あ
る
と
、

国
家
へ
の
貢
献
を
挙
げ
る
。
ま
た
人
民
が
参
政
権
を
正
し
く
行
使
し
立
憲

国
を
興
隆
さ
せ
、
国
家
を
世
界
人
道
に
導
く
こ
と
が
立
憲
国
の
人
民
の
職

責
で
あ
り
、「
大
国
民
」
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
日
常
行
中
に
こ
の
職
責
を

自
覚
し
て
こ
そ
宇
宙
の
一
員
と
し
て
天
地
に
足
跡
を
残
せ
る
の
だ
と
。
注

目
す
べ
き
は
、
修
養
が
国
家
や
世
界
人
道
と
連
関
し
、
宇
宙
の
大
法
な
る

を
集
め
た
「
東
亜
お
盆
祭
り
」（
於
軍
人
会
館
）
を
主
催
し
た
。
主
賓
は

松
井
石
根
ほ
か
、
東
京
市
長
や
駐
日
中
華
大
使
の
褚
民
誼
ら
も
招
待
さ
れ

る
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
以
後
、
毎
年
東
京
市
で
は
「
大
東
亜

お
盆
祭
り
」
と
名
称
を
変
え
、
敗
戦
ま
で
継
続
し
て
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
一
連
の
中
山
の
活
動
は
、
彼
の
思
想
内
容
以
上
に
、
戦
時
を
背
景
と
し

た
華
族
や
軍
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
て
こ
そ
の
活
躍
だ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

加
藤
咄
堂
と
雑
誌
『
精
神
修
養
』 

│
│ 

理
想
の
実
現
と
立
憲
国
の
大
国
民 

│
│

山
口
　
陽
子

　
「
活
修
養
」
は
、
一
九
一
〇
年
一
〇
月
発
行
の
雑
誌
『
精
神
修
養
』
が

主
張
し
た
概
念
で
あ
り
、
従
来
の
修
養
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
日
本

宗
教
史
上
の
修
養
研
究
で
は
島
薗
進
（「
近
代
日
本
の
修
養
思
想
と
文
明

観
」『
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
精
神
文
化
』、
一
九
九
五
年
）
や
岡
田
正
彦
の
研

究
（「
加
藤
咄
堂
と
仏
教
演
説
│
│
近
代
日
本
に
お
け
る
「
修
養
論
」
の

系
譜
」『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
宗
教
運
動
の
言
説
空
間
』、
二
〇
一

二
年
）
に
加
え
、
栗
田
英
彦
が
修
養
の
定
着
に
果
た
し
た
宗
教
の
役
割
を

指
摘
す
る
（「
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
「
修
養
」
概
念
と
将
来
の
宗
教

の
構
想
」『
宗
教
研
究
』
三
八
四
、
二
〇
一
五
年
）。
た
だ
し
、
宗
教
史
か

ら
日
露
戦
後
の
修
養
の
展
開
を
検
討
し
た
研
究
は
、
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ

タ
ウ
（「
修
養
と
し
て
の
仏
教
│
│
村
上
専
精
の
教
育
実
践
と
そ
の
射
程
」

『
村
上
専
精
と
日
本
近
代
仏
教
』、
二
〇
二
一
年
）
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で

本
報
告
は
、『
精
神
修
養
』
と
い
う
雑
誌
に
焦
点
を
あ
て
、
明
治
後
期
を

反
映
す
る
修
養
の
側
面
を
指
摘
し
た
。
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一
九
七
五
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
上
院
に
お
い
て
全
米
議
会
史
上

初
の
仏
教
僧
侶
の
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
と
な
っ
た
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
以

下
、
本
派
）
二
世
開
教
使
・
増
永
正
公
（
一
九
一
五
―
一
九
九
一
）
の
就

任
に
至
る
ま
で
の
経
緯
や
背
景
の
考
察
を
行
い
、
日
米
の
報
道
資
料
に
み

え
る
就
任
後
の
影
響
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
就
任
に
は
、
伝
統
的
に
州
都
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
上
院

議
員
に
よ
る
指
名
と
議
会
上
院
規
約
委
員
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。

初
の
仏
教
僧
侶
就
任
に
あ
た
り
議
論
は
あ
っ
た
が
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ

た
背
景
に
は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
ロ
ッ
ダ
上
院
議
員
の
宗

教
・
人
種
・
性
別
不
問
で
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
を
指
名
す
る
姿
勢
に
よ
る
と

言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
就
任
に
は
「
政
治
上
の
配

慮
」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ッ
ダ
の
属
す
る
民
主
党
が
日
系
人

を
含
む
移
民
の
境
遇
改
善
政
策
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
七
十
五
年
を
迎
え
た
米
国
仏
教
団
の
歴
史
や
信
徒
数
が
一

定
の
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
タ
イ
ム
ス
が

「
適
切
な
任
用
」
と
論
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
中
で
も

歴
史
あ
る
米
国
仏
教
団
お
よ
び
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
別
院
輪
番
の
地
位
に
あ
っ

た
増
永
の
状
況
も
一
因
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
エ
ッ
ク
（
二
〇
〇
五
）
は
宗

教
間
対
話
や
宗
教
協
力
を
行
な
っ
て
き
た
先
駆
的
存
在
で
あ
る
南
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
異
宗
教
間
会
議
が
「
州
上
院
に
仏
教
徒
の
チ
ャ
プ
レ
ン
を
任
命

し
て
も
ら
う
働
き
か
け
」
を
行
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
は
、
同
会

議
に
は
米
国
仏
教
団
及
び
各
仏
教
会
が
参
加
し
、
様
々
な
問
題
に
関
す
る

意
見
交
換
や
協
力
関
係
の
構
築
を
行
な
っ
て
い
た
。
増
永
個
人
も
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
別
院
副
輪
番
時
代
か
ら
同
会
議
へ
参
加
し
、
そ
の
後
も
交
流
を
継

続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
会
議
の
「
働
き
か
け
」
が
増
永
の
就
任
を
後

仏
教
思
想
を
理
想
に
説
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

咄
堂
が
教
育
勅
語
や
戊
申
詔
書
を
国
家
経
論
の
根
幹
と
す
る
如
く
、

『
精
神
修
養
』
も
「
公
」
と
の
親
和
性
を
保
ち
、「
活
修
養
」
に
よ
る
社
会

の
変
革
を
目
指
し
た
。
す
な
わ
ち
、
修
養
言
説
に
お
け
る
理
想
実
現
と
現

実
随
順
の
調
和
（
栗
田
、
六
九
頁
）
は
、
雑
誌
『
精
神
修
養
』
の
「
活
修

養
」
概
念
に
お
い
て
理
想
実
現
と
現
実
改
革
の
調
和
と
し
て
示
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
精
神
修
養
』
の
見
方
は
、
諸
聖
賢
の
人
格
を
理
想

に
、
座
禅
な
ど
で
人
格
の
向
上
を
図
る
一
九
〇
〇
年
代
の
修
養
か
ら
の
転

換
で
あ
る
。「
活
修
養
」
は
、
従
来
の
制
度
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ

た
社
会
の
混
乱
を
前
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
差
し
掛
か
ろ
う
と
す
る

時
代
を
反
映
し
た
修
養
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
報
告
で
は
、
雑

誌
『
精
神
修
養
』
が
、
社
会
、
特
に
政
治
の
腐
敗
を
前
に
、
時
代
の
革
新

を
目
指
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。「
活
社
会
」
を
築
く
た
め
の
「
活
修
養
」

で
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
立
憲
国
を
支
え
る
人
民
の
育
成
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
一
九
一
二
年
の
最
終
号
に
、
立
憲
国
は
成
立
し
た
が
立
憲
国
民
は

未
だ
成
立
せ
ず
、
来
る
時
代
は
日
本
人
の
育
成
を
目
指
す
と
、
大
正
へ
の

決
意
が
述
べ
ら
れ
る
。
継
続
誌
と
な
る
『
新
修
養
』
に
お
い
て
、
咄
堂
が

如
何
に
人
民
の
育
成
を
論
じ
る
の
か
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

あ
る
二
世
開
教
使
の
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
就
任
を
め
ぐ
っ
て

打
本
　
弘
祐

　

第
一
回
連
邦
議
会
か
ら
存
在
し
、
会
期
初
め
や
本
会
議
前
の
祈
禱
を
中

心
的
役
割
と
す
る
米
国
の
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
の
歴
史
の
中
で
も
、
仏
教
僧

侶
が
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
と
な
っ
た
例
は
極
め
て
少
な
く
、
管
見
の
限
り
増

永
正
公
と
ボ
ブ
・
オ
ー
シ
タ
の
二
名
に
留
ま
る
。
本
発
表
に
お
い
て
は
、
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レ
ン
分
野
に
越
境
し
、
要
請
さ
れ
る
宗
教
的
役
割
を
担
っ
た
本
派
開
教
使

の
先
駆
的
な
姿
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
加
え
て
今
回
明
ら
か
と
な
っ

た
就
任
を
め
ぐ
る
一
連
の
出
来
事
は
、
当
時
の
米
国
社
会
や
日
系
人
社
会

に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
米
国
に
お
け
る
本

派
を
含
め
た
仏
教
の
認
知
度
や
地
位
向
上
に
寄
与
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

近
代
日
本
仏
教
史
に
お
け
る
大
住
舜

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ

　

本
報
告
で
は
、
今
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
『
万
朝

報
』
の
記
者
・
大
住
舜
（
号
・
嘯
風
、
一
八
八
一
―
一
九
二
四
）
の
生
涯

と
業
績
に
焦
点
を
当
て
、
課
題
と
し
て
の
彼
の
可
能
性
を
考
え
る
。
大
住

は
一
八
八
一
年
四
月
に
、
下
総
の
大
谷
派
寺
院
・
報
恩
寺
（
現
・
茨
城
県

常
総
市
）
に
生
ま
れ
、
幼
い
頃
に
東
京
浅
草
の
龍
淵
寺
に
入
る
。「
下
谷

高
等
小
学
校
」
を
卒
業
後
、
大
谷
教
校
（
真
宗
東
京
中
学
）
に
進
学
し
、

そ
の
後
は
さ
ら
に
、「
独
乙
神
学
校
」
に
在
籍
し
た
と
い
う
が
、
詳
ら
か

で
な
い
。
青
年
期
に
は
『
仏
教
』、『
四
明
餘
霞
』、『
新
仏
教
』
な
ど
の
宗

教
メ
デ
ィ
ア
に
論
考
を
寄
せ
、
そ
れ
ら
の
雑
誌
に
翻
訳
を
掲
載
し
、
西
洋

の
文
学
論
の
紹
介
も
行
う
。
特
に
日
露
戦
争
以
降
、
大
住
は
同
時
代
の
多

く
の
仏
教
者
と
同
じ
く
、
次
第
に
修
養
の
課
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
な

り
、
例
え
ば
一
九
〇
八
年
に
加
藤
咄
堂
と
の
共
著
『
常
識
之
基
礎
』
を
刊

行
し
て
お
り
、
こ
れ
も
当
時
の
「
修
養
」
ブ
ー
ム
の
枠
組
み
で
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
一
〇
年
の
春
に
『
中
外
日
報
』
の
記
者
と
な
る

べ
く
京
都
に
赴
く
が
、
同
年
に
中
外
日
報
社
を
辞
し
て
、『
万
朝
報
』
の

記
者
と
し
て
東
京
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。

　

東
京
に
戻
っ
て
か
ら
の
執
筆
活
動
は
お
そ
ら
く
、
彼
の
人
生
の
な
か
で

押
し
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
初
の
仏
教
僧
侶
の
議
会
チ
ャ
プ

レ
ン
就
任
に
は
複
数
の
要
因
が
あ
っ
た
。

　

一
九
七
五
年
一
月
六
日
、
増
永
は
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
と
し
て
布
袍
・
輪

袈
裟
を
纏
い
上
院
議
場
に
登
壇
。
仏
教
聖
典
の
言
葉
を
紹
介
し
、
議
員
ら

に
好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
米
国
仏
教
団
や
日
系
人
社
会
は
喜
び
に

沸
い
た
が
、
一
部
の
キ
リ
ス
ト
教
者
か
ら
仏
教
僧
侶
の
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン

は
不
当
で
あ
る
と
い
う
世
論
が
形
成
さ
れ
た
。
特
に
南
部
バ
プ
テ
ス
ト
連

盟
牧
師
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
「
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
信

じ
な
い
仏
教
僧
侶
の
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
に
よ
る
祈
禱
は
神
へ
の
侮
辱
」
で

あ
る
と
全
国
紙
上
で
発
言
し
、
上
院
議
員
ら
に
は
増
永
批
判
論
文
を
送
付

し
た
。
ま
た
教
会
員
に
州
議
会
上
院
や
ロ
ッ
ダ
へ
の
抗
議
文
送
付
を
勧
め

る
な
ど
激
し
い
抗
議
活
動
を
展
開
し
た
。
増
永
は
し
ば
ら
く
静
観
し
た
後

に
地
方
紙
へ
「
仏
教
に
も
一
神
教
的
要
素
が
あ
る
」
と
短
く
反
駁
す
る
に

留
ま
る
が
、
本
派
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別
院
や
真
宗
大
谷
派
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別

院
か
ら
は
各
々
輪
番
名
で
仏
教
の
立
場
と
信
教
の
自
由
に
も
と
づ
く
反
論

が
早
々
に
日
系
新
聞
へ
寄
稿
さ
れ
た
。
他
に
「
信
教
の
自
由
が
国
是
で
あ

る
」
と
の
日
系
ア
メ
リ
カ
市
民
連
盟
の
声
明
や
日
系
キ
リ
ス
ト
教
職
者
団

体
に
よ
る
増
永
支
持
、
日
系
一
般
市
民
の
日
系
仏
教
徒
の
国
防
貢
献
を
無

視
す
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
日
系
人

社
会
の
個
人
・
団
体
・
宗
教
宗
派
を
越
え
た
様
々
な
立
場
か
ら
の
増
永
支

持
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
へ
の
反
論
が
噴
出
し
た
結
果
、
表
面
的
な
抗
議
活
動
は

次
第
に
収
束
し
、
増
永
は
議
会
チ
ャ
プ
レ
ン
と
し
て
の
任
期
を
全
う
す

る
。

　

増
永
の
事
例
は
、
同
時
期
に
本
派
開
教
使
と
し
て
病
院
チ
ャ
プ
レ
ン
と

な
っ
た
青
山
徹
之
と
共
に
、
米
国
社
会
へ
の
文
化
的
適
応
と
し
て
チ
ャ
プ
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時
代
に
親
し
く
な
っ
た
大
谷
派
法
主
の
次
男
・
大
谷
瑩
誠
も
後
援
し
、

H
istoire des idées religieuses et philosophiques du Japon

（
日

本
に
お
け
る
宗
教
・
哲
学
の
思
想
史
）
と
し
て
、
一
九
二
九
年
に
京
都
で

刊
行
さ
れ
る
。

　

大
住
の
位
相
は
様
々
な
側
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、

朝
報
社
時
代
の
彼
の
業
績
に
焦
点
を
当
て
て
、
研
究
動
向
の
い
く
つ
か
の

可
能
性
を
示
し
た
い
。
特
に
一
九
一
〇
年
代
の
大
住
の
業
績
か
ら
、
近
代

日
本
仏
教
史
と
し
て
二
点
に
つ
い
て
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
と
報
告

者
は
考
え
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
彼
の
「
日
本
思
想
史
」
の
構
想
で
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
は
彼
の
東
西
文
明
論
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
を
こ
こ
で
述

べ
る
紙
幅
の
余
裕
は
な
い
が
、
大
住
は
二
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
思

想
家
と
は
異
な
っ
た
視
座
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
報
告
者
が
予
定
し
て

い
る
論
文
で
よ
り
丁
寧
に
考
察
し
た
い
。

地
蔵
比
丘
妙
運
と
八
万
四
千
体
地
蔵 

│
│ 

明
治
期
の
天
台
律
僧
の
信
仰
と
実
践 

│
│

林
　
　
京
子

　

明
治
九
年
に
寛
永
寺
浄
名
院
の
住
職
と
な
っ
た
妙
運
は
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

中
心
の
前
近
代
的
な
「
地
蔵
の
救
済
」
を
説
い
て
明
治
末
期
の
信
徒
に
熱

狂
的
に
渇
仰
さ
れ
た
が
、
そ
の
信
仰
実
践
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。

　

妙
運
は
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
大
阪
に
生
ま
れ
、
天
保
十
一
年
（
一

八
四
〇
）、
十
四
歳
で
横
川
の
安
楽
律
院
密
雲
和
尚
の
弟
子
と
な
り
、
幕

末
の
著
名
な
学
僧
の
慧
澄
を
戒
師
と
し
て
出
家
し
、
終
生
慧
澄
を
師
と
し

て
随
従
し
た
。
妙
運
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
慧
澄
の
元
に

は
在
家
・
出
家
・
宗
派
を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
が
群
集
し
た
。
慧
澄
の
天

最
も
生
産
的
な
時
期
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
か
ら
大
住
は
同
じ
く
大
谷
派

僧
・
安
藤
嶺
丸
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
三
）
と
協
力
し
、
雑
誌
『
精
神
修

養
』
で
多
く
の
論
説
を
発
表
し
て
い
る
。
一
九
一
二
年
の
四
月
末
か
ら
彼

は
『
万
朝
報
』
の
一
面
記
事
を
書
く
な
ど
、
新
聞
で
の
活
動
も
い
っ
そ

う
、
目
立
つ
形
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
記
事
や
論
説
を
ま
と
め
、
特
に
一
九

一
三
年
か
ら
自
身
の
思
想
を
主
張
す
る
多
く
の
単
著
を
刊
行
し
て
い
く
。

一
九
一
四
年
か
ら
東
洋
大
学
で
講
師
も
務
め
る
よ
う
に
な
り
、
龍
淵
寺
の

住
職
と
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
大
住
は
一
九
一
八
年
に
、
朝
報
社
の
特
派

記
者
と
し
て
渡
仏
す
る
。
パ
リ
の
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
よ
く
知
ら
れ

た
存
在
と
な
り
、
パ
リ
近
郊
の
ヌ
イ
イ
=
シ
ュ
ル
=
セ
ー
ヌ
に
あ
っ
た
彼

の
自
宅
は
、
日
本
か
ら
の
多
く
の
知
識
人
が
集
ま
っ
て
、
議
論
す
る
場
と

な
っ
た
。「
巴
里
駐
在
私
設
日
本
大
使
」
と
ま
で
仰
が
れ
た
彼
は
、
社
会

学
者
の
藤
田
喜
作
、
仏
教
学
者
の
森
川
智
徳
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
思
想
家
の

石
川
三
四
郎
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
者
と
交
流
し
、
後
に
京
都
帝
国
大

学
教
授
と
な
っ
た
東
洋
史
学
者
の
羽
田
亨
と
は
一
時
期
、
同
居
も
し
た
。

ま
た
、
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
や
ノ
エ
ル
・
ペ
リ
の
よ
う
な
現
地
の
仏
教

研
究
者
と
も
付
き
合
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
パ
リ
滞
在
中
、
多
く
の
現
地

人
も
参
加
し
た
涅
槃
会
や
灌
仏
会
の
イ
ベ
ン
ト
の
他
、
日
本
美
術
関
係
の

展
覧
会
を
企
画
し
た
。

　

大
住
は
こ
の
時
期
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
ひ
と
つ
の
大
き
な
「
日
本
宗

教
思
想
史
」
を
構
想
し
、
パ
リ
に
い
る
間
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
刊
行
す
る
と

い
う
大
き
な
企
画
を
始
め
た
が
、
一
九
二
三
年
十
一
月
、
完
成
さ
せ
る
こ

と
な
く
自
宅
に
て
、
四
二
歳
で
死
去
し
た
。
そ
の
著
作
の
一
部
で
は
あ
る

が
、
彼
の
没
後
、
羽
田
な
ど
の
友
人
が
中
心
と
な
り
、
か
つ
同
じ
く
パ
リ
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な
い
。
妙
運
の
信
者
に
と
っ
て
、
件
の
地
蔵
の
お
札
は
大
変
な
御
利
益
が

あ
る
と
さ
れ
た
。
類
例
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
信
者
が
建
立
し
た
地
蔵

の
中
に
は
出
征
兵
士
の
生
還
を
祈
願
す
る
よ
う
に
思
え
る
も
の
も
見
ら
れ

る
。
地
蔵
は
生
と
死
の
境
界
の
カ
ミ
で
あ
り
、
浄
名
院
の
著
名
な
へ
ち
ま

加
持
は
、
妙
運
に
喘
息
快
癒
を
祈
願
す
る
。
妙
運
の
死
後
は
地
蔵
建
立
運

動
は
衰
退
し
、
現
在
に
至
っ
て
も
八
万
四
千
体
に
届
い
て
い
な
い
。
こ
れ

は
生
き
地
蔵
と
渇
仰
さ
れ
た
妙
運
と
の
結
縁
が
、
信
徒
に
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
浄
名
院
の
信
徒
た
ち
は
石
地
蔵
を
妙
運

の
分
身
と
し
て
、
信
徒
の
家
か
ら
家
へ
巡
行
さ
せ
、
様
々
な
悩
み
や
願
い

の
成
就
を
占
っ
た
。
毎
月
二
十
四
日
に
巡
行
地
蔵
は
浄
名
院
に
戻
る
の

で
、
こ
の
日
に
は
寺
に
賑
わ
い
が
生
ま
れ
、
巡
行
地
蔵
が
評
判
に
な
る
に

つ
れ
、
檀
家
の
無
い
浄
名
院
は
庶
民
の
地
蔵
信
仰
の
寺
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
っ
て
行
っ
た
。
今
や
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
思
わ
れ
た
浄
名
院
の
巡
行
地

蔵
だ
が
、
二
〇
二
〇
年
夏
に
は
八
〇
年
代
に
失
踪
し
た
巡
行
地
蔵
が
因
縁

深
い
岩
船
山
に
出
現
し
、
発
表
者
を
恐
懼
さ
せ
た
。
妙
運
は
現
在
も
霊
験

譚
を
産
み
出
す
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
る
。

　

妙
運
が
浄
名
院
の
住
職
に
推
さ
れ
た
の
も
、
慧
澄
の
高
弟
の
学
僧
と
宗

門
に
も
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
妙
運
は
学
僧
の
道
を
捨
て
、
自

ら
地
蔵
比
丘
と
名
乗
っ
て
人
々
と
向
き
合
う
道
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
叡
尊

や
忍
性
、
真
盛
ら
と
同
じ
、
持
戒
僧
が
行
う
べ
き
慈
悲
行
・
菩
薩
行
で
あ

っ
た
。
妙
運
は
天
台
宗
の
近
代
化
以
外
に
も
、
近
世
末
の
ヒ
ト
ガ
ミ
信
仰

や
戦
死
除
け
信
仰
と
の
関
係
で
も
さ
ら
に
研
究
す
べ
き
宗
教
者
で
あ
る

が
、『
八
万
四
千
体
地
蔵
縁
起
』『
地
蔵
比
丘
の
餘
影
』
以
外
に
ま
と
ま
っ

た
資
料
が
な
い
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
よ
い
の
で
、
ぜ
ひ
妙
運
と
八
万
四
千

体
地
蔵
の
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
た
い
。

台
の
教
説
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
な
い
、
合
理
的
で
実
証
的
な
思
考
様
式
が
そ

の
要
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
福
田
行
誡
や
大
内
青
巒
と
い
っ
た
明

治
期
を
代
表
す
る
宗
教
者
達
も
慧
澄
に
大
き
な
感
化
を
受
け
て
い
る
。

　

妙
運
は
明
治
九
年
に
五
十
歳
で
浄
名
院
の
住
職
と
な
り
、
そ
の
三
年
後

の
明
治
十
二
年
に
八
万
四
千
体
の
地
蔵
を
建
立
す
る
こ
と
を
発
願
す
る
。

そ
れ
は
自
ら
八
万
四
千
枚
の
地
蔵
尊
を
描
き
授
与
し
、
受
施
者
は
必
ず
地

蔵
を
一
体
建
立
す
る
こ
と
を
誓
願
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
運
動

は
北
白
川
宮
能
久
（
輪
王
寺
宮
公
現
法
親
王
）
の
応
援
を
受
け
賛
同
者
が

増
え
て
行
っ
た
。
妙
運
は
同
生
連
と
い
う
信
者
講
を
組
織
し
て
明
治
二
十

六
年
岩
船
山
に
集
団
参
拝
し
、
多
く
の
地
蔵
を
建
立
し
た
。
こ
の
頃
か
ら

地
蔵
建
立
運
動
は
全
国
に
波
及
し
、
明
治
三
十
八
年
に
は
六
万
三
千
枚
以

上
の
地
蔵
札
が
頒
布
さ
れ
て
い
る
。

　

妙
運
は
日
光
で
修
行
し
た
二
十
代
の
頃
地
蔵
信
仰
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
毘
沙
門
天
を
自
ら
の
守
護
者
と
し
て
財
施
を
祈
っ
て
い
る
。
唯
一
現

存
す
る
妙
運
の
法
話
に
は
融
通
念
仏
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
念
仏
を

重
視
し
た
慧
澄
の
影
響
が
示
唆
さ
れ
る
が
、
妙
運
は
『
融
通
念
仏
縁
起
絵

巻
』
で
の
鞍
馬
寺
の
毘
沙
門
天
王
が
良
忍
を
外
護
し
た
こ
と
と
自
分
を
重

ね
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
妙
運
に
は
天
台
教
学
と
近
世
の
福
神
信
仰
が
混

在
し
て
い
る
が
、
日
光
に
は
近
世
、
釘
念
仏
、
断
末
魔
念
仏
、
融
通
念
仏

な
ど
が
盛
行
し
て
い
た
。
日
光
で
修
行
生
活
を
送
っ
て
い
た
妙
運
が
そ
れ

ら
と
接
触
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

妙
運
は
自
ら
の
思
想
や
実
践
を
文
字
に
残
さ
な
か
っ
た
。
信
者
を
集
め

て
有
名
な
地
蔵
霊
場
に
集
団
参
拝
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
自
作
の
御
詠

歌
を
施
入
し
、
信
者
が
そ
こ
に
八
万
四
千
体
地
蔵
を
建
立
す
る
と
い
う
流

れ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
妙
運
作
の
御
詠
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
現
存
し
て
い
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「
印
度
に
関
す
る
真
の
研
究
」
が
可
能
な
の
だ
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
想
起
さ
せ
る
研
究
法
を
主
張
し
て
い
る
（
木
村
龍
寛
「
印
度
見
聞
談
」

（『
法
華
』
二
巻
五
号
、
一
九
一
五
年
））。

　

次
に
「
イ
ン
ド
人
の
四
つ
の
国
民
性
」
と
は
、
①
宗
教
的
国
民
性
、
②

保
守
的
国
民
性
、
③
向
内
的
国
民
性
、
④
雑
然
的
国
民
性
の
四
つ
で
あ

る
。
一
つ
ず
つ
見
て
い
こ
う
。
①
イ
ン
ド
で
は
教
養
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
イ
ン
ド
の
人
々
が
真
剣
に
宗
教
を
語
り
、
不
殺
生
と
布
施
の
精
神
が

広
く
普
及
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
宗
教
的
国
民
性
」
で
あ
る
。
た
だ
し
迷

信
が
は
び
こ
り
や
す
い
と
い
う
弊
害
も
あ
る
。
②
イ
ン
ド
の
人
は
、
着
る

も
の
、
食
べ
方
な
ど
が
三
千
年
前
と
同
じ
で
、
し
か
も
そ
れ
を
誇
っ
て
い

る
。
ま
た
過
去
に
中
国
や
ギ
リ
シ
ャ
の
文
明
と
接
触
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど

そ
の
感
化
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
保
守
的
国
民
性
」
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
③
イ
ン
ド
は
暑
す
ぎ
る
。
外
に
向
か
っ
て
は
働
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
人
間
は
働
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
内
に
向
か
う

（
禅
定
）。
イ
ン
ド
で
精
神
的
文
化
が
発
達
し
た
の
は
、
こ
の
「
向
内
的
国

民
性
」
の
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
外
へ
の
関
心
が
低
い
た
め
、
外
敵
の
侵

略
を
防
止
す
る
能
力
に
乏
し
い
。
④
イ
ン
ド
は
民
族
、
言
葉
、
習
慣
の
違

い
と
何
も
か
も
が
複
雑
で
、
こ
れ
が
「
雑
然
的
国
民
性
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
階
級
制
度
を
助
長
し
、
国
家
の
分
裂
や
不
統
一
に
つ
な
が
っ
て
い
る

（
木
村
日
紀
「
印
度
人
の
国
民
性
と
印
度
の
今
後
」（『
南
方
新
建
設
講
座
』

一
九
四
三
年
所
収
））。

　
「
古
い
印
度
と
新
し
い
印
度
」、「
イ
ン
ド
人
の
四
つ
の
国
民
性
」
と
い

う
枠
組
み
は
、
木
村
の
イ
ン
ド
観
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
お
り
、
イ
ン
ド
の

現
状
や
独
立
問
題
を
語
る
際
に
何
度
も
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
は
木
村
の
実

際
の
イ
ン
ド
体
験
を
通
し
て
培
わ
れ
た
イ
ン
ド
観
と
い
え
る
。
た
だ
し
木

木
村
龍
寛
の
イ
ン
ド
体
験

川
元
　
惠
史

　

木
村
龍
寛
﹇
一
九
三
二
年
以
降
は
「
木
村
日
紀
」
の
表
記
﹈（
一
八
八

二
―
一
九
六
五
）
は
、
日
蓮
宗
の
僧
侶
、
仏
教
学
者
、
イ
ン
ド
学
者
で
あ

る
。
明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
約
二
十
年
を
イ
ン
ド
で
過
ご
し
、

カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
で
講
師
を
務
め
た
。

　

本
論
で
は
、
木
村
の
イ
ン
ド
体
験
に
基
づ
く
イ
ン
ド
観
を
検
討
す
る
。

具
体
的
に
は
木
村
が
イ
ン
ド
を
語
る
と
き
に
頻
出
す
る
、「
古
い
印
度
と

新
し
い
印
度
」「
イ
ン
ド
人
の
四
つ
の
国
民
性
」
と
い
う
二
種
の
枠
組
み

を
扱
う
。

　
「
古
い
印
度
と
新
し
い
印
度
」
と
い
う
テ
ー
マ
だ
け
を
見
れ
ば
、
現
代

イ
ン
ド
を
否
定
し
書
物
の
中
の
古
代
イ
ン
ド
を
理
想
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
見
解
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
木

村
は
渡
印
し
た
当
初
、
日
本
人
留
学
生
が
集
ま
る
カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
な

く
、
チ
ッ
タ
ゴ
ン
に
三
年
滞
在
し
た
（
日
蓮
宗
僧
侶
で
旅
人
の
鈴
木
真
静

の
紹
介
）。
チ
ッ
タ
ゴ
ン
は
カ
ル
カ
ッ
タ
に
比
べ
て
遙
か
に
田
舎
で
あ
っ

た
が
、
木
村
は
こ
の
チ
ッ
タ
ゴ
ン
で
「
古
い
印
度
」（
伝
統
的
な
イ
ン
ド
）

に
触
れ
、
そ
の
後
カ
ル
カ
ッ
タ
に
移
っ
て
「
新
し
い
印
度
」（
西
欧
化
し

た
イ
ン
ド
）
に
接
触
、
こ
の
た
め
両
面
の
イ
ン
ド
を
体
験
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
。
木
村
は
イ
ン
ド
の
習
俗
を
頭
ご
な
し
に
否
定
せ
ず
、
そ
の

良
さ
も
十
分
に
認
め
て
お
り
、
仏
教
を
受
容
し
た
過
去
に
倣
い
現
代
日
本

も
ま
た
イ
ン
ド
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
ま
で
提
言
し
て
い
る
。

　

木
村
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
思
想
と
は
ま
さ
に
「
古
い
印
度
」
の
粋
で
あ

る
。
思
想
研
究
に
お
い
て
は
「
智
識
の
研
究
」
だ
け
で
な
く
「
情
の
研

究
」
が
重
要
で
、
そ
の
た
め
に
は
土
語
に
習
熟
し
現
地
で
生
活
し
て
こ
そ
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も
な
い
。

　

日
蓮
正
宗
の
信
仰
は
唯
受
一
人
血
脈
相
承
と
、
本
門
戒
壇
本
尊
の
二
つ

に
集
約
さ
れ
る
が
、
破
門
以
前
の
創
価
学
会
は
こ
の
二
つ
を
印
籠
に
、
教

団
の
正
嫡
と
教
学
の
正
統
を
主
張
す
る
折
伏
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
し

か
し
平
成
三
年
の
破
門
を
契
機
に
、
そ
の
権
威
を
用
い
て
の
宗
教
活
動
が

不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
学
会
は
正
宗
教
学
に
依
存
し

な
い
新
た
な
教
学
策
定
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
対
応
と
し
て
実

施
さ
れ
た
の
が
、
平
成
二
六
年
の
「
創
価
学
会
会
則
教
義
条
項
」
の
改
正

で
あ
る
。

　

内
容
と
し
て
は
「
一
閻
浮
提
総
与
・
三
大
秘
法
の
大
御
本
尊
を
信
受

し
」
と
い
う
文
言
を
削
除
し
、
か
わ
っ
て
「
各
人
が
人
間
革
命
を
成
就

し
」
と
い
う
一
文
を
入
れ
る
な
ど
、
学
会
色
を
強
め
た
会
則
へ
変
更
し

た
。
ち
な
み
に
人
間
革
命
と
は
「
自
分
自
身
の
生
命
や
境
涯
を
よ
り
よ
く

変
革
し
、
人
間
と
し
て
成
長
・
向
上
し
て
い
く
こ
と
」
と
定
義
づ
け
ら
れ

る
が
、
人
生
に
お
い
て
困
難
や
苦
難
が
あ
っ
た
と
て
、
日
蓮
聖
人
も
自
己

が
被
る
受
難
を
正
法
弘
通
者
の
根
拠
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ

も
自
分
達
に
課
さ
れ
た
難
で
あ
る
と
前
向
き
に
捉
え
バ
ネ
に
し
て
い
く
。

こ
う
い
う
肯
定
思
想
で
あ
り
、
ま
た
学
会
の
信
仰
に
よ
っ
て
新
し
い
自
分

に
変
革
す
る
と
い
う
側
面
も
持
つ
、
創
価
学
会
哲
学
の
一
つ
で
あ
る
。
正

宗
教
学
の
旗
印
で
あ
る
戒
壇
本
尊
に
係
る
記
述
を
一
掃
し
、
代
替
と
し
て

人
間
革
命
を
正
式
な
教
義
と
し
て
組
み
込
ん
だ
こ
と
も
、
脱
正
宗
教
学
を

志
向
す
る
態
度
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
過
去
の
指
導
と
の
矛
盾
で
あ
る
。

『
折
伏
経
典
』
に
は
、「
富
士
大
石
寺
の
大
御
本
尊
を
拝
ま
な
い
も
の
は
す

べ
て
謗
法
で
あ
る
。（
中
略
）
富
士
大
石
寺
に
そ
む
く
謗
法
の
輩
が
も
つ

村
の
場
合
、
単
に
日
本
人
の
イ
ン
ド
観
察
と
見
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
「
向
内
的
国
民
性
」
の
説
明
に
あ
る
「
し
か
し
人
間
は
働

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
箇
所
は
、
お
そ
ら
く
木
村
も
よ
く
言
及

す
る
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』（
三
、
五
）
を
受
け
て
い
る
。
話

の
前
提
が
イ
ン
ド
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
十
年
に
及
ぶ
イ
ン
ド
体
験

は
、
少
な
か
ら
ず
木
村
の
感
覚
を
イ
ン
ド
化
さ
せ
た
。
木
村
の
論
説
を
扱

う
に
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
も
、
考
慮
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

創
価
学
会
に
お
け
る
教
義
条
項
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て

水
谷
　
進
良

　

近
年
の
創
価
学
会
の
動
向
を
見
て
み
る
と
、
過
去
の
よ
う
な
邪
教
撲
滅

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
折
伏
活
動
は
表
立
っ
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

日
蓮
宗
寺
院
へ
折
伏
に
尋
ね
て
く
る
の
も
、
も
っ
ぱ
ら
顕
正
会
員
と
法
華

講
員
が
中
心
で
、
学
会
員
が
折
伏
に
来
た
と
い
う
話
を
聞
く
こ
と
は
ほ
ぼ

無
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
彼
ら
の
折
伏
論
が
過
去
「
師
子
王
の
力
を
も
っ

て
屈
服
せ
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（『
折
伏
経
典
』
二
五
六
頁
）
と
説

明
し
て
い
た
よ
う
な
折
伏
活
動
は
も
は
や
推
奨
さ
れ
ず
、「
折
伏
=
折
り

伏
せ
る
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
、
相
手
の
言
い
分

を
強
く
論
破
す
る
の
が
折
伏
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
す
が
、
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
大
聖
人
の
仏
法
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し

い
ん
だ
と
語
っ
て
い
く
こ
と
が
す
べ
て
折
伏
に
な
る
の
で
す
」（
公
式
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
よ
う
な
、
仏
法
対
話
と
い
う
路
線
に
シ
フ
ト
し
て

い
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
宗
教
態
度
の

変
化
に
は
、
日
蓮
正
宗
か
ら
の
破
門
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
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る
た
め
に
結
成
し
た
天
晴
会
を
母
体
と
す
る
。
天
晴
会
の
運
営
が
僧
侶
主

導
で
あ
る
こ
と
に
異
を
唱
え
、
運
営
主
体
を
在
家
信
者
と
す
る
方
針
の
も

と
で
法
華
会
は
設
立
さ
れ
た
。
発
起
人
は
、
山
田
三
良
、
矢
野
茂
、
小
林

一
郎
の
三
名
で
、
そ
の
方
針
は
、
門
流
を
超
え
、
在
家
知
識
人
を
広
く
糾

合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
に
は
、
国
粋
主
義
的
側
面
が
強
く
み

ら
れ
た
と
す
る
も
の
（
戸
頃
重
基
）
や
、
日
蓮
主
義
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
も
の
（
大
谷
栄
一
）、
大
正
的
認
識
と
知
的
な

法
華
経
理
解
、
及
び
国
民
精
神
作
興
の
特
質
を
指
摘
す
る
も
の
（
浜
島
典

彦
）
が
あ
る
。
本
報
告
は
、
そ
れ
ら
成
果
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
機

関
雑
誌
『
法
華
』（
戦
前
期
の
約
三
〇
年
間
）
を
分
析
す
る
。

　

最
盛
期
に
は
会
員
約
四
千
名
（
雑
誌
発
行
三
千
部
）
を
誇
っ
た
法
華
会

は
、
雑
誌
『
法
華
』（
年
十
回
刊
行
）
を
購
読
す
る
者
を
会
員
と
し
、
門

派
（
寺
院
）
に
属
す
る
こ
と
を
前
提
せ
ず
、
寄
付
に
よ
っ
て
財
政
が
支
え

ら
れ
て
い
た
。
雑
誌
を
通
し
て
法
華
信
仰
を
研
鑽
す
る
学
習
サ
ー
ク
ル
的

な
運
動
で
あ
り
、
一
定
の
会
員
数
が
存
在
す
る
地
域
に
下
部
組
織
が
設
置

さ
れ
た
。
山
田
三
良
や
小
林
一
郎
が
、
地
方
組
織
を
巡
回
講
演
し
、
年
に

一
度
の
総
会
を
開
催
し
て
い
た
。
ま
た
、
中
山
法
華
経
寺
聖
教
殿
の
建
立

（
こ
れ
は
在
家
者
が
関
与
す
る
護
法
運
動
で
も
あ
っ
た
）
や
、
財
団
法
人

化
を
運
動
目
標
と
し
て
い
た
。
な
お
、
政
治
的
課
題
は
法
華
会
の
方
針
と

し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
法
華
信
仰
の
研
鑽
を
超
え
た
社

会
運
動
へ
志
向
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

次
に
、『
法
華
』
の
分
析
か
ら
、
以
下
の
五
点
が
思
想
傾
向
と
し
て
指

摘
で
き
る
。
ま
ず
、
①
西
洋
哲
学
（
特
に
生
の
哲
学
）
を
意
識
し
た
論
陣

で
あ
る
。
急
速
な
西
洋
文
明
の
流
入
に
よ
り
、
退
廃
し
た
精
神
的
価
値
を

日
蓮
主
義
に
よ
っ
て
回
復
・
作
興
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
戦
前
期
の
法
華

御
真
筆
の
御
本
尊
に
は
、
大
聖
人
の
御
た
ま
し
い
は
住
ま
わ
れ
る
わ
け
が

な
い
の
で
あ
る
」（
三
二
〇
頁
）
と
あ
り
、
彼
ら
は
過
去
、
戒
壇
本
尊
に

縁
し
て
い
な
い
も
の
は
、
例
え
真
筆
本
尊
で
あ
っ
て
も
無
益
で
あ
る
と
い

う
主
張
を
喧
伝
し
て
き
た
。
ま
た
同
様
の
主
張
は
会
憲
に
て
「
永
遠
の
師

匠
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
牧
口
・
戸
田
・
池
田
の
三
代
会
長
の
指
導
に
も

多
数
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
導
と
の
矛
盾
に
は
、「
三
代
会
長
の
指
導
は
全
て
私
た
ち

に
御
本
尊
の
本
義
と
信
心
を
教
え
て
下
さ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
俗
和

合
時
代
の
歴
史
的
文
脈
で
言
わ
れ
た
発
言
も
、
そ
の
本
質
は
大
聖
人
の
教

え
、
精
神
と
私
た
ち
を
結
び
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
真
意
を
正
し
く

捉
え
て
い
く
の
は
弟
子
の
責
務
で
あ
る
」（『
聖
教
新
聞
』
平
成
二
七
年
一

月
三
〇
日
）
と
、
解
釈
の
責
任
を
弟
子
（
=
会
員
）
に
預
け
、
ま
た
「
作

家
の
佐
藤
優
氏
は
、
時
代
と
と
も
に
生
成
さ
れ
、
変
化
し
て
い
く
こ
と
こ

そ
、
学
会
が
生
き
た
宗
教
で
あ
る
証
し
だ
と
述
べ
、
過
去
の
発
言
と
矛
盾

し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
批
判
す
る
固
定
し
た
見
方
は
、
死
ん
だ
宗
教
・

化
石
の
宗
教
の
論
理
で
す
よ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
」（『
聖
教
新
聞
』

平
成
二
七
年
二
月
二
三
日
）
と
、
創
価
学
会
員
で
な
い
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
信
仰
を
も
つ
佐
藤
優
氏
の
発
言
を
借
り
て
会
通
す
る
な
ど
し
、
過
去
の

指
導
と
の
矛
盾
を
清
算
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
前
期
に
お
け
る
法
華
会
の
思
想
と
展
開

大
西
　
克
明

　

本
報
告
は
、
一
九
一
四
年
に
創
設
さ
れ
た
法
華
会
の
思
想
と
展
開
を
、

広
義
の
日
蓮
主
義
運
動
の
上
か
ら
考
察
し
、
特
質
を
検
討
す
る
も
の
で
あ

る
。
法
華
会
は
、
本
多
日
生
が
僧
俗
門
派
を
超
え
て
日
蓮
主
義
を
研
鑽
す
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有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
た
め
敗
戦
直
後
に
お
い
て
も
、
戦
前
期
に

培
っ
た
知
的
伝
統
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
国
民
主
権
と
立
正
安
国
の

理
念
の
関
係
に
つ
い
て
、
整
合
的
に
論
説
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

近
代
日
本
に
お
け
る
体
罰
と
浄
土
真
宗

金
見
　
倫
吾

　

本
発
表
は
、
近
代
に
お
け
る
真
宗
者
の
体
罰
観
の
検
討
を
通
し
て
、
近

代
日
本
国
家
と
浄
土
真
宗
と
の
子
ど
も
観
の
異
同
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

一
八
七
九
年
公
布
の
「
自
由
教
育
令
」
は
、
米
・
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー

州
に
お
け
る
学
校
法
の
体
罰
禁
止
規
定
を
導
入
し
た
。
以
降
、
日
本
の
学

校
関
連
法
で
は
基
本
的
に
体
罰
は
禁
止
さ
れ
て
現
在
に
至
る
。
し
か
し
、

お
も
に
『
教
育
時
論
』
誌
上
で
一
八
九
〇
〜
一
九
一
〇
年
頃
に
展
開
さ
れ

た
論
争
で
は
体
罰
肯
定
（
必
要
）
論
が
主
流
を
占
め
、
法
律
上
の
運
用
に

お
い
て
も
、
教
師
の
生
徒
に
対
す
る
平
手
打
ち
・
殴
打
な
ど
の
体
罰
は
法

律
上
認
め
ら
れ
た
懲
戒
権
の
範
囲
内
の
も
の
と
し
て
不
問
に
付
さ
れ
た
。

体
罰
は
「
初
級
の
生
徒
に
対
し
て
は
唯
一
の
懲
戒
術
」
と
す
る
見
解
さ
え

あ
っ
た
（
山
本
良
吉
「
体
罰
論
」）。

　

近
代
キ
リ
ス
ト
教
児
童
慈
善
事
業
で
国
内
最
大
規
模
の
も
の
だ
っ
た
石

井
十
次
（
一
八
六
五
―
一
九
一
四
）
の
岡
山
孤
児
院
は
、『
岡
山
孤
児
院

新
報
』
一
三
五
号
（
一
九
〇
八
年
二
月
十
五
日
付
）「
現
況
（
四
十
一
年

二
月
）」
に
記
載
し
た
「
教
育
十
二
則
」
の
な
か
で
「
非
体
罰
主
義
」
を

掲
げ
た
。
し
か
し
そ
の
内
実
は
、
院
長
・
石
井
の
許
可
の
な
い
体
罰
を
禁

止
す
る
も
の
で
あ
り
、
体
罰
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。「
一
時

の
憤
怒
に
ま
か
せ
」
た
体
罰
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
尊
厳
あ
る
存
在
と
し
て

会
に
通
底
す
る
特
徴
で
あ
っ
た
。
西
洋
哲
学
を
内
在
的
に
批
判
し
、
相
克

し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
法
華
信
仰
の
哲
学
的
理
解
を
普
及
さ
せ
て
い
っ

た
。
次
に
、
②
合
理
的
な
論
説
で
あ
る
。
特
に
、
国
体
と
法
華
経
の
関
係

へ
の
非
神
話
的
な
言
及
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
法
有
縁
の
国

土
で
あ
る
日
本
（
我
が
国
）
こ
そ
、
仏
の
偉
大
な
力
が
発
現
す
る
と
い
う

信
念
を
前
提
に
、
そ
の
力
を
発
現
さ
せ
る
た
め
に
、
個
人
の
人
格
練
磨
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
説
く
。
国
体
に
関
す
る
神
話
的
解
釈
を
取
ら
ず
、

国
民
の
修
養
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
世
界

の
平
和
実
現
が
唱
え
ら
れ
る
。
法
華
会
に
は
、
人
格
主
義
的
か
つ
修
養
主

義
的
な
思
想
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、

③
体
験
談
に
お
け
る
非
合
理
性
の
排
除
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
法
華
』
に
は
、

会
員
の
現
世
利
益
談
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
会
員
の
声
と
し
て
掲
載
さ

れ
た
の
は
、
雑
誌
研
鑽
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
信
仰
的
生
活
に
関
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
学
習
し
た
法
華
信
仰
の
お
か
げ
で
精
神
的
苦
境
に
陥
ら
ず

に
、
前
向
き
に
生
き
る
指
針
が
得
ら
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
が
綴
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
知
識
人
に
向
け
ら
れ
た
法
華
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
④
在
家
主
体
と
脱
門
派
意
識
が
あ
げ
ら
れ

る
。
日
蓮
宗
へ
の
改
宗
を
前
提
と
す
る
論
説
は
な
く
、
門
派
間
の
教
理
論

争
は
避
け
ら
れ
、
門
下
統
一
の
意
識
が
通
底
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

一
定
程
度
、
自
由
で
多
様
な
論
説
が
展
開
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

在
家
知
識
人
の
知
的
ニ
ー
ズ
に
適
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
⑤
戦
後
的
価
値
と
の
連
続
性
を
指
摘
し
た
い
。
法
華
会
に
お

け
る
日
蓮
主
義
の
主
張
は
、
道
徳
的
な
皇
室
崇
敬
を
前
提
と
し
た
人
格
主

義
・
修
養
主
義
で
あ
っ
た
。
政
治
的
傾
向
と
し
て
は
国
粋
主
義
的
で
あ
る

よ
り
も
む
し
ろ
、「
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
思
潮
と
親
和
性
を
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と
訓
練
と
が
出
来
る
様
に
な
る
」
と
い
う
小
谷
に
と
っ
て
、
子
ど
も
は
話

せ
ば
わ
か
る
相
手
で
あ
り
、
体
罰
は
「
あ
や
ま
」
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
小
谷
は
子
ど
も
を
大
人
と
比
し
て
劣
っ
た
も
の
と
は
み
な
さ
ず
、

「
よ
き
魂
」
を
も
つ
存
在
で
あ
る
か
ら
、
日
曜
学
校
に
携
わ
る
大
人
は
子

ど
も
に
害
毒
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
「
常
に
自
分
自
身
の
浄
化
に
つ
と
め

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

仏
教
理
解
と
の
関
連
性
は
明
確
で
な
く
、
ま
た
、
こ
う
し
た
見
解
が 

ど
こ
ま
で
共
有
・
実
践
さ
れ
て
い
た
か
確
認
で
き
な
い
が
、「
良
心
」
や

「
よ
き
魂
」
を
も
ち
、
話
せ
ば
わ
か
る
存
在
だ
と
い
う
子
ど
も
観
に
基
づ

き
、
体
罰
に
関
し
て
明
確
な
禁
止
規
定
等
を
設
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
概
ね
否
定
的
だ
っ
た
と
い
う
の
が
近
代
真
宗
者
の
体
罰
観
の
傾
向

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

本
発
表
は
、
本
願
寺
派
教
学
助
成
財
団
二
〇
一
九
年
度
教
学
研
究
資

金
助
成
〈
一
般
研
究
助
成
〉
お
よ
び
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費19K

14165

の

助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
「
聖
徳
太
子
和
讃
」
の
誕
生

御
手
洗
隆
明

　

厄
災
の
な
か
で
迎
え
た
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
回
忌
に
際
し
、
各
地
で
開

催
さ
れ
て
い
る
聖
徳
太
子
展
で
は
浄
土
真
宗
を
背
景
と
す
る
美
術
品
が
見

受
け
ら
れ
、
聖
徳
太
子
信
仰
と
浄
土
真
宗
の
深
い
関
わ
り
が
う
か
が
え

る
。
親
鸞
在
世
中
に
は
じ
ま
っ
た
浄
土
真
宗
の
太
子
信
仰
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、「
光
明
本
尊
」
な
ど
絵
像
の
図
像
学
的
分
析
と
真
宗
聖
教
の
会

通
が
試
み
ら
れ
て
久
し
い
が
、
ま
だ
網
羅
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ

こ
で
は
初
期
真
宗
の
太
子
絵
像
と
共
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
親
鸞
の

の
子
ど
も
観
に
由
来
し
た
判
断
で
は
な
く
、「
反
抗
の
気
質
を
助
長
」
せ

ぬ
よ
う
に
と
の
教
育
的
効
果
が
そ
の
理
由
だ
っ
た
。「
非
体
罰
主
義
」
と

キ
リ
ス
ト
教
の
教
学
と
の
関
連
性
も
不
明
で
あ
る
。

　

近
代
真
宗
者
の
体
罰
に
関
す
る
発
言
と
し
て
最
初
の
も
の
は
、
管
見
の

か
ぎ
り
で
は
橘
正
道
（
生
没
年
不
明
、
興
正
派
）
の
『
真
宗
安
心
ふ
く

ろ
』（
法
藏
館
、
一
九
八
九
年
）
で
あ
る
。「
妄
に
児
童
を
打
擲
す
る
な
」

の
項
で
橘
は
「
幼
児
と
雖
も
良
心
あ
る
故
聞
分
せ
ぬ
こ
と
は
な
い
」
と
し

て
体
罰
不
要
論
を
説
い
た
。

　

大
谷
派
の
日
曜
学
校
事
業
機
関
誌
『
児
童
と
宗
教
』（
一
九
二
二
年
発

刊
、
一
九
三
三
年
『
青
少
年
と
宗
教
』
に
改
題
）
に
は
体
罰
に
つ
い
て
の

言
及
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
が
、
小
谷
徳
水
（
一
八
八
七
―
一
九
七

一
、
大
谷
派
）
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
の
体
罰
論
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。「
日
曜
学
校
は
児
童
の
仏
心
創
造
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は

浄
土
建
立
の
大
業
」
だ
と
い
う
小
谷
は
、
児
童
教
化
事
業
の
具
体
的
課
題

と
し
て
「
鞭
で
た
ゝ
き
あ
げ
た
ら
大
人
の
様
に
な
れ
る
と
思
ふ
の
と
、
犬

の
子
見
た
い
で
子
供
は
し
や
う
が
な
い
と
放
任
す
る
の
と
、
共
に
世
間
一

般
に
行
き
亘
つ
て
ゐ
る
あ
や
ま
り
」
を
「
覚
醒
せ
し
め
る
こ
と
」
を
挙
げ

る
。
ま
た
、
日
曜
学
校
に
「
軍
隊
的
な
厳
格
さ
」
は
「
影
も
出
さ
な
い
様

に
し
て
ほ
し
い
」
と
し
、「「
か
く
せ
よ
、
か
く
す
べ
か
ら
ず
」
の
命
令
的

な
態
度
は
ど
こ
ま
で
も
避
け
ね
ば
な
ら
」
な
い
と
い
っ
て
、
体
罰
・
命

令
・
大
声
で
叫
ぶ
な
ど
の
行
為
に
代
わ
る
は
た
ら
き
か
け
の
具
体
例
も
提

示
し
て
い
る
。

　

命
令
や
怒
鳴
り
つ
け
は
「
和
顔
愛
語
の
聖
語
を
常
に
思
」
う
べ
き
日
曜

学
校
の
教
師
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
態
度
で
あ
り
、
本
堂
を
駆
け
回
る
子

ど
も
も
「
少
し
注
意
を
し
て
や
つ
た
ら
怒
り
つ
け
な
く
と
も
子
供
の
整
理
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不
退
な
ら
し
め
よ
」
と
太
子
の
仏
法
興
隆
・
有
情
利
益
を
讃
仰
し
、
太
子

の
慈
悲
に
よ
る
念
仏
者
の
護
持
と
、
念
仏
に
よ
る
太
子
へ
の
報
恩
を
詠

う
。
こ
れ
に
「
十
一
首
和
讃
」
九
首
の
「
慶
喜
奉
讃
」
と
の
つ
な
が
り
を

認
め
る
な
ら
ば
、
日
本
仏
教
の
祖
で
あ
る
以
上
に
、
浄
土
教
の
祖
と
し
て

太
子
の
恩
徳
を
讃
仰
し
よ
う
と
い
う
、
親
鸞
の
一
貫
し
た
太
子
信
仰
の
姿

勢
が
う
か
が
え
る
も
の
と
考
え
る
。

　

八
十
五
歳
の
『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
百
十
四
首
和
讃
）

は
、『
三
宝
絵
詞
』
を
和
讃
化
す
る
こ
と
で
太
子
伝
を
平
易
に
表
す
。
特

に
総
讃
二
首
で
「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇　

広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し
」「
如

来
の
彼
岸
を
弘
宣
せ
り
」
と
述
べ
、
太
子
を
初
め
て
「
和
国
の
教
主
」
と

記
し
、
日
本
仏
教
の
祖
、
浄
土
教
の
祖
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
総
讃
二
首

も
「
十
一
首
和
讃
」
八
首
・
九
首
に
置
か
れ
る
。

　
「
十
一
首
和
讃
」
は
、
元
は
独
立
し
た
和
讃
集
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
他
の
太
子
和
讃
集
は
室
町
期
以
降
に
限
っ
て
も
儀
式
の
記
録
に
見

え
な
い
が
、
現
在
ま
で
「
十
一
首
和
讃
」
を
元
に
し
た
和
讃
が
日
常
の
勤

行
に
も
ち
い
ら
れ
る
な
ど
、
真
宗
太
子
信
仰
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
内

容
か
ら
も
親
鸞
作
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
和
讃
集
を
歴
史
の
上
に

確
認
で
き
る
の
は
、
文
明
本
『
三
帖
和
讃
』
開
版
（
一
四
七
三
年
）
で
あ

る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

現
在
、
真
宗
史
に
と
っ
て
も
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
真
言
律
宗
と

の
関
係
が
、
太
子
信
仰
に
お
い
て
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
四
天
王
寺
と
も

つ
な
が
り
を
持
つ
真
言
律
宗
勢
力
と
親
鸞
門
流
が
、
太
子
信
仰
を
背
景
と

し
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
に
あ
っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
現
在
知
ら

れ
て
い
る
真
宗
像
が
形
成
さ
れ
た
の
か
。
親
鸞
の
太
子
和
讃
三
本
の
考
察

は
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
。

太
子
和
讃
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
太
子
和
讃
集
の
成
り
立
ち
を
考
え
た
い
。

　

現
在
の
真
宗
寺
院
の
多
く
は
本
堂
余
間
に
聖
徳
太
子
孝
養
像
（
太
子
絵

像
）
を
掲
げ
、
太
子
和
讃
な
ど
親
鸞
作
の
和
讃
を
唱
和
す
る
。
親
鸞
に
は

約
二
〇
〇
首
に
及
ぶ
太
子
和
讃
が
あ
り
、
そ
れ
を
八
十
三
歳
か
ら
八
十
八

歳
に
か
け
て
三
つ
の
和
讃
集
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
最
後
が
『
皇
太
子

聖
徳
奉
讃
』（
十
一
首
和
讃
）
と
さ
れ
、
太
子
和
讃
集
の
な
か
で
最
も
格
調

が
高
く
、
先
行
す
る
太
子
和
讃
集
や
三
帖
和
讃
系
（
浄
土
和
讃
・
高
僧
和

讃
、
初
稿
本
以
前
の
正
像
末
和
讃
）
に
見
え
る
太
子
和
讃
を
収
載
す
る
。

　

七
十
六
歳
で
『
浄
土
和
讃
』『
高
僧
和
讃
』
を
著
し
た
親
鸞
は
、
建
長

期
以
降
、
そ
の
改
訂
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
途
中
、
八
十
四
歳
頃
に
同
名

異
書
の
「
浄
土
和
讃
」
十
三
首
を
著
し
た
と
さ
れ
（
最
近
自
筆
断
簡
発

見
、『
近
江
八
幡
の
歴
史　

第
九
巻
』
二
〇
二
一
年
）、
所
収
の
太
子
和
讃

二
首
を
改
訂
し
た
も
の
が
「
十
一
首
和
讃
」
八
首
・
九
首
に
見
え
る
。
ま

た
『
高
僧
和
讃
』
巻
末
へ
の
太
子
生
没
年
の
補
訂
や
、『
正
像
末
和
讃
』

執
筆
中
の
夢
告
に
も
太
子
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
時
に
親
鸞
が
記
し

た
と
さ
れ
る
「
別
和
讃
」
六
首
の
う
ち
二
首
は
太
子
和
讃
で
あ
り
、「
上

宮
太
子
方
便
し
…
慶
喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し
」
の
和
讃
が
同
じ
く
「
十
一
首

和
讃
」
九
首
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
遅
く
と
も
建
長
期
に
は
太
子
和

讃
の
構
想
が
萌
芽
し
、「
十
一
首
和
讃
」
に
連
な
る
太
子
和
讃
が
生
み
出

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

親
鸞
の
太
子
和
讃
集
の
う
ち
、
八
十
三
歳
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』

（
七
十
五
首
和
讃
）
は
、『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』
な
ど
、
当
時
流
布
し

て
い
た
太
子
伝
を
基
に
制
作
し
た
も
の
で
、
自
筆
本
断
簡
や
有
力
古
写
本

の
存
在
が
知
ら
れ
、
親
鸞
門
流
内
で
は
か
な
り
流
布
し
て
い
た
と
推
察
で

き
る
。
こ
の
和
讃
の
総
讃
で
親
鸞
は
「
有
情
救
済
の
慈
悲
ひ
ろ
し　

奉
讃
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践
は
王
法
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
中
村
の
根
底

に
は
浄
土
真
宗
や
禅
宗
を
高
く
評
価
す
る
「
鎌
倉
仏
教
優
越
史
観
」
が
あ

っ
た
こ
と
で
、
日
本
近
代
の
慈
悲
の
実
践
史
が
見
落
と
さ
れ
る
結
果
を
招

い
た
の
で
あ
る
。

　

中
村
の
近
代
主
義
的
な
仏
教
倫
理
研
究
を
批
判
的
に
捉
え
返
し
た
の
が

島
薗
進
の
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
慈
悲
の
実
践
で
は
な
く
、「
正
法
」

復
興
を
前
提
と
し
た
仏
教
的
な
社
会
倫
理
の
構
想
を
目
指
し
た
も
の
で
あ

っ
た
（
島
薗
進
『
日
本
仏
教
の
社
会
倫
理
―
「
正
法
」
理
念
か
ら
考
え

る
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。
し
か
し
、
島
薗
が
注
目
し
た
古
代
イ

ン
ド
の
正
法
は
戒
律
を
重
視
す
る
、
と
い
う
非
社
会
的
側
面
を
前
提
に
成

立
す
る
点
で
、
既
存
の
仏
教
倫
理
研
究
の
問
題
点
に
応
え
て
い
る
と
は
考

え
に
く
い
。

　

そ
こ
で
、
本
論
で
は
欧
米
の
公
共
宗
教
論
を
参
照
し
、
近
代
日
本
の
仏

教
福
祉
事
業
が
、
社
会
問
題
へ
の
対
応
を
通
じ
て
公
共
圏
に
参
与
し
、
仏

教
の
立
場
か
ら
当
時
の
「
福
祉
を
め
ぐ
る
公
共
空
間
」
の
再
編
成
を
促
し

た
も
の
と
捉
え
て
議
論
を
進
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
独
自
性
を
支
え
た
思

想
と
し
て
、
仏
教
思
想
に
基
づ
く
倫
理
観
と
し
て
の
報
恩
思
想
に
注
目
し

た
。

　

報
恩
思
想
は
「
三
宝
の
恩
」
を
前
提
に
「
父
母
」・「
衆
生
」・「
国
王
」

に
対
す
る
恩
を
重
視
す
る
思
想
で
あ
り
、
仏
教
の
近
代
社
会
に
対
す
る
積

極
的
な
関
与
を
支
え
る
倫
理
観
と
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
福
祉
領
域
で
は
、

衆
生
恩
を
根
拠
に
、
労
働
者
一
人
ひ
と
り
を
尊
ぼ
う
と
す
る
仏
教
福
祉
事

業
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
た
。
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
福
祉
の
公
共
的

役
割
と
は
、
社
会
主
義
や
封
建
体
制
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
福
祉
施
設
の

運
営
を
行
い
、
福
祉
を
め
ぐ
る
多
様
な
公
共
空
間
の
成
立
に
寄
与
し
た
こ

近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
福
祉
の
公
共
性
と
社
会
倫
理

井
川
　
裕
覚

　

近
代
日
本
の
仏
教
倫
理
に
関
す
る
成
果
は
主
に
思
想
史
研
究
の
立
場
か

ら
著
さ
れ
、
仏
教
思
想
の
遁
世
的
な
側
面
を
根
拠
に
社
会
倫
理
が
欠
如
し

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
「
非
社
会
性
」

を
前
提
と
す
る
研
究
上
の
立
場
は
、
近
年
の
社
会
参
加
仏
教
に
も
見
ら
れ

る
方
向
性
で
あ
る
。
戦
後
の
仏
教
倫
理
研
究
の
背
景
に
は
、
市
川
白
玄
の

成
果
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
戦
前
の
戦
争
協
力
へ
の
反
省
が
込
め
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
戦
争
に
協
力
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

仏
教
の
倫
理
的
問
題
点
は
非
社
会
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
対
社
会
」
的

な
側
面
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
本
報
告
で
は
、
近
代
日
本

の
仏
教
福
祉
事
業
の
根
拠
と
さ
れ
た
報
恩
思
想
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
実

践
史
の
立
場
か
ら
仏
教
福
祉
の
持
つ
倫
理
観
の
社
会
的
意
義
を
検
討
す

る
。

　

仏
教
の
「
対
社
会
」
的
な
倫
理
観
に
着
目
し
た
主
な
成
果
と
し
て
、
中

村
元
に
よ
る
仏
教
倫
理
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
日
本
社

会
が
思
想
的
に
混
迷
を
き
わ
め
た
時
代
の
規
範
を
仏
教
思
想
に
求
め
、
社

会
倫
理
の
観
点
か
ら
仏
教
の
社
会
的
意
義
の
再
構
築
を
試
み
た
も
の
で
あ

る
。
中
村
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
が
提
示
し
た
政
治
的
経
済
的
な
倫
理

観
に
着
目
し
、
そ
の
基
本
的
原
理
が
「
慈
悲
の
精
神
」
に
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
（
中
村
元
『
宗
教
と
社
会
倫
理
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
）。

し
か
し
、
中
村
の
社
会
倫
理
に
関
す
る
記
述
は
、
鎌
倉
仏
教
に
一
つ
の
指

標
点
を
認
め
は
す
る
が
、
そ
の
後
の
日
本
仏
教
の
展
開
を
取
り
上
げ
て
い

な
い
。
そ
の
理
由
は
、
中
村
が
注
目
し
た
真
宗
的
な
慈
悲
が
、
近
代
に
な

る
と
如
来
の
側
の
倫
理
と
し
て
表
現
さ
れ
、
世
俗
社
会
で
の
具
体
的
な
実
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て
信
仰
を
全
う
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に

す
べ
く
、
第
一
に
谷
川
の
佛
立
講
退
転
を
め
ぐ
る
問
題
を
確
認
し
、
第
二

に
日
扇
が
谷
川
に
対
す
る
教
化
活
動
に
つ
い
て
、
以
下
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
第
一
の
谷
川
退
転
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
、
先
行
研
究
で
は
二
説

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
政
六
年
頃
説
を
小
野
山
日
住
と
中
西
淳
誠
の
二
氏

が
、
明
治
四
年
頃
説
を
泉
日
恒
と
村
上
重
良
、
大
西
克
明
の
三
氏
が
指
摘

し
て
い
る
。
か
か
る
業
績
を
踏
ま
え
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
み
る

と
、
日
扇
が
明
治
五
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
す
る
『
中
組
護
持
過
去
帖
御

指
南
録
』
に
は
「
此
ト
キ
ノ
浅
七
半
七
ノ
両
人
悲
哉
安
政
六
年
ニ
退
転

ス
。
其
後
一
年
余
過
テ
谷
川
浅
七
再
入
ス
今
ニ
相
続
」（『
日
扇
聖
人
全

集
』〈
以
下
『
扇
全
』〉
第
十
六
巻
九
八
頁
）
と
て
、
谷
川
が
退
転
し
た
時

期
が
安
政
六
年
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
一
年
余
を
経
て
復
帰
し
今
（
明
治

五
年
頃
）
も
信
仰
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
史
料
と
し
て
、
谷
川
退
転
後
の
安
政
六
年
八
月
二
八
日
に
制
定

し
た
『
皇
都
高
松
組
本
門
佛
立
講
十
人
組
定
書
』
に
は
、
講
元
や
幹
部
の

名
が
連
ね
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
谷
川
の
名
前
が
見
当
た
ら
な
い
（『
扇

全
』
第
一
巻
二
五
五
―
六
頁
参
照
）。
以
上
の
史
料
か
ら
、
明
治
四
年
頃

説
よ
り
安
政
六
年
頃
説
の
方
に
妥
当
性
が
あ
る
こ
と
、
谷
川
の
退
転
は
、

安
政
六
年
の
一
月
か
ら
八
月
の
間
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
第
二
の
日
扇
が
谷
川
に
対
す
る
教
化
活
動
は
、
Ａ
日
扇
の
佛
立
講

に
対
す
る
谷
川
の
支
援
、
Ｂ
日
扇
の
谷
川
に
対
す
る
教
導
、
Ｃ
谷
川
の
死

去
に
伴
う
教
導
、
以
上
三
つ
の
側
面
が
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

ま
ず
Ａ
に
つ
い
て
谷
川
は
、
佛
立
講
開
講
後
、
自
宅
を
毎
月
二
回
、
講

会
の
会
場
と
し
て
提
供
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
安
政
六
年
八
月
以
前
ま
で

継
続
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
復
帰
後
も
、
定
期
的
に
講
席
を
提

と
に
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
事
業
の
対
象
者
へ
の
認
識
を
「
救
わ
れ
る

者
」
か
ら
「
共
に
生
き
る
者
」
へ
と
転
換
さ
せ
、
当
時
の
慈
善
事
業
や
慈

恵
の
孕
む
差
別
主
義
の
克
服
を
目
指
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

を
支
え
た
の
が
、
仏
教
的
な
社
会
倫
理
で
あ
る
報
恩
思
想
に
基
づ
く
衆
生

恩
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
仏
教
思
想
史
の
観
点
か
ら
仏
教
倫
理
の
「
非
社
会
性
」
が
批
判

さ
れ
て
き
た
が
、
仏
教
福
祉
の
実
践
史
の
立
場
か
ら
は
、
仏
教
的
な
社
会

倫
理
と
し
て
の
報
恩
思
想
の
意
義
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
報
恩
思
想
に
基
づ
く
仏
教
福
祉
事
業
の
二
面

性
（「
国
王
の
恩
」
が
国
家
協
力
の
根
拠
と
な
っ
た
点
な
ど
）
に
つ
い
て

も
検
討
し
た
い
。

長
松
日
扇
に
お
け
る
教
化
活
動 

│
│ 

谷
川
浅
七
郎
へ
の
教
導
を
中
心
に 

│
│

武
田
　
悟
一

　

本
門
佛
立
宗
の
開
祖
で
あ
る
長
松
日
扇
（
清
風
・
一
八
一
七
―
九
〇
）

は
、
安
政
四
年
一
月
一
二
日
、
京
都
新
町
蛸
薬
師
南
（
京
都
市
中
京
区
）

の
谷
川
浅
七
郎
宅
に
お
い
て
「
華
洛
本
門
佛
立
講
」（
以
下
、
佛
立
講
）
を

開
講
し
、
在
家
者
の
主
導
者
と
し
て
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
そ
の
日
扇

の
開
講
時
か
ら
の
教
化
活
動
を
注
目
し
て
み
る
と
、
開
講
の
場
所
を
提
供

し
一
時
期
講
元
と
し
て
活
躍
し
た
谷
川
浅
七
郎
（
生
没
年
未
詳
・
以
下
、

谷
川
）
の
存
在
が
見
逃
せ
な
い
。
し
か
し
本
門
佛
立
宗
史
上
、
谷
川
へ
の

評
価
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
谷
川
が
佛
立
講
か
ら
退
転

し
た
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
退
転
の
事
実
に
注
目
す
る
と
、
谷

川
は
退
転
後
数
年
で
佛
立
講
に
復
帰
し
、
死
去
ま
で
佛
立
講
の
信
徒
と
し
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供
し
て
い
る
。
ま
た
谷
川
は
、
佛
立
講
を
運
営
す
る
上
で
必
要
な
費
用
の

助
成
や
、
道
場
建
立
の
寄
進
な
ど
経
済
面
で
の
支
援
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら

に
谷
川
は
、
日
扇
が
布
教
上
の
支
障
や
法
難
が
来
し
た
時
に
は
信
行
上
で

の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
点
は
、
明
治
元
年
七
月
、
日
扇
と

谷
川
を
は
じ
め
と
す
る
佛
立
講
幹
部
数
名
は
、
京
都
府
よ
り
捕
縛
さ
れ
入

牢
し
て
い
る
（
大
津
法
難
）。
谷
川
は
日
扇
と
共
に
信
仰
的
迫
害
を
体
験

し
、
日
扇
の
佛
立
講
を
支
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
の
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
九
年
五
月
執
筆
の
『
鶏
鳴
暁
要
弁
下
』

で
は
、
日
扇
が
佛
立
講
開
講
時
に
、
谷
川
や
他
の
信
徒
に
対
し
一
代
五
時

と
五
義
に
つ
い
て
説
法
し
教
導
し
て
い
る
。
信
徒
に
と
っ
て
は
難
解
な
内

容
と
推
察
さ
れ
る
が
、
谷
川
は
こ
れ
を
理
解
で
き
る
能
力
を
備
え
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
扇
は
谷
川
に
対
し
三
度
の
曼
荼
羅
本
尊
を
授

与
し
、
信
仰
的
教
導
の
一
面
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

最
後
の
Ｃ
は
、
一
二
月
一
日
執
筆
の
『
御
消
息　

続
三
四
一
』
に
は

「
一
、
八
品
堂
廿
八
日
の
朝
死
去
ニ
候
。
種
栄
を
御
経
に
つ
か
は
し
お
き
」

（『
扇
全
』
第
三
十
三
巻
二
二
〇
頁
）
と
記
さ
れ
、
谷
川
の
死
去
に
あ
た
り

弟
子
を
遣
わ
し
て
弔
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
明
治
一
二
年
四

月
の
『
長
松
堂
毎
日
行
法
記
』
に
は
、
毎
日
の
勤
行
に
お
い
て
佛
立
講
の

物
故
者
六
四
名
を
回
向
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
人
に
谷
川
の
戒
名
が
記
さ

れ
（『
扇
全
』
第
六
巻
四
二
頁
）、
日
扇
が
谷
川
の
死
後
も
物
故
者
と
し
て

供
養
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
谷
川
は
、
謗
法
行
為
に
よ
り
一
時
は
退
転
す
る
が
、
そ
の

後
復
帰
し
て
日
扇
の
佛
立
講
を
支
え
た
。
ま
た
谷
川
は
日
扇
か
ら
の
教
導

を
受
け
て
、
死
去
ま
で
信
仰
を
貫
徹
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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里
子
養
育
に
お
け
る
宗
教
性
の
考
察 

│
│ 

天
理
教
信
仰
者
の
聞
き
取
り
か
ら 

│
│

青
木　
　

繁

　
「
天
理
教
里
親
連
盟
」
は
、
里
子
養
育
活
動
を
全
国
で
お
こ
な
っ
て
い

る
。
二
〇
二
〇
年
度
の
調
査
で
は
、
会
員
六
一
二
世
帯
で
七
三
五
人
の
里

子
を
養
育
し
、
全
国
の
里
親
の
十
％
を
超
え
る
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
一
つ

の
宗
教
団
体
が
こ
れ
ほ
ど
数
多
く
の
里
親
養
育
活
動
に
関
わ
り
を
持
つ
の

か
、
里
親
養
育
を
行
う
宗
教
的
な
動
機
と
は
な
に
か
。
今
回
の
報
告
は
、

養
育
を
実
践
す
る
天
理
教
信
者
に
話
を
聞
き
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
調
査
で
は
「
里
親
養
育
の
動
機
や
理
由
」
な
ど
を
、
里

親
養
育
を
実
践
す
る
天
理
教
信
者
六
名
に
聞
き
取
り
、
話
の
内
容
を
文
字

起
こ
し
、
質
的
調
査
を
行
っ
た
。

　
「
里
親
を
始
め
た
動
機
」
は
、
Ｍ
教
会
長
夫
妻
の
場
合
、
近
所
に
風
呂

に
も
入
っ
て
い
な
い
若
い
夫
婦
の
子
ど
も
が
い
て
、
子
た
ち
の
世
話
・

「
お
た
す
け
」
を
し
て
い
る
う
ち
、
お
母
さ
ん
が
母
子
手
帳
を
置
い
て
い

な
く
な
り
、
里
親
と
し
て
の
養
育
が
始
ま
っ
た
と
言
う
。
Ｋ
教
会
長
夫
妻

は
、
信
仰
上
の
動
機
か
ら
で
、
天
理
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
「
お
た
す

け
」
を
実
践
し
た
あ
と
、
最
後
に
夫
婦
で
里
親
を
や
る
こ
と
を
決
め
た
と

い
う
。
Ｕ
元
会
長
は
教
会
長
を
息
子
に
三
十
年
と
い
う
節
目
で
譲
り
里
親

活
動
を
始
め
た
。
Ｈ
さ
ん
は
、
大
学
で
福
祉
を
教
え
な
が
ら
里
親
も
始
め

た
。
教
会
長
で
な
い
里
親
は
天
理
教
で
は
珍
し
い
と
言
う
。

　

Ｕ
元
教
会
長
は
里
親
を
す
る
天
理
教
信
者
の
共
通
す
る
動
機
を
「
根
本

に
子
ど
も
を
助
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
み
ん
な
思
っ
て
い
ま
す
。
誰
一

人
そ
の
心
が
な
い
人
は
里
親
を
や
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
を

助
け
た
い
わ
け
な
ん
で
す
よ
。」
と
語
り
「
子
ど
も
達
」
へ
の
「
助
け
」

が
天
理
教
信
者
の
里
親
養
育
へ
の
共
通
の
動
機
と
言
う
。
で
は
、
そ
の

「
助
け
」
と
は
何
か
。
天
理
教
の
教
祖
中
山
み
き
の
逸
話
で
は
「
金
が
何

ん
ぼ
あ
っ
て
も
、
又
、
米
蔵
に
米
が
何
ん
ぼ
積
み
上
げ
て
い
て
も
、
直
ぐ

に
は
子
供
に
与
え
ら
れ
ん
。
人
の
子
を
預
か
っ
て
育
て
て
や
る
程
の
大
き

な
た
す
け
は
な
い
。」（『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
編
』）
と
あ
り
、
天
理

教
の
「
子
ど
も
」
へ
の
「
助
け
」
が
里
親
養
育
の
根
本
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
天
理
教
信
者
の
里
親
は
、
こ
の
教
義
を
ど
の
様
に
養
育
の
場
面

で
、
自
身
の
宗
教
体
験
へ
と
読
み
か
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
調
査
で
は

「
一
生
や
ら
せ
て
も
ら
う
」「
ど
ん
な
子
ど
も
も
断
ら
な
い
」、
と
い
う
語

り
に
注
目
し
た
。
Ｋ
会
長
は
、
養
育
が
決
ま
っ
た
小
学
生
の
男
の
子
の
祖

父
が
天
理
教
の
修
養
科
に
行
っ
た
経
験
が
あ
る
と
聞
き
、
運
命
的
な
も
の

を
感
じ
、「
障
害
が
あ
る
こ
の
子
を
生
涯
養
育
す
る
こ
と
」、
ま
た
、「
児

童
相
談
所
か
ら
の
依
頼
が
あ
れ
ば
誰
で
も
断
ら
な
い
」
と
誓
っ
た
と
い

う
。
聞
き
取
り
を
行
な
っ
た
六
人
は
、
児
童
相
談
所
か
ら
の
依
頼
を
基
本

は
全
て
断
ら
な
い
と
い
う
。
Ｕ
元
会
長
は
「
お
助
け
な
ん
で
、
困
っ
た
と

き
の
天
理
教
さ
ん
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
里
親
冥
利
で
す
よ
」
と
答
え
る
。

　

で
は
、
日
常
の
天
理
教
の
宗
教
活
動
と
里
子
の
生
活
の
関
係
は
ど
の
様

な
も
の
だ
ろ
う
か
。
Ｕ
元
教
会
長
は
「（
天
理
教
に
対
し
て
）
厳
し
い
目

は
あ
り
ま
す
。
私
達
が
委
託
を
う
け
る
時
に
で
す
ね
、
行
政
の
方
か
ら
、

そ
れ
は
き
っ
ち
り
言
わ
れ
ま
す
。
お
子
様
に
、
宗
教
を
強
要
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。
言
わ
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
、
里
親
連
盟
も
、
天
理

教
の
里
親
さ
ん
が
た
に
、
宗
教
を
強
要
す
る
こ
と
は
絶
対
や
め
て
く
だ
さ

い
と
、
こ
れ
は
言
っ
て
い
ま
す
。」
し
か
し
、
次
の
言
葉
も
付
け
加
え
た
。

「
私
た
ち
の
宗
教
儀
式
と
い
う
の
は
、
朝
の
お
勤
め
、
夜
の
お
つ
と
め
、

朝
の
お
勤
め
で
始
ま
り
、
夜
の
お
勤
め
で
終
わ
る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
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関
係
書
類
等
を
含
む
史
料
群
五
九
九
点
が
発
見
さ
れ
、
現
在
「
宮
城
島
家

史
料
目
録
」
と
し
て
目
録
化
が
終
了
し
て
い
る
。

　

宮
城
島
金
作
は
、
三
保
地
方
の
領
主
で
あ
り
、
御
穂
神
社
神
官
で
あ
っ

た
太
田
健
太
郎
（
一
八
四
五
―
一
八
六
九
）
の
落
胤
と
し
て
生
ま
れ
、
御

穂
神
社
社
家
の
宮
城
島
源
作
の
子
供
と
し
て
育
っ
た
。
金
作
は
幼
い
時
か

ら
霊
能
力
を
有
し
た
が
、
金
作
自
身
の
回
想
録
で
は
、
八
歳
の
時
に
入
水

自
殺
を
試
み
て
生
還
し
た
後
に
特
殊
な
霊
能
力
が
付
い
た
と
い
う
。
長
澤

雄
楯
は
、
明
治
二
十
年
頃
よ
り
、
宮
城
島
金
作
を
「
本
田
霊
学
」
に
お
け

る
神
霊
の
憑
依
行
法
で
あ
る
「
帰
神
法
」
の
神
主
と
し
て
育
成
を
始
め

た
。
宮
城
島
金
作
と
兄
弟
弟
子
で
あ
っ
た
白
鬚
神
社
祠
官
稲
葉
大
三
津
の

回
顧
に
よ
れ
ば
、
金
作
は
寝
て
い
る
間
も
神
霊
の
憑
依
が
生
じ
る
脱
魂
型

の
霊
的
体
質
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
長
澤
雄
楯
の
指
導
の
下
で
帰
神
法
の

「
神
感
法
」「
自
感
法
」「
他
感
法
」
を
取
得
し
て
い
く
な
か
で
、
金
作
は

御
穂
神
社
の
祭
神
や
眷
属
神
の
他
に
「
記
紀
神
話
」
の
神
霊
の
託
宣
も
授

か
る
よ
う
な
っ
た
。

　

明
治
二
十
四
年
頃
よ
り
、
金
作
の
神
霊
託
宣
を
求
め
る
信
徒
集
団
が
御

穂
神
社
の
氏
子
達
の
中
か
ら
生
じ
、
三
保
地
方
の
近
隣
に
ま
で
及
ん
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、「
宮
城
島
家
史
料
」
の
特
徴
と
し
て
、
金
作
は
、
長
澤

雄
楯
か
ら
の
「
本
田
霊
学
」
の
受
容
を
否
定
す
る
記
述
を
一
貫
し
て
お
こ

な
っ
て
い
る
。
金
作
は
①
九
歳
の
時
に
本
田
親
徳
と
御
穂
神
社
で
会
合

し
、「
鎮
魂
・
帰
神
法
」
の
稽
古
を
開
始
し
た
と
し
、
本
田
親
徳
の
直
弟

子
を
表
明
す
る
記
述
の
他
、
②
御
穂
神
社
の
祭
神
で
あ
る
「
三
穂
津
姫

命
」
か
ら
の
直
接
的
啓
示
に
よ
り
「
帰
神
法
」
の
稽
古
を
開
始
し
た
と
主

張
し
て
い
る
。

　

明
治
二
十
七
年
に
金
作
は
、
思
金
神
の
試
験
に
合
格
し
、
神
界
よ
り

の
生
活
ス
タ
イ
ル
な
ん
で
、
こ
れ
を
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
よ
ね
。」
と
。
ま
た
、
現
実
的
な
状
況
を
話
す
会
長
も
い
た
。「
現
在
、

中
学
生
や
高
校
生
の
里
子
が
増
え
、（
養
育
期
間
が
）
三
年
と
か
五
年
と

か
の
ス
パ
ン
で
あ
れ
ば
、
も
う
宗
教
的
感
化
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」

と
。

　

最
後
に
、
教
会
で
里
子
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
背
景
に
は
、
天
理
教

の
困
難
な
状
況
を
抱
え
た
人
を
「
住
み
込
み
人
」
と
し
て
引
き
受
け
る
働

き
が
関
係
し
て
い
る
様
に
思
え
る
。「
住
み
込
み
人
」
は
「
神
の
用
向
き
」

で
む
し
ろ
世
話
を
さ
せ
て
頂
く
存
在
で
あ
る
と
い
う
、
天
理
教
教
会
の
独

特
な
考
え
で
、
今
回
の
六
名
は
い
ず
れ
も
血
縁
の
な
い
人
々
と
の
暮
ら
し

の
経
験
が
あ
っ
た
。
天
理
教
の
里
子
養
育
は
、
助
け
の
信
仰
を
絆
に
、
教

会
の
中
で
、
血
縁
を
超
え
た
家
族
の
再
構
築
に
挑
戦
し
て
い
る
様
に
思
え

る
。

神
道
三
穂
教
会
史
料
に
み
る
神
霊
託
宣
の
諸
相

並
木　

英
子

　

神
道
三
穂
教
会
（
一
八
九
〇
年
代
―
一
九
二
六
）
は
、
神
道
本
局
（
教

名
：
神
道
）
よ
り
認
可
を
受
け
、
設
立
さ
れ
た
駿
河
国
三
宮
御
穂
神
社
の

崇
敬
教
会
で
あ
る
。
本
教
会
の
神
主
で
あ
る
宮
城
島
金
作
（
一
八
七
三
―

一
九
二
一
）（
号
：
宇
宙
）
は
本
田
親
徳
（
一
八
二
二
―
一
八
九
九
）
の

「
霊
学
」
継
承
者
で
あ
っ
た
御
穂
神
社
祠
官
長
澤
雄
楯
（
一
八
五
八
―
一

九
四
〇
）
の
一
番
弟
子
と
し
て
、
類
い
ま
れ
な
霊
能
力
を
有
し
た
人
物
で

あ
っ
た
。
二
〇
一
八
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
宮
城
島
家
に
お
け
る
調
査
に
よ

り
、
宮
城
島
金
作
が
率
い
た
神
道
三
穂
教
会
の
宗
教
活
動
を
推
測
す
る
㈠

神
道
霊
学
書
類
、
㈡
神
道
三
穂
教
会
関
係
書
類
、
㈢
神
道
三
穂
教
会
託
宣
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薬
の
作
成
指
示
が
示
さ
れ
て
お
り
、
教
会
製
造
の
生
薬
販
売
と
と
も
に
病

に
悩
む
人
々
の
相
談
に
対
し
民
間
療
法
の
指
示
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
。

金
光
教
学
に
お
け
る
教
祖
関
連
資
料
の
研
究
に
つ
い
て

長
崎　

誠
人

　

二
〇
一
五
年
に
金
光
教
団
に
提
供
さ
れ
た
教
祖
関
連
資
料
（
以
下
、

「
新
資
料
」
と
略
す
）
は
、
金
光
教
教
学
研
究
所
に
お
い
て
調
査
研
究
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
九
月
に
は
、
何
点
か
の
新
資
料
を
収
め

た
『
金
光
大
神
事
蹟
に
関
す
る
研
究
資
料
』（
以
下
『
研
究
資
料
』
と
略

す
）
が
立
教
一
六
〇
年
に
あ
わ
せ
て
公
刊
さ
れ
た
。

　

本
発
表
は
、
新
た
な
新
資
料
に
よ
っ
て
教
祖
理
解
、
教
義
理
解
等
に
ど

の
よ
う
な
動
向
が
生
じ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
一
環

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
長
く
続
く
「
教
団
」
離
れ
・「
教
団
」
不
信
を

ふ
ま
え
、
批
判
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
教
祖
や
教
義
の
権
威
づ
け
が
、
起
る

と
す
れ
ば
一
体
ど
の
よ
う
な
過
程
で
起
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
研
究
の
中
間
報
告
で
あ
る
。

　

さ
て
、
今
回
の
新
資
料
が
、
教
団
外
の
者
に
対
し
て
も
公
開
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
『
研
究
資
料
』
公
刊
よ
り
も
少
し
遡
り
、
二
〇
一
八
年

十
一
月
前
後
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
教
学
研
究
所
主
催
の
「
第
十
二
回
教

学
に
関
す
る
交
流
集
会
」
に
お
い
て
、
新
資
料
の
う
ち
教
祖
直
筆
帳
面
の

原
寸
大
の
複
製
が
公
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、『
研
究
資
料
』
公
刊
後
に
も

新
資
料
の
公
開
は
進
み
、
二
〇
二
一
年
九
月
現
在
で
は
、
教
祖
直
筆
資
料

を
含
め
て
多
く
の
資
料
が
公
開
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　

一
方
、
新
資
料
を
用
い
た
教
学
研
究
の
動
向
を
う
か
が
っ
て
み
る
。
新

「
神
感
高
等
一
等
神
主
」
の
位
階
を
授
け
ら
れ
た
と
す
る
。
自
ら
の
信
徒

集
団
を
有
し
た
金
作
は
、
長
澤
雄
楯
か
ら
独
立
し
、
竜
爪
山
穂
積
神
社
祠

官
高
田
潤
作
（
一
八
四
五
―
？
）
を
教
会
長
に
据
え
、
神
道
三
穂
教
会
を

設
立
し
た
。
長
澤
雄
楯
の
自
社
で
あ
る
月
見
里
神
社
付
属
稲
荷
講
社
が
す

で
に
本
田
霊
学
の
道
場
と
し
て
門
人
を
多
く
集
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
金

作
は
、
長
澤
雄
楯
と
の
競
合
避
け
、「
三
穂
津
彦
命
」「
三
穂
津
姫
命
」

「
天
鈿
女
命
」「
事
代
主
神
」
の
四
柱
の
神
勅
を
頼
り
に
、
明
治
三
十
六
年

に
教
会
の
拠
点
を
静
岡
市
街
に
移
し
、
三
保
地
方
の
鎮
守
社
で
あ
っ
た
御

穂
神
社
の
霊
威
を
静
岡
市
街
に
も
広
め
た
。

　

神
道
三
穂
教
会
史
料
に
は
、
静
岡
分
教
会
に
お
い
て
、
金
作
の
お
こ
な

っ
た
神
霊
託
宣
紙
類
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
相
談
者
は
、
安
倍
郡
、
庵

原
郡
、
蒲
原
郡
な
ど
の
御
穂
神
社
の
崇
敬
地
域
か
ら
の
相
談
者
だ
け
で
な

く
、
静
岡
市
内
の
ほ
か
、
焼
津
、
浜
松
、
横
浜
、
大
阪
に
及
ん
だ
。
静
岡

分
教
会
で
は
、
㈠
病
気
託
宣
と
禁
厭
法
に
よ
る
神
霊
保
護
、
㈡
三
穂
教
会

製
造
の
生
薬
の
販
売
、
㈢
事
業
託
宣
に
よ
り
、
信
徒
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。

御
穂
神
社
社
家
出
身
者
と
し
て
の
氏
の
カ
リ
ス
マ
と
神
霊
の
カ
リ
ス
マ
を

有
し
た
金
作
は
、
静
岡
市
街
で
は
、
新
た
に
花
柳
界
を
含
む
飲
食
業
界
、

茶
葉
の
卸
業
、
政
治
家
な
ど
、
人
流
や
相
場
が
収
入
に
大
き
く
左
右
す
る

不
安
定
な
商
い
を
お
こ
な
う
人
々
を
信
仰
者
と
し
て
獲
得
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
静
岡
市
街
に
移
転
し
た
後
も
病
気
や
日
々
の
暮
ら
し
に
悩
む
三

保
半
島
周
辺
地
域
の
民
衆
や
、
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
大
阪
や
横
浜
な
ど
の

都
会
へ
と
移
転
し
た
人
々
か
ら
も
引
き
続
き
信
仰
を
集
め
た
。
金
作
は
、

神
霊
託
宣
と
と
も
に
病
気
平
癒
の
「
禁
厭
法
」
な
ど
の
「
神
霊
保
護
」
を

授
け
、
教
会
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
遠
方
者
や
、
重
病
者
に
は
、
写

真
を
用
い
た
遠
隔
術
法
を
用
い
て
い
た
。
ま
た
託
宣
紙
の
中
に
は
、
煎
じ
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以
上
の
こ
と
を
、「
教
団
」
に
お
け
る
教
学
研
究
（
所
）
の
位
置
と
い

う
視
角
か
ら
捉
え
直
す
と
、
金
光
教
団
に
お
い
て
教
学
研
究
（
所
）
は
、

宗
政
当
局
と
信
者
と
の
間
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ

れ
は
、
新
資
料
公
刊
に
あ
た
っ
て
教
学
研
究
（
所
）
の
側
に
見
ら
れ
た
二

つ
の
配
慮
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
つ
は
、『
研
究
資
料
』
公
刊

に
あ
た
っ
て
信
者
の
自
由
な
理
解
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
、
現
代
語
訳
は
つ

け
な
い
と
い
う
配
慮
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
岩
崎
氏
の
論
考
に
現
わ
れ

て
い
る
、
新
資
料
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
信
心
の
あ
り
方
が
妨
げ
ら
れ
な

い
よ
う
に
と
の
配
慮
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
教
学
研
究
（
所
）

側
か
ら
の
配
慮
は
一
方
的
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
教
学
研
究

（
所
）
の
伝
統
と
研
究
に
対
し
て
信
者
が
寄
せ
る
信
頼
と
自
負
と
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

信
者
が
伝
え
た
教
祖 

│
│ 『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』
か
ら
見
る
教
祖
像 

│
│

堀
内
み
ど
り

　

一
般
に
「
逸
話
」
は
、「
エ
ピ
ソ
ー
ド
。」
や
「
あ
る
事
柄
や
人
物
に
つ

い
て
、
そ
の
一
面
が
う
か
が
え
る
よ
う
な
、
表
に
出
な
い
話
。」
を
い
う
。

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』
の
「
は
し
が
き
」
に
は
、
教
内
全
般
か

ら
史
料
を
収
集
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
、「
目
の
前
に
、
ご
存
命
の
教
祖

が
お
歩
き
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
一
つ
一
つ
の
御
逸
話
」「
力
比
べ
は
、

教
祖
が
月
日
の
や
し
ろ
に
坐
し
ま
す
と
い
う
理
を
、
姿
に
あ
ら
わ
し
て
お

見
せ
下
さ
れ
た
」
と
も
記
さ
れ
る
。
又
、
序
文
に
お
い
て
。
中
山
善
衞
三

代
真
柱
は
、「（
御
逸
話
は
）
い
ず
れ
も
、
教
祖
か
ら
直
接
お
仕
込
み
頂
い

た
人
々
が
、
自
分
の
信
仰
の
糧
と
し
て
肝
に
銘
じ
、
あ
る
い
は
書
き
伝
え
、

資
料
の
教
団
外
へ
の
公
開
に
先
立
ち
紀
要
『
金
光
教
学
』
に
論
考
が
発
表

さ
れ
始
め
、
二
〇
一
九
年
九
月
の
『
研
究
資
料
』
公
刊
ま
で
に
岩
崎
繁
之

氏
の
論
考
（
二
〇
一
六
年
九
月
）
と
大
林
浩
治
氏
の
論
考
（
二
〇
一
七
年

九
月
）
が
発
表
さ
れ
た
。
岩
崎
氏
が
用
い
た
資
料
は
現
時
点
で
ま
だ
公
開

さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
林
が
用
い
た
資
料
は
論
考
発
表
後
し
ば
ら
く
し
て

公
開
さ
れ
た
。

　

岩
崎
氏
の
論
考
が
資
料
批
判
的
・
基
礎
的
研
究
で
あ
る
の
に
対
し
、
大

林
氏
の
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
の
教
祖
理
解
に
は
な
い
教
祖
の
新
た
な
一
面

を
提
示
す
る
研
究
と
言
え
る
。
大
林
氏
は
新
資
料
が
教
団
に
提
供
さ
れ
る

前
か
ら
す
で
に
「
安
政
四
年
」
と
い
う
年
に
着
目
し
て
お
り
、
そ
れ
は
新

資
料
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
二
〇
一
七
年
の
大
林

氏
の
論
考
に
お
い
て
、
教
祖
像
の
新
た
な
一
面
を
提
示
す
る
の
に
使
わ
れ

て
い
る
資
料
は
、
論
考
発
表
時
点
で
は
未
公
開
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
新
資
料
公
開
と
教
学
研
究
の
論
考
発
表
の
時
系

列
的
関
係
は
、
立
教
一
六
〇
年
に
あ
わ
せ
た
公
刊
計
画
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
教
学
研
究
の
水
準
に
お
い
て
、
新
資

料
公
開
と
教
祖
像
の
新
た
な
一
面
の
提
示
と
の
時
間
的
先
後
に
つ
い
て
は

特
に
問
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
論
証
の
適
否
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
教
学
研
究
に
お
い
て
は
、
論

証
と
は
切
り
離
さ
れ
た
解
釈
の
提
示
と
い
う
一
つ
の
次
元
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
現
時
点
に
お
い
て
、

こ
の
こ
と
が
「
教
団
」
に
よ
る
教
祖
や
教
義
の
権
威
づ
け
と
関
係
が
あ
る

の
か
な
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
ず
、
今
後
の
研

究
の
課
題
と
し
た
い
。
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り
が
頻
繁
に
現
前
で
示
さ
れ
、「
月
日
の
や
し
ろ
」
と
し
て
の
教
祖
を
示

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
他
に
、
未
来
の
す
が
た
、
遠
く
の
様
子
、
見
抜

き
見
通
し
の
力
（
二
五
：
七
十
五
日
の
断
食
、
六
一
：
廊
下
の
下
を
、
九

三
：
八
町
四
方
、
七
六
：
牡
丹
の
花
盛
り
、
八
八
：
危
な
い
と
こ
ろ
を
、

九
七
：
煙
草
畑
和
な
ど
）
を
語
っ
た
信
者
た
ち
が
、
教
祖
を
「
神
様
」
と

実
感
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
う
し
た
神
と
し
て
の
教
祖

は
、
又
「
ひ
な
が
た
の
親
」
で
あ
り
、
信
者
の
〝
思
い
描
く
〞「
親
」
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
『
逸
話
篇
』
は
語
る
。
教
祖
に
合
い
見
え
た
人
々

は
教
祖
の
所
作
や
呼
び
か
け
に
心
が
感
応
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。「
身
動
き
も
出
来
な
い
楢
蔵
の
枕
元
に
、
お
坐
り
に
な
り
、『
頭
が

痒
い
や
ろ
な
。』
と
、
仰
せ
に
な
っ
て
、
楢
蔵
の
髪
を
ゆ
っ
く
り
お
梳
き

下
さ
れ
た
。」（
二
七
：
め
で
た
い
日
）
が
示
す
の
は
、
慈
悲
深
く
、
優
し

い
「
親
」
で
あ
り
、「
か
わ
い
そ
う
に
」「
よ
う
帰
っ
て
来
た
な
あ
」（
六

七
：
か
わ
い
そ
う
に
、
八
：
一
寸
見
上
に
、
な
ど
多
数
）
と
労
わ
れ
る
そ

の
行
為
の
あ
り
よ
う
が
「
ひ
な
が
た
」
と
な
っ
て
、
信
者
の
信
仰
的
成
人

を
決
定
づ
け
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
語
ら
れ
た
教
祖
は
、
実
際
の
救
済
を
与
え
る
実
体
で
あ
る
と

同
時
に
、
神
の
慈
愛
・（
母
）
親
の
子
ど
も
可
愛
い
と
い
う
思
い
・
隔
て

の
な
い
接
し
方
を
す
る
優
し
い
人
と
い
う
あ
る
べ
き
姿
・
理
想
で
あ
っ

て
、
神
の
姿
と
は
た
ら
と
の
確
信
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

あ
る
い
は
語
り
伝
え
た
も
の
で
す
か
ら
、
教
祖
の
お
心
持
ち
を
、
直
に
生

き
生
き
と
伝
え
て
い
る
も
の
と
申
し
て
良
い
で
し
ょ
う
。」
と
述
べ
る
。

こ
こ
で
は
、
教
祖
在
世
当
時
の
信
者
が
伝
え
る
教
組
像
を
『
逸
話
篇
』
か

ら
描
い
て
み
る
。

　

天
理
教
で
は
、「
教
祖
の
立
場
」
を
⑴
「
月
日
の
や
し
ろ
」
と
し
て
、

親
神
の
思
召
を
人
間
に
伝
え
る
、
⑵
自
ら
身
を
持
っ
て
た
す
け
一
条
の

「
ひ
な
が
た
の
道
」
を
示
し
た
「
ひ
な
が
た
の
親
」、
⑶
明
治
二
〇
年
陰
暦

正
月
二
六
日
以
降
は
、
存
命
の
ま
ま
に
働
か
れ
る
「
教
祖
存
命
の
理
」
と

説
く
（『
よ
う
ぼ
く
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
天
理
教
道
友
社
編
・
発
行
、
二
〇

一
八
年
第
二
版
、
二
八
頁
）。
こ
れ
に
、
教
祖
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
る

と
い
う
点
か
ら
「
た
す
け
の
親
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
又
、
立
教
以
前
の
教

祖
に
つ
い
て
は
、「
嫁
と
し
て
、
主
婦
と
し
て
申
し
分
の
な
い
働
き
ぶ
り

を
示
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
慈
悲
の
心
い
よ
い
よ
篤
く
、
あ
る
時
な
ど
は

米
盗
人
を
赦
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
米
を
与
え
、
後
々
を
諭
さ
れ
、
ま
た
、

あ
る
時
な
ど
は
物
乞
い
の
女
に
衣
食
を
恵
む
と
と
も
に
、
背
中
の
赤
子
に

自
分
の
乳
房
を
含
ま
せ
ら
れ
る
な
ど
、
情
け
深
い
お
振
る
舞
い
は
ま
す
ま

す
そ
の
度
を
強
め
ま
し
た
。」（
同
右
、
二
九
頁
）
と
描
か
れ
、
模
範
的
な

「
女
性
」（
女
の
鑑
）
で
あ
り
、
女
性
に
と
っ
て
も
理
想
的
に
見
え
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、『
逸
話
篇
』
の
教
祖
は
、
教
祖
に
直
接
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
、

ま
た
そ
の
子
孫
が
聞
い
て
残
し
た
話
と
し
て
伝
え
ら
て
お
り
、「
月
日
の

や
し
ろ
」
以
後
の
話
で
あ
る
。
⑴
は
、「
は
し
が
き
」
に
述
べ
ら
れ
た

「
力
比
べ
」（
六
一
：
廊
下
の
下
を
、
七
五
：
こ
れ
が
天
理
や
、
八
〇
：
あ

ん
た
方
二
人
で
、
八
一
：
さ
あ
お
上
が
り
な
ど
）
が
あ
り
、
他
に
様
々
な

「
ふ
し
ぎ
」
が
語
ら
れ
る
。
た
す
け
の
源
泉
と
し
て
、
不
思
議
な
た
す
か
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る
か
も
し
れ
な
い
（
Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
『
近
代
と
は
い
か
な
る
時
代
か　

モ

ダ
ニ
テ
ィ
の
帰
結
』
而
立
書
房
、
邦
訳
一
九
九
三
年
、
原
著
一
九
九
〇

年
）。

（
一
）
脱
埋
め
込
み
第
一
段
階
「
浮
遊
」
│
│
こ
れ
ま
で
多
く
の
寺
院

は
、
地
域
の
檀
家
に
支
え
ら
れ
、
地
縁
・
血
縁
・
仏
縁
を
基
盤
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、
人
口
減
少
や
宗
教
離
れ
等
に
よ
っ
て
そ
の
経
済
的
な
基
盤

を
次
第
に
失
い
、
結
果
と
し
て
土
地
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
て
浮
遊
す

る
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
脱
埋
め
込
み
第
二
段
階
「
時
間
と
空
間
の
分
離
」
│
│
経
済
的
基

盤
を
失
っ
た
、
あ
る
い
は
将
来
的
に
失
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い

る
寺
院
は
、
生
存
戦
略
と
し
て
新
た
な
経
済
活
動
を
模
索
す
る
。
そ
の
際

に
宗
教
活
動
の
延
長
線
上
に
あ
る
宿
坊
の
経
営
が
選
択
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

珍
し
く
な
い
。
そ
う
し
て
選
択
さ
れ
た
宿
坊
は
、
急
速
に
拡
大
し
て
い
る

Ｏ
Ｔ
Ａ
（
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ト
ラ
ベ
ル
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
に
て
商
品
と
し

て
販
売
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宿
坊
が
存
立
す
る
地
域
の
時
間
と
空
間
か

ら
分
離
し
て
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
地
域
外
の
顧
客
と
出
会
う
。
集
客
の
た

め
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
意
識
し
て
、
無
宗
教
型
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
層
（
Ｓ
Ｂ

Ｎ
Ｒ
）
へ
、
さ
ら
に
は
一
般
的
な
農
村
観
光
（
ル
ー
ラ
ル
・
ツ
ー
リ
ズ

ム
）
の
顧
客
層
へ
と
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
広
げ
ら
れ
て
い
く
。
地
域
の
内
と
外

の
境
界
線
が
消
え
、
一
人
ひ
と
り
の
顧
客
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
密
に
つ
な
が
る
こ

と
で
フ
ァ
ン
を
獲
得
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
地
域
外
で
拡
大
し
て
い
く
。

（
三
）
脱
埋
め
込
み
第
三
段
階
「
再
埋
め
込
み
」
│
│
宿
坊
が
マ
ー
ケ
ッ

ト
志
向
に
転
じ
る
と
、
宿
坊
単
独
で
は
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
ず
、
ゲ
ス
ト
が
滞
在
中
に
地
域
の
魅
力
に
触
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
必

要
が
あ
る
と
気
付
く
こ
と
に
な
る
。
地
域
か
ら
浮
遊
し
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
を

宿
坊
の
地
域
資
源
化
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
再
帰
性 

│
│ 

信
仰
と
振
興
の
は
ざ
ま
で 

│
│

和
栗　

隆
史

　

各
地
で
宿
坊
の
地
域
資
源
化
が
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
二
〇
一
五
年
以

降
、
観
光
ま
ち
づ
く
り
の
文
脈
で
新
た
に
開
設
さ
れ
る
動
き
が
全
国
で
確

認
さ
れ
て
い
る
（
拙
著
『「
宿
坊
」
の
研
究
序
説
：
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
化

圏
に
お
け
る
そ
の
歴
史
的
変
遷
と
日
本
に
お
け
る
現
代
的
変
容
に
着
目
し

て
』
未
公
刊
修
士
論
文
、
二
〇
一
九
年
）。
本
報
告
時
点
で
全
国
五
〇
〇

超
の
宿
坊
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
割
を
超
え
る
六
六
の
施
設
が
二
〇
一

五
年
以
降
の
開
設
で
、
さ
ら
に
そ
の
三
分
の
一
に
あ
た
る
二
二
の
施
設
が

過
疎
地
に
所
在
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
令
和
二
年
度
よ
り

観
光
庁
の
「
寺
泊
」
推
進
事
業
も
始
ま
っ
た
。
寺
院
宿
坊
が
、
地
域
振

興
・
観
光
振
興
の
源
泉
と
し
て
注
目
さ
れ
、
寺
院
単
独
の
宗
教
活
動
の
範

疇
を
超
え
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
志
向
の
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
、
地
域
密
着
型
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
し
て
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
宗

教
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
お
け
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
志
向
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
る
先

駆
的
な
論
考
も
あ
る
が
（
岡
本
亮
輔
『
宗
教
と
日
本
人
―
葬
式
仏
教
か
ら

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
文
化
ま
で
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
一
年
・
山
中
弘

編
『
現
代
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
』
弘
文
堂
、
二
〇
二

〇
年
等
）、
宿
坊
が
そ
の
渦
中
に
あ
る
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。

　

宿
坊
が
信
仰
の
拠
点
に
留
ま
ら
ず
、
地
域
振
興
・
観
光
振
興
の
拠
点
と

な
る
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
社
会
学
者
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
が

言
う
と
こ
ろ
の
「
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
再
帰
性
」
概
念
の
「
脱
埋
め
込
み
」
の

観
点
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
で
、
近
年
の
日
本
に
お
け
る
宿
坊
の
変
容

プ
ロ
セ
ス
の
一
端
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
今
後
の
実
践
に
活
か
せ
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は
、「
観
光
寺
院
」、
つ
ま
り
寺
院
と
観
光
と
の
関
わ
り
を
真
正
面
か
ら
捉

え
る
研
究
は
多
く
な
い
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
仏
教
寺
院
と
い
う
制
度

宗
教
の
側
か
ら
観
光
と
の
関
わ
り
に
着
目
し
、
そ
の
時
代
的
変
化
を
概
観

す
る
こ
と
を
目
的
に
、「
観
光
寺
院
」
に
つ
い
て
、
新
聞
記
事
に
お
け
る

内
容
の
質
的
な
分
析
を
行
っ
た
。
社
会
一
般
に
お
い
て
観
光
寺
院
が
ど
の

よ
う
な
文
脈
で
語
ら
れ
て
き
た
の
か
、
時
代
ご
と
の
用
語
使
用
の
特
徴
と

変
遷
を
把
握
し
、
特
に
寺
院
内
部
に
お
け
る
聖
俗
関
係
の
揺
ら
ぎ
を
中
心

に
考
察
を
試
み
た
。

　

分
析
の
対
象
は
朝
日
・
読
売
・
毎
日
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て

「
観
光
寺
院
」・「
観
光
寺
」
で
ヒ
ッ
ト
し
た
記
事
計
一
七
九
件
（
一
九
六

八
年
七
月
十
七
日
〜
二
〇
二
〇
年
三
月
二
十
三
日
）
で
あ
る
。「
観
光
寺

院
」
自
体
の
用
語
は
一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
使
用
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代

に
記
事
数
が
七
八
件
と
最
多
、
一
九
九
一
年
の
十
五
件
が
ピ
ー
ク
で
あ

る
。
記
事
数
は
一
九
六
〇
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま
で
増
加
傾
向
に
あ
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
年
ご
と
に
増
減
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
増
加
し
た
時

期
に
留
意
し
な
が
ら
記
事
内
容
の
特
徴
を
分
析
し
、
結
果
と
し
て
大
き
く

三
つ
の
年
代
に
言
説
の
変
化
を
整
理
し
た
。

　

一
九
六
〇
〜
八
〇
年
代
：
京
都
市
と
京
都
仏
教
会
が
有
名
拝
観
寺
院
の

拝
観
料
の
課
税
問
題
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
〝
古
都
税
紛
争
〞
関
連
の
記
事

が
多
数
を
占
め
た
。
こ
の
時
期
、
京
都
の
有
名
観
光
寺
院
と
行
政
と
の
対

立
が
「
観
光
寺
院
」
言
説
の
中
心
で
あ
り
、
京
都
仏
教
会
が
寺
院
の
拝
観

拒
否
と
い
う
手
段
で
抵
抗
を
試
み
た
余
波
と
し
て
、「
観
光
寺
院
」
に
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
随
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
〜
：
京
都
市
が
建
築
基
準
を
変
更
し
た
こ
と
か
ら
浮
上

し
た
京
都
ホ
テ
ル
の
高
層
化
問
題
に
対
し
て
、
京
都
仏
教
会
が
再
度
拝
観

志
向
し
た
結
果
、
再
び
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
頼
り
と
す
る
。
地
域
側

か
ら
す
る
と
、
地
域
か
ら
浮
遊
し
て
分
離
し
た
寺
院
が
、
地
域
外
か
ら
関

係
人
口
を
伴
っ
て
地
域
に
戻
っ
て
き
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
寺
院

宿
坊
の
土
地
へ
の
再
埋
め
込
み
で
あ
る
。

（
四
）
脱
埋
め
込
み
第
四
段
階
「
再
帰
的
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
創

造
」
│
│
こ
の
よ
う
に
宿
坊
開
設
を
契
機
と
し
て
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
ゆ
り
動
か
さ
れ
て
活
性
化
し
、
寺
院
宿
坊
が
地
域
外
に
張
り
巡
ら
せ
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
接
合
し
て
、
新
た
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
再
創
造
さ

れ
る
。
以
上
、
本
来
は
宗
教
施
設
で
あ
り
信
仰
の
拠
点
で
あ
る
寺
院
宿
坊

が
、
時
代
の
要
請
で
振
興
の
拠
点
と
し
て
地
域
資
源
化
し
て
そ
の
機
能
を

発
揮
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
ギ
デ
ン
ズ
の
「
脱
埋
め
込
み
」
を
援
用
し
て

説
明
を
試
み
た
。

現
代
に
お
け
る
「
観
光
寺
院
」
用
語
使
用
の
変
遷 

│
│ 

新
聞
記
事
の
分
析
か
ら 

│
│

小
髙　

絢
子

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
観
光
を
含
め
た
多
様
な
動
機
で
聖
地
を
訪
れ
る

「
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
が
流
行
し
、
宗
教
と
観
光
の
接
近
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
宗
教
的
聖
地
に
は
、
信
仰
を
持
っ
た
人
々
だ
け
で
は
な
く
、
自
分

探
し
な
ど
様
々
な
動
機
で
多
く
の
人
が
訪
れ
、
そ
の
変
化
に
即
し
て
宗
教

者
側
も
信
仰
を
背
景
化
す
る
よ
う
な
語
り
を
す
る
と
い
う
。
現
代
に
お
い

て
、
宗
教
的
な
聖
地
と
観
光
と
の
結
び
つ
き
は
、
制
度
宗
教
内
部
に
も
影

響
を
与
え
な
が
ら
聖
／
俗
の
リ
ミ
ナ
ル
な
領
域
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
現
代
日
本
の
仏
教
寺
院
を
対
象
と
す
る
研
究
に
お
い
て
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け
る
戦
後
行
政
と
寺
院
と
の
関
わ
り
へ
の
着
目
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

観
光
文
化
の
創
造
に
み
る
宗
教
者
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

郭　
　

育
仁

　

宗
教
・
信
仰
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
有
形
・
無
形
の
文
化
が
観
光
資
源
化

さ
れ
て
い
く
な
か
、
観
光
現
象
に
対
す
る
意
味
づ
け
や
信
心
半
分
に
み
ら

れ
る
物
見
遊
山
の
参
詣
者
の
所
作
は
多
く
の
研
究
関
心
を
集
め
て
い
る
。

信
仰
継
承
の
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
口
減
少
、
社
会
経
済
の
構

造
変
化
、
さ
ら
に
観
光
市
場
の
高
度
化
と
い
っ
た
宗
教
自
体
を
取
り
巻
く

社
会
的
背
景
が
観
光
化
の
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
文
脈
に
お

い
て
、
宗
教
自
身
や
地
域
社
会
に
と
っ
て
い
か
な
る
積
極
的
な
意
義
を
見

出
す
か
が
一
つ
の
命
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
宗
教
を
取

り
巻
く
歴
史
風
土
お
よ
び
現
代
社
会
の
課
題
を
総
合
的
に
捉
え
つ
つ
、
そ

の
問
題
解
決
に
取
り
組
む
た
め
の
文
化
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
宗
教

（
者
）
側
の
フ
ィ
ソ
ロ
フ
ィ
ー
を
考
察
し
て
み
る
。

　

石
川
県
金
沢
市
・
石
浦
神
社
は
、
中
心
市
街
地
に
位
置
し
な
が
ら
、
伝

統
と
現
代
に
象
徴
さ
れ
る
学
術
文
化
ゾ
ー
ン
に
埋
も
れ
て
い
た
。
藩
政
時

代
の
金
沢
城
下
町
の
寺
社
は
武
家
文
化
と
真
宗
寺
院
の
隆
盛
で
独
特
な
信

仰
風
土
を
な
し
て
い
た
。
明
治
の
維
新
以
降
、
街
全
体
が
軍
都
・
学
都
へ

移
行
さ
れ
、
政
治
的
要
請
と
そ
れ
に
連
動
し
た
戦
勝
祈
願
の
信
仰
風
土
が

強
ま
っ
て
い
た
。
戦
後
復
興
の
流
れ
の
中
で
非
戦
災
都
市
で
あ
っ
た
点
に

加
え
て
高
度
経
済
成
長
期
の
開
発
の
波
を
食
い
止
め
た
都
市
計
画
の
一
貫

性
か
ら
、
都
市
全
体
の
発
展
と
と
も
に
、
市
内
の
神
社
仏
閣
の
数
が
増
加

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
当
該
神
社
は
石
浦
郷
七
ヶ
村
の
総
社
（
神
仏
習

合
）
〜
石
浦
神
社
（
神
仏
分
離
）
と
し
て
歩
み
、
藩
政
〜
軍
都
時
代
ま
で

拒
否
に
よ
る
抵
抗
を
示
し
た
こ
と
が
、
観
光
寺
院
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に

拍
車
を
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
全
国
的
に
〝
観
光
寺
院
で
は
な
い
〞
言
説

が
発
生
す
る
。
俗
的
な
観
光
寺
院
で
は
な
い
、
地
方
寺
院
の
聖
性
や
魅
力

に
言
及
す
る
記
事
や
コ
ラ
ム
が
増
え
、「
観
光
寺
院
と
は
違
う
」
と
主
張

す
る
寺
院
側
の
発
言
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。「
観
光
寺
院
」
と
「
観
光
寺

院
で
は
な
い
寺
院
」
と
の
間
に
聖
俗
の
境
界
が
見
出
さ
れ
、
寺
院
内
部
に

お
け
る
聖
俗
関
係
の
揺
ら
ぎ
を
看
取
し
う
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
〜
：
京
都
の
有
名
観
光
寺
院
が
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の

払
拭
を
は
か
り
、
特
別
拝
観
や
展
覧
会
な
ど
の
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
観
光
化
と
結
び
つ
い
て
い
く
様
子
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、「
観
光
寺
院
で
は
な
い
寺
院
」
に
お
い
て
は
、
観
光
寺
院
に
は
な

い
素
朴
さ
や
温
か
さ
、
か
く
れ
た
魅
力
の
発
信
が
む
し
ろ
観
光
化
に
つ
な

が
る
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
現
象
が
見
ら
れ
る
（「
か
く
れ
寺
巡
り
」

本
の
発
刊
な
ど
）。
さ
ら
に
二
〇
一
〇
年
代
以
降
の
〝
寺
離
れ
〞
言
説
も
、

寺
を
開
き
発
信
す
る
動
機
と
し
て
語
ら
れ
、
世
界
遺
産
化
な
ど
の
観
光
の

文
脈
と
不
可
分
な
関
係
に
な
っ
て
い
く
。

　

本
発
表
の
成
果
は
、
一
：「
観
光
寺
院
」
が
「
京
都
」「
古
都
税
」
と
い

う
ロ
ー
カ
ル
な
用
語
か
ら
、「
観
光
寺
院
で
は
な
い
寺
院
」
を
巻
き
込
み

全
国
的
な
現
象
を
指
す
用
語
に
変
化
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
二
：
そ

の
発
端
に
は
行
政
と
寺
院
の
対
立
、
行
政
に
よ
る
寺
院
の
観
光
化
が
見
ら

れ
た
こ
と
、
三
：
観
光
寺
院
と
そ
う
で
は
な
い
寺
院
と
の
間
に
聖
俗
の
境

界
を
見
出
す
、
寺
院
内
部
の
聖
俗
の
揺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
、
仏
教
寺
院
が

「
聖
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
曖
昧
さ
を
指
摘
し
た
こ
と
に
あ
る
。
今
後

の
課
題
と
し
て
は
、
宗
教
専
門
誌
や
観
光
雑
誌
な
ど
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
の

「
観
光
寺
院
」
言
説
の
比
較
、
京
都
の
み
な
ら
ず
他
の
地
域
や
全
国
に
お
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帳
を
受
け
入
れ
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
風
土
を
彷
彿
さ
せ
て
い
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
参
拝
減
の
苦
境
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
、
企
業
と
の

コ
ラ
ボ
商
品
を
通
し
て
地
域
を
元
気
に
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
で
株
式

会
社
き
ま
ち
ゃ
ん
カ
ン
パ
ニ
ー
が
今
年
一
月
に
、
書
道
専
門
店
・
神
那
堂

と
し
て
オ
ー
プ
ン
さ
れ
た
。
多
く
の
企
業
と
の
コ
ラ
ボ
商
品
を
オ
ン
ラ
イ

ン
シ
ョ
ッ
プ
に
打
ち
出
し
て
い
る
一
方
、
書
道
文
化
の
啓
発
・
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
店
内
の
一
角
で
展
開
し
て
い
る
。

　

信
仰
の
継
承
と
地
域
振
興
を
担
う
観
光
文
化
の
創
造
に
は
、
地
域
と
旅

行
者
の
間
で
は
関
係
人
口
を
生
み
出
し
、
地
域
と
し
て
発
信
す
る
文
化
資

源
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
、
神
社
の
信
仰
風
土
へ
の
理
解
を
促
す
よ
う

な
宗
教
者
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

ご
霊
地
の
復
興
を
め
ざ
し
て 

│
│ 

金
光
教
門
前
町
調
査
中
間
報
告 

│
│

猪
瀬　

優
理

　

本
報
告
は
、
岡
山
県
浅
口
市
金
光
町
大
谷
に
存
す
る
金
光
教
本
部
門
前

町
の
住
民
（
主
に
商
店
関
係
者
）
を
対
象
に
実
施
し
た
聞
き
取
り
調
査
の

中
間
報
告
で
あ
る
。
本
報
告
の
目
的
は
、
門
前
町
の
商
店
関
係
者
が
語
る

「（
金
光
教
へ
の
）
信
仰
」、「
ご
霊
地
」、「
復
興
」
に
対
す
る
と
ら
え
方

を
、「
ご
霊
地
の
復
興
」
を
め
ざ
す
こ
の
地
域
の
取
り
組
み
の
方
向
性
に

つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
一
つ
の
資
料
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
報
告
で
は
、
彼
ら
の
語
り
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
を
、
主
に
金
光
教
教
師

が
語
っ
て
き
た
「
ご
霊
地
」
に
対
す
る
考
え
方
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら

考
察
す
る
。

の
間
に
政
治
社
会
的
に
求
め
ら
れ
た
信
仰
の
あ
り
方
に
応
え
て
い
な
が

ら
、
中
心
的
な
信
仰
風
土
と
相
対
的
な
位
置
に
あ
っ
た
と
推
察
す
る
。
さ

ら
に
戦
後
市
内
の
開
発
と
あ
い
ま
っ
て
、
神
社
周
辺
を
取
り
巻
く
環
境
は

文
化
施
設
群
が
林
立
し
、
学
術
文
化
ゾ
ー
ン
の
性
格
を
よ
り
顕
在
化
さ
せ

た
こ
と
に
よ
り
、
金
沢
最
古
の
社
は
静
か
に
寄
り
添
う
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

食
・
酒
・
商
の
神
様
の
お
使
い
と
し
て
二
〇
一
二
年
に
考
案
さ
れ
た

「
き
ま
ち
ゃ
ん
」
は
、
神
社
の
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
信
仰
に
ま

つ
わ
る
物
語
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
シ
ン
プ
ル
に
伝
え
て
い
る
と
と
も
に
、
地

元
／
来
訪
者
と
の
顔
つ
な
ぎ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
食
の
街
・
金
沢

を
的
確
に
伝
え
る
神
社
の
思
い
に
応
え
る
た
め
、
一
〇
〇
軒
の
加
盟
店
が

名
前
を
連
ね
た
「
き
ま
ま
っ
ぷ
」
は
二
〇
一
六
年
に
創
刊
さ
れ
、
わ
ず
か

三
年
の
月
日
で
延
べ
二
〇
九
店
舗
に
成
長
し
た
と
と
も
に
四
五
〇
〇
〇
以

上
の
発
行
部
数
を
数
え
た
。
制
作
広
報
は
神
社
で
、
店
頭
提
示
特
典
と
し

て
一
品
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
役
割
分
担
の
も
と
で
、
食

文
化
と
食
の
信
仰
を
担
う
き
ま
ち
ゃ
ん
が
自
律
的
に
育
っ
て
い
く
の
だ
。

　

こ
う
し
て
、
再
構
築
さ
れ
た
神
社
と
地
域
の
豊
か
な
関
係
性
が
地
域
内

外
に
展
開
す
る
社
会
事
業
の
最
大
化
を
可
能
に
し
て
い
る
。
災
害
に
見
舞

わ
れ
た
全
国
の
被
災
地
へ
石
浦
奉
仕
団
を
派
遣
し
、
炊
き
出
し
と
義
援
金

等
で
支
援
を
続
け
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
晒
さ
れ
る
食
の
街
・
金
沢
を
守

る
事
業
と
し
て
、
神
社
の
境
内
を
開
放
し
、
非
接
触
型
飲
食
サ
ー
ビ
ス
を

購
入
で
き
る
「
き
ま
ス
ル
ー
」
は
好
評
を
得
て
い
る
。
他
方
で
も
、
若
手

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
発
表
・
活
動
の
場
を
提
供
し
、
市
民
の
老
若
男
女
に
対

応
す
る
文
化
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
賑
わ
い
を
創
出
し
て
い
る
。
か
つ
て
藩

政
時
代
の
城
下
の
社
寺
に
お
い
て
も
、
加
賀
・
能
登
・
越
中
か
ら
の
出
開
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い
る
。「
ご
霊
地
」
が
門
前
町
も
含
み
こ
ん
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る

と
、
門
前
町
の
閑
散
化
は
、
商
店
街
の
衰
退
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、

「
ご
霊
地
」
の
衰
退
に
も
つ
な
が
る
問
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
現
在
、「
ご

霊
地
」
で
は
、
門
前
町
内
外
の
有
志
金
光
教
教
師
、
門
前
町
商
店
街
で
商

店
を
営
む
人
び
と
に
よ
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
活
性
化
、
信
仰
復
興

の
活
動
が
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
に
は
「
ご
霊
地
」
の
と
ら
え
方
や
方
向
性
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
側
面
が
あ
る
。
一
部
の
金
光
教
教
師
た
ち
は
、「
ご
霊
地
」
の

も
つ
「
聖
性
」
を
金
光
教
信
者
の
信
仰
を
高
め
る
求
心
力
を
持
つ
も
の
と

認
識
し
、
門
前
町
商
店
関
係
者
た
ち
も
そ
の
「
聖
性
」
の
構
成
要
素
の
一

つ
と
し
て
「
聖
性
」
を
持
つ
こ
と
を
期
待
す
る
。
し
か
し
、
聞
き
取
り
調

査
で
は
、
門
前
町
商
店
関
係
者
に
と
っ
て
の
共
通
点
と
し
て
「
ご
霊
地
」

が
金
光
教
本
部
と
金
光
教
信
者
と
と
も
に
作
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
認

識
、
こ
の
地
域
を
よ
り
よ
く
し
た
い
と
い
う
姿
勢
は
見
受
け
ら
れ
る
が
、

「
信
仰
」「
ご
霊
地
」「
復
興
」
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
に
お
い
て
は
温
度
差
が

あ
り
、
金
光
教
本
部
へ
の
視
線
や
現
在
の
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
に
対
す

る
認
識
に
も
違
い
が
あ
る
。
門
前
町
商
店
関
係
者
に
と
っ
て
は
、「
ご
霊

地
」
は
生
活
の
糧
を
得
る
場
で
も
あ
り
、
生
活
の
場
で
も
あ
り
、
信
者
に

と
っ
て
は
信
仰
を
営
む
場
で
も
あ
る
。
重
視
す
る
比
重
は
各
人
で
異
な
る

が
、
門
前
町
商
店
関
係
者
に
と
っ
て
こ
れ
ら
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
は

「
ご
霊
地
」
を
「
復
興
」
を
め
ざ
す
う
え
で
も
不
可
能
な
こ
と
と
推
測
さ

れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
門
前
町
商
店
関
係
者
以
外
の
「
ご
霊
地
」

を
構
成
す
る
多
様
な
人
び
と
に
対
す
る
調
査
を
踏
ま
え
た
上
で
、
複
数
の

立
場
や
視
点
の
関
係
性
を
踏
ま
え
た
上
で
の
分
析
と
考
察
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
ご
霊
地
」
と
は
、
教
祖
が
金
光
教
の
教
え
を
説
き
、
亡
く
な
っ
て
い

っ
た
場
所
、
金
光
教
本
部
周
辺
の
地
域
を
指
し
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
ご
霊
地
」
と
は
、
金
光
教
を
信
仰
す
る
者
た
ち
に
と

っ
て
の
「
聖
地
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
聖
地
」
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
、「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」「
宗
教

と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
あ
る
い
は
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」

「
聖
地
巡
礼
」
な
ど
、
主
に
「
聖
性
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
性
質
を

備
え
た
も
の
や
土
地
へ
の
「
信
仰
」
と
そ
れ
ら
が
消
費
行
動
の
対
象
と
さ

れ
る
局
面
と
の
せ
め
ぎ
合
い
を
問
う
文
脈
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
研

究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
杉
本
良
男
・
松
尾
瑞
穂
（
二
〇
一
九
）（『
聖
地

の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
風
響
社
）
の
「
序
論
」
で
は
、「
聖
地
」「
聖
性
」
を

捉
え
る
立
場
を
、
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
ら
に
論
者
に
代
表
さ
れ
る

「
宗
教
学
的
立
場
」
と
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
代
表
さ
れ
る
「
社

会
学
的
立
場
」
に
分
け
、
こ
の
両
者
を
対
立
的
に
と
ら
え
て
、
非
西
欧
的

社
会
に
お
け
る
聖
地
の
社
会
学
的
研
究
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

こ
で
聖
地
が
資
本
経
済
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
つ
い
て

も
言
及
し
て
い
る
が
、「
聖
地
」
を
包
括
的
に
論
じ
る
に
は
、
対
立
的
視

点
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
地
理
学
で
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
両
者
を
つ

な
ぐ
視
点
が
重
要
で
あ
る
。

　

本
報
告
で
取
り
上
げ
る
金
光
教
本
部
門
前
町
は
、
主
に
本
部
へ
の
参
拝

者
対
象
の
商
売
を
し
て
い
る
商
店
街
が
中
核
的
構
成
要
素
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
商
店
街
は
、
年
に
数
回
開
か
れ
る
本
部
大
祭
時
の
売
り
上
げ
に

大
き
く
依
存
す
る
業
態
を
長
ら
く
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
年
々
大
祭
時

の
参
拝
者
数
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
れ
以
上
に
本
部
参
拝
の
際
に
門
前
町

商
店
街
ま
で
足
を
運
び
、
滞
在
し
て
お
金
を
落
と
し
て
い
く
人
が
減
っ
て
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さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

【
考
察
】「
誰
も
見
て
い
な
い
と
思
っ
て
も
、
必
ず
何
か
が
見
守
っ
て
い

て
く
れ
る
」「
正
し
い
行
い
を
続
け
れ
ば
、
自
分
は
守
ら
れ
る
」
等
の
言

語
化
の
意
味

　

認
知
行
動
的
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
、
状
況
や
自
己
の
様
々
な
側
面

に
つ
い
て
、
選
択
的
に
注
意
を
向
け
、
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
あ
る
と

定
義
し
、
ゴ
ー
ル
は
心
理
教
育
に
よ
る
認
知
行
動
的
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
を
行
い
、
認
知
再
構
成
を
可
能
に
し
て
、
自
動
思
考
、
認
知
、
認
知
ス

キ
ー
マ
（
コ
ア
ビ
リ
ー
フ
）、
行
動
、
感
情
の
変
容
を
も
っ
て
症
状
改
善

を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
過
食
行
動
の
自
己
状
態
に
対
す
る
認
知
は
、
自

分
の
内
的
状
態
の
認
知
覚
知
が
難
し
い
傾
向
と
関
連
し
て
い
る
。
自
己
の

感
情
覚
知
に
乏
し
い
傾
向
は
、
自
己
の
内
面
や
行
動
を
内
省
的
に
振
り
返

る
こ
と
を
阻
害
し
、
過
食
行
動
の
悪
循
環
を
継
続
さ
せ
る
要
因
と
な
る
。

自
己
の
状
態
を
適
切
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
を
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
過

程
に
お
い
て
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
心
理
教
育
に
よ
り
実
感
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
の
自
己
調
整
に
お
い
て

は
、
行
動
的
側
面
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
だ
け
で
な
く
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

さ
れ
た
こ
と
を
認
知
す
る
、
内
省
的
な
意
識
過
程
を
認
知
し
て
い
く
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
認
知
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
本
事
例
の
改
善
要
因
と
し
て

三
点
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
症
状
改
善

意
欲
の
高
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
改
善
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
高
さ
が
非

常
に
有
効
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
自
己
理
解
の
た
め
の

能
力
が
認
知
行
動
的
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
心
理
教
育
に
適
応

す
る
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
こ
と
は
必
要
条
件
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
認
知
再

構
成
法
に
お
い
て
、
コ
ラ
ム
法
を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
環
境
モ

宗
教
と
認
知
行
動
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
研
究 

│
│ 

臨
床
事
例
研
究 

│
│

山
﨑　

洋
史

　

女
子
高
校
生
の
過
食
行
動
に
対
す
る
事
例
研
究
（
認
知
行
動
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
）
で
あ
る
。
面
接
後
期
に
お
い
て
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
「
正
し
い
こ

と
は
、
報
わ
れ
る
」「
何
か
に
見
守
ら
れ
て
い
る
」
な
ど
宗
教
的
認
知
の

変
容
に
よ
り
行
動
改
善
が
安
定
化
さ
れ
た
。
本
研
究
発
表
は
そ
の
経
過
を

分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
事
例
要
旨
】
食
行
動
異
常
（
過
食
行
動
）
に
対
し
て
認
知
行
動
的
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
（
心
理
教
育
）
を
実
施
し
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
認
知
の
変
容
を

企
図
し
た
。
過
食
傾
向
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
対
し
、
学
校
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

（
週
一
回
面
接
）
が
コ
ラ
ム
法
を
用
い
た
認
知
行
動
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
、
養
護
教
諭
が
保
護
者
と
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
親
子
並
行
面
接
）
を

行
い
、
保
護
者
に
は
食
生
活
に
つ
い
て
協
力
を
得
た
。
支
援
を
チ
ー
ム
で

行
っ
た
。
継
続
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
結
果
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
認
知
行
動
的

セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
把
握
と
行
動
変
容
を
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
認
知
の

視
点
か
ら
コ
ラ
ム
法
を
用
い
た
協
働
作
業
を
繰
り
返
し
行
っ
た
結
果
、
適

応
が
促
進
さ
れ
た
。
当
初
「
私
は
何
を
や
っ
て
も
ダ
メ
」「
必
ず
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
失
敗
す
る
私
は
カ
ス
」
と
言
語
化
し
て
い
た
が
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
）
に
よ
り
、
次
第
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
か

ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
へ
焦
点
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
認
知
変
容
が
生
じ
、

適
応
が
促
進
さ
れ
た
。
面
接
後
期
に
な
り
「
努
力
は
必
ず
報
わ
れ
る
」

「
誰
も
見
て
い
な
い
と
思
っ
て
も
、
必
ず
何
か
が
見
守
っ
て
い
て
く
れ
る
」

「
正
し
い
行
い
を
続
け
れ
ば
、
自
分
は
守
ら
れ
る
」
な
ど
の
、
宗
教
的
認

知
へ
の
変
容
が
出
現
し
、
行
動
変
容
が
安
定
化
し
、
自
己
肯
定
感
が
強
化
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ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
側
面
に
光
を
当
て
た
。

　

物
質
的
宗
教
論
で
は
、
宗
教
の
メ
デ
ィ
ア
、
つ
ま
り
媒
体
が
主
な
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
物
質
的
に
表
現
さ
れ

る
の
か
よ
り
も
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
物
質
的
に
生
成
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
研
究
対
象
と
な
る
。
換
言
す
る
と
、
宗
教
に
お
け
る
媒
体
を
た 

だ
意
味
を
運
ぶ
器
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す 

る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
理
論
と
し
て
、
媒
体
化
が
あ
る

（M
eyer 2013

）。
媒
体
化
と
は
、
宗
教
を
理
解
・
体
験
可
能
に
す
る
プ

ロ
セ
ス
で
あ
り
、
あ
る
媒
体
が
、
正
当
化
さ
れ
、
神
聖
な
も
の
と
し
て
見

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
と
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
様
々
な
交
渉
と
変

化
が
、
物
質
的
宗
教
論
の
興
味
関
心
で
あ
る
。

　

片
付
け
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
を
持
つ
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、

消
費
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
質
的
変
容
（
山
中 

二
〇
二
〇
）
と
「
新
し

い
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」（
島
薗 

二
〇
〇
七
、
二
〇
二
一
）
の
興
隆
、

そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
の
間
に
起
き
た
ビ
ジ

ネ
ス
書
や
片
付
け
本
に
お
け
る
「
自
己
啓
発
的
転
回
」（
牧
野 

二
〇
一
五
）

が
あ
る
。
こ
ん
ま
り
メ
ソ
ッ
ド
で
も
、
断
捨
離
で
も
、
片
付
け
を
「
自
己

を
発
見
す
る
ツ
ー
ル
」
と
し
て
表
現
し
、
片
付
け
そ
の
も
の
が
目
的
で
は

な
く
、
そ
の
後
の
人
生
が
目
的
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
片
付
け
は
、
よ
り

良
い
生
活
を
手
に
入
れ
る
方
法
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

片
付
け
に
お
い
て
、
消
費
文
化
に
内
在
す
る
美
化
も
う
か
が
え
る
。
美

化
と
は
、
後
期
近
代
の
消
費
文
化
の
特
徴
で
あ
り
、
物
質
的
・
非
物
質
的

な
客
体
が
、
感
動
的
・
美
的
だ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
を

指
し
て
い
る
。
美
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
消
費
の
美
的
・
感
覚
的
・

感
情
的
な
側
面
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
片
付
け
が
「
人
生
を
変
え

ニ
タ
リ
ン
グ
と
行
動
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
習
得
し
、
そ
の
媒
介
と
な
っ
て
い

る
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
認
知
へ
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
た
点
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
学
校
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
、
頑
張
る
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
「
努
力

は
必
ず
報
わ
れ
る
」「
誰
も
見
て
い
な
い
と
思
っ
て
も
、
必
ず
何
か
が
見

守
っ
て
い
て
く
れ
る
」「
正
し
い
行
い
を
続
け
れ
ば
、
自
分
は
守
ら
れ
る
」

な
ど
の
ス
キ
ー
マ
を
言
語
化
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
コ
ア
ビ
リ
ー

フ
の
自
覚
化
が
心
理
的
安
定
に
貢
献
し
、
徐
々
に
自
己
肯
定
感
が
強
化
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

過
食
行
動
に
宗
教
的
認
知
の
適
用
の
成
果
が
あ
る
治
療
的
根
拠
を
示
す

事
例
研
究
が
報
告
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
教
育
相
談
の
本
事
例
に
お
い
て
も
宗

教
的
ス
キ
ー
マ
の
出
現
が
そ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
認
知
変
容
の
効
果
の
重
要

性
を
示
す
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

物
質
的
宗
教
論
か
ら
み
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
文
化

ミ
ア
・
テ
ィ
ッ
ロ
ネ
ン

　

二
〇
二
〇
年
に
起
き
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
、

世
界
中
の
人
々
は
家
に
い
る
時
間
が
増
え
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
片
付

け
に
取
り
組
ん
だ
人
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
片
付
け
で
は
、
二
〇
〇
〇
年

代
か
ら
、
た
だ
単
に
部
屋
を
き
れ
い
に
す
る
で
は
な
く
、
モ
ノ
と
の
関
係

性
を
見
直
す
こ
と
で
、
自
己
を
高
め
て
幸
せ
に
な
る
こ
と
が
、
目
的
と
し

て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
発
表
で
は
、
や
ま
し
た
ひ
で
こ
の
「
断

捨
離
」
と
近
藤
麻
理
恵
の
「
こ
ん
ま
り
メ
ソ
ッ
ド
」
を
事
例
に
、
片
付
け

の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
に
着
目
し
な
が
ら
、
物
質
的
宗
教
論
の
媒
体

化
論
を
手
が
か
り
に
、「
片
付
け
」
を
現
代
宗
教
を
体
験
可
能
に
す
る
媒

体
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
文
化
の
感
覚
的
か
つ
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る
。
言
い
換
え
る
と
、
度
合
い
や
水
準
を
示
す
形
容
詞
で
解
説
さ
れ
る

「
○
○
化
さ
れ
た
宗
教
」（
例
え
ば
、
浅
い
宗
教
、
フ
ァ
ジ
ー
な
宗
教
、
軽

い
宗
教
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
宗
教
）
の
反
対
は
何
だ
ろ
う
か
。
深
い
宗
教
や

重
い
宗
教
が
「
市
場
化
」
さ
れ
て
い
な
い
宗
教
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
ど

ん
な
宗
教
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
論
理
的
問
題
に
解
消
す
る
た
め
に
、

M
cLaughlin

他
（Levi M

cLaughlin, A
ike P. Rots, Jolyon B. 

T
hom
as, Chika W

atanabe, “W
hy Scholars of Religion M

ust 
Investigate the Corporate Form

, ” Journal of the A
m
erican 

A
cadem

y of R
eligion, 88(3), 2020

）
は
「
宗
教
」
と
「
市
場
」
を
存

在
論
的
に
区
別
す
る
よ
り
も
、
両
領
域
の
共
構
成
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
す
べ

き
だ
と
提
案
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
に
も
市
場
に
も
み
ら
れ
る
主
体

の
形
成
、
利
益
の
追
求
、
お
よ
び
意
図
的
で
架
空
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形

成
は
「
宗
教
作
り
」
と
「
法
人
・
企
業
作
り
」
の
共
構
成
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
お
互
い
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
今
回
の

発
表
で
は
、「
宗
教
」
と
「
市
場
」
が
衝
突
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え

る
場
面
、
い
わ
ゆ
る
「
占
い
師
」
や
「
霊
能
者
」（
＝
非
組
織
的
宗
教
）

が
関
わ
っ
て
い
る
裁
判
こ
そ
が
右
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
見
せ
て
く
れ
る

と
、
判
例
の
分
析
を
も
と
に
議
論
し
た
。

　

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
四
日
に
日
本
最
大
級
の
フ
ル
テ
キ
ス
ト
型
（
判
例

全
文
情
報
）
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
霊

能
」
と
「
占
い
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、「
霊
能
」＝

八
〇
件
、「
占
い
」＝
二
一
七
件
の
判
例
が
表
示
さ
れ
た
。
重
複
の
一
三
件

は
あ
っ
た
が
、
判
例
文
面
が
異
な
る
の
で
、
同
じ
事
件
の
再
審
は
一
件
と

し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の

全
く
新
し
い
九
件
の
検
索
結
果
を
追
加
し
た
。
こ
の
計
三
〇
六
判
例
を
一

る
」
実
践
に
な
る
過
程
で
は
、
感
情
的
な
側
面
と
感
覚
的
な
側
面
が
大
き

い
と
言
え
る
。

　

や
ま
し
た
ひ
で
こ
と
近
藤
麻
理
恵
の
書
籍
の
分
析
を
通
し
て
、
宗
教
の

質
的
変
容
は
、
現
代
宗
教
を
体
験
・
消
費
可
能
と
す
る
媒
体
の
変
化
だ
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
媒
体
化
論
を
用
い
て
、
片
付

け
の
よ
う
な
家
に
お
け
る
日
常
的
な
実
践
が
、
自
己
の
発
見
や
幸
せ
に
な

る
方
法
、
つ
ま
り
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
を
持
つ
実
践
と
し
て
見
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
確
認
し
た
。
具
体
的
に
は
、
片
付
け
で
は
、

消
費
の
宗
教
化
と
宗
教
の
商
品
化
と
い
う
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
う
か
が
え

た
。
ま
ず
、
こ
ん
ま
り
メ
ソ
ッ
ド
の
「
と
き
め
き
」
の
概
念
の
よ
う
に
、

身
体
感
覚
で
モ
ノ
と
空
間
の
聖
別
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
消
費
の
宗
教

化
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、
神
社
や
お
寺
を
理
想
と
す
る
こ
と

と
、
宗
教
的
な
概
念
や
シ
ン
ボ
ル
を
用
い
る
こ
と
が
、
宗
教
の
商
品
化
の

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
の
両
側
面
を
持
つ
こ
と
が
、
片

付
け
と
い
う
消
費
行
動
が
現
代
社
会
に
お
い
て
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
る
要
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

非
組
織
的
宗
教
と
詐
欺 

│
│ 

法
廷
で
語
ら
れ
る
「
誠
実
性
」 │
│

ヤ
ニ
ス
・
ガ
イ
タ
ニ
デ
ィ
ス

　

近
年
、「
宗
教
」
と
「
市
場
」
の
関
係
性
を
巡
る
「
宗
教
の
○
○
化
」
と

い
う
議
論
が
再
び
目
立
っ
て
き
た
。
し
か
し
、「
宗
教
の
市
場
化
」、「
宗

教
の
商
品
化
」、「
宗
教
の
消
費
化
」、「
宗
教
の
ビ
ジ
ネ
ス
化
」
な
ど
の
表

現
が
「
宗
教
」
と
い
う
領
域
の
分
離
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
○

○
化
」
さ
れ
う
る
「
宗
教
」
が
存
在
す
る
な
ら
、「
○
○
化
」
で
き
な
い
、

も
し
く
は
、
し
て
ほ
し
く
な
い
「
宗
教
」
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ



　　244

『宗教研究』95巻別冊（2022年） 個人発表

質
生
を
求
め
ず
、
新
た
な
学
術
的
見
解
を
指
摘
で
き
る
。

　
（
本
報
告
は
科
研
（JP18K

12205

）
の
成
果
で
あ
る
）

「
３
つ
の
よ
い
こ
と
日
記
」
に
よ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
涵
養

伊
藤　

雅
之

　

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
。
本
発
表
の
目
的
は
、
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
で
あ
る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

心
理
学
で
は
、
感
謝
、
慈
悲
、
自
制
心
、
超
越
性
と
い
っ
た
美
徳
が
持
続

的
幸
福
の
基
盤
と
な
る
と
捉
え
る
た
め
、
こ
う
し
た
感
情
や
価
値
観
を
科

学
的
技
法
に
よ
り
発
展
さ
せ
る
た
め
の
調
査
、
介
入
を
試
み
て
い
る
。

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
の
介
入
調
査
に
お
い
て
も
っ
と
も
知
ら
れ
た
も
の

の
一
つ
に
「
三
つ
の
よ
い
こ
と
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ

る
（
以
下
、「
よ
い
こ
と
日
記
」
と
表
記
）。
こ
の
実
践
で
は
、
毎
晩
、
そ

の
日
あ
っ
た
よ
か
っ
た
こ
と
（
楽
し
か
っ
た
こ
と
、
う
れ
し
か
っ
た
こ
と

な
ど
）
を
三
つ
思
い
出
し
、
そ
の
出
来
事
と
そ
れ
が
な
ぜ
生
じ
た
か
を
書

き
留
め
る
。
こ
れ
を
一
週
間
続
け
、
終
了
後
に
は
七
日
間
の
活
動
を
振
り

返
り
簡
単
な
ま
と
め
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
日
一
〇
分
程
度
の

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
行
為
を
通
じ
て
、
個
人
の
幸
福

度
の
向
上
が
見
ら
れ
、
そ
の
効
果
は
六
カ
月
後
ま
で
持
続
す
る
と
い
う
成

果
報
告
も
あ
る
。

　

筆
者
は
「
よ
い
こ
と
日
記
」
を
用
い
た
介
入
調
査
を
し
、
参
加
者
の
自

由
回
答
に
対
す
る
分
析
を
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
参
加
者
が
こ
の
エ
ク
サ

つ
ず
つ
読
む
と
、
そ
の
多
く
（
一
八
〇
件
）
は
占
い
、
霊
能
や
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
ル
自
体
が
問
わ
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
、
ど
ん
な
企
業
で
も
見
ら

れ
る
問
題
だ
っ
た
と
わ
か
っ
た
。
ネ
ッ
ト
上
の
書
き
込
み
に
関
す
る
名
誉

棄
損
、
占
い
本
な
ど
の
著
作
権
問
題
、
商
標
関
係
問
題
、
セ
ク
ハ
ラ
・
パ

ワ
ハ
ラ
、
架
空
請
求
な
ど
と
い
う
事
件
だ
っ
た
。
そ
の
一
八
〇
件
以
外

は
、
宗
教
団
体
が
関
わ
っ
て
い
た
六
五
件
と
、
個
人
事
業
、
あ
る
い
は
企

業
と
し
て
活
動
し
て
い
る
占
い
師
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

の
サ
ー
ビ
ス
の
誠
実
さ
が
問
わ
れ
て
い
た
五
八
件
が
あ
っ
た
。
確
実
な
結

果
を
保
証
で
き
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
に
宣
伝
し
て
い
た
占
い
サ
ー
ビ
ス

が
批
判
さ
れ
る
と
い
う
「
詐
欺
」
を
扱
う
裁
判
も
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
絵

画
作
品
が
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
、
誠
実
に

対
応
し
た
と
さ
れ
た
霊
能
者
が
巻
き
込
ま
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
、
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
が
霊
能
の
結
果
に
期
待
し
過
ぎ
た
）
裁
判
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
五
八
件
の
中
で
は
、「
占
い
」
な
ど
の
存
在
が
裁
判
で
議
論
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
消
費
者
の
誠
実
性
が

問
題
視
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。

　
「
宗
教
」
と
い
う
領
域
か
ら
一
旦
離
れ
て
、
今
回
の
判
例
の
時
系
列
分

析
が
見
せ
た
事
件
の
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
増
加
を
消
費
社
会
の
変

動
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
一
九
九
〇
年
代
以
降

の
デ
ー
タ
が
み
せ
る
「
架
空
請
求
」
と
い
う
消
費
生
活
相
談
数
の
圧
倒
さ

（
三
分
の
一
）
と
の
関
係
性
が
発
見
で
き
る
。
そ
の
関
係
性
を
「
宗
教
の

消
費
化
」
と
し
て
安
易
に
解
説
す
る
よ
り
も
、
架
空
請
求
が
主
な
消
費
者

被
害
と
な
っ
て
い
る
現
代
に
は
「
架
空
」
の
中
身
を
定
義
し
、
そ
の
合
法

的
範
囲
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
市
場
や
宗
教
に
は
共
通
的
意
図
が
あ

る
と
議
論
で
き
る
。
こ
の
議
論
な
ら
、「
宗
教
」
に
も
「
市
場
」
に
も
本
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減
ら
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。「
よ
い
こ
と
日
記
」
は
、
人
び
と

の
ポ
ジ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
高
め
、
ネ
ガ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
低
減
す
る
有
力
な
方

法
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
伝
統
宗
教
や
道
徳
、
教
育
、
あ
る
い
は
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
な
教
え
に
よ
る
こ
と
な
く
、
人
を
善
に
結
び
つ
け
る
「
感

謝
」
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
連
す
る
美
徳
を
高
め
る
実
践
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
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
、
こ
う
し
た
美
徳
は
宗
教
と
い
う
枠
組
み
か
ら
あ
ふ

れ
出
し
、
非
宗
教
領
域
に
浸
透
す
る
。
一
見
宗
教
と
は
か
か
わ
り
な
い
と

捉
え
る
人
た
ち
が
、
科
学
的
技
法
に
よ
り
美
徳
を
育
成
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
。

現
代
医
療
に
お
け
る
宗
教
の
役
割 

│
│ 

霊
性
の
観
点
か
ら 

│
│半

田　

栄
一

　

現
代
の
医
学
・
医
療
が
も
た
ら
し
て
い
る
様
々
な
問
題
は
、
生
命
倫
理

や
医
療
倫
理
の
立
場
か
ら
の
批
判
や
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
こ
う
し
た
状
況
を
も
た
ら
し
た
現
代
医
学
・
医
療
の
性
格
か
ら
論

じ
、
こ
の
問
題
を
克
服
す
る
う
え
で
、「
宗
教
」
や
「
霊
性
」
が
ど
の
よ

う
な
意
味
と
役
割
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。
現
代
医
学
・
医

療
は
近
代
科
学
と
同
様
に
、
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
に
根
ざ
す
。
こ
こ
か
ら

分
析
的
、
機
械
論
的
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
要
素
還
元
論

的
、
唯
物
論
的
性
格
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。
機
械
論
的
に
人
体
を
捉
え
る

こ
と
に
よ
り
分
析
的
と
な
り
、
現
代
の
医
療
は
細
分
化
す
る
に
至
る
。
現

サ
イ
ズ
を
通
じ
て
、
何
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
考
え
、
お
こ
な
っ
た
の

か
、
ま
た
い
か
な
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
感
情
が
増
加
し
、
当
事
者
の
意
味
世
界

に
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
ず
一
週
間
の
「
よ
い
こ
と
日
記
」
で
う
れ
し
か
っ
た
出
来
事
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
仕
事
が
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
、
友
人
や
職
場
の

同
僚
と
の
良
好
な
人
間
関
係
、
家
族
や
子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
。
日
記
を
つ
け
る
効
能
の
一
つ
は
、
こ
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
通

し
て
、
日
常
の
出
来
事
を
普
段
よ
り
注
意
深
く
見
つ
め
、
問
題
点
で
は
な

く
、
よ
か
っ
た
こ
と
を
見
つ
け
る
よ
う
に
心
が
け
る
習
慣
化
に
あ
る
。
も

う
一
つ
の
効
能
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
出
来
事
を
意
図

的
に
し
よ
う
と
す
る
、
行
動
変
容
を
促
す
こ
と
に
あ
る
。
実
際
の
感
情
の

変
化
に
つ
い
て
は
、「
よ
い
こ
と
日
記
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
穏

や
か
だ
っ
た
り
、
素
直
な
気
持
ち
だ
っ
た
り
に
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
通
し
て
、
実
践
者
は
ど
の
よ
う
な
気

づ
き
を
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
人
た
ち
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
こ

れ
ま
で
自
覚
す
る
こ
と
の
あ
ま
り
な
か
っ
た
日
常
生
活
に
潜
む
喜
び
の
源

泉
へ
の
気
づ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
幸
福
は
私
た
ち
の
体
験
す
る

出
来
事
自
体
で
は
な
く
、
日
常
に
目
を
向
け
、「
普
段
か
ら
囲
ま
れ
て
い

る
幸
せ
」「
毎
日
か
な
ら
ず
あ
る
よ
い
こ
と
」
を
い
か
に
体
験
で
き
る
か

に
あ
る
。
七
日
間
の
実
践
を
振
り
返
っ
て
も
っ
と
も
多
く
語
ら
れ
て
い
る

の
は
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
い
つ
も
以
上
に
認
識
し
、
ま
わ
り
の
人
び

と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
芽
生
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

個
人
の
幸
福
度
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
日
常
に
お
い
て
味
わ
う
ポ

ジ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
頻
度
を
高
め
、
同
時
に
不
必
要
な
ネ
ガ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
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統
合
医
療
は
、
白
隠
の
癒
し
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
白
隠
の
「
内
観

法
」、「
軟
酥
の
法
」
に
お
け
る
呼
吸
法
と
瞑
想
法
は
、
現
代
の
瞑
想
療
法

や
、
イ
メ
ー
ジ
療
法
に
通
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
信
仰
と
癒
し
、
修
行
・

悟
り
と
癒
し
の
一
致
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
統
合
医
療
の

定
義
の
中
に
「
信
心
」
を
述
べ
、
ま
た
宗
教
的
な
瞑
想
修
行
、
信
仰
を
含

む
「
ヨ
ガ
」
や
「
ア
ー
ユ
ル
ベ
ー
ダ
」、「
心
霊
治
療
」
な
ど
を
挙
げ
て
い

る
。

　

霊
術
型
宗
教
に
お
け
る
「
霊
的
医
療
」
や
「
信
仰
治
療
」
は
、
そ
の
治

療
効
果
を
実
証
す
る
こ
と
は
、
一
般
の
現
代
医
学
的
治
療
と
異
な
り
難
し

い
。
気
功
な
ど
に
お
け
る
「
気
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し

た
、
宗
教
的
な
信
仰
や
行
の
要
素
を
含
む
医
療
に
つ
い
て
は
「
ナ
ラ
テ
ィ

ブ
」
な
語
り
に
よ
る
方
法
も
そ
の
癒
し
の
証
に
含
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
宗
教
的
信
仰
・
行
に
基
づ
く
医
療
は
、
現
代
医
学
・
医
療
の
よ

う
に
、
た
だ
病
を
治
療
し
治
癒
さ
せ
る
だ
け
が
目
的
で
は
な
く
、「
生
き

る
こ
と
の
意
味
」
や
「
病
む
こ
と
の
意
味
」、「
自
ら
へ
の
気
づ
き
」、
そ

し
て
究
極
的
に
は
「
悟
り
」
や
「
生
き
通
し
の
生
命
」
の
覚
醒
、「
救
済
」

に
至
る
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
り
、
病
む
時
や
終
末
期
だ
け
で
な
く
、

人
生
（
生
老
病
死
）
の
全
過
程
に
意
味
を
持
つ
。
心
身
の
一
体
性
に
基
づ

く
生
命
の
「
全
一
性
」
と
は
、
単
に
閉
じ
ら
れ
た
個
に
お
け
る
生
命
の
全

一
性
で
は
な
く
、
他
の
生
命
や
自
然
・
宇
宙
と
一
な
る
も
の
で
、
白
隠
の

「
大
環
丹
」、
即
ち
「
ホ
ロ
ス
的
生
命
」
と
い
え
る
。

　
「
霊
性
」
の
語
は
多
義
的
内
容
を
含
む
が
、
特
定
宗
教
や
特
定
の
対
象

へ
の
信
仰
、
あ
る
い
は
特
定
宗
教
、
信
仰
に
基
づ
か
な
い
場
合
を
共
に
含

む
。

代
の
医
学
・
医
療
は
、
解
剖
や
各
種
検
査
を
す
る
こ
と
に
よ
り
診
断
と
治

療
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
証
（
エ
ビ
デ
ン
ス
）
に
基
づ
く
。
現
代
の

医
学
・
医
療
が
も
た
ら
し
た
恩
恵
は
、
感
染
症
の
克
服
、
ガ
ン
の
検
査
法

や
治
療
法
の
進
歩
発
達
に
よ
る
早
期
発
見
や
治
療
、
救
急
救
命
技
術
な
ど

極
め
て
大
き
い
。
し
か
し
同
時
に
、
副
作
用
、
耐
性
菌
の
出
現
、
侵
襲
性

の
強
い
治
療
、
医
原
病
な
ど
様
々
な
弊
害
も
ま
た
多
い
。
精
神
分
析
や
深

層
心
理
学
、
心
身
医
学
の
出
現
も
、
こ
う
し
た
医
療
の
傾
向
に
対
す
る
精

神
医
学
、
心
理
学
分
野
な
ど
に
お
け
る
超
剋
で
あ
っ
た
と
捉
え
う
る
。
こ

の
よ
う
な
現
代
の
医
学
・
医
療
の
状
況
の
中
で
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
憲
章
前
文
に
お

け
る
健
康
の
定
義
は
、「
…
身
体
的
、
精
神
的
、
そ
し
て
社
会
的
に
完
全

な
状
態
…
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
提
言
に
は
、「
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
」
と
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
意
義
深
い
。
今
発
展
し
つ
つ
あ
る
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
医
学
や
「
統

合
医
療
」
は
こ
の
両
方
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
中
期
の
白
隠
慧
覚
は
、
思
考
・
思
念
に
偏
る
看
話
禅
、
坐
禅

の
身
体
の
型
に
偏
る
黙
照
禅
に
起
因
し
た
「
禅
病
」
と
「
結
核
」
を
患
っ

て
い
た
が
、「
白
幽
子
」
の
指
導
に
よ
る
「
内
観
法
」
と
「
軟
酥
の
法
」

の
癒
し
に
よ
り
病
気
の
治
癒
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
白
隠
の
「
内
観

法
」
と
「
軟
酥
の
法
」
は
、
共
に
禅
の
呼
吸
法
と
瞑
想
法
を
基
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
白
隠
が
幅
広
く
学
ん
だ
易
、
儒
教
、
道
教
、
神
仙
、
天

台
の
摩
訶
止
観
な
ど
の
多
様
な
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
を
統
合
さ

せ
て
創
出
し
た
も
の
と
い
え
る
。
身
体
・
精
神
・
気
・
魂
の
レ
ベ
ル
を
包

括
的
に
捉
え
、
現
代
西
洋
医
学
以
外
の
多
様
な
医
療
を
含
む
ホ
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
医
学
、
同
じ
く
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
に
立
つ
と
共
に
、
現
代
西

洋
医
学
と
非
西
洋
医
学
・
医
療
を
総
合
的
に
用
い
て
治
療
や
予
防
を
行
う
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感
情
認
知
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
情
報
取
得
と
情
報
解
釈
の
二
段
階
に
分
け
ら

れ
る
。
情
報
取
得
の
段
階
で
は
、
多
種
多
様
な
デ
ー
タ
を
使
い
、
ユ
ー
ザ

か
ら
顔
写
真
や
音
声
、
言
語
な
ど
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
続
い
て
、
情

報
解
釈
の
段
階
で
は
、
既
存
の
感
情
モ
デ
ル
が
用
い
ら
れ
、
感
情
と
一
致

さ
せ
る
。
以
下
、
人
工
知
能
に
よ
る
感
情
認
識
の
手
法
を
紹
介
す
る
。

１

．
顔
の
表
情
：
ポ
ー
ル
・
エ
ク
マ
ン
の
基
本
感
情
（
怒
り
、
嫌
悪
、
恐

れ
、
幸
福
感
、
悲
し
み
、
驚
き
）
の
理
論
を
用
い
、
顔
の
表
情
を
読

み
取
り
感
情
を
推
定
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
アFA

CS

を
開
発
し
て
い

る
。

２

．
声
の
変
動
：
声
の
変
動
、
韻
律
、
音
程
な
ど
の
声
の
特
徴
や
そ
の
変

化
を
元
に
感
情
を
認
識
す
る
。

３

．
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
：
エ
ク
マ
ン
ら
は
、
姿
勢
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
は
顔
の

表
情
に
比
べ
て
無
意
識
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
故
意
に
使
わ

れ
る
こ
と
が
少
な
い
と
し
て
い
る
。

４

．
言
語
：
言
語
は
常
に
意
識
的
に
使
用
さ
れ
、
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
た
め
解
釈
の
余
地
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
言
語
を
対
象
と

し
た
感
情
分
析
は
五
感
に
基
づ
い
た
感
情
分
析
に
比
べ
て
、
難
易
度

が
高
く
、
曖
昧
性
が
生
じ
や
す
い
。

５

．
脳
波
と
脈
拍
や
脳
科
学
に
よ
る
感
情
認
識
：
池
田
ら
は
脳
波
と
脈
拍

を
計
測
し
、
ラ
ッ
セ
ル
の
円
環
モ
デ
ル
を
使
用
し
て
感
情
認
識
を
提

案
。
覚
醒
度
合
い
を
脳
波
、
快
不
快
軸
を
脈
拍
の
計
測
に
よ
り
感
情

を
推
定
す
る
。
ま
た
、
ケ
ル
シ
ュ
ら
に
よ
り
感
情
の
カ
ル
テ
ッ
ト
セ

オ
リ
ー
で
は
、
感
情
の
対
象
を
拡
大
し
て
、
身
体
の
維
持
、
安
全
の

実
現
、
愛
着
、
経
済
的
価
値
の
四
種
類
と
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
脳

に
対
応
す
る
部
位
、
脳
幹
、
間
脳
、
海
馬
、
前
頭
眼
窩
野
が
あ
る
と

人
工
知
能
に
よ
る
感
情
認
識
と
宗
教
的
感
情
に
つ
い
て

橋
本　

高
志

　

近
年
、
開
発
が
著
し
い
人
工
知
能
の
感
情
分
析
は
、
宗
教
的
感
情
に
影

響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。
人
間
と
同
レ
ベ
ル
の
能
力
を
持
つ
汎
用
人

工
知
能
（A

rtificial General Intelligence

）
の
開
発
を
目
指
す
分
野

で
は
、「
人
工
知
能
が
心
を
持
つ
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
高
い
関
心
を

集
め
、
人
工
知
能
の
分
野
で
開
発
・
実
装
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
政
府

は
、
現
在
、
社
会
に
適
合
し
、
人
が
こ
こ
ろ
を
感
じ
る
自
律
的
な
ロ
ボ
ッ

ト
の
実
現
等
を
目
指
し
、
ロ
ボ
ッ
ト
へ
の
実
装
に
よ
る
研
究
開
発
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

宗
教
的
感
情
と
は
畏
れ
、
悦
び
、
快
楽
、
痛
み
を
表
し
、
宗
教
的
な
儀

式
、
歌
、
踊
り
の
中
で
、
感
情
は
主
要
な
要
素
と
な
る
。
フ
リ
ー
ト
リ

ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
宗
教
に
お
け
る
敬
虔
と
は
特
定
の
感

情
で
あ
り
、
特
定
の
直
接
的
自
己
意
識
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
ル
ド
ル

フ
・
オ
ッ
ト
ー
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
言
う
敬
虔
な
感
情
の
前

提
と
し
て
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
感
情
、
す
な
わ
ち
畏
る
べ
き
神
秘
の
感
情
が

あ
る
、
と
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
宗
教
的
感
情
を
、「
一

つ
の
感
情
に
一
つ
の
特
殊
な
対
象
が
加
わ
っ
て
で
き
あ
が
る
具
体
的
な
精

神
状
態
」
と
し
、
基
本
的
な
宗
教
的
感
情
と
い
う
も
の
は
一
つ
も
存
在
し

な
い
、
と
主
張
す
る
。
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
儀
礼
に
よ
っ
て

個
人
が
集
ま
り
、
共
通
の
感
情
が
痛
感
さ
れ
、
共
通
の
行
為
に
よ
っ
て
表

明
さ
れ
る
と
し
、
人
間
の
感
情
は
集
合
的
に
確
認
さ
れ
る
時
、
強
化
さ
れ

る
と
言
う
。

　

人
工
知
能
分
野
に
お
け
る
感
情
分
析
で
は
、
人
間
の
感
情
を
認
知
し
、

そ
し
て
ど
の
感
情
に
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
の
か
を
元
に
開
発
さ
れ
て
い
る
。
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わ
る
。
こ
こ
か
ら
、
二
つ
の
立
場
が
生
じ
る
。〔
立
場
Ⅰ
〕
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
に
よ
る
語
り
、
祈
り
が
将
来
、
現
実
に
可
能
。〔
立
場
Ⅱ
〕
Ａ
Ｉ

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
よ
る
語
り
、
祈
り
が
将
来
、
現
実
に
不
可
能
（
人
に
よ

る
想
像
上
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
と
ど
ま
る
）。

　
〔
立
場
Ⅰ
〕
の
前
提
で
は
、
い
か
に
し
て
ク
ラ
ラ
的
祈
り
が
現
実
に
可

能
か
、
と
い
う
技
術
論
、
科
学
論
を
脇
に
お
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
読
者
は
、
そ
の
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
言
語
化
さ
れ
た
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
記
録
の
す
べ
て
を
読
ん
で
い
る
立
場
と
同
じ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
立
場
Ⅰ
で
の
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
祈
り
は
、
言
語
記
録
と
し
て

見
る
か
ぎ
り
、
人
の
祈
り
に
き
わ
め
て
近
く
、
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な

い
よ
う
に
読
め
る
。

　

奇
妙
な
こ
と
に
作
中
の
人
び
と
は
、
誰
も
、
ク
ラ
ラ
が
、
読
者
が
把
握

し
て
い
る
祈
り
を
太
陽
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
な
い
。
作
外

の
読
者
の
み
が
、
作
者
イ
シ
グ
ロ
と
と
も
に
、
ク
ラ
ラ
的
祈
り
を
解
釈
す

る
権
限
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
読
者
は
、
作
者
と
と
も
に
、
ク
ラ
ラ

の
「
お
日
さ
ま
」
へ
の
祈
り
を
独
特
な
仕
方
で
目
撃
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
祈
り
に
よ
り
、
友
と
な
っ
た
少

女
ジ
ョ
ジ
ー
（
子
の
よ
り
有
利
な
将
来
を
願
う
母
に
よ
り
、
事
後
的
遺
伝

子
措
置
を
受
け
さ
せ
ら
れ
、
健
康
を
そ
こ
な
っ
て
い
る
）
の
健
康
回
復
が

見
込
め
な
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
な
か
で
も
、
万
策
尽
き
た
と
合

理
的
判
断
を
せ
ず
、
側
で
こ
こ
ろ
の
支
え
に
な
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

ク
ラ
ラ
の
秘
め
た
信
念
が
何
か
わ
か
ら
ず
、
わ
か
っ
て
も
同
じ
信
念
を
持

て
な
い
と
し
て
も
、
ジ
ョ
ジ
ー
本
人
や
恋
人
の
リ
ッ
ク
、
ジ
ョ
ジ
ー
の

母
、
離
婚
し
た
父
な
ど
、
多
種
多
様
な
立
場
の
人
び
と
に
能
動
的
な
希
望

を
も
た
せ
る
効
果
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
認
識
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

し
て
い
る
。

　

宗
教
的
感
情
の
認
識
を
目
的
に
含
む
人
工
知
能
は
ま
だ
な
い
が
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
理
論
を
元
に
、
人
間
の
感
情
認
識
を
考
え
る
な

ら
ば
、
人
工
知
能
は
宗
教
的
感
情
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
人
工
知
能
に
設
定
し
た
感
情
モ
デ
ル
に
沿
わ
な
い
言
動

の
人
間
に
対
し
て
、
誤
っ
た
感
情
認
識
を
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
感
情
モ

デ
ル
が
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
社
会
で
差
別
が
助
長
さ
れ
る
可
能
性
も

あ
る
。
宗
教
的
感
情
を
身
体
的
変
化
の
み
で
捉
え
て
し
ま
う
と
、
例
え

ば
、
禅
や
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
も
の
の
よ
う
に
誤
っ
て
判
断
さ
れ
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
。
人
工
知
能
の
開
発
に
は
宗
教
の
自
由
が
保
証
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
ず
、
宗
教
的
感
情
の
誤
っ
た
認
識
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

人
工
知
能
・
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
祈
り
の
メ
タ
フ
ァ
ー

濱
田　
　

陽

　

カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
の
小
説K
lara and the Sun
（K

nopf, 2021

『
ク
ラ
ラ
と
お
日
さ
ま
』
早
川
書
房
、
二
〇
二
一
年
）
に
登
場
す
る
Ａ
Ｆ

（
人
工
親
友
）
の
祈
り
か
ら
浮
か
び
上
が
る
問
題
圏
を
分
析
し
、
こ
の
事

例
が
示
唆
す
る
祈
り
の
意
味
の
拡
張
、
及
び
、
思
考
・
行
動
様
式
と
し
て

の
祈
り
の
意
義
に
つ
い
て
、
人
知
を
超
え
る
も
の
の
領
域
と
の
関
係
可
能

性
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
試
み
た
。

　

Ａ
Ｆ
ク
ラ
ラ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
造
形
し
た
こ
と
か
ら
、
作
者

イ
シ
グ
ロ
は
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
ク
ラ
ラ
の
よ
う
に
語
り
、
祈
る
よ
う

に
な
る
可
能
性
を
否
定
は
し
て
い
な
い
、
と
受
け
取
れ
る
。

　

一
方
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
実

現
は
、
当
分
の
間
、
か
な
り
難
し
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
伝
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こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
と
っ
て
の
祈
り
の
意
義
、
機
能
的
な

意
味
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
持
ち
上
が
る
。

　
〔
立
場
Ⅱ
〕
は
、
現
時
点
で
ク
ラ
ラ
の
レ
ベ
ル
の
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

が
存
在
し
な
い
た
め
、
現
時
点
で
の
立
場
、
で
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

な
ぜ
、
作
者
イ
シ
グ
ロ
が
、
本
作
の
語
り
手
を
わ
ざ
わ
ざ
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ

イ
ド
に
し
た
か
、
と
い
う
問
い
が
持
ち
上
が
る
。
虚
構
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

た
る
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
す
ら
祈
っ
て
い
る
。
人
は
祈
り
に
意
味
を
見
出

さ
な
い
の
か
、
と
い
う
反
語
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
潜
伏
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
も
あ
る
。
読
者
は
、
作
中
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、
人
知
を
超
え
る
も
の

に
祈
ら
な
い
状
況
で
、
一
途
な
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
Ａ
Ｉ

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
祈
り
を
読
み
、
信
念
を
と
も
に
す
る
か
は
別
と
し
て
、

付
き
合
う
。

　

ク
ラ
ラ
の
観
察
と
経
験
の
根
拠
は
、
少
な
い
事
例
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
人
が
直
接
体
験
で
き
る
事
例
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
）、
そ

こ
か
ら
、
何
か
、
自
分
の
力
に
及
ば
な
い
、
良
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
く

れ
る
他
な
る
存
在
の
力
を
信
じ
る
、
と
い
う
仮
説
を
も
つ
こ
と
等
の
思

考
・
行
動
様
式
の
意
義
を
、
再
解
釈
さ
せ
ら
れ
る
。
読
者
は
、
み
ず
か
ら

が
、
ク
ラ
ラ
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
ま
た
は
、
ク
ラ
ラ
の
側
で
そ
の
打

ち
明
け
話
（
信
仰
告
白
）
を
え
ん
え
ん
と
傾
聴
し
て
い
る
よ
う
な
立
場
に

立
た
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
祈
り
は
、
生
物
学
的
に
見
た
人
の
生

理
機
構
に
も
、
Ａ
Ｉ
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
機
械
的
機
構
に
も
、
還
元
で
き
な

い
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
様
相
が
明
る
み
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
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移
植
医
療
に
お
け
る
「
命
」
の
概
念
を
中
心
と
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
の
分
析

エ
ン
リ
ッ
ク
・
ウ
ゲ
ッ
ト=

カ
ニ
ャ
メ
ロ

　

移
植
医
療
は
治
療
そ
の
も
の
の
ほ
か
に
、
複
合
的
な
シ
ス
テ
ム
を
構
成

し
て
い
る
。
特
に
、
移
植
医
療
の
日
常
化
と
密
接
に
つ
な
が
る
メ
デ
ィ
ア

が
果
た
す
役
割
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
は
、
と
り

わ
け
メ
タ
フ
ァ
ー
が
臓
器
移
植
を
象
徴
し
て
解
釈
す
る
認
知
的
な
手
段
と

し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
日
本
の
移
植
医
療
が

注
目
に
値
す
る
。
日
本
の
移
植
医
療
の
談
話
は
、「
命
」
を
中
心
と
し
た

メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
、
社
会
的
・
文
化
的
な
事
情
に
応
じ
て
変
容
し
て

き
た
。

　

臓
器
移
植
・
臓
器
提
供
を
比
喩
的
に
表
現
す
る
方
法
の
一
つ
は
、
九
〇

年
代
に
日
本
に
導
入
さ
れ
広
が
っ
た
「
命
の
贈
り
物
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ

ー
で
あ
る
。
こ
の
言
い
回
し
で
は
「
命
」
の
概
念
を
軸
と
し
て
、
ド
ナ
ー

と
自
分
の
身
体
と
の
関
係
が
所
有
的
に
還
元
さ
れ
る
と
共
に
、
ド
ナ
ー
と

レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
関
わ
り
が
利
他
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
れ
る
。
日
本

社
会
で
は
「
命
の
贈
り
物
」
が
伴
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
批
判
が
強
く
影

響
を
与
え
て
き
た
。
例
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
脳
死
を
巡
る
論
争
が
身
体

所
有
感
へ
の
批
判
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
日
本
の
伝
統

的
な
贈
与
感
は
移
植
医
療
を
必
要
と
す
る
他
人
へ
の
利
他
性
を
促
進
と
し

な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
日
本
で
の
伝
統
的

な
贈
与
感
が
返
礼
の
義
務
と
補
償
の
期
待
の
両
方
を
強
く
抱
え
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。
次
に
、
移
植
医
療
を
比
喩
的
に
表
現
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
た
表
現
が
「
命
の
リ
レ
ー
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
九

七
年
の
臓
器
移
植
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、
最
初
の
脳
死
移
植
が
行
わ
れ
た

一
九
九
九
年
以
降
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
移
植
医
療
が
リ
レ
ー
の
受

け
渡
し
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臓
器
移
植
を
人
が
参
加
す

る
過
渡
的
な
行
為
と
し
て
再
解
釈
し
、
贈
与
の
概
念
が
伴
う
義
務
に
依
存

し
な
く
な
る
。
し
か
し
、「
命
の
リ
レ
ー
」
は
移
植
医
療
を
指
す
一
般
的

な
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
、「
命
を
つ
な
ぐ
」
と

い
う
言
い
方
に
代
わ
る
。

　

そ
の
変
化
の
理
由
に
つ
い
て
は
二
つ
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、

「
命
」
を
「
つ
な
ぐ
も
の
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
適
切
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
ド
ナ
ー
と
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の

働
き
が
希
薄
に
な
る
と
同
様
に
、「
命
の
贈
り
物
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ

た
返
礼
の
義
務
も
周
辺
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
神
道
や

仏
教
の
生
命
観
と
重
要
な
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
神
道
で

は
、
命
の
始
ま
り
が
神
や
共
同
体
に
認
め
ら
れ
た
時
点
で
あ
る
と
い
う
伝

統
的
な
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
創
造
と
生
成
を
指
す
「
ム
ス

ビ
」
と
い
う
概
念
が
肝
心
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。「
ム
ス
」
は
「
生

す
」
か
「
産
す
」
と
い
う
意
味
を
指
す
が
、「
息
」
と
「
蒸
す
」
と
も
関

連
し
て
お
り
、
常
に
現
れ
て
増
殖
し
続
け
る
存
在
の
有
り
様
と
い
う
意
味

合
い
も
言
及
す
る
。
一
方
、「
ヒ
」
は
「
日
」
や
「
火
」
を
含
め
て
「
霊
」

の
意
味
合
い
を
示
唆
す
る
。
同
様
に
、
創
造
と
生
成
が
男
女
の
性
的
結
合

や
出
産
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
相
反
す
る
も
の
が
調
和
し
た
結
果
を
意

味
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、「
ム
ス
ビ
」
が
上
述
の
よ
り
基
本
的
な
意
味
合

い
に
加
え
て
、「
結
び
」
や
「
結
び
つ
け
る
」
こ
と
も
言
及
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
後
者
の
意
味
合
い
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
現
在
の
「
結
び
」

と
し
て
広
く
理
解
さ
れ
て
き
た
。
同
様
に
、「
ム
ス
ビ
」
の
概
念
は
、
現

象
の
相
互
的
な
成
立
を
意
味
す
る
仏
教
の
縁
起
の
概
念
と
関
連
し
て
お

り
、
こ
れ
は
ま
た
、
命
が
発
生
す
る
原
理
の
一
つ
を
表
し
て
い
る
。
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蘇
生
術
、
血
液
透
析
、
人
工
呼
吸
器
の
装
着
、
体
外
生
命
維
持
装
置
の
取

り
付
け
等
、
治
療
効
果
の
見
ら
れ
な
い
医
療
措
置
を
行
っ
て
、
臨
終
過
程

を
長
引
か
せ
る
だ
け
の
医
療
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
延
命
医
療
」
を

差
し
控
え
、
中
断
す
る
た
め
の
手
続
き
と
し
て
、
①
自
身
が
健
康
な
時

に
、
延
命
医
療
を
受
け
な
い
旨
を
明
記
し
た
「
事
前
延
命
医
療
意
向
書
」

（
以
下
「
意
向
書
」）
を
登
録
し
て
お
く
、
自
身
が
臨
終
期
な
い
し
末
期
の

患
者
と
な
っ
た
時
に
は
、
②
主
治
医
と
相
談
し
て
、
延
命
医
療
を
ど
う
す

る
か
示
し
た
「
延
命
医
療
計
画
書
」（
以
下
「
計
画
書
」）
を
作
成
す
る
、

患
者
本
人
の
意
思
が
わ
か
ら
な
い
時
に
は
、
患
者
の
家
族
が
（
③
二
人
以

上
の
陳
述
な
い
し
④
家
族
全
員
の
合
意
に
よ
っ
て
）
決
定
す
る
と
い
う
四

つ
の
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

同
法
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
一
八
年
二
月
か
ら
二
〇
二
一
年
九
月
に
か
け

て
、
報
告
者
が
韓
国
内
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
「
尊
厳
死
」
に

関
す
る
新
聞
記
事
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
意
向
書
」
の
登
録
者
の
約
七
割

を
女
性
が
占
め
て
い
る
一
方
で
、「
計
画
書
」
の
作
成
者
の
約
七
割
を
男

性
が
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
同
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
っ
て
、
韓
国
の
女
性
達
が
「
意
向
書
」
を
登
録
す
る
の
は
「
子
供

達
の
重
荷
に
な
り
た
く
な
い
か
ら
」
で
、
年
齢
別
に
み
る
と
、
七
〇
代
、

六
〇
代
、
五
〇
代
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
女
性
が
「
意
向
書
」
を
選
び
、

男
性
が
「
計
画
書
」
を
選
ぶ
の
は
、
女
性
は
、
常
日
頃
か
ら
「
尊
厳
死
」

を
遂
げ
る
た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
男
性
は
、
い
よ
い
よ
死

ぬ
と
決
ま
っ
て
か
ら
「
尊
厳
死
」
し
よ
う
と
考
え
る
か
ら
で
、「
尊
厳
死
」

の
選
択
と
決
定
に
は
顕
著
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

今
日
、
韓
国
の
高
齢
女
性
達
を
取
り
巻
く
社
会
・
経
済
的
状
況
を
み
て

　

こ
う
し
た
「
命
」
の
理
解
で
は
「
贈
り
物
」
と
「
リ
レ
ー
」
の
意
味
合

い
と
明
ら
か
に
異
な
り
、
誰
か
に
譲
る
所
有
物
を
受
け
渡
す
も
の
よ
り
、

共
同
で
生
成
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
命
」
が
特
徴
付
け
ら
れ

る
。
ま
た
、「
命
の
贈
り
物
」
と
違
っ
て
、
一
方
的
な
臓
器
提
供
へ
の
呼

び
か
け
に
代
わ
り
、
ド
ナ
ー
と
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
命
が
結
び
つ
い
て
両
者

が
消
え
な
い
よ
う
な
意
味
合
い
が
含
む
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、〈
命
は

つ
な
ぐ
も
の
〉
と
し
て
の
解
釈
が
日
本
の
移
植
医
療
の
談
話
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
日
本
の
移
植
医
療
の
発
展
が

同
一
の
も
の
よ
り
、
思
想
と
関
連
づ
け
て
社
会
的
・
文
化
的
な
枠
組
み
に

応
え
て
き
た
も
の
と
し
て
見
て
取
れ
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
尊
厳
死 

│
│ 

韓
国
人
高
齢
女
性
の
「
死
に
が
い
」 │
│

渕
上　

恭
子

　

二
〇
一
八
年
二
月
四
日
、
韓
国
で
、「
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
医
療
及
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
「
尊
厳
死
法
」「
ウ
ェ
ル
・
ダ
イ
イ
ン
グ
法
」）

が
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
臨
終
過
程
に
あ
る
患
者
の
延
命
医
療
と
そ
の

中
断
等
に
関
す
る
決
定
、
お
よ
び
そ
の
履
行
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
患
者
の
最
善
の
利
益
を
保
証
し
て
、
自
己
決
定
を
尊
重
し
、

人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
同
法
で

謳
わ
れ
て
い
る
「
尊
厳
死
」
と
は
、
患
者
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、

延
命
医
療
を
受
け
ず
、
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
尊

厳
死
」
の
選
択
と
決
定
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
差
異
（
男
女
差
）
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
法
の
い
う
「
延
命
医
療
」
と
は
、「
臨
終
過
程
に
あ
る
患
者
に
心
肺
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「
救
済
」、
社
会
事
業
、
キ
リ
ス
ト
教 

│
│ 

日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
に
よ
る
隔
離
推
進 

│
│

松
岡　

秀
明

　

一
九
二
五
年
に
創
立
さ
れ
た
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
（M

ission to Lepers

）

は
、
日
本
人
に
よ
る
最
初
の
「
救
癩
」
キ
リ
ス
ト
教
団
体
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
目
的
は
、
患
者
の
隔
離
に
よ
っ
て
癩
を
撲
滅
す
る
こ
と
で
、
当

時
の
「
先
進
国
」
の
な
か
で
は
比
較
的
患
者
が
多
か
っ
た
「
日
本
を
救

う
」
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
の
七
人
の
発
起
人
の
う
ち
、

指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
三
人
の
人
物
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
こ
の
団
体
が

患
者
の
隔
離
を
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

光
田
健
輔
（
一
八
七
六
―
一
九
六
四　

非
キ
リ
ス
ト
者
）
は
、
癩
に
つ

い
て
の
医
療
政
策
に
絶
大
な
影
響
力
を
持
ち
患
者
の
絶
対
隔
離
を
推
進
し

た
医
師
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
創
刊
の
機
関
紙
『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
第
一
号

に
掲
載
さ
れ
た
講
演
で
、
光
田
は
ま
ず
、
癩
は
遺
伝
病
で
は
な
く
伝
染
病

で
あ
り
、
患
者
を
隔
離
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。
次
に
、
世
界
の

国
々
の
な
か
で
日
本
の
患
者
数
が
二
番
め
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、「
世

界
の
一
等
国
」
と
し
て
癩
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す

る
。
そ
し
て
、
光
田
は
、
日
本
の
癩
は
日
本
人
の
手
で
解
決
す
べ
き
だ
と

述
べ
て
講
演
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
光
田
は
、
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
発
足
以
前

か
ら
の
主
張
、
す
な
わ
ち
、
癩
は
遺
伝
病
で
は
な
く
伝
染
病
で
あ
る
こ
と

と
、
患
者
隔
離
の
必
要
性
を
、『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
誌
上
で
も
繰
り
返
し
た
。

　

聖
霊
の
重
要
性
を
主
張
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
初
代

理
事
長
小
林
正
金
（
一
八
七
九
―
？
）
は
、
一
貫
し
て
「
社
会
事
業
」、

現
代
の
言
葉
で
は
「
社
会
福
祉
」
の
領
域
で
働
い
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

光
田
に
影
響
を
受
け
た
小
林
は
、『
日
本
Ｍ
Ｔ
Ｌ
』
で
、
日
本
を
「
浄
土
」

み
る
と
、
二
〇
一
九
年
の
韓
国
人
の
平
均
寿
命
は
、
男
性
が
八
〇
・
三
歳
、

女
性
が
八
六
・
三
歳
で
、
男
性
よ
り
も
六
年
長
く
、
二
〇
二
〇
年
現
在
、

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
人
口
に
占
め
る
割
合
が
一
六
・
四
％
と
な
っ
て

い
る
。
韓
国
人
の
死
亡
場
所
の
推
移
を
み
る
と
、
二
〇
〇
四
年
に
医
療
機

関
で
死
亡
し
た
者
の
割
合
が
家
で
死
亡
し
た
者
の
そ
れ
を
上
回
り
、
二
〇

一
七
年
の
時
点
で
、
医
療
機
関
で
死
亡
し
た
者
の
割
合
が
七
六
・
二
％
に

達
し
て
い
る
（
統
計
庁
に
よ
る
）。
ま
た
、
韓
国
人
が
生
涯
に
使
う
医
療

費
は
、
男
性
が
九
千
五
九
八
万
ウ
ォ
ン
、
女
性
が
一
億
一
四
二
九
万
ウ
ォ

ン
と
女
性
の
方
が
多
く
、
男
女
と
も
（
高
齢
者
に
な
っ
た
）
六
五
歳
か
ら

八
四
歳
ま
で
の
間
に
、
生
涯
に
使
う
医
療
費
の
約
四
〇
％
を
使
っ
て
い
る

（
韓
国
保
健
産
業
振
興
院
に
よ
る
）。
こ
う
し
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
女

性
の
方
が
男
性
よ
り
も
長
生
き
し
、
病
院
に
入
れ
ら
れ
て
延
命
さ
れ
、
高

額
の
医
療
費
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
う
な
っ
た
場
合
、
家
族
に

多
大
な
負
担
が
の
し
か
か
っ
て
く
る
恐
れ
が
あ
る
。
韓
国
の
高
齢
女
性
達

が
「
意
向
書
」
を
登
録
す
る
動
機
と
し
て
、
延
命
医
療
を
中
断
す
る
意
思

を
示
す
こ
と
で
、
家
族
の
負
担
を
低
減
し
、
子
供
達
か
ら
一
目
置
か
れ
た

い
と
い
う
思
い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
韓
国
の
高
齢
の
女
性
達
に

と
っ
て
、「
尊
厳
死
」
と
は
、
子
供
達
の
重
荷
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
自

分
の
最
期
は
自
分
が
決
め
る
こ
と
、
親
の
延
命
に
つ
い
て
の
難
し
い
選
択

を
子
供
達
に
さ
せ
な
い
こ
と
、
自
分
の
死
後
に
子
供
同
士
の
争
い
の
種
を

残
さ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
親
と
し
て
の
「
最
後
の
務
め
」
を
果

た
し
て
逝
く
こ
と
が
、「
死
に
が
い
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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人
よ
り
も
集
団
に
注
目
す
る
方
法
を
採
っ
て
お
り
、
光
田
の
公
衆
衛
生
的

な
癩
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
容
易
に
共
感
し
た
の
で
あ
る
。

障
害
者
福
祉
の
現
場
で
考
え
る
権
利
と
尊
厳 

│
│ 

ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
の
事
例 

│
│

寺
戸　

淳
子

　

障
害
者
福
祉
を
巡
る
議
論
は
「
人
権
」
を
論
拠
と
し
て
き
た
。
他
方

で
、
知
的
な
障
害
が
あ
る
人
た
ち
の
生
存
権
を
否
定
す
る
意
見
が
社
会
に

沈
殿
し
て
い
る
事
実
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
発
表
で
は
、

こ
の
「
権
利
の
否
定
」
を
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
連
す
る
問
題
と
考
え
、

ケ
ア
領
域
に
お
け
る
「
権
利
」
を
巡
る
議
論
と
、
そ
の
権
利
論
に
関
係
す

る
思
想
に
お
け
る
「
尊
厳
」
に
つ
い
て
の
言
説
の
関
係
を
整
理
す
る
予
備

的
考
察
を
行
う
。
ま
た
、
今
後
の
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
、
知
的
な
障

害
が
あ
る
人
と
ア
シ
ス
タ
ン
ト
（
若
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
が
共
同
生
活
を

す
る
ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
で
の
実
践
を
参
照
す
る
。

　

ケ
ア
の
領
域
を
舞
台
に
権
利
を
論
じ
る
Ｍ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
人
間
の

身
体
的
ニ
ー
ズ
（
人
間
主
体
の
「
自
律
性
」
を
侵
害
す
る
と
考
え
ら
れ
る

動
物
性
）
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
の
本
質
と
す
る
「
社
交
性
」
の

契
機
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
本
質
的
善
と
す
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
一
面
で

あ
る
と
し
て
、「
ケ
ア
さ
れ
る
権
利
」
を
論
じ
る
（
人
間
の
動
物
性
に
は

尊
厳
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
権
利
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
市
民
で
あ
る
）。
他

方
で
Ｅ
・
Ｆ
・
キ
テ
イ
は
、
真
の
市
民
的
権
利
は
、
互
恵
的
で
は
な
い

（
非
対
称
・
不
平
等
な
）
依
存
関
係
が
保
障
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
初
め
て
実

現
す
る
と
し
て
、「
依
存
関
係
の
権
利
＝
ケ
ア
す
る
権
利
」
を
唱
え
る
。

両
者
の
議
論
で
問
わ
れ
て
い
る
権
利
の
実
質
は
「
市
民
権
」
だ
が
、
そ
の

に
し
よ
う
と
主
張
し
、
結
核
、
性
病
、
癩
の
患
者
を
減
少
さ
せ
な
け
れ
ば

日
本
は
「
文
明
国
の
仲
間
入
り
」
が
で
き
な
い
と
す
る
。
患
者
は
統
制
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
し
て
隔
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

小
林
の
こ
の
主
張
は
、
光
田
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
小
林
は
光
田
に
先
立
っ
て
社
会
に
と
っ
て
有
害
と
さ
れ
た
存
在
を
隔

離
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
一
九
一
一
年
に
小
笠
原
諸
島
の
父
島
に

東
京
府
立
の
感
化
院
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
小
林
は
高
く
評
価
し
て
い
る

の
だ
。
社
会
に
と
っ
て
有
害
と
見
な
し
た
者
を
隔
離
す
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ

ク
は
、
癩
患
者
を
隔
離
せ
よ
と
い
う
光
田
の
主
張
と
何
ら
か
わ
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
小
林
が
光
田
の
主
張
に
賛
同
し
た
の
は
当
然
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

賀
川
豊
彦
（
一
八
八
八
―
一
九
六
〇
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
社
会
運

動
家
と
し
て
戦
前
戦
後
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
活
動
し
た
。
一
九

二
七
年
の
講
演
「
社
会
問
題
と
し
て
見
た
る
癩
病
絶
滅
運
動
」
で
、
賀
川

は
、
社
会
改
造
運
動
は
、
優
生
学
、
教
育
が
経
済
と
連
携
し
て
初
め
て
完

成
し
う
る
と
主
張
し
、「
社
会
的
効
率
」
を
上
げ
よ
う
と
し
て
「
欠
陥
」

で
あ
る
癩
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
と
語
る
。
そ
し
て
賀
川
は
、「
民
衆

そ
れ
自
身
が
自
覚
し
て
、
一
人
で
も
多
く
隔
離
す
る
、
と
云
ふ
こ
と
を
怠

ら
な
け
れ
ば
、
レ
パ
ア
は
完
全
に
絶
滅
し
得
る
」
と
し
、
患
者
隔
離
の
推

進
が
「
Ｍ
Ｔ
Ｌ
の
仕
事
」
だ
と
説
く
。
社
会
改
良
家
の
賀
川
も
、
光
田
の

主
張
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

光
田
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
Ｍ
Ｔ
Ｌ
の
成
果
を
知
っ
て
お
り
、

キ
リ
ス
ト
教
の（
一
）組
織
力
、（
二
）療
養
所
の
患
者
た
ち
の
精
神
を
安
定

さ
せ
る
力
、
に
注
目
し
て
、
癩
根
絶
の
た
め
に
利
用
し
た
。「
社
会
事
業
」

に
従
事
し
て
い
た
小
林
も
、
社
会
の
改
良
を
め
ざ
し
て
い
た
賀
川
も
、
個
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す
る
行
為
者
」（
尊
厳
あ
る
主
体
）
は
自
ら
の
評
伝
の
作
者
に
は
な
れ
ず
、

あ
と
に
残
る
他
者
に
自
ら
の
「
評
伝
」（
尊
厳
）
を
託
す
し
か
な
い
と
論

じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
尊
厳
」
を
「
属
性
」
で
は
な
く
「
遂
行
的
」
な

も
の
と
と
ら
え
る
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
「
尊
厳
の
遂
行
性
」
に

対
し
、「
権
利
」
は
「
主
体
」（
す
な
わ
ち
「
生
者
」）
の
「
属
性
」
と
捉

え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
「
属
性
／
遂
行
性
」
と
い
う
捉
え

方
の
違
い
に
、「
権
利
」
と
「
尊
厳
」
の
関
係
を
考
察
す
る
手
が
か
り
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

ラ
ル
シ
ュ
共
同
体
創
設
者
の
Ｊ
・
バ
ニ
エ
は
、「
ケ
ア
の
場
に
人
間
の

尊
厳
が
生
ま
れ
る
」
と
し
、
共
同
体
の
日
常
生
活
で
は
、
全
員
で
食
卓

（
生
命
を
つ
な
ぐ
動
物
的
生
命
現
象
の
場
）
を
囲
む
こ
と
と
、
生
だ
け
で

な
く
死
を
祝
う
（
死
者
と
と
も
に
あ
り
続
け
る
）
こ
と
が
最
重
視
さ
れ

る
。
そ
こ
は
、
動
物
性
を
契
機
と
す
る
尊
厳
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
実
践

の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、「
死
者
の
尊
厳
」
抜
き
に
「
人
間
の
尊
厳
」
を

考
え
る
こ
と
の
困
難
と
「
死
者
の
尊
厳
」
の
遂
行
性
を
示
唆
す
る
場
と
考

え
ら
れ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
新
宗
教
の
治
病
儀
礼

道
蔦　

汐
里

　

本
発
表
は
、
新
宗
教
の
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
治
病
儀
礼
（
病
気
治
し

の
儀
礼
）
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
流
行
下
に
お
い
て
、
信
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
き
た
の

か
を
、
教
団
機
関
誌
の
分
析
を
通
し
整
理
・
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

　

新
宗
教
は
、「
病
気
治
し
の
宗
教
」
で
あ
る
と
い
う
一
種
の
社
会
通
念

「
市
民
権
」
に
つ
い
て
Ｓ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、「「
普
遍
的
権
利
」
は
、
事

実
上
「
国
民
の
権
利
」
と
し
て
、
そ
の
付
与
権
が
国
家
に
独
占
さ
れ
て
い

る
が
、
人
間
に
は
「
法
的
・
市
民
的
権
利
を
も
つ
普
遍
的
権
利
」（
Ｈ
・

ア
レ
ン
ト
）
が
あ
り
、
市
民
は
国
境
を
越
え
て
そ
れ
を
守
り
あ
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、「
権
利
」
が
「
遂
行
的
」
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
市
民
権
」
の
議
論
に

対
し
、
Ｊ
・
デ
リ
ダ
は
、「
他
者
を
前
に
し
て
他
者
に
責
任
を
負
っ
て
い

る
」
人
間
の
有
り
様
を
、「
良
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
譬
え
話
（
追
い
剥
ぎ

の
被
害
者
を
通
り
す
が
り
の
旅
人
が
助
け
、
宿
の
主
人
に
そ
の
被
害
者
を

託
す
）
を
参
照
し
な
が
ら
、「
非
―
市
民
的
友
愛
」
概
念
で
論
じ
る
。
こ

の
譬
え
話
で
は
、「
私
た
ち
の
法
が
課
す
義
務
」（
私
た
ち
の
間
で
の
み
有

効
）
を
越
え
る
「
歓
待
（
自
由
な
決
断
と
い
う
行
為
）」
に
よ
っ
て
、
見

ず
知
ら
ず
の
他
者
が
「
隣
人
」
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
隣
人
化
の
場
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
被
り
（
暴
力
、
傷
つ
い
た
他
者
、
そ
の
他
者
を
助
け
た
他

者
の
要
請
）」
が
発
生
す
る
場
で
あ
り
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
「
人
間
の
動
物

性
と
尊
厳
」
を
結
び
つ
け
る
議
論
を
思
い
お
こ
す
な
ら
、
こ
の
「
被
る

（
自
律
性
が
傷
つ
け
ら
れ
る
）」
こ
と
と
「
尊
厳
」
の
関
係
を
考
察
す
る
こ

と
が
、
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

デ
リ
ダ
は
、
近
代
西
洋
の
著
名
な
哲
学
者
が
「
動
物
」
を
論
じ
て
こ
な

か
っ
た
（
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
「
動
物
」
か
ら
奪
い
、「
人
間
」
だ
け
の

も
の
に
す
る
こ
と
で
、「
人
間
の
尊
厳
」
を
打
ち
立
て
て
き
た
）
こ
と
の

問
題
を
扱
う
論
考
で
、
哲
学
者
は
「
自
伝
（
自
ら
を
語
る
こ
と
が
で
き

る
）」
者
と
し
て
現
れ
て
き
た
（
尊
厳
を
示
し
て
き
た
）
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
「
自
伝
志
向
」
と
は
対
照
的
に
、
人
間
の
条
件
を
「
動
物
性
の

排
除
」
の
上
に
構
想
す
る
ア
レ
ン
ト
は
、「
活
動
に
よ
っ
て
自
ら
を
暴
露
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そ
の
結
果
、
①
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
流
行

は
、
人
類
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
、
あ
る
い
は
各
教
団
が
理
想
と
す
る
世
界

に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
至
ら
な
さ
の
具
現
で
あ
る
と
い
っ
た

理
解
が
、
共
通
し
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、「
霊
能

教
団
―
信
徒
分
有
型
―
開
放
型
」
に
分
類
さ
れ
る
教
団
で
あ
っ
て
も
、
社

会
的
に
求
め
ら
れ
る
対
応
（
緊
急
事
態
宣
言
等
に
伴
う
自
粛
要
請
）
を
遵

守
す
る
よ
う
明
言
さ
れ
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
患
者
に
対
す
る

治
病
儀
礼
の
実
施
を
推
奨
す
る
よ
う
な
言
説
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方

で
、
治
病
儀
礼
の
実
施
に
よ
っ
て
神
が
理
想
と
す
る
世
界
に
近
づ
く
こ
と

で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
の
収
束
を
目
指
す
こ
と
や
、
治

病
儀
礼
に
よ
っ
て
感
染
防
止
を
お
こ
な
う
こ
と
を
推
奨
す
る
よ
う
な
言
説

が
確
認
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
教
団
と
の
大
き
な
違
い
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
る
集
会
等
と
は
異
な
り
、

実
際
に
対
面
し
て
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
儀
礼
を
有
す
る
教
団
は
、
収
束

へ
向
け
た
実
践
の
中
に
儀
礼
を
含
む
た
め
、
そ
の
活
動
に
困
難
を
抱
え
て

い
る
こ
と
が
伺
え
た
。

　
「
霊
能
教
団
―
信
徒
分
有
型
―
開
放
型
」
に
分
類
さ
れ
る
教
団
に
お
い

て
、
一
般
の
病
気
の
場
合
、「
平
常
↓
病
気
の
発
覚
↓
（
患
者
以
外
の
信

者
に
よ
る
患
者
へ
の
）
治
病
儀
礼
・（
患
者
の
本
人
の
）
心
直
し
↓
回
復
」

と
い
う
過
程
を
た
ど
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
流
行
り
病
で
あ
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
場
合
は
、
病
気
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
存
在
が

罹
る
前
か
ら
認
知
さ
れ
、
自
身
が
罹
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
社
会
的
有
事

と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
人
類
全
体
の
課
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
感
染
症
の
認
知
↓
（
人
類
の
）
心

が
存
在
し
て
い
る
。
新
宗
教
の
教
義
に
お
い
て
、
病
気
は
神
や
霊
の
作
用

に
起
因
す
る
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
新
宗
教
教
団
内
で
は
独
自

の
治
病
儀
礼
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
と
日
本
の
宗
教
集
団
に
関
す
る

論
考
・
報
道
は
、
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
新
宗
教
に
つ
い
て
言

及
し
た
も
の
は
、
現
状
で
は
、
特
定
の
テ
ク
ス
ト
を
重
要
視
す
る
テ
ク
ス

ト
教
団
に
つ
い
て
の
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
そ
こ
で
本
発
表
で

は
、
①
治
病
儀
礼
を
有
し
、
そ
れ
ら
の
能
力
の
獲
得
・
行
使
を
、
信
者
に

積
極
的
に
開
放
し
て
き
た
教
団
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流

行
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
よ
う
語
っ
て
き
た

の
か
。
そ
し
て
、
②
テ
ク
ス
ト
教
団
と
の
違
い
は
見
ら
れ
る
の
か
。
以
上

二
点
を
検
討
課
題
と
し
て
設
定
し
た
。

　

事
例
と
し
て
、
寺
田
喜
朗
・
塚
田
穂
高
（
二
〇
一
六
）
が
提
示
し
た
教

団
類
型
論
に
お
い
て
、「
霊
能
の
保
有
・
開
発
が
教
団
へ
の
入
信
と
共
に

即
時
的
、
あ
る
い
は
相
対
的
に
短
期
間
で
可
能
に
な
る
と
説
く
教
団
」
で

あ
る
「
霊
能
教
団
―
信
徒
分
有
型
―
開
放
型
」
に
分
類
さ
れ
る
と
さ
れ
る
、

天
理
教
・
解
脱
会
・
崇
教
真
光
を
選
定
し
た
。
調
査
に
は
、
各
教
団
が
発

行
す
る
機
関
誌
の
う
ち
、
二
〇
二
〇
年
四
月
〜
二
一
年
八
月
の
刊
行
で
あ

る
、『
み
ち
の
と
も
』（
一
七
〇
四
〜
一
七
一
九
号
）、『
天
理
時
報
（
縮
刷

版
）』（
二
〇
二
〇
年
四
月
〜
二
一
年
三
月
）、『
解
脱
＝T

he gedatsu

』

（
九
八
八
〜
一
〇
〇
四
号
）、『
崇
教
真
光
』（
六
九
一
〜
七
〇
七
号
）
を
使

用
し
た
。
各
機
関
誌
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
言
及
を

取
り
上
げ
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
」

「
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
と
し
て
い
る
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
を

お
こ
な
っ
た
。
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創
出
を
呼
び
か
け
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
四
つ
の
痛
み
に
ト
ー
タ
ル
に
応
え
ん
と
挑
戦
し
て
い
る
医
療
の

場
を
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
Ｔ
Ｌ
医
療
研
究
会
と
い
う
団
体
で
あ
る
。
Ｔ

Ｌ
医
療
研
究
会
は
小
児
科
医
許
斐
博
史
氏
が
代
表
を
務
め
、
医
師
の
み
な

ら
ず
看
護
師
や
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
も
一
体
に
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
し

て
「
人
間
を
魂
と
受
け
と
め
る
医
療
実
践
の
探
求
」
を
目
的
に
、
年
に
一

回
学
術
集
会
を
開
催
し
て
い
る
。
会
員
の
多
く
は
、
宗
教
法
人
Ｇ
Ｌ
Ａ
の

会
員
で
も
あ
り
四
つ
の
痛
み
の
全
領
域
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
二
〇
二

一
年
十
二
月
に
は
第
三
十
回
学
術
集
会
を
開
催
す
る
予
定
と
聞
く
。
Ｔ
Ｌ

医
療
研
究
会
が
ど
の
様
な
実
践
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
例
と
し
て
同

会
会
員
で
あ
る
福
島
一
成
氏
（
心
療
内
科
医
）
の
症
例
を
提
示
す
る
。

　

症
例
：
Ａ
さ
ん
（
現
在
三
十
三
歳
）。

　

幼
少
の
頃
か
ら
激
し
い
感
覚
過
敏
を
有
し
、
特
定
の
布
地
の
触
感
に
こ

だ
わ
り
、
現
在
も
手
放
せ
な
い
。
人
間
に
対
し
て
の
愛
着
行
動
を
示
さ
ず
。

両
親
か
ら
日
常
的
な
暴
力
を
受
け
て
い
た
。
小
学
校
低
学
年
の
頃
か
ら
、

希
死
念
慮
あ
り
。
中
学
、
高
校
の
頃
に
は
、
両
親
に
対
し
て
強
い
殺
意
。

十
七
歳
で
神
経
性
無
食
欲
症
を
発
症
、
福
島
医
師
の
外
来
を
受
診
。
二
十

〜
三
十
歳
頃
は
、
希
死
念
慮
が
強
ま
り
、
大
量
服
薬
や
自
傷
行
為
を
繰
り

返
す
。
そ
の
後
初
め
て
自
分
の
考
え
を
福
島
氏
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
三
十
三
歳
の
退
院
時
に
は
、
看
護
師
た
ち
に
手
を
振
り
、
感
謝
の
気

持
ち
を
伝
え
、
看
護
師
た
ち
を
驚
か
せ
た
。

　

Ａ
さ
ん
は
、
福
島
医
師
と
の
関
わ
り
で
深
く
癒
さ
れ
て
、
神
経
性
無
食

欲
症
が
軽
快
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
福
島
医
師
自
身
が
Ｇ
Ｌ
Ａ

会
員
と
し
て
「
魂
の
学
」
を
学
び
、
生
い
立
ち
ゆ
え
に
背
負
わ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
深
い
人
間
不
信
か
ら
解
放
さ
れ
た
歩
み
が
大
き
な
原
動
力
と
な

直
し
↓
（
コ
ロ
ナ
患
者
以
外
へ
の
）
治
病
儀
礼
の
実
践
↓
（
神
が
理
想
と

す
る
世
界
へ
の
接
近
↓
）
感
染
症
の
収
束
」
と
い
う
過
程
で
理
解
さ
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

ア
フ
タ
コ
ロ
ナ
時
代
の
ニ
ュ
ー
パ
ラ
ダ
イ
ム 

│
│ 

医
療
即
宗
教
、
宗
教
即
医
療 

│
│

馬
渕　

茂
樹

　

歴
史
学
者
立
川
昭
二
は
、
と
り
わ
け
病
気
と
文
明
の
関
係
を
研
究
し
、

多
く
の
著
作
を
残
し
て
お
り
、「
病
気
は
文
明
が
つ
く
り
、
病
気
は
文
明

を
変
え
、
社
会
を
動
か
し
て
い
く
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

現
在
、
世
界
を
席
巻
す
る
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
ま
さ
に
唯
物
主

義
で
覆
わ
れ
た
現
代
文
明
か
ら
脱
却
し
、
次
な
る
時
代
を
開
け
、
と
人
類

に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

宗
教
、
医
療
、
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
、
中

世
、
大
航
海
時
代
、
産
業
革
命
時
代
に
は
科
学
は
ま
だ
未
成
熟
で
あ
り
、

宗
教
と
医
療
が
近
接
し
て
い
た
。
し
か
し
近
代
に
な
っ
て
科
学
が
発
展
す

る
と
共
に
、
医
療
と
科
学
と
の
親
和
性
が
高
ま
り
、
宗
教
は
対
極
に
位
置

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
は
こ
の
宗
教
、
医
療
、
科
学
の
関
係
を
、

次
な
る
時
代
に
運
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

コ
ロ
ナ
は
、
様
々
な
次
元
で
世
界
に
分
断
と
痛
み
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
コ
ロ
ナ
が
も
た
ら
す
痛
み
は
、
い
わ
ば
四
つ
の
痛
み
（
身
体
的
、
精

神
的
、
社
会
的
、
霊
的
）
の
全
領
域
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
唯
物

的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
医
療
で
は
、
コ
ロ
ナ
が
創
起
す
る
四
つ
の
痛
み
に
十
全

に
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
コ
ロ
ナ
は
、
ま
さ
に
四
つ
の
痛
み
に
ト

ー
タ
ル
に
応
え
ら
れ
る
医
療
者
の
育
成
、
及
び
医
学
・
医
療
シ
ス
テ
ム
の
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こ
と
で
あ
る
。
鼠
類
に
つ
い
た
蚤
が
ペ
ス
ト
菌
を
含
む
血
液
を
吸
っ
て
人

間
に
伝
播
す
る
。
ま
た
、
ペ
ス
ト
患
者
の
皮
膚
・
粘
膜
か
ら
伝
染
し
、
飛

沫
感
染
も
す
る
。
突
然
悪
寒
を
覚
え
、
高
熱
を
発
し
、
頭
痛
・
倦
怠
・
め

ま
い
な
ど
の
症
状
を
起
こ
し
、
皮
膚
は
乾
燥
し
て
紫
黒
色
を
呈
す
る
。
死

亡
率
が
高
い
。
ま
さ
に
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
状
と
類
似
し
て
い
る
。
黒
死
病

の
原
発
地
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
三
五
〇
年
ま
で
に
は
、
ほ
ぼ
全
欧
に
拡

大
し
た
。
死
者
数
は
推
定
の
域
を
出
な
い
が
、
少
な
く
と
も
全
人
口
の
三

分
の
一
を
喪
失
し
た
と
見
積
も
ら
れ
る
。

二　
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
に
お
け
る
黒
死
病
の
記
述

　
「
イ
タ
リ
ア
の
い
か
な
る
都
市
に
比
べ
て
も
こ
よ
な
く
高
貴
な
都
市
国

家
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
あ
の
ペ
ス
ト
と
い
う
黒
死
病
が
発
生
い
た
し
ま
し

た
」。
そ
し
て
、「
法
の
権
威
は
、
人
間
の
法
で
あ
ろ
う
と
神
の
法
で
あ
ろ

う
と
、
地
を
掃
っ
た
。
も
う
掟
は
何
も
な
い
の
で
す
」
と
、
状
況
が
切
羽

詰
ま
っ
た
も
の
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
決
然
と
叙
述
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

三　

ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
か
ら
学
ぶ
こ
と

・『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
「
第
一
日
ま
え
が
き
」
に
描
か
れ
た
黒
死
病
の
惨

状
は
、
き
わ
め
て
リ
ア
ル
で
迫
真
性
に
富
む
。
作
者
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
は
大

胆
に
も
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
奔
放
な
物
語
を
語
る
口
実
と
し
た
。
死
を
も

た
ら
す
大
災
厄
を
身
近
に
見
聞
す
れ
ば
、
逆
に
生
の
歓
喜
を
う
た
わ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
人
間
の
本
能
的
な
衝
動
を
踏
ま
え
た
上
で
の
話

の
設
定
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
非
日
常
的
な
環
境
の
中
で
は
、
ふ

だ
ん
は
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
話
で
あ
ろ
う
と
も
、
語
る
こ
と
が
許
さ

れ
よ
う
。

・
黒
死
病
の
暗
と
、
そ
ん
な
生
命
の
危
機
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
面
白
お

っ
て
い
た
。
ま
さ
に
Ａ
さ
ん
の
癒
し
は
、
福
島
医
師
自
身
の
癒
し
の
内
外

交
流
の
結
果
と
言
え
る
。

　

Ｇ
Ｌ
Ａ
主
宰
高
橋
佳
子
氏
は
、
Ｔ
Ｌ
医
療
研
究
会
の
医
師
や
看
護
師
を

頻
回
に
指
導
し
て
い
る
。
現
在
も
、
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
最
新
の
学
術
的
知

見
を
土
台
に
、
コ
ロ
ナ
に
、
ど
の
よ
う
に
医
療
現
場
で
対
処
し
た
ら
良
い

か
、
四
十
回
以
上
に
及
ぶ
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
カ
オ
ス
研
究
会
」
で

の
講
義
を
通
し
て
、
ま
さ
に
「
宗
教
、
医
療
、
科
学
を
一
つ
に
し
た
次
な

る
次
元
の
医
療
」
の
視
野
を
医
療
者
に
与
え
続
け
て
い
る
（
こ
こ
で
四
分

ほ
ど
実
録
映
像
を
放
映
）。

　

ま
と
め
。
一
．
新
型
コ
ロ
ナ
は
、
宗
教
、
医
療
、
科
学
が
一
つ
に
な
っ

て
、
未
来
へ
の
道
を
開
く
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

二
．
そ
れ
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
が
も
た
ら
す
四
つ
の
痛
み
に
十
全
に
応

え
る
道
が
開
か
れ
る
。
三
．
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
時
代
と
は
、
人
間
を
魂

と
受
け
と
め
る
時
代
に
な
る
と
演
者
は
確
信
し
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
か
ら
学
ぶ

冨
田　

信
隆

　

現
下
、
世
界
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
歴

史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
十
四
世
紀
に
は
欧
州
全
域
に
「
黒
死
病
」
が

蔓
延
し
た
。
そ
の
状
況
下
に
あ
っ
て
、
生
命
の
危
機
を
背
景
に
し
な
が

ら
、
中
世
を
代
表
す
る
イ
タ
リ
ア
の
作
家
・
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
は
物
語
文
学

の
傑
作
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
を
著
述
し
た
。
な
ら
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
作

者
か
ら
何
か
を
学
ぶ
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

一　

黒
死
病
（
ペ
ス
ト
）
と
は

　

ペ
ス
ト
と
は
、
ペ
ス
ト
菌
の
感
染
に
よ
っ
て
発
生
す
る
急
性
感
染
症
の
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一
人
ひ
と
り
が
現
状
を
真
剣
に
捉
え
、
認
識
し
た
う
え
で
、
し
っ
か
り

と
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

仏
教
教
団
が
実
践
す
る
教
化
活
動
の
脆
弱
性
と
強
靭
性

川
又　

俊
則

　
「
教
化
」
は
人
び
と
を
よ
い
方
向
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
だ
が
、
仏
教
と

し
て
は
仏
道
へ
教
え
導
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
僧
侶
が
檀
信
徒
に
対
し

て
仏
道
へ
教
え
導
く
活
動
全
般
、
つ
ま
り
、
葬
儀
・
追
善
儀
礼
、
恒
例
法

要
・
臨
時
法
要
な
ど
の
活
動
す
べ
て
が
教
化
活
動
と
見
な
せ
る
。
寺
院
単

位
で
実
施
さ
れ
て
い
る
対
象
別
・
目
的
別
団
体
の
活
動
も
、
教
化
活
動
だ

ろ
う
。
拙
稿
で
筆
者
は
、
宗
勢
調
査
の
結
果
か
ら
、
教
化
団
体
の
活
動
は
、

全
体
的
に
決
し
て
活
発
と
言
え
な
い
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
た
（
川
又
二

〇
一
九
）。
た
だ
し
、
個
々
の
寺
院
・
僧
侶
を
見
て
い
く
と
、
非
常
に
活
発

な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
五
〇
年
な
ど
長
き
に
わ
た
る
継
続
的
な
実
践
が
花
開

き
実
を
結
び
、
次
世
代
に
信
仰
継
承
さ
れ
て
い
る
寺
院
も
少
な
く
な
い
。

　

本
発
表
は
、
仏
教
に
お
け
る
教
化
を
論
ず
る
が
、
宗
勢
調
査
や
発
表
者

自
身
の
調
査
で
得
ら
れ
た
資
料
な
ど
を
も
と
に
、「
脆
弱
性
」「
強
靭
性
」

と
い
う
対
概
念
を
導
入
し
考
察
し
た
い
。
教
化
活
動
を
、（
葬
儀
・
回
忌

法
要
な
ど
で
の
）
僧
侶
に
よ
る
法
話
・
説
教
、
寺
院
で
行
わ
れ
る
年
中
行

事
・
恒
例
法
要
、
檀
信
徒
た
ち
に
よ
る
教
化
団
体
の
活
動
の
三
つ
に
区
分

し
て
論
ず
る
。

　

以
下
は
、
い
ず
れ
も
コ
ロ
ナ
前
の
調
査
で
あ
る
。
曹
洞
宗
（
二
〇
一

五
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
法
話
を
行
う
住
職
は
約
九
割
で
、
そ
の
機
会

（
複
数
回
答
）
は
、
通
夜
や
葬
儀
、
年
回
法
要
な
ど
の
追
善
供
養
が
八
割

以
上
だ
っ
た
。
施
餓
鬼
会
、
盂
蘭
盆
会
な
ど
の
法
要
は
七
割
前
後
の
寺
院

か
し
い
話
で
迫
り
く
る
死
の
影
を
追
い
払
お
う
と
、
十
日
の
あ
い
だ
代
わ

る
が
わ
る
語
り
あ
う
百
の
物
語
。
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
は
教
会
で
説
か
れ
る
道

徳
と
は
異
な
る
人
間
性
に
基
づ
く
行
動
原
理
を
示
唆
し
て
い
る
。
聖
人
君

子
の
説
く
倫
理
と
は
違
う
、
人
間
の
欲
望
の
実
相
が
小
説
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
の
物
語
は
生
の
饗
宴
で
は
な
く
、
実
に

の
び
の
び
と
し
て
健
康
で
明
る
く
、
天
真
爛
漫
で
あ
る
。

・
こ
の
作
品
の
出
現
で
、
神
学
を
中
心
と
す
る
中
世
風
の
ス
コ
ラ
哲
学
は

色
が
褪
せ
、
宗
教
的
な
幻
想
も
恐
怖
も
消
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
の
人
間
の
自
然
を
尊
重
し
た
、
そ
の
よ
う
な
お
お

ら
か
な
考
え
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
、
多
く
の
人
に
共
感
を
受
け
歓

迎
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

・『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
で
は
、
宗
教
風
俗
に
対
す
る
批
判
を
繰
り
返
す
。
宗

教
者
批
判
は
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
の
み
で
は
な
く
先
例
も
あ
る
（
日
本
で
も

『
今
昔
物
語
』
で
坊
さ
ん
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
）。
彼
は
堕
落
腐
敗

よ
り
さ
ら
に
大
事
な
問
題
点
、
原
理
主
義
的
徹
底
性
の
危
機
性
を
自
覚
し

て
い
た
と
考
え
る
。

・
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
は
神
学
的
に
論
争
を
挑
む
人
で
は
な
い
。
人
情
に
動
か

さ
れ
て
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
常
識
の
人
で
あ
る
。
そ
ん
な
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
は

国
際
政
治
に
つ
い
て
も
、
地
中
海
貿
易
の
実
務
に
携
わ
っ
た
人
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
平
和
共
存
を
主
張
す

る
。
寛
容
を
お
だ
や
か
な
声
で
、
笑
い
を
ま
じ
え
つ
つ
語
っ
た
人
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　

結
び
に
か
え
て
、
私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
十
四
世
紀
に
お
け
る
黒
死
病

の
大
流
行
は
、
今
ま
さ
に
世
界
を
大
き
な
恐
怖
に
陥
れ
て
い
る
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
に
、
大
変
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
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で
教
化
活
動
を
実
践
し
続
け
た
様
子
を
見
る
と
、
教
化
活
動
自
体
の
強
靭

さ
も
見
出
せ
る
。

　

葬
儀
・
通
夜
、
他
の
行
事
等
で
の
僧
侶
に
よ
る
法
話
・
説
教
は
、
非
熱

心
な
檀
信
徒
に
は
届
か
な
い
。
年
中
行
事
・
恒
例
法
要
は
内
容
で
参
加
者

の
多
寡
は
異
な
る
も
の
の
、
熱
心
・
非
熱
心
に
か
か
わ
ら
ず
檀
信
徒
に
開

か
れ
た
行
事
で
あ
り
、
一
部
、
オ
ン
ラ
イ
ン
も
試
み
ら
れ
る
。
教
化
団
体

の
活
動
は
熱
心
な
檀
信
徒
中
心
で
、
参
加
者
が
い
な
く
な
れ
ば
消
滅
す

る
。
三
区
分
の
活
動
を
見
直
す
と
、
寺
院
内
の
人
間
関
係
（
僧
侶
と
檀
信

徒
、
檀
信
徒
同
士
）
の
部
分
で
脆
弱
さ
が
あ
る
と
そ
れ
が
活
動
に
反
映
さ

れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
実
践
の
方
法
で
新
た
な
ツ
ー
ル
を
用
い
た
展
開
が

実
際
に
あ
り
、
さ
ら
に
、
超
宗
派
の
僧
侶
た
ち
の
新
た
な
実
践
な
ど
見
る

と
、
教
化
活
動
は
改
め
て
強
靭
な
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
脆
弱
さ
を
超
え
た
強
靭
さ
に
よ
っ
て
、
教
化
活
動
は
維
持

継
続
の
可
能
性
が
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

宗
教
材
と
景
観
お
よ
び
文
化
財 

│
│ 

被
瞻
対
象
の
宗
教
性
と
活
用
保
全
の
再
考 

│
│

神
居　

文
彰

　
「
瞻
」
を
用
い
た
の
は
仰
ぎ
見
る
と
い
う
原
意
に
よ
り
、
単
な
る
被
写

体
と
は
異
な
る
視
点
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
六
塵
説
法
の
よ
う
に
存

在
・
言
動
が
そ
の
ま
ま
救
済
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
。

　

平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
四
月
一
日
施
行
の
文
化
財
保
護
法
の
改

正
に
よ
り
市
町
村
が
作
成
す
る
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
が
制
度
化
さ

れ
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
四
月
一
七
日
「
史
跡
等
に
お
け
る
歴
史
的

建
造
物
の
復
元
等
に
関
す
る
基
準
」
が
新
た
に
決
定
さ
れ
た
。
今
後
、
新

で
実
施
し
て
い
た
。
他
方
、
婦
人
会
は
約
一
割
、
梅
花
講
は
約
三
割
、
坐

禅
会
は
約
二
割
の
主
催
率
だ
っ
た
。
真
言
宗
智
山
派
（
二
〇
一
五
）
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
正
住
寺
院
（
複
数
回
答
）
で
、
施
餓
鬼
会
が
八
割
弱
、
棚

経
が
約
六
割
の
実
施
率
だ
っ
た
。
教
化
活
動
（
複
数
回
答
）
の
実
施
割
合

は
、
巡
礼
・
遍
路
・
団
参
、
御
詠
歌
、
総
本
山
団
参
が
二
割
強
だ
っ
た
。

真
宗
大
谷
派
（
二
〇
一
二
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
法
話
の
実
施
割
合
は
、

報
恩
講
・
御
正
忌
・
御
七
夜
、
永
代
経
・
祠
堂
経
で
九
割
を
超
え
、
彼
岸

会
（
春
・
秋
）
で
約
八
割
だ
っ
た
。
教
化
団
体
の
主
催
率
は
、
婦
人
会
が

三
割
弱
、
講
が
四
割
弱
、
同
朋
の
会
が
三
割
強
だ
っ
た
。

　

こ
の
二
年
間
の
コ
ロ
ナ
禍
、
宗
教
団
体
は
本
来
の
宗
教
活
動
を
自
粛

し
、
寺
院
・
神
社
・
教
会
等
が
感
染
源
と
な
ら
な
い
よ
う
徹
底
し
、
他

方
、
信
者
等
が
孤
立
し
な
い
よ
う
に
電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
な
ど
進
め

て
き
た
。
高
齢
化
や
人
口
減
少
と
い
う
課
題
を
持
つ
寺
院
は
、「
そ
の
場

に
檀
信
徒
が
い
な
い
」
と
教
化
が
で
き
な
い
こ
と
に
直
結
す
る
。
教
化
活

動
は
そ
も
そ
も
脆
弱
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
で
縮
小
・
中
止

し
た
年
中
行
事
や
法
要
等
は
今
後
、
復
活
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
檀

信
徒
の
「
気
持
ち
」
が
寺
院
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
と
り
戻
す
の
は

難
し
い
と
厳
し
い
見
立
て
を
す
る
住
職
も
い
る
。
様
々
な
場
面
で
の
オ
ン

ラ
イ
ン
導
入
が
見
ら
れ
、
何
ら
か
の
形
で
檀
信
徒
と
つ
な
が
る
こ
と
や
行

事
他
を
実
施
す
る
方
策
を
僧
侶
た
ち
は
考
え
、
実
施
し
て
き
た
。
さ
ら
に

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
、
檀
信
徒
外
へ
行
事
等
を
紹
介
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

し
か
し
、
世
間
一
般
的
に
は
ま
だ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
は
ス
ム
ー
ズ
に
浸
透

し
き
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
対
面
実
施
を
考
え
、
人
数
制

限
で
お
勤
め
の
み
（
法
話
な
し
）、
お
勤
め
＋
時
間
短
縮
の
法
話
等
で
行

事
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
新
し
い
ツ
ー
ル
を
含
め
、
何
ら
か
の
形
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の
宗
教
と
し
て
の
畏
怖
尊
崇
を
含
む
信
教
の
尊
重
に
多
面
的
に
互
譲
さ
せ

宗
教
系
文
化
財
の
価
値
と
活
用
、
保
全
手
法
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

世
俗
体
と
し
て
活
用
す
る
場
合
、
教
義
と
の
整
合
も
し
く
は
修
正
が
必
要

と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
古
来
、
公
開
と
修
理
に
親
近
性
と
そ
れ
ぞ
れ
を
同

一
地
平
で
愉
楽
す
る
こ
と
を
紡
い
で
き
た
。
あ
わ
せ
て
、
観
る
こ
と
が
で

き
な
い
文
化
財
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
意
味
を
付
与
し
て
き
た
。
公
開
と

は
、
修
復
・
保
全
の
祈
り
と
技
が
眼
前
に
開
示
さ
れ
て
い
る
結
果
で
あ

る
。

　

環
境
に
則
し
た
教
義
の
拡
張
、
す
な
わ
ち
意
匠
と
し
て
の
著
作
権
と
は

別
に
対
象
へ
の
「
敬
意
概
念
」
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
内
面
で
あ
る

が
ゆ
え
に
契
約
事
項
で
表
面
化
す
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
。

　

宗
教
は
造
形
物
だ
け
で
な
く
行
為
も
関
係
す
る
。
礼
拝
供
犠
な
ど
の
動

作
性
を
伴
い
歴
史
が
紡
が
れ
る
。
こ
れ
が
関
係
人
に
お
け
る
活
用
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
宗
教
は
非
現
実
的
な
の
で
は
な
く
現
実
世
界
に
リ
ア
ル

で
あ
る
。
開
創
以
来
多
く
の
信
徒
や
地
域
の
人
々
に
護
ら
れ
現
在
も
護
持

す
る
方
々
の
思
い
が
投
影
さ
れ
る
。
単
な
る
文
化
施
設
、
遺
産
で
は
な

い
。
個
々
に
内
在
す
る
宗
教
観
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
、
科
学
技
術
の
進
展
や
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
新
し
い
拝
観
が
模

索
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
夜
間
拝
観
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

将
来
的
に
は
24
Ｋ
や
7G
な
どW

eb

・ICT

環
境
で
の
公
開
手
法
は
大
き

く
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
目
を
引
く
タ
イ
ト
ル
に
よ
る
拡
散
と
承
認
を
追
従

す
る
の
で
は
な
く
正
し
い
情
報
と
そ
の
活
用
に
お
け
る
人
格
権
を
ど
の
よ

う
に
付
与
し
う
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
個
別
に
有
す
る
宗
教
の
尊
厳
性

の
社
会
に
お
け
る
再
認
可
と
い
っ
て
も
よ
い
。
創
造
さ
れ
た
も
の
が
遺
産

と
し
て
全
て
残
る
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
文
化
財
、
記
憶
媒
体
はIoT

し
い
文
化
財
の
価
値
と
活
用
、
修
復
と
保
全
手
法
が
構
築
さ
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
文
化
財
の
多
く
は
美
・
博
物
館
、
社
寺
の
帰
属
が
多

く
を
占
め
、
保
護
団
体
や
信
徒
を
含
む
関
係
人
の
心
情
、
信
教
、
宗
教

性
・
継
承
維
持
理
念
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
信
条
を

有
し
た
精
神
性
す
な
わ
ち
宗
教
的
な
も
の
へ
の
対
応
で
あ
る
。
文
化
財
と

い
うT

erm
は
対
象
を
保
全
す
る
と
い
う
保
護
法
が
先
行
し
た
概
念
で

あ
る
。
文
化
的
所
産
は
維
持
、
護
持
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
含
む
固
有
性

が
担
保
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
制
定
文
言
に
は
当
然
宗
教
的
言
説
は
な

い
。
こ
れ
ま
で
は
暗
黙
知
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

物
質
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
維
持
管
理
保
全
に
は
経
費
を
要
す
る
。

そ
の
た
め
の
原
資
と
し
て
の
地
域
に
お
け
る
秀
逸
な
文
化
資
産
の
発
見
↓

整
備
↓
保
全
↓
利
活
用
を
リ
サ
イ
ク
ル
さ
せ
る
な
か
、
活
用
と
は
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
を
代
表
と
す
る
観
光
資
源
と
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
総
合
的
活

用
に
は
調
査
修
理
保
全
も
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
消
費
志
向
と
生
成
創
作

を
共
存
さ
せ
る
価
値
転
換
と
い
え
る
。
逆
に
異
な
る
手
法
を
駆
使
し
管
理

す
る
文
化
財
を
特
別
視
す
る
よ
う
に
誘
導
す
る
も
の
で
も
特
別
視
さ
せ
る

た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
観
光
す
らT

ourism
・
巡
礼
と

し
て
宗
教
（
心
象
）
体
験
に
繋
が
る
。

　

宗
教
団
体
の
建
物
、
設
備
、
宝
物
、
仏
像
、
施
設
等
、
す
べ
て
「
信
仰

の
対
象
」
で
あ
る
。
私
有
財
産
で
あ
る
が
、
評
価
・
指
定
さ
れ
る
と
い
う

他
者
が
関
係
す
る
う
え
で
「
世
俗
体
」
と
し
て
共
有
財
と
い
う
理
解
が
さ

れ
て
よ
い
。
公
共
の
利
益
は
内
面
の
充
実
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。

　

文
化
財
と
い
う
人
格
性
を
有
す
る
対
象
に
内
在
す
る
宗
教
性
と
は
、
信

教
の
自
由
に
お
け
る
内
面
性
が
確
保
さ
れ
、
そ
の
上
で
信
仰
そ
の
も
の
は

成
長
変
化
す
る
。「
聖
俗
」
問
題
の
分
離
と
ま
で
は
云
わ
な
い
が
、
個
々
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ラ
ス
ト
は
寺
社
に
お
け
る
御
朱
印
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
立
体
像

の
ア
マ
ビ
エ
の
中
に
は
寺
院
に
奉
納
さ
れ
る
こ
と
で
、
仏
像
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
る
事
例
も
あ
っ
た
。

　

ア
マ
ビ
エ
流
行
と
同
時
期
、
街
中
に
設
置
さ
れ
た
銅
像
や
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
マ
ス
ク
が
着
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
二
〇
年

四
月
二
日
、『
朝
日
新
聞
』
に
マ
ス
ク
を
着
け
た
地
蔵
の
写
真
が
掲
載
さ

れ
た
直
後
か
ら
地
蔵
を
中
心
と
す
る
仏
像
に
マ
ス
ク
を
着
け
る
様
子
が
各

地
の
地
方
新
聞
や
地
域
ニ
ュ
ー
ス
で
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

ら
の
報
道
に
よ
る
と
、
当
初
は
感
染
症
予
防
を
呼
び
か
け
る
目
的
で
仏
像

に
マ
ス
ク
が
着
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
次
第
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
を
祈
る
「
奉
納
」
と
し
て
の
要
素
が
強
ま
っ
た
。

さ
ら
に
時
間
が
経
過
す
る
と
複
数
並
ん
で
屋
外
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
の
多

い
地
蔵
が
奉
納
の
中
心
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
『
笠
地
蔵
』
的
な
「
か
わ

い
そ
う
だ
か
ら
」
と
い
う
思
い
や
り
、
そ
し
て
手
作
り
の
マ
ス
ク
を
奉
納

す
る
こ
と
に
よ
る
「
癒
や
し
」
の
効
果
も
得
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
疱
瘡

除
け
の
信
仰
と
も
つ
な
が
る
赤
い
マ
ス
ク
や
栃
木
県
下
で
疫
病
除
け
の
信

仰
対
象
で
あ
る
「
黄
ぶ
な
」
を
刺
繍
し
た
マ
ス
ク
な
ど
、
マ
ス
ク
の
奉
納

は
過
去
の
疫
病
除
け
信
仰
と
つ
な
が
り
な
が
ら
、
そ
の
視
覚
性
が
強
調
さ

れ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
を
通
じ
て
更
な
る
広
が
り
を
見
せ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
す
る
な
か
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
お

け
る
あ
る
種
の
冗
談
と
し
て
「
大
仏
建
立
」
と
い
う
言
葉
の
投
稿
が
増
加

し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
説
の
流
行
を
背
景
に
、
僧
侶
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

風
間
天
心
が
中
心
と
な
り
実
際
に
「
コ
ロ
ナ
大
仏
」
を
建
立
す
る
計
画
が

進
め
ら
れ
た
。
風
間
は
、
参
拝
者
が
自
ら
の
願
い
を
書
き
込
ん
だ
紙
を
貼

り
付
け
た
胎
内
仏
と
と
も
に
各
地
で
勧
進
の
法
要
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
紙

を
越
え
さ
ら
に
変
通
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

宗
教
はparts

と
し
て
切
り
離
す
よ
り
一
体
的
充
用
が
望
ま
し
く
、

宗
教
材0

の
語
は
違
和
感
を
覚
え
る
。

ア
マ
ビ
エ
・
マ
ス
ク
・
大
仏 

│
│ 

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
仏
像
を
巡
っ
て 

│
│

君
島　

彩
子

　

本
報
告
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
す
る
な
か
で
一

躍
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
マ
ビ
エ
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
地
蔵
、

そ
し
て
感
染
症
の
終
息
を
願
う
大
仏
に
着
目
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
、
新

聞
記
事
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
の
検
討
か
ら
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
中
で
生
ま
れ
た
新
た
な
仏
像
の
あ
り
方
を
提
示
し

た
。

　

ア
マ
ビ
エ
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
末
か
ら
三
月
の
は
じ
め
に
か
け
て
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
一
気
に
広
が
っ
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
図
像
は
瓦
版
に

描
か
れ
た
一
枚
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
図
像
が
現
代
の
感
覚
に
お
け
る

「
か
わ
い
い
」
に
符
合
し
た
こ
と
か
ら
二
次
創
作
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
投
稿
さ

れ
る
こ
と
で
広
く
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
た
。
当
初
は
イ
ラ
ス
ト
や
漫
画

の
よ
う
な
平
面
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
編
み
ぐ
る
み
や
フ
ェ

ル
ト
マ
ス
コ
ッ
ト
、
さ
ら
に
は
自
ら
や
ペ
ッ
ト
が
ア
マ
ビ
エ
に
扮
す
る
な

ど
手
作
り
文
化
の
も
と
で
立
体
物
も
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
マ

ビ
エ
自
体
が
「
イ
ン
ス
タ
映
え
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
好
ま
れ

る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
外
出
が
制
限
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
創
作
活
動
を
お
こ
な
う
時
間
が
増
え
た
こ
と
で
ア
マ
ビ

エ
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
気
に
広
が
っ
た
。
工
夫
を
凝
ら
し
た
ア
マ
ビ
エ
の
イ
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渉
猟
し
た
速
水
融
『
日
本
を
襲
っ
た
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
』

で
、
東
北
地
方
で
「
最
大
の
被
害
」
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
福
島
県

の
み
詳
細
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
東
日
本
大
震
災
で
宗
教
行
事
が
復
興
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
再
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
う
と
、
大
規
模
災
害
下
・
直
後
の

宗
教
行
事
を
検
討
す
る
意
味
で
被
災
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
的
外
れ
な

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
本
報
告
で
は
福
島
県
下
の
大
正
期
の

地
方
紙
（『
福
島
新
聞
』『
福
島
民
報
』『
福
島
民
友
』）
か
ら
関
連
記
事
を

収
集
し
、
独
自
の
対
比
表
を
作
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
次
い
で
郷
土
誌
や

ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
関
わ
る
福
島
県
下
の
医
療
・
看
護
・
教
育
団
体
史
の
参

照
、
さ
ら
に
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
実
母
を
亡
く
し
た
野
口
英
世
の
書
簡
を
紐

解
い
た
。

　

福
島
県
地
方
紙
に
お
け
る
明
確
な
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
第
一
報
は
一
九
一

八
年
一
〇
月
二
五
日
。
直
後
か
ら
郡
山
・
若
松
の
学
校
休
校
の
報
が
入

り
、
一
一
月
に
な
る
と
こ
れ
に
加
え
て
死
者
数
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
年
が
明
け
る
と
、
村
民
九
八
％
が
死
去
し
た
吾
妻
村
な
ど
、
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
の
惨
状
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
後
流
行
に
つ
い
て
は
一
九

二
〇
年
に
な
っ
て
好
間
村
の
炭
鉱
で
の
蔓
延
な
ど
、
県
下
で
流
行
が
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
の
目
立
っ
た
報
道
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
同

時
期
（
す
で
に
『
宗
教
研
究
』
四
〇
一
号
掲
載
拙
稿
で
、
全
国
紙
で
も
確

認
し
た
よ
う
に
）
宗
教
行
事
の
自
粛
や
中
止
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な

い
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
禍
で
も
福
島
・
郡
山
・
若
松
の
正
月
の
賑
わ
い
や
節

分
が
伝
え
ら
れ
、
時
期
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
禍
と
ず
れ
る
が
相
馬
野
馬
追
な

ど
の
大
規
模
祭
礼
、
夏
祭
り
、
お
盆
も
通
常
通
り
開
催
さ
れ
た
。

　

制
限
さ
れ
た
諸
活
動
を
見
る
と
、
報
道
で
は
学
校
の
休
校
が
際
立
ち
、

を
は
り
つ
け
た
小
さ
な
仏
像
を
制
作
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
し
て

い
る
。
勧
進
法
要
の
様
子
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
写
真
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
写

真
で
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
マ
ビ
エ
、
マ
ス
ク
地
蔵
、
コ
ロ
ナ
大
仏
、
い
ず
れ
も
「
映
え
る
イ
メ

ー
ジ
」
と
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
投
稿
や
新
聞
・
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
、

視
覚
表
象
の
共
有
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て

以
降
、
人
類
が
経
験
し
た
は
じ
め
て
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
い
て
、
疫
病

を
封
じ
る
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
は
娯
楽
的
な
要
素
は
あ
る
も
の
の
、
状
況
が

好
転
す
る
よ
う
に
と
い
う
切
実
な
願
い
に
基
づ
い
て
広
ま
っ
た
側
面
が
強

い
。
他
者
と
の
接
触
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
だ
か
ら
こ
そ
「
手

作
り
」
の
良
さ
が
見
直
さ
れ
、
結
果
と
し
て
ネ
ッ
ト
上
の
画
像
で
は
飽
き

足
ら
ず
、
物
質
と
し
て
の
存
在
、
物
質
と
の
接
触
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
っ
て
、
趣
味
と
し
て
定
着

し
て
い
る
所
謂
「
仏
像
鑑
賞
」
と
は
異
な
る
、
自
ら
の
願
い
を
こ
め
た
身

近
な
仏
像
へ
の
奉
納
や
仏
像
を
創
る
行
為
、
つ
ま
り
視
覚
か
ら
触
覚
へ
と

い
う
祈
り
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ス
ペ
イ
ン
風
邪
禍
（
一
九
一
八
―
二
〇
）
に
お
け
る 

福
島
県
下
の
宗
教
行
事

弓
山　

達
也

　

本
報
告
の
目
的
は
①
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
お
け
る
福
島
県
下
の
宗
教
行
事

の
催
行
の
有
無
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
②
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
と
異
な
り
開

催
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
背
景
を
探
る
こ
と
、
さ
ら
に
③
東
日
本
大

震
災
直
後
の
宗
教
行
事
開
催
と
の
比
較
の
視
座
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
報
告
で
福
島
県
に
注
目
す
る
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
禍
の
地
方
紙
を
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と
で
、
日
本
人
の
生
と
死
と
の
感
覚
の
変
遷
、
現
状
の
一
端
が
解
明
で
き

る
も
の
と
期
待
で
き
よ
う
。

行
政
が
守
る
死
後
の
尊
厳 

│
│ 

横
須
賀
市
の
終
活
支
援
の
事
例
か
ら 

│
│

谷
山　

昌
子

　

本
報
告
の
目
的
は
、
近
年
、
わ
が
国
に
み
ら
れ
る
葬
儀
や
墓
を
め
ぐ
る

急
速
な
変
化
に
つ
い
て
、
無
縁
化
社
会
と
死
を
め
ぐ
る
新
た
な
動
き
と
の

関
係
か
ら
考
察
し
、
横
須
賀
市
が
終
活
支
援
事
業
を
通
し
て
守
る
、
死
後

の
尊
厳
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
、
自
治
体
に
よ

る
遺
骨
の
管
理
事
務
は
、「
行
旅
死
亡
人
」
と
い
わ
れ
る
身
元
不
明
、
あ

る
い
は
身
寄
り
の
な
い
死
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
親
族
の
引
取
り
拒
否
と

い
う
理
由
か
ら
も
発
生
し
て
い
る
。
弔
わ
れ
な
い
死
者
の
現
出
・
増
加
と

い
う
新
た
な
社
会
問
題
の
対
応
と
し
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
地
方
公
共

団
体
で
は
終
活
支
援
を
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
全
国
で
い
ち
早
く
取
り
組
ま
れ
た
横
須
賀
市
の
事
業
で
あ
る
。
本
報

告
で
は
横
須
賀
市
の
二
つ
の
終
活
支
援
事
業
の
う
ち
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ

ラ
ン
・
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
以
下
、
Ｅ
Ｓ
）
を
事
例
に
、
低
所
得
、
低
資
産

で
頼
れ
る
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
の
死
と
死
後
を
守
る
た
め
の
支
援
に
つ

い
て
、
関
係
者
ら
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

　

引
取
り
手
の
な
い
遺
体
は
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
に
よ

り
、
死
亡
地
の
市
町
村
長
が
行
う
。
埋
火
葬
費
用
は
、
行
旅
病
人
及
び
行

旅
死
亡
人
取
扱
法
の
規
定
に
よ
り
公
費
負
担
と
な
る
。
Ｅ
Ｓ
は
、
住
民
票

の
あ
る
市
民
が
無
縁
遺
骨
と
な
る
こ
と
を
防
ぎ
た
い
と
す
る
職
員
の
思
い

か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
。
市
民
の
死
後
の
〝
尊
厳
〞
を
守
る
こ
と
が
本
事

次
い
で
軍
隊
に
お
け
る
支
障
、
炭
鉱
や
行
政
な
ど
の
事
業
体
へ
の
打
撃
が

あ
げ
ら
れ
る
。
学
校
・
軍
隊
・
事
業
体
と
い
う
、
い
わ
ば
〈
近
代
〉
以
降

の
組
織
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
受
け
て
諸
活
動
の
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
行
事
を
は
じ
め
、
祝
賀
や
式
典
、
い
わ
ば
「
祭

り
」
が
滞
り
な
く
催
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
者
が
近
代
以
前
か
ら
続
く

〈
伝
統
〉
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
病
い
や
死
を
避
け
る

べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
の
前
で
萎
縮
す
る
〈
近
代
〉
と
、
病
い
や
死
を
も

受
容
す
る
〈
伝
統
〉
と
の
対
比
で
あ
り
、
共
存
で
あ
る
。
イ
リ
ッ
チ
の
用

語
で
言
い
換
え
れ
ば
、〈
近
代
〉
を
特
徴
づ
け
る
「
操
作
的
制
度
」
的
な

時
空
間
と
、
そ
の
対
極
に
あ
る
「
自
律
的
・
共
愉
的
な
」
時
空
間
と
の
対

比
で
あ
り
、
共
存
と
も
言
え
よ
う
。

　
〈
伝
統
〉
に
お
い
て
、
病
い
や
死
を
も
受
容
で
き
る
背
景
に
は
死
生
観

が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
事
例
を
野
口
英
世
の
実
母

の
他
界
し
た
際
の
書
簡
に
見
る
と
、
そ
こ
に
は
「
覚
悟
」「
諦
め
」
の
文

言
が
確
認
で
き
る
。
同
様
の
諦
観
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
を
め
ぐ
っ
て
死
に
言

及
し
た
与
謝
野
晶
子
、
菊
池
寛
、
永
井
荷
風
、
武
者
小
路
実
篤
の
作
品
や

日
記
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
病
い
を
得
て
死
去
し
て
も
仕
方

が
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
生
者
が
死
者
と
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
に

裏
打
ち
さ
れ
た
、
生
と
死
と
の
連
続
性
の
感
覚
を
背
景
と
し
た
諦
観
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
生
と
死
が
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
は
、
東
日

本
大
震
災
直
後
の
被
災
地
で
も
被
災
者
の
口
か
ら
漏
れ
聞
こ
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
諦
観
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
た

い
が
、
は
か
ら
ず
も
二
つ
の
大
規
模
災
害
下
・
直
後
で
生
死
の
連
続
性
の

感
覚
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
い
か
な
る
論
理
で
宗
教
行
事
が

中
止
・
自
粛
、
そ
し
て
再
開
、
催
行
さ
れ
た
の
か
を
問
う
視
座
を
得
る
こ
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が
ハ
ブ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
市
民
の
生
前
か
ら
死
後
に
至
る
安
全

安
心
を
約
束
す
る
。
調
査
か
ら
、
担
当
職
員
は
故
人
の
生
前
の
姿
を
浮
か

べ
思
い
や
り
、
住
職
は
故
人
そ
れ
ぞ
れ
に
合
う
独
自
の
お
経
を
心
が
け
る

な
ど
、
一
人
ひ
と
り
を
生
前
か
ら
死
後
に
至
る
ま
で
尊
重
し
、
誠
意
を
も

っ
て
丁
寧
に
遇
し
て
い
る
姿
が
確
認
さ
れ
た
。

　

以
上
よ
り
、
本
報
告
で
「
行
政
が
守
る
死
後
の
尊
厳
」
と
は
、
行
政
は

終
活
支
援
と
い
う
新
た
な
取
り
組
み
を
介
し
て
、
契
約
者
と
葬
儀
社
、
宗

教
者
・
宗
教
施
設
そ
の
他
関
係
各
所
へ
の
橋
渡
し
役
を
担
い
、
市
民
の
人

間
ら
し
い
死
と
死
後
を
守
る
こ
と
、
と
ま
と
め
る
。
一
方
、
弔
い
手
不
在

に
よ
る
無
縁
遺
骨
の
増
加
は
、
家
や
家
族
、
地
域
社
会
が
個
人
の
死
を
担

っ
て
い
た
従
来
の
慣
習
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
ケ
ー
ス
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
。
Ｅ
Ｓ
の
対
象
外
と
さ
れ
る
契
約
能
力
の
な
い
認
知
症
独
居
者
へ
の
対

応
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
多
様
な
葬
送
が
選
択
さ
れ
る
心
的
背

景
を
調
査
し
現
代
日
本
人
の
死
生
観
を
解
明
し
た
い
。

カ
ロ
ー
ト
と
遺
骨
観 

│
│ 

戦
後
行
政
と
霊
園
事
業
者
に
よ
る
「
指
導
」 │
│

問
芝　

志
保

　

カ
ロ
ー
ト
式
家
墓
（
墳
墓
下
部
の
納
骨
室
で
あ
る
カ
ロ
ー
ト
に
家
族
の

火
葬
骨
を
収
蔵
し
、
子
孫
代
々
が
継
承
す
る
墓
）
は
、
関
東
大
震
災
後
の

復
興
期
に
、
東
京
市
内
の
寺
院
特
設
墓
地
か
ら
始
ま
り
、
東
京
郊
外
の
霊

園
へ
と
引
き
継
が
れ
て
、
戦
後
に
か
け
て
全
国
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ

の
過
程
で
、
カ
ロ
ー
ト
底
部
の
形
状
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
た

が
、
こ
の
カ
ロ
ー
ト
の
多
様
性
が
な
ぜ
、
い
か
に
生
じ
た
の
か
は
、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
発
表
で
は
、
ま
ず
は

業
の
理
念
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
尊
厳
」
は
、
そ
の
人
の
体
面
を
貶
め
る
こ
と
な
く
名
誉
や
自
尊
心
を

傷
つ
け
な
い
こ
と
、
聖
な
る
次
元
で
の
「
か
け
が
え
の
な
さ
」、
社
会
的

に
尊
ば
れ
る
こ
と
な
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
死
者
の
尊
厳
に
つ
い
て

は
、
そ
の
縁
故
者
な
ど
生
者
に
主
体
が
あ
る
と
す
る
考
え
と
、
死
者
自
身

に
権
利
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
に
分
か
れ
る
。
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
、

語
り
継
が
れ
る
こ
と
で
尊
厳
が
保
た
れ
る
と
す
る
、
死
者
と
生
者
と
の
関

係
性
の
中
に
認
め
る
考
え
も
あ
る
。
倫
理
学
、
民
俗
学
、
社
会
学
に
共
通

し
て
、
個
人
が
尊
厳
を
保
つ
た
め
に
は
他
者
の
存
在
が
不
可
欠
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｅ
Ｓ
の
対
象
は
、
支
援
し
な
け
れ
ば
将
来
的
に
無
縁
遺
骨
に
な
る
可
能

性
の
高
い
市
民
で
あ
る
。
登
録
の
際
、
希
望
の
宗
教
宗
派
に
よ
る
葬
儀
、

納
骨
先
、
あ
る
い
は
散
骨
な
ど
自
由
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
者

は
葬
儀
と
埋
葬
に
必
要
と
さ
れ
る
最
低
経
費
二
十
五
万
円
を
協
力
葬
儀
社

に
預
納
し
、
登
録
内
容
は
葬
儀
社
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
る
。
市
役
所
は
契

約
者
に
対
し
て
死
亡
届
出
人
の
確
保
や
生
前
の
安
否
確
認
を
行
い
、
葬
儀

社
の
契
約
履
行
を
見
届
け
る
義
務
を
負
う
仕
組
み
で
あ
る
。
昨
年
九
月
末

ま
で
に
六
十
六
名
が
登
録
し
た
。
そ
の
う
ち
、
死
後
、
あ
の
世
で
両
親
と

の
再
会
を
願
う
登
録
者
Ｍ
さ
ん
（
当
時
八
十
二
歳
男
性
）
を
含
め
た
六
十

二
名
が
仏
式
の
弔
い
を
希
望
し
て
い
る
。
既
に
一
名
の
散
骨
を
含
め
、
十

八
名
が
生
前
の
本
人
意
思
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
葬
ら
れ
た
。

　

現
在
の
日
本
社
会
で
は
、
住
民
票
と
戸
籍
だ
け
で
は
市
民
の
死
と
死
後

に
備
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
人
の
死
後
の
安
心
を
約
束
す
る
た
め
に

は
、
葬
儀
業
者
を
は
じ
め
医
師
や
介
護
・
施
設
職
員
、
宗
教
者
、
場
合
に

よ
っ
て
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
Ｅ
Ｓ
は
行
政
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葬
の
普
及
と
と
も
に
徐
々
に
カ
ロ
ー
ト
式
家
墓
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
っ

た
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
カ
ロ
ー
ト
の
多
様
化
は
い
か
に
起
こ
っ
た
の
か
。

ま
ず
『
大
阪
府
下
の
三
大
墓
地
公
園　

附
墓
守
の
墓
談
義
』（
大
阪
府
箕
面

墓
地
公
園
、
一
九
六
〇
年
）
を
参
照
す
る
。
同
書
の
編
者
で
あ
る
松
下
忠

之
は
大
阪
市
営
の
服
部
霊
園
や
大
阪
府
箕
面
墓
地
公
園
の
経
営
管
理
に
深

く
関
わ
っ
た
、「
公
務
員
」
だ
が
「
造
園
家
で
あ
り
吉
相
墓
提
唱
者
」
と
自

負
す
る
人
物
で
あ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
松
下
は
、
墓
相
学
に
従
っ
て
、
カ

ロ
ー
ト
底
部
を
砂
・
砂
利
に
す
れ
ば
遺
骨
は
土
に
還
り
、
し
た
が
っ
て
成

仏
で
き
る
と
説
き
、
実
際
に
建
墓
の
指
導
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

続
い
て
、『
建
墓
促
進
と
墓
所
開
発
』（
六
月
書
房
編
刊
、
一
九
九
四

年
）
を
参
照
す
る
と
、
排
水
設
備
が
整
っ
て
な
い
共
有
墓
地
や
、
山
間
部

を
開
発
し
た
霊
園
で
は
、
カ
ロ
ー
ト
底
部
に
水
が
溜
ま
り
や
す
い
た
め
、

「
地
上
式
」
カ
ロ
ー
ト
も
し
く
は
「
底
な
し
」
カ
ロ
ー
ト
が
採
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
だ
い
に
、
霊
園
開
発
の
段
階
で
排
水
設
備
を
整
え
た

り
、
カ
ロ
ー
ト
を
核
家
族
用
に
小
型
化
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
浸
水
問
題

は
か
な
り
改
善
さ
れ
て
き
た
と
い
う
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

以
上
の
資
料
か
ら
、
も
と
も
と
東
京
で
生
ま
れ
た
「
底
あ
り
」
カ
ロ
ー

ト
は
、
浸
水
問
題
と
、
遺
骨
を
土
に
還
る
べ
き
と
す
る
墓
相
学
的
遺
骨
観

と
を
背
景
に
、
大
阪
で
「
底
な
し
」
カ
ロ
ー
ト
へ
と
変
貌
し
た
後
、
霊
園

開
発
や
墓
石
製
造
・
加
工
技
術
と
の
関
わ
り
で
全
国
的
に
変
化
し
な
が
ら

展
開
し
て
き
た
と
み
る
べ
き
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
水
は
け
と
い
う
実

際
問
題
か
ら
生
じ
た
各
地
域
に
お
け
る
カ
ロ
ー
ト
の
差
異
が
、
遺
骨
観
に

ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
、
人
・
カ
ロ
ー
ト
・
遺
骨
の
間
に
起
こ
る
相
互

作
用
を
長
期
的
視
点
で
と
ら
え
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。

戦
後
に
お
け
る
カ
ロ
ー
ト
式
家
墓
の
全
国
的
な
普
及
プ
ロ
セ
ス
を
、
都
市

の
公
営
墓
地
や
民
営
霊
園
の
例
を
も
と
に
概
観
し
た
後
、
霊
園
・
石
材
事

業
者
に
関
連
す
る
文
献
資
料
を
用
い
て
、
カ
ロ
ー
ト
の
多
様
性
が
い
か
に

生
じ
た
か
に
つ
い
て
、
一
つ
の
試
論
を
提
起
す
る
。

　

ま
ず
、
戦
後
カ
ロ
ー
ト
式
家
墓
が
全
国
へ
い
か
に
普
及
し
た
の
か
を
確

認
す
る
。『
土
地
区
画
整
理
の
墓
地
移
転
』（
全
国
土
地
区
画
整
理
協
会
連

合
会
編
刊
、
一
九
六
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
二
年
に
は
戦
災
復
興
院

が
「
復
興
土
地
区
画
整
理
に
伴
う
墓
地
整
備
方
針
」
を
都
道
府
県
知
事
宛

に
通
牒
し
、
全
国
三
十
六
の
都
市
、
七
百
五
十
六
カ
所
の
墓
地
、
約
四
十

二
万
基
の
墓
に
対
し
て
大
規
模
な
墓
地
移
転
が
行
わ
れ
た
。
な
か
で
も
本

発
表
で
は
東
京
都
、
名
古
屋
市
、
津
市
を
事
例
と
し
て
、
戦
災
復
興
の
な

か
で
、
各
都
市
で
旧
来
の
墓
地
の
整
理
が
進
む
と
と
も
に
、「
一
家
一
基
」

の
家
墓
が
普
及
し
た
過
程
を
概
観
し
た
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
津
市
の
公
営
霊
園
に
お
い
て
、「
墓
相
学
」

の
知
見
が
用
い
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
津
市
の
公
営
霊
園
で
は
墓
相
家
の
教

説
に
し
た
が
っ
て
、
過
密
な
墓
地
は
よ
く
な
い
、
家
の
始
祖
・
中
興
の

祖
・
直
近
の
先
祖
の
三
基
の
墓
を
祀
れ
ば
充
分
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
寺

院
檀
家
へ
の
説
明
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
無
縁
墓
の
処
理
方
法
に
つ

い
て
も
墓
相
家
の
指
導
を
仰
い
で
い
た
。

　

カ
ロ
ー
ト
式
家
墓
の
普
及
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
〇
年
代

の
民
営
霊
園
ブ
ー
ム
の
際
で
あ
っ
た
。
カ
ロ
ー
ト
式
家
墓
は
、
大
規
模
事

業
型
の
霊
園
で
の
大
量
製
造
・
大
量
販
売
に
適
し
て
お
り
、
急
増
す
る
墓

の
需
要
を
量
的
に
満
た
し
、
中
流
層
に
も
手
の
届
く
価
格
で
販
売
す
る
合

理
的
な
方
法
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
同
じ
昭
和
四
〇
年
代
に
は
、
各
地
に
点

在
す
る
地
域
の
共
有
墓
地
（
共
同
墓
地
と
も
）
や
個
人
有
墓
地
で
も
、
火
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た
。
Ｎ
Ｐ
社
は
、
芝
増
上
寺
・
上
野
寛
永
寺
・
築
地
本
願
寺
・
永
平
寺
東

京
別
院
な
ど
百
八
十
ケ
寺
を
、
提
携
式
場
と
し
て
紹
介
し
て
い
た
。「
お

坊
さ
ん
の
い
な
い
お
葬
式
」
が
「
お
坊
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
る
名
刹
で
行

え
る
」
と
思
わ
せ
る
広
告
を
し
て
い
た
。
各
寺
か
ら
の
抗
議
に
よ
っ
て
、

リ
ン
ク
は
解
除
さ
れ
た
。
Ｎ
Ｐ
社
の
虚
偽
広
告
は
、
景
品
表
示
法
に
違
反

し
、
名
刹
の
宗
教
的
人
格
権
を
侵
害
し
て
い
た
。
関
連
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
、
利
用
者
談
話
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
捏
造
と
推
察
さ

れ
る
。
虚
偽
に
基
づ
く
商
売
が
行
き
詰
ま
る
こ
と
は
商
道
の
基
本
か
ら
予

見
で
き
た
が
、
Ｎ
Ｐ
社
は
虚
偽
広
告
を
重
ね
て
破
綻
し
た
。

　

大
森
社
長
の
自
著
『
無
宗
教
な
の
に
ど
う
し
て
お
葬
式
に
お
坊
さ
ん
を

呼
ぶ
の
？
―
お
葬
式
の
ア
ン
ケ
ー
ト
大
公
開
』（
三
恵
社
、
二
〇
二
〇
）

な
ど
に
は
、
大
森
社
長
の
経
歴
が
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
森

社
長
は
Ｎ
Ｐ
社
を
起
ち
上
げ
る
前
は
、
老
舗
葬
儀
社
の
「
シ
オ
ン
株
式
会

社
」
に
二
十
年
ほ
ど
勤
務
し
て
い
た
。
シ
オ
ン
（
仏
教
の
四
恩
に
由
来
す

る
）
は
、
八
十
六
年
前
に
愛
知
県
犬
山
市
で
創
業
さ
れ
、
現
在
は
、
犬

山
・
江
南
・
小
牧
・
岩
倉
に
十
七
の
会
館
を
有
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
社
と
シ

オ
ン
Ｋ
Ｋ
（
木
塚
隆
次
社
長
）
の
登
記
簿
を
取
り
寄
せ
た
と
こ
ろ
、
シ
オ

ン
Ｋ
Ｋ
と
Ｎ
Ｐ
社
は
、「
親
子
の
よ
う
な
関
係
」
に
あ
る
事
が
判
明
し
た
。

即
ち
、
木
塚
社
長
は
Ｎ
Ｐ
社
の
取
締
役
で
あ
り
、
大
森
社
長
は
シ
オ
ン
Ｋ

Ｋ
の
取
締
役
で
あ
る
。
他
に
、
二
人
の
取
締
役
が
両
社
を
兼
務
し
て
い

る
。
両
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
タ
ッ
チ
が
似
て
い
る
事
、
シ
オ
ン
会
館
に

は
「
想
送
式
の
間
」
が
あ
る
事
は
、
両
社
の
協
力
関
係
を
裏
付
け
て
い

る
。「
革
新
的
な
想
送
式
」
の
ル
ー
ツ
は
、
伝
統
仏
式
葬
儀
に
よ
っ
て
蓄

財
し
た
老
舗
葬
儀
社
だ
っ
た
。

虚
偽
広
告
が
予
見
し
た 

「
お
坊
さ
ん
の
い
な
い
お
葬
式
（
想
送
式
）」
の
破
綻

別
府　

良
孝

　

筆
者
は
、
曹
洞
宗
龍
潭
寺
（
り
ゅ
う
た
ん
じ
）
住
職
で
、
現
代
宗
教
研

究
会
会
長
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
現
代
葬
儀
状
況
の
一
例
と
し
て
、「
僧

侶
抜
き
の
葬
儀
を
専
門
と
す
る
葬
儀
社
」
の
起
業
か
ら
終
業
ま
で
の
経
緯

を
報
告
す
る
。
取
り
上
げ
る
葬
儀
社
は
、「
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
＆
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｎ

Ｅ
Ｒ
Ｓ
株
式
会
社
」
で
、
以
下
、
Ｎ
Ｐ
社
と
呼
ぶ
。

　

Ｎ
Ｐ
社
（
大
森
嗣
隆
社
長
）
は
、
令
和
元
年
八
月
に
名
古
屋
の
中
心
部

に
設
立
さ
れ
た
。
Ｎ
Ｐ
社
は
、『
中
日
新
聞
』
令
和
二
年
二
月
九
日
朝
刊

二
十
六
面
に
「
お
坊
さ
ん
の
い
な
い
お
葬
式
」
の
全
面
広
告
を
載
せ
た
。

こ
の
葬
式
の
別
名
が
、「
想
送
式
」
で
あ
る
。
想
送
式
の
全
面
広
告
は
、

同
時
期
に
『
読
売
新
聞
』
の
東
京
版
・
関
西
版
に
も
載
っ
た
。
テ
レ
ビ
Ｃ

Ｍ
は
、
同
年
二
〜
七
月
に
、
名
古
屋
の
Ｃ
Ｂ
Ｃ
テ
レ
ビ
、
中
京
テ
レ
ビ
、

テ
レ
ビ
愛
知
、
東
京
の
Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
で
流
れ
た
。
一
連
の
広
告
に
対
す

る
問
題
点
が
『
月
刊
住
職
』
令
和
二
年
六
月
号
と
九
月
号
で
論
じ
ら
れ

た
。『
文
化
時
報
』
令
和
三
年
六
月
十
四
日
号
に
よ
れ
ば
、
多
額
の
初
期

広
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
者
は
全
国
で
一
年
間
に
僅
か
し
か
な
く
、

令
和
三
年
四
月
に
Ｎ
Ｐ
社
は
「
想
送
式
の
サ
ー
ビ
ス
」
を
終
了
し
た
。
全

面
広
告
開
始
か
ら
十
四
ヶ
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

Ｎ
Ｐ
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
提
携
式
場
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
の

多
く
が
「
無
断
リ
ン
ク
」
に
よ
る
捏
造
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
儀
式
を
行

う
部
屋
の
な
い
名
古
屋
市
営
八
事
斎
場
、
名
古
屋
市
営
第
二
斎
場
、
飛
島

町
営
飛
島
聖
苑
、
蟹
江
町
営
舟
入
斎
苑
等
を
提
携
式
場
と
し
て
紹
介
し
て

い
た
。
名
古
屋
市
環
境
課
等
か
ら
の
抗
議
に
よ
っ
て
リ
ン
ク
は
解
除
さ
れ



267　　

個人発表 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

出
棺
前
の
最
後
の
見
送
り
な
ど
、
と
り
わ
け
重
要
な
場
面
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
な
経
験
を
提
供
で
き
る
か
が
、
遠
隔
参
列
の

「
満
足
度
」
に
直
結
す
る
。

　

三
、
中
継
に
関
わ
る
技
術
的
イ
ン
フ
ラ
の
構
築
。
今
回
、
接
続
し
た
葬

儀
場
と
民
家
に
は
、
と
も
に
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
回
線
が
な
く
、
モ
バ
イ
ル

Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
を
用
い
た
ネ
ッ
ト
接
続
を
強
い
ら
れ
た
。
各
現
場
に
お
け
る
最

善
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
選
択
あ
る
い
は
構
築
す
る
と
と
も
に
、
環

境
に
応
じ
た
機
材
の
選
定
と
配
備
、
そ
し
て
現
場
で
の
運
用
を
取
り
仕
切

る
た
め
の
知
識
、
能
力
、
経
験
が
求
め
ら
れ
る
。

　

四
、
遠
隔
・
物
理
参
列
者
の
同
時
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
。
双
方
か
ら
の
参
加

者
が
等
し
く
葬
儀
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
技
術
的
・
人
的
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
が
求
め
ら
れ
る
。
今
回
、
高
齢
な
故
人
の
き
ょ
う
だ
い
達
が
普
段
全
く

デ
ジ
タ
ル
機
器
に
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
研
究
チ
ー
ム
の
ス
タ

ッ
フ
一
名
が
機
材
一
式
を
抱
え
て
民
家
ま
で
出
張
し
、
通
夜
、
葬
儀
・
告

別
式
の
全
時
間
に
わ
た
り
技
術
補
佐
を
行
っ
た
。
葬
儀
中
継
中
、
双
方
ど

こ
か
で
な
ん
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
際
に
は
臨
機
応
変
な
対
応
が

求
め
ら
れ
る
。

　

五
、
一
参
列
者
と
し
て
振
る
舞
え
る
こ
と
。
特
に
小
さ
い
葬
儀
場
な
ど

に
お
い
て
は
、
中
継
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
て
も
一
参
列
者
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
今
回
の
葬
儀
で
は
、
私
達
中
継
ス
タ
ッ
フ
メ
ン
バ
ー
も
焼
香

を
求
め
ら
れ
た
。
事
前
に
綿
密
に
話
し
合
い
、
ご
遺
族
か
ら
の
信
頼
を
得

た
結
果
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
中
継
の
み
に
専
念
す
る
こ
と
」

は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。

　

葬
儀
を
一
方
向
的
に
ネ
ッ
ト
中
継
・
配
信
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ

ど
難
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
（
物
理
的
に
）
参
列
で
き
な
か

遠
隔
葬
儀
中
継
者
に
求
め
ら
れ
る
知
識
と
能
力

瓜
生　

大
輔

　

初
の
緊
急
事
態
宣
言
直
後
の
二
〇
二
〇
年
六
月
二
二
―
二
三
日
、
七
四

歳
で
亡
く
な
っ
た
あ
る
男
性
の
葬
儀
が
千
葉
県
柏
市
の
葬
儀
場
に
て
執
り

行
わ
れ
た
。
筆
者
の
所
属
研
究
室
と
喪
主
で
あ
っ
た
故
人
の
奥
様
と
の
縁

か
ら
、
故
人
の
き
ょ
う
だ
い
達
が
住
む
東
京
都
青
梅
市
の
民
家
に
向
け
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
「
遠
隔
葬
儀
中
継
」
を
提
供
す
る
機
会
を
得

た
。
当
初
私
達
は
、
開
発
中
の
「
三
六
〇
度
映
像
を
介
し
た
双
方
向
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
」
を
用
い
た
「
葬
儀
参
列
」
の
実
現
を
想
定

し
て
い
た
。
し
か
し
、
十
分
な
準
備
時
間
が
な
い
中
で
、
葬
儀
と
い
う
や

り
直
し
の
効
か
な
い
行
事
の
性
質
を
考
慮
し
、
複
数
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

上
で
起
動
し
た
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
並
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
詳
し
い
技
術
的
考

察
は
割
愛
す
る
が
、
結
果
と
し
て
、
自
作
シ
ス
テ
ム
は
遠
隔
参
列
者
の
期

待
に
応
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
携
帯
性
と
操
作
性
を
兼
ね
備
え
た
「
ス
マ
ホ

＋
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
」
が
威
力
を
発
揮
し
た
。
本
稿
で
は
、
遠
隔
参
列
者
の
「
存

在
感
」
を
会
場
に
届
け
、
遠
隔
参
列
者
が
ま
る
で
本
当
に
葬
儀
に
参
列
し

た
と
思
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
筆
者
の
経
験
か
ら
導
き
出
し
た
「
遠
隔
葬

儀
中
継
者
に
求
め
ら
れ
る
五
つ
の
知
識
と
能
力
」
を
提
案
す
る
。

　

一
、
葬
儀
手
順
の
理
解
。
通
夜
、
葬
儀
・
告
別
式
な
ど
が
ど
の
よ
う
な

段
取
り
で
行
わ
れ
る
の
か
、
宗
教
・
宗
派
ご
と
の
パ
タ
ー
ン
を
把
握
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
葬
儀
従
事
者
に
と
っ
て
は
一
般
的
な
知
識

で
あ
る
が
、
実
際
の
現
場
で
は
状
況
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

二
、
葬
儀
に
お
け
る
重
要
な
場
面
の
把
握
。
僧
侶
の
読
経
中
な
ど
、
遺

族
や
会
葬
者
に
と
っ
て
は
「
受
け
身
」
な
時
間
に
対
し
、
喪
主
の
挨
拶
や
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っ
た
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
遺
族
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
今
回
の
葬
儀

で
は
、
出
棺
前
に
き
ょ
う
だ
い
た
ち
が
「
故
人
と
の
最
期
の
お
別
れ
」
を

行
う
場
面
が
あ
っ
た
。
筆
者
自
身
で
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
を
故
人
の
顔
に
近
づ

け
、
会
場
内
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
音
声
が
出
力
さ
れ
る
状
態
で
、
故
人
の

兄
に
代
表
し
て
語
り
か
け
て
も
ら
っ
た
。
最
近
で
は
、
葬
儀
の
際
の
ス
マ

ホ
を
用
い
た
撮
影
は
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
直
、
は
じ
め
は
躊
躇

し
た
。
遺
体
の
生
中
継
は
、
公
共
的
な
放
送
で
あ
れ
ば
は
ば
か
ら
れ
る
行

動
だ
が
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
遠
隔
葬
儀
中
継
の
場
合
は
む
し
ろ
必
須
で
あ

る
。
し
か
し
、
た
だ
で
さ
え
多
忙
な
遺
族
に
技
術
的
専
門
性
を
伴
う
中
継

「
業
務
」
を
強
い
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
一
方
で
、
誰
も
が
行
え
る

仕
事
で
は
な
い
。
遠
隔
葬
儀
中
継
の
難
し
さ
の
本
質
と
は
、
本
稿
で
挙
げ

た
五
つ
の
知
識
と
能
力
を
兼
ね
備
え
た
人
材
を
ど
う
す
れ
ば
育
成
で
き
る

か
で
は
な
か
ろ
う
か
。



269　　

個人発表 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

宗
教
を
超
え
る
紐
帯 

│
│ 

南
イ
ン
ド
の
異
宗
教
間
結
婚
を
事
例
に
し
て 

│
│

岡
光
　
信
子

　

イ
ン
ド
の
結
婚
は
、
伝
統
的
に
同
じ
カ
ー
ス
ト
か
つ
同
じ
宗
教
に
属
す

る
者
同
士
の
縁
組
に
よ
る
結
婚
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
結
婚
は
、
家
同
士
の

関
係
を
結
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
配
偶
者
の
選
択
は
、
個
人
の
意

思
よ
り
家
族
・
親
族
の
意
向
が
優
先
さ
れ
る
。
カ
ー
ス
ト
の
異
な
る
者
同

士
の
結
婚
は
、
社
会
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
恥
ず
か
し
い
行
為
だ
と
み
な
さ

れ
、
異
カ
ー
ス
ト
婚
の
カ
ッ
プ
ル
は
親
族
付
き
合
い
が
拒
絶
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
一
九
五
四
年
、
特
別
婚
姻
法
は
異
教
徒
が
改
宗
せ
ず
に
結
婚
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
社
会
的
な
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
も
あ
り
、
異

宗
教
間
結
婚
は
非
常
に
少
な
い
。
十
五
歳
か
ら
四
十
九
歳
の
既
婚
女
性
を

対
象
に
し
た
調
査
で
は
、
異
宗
教
間
結
婚
は
二
・
二
一
％
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
イ
ン
ド
の
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
州
の
ナ
ー
ダ

ー
ル
と
呼
ば
れ
る
カ
ー
ス
ト
集
団
は
、
カ
ー
ス
ト
内
婚
の
枠
組
み
の
中
で

異
宗
教
間
結
婚
を
実
践
し
て
い
る
。
本
発
表
の
目
的
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
・

ナ
ー
ダ
ー
ル
の
異
宗
教
間
結
婚
を
分
析
し
、
そ
れ
が
成
立
す
る
背
景
を
考

察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ナ
ー
ダ
ー
ル
は
、
タ
ミ
ル
語
を
母
語
と
し
、
集
団
全
体
の
約
十
％
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
と
僅
か
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
除
け
ば
、
カ
ー
ス
ト
構
成
員
は

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
。
ナ
ー
ダ
ー
ル
は
、
か
つ
て
樹
液
採
集
を
生
業

と
す
る
低
カ
ー
ス
ト
の
一
つ
と
し
て
「
シ
ャ
ー
ナ
ー
ル
」
と
い
う
蔑
称
で

呼
ば
れ
て
い
た
。
一
九
世
紀
初
頭
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
し
た
集
団

が
高
等
・
専
門
教
育
を
必
要
と
す
る
職
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
、
経

済
状
態
も
改
善
さ
れ
る
こ
と
で
社
会
的
な
名
声
を
得
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
集
団
は
、
当
初
少
数
派
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
後
半

に
人
口
が
増
加
す
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
婚
姻
を
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
秘
跡
と

見
な
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
新
郎
新
婦
は
教
会
で
「
ミ
サ
に
よ
る
結
婚
式
」

を
行
う
。
分
析
の
対
象
と
し
た
異
宗
教
間
結
婚
の
四
事
例
の
う
ち
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
男
性
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
女
性
と
結
婚
し
た
の
が
一
件
、
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
の
女
性
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
男
性
と
結
婚
し
た
の
が
三
件
で
あ
る
。
異

宗
教
間
結
婚
は
、
都
会
で
の
恋
愛
結
婚
の
事
例
が
多
い
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
四
事
例
は
、
す
べ
て
村
落
部
に
お
け
る
縁
組
に

よ
る
結
婚
で
あ
る
。
非
カ
ト
リ
ッ
ク
が
改
宗
し
、
新
郎
新
婦
が
カ
ト
リ
ッ

ク
と
な
っ
た
後
、
秘
跡
と
し
て
教
会
で
婚
礼
を
行
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
子

供
の
宗
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
。
特
別
婚
姻
法
に
よ
れ
ば
異
教

徒
同
士
の
婚
姻
は
改
宗
す
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
の
カ
ト

リ
ッ
ク
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
徹
底
し
た
要
理
教
育
を
受
け
て
お
り
、
結
婚

は
秘
跡
と
し
て
教
会
で
行
う
こ
と
を
前
提
に
考
え
て
い
る
。
結
婚
の
条
件

に
は
非
カ
ト
リ
ッ
ク
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い

る
。

　

ナ
ー
ダ
ー
ル
が
異
宗
教
間
結
婚
を
行
う
背
景
に
は
、
カ
ー
ス
ト
集
団
固

有
の
事
情
が
あ
る
。
一
九
世
紀
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
ー
ダ
ー
ル
は
、
低
カ

ー
ス
ト
集
団
か
ら
脱
却
を
望
み
、
高
等
教
育
を
受
け
て
社
会
・
経
済
的
な

上
昇
を
果
た
し
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
集
団
に
目
を
付
け
た
。
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
・
ナ
ー
ダ
ー
ル
は
積
極
的
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
集
団
と
姻
戚
関
係
を

築
い
た
。
宗
教
の
違
い
を
超
え
て
カ
ー
ス
ト
集
団
と
し
て
の
団
結
が
強
化

さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
集
団
は
、
カ
ー
ス
ト
名
の
変
更
を
始
め
と
す

る
地
位
上
昇
を
求
め
る
運
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
そ
れ
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者
を
任
意
で
祀
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
無
縁
供
養
の
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ

て
個
別
に
は
知
り
得
な
い
苦
し
む
死
者
と
儀
礼
執
行
者
の
様
々
な
縁
者
が

供
養
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ガ
ヤ
ー
の
祖
霊
祭
の
無
縁
供
養
の
マ
ン
ト
ラ
を
、
元
来
は
父
・
祖
父
・

曽
祖
父
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
祖
霊
祭
の
発
展
の
な
か
に
位
置
づ
け
る

こ
と
を
目
標
と
し
て
、
本
発
表
で
は
、
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
・
バ
ッ
タ
著
『
ト

リ
ス
タ
リ
ー
セ
ー
ト
ゥ
（T

risthalīsetu

）』（
十
六
世
紀
半
ば
）
総
論

の
「
聖
地
で
の
祖
霊
祭
に
お
け
る
受
け
手
に
関
す
る
規
則
」
章
に
お
け
る

十
二
の
祖
先
以
外
に
対
す
る
祖
霊
祭
に
関
す
る
議
論
を
整
理
す
る
。
同
章

で
は
ま
ず
、
聖
地
で
の
祖
霊
祭
に
お
い
て
十
二
の
祖
先
を
祀
る
際
の
規
則

が
議
論
さ
れ
る
。
続
け
て
、
父
・
祖
父
・
曽
祖
父
の
妻
た
ち
が
実
の
母
・

祖
母
・
曽
祖
母
と
と
も
に
祀
ら
れ
、
彼
女
ら
の
父
も
「
母
方
の
祖
父
」
の

地
位
を
得
て
祀
ら
れ
る
こ
と
や
、
父
方
の
お
じ
や
先
生
な
ど
が
対
象
に
な

る
こ
と
が
書
か
れ
る
。
他
人
に
頼
ま
れ
て
聖
地
に
行
き
祖
霊
祭
を
す
る
場

合
の
規
則
や
、
未
亡
人
に
よ
っ
て
夫
お
よ
び
自
身
の
父
に
は
じ
ま
る
各
三

世
代
の
た
め
の
祖
霊
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
た
あ
と
、
生
き
て

い
る
父
の
い
る
息
子
に
よ
る
祖
霊
祭
に
つ
い
て
詳
し
く
議
論
さ
れ
る
。
基

本
的
に
は
「
父
が
そ
の
者
た
ち
の
た
め
に
祖
霊
祭
を
行
う
者
た
ち
」
が
対

象
と
な
る
こ
と
や
、
父
に
頼
ま
れ
て
息
子
が
聖
地
あ
る
い
は
特
に
ガ
ヤ
ー

で
祖
霊
祭
を
行
う
場
合
の
規
則
な
ど
が
書
か
れ
る
。
最
後
に
は
、
す
べ
て

の
親
族
た
ち
、
そ
れ
以
外
に
も
友
人
た
ち
な
ど
全
員
の
た
め
に
「
共
通
の

一
つ
の
団
子
」
を
捧
げ
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
『
ガ
ヤ
ー
マ

ー
ハ
ー
ト
ミ
ヤ
』
の
無
縁
供
養
の
マ
ン
ト
ラ
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
お

り
、
マ
ン
ト
ラ
ご
と
に
一
つ
の
団
子
を
捧
げ
る
行
為
も
ガ
ヤ
ー
の
祖
霊
祭

と
共
通
し
て
い
る
。

が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
ナ
ー
ダ

ー
ル
は
、
宗
教
の
別
よ
り
も
カ
ー
ス
ト
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ー
が
強
固
な
集

団
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ナ
ー
ダ
ー
ル
の
結
婚
は
、
カ
ー
ス
ト
内
婚
で

あ
れ
ば
、
宗
教
の
違
い
が
問
題
に
な
ら
ず
、
異
宗
教
間
結
婚
を
し
て
も
、

カ
ー
ス
ト
集
団
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
社
会
的
な
不
利
を
被
ら
な
い
の

で
あ
る
。
少
数
派
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ナ
ー
ダ
ー
ル
に
は
、
異
宗
教
間
結

婚
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ナ
ー
ダ
ー
ル
は
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
を
合
わ
せ
て
も
ナ
ー
ダ
ー
ル
人
口
の
十
％
と
い

う
少
数
派
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ナ
ー
ダ
ー
ル
は
少
数
派
で
あ
っ
て

も
、
多
数
派
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
対
象
に
加
え
る
こ
と
で
婚
姻
相
手
の

選
択
肢
を
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ナ
ー
ダ
ー
ル
の
異
宗
教
間
結
婚
は
、

強
い
カ
ー
ス
ト
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ー
ゆ
え
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
聖
地
と
祖
先
祭
祀 

│
│ 『
ト
リ
ス
タ
リ
ー
セ
ー
ト
ゥ
』
を
中
心
に 
│
│

虫
賀
　
幹
華

　

拙
論
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
無
縁
供
養
―
ガ
ヤ
ー
の
祖
霊
祭
に
お
け
る
供

養
マ
ン
ト
ラ
の
分
析
か
ら
―
」（『
宗
教
研
究
』
四
〇
〇
号
、
二
〇
二
一
年
）

で
は
、『
ガ
ヤ
ー
マ
ー
ハ
ー
ト
ミ
ヤ
』（
十
一
世
紀
頃
）
に
掲
載
さ
れ
る
、

不
特
定
多
数
の
死
者
の
救
済
の
た
め
に
唱
え
ら
れ
る
一
連
の
マ
ン
ト
ラ
を

「
無
縁
供
養
の
マ
ン
ト
ラ
」
と
し
て
分
析
し
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
祖
霊
祭

（
祖
先
祭
祀
）
で
団
子
が
捧
げ
ら
れ
る
主
な
対
象
は
十
二
の
祖
先
（
父
・

祖
父
・
曽
祖
父
、
母
・
祖
母
・
曽
祖
母
、
母
方
の
祖
父
・
曽
祖
父
・
高
祖

父
、
母
方
の
祖
母
・
曽
祖
母
・
高
祖
母
）
で
あ
る
。
ガ
ヤ
ー
と
い
う
北
イ

ン
ド
の
聖
地
で
行
わ
れ
る
特
別
な
祖
霊
祭
で
は
、
十
二
の
祖
先
以
外
の
死
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財
を
所
有
す
る
神
像 

│
│ 

英
領
イ
ン
ド
期
の
寺
院
基
金
を
め
ぐ
る
法
の
一
元
化 

│
│

田
中
　
鉄
也

　

本
発
表
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
英
領
イ
ン
ド
で
の
「
神
像
の
所
有
権
」

を
め
ぐ
る
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
宗
主
国
法
と
在
地
の
法
規

範
が
併
存
し
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
う
中
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
宗

教
的
・
慈
善
的
な
基
金
の
司
法
的
言
説
が
い
か
に
構
築
さ
れ
た
の
か
を
検

証
し
た
。

　

一
つ
目
はM

aharanee Shibessouree D
ebia v. M

othooranath 
A
charjo

判
決
で
あ
る
。
一
八
六
九
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
管
区
ジ
ョ
シ
ョ

ル
で
小
作
権
の
売
買
を
め
ぐ
る
紛
争
が
枢
密
院
で
争
わ
れ
た
。
被
告
は
神

に
仕
え
る
セ
バ
イ
ト
で
、
神
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
の
一
部
の
小
作
権
を
原

告
に
売
り
渡
し
た
。
し
か
し
そ
の
小
作
料
が
、
前
者
は
一
定
期
間
で
更
新

さ
れ
る
と
み
な
し
た
が
、
後
者
は
永
続
的
な
定
額
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た

こ
と
で
、
裁
判
に
発
展
し
た
。
枢
密
院
は
、
セ
バ
イ
ト
は
神
へ
の
寄
進
財

の
所
有
者
で
は
な
く
管
理
者
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
小
作
料
を
固
定
額
に

す
る
こ
と
は
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
神
に
直
接
的
な
利
益
を
も
た

ら
さ
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
売
買
が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。

　

二
つ
目
はProsunno K

um
ari D

ebya v. G
olab Chand Baboo

判
決
で
あ
る
。
カ
ル
カ
ッ
タ
管
区
ダ
カ
近
郊
の
神
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
の

セ
バ
イ
ト
の
一
人
が
被
告
か
ら
四
千
ル
ピ
ー
の
借
金
を
し
て
、
寺
院
の
改

修
と
神
像
へ
の
奉
仕
に
費
や
し
た
。
神
像
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
を
担
保
に

す
る
と
明
記
し
た
借
用
書
を
も
と
に
、
被
告
は
債
務
者
が
帰
属
す
る
セ
バ

イ
ト
組
織
か
ら
担
保
の
接
収
を
求
め
、
民
事
訴
訟
と
な
っ
た
。
一
八
七
五

年
に
枢
密
院
は
六
九
年
の
判
例
を
踏
襲
し
つ
つ
、
判
決
を
下
し
た
。
そ
れ

　

無
縁
供
養
の
マ
ン
ト
ラ
と
の
違
い
と
し
て
、『
ト
リ
ス
タ
リ
ー
セ
ー
ト

ゥ
』
の
同
章
に
は
異
常
死
や
生
前
の
悪
行
を
理
由
と
し
て
苦
し
む
死
者
の

描
写
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
子
孫
が
い
な
い
死
者
に
注

意
を
払
っ
て
い
る
点
と
、
苦
し
む
死
者
に
よ
る
祟
り
を
避
け
る
な
ど
の
記

述
が
な
い
点
は
共
通
し
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、『
ト
リ
ス
タ
リ
ー
セ

ー
ト
ゥ
』
に
は
聖
地
で
の
祖
霊
祭
で
広
範
囲
の
死
者
た
ち
が
対
象
と
な
る

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
家
長
に
よ
る
十
二
の
祖
先
へ
の
祖

霊
祭
」
と
い
う
原
則
を
前
提
と
し
て
、
未
亡
人
や
父
の
生
き
て
い
る
息
子

に
よ
る
祖
霊
祭
、
他
人
に
頼
ま
れ
て
行
う
祖
霊
祭
な
ど
例
外
的
な
事
態
に

ど
う
対
応
す
る
か
の
議
論
と
地
続
き
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
聖

地
で
の
祖
霊
祭
の
た
め
の
特
別
な
規
則
と
し
て
書
か
れ
て
は
い
る
が
、

『
ガ
ヤ
ー
マ
ー
ハ
ー
ト
ミ
ヤ
』
が
主
張
す
る
よ
う
な
聖
地
そ
の
も
の
の
力

や
聖
地
に
座
す
神
の
恩
恵
と
い
う
見
方
は
確
認
で
き
な
い
。
他
方
で
、

『
ト
リ
ス
タ
リ
ー
セ
ー
ト
ゥ
』
に
お
い
て
も
ガ
ヤ
ー
は
他
の
聖
地
と
区
別

さ
れ
特
別
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
記
述
が
散
見
す
る
。
個
別
に
団

子
を
捧
げ
た
後
、
不
特
定
多
数
の
死
者
た
ち
に
対
す
る
「
共
通
の
一
つ
の

団
子
」
に
つ
い
て
、
同
文
献
は
ガ
ヤ
ー
の
祖
霊
祭
の
規
則
で
あ
る
と
の
限

定
を
し
て
い
な
い
が
、
唱
え
る
べ
き
と
さ
れ
る
マ
ン
ト
ラ
は
『
ガ
ヤ
ー
マ

ー
ハ
ー
ト
ミ
ヤ
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
十
二
の
祖
先
以
外
の
死
者
の
た

め
の
祖
霊
祭
、
不
特
定
多
数
の
死
者
の
た
め
の
祖
霊
祭
、
聖
地
で
の
祖
霊

祭
、
そ
し
て
ガ
ヤ
ー
の
祖
霊
祭
の
発
展
と
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
に
つ
い
て

さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。『
ト
リ
ス
タ
リ
ー
セ
ー
ト
ゥ
』
は
聖
地

で
の
祖
霊
祭
の
議
論
の
集
大
成
で
あ
り
ま
た
現
代
の
慣
習
へ
の
影
響
も
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
文
献
に
影
響
を
与
え
た
他
の
文
献
も
あ
わ
せ

て
今
後
調
査
し
て
い
き
た
い
。
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財
産
権
が
完
全
に
無
効
と
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
彼
ら
も
寄
進
財
を
自
ら

の
た
め
に
利
用
で
き
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
神
像
の
利
益
を
損

な
わ
な
い
限
り
と
い
う
注
釈
が
入
っ
た
。
こ
こ
に
司
法
的
解
釈
の
転
換
が

み
ら
れ
る
。
一
八
八
七
年
の
判
例
で
は
、
ロ
ー
マ
法
に
基
づ
き
寄
進
財
は

市
場
で
交
換
で
き
な
い
財
と
判
断
さ
れ
、
司
祭
の
清
廉
潔
白
さ
と
そ
れ
に

付
随
し
た
公
益
性
（
社
会
奉
仕
な
ど
）
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
英
国
の

エ
ク
イ
テ
ィ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
信
託
に
対
す
る
受
託
者
の
忠
義
お
よ
び

公
益
慈
善
目
的
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
で
、
神
像
の
利
益
を
保
全
す
る
と
い

う
こ
と
が
管
理
者
た
ち
の
富
の
繁
栄
と
は
連
結
さ
れ
ず
、
神
像
の
利
益
の

保
全
は
公
益
慈
善
目
的
の
達
成
で
あ
る
と
い
う
解
釈
の
も
と
で
、
司
法
的

言
説
は
形
作
ら
れ
た
と
い
え
る
。

イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
抽
象
認
識
と
能
動
知
性

宮
島
　
　
舜

　

イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
の
知
性
認
識
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
一
箇
の
対
立

が
あ
る
。
普
遍
的
な
可
知
的
形
相
の
認
識
は
、
人
間
知
性
の
主
体
的
な
抽

象
に
よ
る
と
す
る
立
場
と
、
能
動
知
性
の
溢
出
に
よ
っ
て
人
間
知
性
に
付

与
さ
れ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
前
者
は
抽
象
主
義
、
後
者
は

溢
出
主
義
と
呼
ば
れ
る
。
前
者
は
比
較
的
に
古
い
立
場
で
あ
り
、
近
年
の

研
究
で
は
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
認
識
論
の
経
験
論
的
側
面
を
強
調
す
る
抽

象
主
義
的
な
解
釈
が
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
頃
来
は
こ
の
対
立
を
超
克
す
る
試
み
も
登
場
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
試

み
な
か
に
は
、
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
を
却
っ
て
あ
る
種
の
合
理
論
者
と
す

る
解
釈
も
見
ら
れ
る
。
本
論
で
は
か
か
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
イ
ブ

ン
・
シ
ー
ナ
ー
の
知
性
認
識
に
お
け
る
抽
象
認
識
と
能
動
知
性
と
の
関
係

は
寄
進
物
の
所
有
権
は
理
想
的
な
意
味
で
は
神
像
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
経
済
的
洞
察
力
を
持
た
な
い
幼
い
存
在
で
も
あ
る
た
め
に
、
管
理
者

（
セ
バ
イ
ト
）
は
神
像
へ
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
限
り
で
、
寄
進
財
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
さ
れ
た
。

　

三
つ
目
はM

anohar G
anesh T

am
bekar v. Lakhm

iram
 G
o-

vindram
判
決
で
あ
る
。
ボ
ン
ベ
イ
管
区
ダ
ー
コ
ー
ル
の
寺
院
は
一
七

七
二
年
に
原
告
の
祖
先
に
よ
っ
て
十
万
ル
ピ
ー
で
建
立
さ
れ
た
。
建
立

後
、
彼
の
子
孫
は
、
七
百
年
間
に
及
び
神
像
に
奉
仕
し
て
き
た
セ
ー
ワ
ク

集
団
と
協
定
し
て
寺
院
管
理
の
た
め
の
信
託
を
組
織
し
た
。
そ
の
協
定
書

に
本
尊
へ
の
寄
進
財
を
自
由
に
売
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
明
記
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
約
一
五
〇
名
の
セ
ー
ワ
ク
集
団
は
そ
れ
ら
を
自
ら
の
金

庫
に
独
占
し
、
所
有
権
を
主
張
し
た
た
め
に
訴
訟
に
発
展
し
た
。
一
八
八

七
年
に
ボ
ン
ベ
イ
高
等
裁
判
所
は
、
神
像
や
寺
院
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た

信
託
の
「
公
益
性
」
を
重
視
し
、
受
託
者
は
神
像
の
利
益
、
ひ
い
て
は
公

益
の
た
め
に
寄
進
財
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
こ

で
は
自
然
人
の
よ
う
に
財
産
が
所
有
で
き
る
と
定
義
づ
け
ら
れ
た
神
像
の

法
人
格
が
優
先
さ
れ
、「
我
々
は
寺
院
の
下
僕
で
は
な
く
神
像
と
そ
の
財

産
の
所
有
者
で
あ
る
」
と
い
う
セ
ー
ワ
ク
集
団
の
慣
習
法
に
基
づ
い
た
主

張
は
退
け
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
判
例
に
お
け
る
宗
主
国
法
と
在
地
の
法
規
範

の
混
淆
状
況
を
整
理
し
て
お
く
。
伝
統
的
に
神
へ
の
奉
仕
者
た
ち
が
「
神

像
を
所
有
す
る
こ
と
」
を
支
持
し
て
き
た
の
は
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
や

慣
習
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
八
六
九
年
と
七
五
年
の
判
例
で
セ
バ
イ
ト

は
「
神
像
の
管
理
者
」
で
あ
る
が
「
神
像
の
所
有
者
」
で
は
な
い
と
み
な

さ
れ
た
。
他
方
で
伝
統
的
に
在
地
の
法
規
範
が
認
め
て
き
た
セ
バ
イ
ト
の
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い
て
も
か
れ
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
そ
の
経
験
論
的
な
認
識
論
に
お
い

て
、
そ
れ
で
は
能
動
知
性
は
ど
の
よ
う
な
布
置
を
う
る
の
か
。
と
こ
ろ
で

感
覚
認
識
に
止
住
す
る
動
物
魂
も
知
性
認
識
を
行
使
し
う
る
人
間
魂
も
可

感
的
形
相
の
把
捉
の
の
ち
そ
れ
を
抽
象
す
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ

り
、
両
者
の
認
識
は
そ
の
出
立
点
も
材
料
も
一
般
で
あ
る
。
異
な
る
の
は

い
わ
ば
一
つ
の
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
同
じ
可
感
的
形
相

を
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
知
性
的
な
仕
方
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
も
の
（
物
体
）
に
つ
い
て
も
知
性
に
よ
る
認
識
の
対
象
と
な
る
側 

面
と
な
ら
な
い
側
面
と
が
あ
る
│
│
質
料
性
と
形
相
性
│
│
（e.g. al-

Ilāhiyyāt, V
III.6.6

）、
つ
ま
り
同
じ
対
象
を
知
性
は
形
相
性
を
つ
う
じ

て
、
い
い
か
え
れ
ば
普
遍
的
な
仕
方
で
認
識
す
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立

つ
と
、
か
れ
の
認
識
論
を
経
験
論
と
合
理
論
と
の
綜
合
あ
る
い
は
併
存
と

み
る
観
方
が
可
能
と
な
る
。
い
ず
れ
か
、
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
く
る
な
ら
ば
、
か
れ
の
認
識
論
に
お
け
る
能
動
知
性
の
溢
出
を
、
人
間

知
性
に
と
っ
て
超
越
論
的
に
機
能
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
う
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
と
は
い
え
、
さ
し
あ
た
り
次
の
点
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
の
超

越
論
哲
学
と
相
異
す
る
こ
と
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ブ
ン
・

シ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
は
能
動
知
性
と
の
関
係
性
に
程
度
の
差
が
あ
る
こ
と

│
│
す
べ
て
の
人
間
が
等
量
に
知
性
的
な
仕
方
で
も
の
を
見
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
│
│
、
そ
し
て
こ
の
超
越
論
的
な
知
性
は
ま
た
超
越
的

0

0

0

他
者
で

も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

を
検
討
す
る
。

　
『
治
癒
』
の
『
魂
に
つ
い
て
』
第
二
巻
第
二
章
に
お
い
て
イ
ブ
ン
・
シ

ー
ナ
ー
は
認
識
の
構
造
に
つ
い
て
語
る
。
す
べ
て
認
識
と
は
認
識
者
に
よ

る
形
相
の
把
捉
で
あ
る
と
す
る
か
れ
は
、
ま
ず
質
料
的
形
相
を
把
捉
す
る

う
え
で
形
相
の
質
料
お
よ
び
質
料
的
付
随
物
か
ら
の
抽
象
の
必
要
を
説

く
。
そ
の
抽
象
認
識
は
外
的
感
官
を
つ
う
じ
て
把
捉
さ
れ
た
可
感
的
形
相

が
内
的
感
覚
に
お
い
て
抽
象
を
経
る
過
程
へ
と
構
造
化
さ
れ
る
。
だ
が
感

覚
能
力
に
よ
る
抽
象
は
普
遍
的
な
可
知
的
形
相
を
把
捉
し
え
な
い
た
め
、

そ
の
把
捉
は
知
性
能
力
が
担
う
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
に
は
潜
勢
態
に
あ

る
人
間
知
性
か
ら
は
超
越
し
み
ず
か
ら
は
現
勢
態
で
あ
り
な
が
ら
人
間
知

性
を
現
勢
化
さ
せ
る
│
│
後
述
の
と
お
り
人
間
知
性
そ
の
も
の
を
照
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
わ
け
で
は
な
い
│
│
能
動
知
性
が
必
要
と
な

る
。
知
性
認
識
と
能
動
知
性
と
の
関
係
は
『
魂
に
つ
い
て
』
第
五
巻
第
五

章
に
お
い
て
直
截
的
に
説
か
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
太
陽
が
み
ず
か
ら

可
視
的
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
不
可
視
的
な
も
の
を
可
視
化
す
る
の
と
同

様
に
能
動
知
性
は
そ
れ
じ
し
ん
現
勢
態
で
あ
り
な
が
ら
潜
勢
態
の
も
の
を

現
勢
化
す
る
。
人
間
知
性
の
う
ち
な
る
想
像
的
個
物
そ
の
も
の
は
評
価
力

に
抽
象
さ
れ
て
な
お
普
遍
的
概
念
で
は
な
く
、
能
動
知
性
を
つ
う
じ
て
可

感
的
形
相
は
可
知
的
対
象
と
な
り
う
る
。
別
言
す
れ
ば
、
知
性
的
な
仕
方

で
可
感
的
形
相
を
知
覚
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
「
個
物
そ
れ
自
身
が
想
像
力
か
ら
我
々
の
知
性
へ
と
移
行
す
る
仕
方
」

（Fī al-nafs, V
.5, 235

）
を
否
定
す
る
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
は
、
感
覚
に

よ
る
抽
象
か
ら
知
性
認
識
へ
と
至
る
あ
い
だ
に
一
定
の
分
界
線
を
引
く
。

だ
が
そ
の
一
方
で
か
れ
の
認
識
論
が
ま
た
た
し
か
に
経
験
論
的
性
格
を
も

つ
こ
と
は
複
数
の
研
究
者
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
生
得
観
念
に
つ
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発
表
会
で
は
紹
介
し
た
。

井
筒
「
東
洋
哲
学
」
に
お
け
る
意
味
論
的
視
座
と
そ
の
特
徴

澤
井
　
義
次

　

井
筒
俊
彦
が
構
想
し
た
「
東
洋
哲
学
」
の
理
論
的
基
盤
を
成
し
て
い
た

の
は
、
彼
独
自
の
意
味
論
的
な
視
座
で
あ
っ
た
。
井
筒
は
一
九
六
七
年
、

エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
て
以
後
、
こ
の
会
議
の
主
催
者
の

示
唆
も
あ
り
、
自
ら
の
専
門
領
域
を
「
哲
学
的
意
味
論
」（philosophi-

cal sem
antics

）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
そ
の
と
き
以
前
に
も
、

一
九
五
六
年
に
意
味
論
的
な
方
法
論
と
も
言
う
べ
き
英
文
著
書
『
言
語
と

呪
術
』（Language and M

agic

）
を
刊
行
し
て
い
た
。
そ
の
著
書
に

お
い
て
、
彼
は
言
語
の
両
義
性
を
「
外
延
」（denotation

）
と
「
内
包
」

（connotation

）
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
外
延
」
と
は
コ
ト
バ
の
意
味

を
一
義
的
に
指
示
す
る
外
的
な
機
能
で
あ
り
、「
内
包
」
と
は
コ
ト
バ
の

意
味
を
多
義
的
に
暗
示
す
る
内
的
な
機
能
の
こ
と
で
あ
る
。
井
筒
が
初
期

の
代
表
的
著
書
『
神
秘
哲
学
』
を
出
版
し
て
以
来
、
つ
ね
に
重
視
し
た
の

は
、
言
語
の
「
外
延
」
よ
り
も
「
内
包
」、「
意
味
」
の
表
層
よ
り
も
そ
の

深
層
で
あ
っ
た
。

　

井
筒
の
意
味
論
的
視
座
に
お
い
て
、
言
語
は
元
来
、「
意
味
分
節
（
＝
意

味
に
よ
る
存
在
の
切
り
分
け
）」
を
本
源
的
機
能
と
す
る
。
対
象
を
分
節

す
る
（
切
り
分
け
る
）
こ
と
で
、
コ
ト
バ
は
社
会
慣
習
レ
ベ
ル
で
意
味
指

示
的
に
働
く
。
彼
が
言
う
「
分
節
」
と
は
、
仏
教
語
「
分
別
」（vikalpa

）

と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
全
一
的
な
空
間
の
拡
が
り
の
表
面

に
「
縦
横
無
尽
、
多
重
多
層
の
分
割
線
が
走
り
、
無
限
数
の
有
意
味
的
存

在
単
位
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
独
自
の
言
語
的
符
丁
（
＝
名
前
）
を
負
っ
て

中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
史
に
関
す
る
「
三
部
作
」

ア
リ
ム
・
ト
ヘ
テ
イ

　

中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
史
に
関
す
る
調
査
研
究
で
は
、
発
表
者
は
『
日

本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
史
―
中
国
篇
』（
春
風
社
、
二
〇
一
九
年

二
月
、
三
一
二
頁
、ISBN

：9784861106323

）、『
現
代
中
国
に
お
け

る
宗
教
学
術
史
―
イ
ス
ラ
ー
ム
篇
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
九
年
八
月
、

二
九
六
頁
、ISBN
：9784861106323

）、Islam
 in China: A

 H
is-

tory of E
uropean and A

m
erican Scholarship

（Gorgias Press, 
February 2021, 234 pages, ISBN

: 9781463243296

）
と
い
う
「
三

部
作
」
を
発
表
し
た
。
第
一
部
作
で
は
、
明
治
期
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム

研
究
の
萌
芽
、
満
州
事
変
を
機
に
し
た
「
回
民
工
作
」
の
要
請
と
研
究
の

活
発
化
、
戦
後
の
中
断
を
経
て
、
世
界
イ
ス
ラ
ー
ム
の
な
か
の
中
国
イ
ス

ラ
ー
ム
研
究
へ
、
と
い
う
よ
う
に
研
究
の
開
始
か
ら
現
代
ま
で
の
研
究
史

を
整
理
し
、
学
際
的
な
観
点
か
ら
再
評
価
し
た
。
第
二
部
作
で
は
、
中
国

の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
術
研
究
の
発
展
過
程
に
お
け
る
研
究
史
を
「
哲
学
・
政

治
学
分
野
の
研
究
」、「
人
物
、
機
構
及
び
そ
の
学
術
刊
行
物
」、「
学
術
会

議
」、「
参
考
書
と
史
料
整
理
」、「
歴
史
分
野
の
研
究
」、「
教
学
分
野
の
研

究
」、「
文
化
及
び
他
の
分
野
の
研
究
」
に
分
類
し
、
学
際
的
な
観
点
か
ら

分
析
し
た
。
第
三
部
作
で
は
、
何
ら
か
の
学
術
的
・
学
際
的
課
題
が
創
始

さ
れ
る
に
あ
た
り
、
最
初
期
の
資
料
の
収
集
・
利
用
と
い
う
段
階
は
極
め

て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
申
請
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
特

に
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
）
に
お
け
る
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
史
に
焦
点
を

当
て
、
各
地
に
散
在
す
る
基
本
資
料
を
渉
猟
、
整
理
し
、
特
に
重
要
と
思

わ
れ
る
資
料
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
。
発
表
者
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
を

中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
史
に
関
す
る
「
三
部
作
」
と
呼
び
、
今
回
の
研
究
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た
か
の
よ
う
に
、
社
会
慣
習
的
な
「
意
味
」
は
固
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

　

東
洋
の
思
想
伝
統
で
は
、
意
識
の
表
層
と
深
層
を
二
つ
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
ら
二
つ
を
同
時
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
、
存
在
世
界
が
「
二
重

写
し
」
に
捉
え
ら
れ
る
と
井
筒
は
言
う
。「
表
層
意
識
の
次
元
に
現
わ
れ

る
事
物
、
そ
こ
に
生
起
す
る
様
々
の
事
態
を
、
深
層
意
識
の
地
平
に
置
い

て
、
そ
の
見
地
か
ら
眺
め
る
」
と
い
う
。
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
で
は
、
意

識
と
存
在
の
重
層
構
造
が
哲
学
的
思
惟
の
本
質
構
造
を
成
す
。
日
常
の
意

味
分
節
態
の
世
界
に
在
り
な
が
ら
、
同
時
に
言
語
を
超
え
た
「
無
分
節
の

存
在
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
二
重
写
し
に
把
握
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は

「
存
在
の
絶
対
無
分
節
と
経
験
的
分
節
と
の
同
時
現
成
」
を
示
す
。
つ
ま

り
、
井
筒
「
東
洋
哲
学
」
に
お
け
る
意
味
論
的
視
座
の
お
も
な
特
徴
は
、

コ
ト
バ
の
「
意
味
」
が
意
識
の
表
層
と
深
層
の
あ
い
だ
で
流
動
的
で
、
本

質
的
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
。

異
人
、
妖
術
使
い
、
悪
魔 

│
│ 

他
界
と
悪
の
宗
教
人
類
学 

│
│岡

本
　
圭
史

　

パ
ー
キ
ン
は
、
英
語
のevil

と
い
う
語
彙
が
、
分
析
概
念
と
し
て
は

曖
昧
で
あ
り
な
が
ら
も
、
人
類
学
者
の
思
考
を
触
発
し
得
る
と
し
て
い
る

（Parkin, D
avid 1985 Introduction. In D

avid Parkin 
(ed.) 

A
nthropology of E

vil, pp. 1-25. Basil Blackw
ell

）。
彼
の
提
示

し
た
論
点
の
一
つ
が
悪
の
人
格
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
妖
術
や
霊
的
存
在
等

を
包
括
す
る
。
他
方
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
後
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
妖 

術
や
悪
魔
を
め
ぐ
る
逸
話
に
つ
い
て
、
コ
マ
ロ
フ
夫
妻
が
論
じ
て
い
る

（Com
aroff, Jean and John L. Com

aroff 1999 O
ccult Econo-

m
ies and the V

iolence of A
bstraction: N

otes from
 the South 

現
出
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
経
験
世
界
に
お
け
る
事
物
事

象
は
「
有
意
味
的
存
在
単
位
」
の
有
機
的
連
関
を
成
し
て
い
る
が
、
存
在

が
現
象
す
る
根
源
的
事
態
を
、
井
筒
は
「
意
味
分
節
・
即
・
存
在
分
節
」

と
呼
ぶ
。

　

社
会
慣
習
的
な
意
味
コ
ー
ド
は
「
文
化
的
無
意
識
」
の
領
域
に
沈
澱
し

て
、
私
た
ち
の
存
在
認
識
を
枠
づ
け
る
。
そ
の
「
文
化
的
無
意
識
」
の
領

域
を
、
井
筒
は
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
と
呼
ん
だ
。「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
と

は
過
去
の
す
べ
て
の
経
験
が
「
意
味
」
と
し
て
蓄
え
ら
れ
る
内
的
場
所

（
ト
ポ
ス
）
の
こ
と
で
あ
る
。
井
筒
は
イ
ン
ド
の
唯
識
思
想
テ
ク
ス
ト
の

一
つ
、『
大
乗
荘
厳
経
論
』
が
論
じ
る
意
識
の
最
深
層
（
第
八
番
目
の
次

元
）、
す
な
わ
ち
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」（ālaya-vijñāna

）
の
概
念
を
援
用

し
て
、
意
識
の
深
み
を
表
現
す
る
た
め
に
、「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
を
造
語

し
た
。
唯
識
の
意
識
論
で
は
、「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
に
貯
蔵
さ
れ
る
「
意
味
」

は
「
種
子
（
し
ゅ
う
じ
）」（bīja

）
と
呼
ば
れ
る
。
井
筒
の
意
味
分
節
理

論
に
よ
れ
ば
、
比
喩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
「
種
子
」
は
、
表
層
意
識

レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
慣
習
的
な
「
意
味
」
で
は
な
く
、
い
ま
だ
分
節
さ

れ
て
い
な
い
無
数
の
潜
在
的
「
意
味
」
形
象
を
示
唆
す
る
。
意
識
の
深
み

に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
「
種
子
」（
潜
在
的
「
意
味
」
形
象
）
は
活
性
化
さ

れ
て
、
表
層
意
識
の
領
域
に
働
く
か
ら
こ
そ
、
そ
の
都
度
、
世
界
が
有

「
意
味
」
的
な
存
在
秩
序
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。「
意
味
」
と
「
名
」
の
結

び
つ
き
は
、
す
で
に
意
識
の
最
深
層
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、「
名
」
の
存

在
喚
起
は
表
層
意
識
レ
ベ
ル
で
生
起
す
る
。
つ
ま
り
、「
意
味
」
と
「
名
」

の
結
び
つ
き
は
、
文
化
的
無
意
識
と
し
て
の
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
の
中
で

す
で
に
始
ま
っ
て
は
い
る
が
、
無
名
の
Ｘ
が
一
定
の
「
名
」
を
得
る
と

き
、
Ｘ
は
「
も
の
」
と
し
て
生
起
し
、
あ
た
か
も
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
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と
い
う
（
浜
本
満
一
九
八
五
「
憑
依
霊
と
し
て
の
白
人
│
│
東
ア
フ
リ

カ
の
憑
依
霊
信
仰
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
社
会
人
類
学
年
報
』
一
一
：

三
五
―
六
〇
頁
）。
観
念
の
伝
播
を
想
定
し
難
い
明
治
初
頭
の
日
本
で
は
、

土
佐
脂
取
り
一
揆
の
例
が
あ
る
。
戸
籍
法
の
誤
解
か
ら
起
こ
っ
た
と
い
う

こ
の
騒
動
に
際
し
て
、
西
洋
人
医
師
が
人
々
の
脂
肪
を
抜
く
と
い
う
噂
が

広
ま
っ
た
（
川
村
邦
光
一
九
九
〇
『
幻
視
す
る
近
代
空
間
│
│
迷
信
・

病
気
・
座
敷
牢
、
あ
る
い
は
歴
史
の
記
憶
』
青
弓
社
）。

　

各
地
の
事
例
を
基
に
描
か
れ
る
人
格
化
さ
れ
た
悪
の
像
に
関
し
て
、
今

日
の
状
況
に
お
い
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
現
代
の
悪

魔
崇
拝
言
説
が
、
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
世
界
各
地
に
拡
散
し

た
可
能
性
を
示
唆
す
る
議
論
が
あ
る
（M

edw
ay, G. J. 2001 Lure of 

the Sinister. N
Y
U
 Press

）。
今
日
、
言
説
の
流
通
経
路
は
容
易
に
把

握
し
難
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
妖
術
言
説
や
悪
魔
言
説
興
隆
の
社
会
的
背

景
の
探
求
、
特
に
地
域
社
会
と
そ
の
外
部
と
の
接
触
へ
の
焦
点
化
に
関
し

て
は
、
既
に
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
注
目
さ
れ

る
の
が
、
表
象
内
の
脅
威
と
現
実
の
脅
威
の
混
淆
が
、
人
格
化
さ
れ
た
悪

へ
の
対
峙
状
況
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
更

に
、
表
象
内
脅
威
の
増
大
と
実
在
す
る
脅
威
の
不
可
視
化
が
グ
ロ
ー
バ
ル

状
況
に
お
い
て
加
速
す
る
こ
と
も
ま
た
、
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
れ
ら
の

点
の
考
慮
は
、
表
象
内
世
界
に
お
け
る
脅
威
の
創
造
が
現
実
の
問
題
と
混

交
す
る
機
構
の
解
明
と
い
う
課
題
に
通
じ
て
い
る
。
二
種
類
の
脅
威
の
混

淆
と
そ
れ
に
由
来
す
る
混
迷
は
、
人
格
化
さ
れ
た
悪
が
問
題
と
な
ら
な
い

場
合
で
も
、
人
間
社
会
に
広
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
ろ
う
。

A
frican Postcolony. A

m
erican E

thnologist 26
(2

): 279-303

）。

両
者
の
議
論
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
あ
る
い
は
新
自
由
主
義
的
状
況
の

中
の
悪
と
い
う
問
題
を
引
き
出
し
得
る
。

　

ケ
ニ
ア
海
岸
地
方
に
住
む
ド
ゥ
ル
マ
の
間
で
は
、
悪
魔
崇
拝
者
が
時
に

話
題
と
な
る
。
そ
の
典
型
象
は
都
市
部
の
富
裕
層
や
観
光
客
等
の
外
国

人
、
海
外
企
業
、
政
治
家
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
、
肉
親

の
供
儀
や
自
身
の
肉
体
の
損
傷
等
を
代
償
に
裕
福
に
な
る
と
語
ら
れ
る
。

他
方
、
そ
の
財
産
は
没
後
に
失
わ
れ
る
と
い
う
（
岡
本
圭
史
二
〇
二
〇

『
せ
め
ぎ
合
う
霊
力
│
│
ケ
ニ
ア
、
ド
ゥ
ル
マ
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
と
妖
術
の
民
族
誌
』
風
響
社
）。
悪
魔
崇
拝
者
を
、
ド
ゥ
ル
マ
社
会
や

更
に
は
ア
フ
リ
カ
各
地
に
存
在
す
る
妖
術
使
い
の
観
念
の
異
形
と
捉
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
フ
リ
カ
以
外
の
地
域
を
も
考

慮
す
る
時
、
恐
ら
く
は
妖
術
観
念
を
内
包
す
る
よ
う
な
、
人
格
化
さ
れ
た

悪
の
像
が
示
さ
れ
る
。
悪
魔
と
の
契
約
と
そ
の
没
後
に
お
け
る
財
産
の
喪

失
と
い
う
逸
話
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
者
に
つ
い

て
の
、
タ
ウ
シ
グ
の
古
典
的
な
議
論
に
も
登
場
す
る
。
一
部
の
労
働
者
達

が
、
悪
魔
と
契
約
す
る
こ
と
で
生
産
力
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
と
い
う
。
し

か
し
、
悪
魔
と
の
契
約
に
よ
る
資
金
の
投
資
は
必
ず
失
敗
す
る
。
更
に
契

約
者
は
、
苦
し
み
な
が
ら
早
く
に
死
ん
で
し
ま
う
と
さ
れ
る
（T

aussig, 
M
ichael T

. 1980 T
he D

evil and Com
m
odity Fetishism

 in 
South A

m
erica. T

he U
niversity of N

orth Carolina Press

）。

　

人
間
の
血
や
脂
肪
を
欲
す
る
外
国
人
と
い
う
人
物
像
も
ま
た
、
注
目
に

値
す
る
。
こ
れ
は
ド
ゥ
ル
マ
が
悪
魔
崇
拝
者
に
付
与
す
る
属
性
で
あ
る
一

方
で
、
ム
ミ
ア
ニ
と
呼
ば
れ
る
白
人
の
憑
依
霊
の
特
徴
で
も
あ
る
。
ム
ミ

ア
ニ
は
ド
ゥ
ル
マ
を
攫
い
、
海
岸
部
の
都
市
モ
ン
バ
サ
で
そ
の
血
を
売
る
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る
。
他
方
、
ボ
ン
デ
イ
社
会
で
は
、
生
物
学
的
父
に
す
べ
て
の
子
ど
も
は

所
属
す
る
。

　

ボ
ン
デ
イ
の
居
住
地
は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
北
東
部
で
、
長
年
に
わ
た
り
ア

ラ
ブ
・
ペ
ル
シ
ア
商
人
が
交
易
の
た
め
に
滞
在
し
、
宗
教
、
言
語
、
文
化

が
融
合
し
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
が
強
い
場

所
で
あ
る
。
一
八
八
〇
年
代
に
入
る
と
キ
リ
ス
ト
教
が
入
り
込
み
、
現
在

で
は
、
ム
ス
リ
ム
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
割
合
は
五
〇
％
ず
つ
と
な
っ
て
い

る
。
一
方
、
外
来
宗
教
が
浸
透
し
た
た
め
、
土
着
信
仰
の
実
践
は
禁
止
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
は
、
祖
霊
信
仰
の
儀
礼
が
密
か
に
行
わ
れ
、

外
来
宗
教
に
含
ま
れ
な
い
人
生
儀
礼
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

人
生
儀
礼
に
お
い
て
は
混
在
し
、
外
来
宗
教
と
土
着
信
仰
の
分
担
は
、
子

供
の
お
披
露
目
は
土
着
信
仰
、
子
供
の
誕
生
の
祝
い
（
生
後
三
か
月
）
は

外
来
宗
教
、
成
人
儀
礼
は
土
着
信
仰
、
婚
約
式
は
土
着
信
仰
、
結
婚
式
前

夜
祭
は
土
着
信
仰
、
結
婚
式
は
外
来
宗
教
、
葬
式
は
外
来
宗
教
、
埋
葬
は

外
来
宗
教
と
土
着
信
仰
、
そ
の
他
の
葬
儀
儀
礼
は
外
来
宗
教
と
土
着
信
仰

と
な
っ
て
い
る
（
参
与
観
察
）。

　

ボ
ン
デ
イ
社
会
の
墓
地
は
、
父
方
の
先
祖
の
土
地
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
家
族
の
居
住
地
の
敷
地
内
も
し
く
は
近
く
に
位
置
す
る
。
Ｓ
氏

の
墓
地
を
見
て
み
る
と
、
全
墓
二
三
基
の
う
ち
、
二
二
基
が
自
然
家
族
の

墓
で
あ
り
、
自
然
家
族
で
は
な
い
墓
は
一
基
の
み
で
あ
っ
た
。
Ｓ
氏
の
第

一
夫
人
の
墓
で
あ
る
。
彼
女
を
夫
の
土
地
で
埋
葬
で
き
た
の
は
、
生
前
、

「
死
後
も
子
ど
も
た
ち
の
近
く
に
い
た
い
」
と
願
い
、
そ
れ
が
許
可
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
Ｓ
家
の
土
地
に
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
育
て
ら

れ
、
生
物
学
的
父
に
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
孫
が
い
る
が
、「
死
後
は
、
父

方
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
。」
と
答
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ボ
ン
デ
イ
社

埋
葬
地
か
ら
見
る
ス
ワ
ヒ
リ
農
村
の
家
族
観 

│
│ 

ボ
ン
デ
イ
社
会
の
埋
葬
事
例 

│
│

髙
村
美
也
子

　

タ
ン
ザ
ニ
ア
北
東
部
に
居
住
す
る
ボ
ン
デ
イ
社
会
の
埋
葬
事
例
か
ら
、

ボ
ン
デ
イ
社
会
の
家
族
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
父
系
社
会
ボ
ン
デ
イ
の

葬
儀
慣
習
と
し
て
、
婚
姻
に
よ
り
所
属
を
移
動
し
た
娘
を
含
め
、
死
後
、

遺
体
は
父
方
先
祖
が
眠
る
土
地
に
埋
葬
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
遠
方
、
海
外

に
居
住
し
て
い
た
場
合
で
も
可
能
な
限
り
父
方
の
墓
地
に
輸
送
す
る
。
遠

方
で
生
前
居
住
し
て
い
た
場
合
、
可
能
な
限
り
父
方
の
土
地
に
輸
送
さ
れ

る
実
態
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
多
く
の
箇
所
で
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
も
ボ
ン
デ
イ
族
同
士
の
婚
姻
で
は
、
婚
姻
中
、
娘
が
婚
姻
先
で
生
活
を

し
て
た
と
し
て
も
、
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
遺
体
は
実
父
の
元
に
戻
り
、

父
方
の
先
祖
が
眠
る
土
地
に
埋
葬
さ
れ
る
。
本
発
表
は
、
な
ぜ
遠
方
／
国

外
に
居
住
し
て
い
る
人
の
遺
体
を
輸
送
し
て
ま
で
父
方
の
先
祖
の
墓
地
で

埋
葬
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
な
ぜ
婚
姻
先
で
過
ご
し
た
娘
が
父
方
の
先
祖

が
眠
る
土
地
に
埋
葬
さ
れ
る
の
か
、
ス
ワ
ヒ
リ
農
村
に
お
け
る
「
家
族
」

と
は
何
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
基
盤
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

　

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
農
村
社
会
お
よ
び
近
隣
の
民
族
タ
イ
タ
の
女
性
と
子
供

の
所
属
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
女
性
は
結
婚
す
る
と
こ
れ
ま
で
の
親

族
集
団
を
離
れ
、
夫
の
親
族
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
。
離
婚
し
た
ら
女

性
は
元
の
親
族
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
戻
る
が
、
子
ど
も
が
い
る
場
合
、
子

ど
も
は
父
親
の
親
族
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
と
ど
ま
る
。
未
婚
の
母
の

子
ど
も
は
、
母
が
属
し
て
い
る
親
族
集
団
の
成
員
権
を
得
る
（
坂
本
邦
彦

2001 p. 35, A
. F. Steyn and C. M

. Rip, 1968 p. 503

）。
先
行
研

究
で
は
、
子
ど
も
の
所
属
は
生
物
学
的
親
同
士
の
関
係
性
で
決
ま
っ
て
い
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け
ら
れ
よ
う
。
他
方
、
科
学
の
軍
事
協
力
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、

ど
こ
ま
で
が
軍
事
目
的
を
前
提
と
し
た
学
術
研
究
で
あ
る
か
の
定
義
は
非

常
に
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
軍
事
目
的
以
外
で
開
発

さ
れ
た
事
物
が
軍
事
目
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
ま
で
を
も
阻
止
す
る
規
定

は
設
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
っ
た
事
実
も
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な

理
解
の
も
と
、
日
本
学
術
会
議
な
ど
も
特
別
な
委
員
会
を
設
け
、
同
種
の

主
張
に
も
と
づ
き
「
軍
事
的
安
全
保
障
研
究
に
関
す
る
声
明
」
と
題
す
る

声
明
文
を
発
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て

は
、
学
術
研
究
、
学
術
団
体
、
学
術
者
に
よ
る
国
家
へ
の
貢
献
は
、
た
と

え
そ
れ
が
軍
事
目
的
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
歴
史
的
、
社
会
的
、

文
化
的
に
重
視
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
最
優
先
事
項
と
し
て
優
遇
さ
れ

て
き
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ド
ロ
ー
ン
な
ど
我
々
の
日
常
に
お
い
て
便

利
な
技
術
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
多
く
の
も
の
が
軍
事
研
究
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
筆
者

は
こ
れ
ま
で
、
今
後
の
日
本
が
学
術
研
究
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い

く
べ
き
か
を
検
討
す
る
意
味
で
、
日
本
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
と

も
に
、
日
本
に
対
し
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
の
学
術
研
究
を

題
材
と
し
、
歴
史
的
観
点
か
ら
軍
事
と
の
関
係
性
を
整
理
し
そ
の
特
徴
を

分
析
し
た
。
よ
り
具
体
的
な
資
料
と
し
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
に

発
足
し
た
「
ア
メ
リ
カ
応
用
人
類
学
会
」
の
諸
論
文
の
テ
ー
マ
と
軍
事
的

動
向
の
関
係
性
を
分
析
し
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
政
府
の
委
託
に
よ
り
日
本

研
究
に
従
事
し
、『
菊
と
刀
』
を
執
筆
し
た
文
化
人
類
学
者
ル
ー
ス
・
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
の
書
籍
や
当
時
の
彼
女
を
め
ぐ
る
学
術
的
動
向
に
つ
い
て
論

文
を
発
表
し
た
。
本
発
表
で
は
、
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
政
府
の
委
託
に
よ
っ

て
、
当
時
の
人
類
学
的
知
見
を
も
と
に
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
地

会
で
は
、
姻
族
と
自
然
血
族
を
区
別
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

以
上
か
ら
、
ボ
ン
デ
イ
は
死
後
の
世
界
ま
で
考
慮
に
入
れ
、
姻
族
と
自

然
血
族
を
区
別
し
、
父
系
先
祖
か
ら
継
続
す
る
自
然
血
族
で
あ
る
父
系
家

族
を
「
家
族
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
外
来
宗
教

と
土
着
信
仰
の
役
割
に
お
い
て
は
、
葬
儀
の
形
式
は
外
来
宗
教
に
基
づ
い

て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
土
着
信
仰
が
基
盤
と
な
り
、
埋
葬
が
実
施
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
行
為
は
、
死
後
の
世
界
で
も
自
然
血
族
の
父
系
家
族
を
基

本
と
す
る
「
家
族
」
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
外
来
宗
教
が
土
着
信

仰
を
禁
止
し
て
い
て
も
、
人
々
は
土
着
信
仰
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

日
本
占
領
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
応
用
人
類
学
の
動
向 

│
│ 

宗
教
理
解
を
中
心
に 

│
│

井
上
　
大
介

　

本
発
表
は
、
ア
メ
リ
カ
人
類
学
が
連
合
国
の
対
日
戦
お
よ
び
そ
れ
に
続

く
戦
後
処
理
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
ア
メ
リ
カ
応
用
人
類
学
に
注
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
敗
戦
に

対
す
る
反
省
と
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
対
日
戦
後
処
理
の
結
果
、
日
本
社
会
に

お
い
て
は
、
な
が
ら
く
学
術
研
究
の
軍
事
協
力
に
つ
い
て
は
タ
ブ
ー
視
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
は
中
国
や
韓
国
と
の
領
土
問
題
、
北
朝
鮮
の
核

開
発
な
ど
を
代
表
と
す
る
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
安
全
保
障
環
境
の
脆
弱

化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
日
本
の
安
全
保
障
と
関
連
し
た
日

米
関
係
の
見
直
し
、
軍
事
費
の
増
強
、
自
衛
隊
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
拡
散
、

ひ
い
て
は
憲
法
改
正
論
議
と
い
っ
た
事
項
が
政
治
の
み
な
ら
ず
社
会
的
、

文
化
的
イ
シ
ュ
ー
と
し
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
発
表
で
あ
つ
か
う
学

術
研
究
に
よ
る
軍
事
協
力
と
い
っ
た
テ
ー
マ
も
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
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六
万
に
満
た
な
い
と
の
結
果
が
出
た
。
い
ず
れ
人
口
で
中
国
を
抜
く
と
い

わ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
彼
ら
は
大
海
の
一
滴
と
も
言
わ
れ
る
。

し
か
し
調
査
協
力
あ
る
い
は
情
報
提
供
者
の
最
初
の
一
人
と
出
会
う
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
パ
ー
ル
シ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
特
殊
性
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
々
と
繋
が
る
こ
と
は
容
易
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
特
殊
性
と
は
、
ま

ず
ほ
と
ん
ど
の
パ
ー
ル
シ
ー
が
パ
ー
ル
シ
ー
専
用
の
集
合
住
宅
に
暮
ら
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
も
う
一
つ
は
生
活
文
化
が
欧
米
化
し
て
い
て
、

外
国
文
化
に
関
心
が
強
い
。
加
え
て
社
交
的
で
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
行
事
に

気
軽
に
招
い
て
く
れ
る
。
中
に
は
泊
め
て
く
れ
る
人
々
も
い
る
。
こ
う
い

っ
た
機
会
の
提
供
は
当
然
調
査
の
助
け
と
な
る
。

　

し
か
し
一
方
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
政
治
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
さ
ら
に
は
宗
教
に
対
す
る
見
方
、
考
え
方
が
当
然
偏
る
こ
と
が
あ
る
。

以
下
、
発
表
者
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の

か
改
め
て
概
観
し
、
今
後
の
調
査
に
お
け
る
課
題
を
考
え
た
い
。

　

発
表
者
の
情
報
提
供
者
は
主
に
四
家
族
で
あ
る
。
程
度
や
重
点
の
置
き

所
に
違
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
概
ね
皆
、
伝
統
を
現
代
社
会
や
現
代
的

価
値
観
に
合
わ
せ
て
可
能
な
限
り
、
維
持
す
べ
き
と
し
て
い
る
人
々
で 

あ
る
。
独
自
の
人
脈
で
得
た
協
力
者
で
あ
る
も
の
の
、
傾
向
的
に
伝
統 

的
な
教
徒
に
偏
っ
て
い
る
。
同
じ
く
現
地
調
査
に
て
パ
ー
ル
シ
ー
の
宗 

教
観
に
つ
い
て
調
査
し
たK

reyenbroek

の
文
献
（Living Zoroas-

trianism
: U
rban Parsis Speak A

bout T
heir R

eligion, Curzon 
Press, 2001

）
を
比
較
と
し
て
挙
げ
る
と
、
彼
の
情
報
提
供
者
は
保
守

的
な
人
々
か
ら
、
か
な
り
改
革
的
と
言
わ
れ
る
人
ま
で
、
幅
広
く
網
羅
し

て
お
り
、
偏
り
が
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
一
方
で
こ
の
研
究
者
が
仲
介

人
と
し
て
協
力
を
仰
い
だ
人
物
は
、
常
に
欧
米
研
究
者
の
仲
介
人
と
し
て

域
の
「
人
類
学
的
」
軍
事
研
究
を
リ
ー
ド
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
ド
ッ
ク

を
焦
点
に
、
彼
お
よ
び
彼
の
チ
ー
ム
が
編
纂
し
た
『
沖
縄
県
史
資
料
編
１

民
事
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
沖
縄
１
（
和
訳
編
）」
を
題
材
に
論
を
展
開
す
る
。
な

お
本
発
表
は
、
文
化
相
対
主
義
を
標
榜
す
る
当
時
の
文
化
人
類
学
者
の
代

表
的
存
在
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
沖
縄
に
関
す
る
「
民
族
誌
資
料
」

が
、
十
九
世
紀
の
進
化
主
義
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
根
差
し
た
欧
米
中
心
的
価

値
観
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が
宗
教
や
天
皇
制
に
関
連
し
た
言
説
と
結
び

つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
結
論
と
し
て

は
、
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
宗
教
や
天
皇
制
と
関
連
す
る
項
目

で
、
筆
者
の
仮
説
と
連
動
す
る
特
徴
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
た
。
例
え
ば

沖
縄
の
宗
教
を
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」「
土
着
宗
教
」「
古
風
」
と
い
っ
た
言
説

で
整
理
す
る
傾
向
が
散
見
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
欧
米
モ
デ
ル
に
向
か

っ
て
進
化
す
る
と
い
っ
た
一
九
世
紀
の
文
化
進
化
論
的
価
値
観
を
踏
襲
す

る
記
述
が
確
認
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
と
呪
術
、
文
化
と
自
然
等
を

優
劣
関
係
の
も
と
序
列
化
し
、
劣
位
性
を
お
び
た
事
象
が
や
が
て
欧
米
の

優
位
性
を
付
さ
れ
た
事
象
に
進
化
す
る
と
い
っ
た
思
想
が
示
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
本
論
の
も
う
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
「
進

化
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
顕
著
で
あ
っ
た
宗
教
と
呪
術
の
差
異
化
を
念
頭
に

お
い
た
宗
教
文
化
の
整
序
化
と
関
連
し
た
言
説
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
主
張
が
一
部
、
証
明
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。（
本
発

表
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP26284012

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）

パ
ー
ル
シ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
情
報
提
供
者
に
つ
い
て

香
月
　
法
子

　

二
〇
一
一
年
の
イ
ン
ド
人
口
調
査
に
お
い
て
、
パ
ー
ル
シ
ー
の
人
口
は
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想
さ
れ
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
北
ス
マ
ト
ラ
州
）
メ
ダ
ン
都
市
圏
の 

イ
ン
ド
系
移
民
と
宗
教

山
下
　
博
司

　

本
発
表
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
北
ス
マ
ト
ラ
州
メ
ダ
ン
都
市
圏
を
取
り

上
げ
、
イ
ン
ド
系
移
民
の
宗
教
的
動
向
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
北
ス
マ
ト

ラ
で
は
一
九
世
紀
に
タ
バ
コ
等
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
が
盛
ん
に
な

り
、
南
イ
ン
ド
の
タ
ミ
ル
人
が
労
務
者
と
し
て
大
量
に
導
入
さ
れ
た
。
農

園
等
の
管
理
の
た
め
、
同
時
期
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
地
方
か
ら
ス
ィ
ク
教
徒
も

入
っ
て
い
る
。
年
季
明
け
後
も
一
部
が
地
域
に
と
ど
ま
り
、
故
地
か
ら
長

期
間
切
り
離
さ
れ
て
半
ば
孤
立
し
た
移
民
社
会
を
形
成
し
て
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
人
口
は
タ
ミ
ル
人
が
約
六
万
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
人
（
ス
ィ
ク
教

徒
）
が
約
二
万
と
推
定
さ
れ
、
前
者
は
宗
教
的
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
、
仏
教
徒
、
ム
ス
リ
ム
に
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
て
い
る
。
各

集
団
内
で
内
婚
が
行
な
わ
れ
、
異
言
語
・
異
宗
教
間
の
通
婚
の
事
例
は
少

な
い
。

　

ス
ィ
ク
教
徒
に
つ
い
て
言
え
ば
、
メ
ダ
ン
市
内
五
箇
所
の
グ
ル
ド
ワ
ー

ラ
ー
が
宗
教
的
・
民
族
的
帰
属
意
識
の
拠
り
所
に
な
っ
て
い
る
。
信
者
の

老
齢
化
が
著
し
く
、
メ
ダ
ン
市
中
心
部
カ
ン
プ
ン
・
マ
ド
ラ
ス
地
区
に
あ

る
市
内
最
古
の
グ
ル
ド
ワ
ー
ラ
ー
で
は
、
葬
儀
や
忌
日
に
関
わ
る
儀
礼
等

で
賑
わ
う
こ
と
が
多
い
。

　

キ
リ
ス
ト
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
集
団
は
、
不
可
触
民
改
宗
者
か
ら
成
り
、

貧
困
で
高
等
教
育
も
普
及
し
て
い
な
い
。
被
差
別
民
意
識
と
実
態
が
色
濃

く
残
り
、
ゲ
ッ
ト
ー
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
集
住
形
態
が
固
定
化
し
、
飲
酒

有
名
な
パ
ー
ル
シ
ー
で
あ
り
、
超
保
守
と
し
て
敵
も
多
い
と
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
彼
の
情
報
提
供
者
に
は
独
自
性
が
な
く
、
ま
た
こ
の
人
物
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
政
治
に
も
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
発
表
者
と
逆
で
あ
る
。

　

で
は
パ
ー
ル
シ
ー
に
と
っ
て
情
報
提
供
者
と
な
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は

何
か
。
こ
こ
で
は
聖
職
者
に
限
っ
て
考
察
す
る
と
、
彼
ら
が
欧
米
研
究
者

に
協
力
す
る
こ
と
は
、
一
方
で
彼
ら
に
も
欧
米
で
の
発
表
や
調
査
へ
の
参

加
、
出
版
の
機
会
を
得
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。K

reyenbroek

の
よ

う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
は
稀
で
、
欧
米
で
盛
ん
な
研
究
は
寺
院
内
の
儀
礼

や
、
聖
典
と
そ
れ
に
紐
づ
く
言
語
学
研
究
で
あ
る
。
パ
ー
ル
シ
ー
の
寺
院

は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
で
な
け
れ
ば
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
本

に
つ
い
て
も
上
部
の
聖
職
者
の
口
利
き
が
な
け
れ
ば
、
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
た
め
非
パ
ー
ル
シ
ー
あ
る
い
は
非
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
が
上

述
の
よ
う
な
研
究
を
す
る
際
に
は
、
ど
う
し
て
も
聖
職
者
の
協
力
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
欧
米
研
究
者
と
パ
ー
ル
シ
ー
・
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

徒
聖
職
者
の
間
に
は
、
ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
の
関
係
が
長
く
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
今
後
も
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

発
表
者
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
偏
り
の
解
消
だ
け
で
な
く
、
地
理
的
世

代
的
な
偏
り
に
つ
い
て
も
気
を
配
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
内
の
政
治
や
、
元
々
の
情
報
提
供
者
の
信
条
に
も
引
き
続
き
気
を
つ
け

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
高
齢
化
が
進
む
パ
ー
ル
シ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
に
お
い
て
、
発
表
者
の
情
報
提
供
者
の
若
返
り
も
課
題
と
捉
え
る
。
し

か
し
現
在
の
六
十
代
以
下
の
パ
ー
ル
シ
ー
に
は
こ
の
よ
う
な
研
究
対
象
と

な
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
パ

ー
ル
シ
ー
研
究
に
、
若
い
世
代
の
警
戒
心
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
も
予
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て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
活
力
が
そ
が
れ
て
い
る
。
タ
ミ
ル
人
の
四
分
の
一

ほ
ど
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
移
り
、
メ
ダ
ン
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
衰
え
る
一
面

を
見
せ
る
。
信
者
が
固
定
し
、
寺
院
に
は
多
様
な
神
格
の
合
祀
も
な
く
、

一
様
に
簡
素
な
印
象
を
受
け
る
。
財
政
的
理
由
で
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
司
祭
の

供
給
が
長
ら
く
絶
た
れ
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
を
重
要
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
す

る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
疎
外
さ
れ
、

趨
勢
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
儀
礼
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
信
者
の
社

会
的
地
位
の
向
上
を
図
る
と
い
う
、
現
代
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
も
つ
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

興
隆
を
み
せ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
で
は
、
制
約
下
で
様
々
な
試
み
が
為
さ

れ
、
民
族
宗
教
の
新
し
い
諸
特
徴
が
生
成
さ
れ
る
現
場
に
も
な
っ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
メ
ダ
ン
の
よ
う
に
衰
運
を
辿
り
つ
つ
あ
る
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
も
存
在
す
る
。
宗
教
が
活
況
を
失
う
背
景
に
は
、
現
地
で
の
経
済
的

プ
レ
ゼ
ン
ス
と
社
会
的
向
上
の
弱
さ
と
い
っ
た
移
民
集
団
の
社
会
経
済
的

地
位
の
低
迷
、
老
齢
化
の
現
実
、
お
よ
び
人
的
モ
ビ
リ
テ
ィ
や
人
材
流
入

の
乏
し
さ
に
代
表
さ
れ
る
移
民
社
会
そ
の
も
の
の
活
力
の
停
滞
が
あ
る
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

現
代
日
本
の
大
学
に
お
け
る
宗
教
文
化
の
基
礎
的
デ
ー
タ
の
検
討

齋
藤
　
崇
德

　

本
研
究
の
目
的
は
、
現
代
日
本
の
大
学
組
織
に
お
け
る
宗
教
文
化
の
基

礎
的
デ
ー
タ
を
概
観
し
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
近
年
の
大
学
は
、
高
度

に
組
織
化
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
組
織
構
造
は
普
遍
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ

の
な
か
で
宗
教
文
化
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
教
師
と
学
生
に
よ
る
小
規
模
な
学
問
的
・
精
神
的
・
文
化
的
共
同

も
は
び
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
か
ら
忌
避
さ

れ
、
通
婚
も
少
な
い
。

　

ム
ス
リ
ム
は
タ
ミ
ル
系
と
北
イ
ン
ド
系
か
ら
成
る
。
モ
ス
ク
を
共
有
せ

ず
通
婚
も
稀
だ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
系
ム
ス
リ
ム
と
の
婚
姻
は
見
ら
れ
、

経
済
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
集
団
よ
り
は
恵
ま
れ
て
い
る
。

　

仏
教
徒
は
不
可
触
民
改
宗
者
の
タ
ミ
ル
人
か
ら
構
成
さ
れ
、
市
内
に
一

〇
〇
〇
家
族
ほ
ど
、
ポ
ロ
ニ
ア
地
区
に
は
五
〜
六
〇
〇
家
族
が
暮
ら
す
。

大
半
は
貧
し
い
状
態
に
と
ど
ま
る
。
寺
院
（
ウ
ィ
ハ
ラ
）
は
市
内
七
箇
所

に
あ
り
、
四
つ
は
ポ
ロ
ニ
ア
に
集
中
す
る
。
そ
の
一
つ
ウ
ィ
ハ
ラ
・
ロ

カ
・
シ
ャ
ン
テ
ィ
で
は
、
金
曜
と
日
曜
に
定
例
プ
ジ
ャ
と
日
曜
学
校
が
組

ま
れ
、
大
祭
も
営
ま
れ
る
。
タ
ミ
ル
系
の
ム
ス
リ
ム
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
も
参
詣
す
る
（
逆
に
、
仏
教
徒
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
を
お
参

り
す
る
こ
と
も
あ
る
）。
祭
壇
に
釈
迦
・
観
音
・
弥
勒
の
三
尊
像
が
置
か

れ
、
定
例
プ
ジ
ャ
は
、
タ
ミ
ル
語
に
よ
る
バ
ジ
ャ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語

に
よ
る
法
話
、
お
よ
び
礼
拝
行
為
か
ら
成
る
。
三
帰
依
文
、
ワ
ン
ダ
ナ

ム
、
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
も
教
え
ら
れ
る
。
仏
教
徒
の
通
過
儀
礼
は
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
の
そ
れ
と
大
差
な
い
が
、
近
年
は
や
や
廃
れ
気
味
で
あ
る
。
組
織
的
に

寺
院
活
動
が
な
さ
れ
、
宗
教
集
団
と
し
て
の
自
覚
が
顕
著
で
あ
る
様
子
が

観
察
さ
れ
る
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
は
市
内
カ
ン
プ
ン
・
マ
ド
ラ
ス
地
区
の
三
ヶ
寺
が
特

に
信
仰
を
集
め
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
主
導
で
タ
ミ
ル
語
学
校
が
設
け

ら
れ
た
が
、
政
府
の
政
策
で
民
族
語
に
よ
る
教
育
が
不
可
と
な
り
、
タ
ミ

ル
語
使
用
が
儀
礼
等
に
制
限
さ
れ
、
流
血
を
伴
う
祭
祀
や
儀
礼
音
楽
も
禁

止
さ
れ
た
。
民
族
的
要
素
を
棄
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
的
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
規

範
に
則
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
独
自
儀
礼
へ
の
規
制
等
が
災
い
し
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た
。「
キ
リ
ス
ト
教
」
系
大
学
に
お
い
て
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
関
係
の
行
事
、

チ
ャ
ペ
ル
ア
ワ
ー
、
何
ら
か
の
ミ
サ
、
キ
リ
ス
ト
教
週
間
が
多
い
。
ま
た
、

仏
教
系
で
は
降
誕
会
、
花
ま
つ
り
、
報
恩
講
が
多
い
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト

教
系
と
仏
教
系
で
は
、
何
ら
か
の
「
礼
拝
」、
卒
業
の
行
事
が
あ
る
。

　

次
に
「
建
造
物
」
を
設
置
し
て
い
る
学
校
数
を
確
認
す
る
と
、
全
体
で

は
五
七
・
三
％
の
大
学
に
存
在
す
る
。「
宗
教
別
」
に
見
る
と
、「
キ
リ
ス

ト
教
」
系
は
建
造
物
が
多
く
、
新
宗
教
系
と
仏
教
系
で
は
、
無
い
大
学
が

多
い
。
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
系
で
は
「
チ
ャ
ペ
ル
」
な
い
し
「
聖
堂
」
や

「
礼
拝
堂
」
が
多
い
。
仏
教
系
で
は
「
坐
禅
堂
」
が
多
い
。

　

そ
し
て
「
公
式
構
造
」
を
設
置
し
て
い
る
学
校
数
を
確
認
す
る
と
、
全

体
で
は
、
五
九
・
三
％
が
持
つ
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
六
九
・
五
％
が
公
式
構

造
を
持
ち
、
仏
教
系
で
は
持
た
な
い
大
学
が
や
や
多
い
。
最
も
多
い
の

は
、
宗
教
関
係
の
何
ら
か
の
「
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏

教
系
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
宗
教
部
」
の
よ
う
な
組
織
も
同
様

で
あ
る
。
全
て
の
宗
教
別
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
は
、
宗
教
関
係
の
何
ら

か
の
「
研
究
所
」、
宗
教
関
係
の
学
部
等
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
運
び
手
」
の
組
み
合
わ
せ
を
見
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
系
に

お
い
て
は
、
半
数
以
上
が
す
べ
て
の
運
び
手
の
変
数
を
持
ち
、
多
く
は
い

ず
れ
か
の
二
つ
の
変
数
を
持
つ
。
仏
教
系
で
は
、
儀
礼
の
み
の
大
学
が
も

っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
、
公
式
構
造
と
儀
礼
を
持
つ
大
学
、
そ
の
次
に
全

て
の
変
数
を
持
つ
学
校
が
多
い
。
新
宗
教
系
で
は
少
な
い
。
ま
た
、
神
道

系
で
二
つ
の
学
校
が
全
て
の
変
数
を
持
つ
。

　

多
く
の
学
校
で
、
宗
教
文
化
を
制
度
化
す
る
「
運
び
手
」
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
宗
教
文
化
は
現
代
大
学
の
組
織
自
体
に
何
ら
か
の
か
た
ち

で
根
付
い
て
い
る
と
言
え
る
。

体
と
い
う
以
前
の
理
想
と
は
異
な
り
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
大
学
と
宗

教
文
化
の
現
代
的
な
関
連
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
は
作
成
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
本
研
究
で
は
、
現
代
日
本
の
宗
教
系
大
学
を
対
象
と
し

て
、
宗
教
文
化
が
ど
の
よ
う
に
大
学
組
織
に
制
度
化
し
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
の
デ
ー
タ
を
作
成
し
分
析
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
組
織
論
的
制
度
主
義
の
議
論
に
基
づ
き
、「
象
徴
の
シ

ス
テ
ム
」、「
人
工
物
」、「
反
復
的
活
動
」
と
い
う
、
宗
教
文
化
を
大
学
組

織
に
制
度
化
さ
せ
る
「
運
び
手
」
を
宗
教
別
に
分
析
す
る
。「
運
び
手
」

は
、
宗
教
文
化
が
大
学
組
織
に
制
度
化
す
る
際
の
媒
介
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
第
一
に
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
宗
教
に
関
す
る
儀
礼
を
、
第
二
に

人
工
物
と
し
て
宗
教
に
関
す
る
建
造
物
を
、
第
三
に
反
復
的
活
動
と
し
て

宗
教
に
関
す
る
公
式
構
造
を
分
析
す
る
。

　

デ
ー
タ
は
、
公
益
財
団
法
人
国
際
宗
教
研
究
所
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ

ン
タ
ー
の
「
宗
教
系
学
校
リ
ン
ク
集
」
の
う
ち
「
区
分
」
を
「
大
学
」

（
短
期
大
学
を
含
む
）
と
す
る
学
校
一
九
九
校
を
対
象
と
し
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
上
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
作
成
し
た
。

　

ま
ず
、「
宗
教
別
」
の
大
学
数
を
確
認
す
る
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
系
が

多
く
、
つ
い
で
「
仏
教
」
系
が
多
い
。「
新
宗
教
」
系
と
「
神
道
」
系
は

学
校
数
と
し
て
は
少
な
い
。

　

次
に
「
儀
礼
」
を
実
施
し
て
い
る
学
校
数
を
確
認
す
る
と
、
全
体
で
は

八
六
・
四
％
の
大
学
が
実
施
し
て
い
る
。「
宗
教
別
」
に
見
て
も
、「
新
宗

教
」
系
を
除
き
、
多
数
の
学
校
で
何
ら
か
の
宗
教
的
な
儀
礼
が
行
わ
れ
て

い
る
。
割
合
で
見
る
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
系
は
実
施
し
て
い
る
学
校
が

多
く
、
新
宗
教
系
で
は
ほ
と
ん
ど
の
大
学
で
儀
礼
を
確
認
で
き
な
か
っ
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由
に
触
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
（
グ
ッ
ド
マ
ン
）。

後
者
は
二
世
信
者
と
も
交
差
す
る
問
題
で
あ
る
。「
暴
力
」
や
「
虐
待
」

と
い
う
の
は
加
害
者
や
被
害
者
か
ら
言
明
さ
れ
難
い
（Richs

）
た
め
、

こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
向
い
た
学
生
は
知
ら
な
い
間
に
こ
の
場
に
立

合
っ
て
し
ま
い
得
る
。

　

新
興
カ
リ
ス
マ
が
組
織
し
た
団
体
の
「
修
行
」
で
は
、
修
行
を
個
人
の

心
身
変
容
の
習
得
と
捉
え
て
し
ま
う
と
、
修
行
の
社
会
性
を
後
景
化
す
る

こ
と
に
な
る
（Cf. 

岸
本
）。
し
か
し
例
え
ば
オ
ウ
ム
真
理
教
の
場
合
も
、

最
初
の
事
件
は
修
行
中
に
生
じ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
（
藤
田
）。

カ
ル
ト
に
は
他
に
も
、
政
治
カ
ル
ト
（Cf. 

塚
田
）、
心
理
療
法
カ
ル
ト

（
ロ
ー
ボ
ル
ト
）、
商
業
カ
ル
ト
（
斉
藤
）
な
ど
、
宗
教
的
な
る
も
の
は
濃

度
を
変
え
な
が
ら
存
在
し
（
長
谷
ら
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
修
行
に
当

た
る
も
の
が
あ
る
。
中
高
生
の
部
活
動
で
も
死
亡
率
が
高
い
柔
道
や
ラ
グ

ビ
ー
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
内
田
）、
そ
こ
に
さ
ら
に
カ
リ
ス
マ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
正
当
化
が
加
わ
っ
た
場
合
、
そ
う
し
た
集
団
に
参
与
観
察
す

る
学
生
は
退
却
が
困
難
に
な
ろ
う
。

　

制
度
外
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
等
の
領
域
で
は
注
意
す
べ
き
は
「
運

動
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
社
会
運
動
は
少
数
派
が
担
い
や
す
い
も
の
だ

が
、
社
会
運
動
は
対
外
的
に
も
（Rucht

）
対
内
的
に
も
、
戦
略
的
政
治

の
下
（
小
杉
）
で
は
暴
力
的
に
な
り
得
る
。
近
年
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
介
し
て
こ

う
し
た
統
率
形
態
が
異
な
っ
て
き
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
も
（
濱
西
）、

そ
こ
で
は
多
様
な
小
集
団
が
短
期
的
に
生
成
し
て
は
消
滅
す
る
な
か
で
の

問
題
が
生
じ
、
ま
た
全
体
と
し
て
過
激
化
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
藤
原
）。

そ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
団
体
化
も
し
て
い
な
い
の
で
学
生
が
い
つ
の

間
に
か
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。

虐
待
・
修
行
・
運
動 

│
│ 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
教
育
の
死
角 

│
│

飯
嶋
　
秀
治

　

一
昨
年
、
二
〇
一
六
年
に
九
州
大
学
で
生
じ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
授

業
中
の
学
生
の
事
故
死
か
ら
、
対
人
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
講
じ
る
過
程
で
研
究
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、
宗
教
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
が
学
び
得
る
こ
と
を
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
に
適
用
し
て
論
じ
た
。

ま
た
昨
年
は
、
国
際
的
な
宗
教
教
育
研
究
が
進
む
な
か
で
、
特
に
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
学
部
・
大
学
院
・
市
民

教
育
で
ど
の
よ
う
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
論
じ
た
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
一
方
で
宗
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
教
育
で
の
「
事
故accident
」
の
場
合
、「
被
災
者
」
の
存
在
は

「
監
督
者
」
で
あ
る
大
学
の
責
任
が
問
わ
れ
、
他
方
で
「
事
件incident

」

の
場
合
、「
被
害
者
」
が
「
加
害
者
」
の
責
任
を
問
う
こ
と
に
な
る
と
い

う
構
図
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
者
の
間
で
学
生
は
被
災
者
に
も
、
加
害
者

に
も
、
被
害
者
に
も
な
り
得
る
。

　

と
は
い
え
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
宗
教
の
事
例
は
、
宗
教
カ
ル
ト
と
し

て
自
明
な
事
例
で
あ
っ
た
。
だ
が
実
際
に
は
、
①
制
度
的
化
さ
れ
た
宗

教
、
②
新
興
カ
リ
ス
マ
が
組
織
し
た
団
体
、
③
制
度
外
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
な
ど
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
リ
ス
ク
は
異
な
る
。

本
発
表
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
死
角
に
な
り
や
す
い
主
題
と
し

て
、
虐
待
、
修
行
、
運
動
を
取
り
上
げ
た
。

　

制
度
化
さ
れ
た
宗
教
の
「
虐
待
」
は
、
特
に
宗
教
カ
ル
ト
に
お
い
て
既

に
批
判
さ
れ
て
き
た
（
櫻
井
・
大
畑
編
、
紀
藤
・
山
口
）。
だ
が
宗
教
団

体
と
福
祉
制
度
の
境
界
に
あ
る
児
童
養
護
施
設
、
里
親
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ

ー
ム
等
も
、
教
団
の
財
源
確
保
に
な
っ
た
り
、
被
養
護
児
童
の
信
教
の
自
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藤
原
聖
子
氏
は
『
宗
教
と
過
激
思
想
』
に
お
い
て
、
思
想
的
特
徴
を
四

点
（
公
正
社
会
へ
の
希
求
、
切
迫
性
、
非
世
俗
・
非
近
代
性
、
自
宗
教
の

最
適
性
信
仰
）
抽
出
し
た
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
教
育
の
場
面
に
お
い

て
は
、
排
他
言
説
と
暴
力
行
為
を
指
標
と
し
て
判
断
す
る
の
が
良
い
と
思

わ
れ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
教
育
機
関
に
従
事
し
、
学
生
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー

を
指
導
す
る
研
究
者
た
ち
と
、
宗
教
的
な
る
も
の
の
幅
を
持
っ
た
フ
ィ
ー

ル
ド
で
の
危
う
さ
を
共
有
し
た
。
今
後
は
研
究
者
間
で
の
事
例
共
有
と
、

リ
ス
ク
、
ク
ラ
イ
シ
ス
、
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ
ン
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
相
互

の
教
育
の
工
夫
の
共
有
が
必
要
に
な
る
。
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南
龍
口
演
『
八
百
八
狸
』
に
み
る
憑
依
と
守
護

斎
藤
　
　
喬

　

本
発
表
は
、
明
治
期
以
降
に
出
版
さ
れ
た
口
演
速
記
本
に
お
け
る
憑
依

の
表
象
を
テ
ー
マ
に
し
た
調
査
の
一
環
と
な
る
。
昨
年
度
の
学
会
で
は
、

阿
波
が
舞
台
の
講
談
『
狸
合
戦
』
に
お
け
る
憑
依
の
表
象
を
分
析
す
る
前

段
と
し
て
、
精
神
医
学
者
に
よ
る
犬
神
憑
き
狸
憑
き
の
調
査
を
参
照
し
な

が
ら
、
徳
島
の
生
活
文
化
で
あ
る
憑
依
現
象
を
検
証
し
た
。
今
回
は
、
狸

も
の
と
し
て
双
璧
を
な
す
伊
予
の
『
八
百
八
狸
』
を
対
象
に
、
講
釈
師
に

よ
る
創
作
で
あ
り
な
が
ら
現
代
ま
で
続
く
信
仰
の
根
拠
と
な
っ
た
物
語
を

調
査
し
、
生
活
文
化
と
し
て
の
憑
依
現
象
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
田
辺
南
龍
口
演
『
八
百
八
狸
』（
一
九
三
二
）

で
あ
る
。
今
日
『
八
百
八
狸
』
は
南
龍
作
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、
出
版
年
代
か
ら
こ
れ
は
五
代
目
の
口
演
で
あ
る
だ
ろ
う
。
明
治
期
に

も
南
龍
以
外
の
演
者
に
よ
る
『
八
百
八
狸
』
の
速
記
本
が
存
在
し
、
そ
れ

ぞ
れ
筋
書
き
が
異
な
る
た
め
、
南
龍
作
と
い
う
指
摘
が
五
代
目
以
前
の
手

に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
昭
和
七
年
の
速
記
本
が
巷
間
に
流
布
し

た
た
め
そ
の
よ
う
に
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
た

だ
、
現
在
の
信
仰
を
調
査
す
る
上
で
の
参
照
項
と
し
て
、
最
も
重
要
な
出

版
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

　
『
八
百
八
狸
』
に
は
、
天
智
天
皇
の
御
代
か
ら
生
き
る
と
い
う
古
狸
「
隠

神
刑
部
（
い
ぬ
が
み
ぎ
ょ
う
ぶ
）」
が
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
『
い
よ
狸

サ
ロ
ン
設
立
二
〇
周
年
記
念
誌　

え
ひ
め
狸
御
殿
』（
二
〇
二
〇
）
や
、

松
山
市
坂
本
公
民
館
事
業
推
進
委
員
会
が
現
地
に
設
置
し
た
立
て
札
「
松

山
騒
動　

伊
予
八
百
八
狸
物
語
発
祥
の
地
」（
二
〇
一
三
）
に
よ
る
と
、

隠
神
刑
部
は
現
在
松
山
市
久
谷
町
の
山
口
霊
神
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
隠
神

刑
部
は
元
来
松
山
城
の
守
護
を
し
て
き
た
の
だ
が
、
松
山
藩
の
お
家
騒
動

で
佞
臣
奥
平
久
兵
衛
、
後
藤
小
源
太
一
味
に
加
担
し
た
た
め
、
退
治
さ
れ

た
の
ち
、
久
谷
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
講
談
の
筋
書
き

は
、
享
保
の
大
飢
饉
を
引
き
金
に
し
た
久
万
山
一
揆
と
家
老
た
ち
の
権
力

争
い
に
基
づ
い
た
実
録
小
説
（『
伊
豫
湯
下
駄
』
な
ど
）
か
ら
、
さ
ら
な

る
虚
構
化
・
娯
楽
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

南
龍
口
演
に
お
い
て
、
久
谷
の
棲
み
処
で
あ
る
菩
提
寺
に
お
い
て
隠
神

刑
部
が
後
藤
小
源
太
と
問
答
を
す
る
有
名
な
場
面
が
あ
る
。
広
く
信
仰
を

集
め
る
こ
と
で
「
伊
豫
一
国
の
一
ノ
宮
」
を
目
指
す
隠
神
刑
部
は
、
八
百

八
狸
を
退
治
し
に
や
っ
て
き
た
小
源
太
と
取
引
を
交
わ
し
、
神
と
崇
め
る

な
ら
ば
神
通
自
在
の
自
分
が
守
護
し
必
要
な
と
き
に
託
宣
を
下
す
と
約
束

す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
小
源
太
は
、
松
山
騒
動
に
お
い
て
は
奥
平
久
兵
衛

の
参
謀
と
し
て
頭
角
を
現
し
な
が
ら
、
隠
神
刑
部
の
祟
り
を
畏
れ
る
久
谷

久
万
山
の
人
々
に
対
し
て
は
宗
教
的
指
導
者
と
し
て
、
討
伐
に
乗
り
出
す

松
山
藩
と
対
峙
す
る
。

　

小
源
太
の
父
は
、
飛
騨
高
山
金
森
家
の
馬
廻
り
で
あ
っ
た
後
藤
右
源
太

で
、
母
は
小
源
太
の
産
後
に
病
死
し
て
い
る
。
そ
こ
で
右
源
太
は
貰
い
乳

で
小
源
太
を
育
て
て
い
た
が
、
あ
る
吹
雪
の
日
に
貰
い
乳
が
で
き
ず
、
飼

い
犬
の
野
白
に
貰
い
乳
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
右
源
太
は
後
妻
を
迎
え

よ
う
と
す
る
も
、
野
白
が
乳
母
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
れ
破
談
し
た
挙
句
、

野
白
は
そ
の
女
に
毒
殺
さ
れ
る
が
、
野
白
が
死
ぬ
と
き
に
吐
い
た
血
は

「
人
外
の
歌
」（「
人
外
の
身
の
性
来
を
引
く
か
ら
は
、
心
に
心
、
心
し
て

見
よ
」）
と
な
っ
て
い
た
。
野
白
の
乳
で
夜
目
が
利
く
よ
う
に
な
っ
て
い

た
小
源
太
は
、
そ
れ
を
剣
術
修
行
に
役
立
て
て
お
り
、
先
述
の
問
答
以
後
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適
応
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
独
立
モ
デ
ル
で
は
、
芸
術
が

宗
教
に
従
属
す
る
立
場
か
ら
独
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
性
を
模
索

す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
「
純
粋
で
自
律
的
な
芸
術
」
が
成
立

し
た
と
説
明
さ
れ
る
。
一
方
で
代
替
モ
デ
ル
は
、
世
俗
化
に
伴
っ
て
リ
ア

リ
テ
ィ
を
喪
失
し
、
社
会
的
機
能
の
範
囲
が
狭
ま
っ
た
宗
教
の
代
替
物
と

し
て
芸
術
が
存
在
・
機
能
し
て
い
る
と
す
る
。
独
立
・
代
替
の
モ
デ
ル
の

前
提
に
あ
る
の
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
や
初
期
の
概
念
芸
術
の
理
論
的
支
柱

で
あ
っ
た
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
芸
術
観
で
あ
る
。
芸
術
は
宗

教
や
道
徳
と
い
っ
た
目
的
の
た
め
に
奉
仕
し
た
り
、
精
神
性
や
超
自
然
性

に
依
存
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
限
定
に
よ
る
自
己
純
化
を
目

指
す
も
の
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
芸
術
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
に

答
え
る
こ
と
自
体
が
、
芸
術
の
目
的
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年

代
以
降
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
へ
の
批
判
の
結
果
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」

の
概
念
に
よ
ら
な
い
芸
術
運
動
も
台
頭
し
た
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
を
前
提

と
し
た
独
立
・
代
替
モ
デ
ル
が
現
代
美
術
に
適
応
可
能
か
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
芸
術
祭
の
開
催
、
私
塾
「
新
芸
術
校
」
の
運
営
な
ど
の
活

動
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
代
の
日
本
現
代
美
術
に
お
い
て
一
定
の
影
響
力

を
有
し
て
い
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
と
そ
の
理
論
的
中

心
で
あ
っ
た
美
術
評
論
家
黒
瀬
陽
平
（
一
九
八
三
―
）
の
活
動
を
対
象

に
、
宗
教
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
言
説
が
み
ら
れ
る
か
分
析
し
た
。

　

カ
オ
ス*

ラ
ウ
ン
ジ
は
初
期
に
は
「
ア
ー
ト
の
神
秘
性
」
を
否
定
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ア
ニ
メ
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
画
像
を
サ
ン
プ

リ
ン
グ
す
る
手
法
で
論
争
的
な
作
品
を
発
表
し
て
い
た
が
、
東
日
本
大
震

災
以
降
は
仏
教
を
中
心
と
し
た
伝
統
宗
教
に
接
近
す
る
よ
う
に
な
る
。
二

は
、
こ
の
人
外
の
歌
に
よ
っ
て
隠
神
刑
部
を
呼
び
出
し
て
託
宣
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

相
原
熊
太
郎
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
の
久
谷
は
犬
神
憑
き
狸
憑
き
が
頻
繁

に
起
こ
る
地
域
で
、
山
口
霊
神
の
御
宮
と
か
神
体
と
は
別
に
、
近
所
に
犬

神
（
刑
部
）
を
封
じ
た
場
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
相
原
は
飛

騨
出
身
の
小
源
太
を
、
こ
の
地
方
の
憑
き
も
の
筋
で
あ
る
ゴ
ン
ボ
ダ
ネ
と

結
び
付
け
て
い
る
（「
狐
狸
犬
神
ミ
サ
キ
さ
ま
」『
伊
予
史
談
』
一
二
八
―

一
二
九
号
、
一
九
五
一
年
）。
こ
う
し
た
記
述
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後

の
課
題
と
し
て
、
講
談
『
八
百
八
狸
』
の
背
景
に
あ
る
伊
予
の
憑
依
文
化

や
隠
神
刑
部
と
い
う
狸
が
守
護
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
調
査
を
進

め
、
同
様
に
犬
神
憑
き
狸
憑
き
が
見
ら
れ
る
阿
波
の
憑
依
文
化
と
の
比
較

を
目
指
し
て
い
く
。

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
現
代
美
術
に
お
け
る
宗
教
言
説稲

村
め
ぐ
み

　

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
日
本
現
代
美
術
に
お
い
て
は
、
①
「
宗
教
」
や

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
主
題
と
し
た
展
覧
会
が
、
現
代
美
術
を
専

門
と
す
る
美
術
館
や
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
、

②
『
美
術
手
帖
』
等
の
美
術
雑
誌
で
宗
教
特
集
が
複
数
回
組
ま
れ
た
こ

と
、
③
寺
社
と
現
代
美
術
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
画
が
数
多
く
行
わ
れ

た
こ
と
、
④
仏
教
的
背
景
を
強
調
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
活
動
が
活
発
化

し
た
こ
と
な
ど
、
諸
方
面
で
宗
教
に
対
す
る
関
心
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

現
代
美
術
と
宗
教
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
る
先
行
研
究
は
乏
し
い
。
そ

の
背
景
に
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
支
配
的
な
芸
術
と
宗
教
の
関
係
性
を

説
明
す
る
独
立
と
代
替
の
ふ
た
つ
の
モ
デ
ル
が
、
現
代
美
術
に
対
し
て
は
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現
代
に
お
け
る
怪
異
と
情
報

古
山
　
美
佳

　

怪
異
譚
に
類
す
る
ネ
ッ
ト
ロ
ア
研
究
は
、
二
〇
一
〇
年
前
後
か
ら
行
わ

れ
、
主
に
そ
の
物
語
の
内
容
・
伝
播
方
法
・
ネ
ッ
ト
と
の
か
か
わ
り
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
当
該
発
表
で
は
、
怪
異
譚
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ロ

ア
に
お
け
る
宗
教
的
知
識
・
情
報
の
位
置
付
け
・
意
味
合
い
を
考
察
す
る

事
を
目
的
と
し
た
。

　

分
析
対
象
は
、
先
行
研
究
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
「
く
ね
く
ね
」（
二

〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
一
年
２

ち
ゃ
ん
ね
る
）・「
き
さ
ら
ぎ
駅
」（
二
〇
〇

四
年
）・「
八
尺
様
」（
二
〇
〇
八
年
）
及
び
、
映
画
化
が
予
定
さ
れ
て
い

る
「
コ
ト
リ
バ
コ
」
を
設
定
す
る
。
い
ず
れ
も
、
朝
里
樹
『
二
一
世
紀
日

本
怪
異
ガ
イ
ド
一
〇
〇
』
所
収
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
展
開
の
あ

る
も
の
で
あ
る
。

　

端
的
に
述
べ
れ
ば
、
く
ね
く
ね
に
関
し
て
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
考
察
つ
ま

り
土
着
信
仰
や
妖
怪
説
は
あ
る
も
の
の
宗
教
的
な
知
識
・
情
報
は
あ
ま
り

な
い
。

　

反
面
、
き
さ
ら
ぎ
駅
は
、
初
出
情
報
に
偽
情
報
も
含
む
体
験
談
や
閲
覧

者
の
助
言
等
か
ら
、『
古
事
記
』
に
由
来
す
る
情
報
が
随
時
追
加
さ
れ
て

い
っ
た
。
例
え
ば
、
ト
ン
ネ
ル
を
目
指
す
描
写
=
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の

黄
泉
逃
走
譚
、
前
の
駅
『
や
み
』=
黄
泉
、
後
の
駅
『
か
た
す
』=
根
之
堅

州
國
、「
も
の
を
食
べ
た
ら
帰
れ
な
く
な
る
」=「
冥
界
下
り
」
系
等
の
情

報
が
集
約
さ
れ
た
様
が
確
認
出
来
る
。

　

ま
た
、
八
尺
様
で
は
、
怪
異
を
村
へ
留
め
る
村
境
の
地
蔵
や
被
害
者
を

匿
う
際
に
札
や
部
屋
の
四
隅
の
盛
塩
、
小
さ
な
仏
像
等
、
仏
教
寄
り
の
情

報
が
怪
異
の
封
じ
込
め
・
対
抗
策
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
対
し
、
呪
い

〇
一
七
年
に
福
島
県
い
わ
き
市
泉
地
域
で
開
催
し
た
芸
術
祭
「
百
五
〇
年

の
孤
独
」
で
は
、「
廃
仏
毀
釈
」
を
主
題
化
し
、
泉
地
域
に
現
在
も
仏
教

寺
院
が
二
軒
し
か
な
い
状
況
を
「
復
興
の
失
敗
」
と
捉
え
、
新
し
い
寺
院

を
開
山
し
た
。
さ
ら
に
黒
瀬
は
「
百
五
〇
年
の
孤
独
」
で
リ
サ
ー
チ
ャ
ー

を
務
め
た
仏
教
学
者
の
亀
山
隆
彦
と
共
に
ニ
コ
ニ
コ
動
画
上
で
「
連
続
講

義　

現
代
美
術
と
宗
教
思
想
」
と
し
て
六
本
の
動
画
を
発
表
し
た
。
こ
の

シ
リ
ー
ズ
で
は
毎
回
仏
教
学
者
や
宗
教
学
者
を
ゲ
ス
ト
に
招
き
、
明
恵
の

『
夢
記
』
や
唯
識
思
想
な
ど
に
関
し
て
専
門
的
な
解
説
が
行
わ
れ
、
こ
れ

を
受
け
て
黒
瀬
が
美
術
評
論
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
議
論
す
る
と
い
う
構

成
に
な
っ
て
い
る
。
動
画
の
紹
介
文
で
は
、
前
述
の
独
立
モ
デ
ル
へ
の
疑

問
、
宗
教
思
想
を
学
ぶ
こ
と
で
現
代
美
術
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
実
践
的

意
識
が
み
ら
れ
、
ま
た
「
特
定
の
宗
派
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
以
前
の
「
宗
教

的
な
も
の
」」
が
存
在
し
、
美
術
と
関
係
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
動
画
内
で
は
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
宗
教
性
に
関
す
る
語
り

は
な
く
、
仏
教
が
中
心
で
あ
る
。
仏
教
伝
統
と
美
術
が
類
比
さ
れ
、
現
代

社
会
に
お
い
て
仏
教
を
ど
う
復
興
す
る
か
、
そ
の
た
め
に
美
術
が
ど
う
貢

献
で
き
る
の
か
議
論
さ
れ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
宗
教
性
が
主
張
さ
れ
、
芸

術
の
機
能
性
・
道
具
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
他
宗
教
に
対
す
る
関
心
は

薄
く
、
神
道
の
保
守
的
な
政
治
性
や
葬
儀
・
慰
霊
に
関
す
る
リ
ソ
ー
ス
の

薄
さ
が
や
や
批
判
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
独
立
・
代
替

モ
デ
ル
で
は
説
明
で
き
な
い
、「
宗
教
と
芸
術
の
協
働
」
や
「
芸
術
に
よ

る
宗
教
の
復
興
」
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
性
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
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は
、
即
ち
怪
異
へ
直
接
対
処
す
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
ホ
ラ

ー
映
画
と
真
逆
の
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
双
方
共
に
、
宗
教
に

よ
る
解
決
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
ネ
ッ
ト
の
閲
覧
者
が
示
し
て
い
る
事

が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
２

ち
ゃ
ん
ね
る
オ
カ
ル
ト
板
ス
レ
ッ
ド
「
死

ぬ
程
洒
落
に
な
ら
な
い
怖
い
話
を
集
め
て
み
な
い
？
」（
洒
落
怖
）
掲
載

等
を
対
象
と
し
て
、
他
の
ネ
ッ
ト
ロ
ア
に
お
け
る
宗
教
的
な
知
識
・
情
報

が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
や
ど
の
程
度
の
分
量
で
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
定

量
分
析
を
進
め
る
と
共
に
、
ネ
ッ
ト
ロ
ア
に
お
け
る
宗
教
的
知
識
・
情
報

の
採
用
理
由
と
当
該
時
代
の
日
本
に
お
け
る
社
会
の
情
勢
と
宗
教
の
実
態

を
比
較
検
討
し
て
行
き
た
い
。

木
曽
御
嶽
講
研
究
の
再
検
討 

│
│ 

研
究
の
進
展
と
取
り
組
む
べ
き
課
題 

│
│

小
林
奈
央
子

　

発
表
者
は
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
、
木
曽
御
嶽
を
霊
山
と
崇
め
る
登
拝

講
組
織
（
御
嶽
講
）
の
調
査
・
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
そ
の
間
に
は

学
術
大
会
を
通
じ
た
研
究
の
飛
躍
的
な
進
歩
や
発
展
の
過
程
も
あ
っ
た
。

い
ま
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
流
れ
を
整
理
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
成

果
お
よ
び
今
後
必
要
な
調
査
・
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
背
景
と
し
て
、

一
つ
は
、
木
曽
御
嶽
講
研
究
の
蓄
積
が
増
え
、
そ
れ
ら
の
豊
富
な
研
究
成

果
を
有
機
的
に
生
か
し
つ
つ
、
研
究
を
前
進
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

こ
と
。
二
つ
に
は
、
御
嶽
講
自
体
の
高
齢
化
や
世
代
交
代
が
進
み
、
た
だ

漫
然
と
調
査
・
研
究
し
て
い
て
は
、
重
要
な
事
項
や
機
会
を
逃
し
て
し
ま

の
箱
で
あ
る
コ
ト
リ
バ
コ
で
は
、
怪
異
（
呪
い
）
を
薄
め
る
た
め
の
札
の

提
供
者
・
コ
ト
リ
バ
コ
管
理
簿
・
怪
異
の
最
終
処
分
を
神
社
で
行
う
よ
う

設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

即
ち
、
ネ
ッ
ト
ロ
ア
に
お
け
る
宗
教
的
な
知
識
・
情
報
は
、
怪
異
譚
に

お
い
て
全
く
登
場
せ
ず
関
与
も
し
な
い
事
例
と
、
怪
異
へ
の
対
抗
策
・
解

決
策
と
し
て
神
社
・
仏
閣
関
係
の
施
設
・
道
具
・
宗
教
職
能
者
の
存
在
が

描
か
れ
る
二
通
り
が
確
認
出
来
る
。
前
掲
朝
里
に
よ
れ
ば
、
自
分
自
身
の

体
験
と
し
て
描
か
れ
る
ネ
ッ
ト
ロ
ア
で
は
、
物
語
に
お
い
て
生
還
が
条
件

と
な
る
た
め
、
怪
異
遭
遇
者
は
自
力
で
逃
げ
る
、
被
害
者
が
別
人
で
あ

る
、
特
殊
能
力
・
知
識
を
持
つ
人
（
宗
教
者
）
に
よ
る
解
決
が
必
要
と
さ

れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
都
市
伝
説

の
傾
向
と
の
乖
離
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

昨
年
発
表
し
た
ホ
ラ
ー
映
画
系
に
お
い
て
宗
教
的
な
知
識
・
情
報
は
、

漠
然
と
し
た
超
自
然
的
存
在
や
未
知
の
何
か
を
指
す
以
外
は
、
比
喩
表
現

や
胡
散
臭
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
施
設
や
道
具
に

お
い
て
も
、
仏
壇
や
鳥
居
は
、
日
本
家
屋
や
風
景
描
写
の
一
助
と
し
て
登

場
す
る
に
と
ど
ま
り
、
怪
異
と
は
無
関
係
或
い
は
解
決
に
関
与
し
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
供
養
と
成
仏
が
リ
ン
ク
し
な
い
点
が
示
さ

れ
て
い
る
。

　

一
方
、
ネ
ッ
ト
ロ
ア
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
条
件
も
あ
り
、
口
承
や

都
市
伝
説
、
ネ
ッ
ト
ミ
ー
ム
で
追
加
さ
れ
る
宗
教
的
な
情
報
を
最
初
か
ら

所
有
し
て
い
る
怪
異
譚
が
見
受
け
ら
れ
る
。（
き
さ
ら
ぎ
駅
等
、
実
況
系

の
ネ
ッ
ト
ロ
ア
で
は
、
閲
覧
者
に
よ
る
助
言
等
に
宗
教
的
な
知
識
・
情
報

が
も
た
ら
さ
れ
る
事
例
も
存
在
す
る
）

　

同
時
に
、
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
施
設
・
道
具
・
職
能
者
等
の
登
場
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そ
の
後
、
菅
原
壽
清
が
中
心
と
な
り
、
二
〇
〇
五
年
の
第
一
九
回
国
際

宗
教
学
宗
教
史
会
議
世
界
大
会
（
東
京
）
で
の
パ
ネ
ル
発
表
「
オ
カ
ル

ト
・
ジ
ャ
パ
ン
―
木
曽
御
嶽
信
仰
の
現
在
」、
二
〇
〇
七
年
の
「
第
二
八

回
日
本
山
岳
修
験
学
会
木
曽
御
嶽
学
術
大
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
二

つ
の
大
き
な
学
術
大
会
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
関
東
、
中
部
な
ど
に
点
在

し
個
別
に
木
曽
御
嶽
講
を
調
査
し
て
い
た
研
究
者
が
一
堂
に
会
す
こ
と
と

な
り
、
相
互
の
研
究
交
流
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
交
流
に
よ
っ

て
、
伝
承
上
で
は
「
覚
明
系
」
と
さ
れ
て
き
た
中
部
の
御
嶽
講
が
、
行
法

的
に
は
関
東
の
普
寛
の
系
統
を
ひ
く
「
普
寛
系
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
史
料

上
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
研
究
上
で
数
々
の
進
展
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
中
山
は
同
じ
こ
ろ
、
普
寛
が
本
山
派
修
験
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
木

曽
御
嶽
講
を
「
修
験
」
研
究
の
枠
組
み
で
も
議
論
で
き
る
も
の
へ
と
昇
華

さ
せ
、
明
治
期
以
降
の
「
神
道
化
」
に
つ
い
て
の
研
究
が
不
十
分
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
木
曽
御
嶽
講
研
究
は
個
別

の
地
域
研
究
や
事
例
研
究
か
ら
脱
却
し
、
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
と
接
合

す
る
研
究
へ
と
進
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
現
在
、
近
代
に
立
講
し
た
木
曽
御
嶽
講
の
多
く
は
、
一
〇
〇

周
年
あ
る
い
は
一
五
〇
周
年
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
を
機
に
教
団

史
が
編
纂
さ
れ
る
な
ど
、
教
団
関
連
の
資
料
整
理
に
研
究
者
が
関
与
す
る

機
会
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
、
閉
講
せ
ざ
る
を
得
な
い
講
の
、
神

殿
や
霊
場
の
廃
絶
に
伴
う
資
料
の
整
理
、
ア
ー
カ
イ
ブ
化
と
い
っ
た
役
割

も
研
究
者
は
期
待
さ
れ
て
い
る
。

う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

同
時
に
、
研
究
者
が
調
査
を
通
じ
て
宗
教
実
践
者
と
交
流
す
る
な
か
で
可

能
に
な
る
研
究
の
社
会
へ
の
還
元
、
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
も

自
覚
的
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

　

木
曽
御
嶽
講
の
研
究
史
を
戦
前
か
ら
現
代
ま
で
概
観
し
て
み
る
と
、
研

究
動
向
の
特
徴
や
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
戦
前
は
、
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
・
ロ
ー

エ
ル
の
よ
う
な
、
来
日
し
た
外
国
人
に
よ
る
木
曽
御
嶽
の
記
述
の
ほ
か
、

江
戸
後
期
に
木
曽
御
嶽
を
大
衆
開
放
し
た
覚
明
と
普
寛
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出

身
地
で
あ
る
中
部
と
関
東
の
郷
土
史
家
の
手
に
な
る
行
者
伝
も
見
ら
れ

た
。
ま
た
、
神
道
十
三
派
に
御
嶽
教
が
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
教
派
神

道
研
究
の
中
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
戦
後
は
郷
土
史
家
以
外
に

池
上
広
正
や
桜
井
徳
太
郎
な
ど
に
よ
る
民
俗
学
的
な
研
究
が
あ
ら
わ
れ

た
。
一
九
六
一
年
に
は
、
木
曽
の
郷
土
史
家
で
あ
る
生
駒
勘
七
に
よ
る

『
御
嶽
の
歴
史
』
が
木
曽
御
嶽
本
教
の
立
教
二
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て

刊
行
さ
れ
、
同
書
は
現
在
に
至
る
ま
で
木
曽
御
嶽
講
研
究
に
欠
か
せ
な
い

必
読
の
書
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
木
曽
御
嶽
講
で

の
神
降
ろ
し
巫
儀
で
あ
る
「
御
座
」
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
に
よ
っ
て
分

析
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
山
岳
宗
教
史
研

究
叢
書
」
の
シ
リ
ー
ズ
に
木
曽
御
嶽
講
が
登
場
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
に

な
る
と
、
菅
原
壽
清
に
よ
る
宗
教
人
類
学
的
視
座
か
ら
の
御
座
に
関
す
る

研
究
が
立
て
続
け
に
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
の

ち
に
菅
原
と
木
曽
御
嶽
研
究
を
躍
進
さ
せ
る
時
枝
務
、
中
山
郁
の
研
究
が

出
て
き
た
。
特
に
中
山
は
、
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か

け
、
普
寛
に
か
か
わ
る
新
出
史
料
を
次
々
発
掘
し
、
そ
れ
ま
で
手
薄
で
あ

っ
た
木
曽
御
嶽
講
に
関
す
る
史
料
研
究
の
重
要
性
を
見
出
し
た
。



　　290

『宗教研究』95巻別冊（2022年） 個人発表

記
』
に
は
大
石
寺
や
要
法
寺
の
寺
名
は
無
く
、
本
満
寺
十
八
代
日
将
師
の

名
が
見
え
る
。
こ
れ
は
既
に
指
摘
さ
れ
る
十
代
道
嗣
（
一
三
三
二
―
一
三

八
七
）
の
実
子
が
本
圀
寺
の
日
秀
師
と
な
り
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）

に
近
衛
邸
を
本
満
寺
に
開
創
し
た
こ
と
や
十
四
代
政
家
（
一
四
四
四
―
一

五
〇
五
）
の
本
圀
寺
帰
依
等
に
関
連
す
る
記
述
で
あ
り
、
①
②
は
、
か
か

る
六
条
門
流
と
は
異
な
る
富
士
門
流
と
近
衛
家
当
主
と
の
接
点
を
裏
付
け

る
史
料
的
価
値
を
有
す
る
。
①
②
は
史
料
目
録
に
別
々
の
整
理
番
号
が
記

さ
れ
て
い
た
が
、
管
見
の
限
り
一
対
の
文
書
群
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
理
由
は
①
の
内
題
脇
書
に
「
通
村
卿
合
点
信
尋
」
と
あ
り
、
元

和
九
年
三
月
二
十
七
日
に
日
就
上
人
か
ら
百
首
續
歌
の
招
請
（
所
望
）
を

受
け
た
信
尋
が
三
首
（
立
春
・
逢
愛
・
粛
寺
）
の
詠
歌
（
草
案
）
を
認
め

後
述
す
る
公
卿
で
歌
人
の
中
院
通
村
に
添
削
（
合
点
）
を
依
頼
し
た
経
緯

が
わ
か
る
。
②
は
①
を
元
に
信
尋
が
三
首
を
詠
み
、
信
尋
の
実
父
後
陽
成

天
皇
の
弟
良
恕
親
王
も
三
首
を
詠
じ
た
ほ
か
、
信
尋
実
弟
の
良
純
、
尊
覚
、

道
晃
の
法
親
王
や
滋
野
井
季
𠮷
と
通
村
も
二
首
を
詠
む
な
ど
、
百
首
續
歌

は
信
尋
親
縁
の
皇
族
や
公
家
衆
に
よ
り
詠
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
陽
明

文
庫
の
閲
覧
許
可
を
得
て
日
就
上
人
の
詠
歌
「
惜
花
」
と
富
士
山
と
大
石

寺
を
念
頭
に
信
尋
が
詠
じ
た
「
立
春
」「
粛
寺
」
を
詠
順
に
紹
介
し
た
い
。

1
「
立
春　

立
か
へ
る
春
ハ
霞
に
色
そ
へ
て　

ふ
し
（
富
士
）
の
烟
（
け

む
り
）
や
ふ
か
く
み
ゆ
ら
ん　

信
尋
」

16
「
惜
花　

雨
を
お
も
ひ
風
を
か
こ
つ
も
あ
た
に
ち
り
て　

お
し
む
か
ひ

な
き
花
そ
わ
か
な
き　

日
就
」

98
「
粛
寺　

志
ら
雲
の
た
な
ひ
く
嶺
に
寺
ハ
猶　

あ
り
と
や
ひ
ゝ
く
入
逢

（
い
り
あ
い
）
の
か
ね　

信
尋
」

　

第
二
点
目
は
前
掲
①
「
信
尋
公
御
詠
草
」
一
紙
の
内
題
に
あ
っ
た
信
尋

近
世
大
石
寺
門
流
と
近
衛
家 

│
│ 

新
出
史
料
の
紹
介
を
中
心
に 

│
│

長
倉
　
信
祐

　

本
報
告
は
、
拙
稿
「
天
英
院
照
姫
と
法
華
信
仰
―
『
常
泉
寺
文
書
』
を

中
心
に
―
」（『
宗
教
研
究
』
別
冊
八
十
三
巻
四
号
・
二
〇
一
〇
）
の
継
続

研
究
で
あ
り
、
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
正
室
天
英
院
（
一
六
六
二
―
一
七
四

一
=
近
衛
煕
子
）
を
遡
る
江
戸
初
期
の
大
石
寺
門
流
と
近
衛
家
と
の
交
渉

に
検
討
を
試
み
た
い
。

　

前
稿
は
天
英
院
の
大
石
寺
門
流
帰
依
の
背
景
に
下
関
当
時
、
十
六
世
日

就
上
人
（
一
五
六
七
―
一
六
三
二
）
が
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
開
創

し
た
江
戸
常
在
寺
後
住
の
十
七
世
日
精
上
人
（
一
六
〇
〇
―
一
六
八
三
・

養
母
は
家
康
養
女
の
徳
島
初
代
藩
主
蜂
須
賀
至
鎮
正
室
敬
台
院
万
姫
）
の

教
導
が
影
響
し
た
蓋
然
性
を
論
じ
た
。

　

今
回
は
、
大
石
寺
法
主
と
近
衛
家
当
主
と
の
個
人
的
交
流
の
証
左
と
な

る
新
出
史
料
数
点
を
紹
介
す
る
。
第
一
点
目
は
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）

四
月
二
十
三
日
に
京
都
要
法
寺
か
ら
富
士
大
石
寺
へ
の
晋
山
翌
年
の
日
就

上
人
と
十
八
代
当
主
の
近
衛
信
尋
（
一
五
九
九
―
一
六
四
九
）
と
の
親
交

を
雄
弁
に
物
語
る
史
料
群
①
「
信
尋
公
御
詠
草
」
一
紙
（
内
題
「
元
和
九

三
月
廿
七
依
大
石
寺
所
望
百
首
續
歌
各
被
詠
之
」）
②
「
大
石
寺
日
就
上

人
興
行
之
百
首
信
尋
公
等
」
一
冊
（
外
題
「
大
石
寺
日
就
上
人
興
行
之
百

首
」）（
①
②
陽
明
文
庫
・
国
文
研
寄
託
史
料
）
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に

信
尋
は
後
陽
成
天
皇
の
第
四
皇
子
（
=
後
水
尾
天
皇
実
弟
）
に
出
生
後
、

寛
永
三
筆
の
一
人
・
近
衛
信
尹
の
養
子
と
な
り
、
三
藐
院
流
書
道
と
和
歌

の
古
今
伝
授
を
継
承
し
た
近
世
宮
廷
文
化
を
担
っ
た
人
物
で
あ
る
。
本
資

料
群
は
現
存
す
る
信
尋
自
筆
の
③
『
日
記
』（『
本
源
自
性
院
記
』）
に
欠

落
し
た
元
和
九
年
三
月
二
十
七
日
の
記
録
を
補
う
点
で
重
要
だ
が
③
『
日
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真
浦
の
地
は
、
日
蓮
の
佐
渡
赦
免
に
関
わ
る
場
所
で
、
地
域
に
は
日
蓮
堂

と
い
う
堂
宇
や
日
蓮
窟
、
波
題
目
の
碑
と
い
っ
た
霊
場
が
存
在
し
、
佐
渡

島
か
ら
最
後
に
越
後
国
に
向
か
っ
て
に
出
船
し
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
地
域
に
あ
る
日
蓮
堂
内
に
は
、
法
華
信
徒
の
信
仰
の
落
書
き

（
墨
書
）
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

落
書
き
の
年
代
が
明
ら
か
と
な
る
も
の
の
初
見
は
、
日
蓮
堂
が
再
建
さ

れ
た
四
年
後
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
年

月
日
が
記
さ
れ
な
い
落
書
き
が
多
い
こ
と
や
堂
宇
の
再
建
年
代
の
こ
と
か

ら
考
え
る
と
落
書
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
に
つ
い
て
は
こ
の
分
析
結
果

の
み
で
は
判
明
で
き
な
い
。
そ
の
状
況
下
で
、
文
字
が
判
明
す
る
落
書
き

全
七
十
九
点
に
限
っ
て
分
析
す
る
と
、
江
戸
期
十
点
、
明
治
期
三
十
三

点
、
年
代
不
明
が
三
十
一
点
と
な
る
。
年
代
不
明
な
も
の
を
除
け
ば
明
治

期
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
落
書
き
は
明
治
期
が
多

く
、
次
い
で
幕
末
維
新
期
の
も
の
で
あ
り
、
霊
場
の
登
詣
者
が
幕
末
期
か

ら
明
治
期
に
な
っ
て
増
加
し
て
い
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。
本
考
察
で
明
ら

か
に
な
っ
た
真
浦
霊
場
の
信
仰
の
落
書
き
の
記
載
内
容
に
み
ら
れ
る
特
徴

を
箇
条
書
き
に
し
て
纏
め
て
み
た
い
。

①
落
書
き
を
遺
し
た
人
の
居
住
地
は
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
全
国
各
地

で
あ
り
、
そ
の
階
層
は
庶
民
層
が
多
か
っ
た
。

②
落
書
き
の
中
に
は
信
仰
の
落
書
き
の
証
し
と
な
る
曼
荼
羅
本
尊
、
首
題

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を
揮
毫
し
た
落
書
き
が
み
ら
れ
た
。

③
霊
場
巡
拝
者
の
信
仰
行
動
が
わ
か
る
「
同
行
」「
参
詣
」「
参
拝
」
の
記

載
が
み
ら
れ
た
。

④
「
同
行
」
の
落
書
き
の
「
同
行
」
の
意
味
は
、
一
般
的
な
巡
拝
の
「
同

行
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
日
蓮
と
と
も
に
巡
拝
す
る
意
味
を
含
ん
で
お

の
詠
歌
三
首
を
添
削
し
た
歌
人
で
後
水
尾
天
皇
の
側
近
公
卿
と
し
て
武
家

伝
奏
を
務
め
た
中
院
通
村
（
一
五
八
八
―
一
六
五
三
）
の
④
『
日
記
』

（「
通
村
公
記
」
宮
内
庁
書
陵
部
）
で
あ
る
。「
通
村
公
記
」（
元
和
二
年
四

月
二
十
四
日
）
に
は
、
大
石
寺
晋
山
を
控
え
た
日
就
上
人
（
信
行
院
）
の

名
が
記
さ
れ
、
他
日
に
要
法
寺
の
塔
頭
か
ら
複
数
の
僧
侶
が
通
村
の
許
を

訪
れ
た
様
子
や
、
至
近
の
本
禅
寺
（
六
条
門
流
分
立
日
陣
門
流
）
か
ら
の

来
訪
も
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
前
掲
史
料
①
②
③
④
に
点
在
す
る
内
容

は
、
⑤
「
京
都
要
法
寺
円
智
日
性
寂
ス
」（『
要
法
寺
文
書
』
慶
長
十
九
年

二
月
二
十
六
日
『
大
日
本
史
料
』
東
大
史
料
編
纂
所
）
に
「
後
陽
成
天
皇

の
勅
命
で
日
性
師
が
外
典
講
義
に
参
内
し
、
さ
ら
に
要
法
寺
に
近
衛
信

尹
・
信
尋
父
子
や
中
院
通
村
、
日
野
中
納
言
等
が
参
詣
し
日
性
師
か
ら
内

外
典
の
講
釈
を
受
け
た
」（
取
意
）
と
あ
る
記
録
に
接
続
す
る
。
か
く
し

て
日
就
上
人
は
慶
長
年
間
か
ら
京
都
要
法
寺
を
介
し
て
信
尋
と
邂
逅
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。

佐
渡
に
お
け
る
法
華
信
徒
の
落
書
き

望
月
　
真
澄

　

佐
渡
国
は
、
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
鎌
倉
で
伝
道
を
行
っ
て
い
た

日
蓮
が
同
年
九
月
十
二
日
龍
口
刑
場
で
斬
首
を
免
れ
、
流
罪
と
な
っ
た
地

で
あ
る
。
日
蓮
の
思
想
の
上
で
佐
渡
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
は
、
佐

渡
に
お
け
る
約
二
年
五
ヶ
月
余
の
生
活
の
中
で
、「
開
目
抄
」「
観
心
本
尊

抄
」
と
い
う
大
著
や
「
曼
荼
羅
本
尊
」
の
揮
毫
を
始
め
て
行
っ
た
地
で
あ

る
。
つ
ま
り
佐
渡
は
日
蓮
の
教
義
や
信
仰
の
上
で
重
要
な
地
と
さ
れ
て
い

る
た
め
、
島
内
に
は
日
蓮
ゆ
か
り
の
霊
場
が
点
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
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と
も
に
、
日
蓮
宗
の
巡
拝
信
仰
に
お
け
る
佐
渡
霊
場
の
信
仰
的
な
位
置
づ

け
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

深
見
要
言
と
『
立
正
安
国
論
説
義
』

木
村
　
中
一

　

日
蓮
滅
後
、
日
蓮
の
教
学
や
そ
の
思
想
は
「
日
蓮
遺
文
」
に
よ
っ
て
継

承
さ
れ
る
。
故
に
弟
子
ら
は
日
蓮
教
学
の
研
鑽
ま
た
、
教
学
継
承
の
た
め

に
中
世
に
お
い
て
は
遺
文
を
書
写
し
、
近
世
に
お
い
て
は
出
版
技
術
の
興

隆
に
よ
り
刊
本
化
し
て
、
世
に
流
布
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
近
世

に
お
い
て
は
日
蓮
教
団
の
僧
侶
に
よ
る
編
纂
の
み
な
ら
ず
、
在
家
日
蓮
信

奉
者
に
よ
る
日
蓮
遺
文
の
編
纂
が
行
わ
れ
る
と
い
う
新
た
な
潮
流
が
発
生

し
、
論
者
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
在
家
日
蓮
信
奉
者
の
遺

文
研
鑽
と
編
纂
」
と
い
う
視
点
よ
り
研
究
を
進
め
て
き
た
。
本
発
表
は
深

見
要
言
（
以
下
、
要
言
と
略
す
）
の
人
物
像
、
要
言
が
出
版
し
た
遺
文

（『
立
正
安
国
論
』）
注
釈
書
『
立
正
安
国
論
説
義
』
に
関
す
る
継
続
研
究

で
あ
る
。

　

ま
ず
要
言
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
要
言
は
奥
州
（
現
在
の
福
島
県
）
菊

田
郡
名
古
曾
の
関
、
九
面
の
生
ま
れ
で
、
生
家
は
代
々
真
言
宗
を
奉
じ
て

い
た
と
い
う
。
し
か
し
幼
少
期
よ
り
悩
ま
さ
れ
て
き
た
眼
病
と
そ
の
平

癒
、
ま
た
赤
浜
（
現
在
の
茨
城
県
高
萩
市
）
築
地
妙
光
寺
第
二
十
六
世
止

禅
院
日
遥
と
の
出
会
い
を
契
機
と
し
て
法
華
信
仰
に
接
し
、
そ
れ
以
降
、

篤
い
在
家
日
蓮
信
奉
者
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
言
で

あ
る
が
生
没
年
月
日
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
り
、
少
し
く
こ
の
点
に
つ
い

て
考
察
す
る
と
、
要
言
著
『
草
津
温
泉
妙
法
加
持
悪
瘡
救
療
略
縁
起
』
内

表
紙
の
記
述
「
文
政
十
一
年
四
月
八
日
江
戸
出
立
」
と
「
深
見
要
言
／
行

ら
ず
、
あ
く
ま
で
直
接
霊
場
に
参
詣
し
た
人
数
で
あ
る
。

⑤
日
蓮
宗
檀
徒
で
な
い
地
域
住
民
が
日
蓮
堂
を
護
持
し
、
日
蓮
に
ま
つ
わ

る
儀
礼
の
折
に
は
、
一
日
法
華
と
し
て
儀
礼
の
日
だ
け
法
華
に
帰
依
し

て
法
要
に
出
仕
し
た
。

⑥
落
書
き
に
は
「
唱
題
修
行
」
や
「
御
籠
」
と
い
っ
た
法
華
の
篤
信
者
と

し
て
の
信
仰
行
動
が
み
ら
れ
た
。

⑦
後
に
日
蓮
堂
を
参
詣
し
た
人
が
わ
か
り
や
す
い
堂
内
の
位
置
に
墨
書
し

た
落
書
き
が
多
く
み
ら
れ
た
。

⑧
巡
拝
者
が
関
係
す
る
人
々
の
法
号
を
霊
場
に
落
書
き
し
て
遺
し
、
そ
の

霊
場
で
供
養
を
行
っ
た
。

　

真
浦
日
蓮
堂
は
、
佐
渡
島
内
に
お
け
る
主
要
霊
場
か
ら
山
越
え
の
場
所

に
あ
る
た
め
、
明
確
な
巡
拝
目
的
を
も
っ
た
人
で
な
け
れ
ば
な
か
な
か
行

か
な
い
立
地
条
件
に
あ
る
。
ま
た
、
堂
内
の
落
書
き
の
中
に
は
題
目
が
揮

毫
さ
れ
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
篤
い
法
華
信
仰
を
も
つ
信

徒
が
多
く
巡
拝
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

江
戸
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
時
代
は
庶
民
層
が
頻
繁
に
霊
場
巡
り

で
き
な
い
生
活
環
境
に
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
生
に
一
度
し
か
佐
渡

の
霊
場
参
拝
が
で
き
な
い
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
落

書
き
は
、
日
蓮
の
霊
場
に
自
ら
の
信
仰
の
足
跡
を
遺
す
と
と
も
に
、
自
ら

の
日
蓮
信
仰
の
形
見
と
し
て
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

本
発
表
で
検
討
し
た
真
浦
霊
場
の
他
に
も
、
佐
渡
に
は
塚
原
根
本
寺
の

祖
師
堂
、
阿
仏
坊
妙
宣
寺
の
五
重
塔
を
始
め
と
し
て
他
の
島
内
の
日
蓮
霊

場
に
信
仰
の
落
書
き
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
後
は
こ
れ
ら
の

落
書
き
の
分
析
を
行
い
、
信
仰
の
落
書
き
を
遺
す
目
的
を
探
っ
て
い
く
と
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な
り
（
二
巻
本
「
法
華
宗
門
書
堂　

村
上
平
楽
寺
」、
四
巻
本
「
東
都
書

舗　

尚
古
堂
」）
を
指
摘
で
き
る
。

　

管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
現
存
す
る
『
立
正
安
国
論
説
義
』
は
二
巻
本

の
現
存
率
が
高
く
、
二
巻
本
の
方
が
後
世
の
出
版
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
さ

れ
る
。
と
も
あ
れ
、
在
家
日
蓮
信
奉
者
の
遺
文
注
釈
書
が
版
を
重
ね
た
、

ま
た
出
版
元
（
版
元
）
が
引
き
継
が
れ
た
（
版
株
が
売
買
さ
れ
た
）
と
い

う
こ
と
は
、『
立
正
安
国
論
説
義
』
が
「
大
変
売
れ
た
」
と
い
う
事
を
物

語
る
も
の
で
は
な
い
か
。
本
書
の
存
在
は
、
要
言
が
在
家
信
奉
者
で
あ
り

な
が
ら
日
蓮
や
そ
の
遺
文
に
対
し
て
学
僧
と
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
知
識
、

教
養
を
有
し
て
い
た
証
左
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
伺
え
る
要
言
の
日
蓮
遺
文

関
係
出
版
は
、
当
時
の
在
家
日
蓮
信
奉
者
の
存
在
や
教
養
、
教
学
理
解
を

知
る
上
で
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
観
心
本
尊
抄
』
に
み
ら
れ
る
「
本
尊
」
の
一
考
察

清
水
　
祥
華

　

日
蓮
聖
人
の
本
尊
観
の
特
質
を
解
明
す
る
に
は
、
聖
人
自
身
が
「
当
身　

ノ

大
事
」（
定
遺
七
二
一
）
と
規
定
し
た
『
観
心
本
尊
抄
』
を
主
軸
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
本
抄
は
全
三
十
番
の
問
答
体
で
、
序
分
（
第
一
〜
十

七
番
問
答
）・
正
宗
分
（
第
十
八
〜
二
十
番
問
答
）・
流
通
分
（
第
二
十
一

〜
三
十
番
問
答
）
に
分
け
ら
れ
、「
本
尊
」
の
説
示
は
序
分
に
二
箇
所
、

正
宗
分
に
三
箇
所
、
流
通
分
に
五
箇
所
み
ら
れ
る
。

　

序
分
で
は
、
一
般
的
に
礼
拝
の
対
象
と
さ
れ
る
木
画
の
本
尊
に
つ
い

て
、
本
尊
義
が
成
立
す
る
根
拠
は
草
木
国
土
に
色
心
因
果
を
具
足
す
る

「
一
念
三
千
」
を
明
か
す
天
台
一
家
の
み
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

　

正
宗
分
で
は
、
仏
種
と
し
て
の
一
念
三
千
を
基
盤
と
し
な
け
れ
ば
有
情

年
八
十
一
歳
」
よ
り
、
仮
に
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
近
辺
の
日
付
が

要
言
の
没
年
で
あ
る
と
す
る
と
、
逆
算
し
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
頃
が

生
ま
れ
年
か
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
表
紙
に
あ
る
「
行
年
」
が
必

ず
し
も
没
年
を
示
し
た
と
は
断
定
で
き
ず
、
同
じ
く
表
紙
に
あ
る
「
江
戸

出
立
」、
つ
ま
り
江
戸
を
出
て
、
草
津
温
泉
に
行
っ
た
年
が
該
当
記
述
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
文
政
十
一
年
が
要
言
八
十
一
歳
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き

る
こ
と
よ
り
、
や
は
り
逆
算
し
て
生
ま
れ
年
は
寛
延
元
年
と
な
ろ
う
。
し

か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
脱
し
な
い
た
め
、
今
後
の
新
出
資
料

が
待
た
れ
る
。
次
に
要
言
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
が

日
蓮
関
係
書
籍
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
中
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き

は
、『
御
書
五
大
部
』
に
代
表
さ
れ
る
遺
文
集
の
編
纂
と
『
立
正
安
国
論

説
義
』
に
代
表
さ
れ
る
遺
文
注
釈
書
の
出
版
で
あ
る
。『
御
書
五
大
部
』

は
全
十
四
巻
で
あ
る
と
『
日
蓮
宗
宗
学
章
疏
目
録
』
な
ど
に
は
あ
る
が
、

八
巻
か
ら
な
る
版
が
存
在
す
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
後
述

の
『
立
正
安
国
論
説
義
』
に
も
い
え
る
。『
立
正
安
国
論
説
義
』
は
日
蓮

遺
文
の
第
一
に
数
え
ら
れ
る
『
立
正
安
国
論
』
を
要
言
が
注
釈
和
解
し
た

個
別
遺
文
注
釈
書
で
あ
り
、『
立
正
安
国
論
』（
略
本
系
）
全
文
の
注
釈
を

な
し
て
い
る
。
先
の
『
日
蓮
宗
宗
学
章
疏
目
録
』
を
見
る
と
『
立
正
安
国

論
説
義
』
は
全
四
巻
と
な
っ
て
い
る
が
、
論
者
所
蔵
『
立
正
安
国
論
説

義
』
は
上
下
二
巻
本
で
あ
り
、
ま
た
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
て
閲
覧
可
能
の
名
古
屋
大
学
付
属
図
書
館
蔵
『
立
正
安
国
論
説
義
』
も

ま
た
同
じ
く
二
巻
本
で
あ
る
。
こ
の
二
巻
本
・
四
巻
本
の
差
異
と
し
て
あ

げ
ら
れ
る
の
が
表
紙
見
返
し
部
分
で
あ
る
。
両
本
表
紙
見
返
し
の
特
徴
を

あ
げ
る
と
、
両
者
と
も
に
、
本
書
本
文
冒
頭
の
『
立
正
安
国
論
』
解
説
の

抜
粋
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
内
容
は
異
な
る
。
ま
た
版
元
の
異
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こ
と
を
慎
重
に
何
度
も
説
示
し
、
さ
ら
に
如
来
寿
量
品
の
「
遣
使
還
告
」

と
如
来
神
力
品
の
「
別
付
属
」
の
経
説
を
挙
げ
な
が
ら
、
末
法
時
代
の
自

身
が
地
涌
千
界
の
一
分
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
的
に
表
明
す
る
。
そ
し
て
正

像
時
代
の
四
依
は
「
但　

タ

論　
シ
テ

w

理
具　

ヲq

事
行　

ノ

南
無
妙
法
蓮
華
経　

ノ

五
字
並　

ニ

本
門　

ノ

本

尊
未　

タw

広　
ク

行　
セo

之　
ヲ

」（
定
遺
七
一
九
）
と
て
、
妙
法
五
字
の
教
法
を
七
字（
=

南
無
妙
法
蓮
華
経
）
の
行
法
と
し
て
受
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
指
摘

す
る
。
つ
ま
り
聖
人
は
、
末
代
の
教
法
が
地
涌
千
界
に
付
嘱
さ
れ
る
こ
と

で
受
持
の
「
行
」
が
可
能
と
な
り
、
教
主
釈
尊
と
の
互
具
が
成
立
し
て
末

代
の
謗
法
者
に
も
救
済
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
を
論
証
し
、
そ
の
様
相
を

本
尊
の
相
貌
と
し
て
顕
示
し
て
、
五
字
の
教
法
を
行
ず
る
当
処
に
本
尊
の

相
貌
が
具
現
化
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
第
三
十
番
問
答

で
は
「
此
時
地
涌
千
界
出
現　

シ
テ

本
門　

ノ

釈
尊　

ノ

為　
リ
テ

w

脇
士　

トq

一
閻
浮
提
第
一　

ノ

本
尊

可　
シp

立　
ツw

此
国　

ニq

」（
定
遺
七
二
〇
）
と
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
本
抄
の
正
宗
分
・
流
通
分
に
説
示
さ
れ
る
本
尊
は
、

五
字
の
教
法
の
付
嘱
を
受
け
た
地
涌
千
界
が
七
字
の
行
法
を
実
践
す
る
救

済
の
姿
を
有
相
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
本
尊
を
鏡
と
す
る
実
践
行

が
末
代
凡
夫
に
託
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
流
通
分
末
尾
の
五
十
一

字
段
で
「
不　

ルp

識　
ヲw

一
念
三
千　

ヲq

者　
ニ
ハ　

仏
起　

シw

大
慈
悲　

ヲq　

五
字　

ノ

内　
ニ

裹　
ミw

此
珠　

ヲq

令　
シ
メ
タ
マ
フ

p

懸　
サw

末
代
幼
稚　

ノ

頚　
ニq

」（
定
遺
七
二
〇
）
と
説
か
れ
た
の
は
、
末
代

凡
夫
が
地
涌
千
界
の
一
分
と
し
て
の
自
覚
に
立
っ
て
五
字
を
受
持
す
る

時
、
地
涌
の
上
首
た
る
四
大
菩
薩
は
常
に
受
持
者
に
寄
り
添
う
と
す
る
信

仰
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
成
仏
も
非
情
の
木
画
二
像
を
本
尊
と
す
る
こ
と
も
有
名
無
実
で
あ
る
と

し
て
諸
宗
所
依
の
本
尊
を
批
判
す
る
。
次
い
で
三
十
三
字
段
で
は
題
目
受

持
に
よ
っ
て
釈
尊
の
本
因
本
果
が
末
代
凡
夫
に
譲
与
さ
れ
る
論
理
を
明
示

し
、
四
十
五
字
段
で
は
題
目
を
受
持
す
る
当
処
の
「
今
本
時
」（
定
遺
七

一
二
）
に
本
因
本
果
本
国
土
の
三
妙
が
一
体
と
な
る
一
念
三
千
の
原
理
を

強
調
し
た
上
で
、
本
尊
の
相
貌
が
具
体
的
に
顕
示
さ
れ
る
。
こ
の
本
尊
の

相
貌
に
関
し
て
従
来
の
研
究
で
は
形
態
論
に
焦
点
が
置
か
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
が
、
小
論
で
は
特
に
正
宗
分
か
ら
流
通
分
に
展
開
さ
れ
る
「
付
嘱
」

に
着
目
し
て
本
尊
の
本
質
論
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
観
心
本
尊
抄
』
で
付
嘱
に
言
及
さ
れ
る
場
合
、
五
義
（
教
・
機
・
時
・

国
・
師
）
の
範
疇
の
中
で
説
示
さ
れ
、
な
か
で
も
「
教
」・「
時
」・「
師
」

が
有
機
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
正
宗
分
後
半
で
は

「
本
門　

ノ

肝
心
」「
南
無
妙
法
蓮
華
経　

ノ

五
字
」（
定
遺
七
一
二
）
の
教
法
を
地

涌
千
界
に
限
定
し
て
付
嘱
さ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
本
尊
の
相
貌
を
顕

示
し
た
次
下
に
、
正
像
二
千
年
の
小
乗
で
は
迦
葉
・
阿
難
を
脇
士
と
し
、

権
大
乗
と
法
華
経
迹
門
で
は
文
殊
・
普
賢
と
脇
士
と
し
、
末
法
に
至
っ
て

は
じ
め
て
「
此
仏
像
可　

キ
カ

p

令　
ムw

出
現　

セq

歟
。」（
定
遺
七
一
三
）
と
、
本
門
の

本
尊
が
出
現
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

流
通
分
に
入
る
と
、
正
像
二
千
年
の
四
依
や
人
師
等
は
地
涌
千
界
の
上

首
で
あ
る
四
菩
薩
を
脇
士
と
す
る
「
本
門
寿
量
品
の
本
尊
」
を
い
ま
だ
顕

示
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
論
じ
た
上
で
、
正
法
時
代
に
は
小
乗
の
四
依

と
大
乗
の
四
依
、
像
法
時
代
に
は
迹
門
の
四
依
、
末
法
の
時
代
に
は
本
門

の
四
依
が
必
ず
出
現
す
る
と
し
て
、
聖
人
独
自
の
四
依
の
解
釈
が
展
開
さ

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
聖
人
は
各
時
代
に
適
応
し
た
教
法
と
依
師
が
存
在
す
る
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第
六
第
一
項
「
天
台
宗
」
に
よ
れ
ば
、
三
井
園
城
寺
は
南
院
・
中
院
・
北

院
に
分
け
ら
れ
、
南
院
に
勧
学
院
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

勧
学
院
は
、
三
院
の
総
合
学
校
と
さ
れ
、
三
院
の
九
人
（
南
院
・
中
院
・

北
院
に
三
人
ず
つ
）
の
学
頭
・
題
者
が
三
年
ず
つ
、
番
替
わ
り
で
勧
学
院

の
講
主
を
務
め
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
学
問
内
容
は
、
寺
門
内
の

二
大
学
派
で
あ
る
智
寂
流
（
学
祖
は
智
寂
房
良
明
）、
了
縁
（
龍
淵
）
流

（
学
祖
は
龍
淵
房
澄
義
）
の
法
門
等
を
研
鑽
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
⑵
三
井
園
城
寺
に
お
け
る
宥
尊
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

『
伝
法
灌
頂
血
脈
譜
』
唐
院
本
、『
昭
和
現
存
天
台
書
籍
綜
合
目
録
』、『
身

延
文
庫
典
籍
目
録
』
等
に
よ
れ
ば
、
宥
尊
は
、
尊
実
と
も
称
し
、
永
正
十

七
（
一
五
二
〇
）
年
に
生
ま
れ
、
天
正
十
五
（
一
五
七
八
）
年
三
月
二

日
、
六
十
八
歳
で
遷
化
す
る
。
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
三
井
園
城
寺
で
は

南
院
内
北
林
坊
に
所
属
し
、
の
ち
に
勧
学
院
講
主
と
な
り
、
権
僧
正
に
も

任
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
天
正
三
（
一
五
七
五
）
年
十
月
二
十
五
日
に
は
、
伝

法
灌
頂
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
宥
尊
の
著
述
・
講
義
録
は
管

見
の
限
り
、
倶
舎
論
関
係
十
七
点
が
確
認
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
⑶
日
珖
と
宥
尊
の
交
流
に
つ
い
て
は
、『
見
聞
愚
案
記
』
巻
第

三
第
三
項
「
大
聖
人
悲
増
」・
巻
第
八
第
十
八
項
「
日
蓮
慈
悲
広
大
」
に

よ
れ
ば
、
日
珖
は
天
文
十
七
な
い
し
八
（
一
五
四
八
・
九
）
年
頃
、
十

七
、
八
歳
頃
、
三
井
園
城
寺
に
遊
学
し
、
宥
尊
の
も
と
で
倶
舎
論
、
天
台

四
教
儀
等
の
研
鑽
を
積
ん
で
い
る
。
の
ち
に
日
珖
は
、
京
都
に
お
い
て
日

蓮
教
学
に
基
づ
く
念
仏
無
間
の
法
門
に
つ
い
て
談
義
を
行
な
っ
て
い
た

際
、
宥
尊
か
ら
「
日
珖
は
勧
学
院
で
研
鑽
を
積
ん
だ
が
、
誰
が
念
仏
無
間

の
法
門
を
教
え
た
の
か
」
と
問
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事

か
ら
推
測
す
れ
ば
、
日
珖
の
中
核
に
は
日
蓮
教
学
が
存
し
、
そ
の
う
え
で

近
世
初
頭
日
蓮
宗
教
学
史
の
研
究 

│
│ 

三
光
無
師
会
を
め
ぐ
っ
て 

│
│

有
村
　
憲
浩

　

日
蓮
聖
人
滅
後
の
近
世
初
頭
日
蓮
宗
教
学
史
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
執

行
海
秀
氏
に
よ
れ
ば
、「
学
風
一
変
時
代
」（
教
学
史
的
区
分
）
に
相
当

し
、
室
町
時
代
、
日
蓮
宗
内
に
お
け
る
教
学
研
鑽
の
中
心
が
日
本
中
古
天

台
教
学
に
あ
る
な
か
、
安
土
桃
山
時
代
以
降
、
天
台
三
大
部
等
を
中
心
と

す
る
中
国
初
期
天
台
教
学
へ
と
回
帰
し
た
時
代
と
さ
れ
る
。
こ
の
中
国
初

期
天
台
教
学
研
究
復
興
の
源
流
に
は
、
天
台
三
大
部
講
釈
を
行
っ
た
三
光

無
師
会
（
三
光
勝
会
）
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
（『
日
蓮
宗
教
学
史
』
三

―
八
頁
参
照
）。

　

従
来
、
三
光
無
師
会
の
濫
觴
は
、
高
木
豊
氏
に
よ
っ
て
、
仏
心
院
日 

珖
（
一
五
三
二
―
九
八
）
が
三
井
園
城
寺
内
勧
学
院
へ
の
遊
学
の
際
、
講

主
・
宥
尊
か
ら
天
台
三
大
部
講
釈
の
勧
め
を
受
け
、
永
禄
十
一
（
一
五
六

八
）
年
、
堺
・
頂
源
寺
（
の
ち
に
妙
国
寺
が
拠
点
）
に
お
い
て
常
光
院
日

諦
（
―
一
五
八
五
）、
山
光
院
日
詮
（
―
一
五
七
九
）
と
と
も
に
講
会
を

開
講
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
安
土
宗
論
拾
遺
」〈『
日
本
歴
史
』

第
一
六
八
号
〉）。
高
木
氏
の
指
摘
は
、
三
光
無
師
会
の
天
台
教
学
が
寺
門

の
系
譜
を
汲
む
と
い
う
端
的
な
指
摘
で
あ
り
、
こ
の
示
唆
に
基
づ
け
ば
、

三
井
園
城
寺
内
勧
学
院
や
宥
尊
の
人
物
像
、
日
珖
と
宥
尊
の
交
流
等
に
関

し
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
日
重
著
『
見
聞
愚
案
記
』
や
諸
典
籍
目
録
等
に
基
づ
き
、
⑴

三
井
園
城
寺
内
勧
学
院
の
構
成
、
⑵
三
井
園
城
寺
に
お
け
る
宥
尊
の
位
置

づ
け
、
⑶
日
珖
と
宥
尊
の
交
流
、
の
三
つ
の
面
か
ら
、
三
光
無
師
会
開
講

の
契
機
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　

⑴
三
井
園
城
寺
内
勧
学
院
の
構
成
に
つ
い
て
は
、『
見
聞
愚
案
記
』
巻
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第
一
段
で
は
災
難
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
示
さ
れ
、
第
二
段
で
は

「
正
」
の
対
象
が
「
教
え
（
法
）」
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
段
で
は
「
悪
」

が
「
人
（
僧
侶
）」
で
あ
り
、「
善
」
は
「
事
（
宗
教
行
為
）」
を
意
味
し
、

第
四
段
で
は
「
凶
」
が
法
然
と
『
選
択
集
』
の
謗
法
を
指
示
し
、〈
破
邪
〉

の
対
象
が
特
定
さ
れ
る
。「
凶
」
と
「
善
」
は
相
関
す
る
も
の
で
、「
凶
」

を
捨
て
た
う
え
で
「
善
」
に
帰
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
た
め
、「
善
」
の

前
提
に
は
「
凶
」
の
禁
断
が
存
し
て
い
る
と
い
え
る
。
第
六
段
で
は
、
主

人
の
信
仰
表
明
が
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
法
華
経
信
仰
と
い
う
立
場
か
ら
本

書
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
第
七
段
で
の
「
正
」
は
「
僧
侶

（
人
）」
を
示
し
、
第
八
段
で
は
「
悪
」
へ
の
施
し
を
止
め
て
「
善
」
に
帰

す
こ
と
で
災
難
が
起
こ
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
文
脈
か
ら
、

「
善
」
が
意
味
す
る
内
容
は
「
僧
侶
」
ま
た
は
「
宗
教
行
為
」
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
次
に
「
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
」
と
明
か
す
「
六
十
四
字
」
と
な

る
が
、
抽
象
的
な
表
現
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
直
接
的
に
な
に
を
指
示

し
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
、
こ
れ
を
法
華
経
と
す
る
の

は
容
認
し
難
い
。
し
か
し
、
本
書
中
で
最
も
有
名
な
箇
所
で
あ
り
、
本
書

が
法
華
経
帰
依
を
勧
奨
し
た
と
す
る
の
は
、
こ
の
一
節
に
起
因
す
る
。
法

然
浄
土
教
へ
の
帰
依
を
見
直
し
「
信
仰
の
寸
心
」
を
改
め
る
よ
う
に
命
令

さ
れ
、「
実
乗
の
一
善
」
に
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
土
も
人
々
も
安
ら
か

に
な
る
と
し
、
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
に
崇
め
る 

よ
う
に
と
要
請
さ
れ
る
。「
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
」
以
前
の
文
脈
に
て

〈
顕
正
〉
に
関
す
る
内
容
は
無
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
実
乗
の
一
善
=
法

華
経
」
と
の
論
理
は
成
立
し
な
い
と
思
わ
れ
、
一
貫
し
て
〈
破
邪
〉
を
要

請
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
実
乗
の
一
善
」
が
意
味
す
る

内
容
も
〈
破
邪
〉
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
傍
証
と
し
て
、
第

天
台
教
学
等
を
研
鑽
し
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
宥
尊
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
日
珖
は
寺
門
系
の
天
台
教
学
に
精
通
し
て
い
た
と
い
う
認
識
か
ら
の

疑
問
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
に
は
、
日
珖
は
十
七
、
八
歳
頃
、
三
井
園
城
寺

勧
学
院
に
遊
学
し
、
天
台
学
、
倶
舎
論
、
密
教
等
に
精
通
し
た
宥
尊
に
師

事
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
二
に
は
、
日
珖
は
寺
門
系
の
天
台
学
に
通

じ
、
そ
の
結
果
、
宥
尊
か
ら
天
台
三
大
部
講
釈
の
勧
奨
を
受
け
た
と
推
測

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
に
よ
り
日
珖
が
日
蓮
宗
内
で
天
台
三
大
部
講

釈
を
中
心
に
行
な
う
三
光
無
師
会
を
開
講
し
た
こ
と
で
、
宗
内
に
中
国
初

期
天
台
教
学
研
究
の
学
風
が
広
ま
り
学
風
一
変
時
代
を
迎
え
る
、
と
結
論

づ
け
ら
れ
る
。

日
蓮
著
『
立
正
安
国
論
』
に
お
け
る
主
人
の
発
言
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
る
（
九
問
九
答
一
領

解
）。
従
前
の
研
究
の
多
く
は
、
第
九
段
「
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
」
を

法
華
経
帰
依
の
勧
奨
と
解
し
、
本
書
に
は
〈
破
邪
（
謗
法
禁
断
）〉
と
〈
顕

正
（
正
法
開
顕
）〉
の
両
面
が
顕
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
書
の
文
脈
だ
け
で
判
断
す
る
に
、
そ
の
論
理
構
造
が
成
立
す
る
と

い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
く
わ
え
て
、『
立
正
安
国
論
』
以
外
の
日
蓮
遺

文
を
読
ん
で
い
な
い
と
推
さ
れ
る
対
告
衆
の
北
条
時
頼
が
、
本
書
を
宛
て

ら
れ
た
こ
と
で
、
な
に
を
要
請
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
究
明
す
る
た
め
、
本
書
中
で
重
要
と
思
わ
れ
る
点

に
つ
い
て
少
し
く
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
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一
念
三
千
論
と
倫
理

三
輪
　
是
法

　

昨
年
度
は
、
天
台
大
師
智
顗
（
五
三
八
―
五
九
七
）
が
『
摩
訶
止
観
』

で
説
く
一
念
三
千
と
い
う
心
の
様
相
を
、
精
神
分
析
の
理
論
か
ら
ど
の
よ

う
な
解
釈
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
精
神
分
析
が
提
唱
す
る

二
つ
の
視
点
、
自
我
論
と
主
体
論
に
基
づ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
不
可
思

議
な
る
対
象
と
し
て
人
間
の
精
神
、
心
を
表
し
た
言
葉
で
あ
る
「
三
千
」

と
い
う
数
字
は
、
法
華
経
の
十
如
是
と
仏
教
で
説
か
れ
る
十
界
、
そ
れ
か

ら
三
種
世
間
の
乗
数
で
あ
り
、
換
言
す
る
と
、
我
々
の
心
は
十
種
の
人
格

的
要
因
と
現
象
界
の
構
成
要
素
、
さ
ら
に
環
境
的
外
部
要
因
を
含
め
た
関

係
性
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
心
は
他
者
で
あ
り
、
他
者
が
心
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
三
千
の
世
界

は
言
葉
と
い
う
外
部
規
範
で
表
現
さ
れ
た
心
の
様
相
で
あ
り
、
善
悪
を
含

め
た
心
の
構
成
要
因
を
わ
れ
わ
れ
は
心
に
本
来
具
有
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
止
観
と
い
う
修
行
の
最
初
の
観
察
対
象
と
は
陰
入
界

で
あ
り
、
実
体
を
持
た
な
い
わ
れ
わ
れ
の
分
断
さ
れ
た
身
体
と
精
神
で
あ

る
と
考
え
れ
ば
、
人
間
と
い
う
存
在
は
他
者
と
い
う
外
部
（
社
会
）
に
よ

っ
て
一
つ
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
精
神
分
析
で
い
う

「
自
我
」
と
合
致
し
て
く
る
。
換
言
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
自
我
は
、
社

会
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
た
め
、
自
律
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
自
己
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
他
者
に
基
づ
く
倫
理
で
は
な

く
、
自
律
と
い
う
倫
理
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
。

　
『
摩
訶
止
観
』
で
は
、
正
し
い
修
行
に
つ
い
て
十
の
観
察
対
象
（
十
境
）

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
根
本
が
陰
入
界
で
あ
り
、
続
け
て
陰
入
界
と
密
接

に
関
係
す
る
煩
悩
が
示
さ
れ
る
。
十
の
観
察
対
象
は
、
陰
入
界
を
観
じ
る

十
段
の
旅
客
の
「
領
解
」
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
主
人
の
教
導
に
対
す
る

「
誓
約
」
を
意
味
す
る
が
、「
速
や
か
に
対
治
を
廻
ら
す
」「
他
の
誤
り
を
誡

め
る
」
と
あ
り
、〈
破
邪
〉
に
努
め
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
こ
の
点

か
ら
、
逆
に
「
実
乗
の
一
善
」
の
意
味
を
推
測
し
て
も
〈
破
邪
〉
に
関
す

る
内
容
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
九
段
以
前
の
「
善
」
が
指
示
す

る
も
の
は
、「
人
」
ま
た
は
「
事
」
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
「
実
乗
の
一
善
」

の
意
味
を
推
す
る
に
、「
法
華
経
に
立
脚
し
た
破
邪
に
努
め
る
僧
侶
」、
ま

た
は
「
法
華
経
に
立
脚
し
た
破
邪
と
い
う
宗
教
行
為
」
と
す
る
の
が
妥
当

と
思
わ
れ
る
。「
僧
侶
」
と
す
る
場
合
に
は
「
帰
す
」
は
「
帰
依
」
の
意

味
と
な
る
が
、「
宗
教
行
為
」
と
な
れ
ば
、
そ
の
意
も
少
し
く
変
化
す
る

こ
と
と
な
ろ
う
。「
帰
す
」
と
は
「
と
つ
ぐ
、
ゆ
く
、
か
へ
る
、
か
へ
す
、

お
も
む
く
と
こ
ろ
、
よ
る
、
身
の
よ
せ
ど
こ
ろ
」（『
大
漢
和
辞
典
』
巻 

六
修
訂
版
八
刷
七
二
三
頁
）
等
の
意
を
有
し
て
お
り
、「
宗
教
行
為
」
と

解
す
な
ら
ば
、「
身
を
寄
せ
る
」
と
の
意
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

如
上
の
観
点
を
踏
ま
え
、
本
書
の
文
脈
か
ら
判
断
を
す
れ
ば
「
実
乗
の

一
善
に
帰
せ
よ
」
が
法
華
経
帰
依
の
勧
奨
と
は
な
ら
ず
、〈
顕
正
〉
の
前

提
と
な
る
〈
破
邪
〉
の
要
請
に
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
要

請
さ
れ
た
「
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
」
の
文
を
そ
の
文
脈
か
ら
検
討
す
る

に
、「
法
華
経
に
立
脚
し
た
謗
法
禁
断
を
お
こ
な
う
僧
侶
に
帰
依
し
な
さ

い
」、
ま
た
は
「
法
華
経
に
立
脚
し
た
謗
法
禁
断
と
い
う
宗
教
行
為
に
身

を
寄
せ
な
さ
い
」
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
と
の
考
え
に
至
り
、
こ
う
し
た

内
容
こ
そ
主
人
が
旅
客
に
対
し
て
要
請
し
て
い
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
背
景
に
は
、
法
華
経
こ
そ
が
真
実
の
仏
法
で
あ
る
と

の
絶
対
的
な
確
信
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
厳
し
く
〈
破

邪
〉
を
求
め
、
批
判
を
展
開
し
、
進
覧
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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煩
悩
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
覚
知
す
れ
ば
、
自
ず
と
可

能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
換
言
す
る
と
、
善
／
悪
と
い
う
対
立
し
た
（
社
会
的
）
価

値
観
、
す
な
わ
ち
区
別
・
差
別
す
る
言
語
の
支
配
を
超
越
す
る
倫
理
こ
そ

が
、
自
律
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
的
自
我
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
多
く
の
人
々
に
欲
望
さ
れ
る
こ
と
を
善
、
嫌
わ
れ
る
も
の
を

悪
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
い
ま
だ
わ
れ
わ
れ
が
到
達
し
得
な
い
一
念
三
千

と
い
う
心
の
境
地
に
こ
そ
、
善
悪
の
彼
岸
で
あ
る
無
意
識
の
主
体
と
し
て

の
自
律
し
た
生
き
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

高
齢
女
性
宗
教
者
の
物
語
と
家
族 

│
│ 

沖
縄
の
事
例
を
中
心
に 

│
│

後
藤
　
晴
子

　

本
発
表
は
、
沖
縄
離
島
の
「
高
齢
女
性
宗
教
者
」
と
「
家
族
」
を
め
ぐ

る
語
り
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
高
齢
期
の
宗
教
者
の
実
践
の
特
徴
の
一
端

を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
沖
縄
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通

り
、
沖
縄
の
女
性
宗
教
者
の
成
巫
物
語
の
な
か
で
、
夫
や
親
族
と
い
っ
た

「
家
族
」
は
「
カ
ミ
ダ
ー
リ
ィ
（
巫
病
）」
の
過
程
で
、「
信
仰
実
践
に
反

対
」
す
る
人
び
と
と
し
て
登
場
す
る
。
ま
た
近
代
以
降
ユ
タ
（
シ
ャ
ー
マ

ン
）
／
カ
ミ
ン
チ
ュ
／
ノ
ロ
（
王
朝
期
に
由
来
す
る
世
襲
制
に
基
づ
く
公

的
神
女
）
の
境
界
は
希
薄
に
な
り
、
ユ
タ
と
同
様
の
「
カ
ミ
ダ
ー
リ
ィ
」

の
経
験
を
持
つ
人
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
本
発
表
で
対
象
と
す
る
沖
縄

本
島
周
辺
の
島
も
同
様
で
あ
る
。

　

当
該
離
島
は
人
口
千
人
足
ら
ず
の
小
さ
な
高
齢
化
の
進
む
、
祖
先
祭
祀

や
ほ
ぼ
毎
月
開
催
さ
れ
る
神
行
事
が
盛
ん
な
島
で
あ
る
。
神
行
事
を
村
落

司
祭
者
（
祭
司
）
と
し
て
支
え
る
の
は
ノ
ロ
、
カ
ミ
ン
チ
ュ
と
い
わ
れ
る

に
し
た
が
っ
て
現
れ
る
障
礙
で
あ
り
、『
摩
訶
止
観
』
の
解
説
か
ら
理
解

で
き
る
こ
と
は
、
煩
悩
は
常
に
わ
れ
わ
れ
に
付
き
纏
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
修
行
に
入
る
前
段
階
で
勧
め
ら
れ
る
二
十
五
項
目
の
注
意
事

項
（
二
十
五
方
便
）
も
、
修
行
を
妨
げ
る
障
礙
へ
の
対
策
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

　

煩
悩
と
は
、
そ
の
名
が
表
す
よ
う
に
、
心
神
を
悩
ま
せ
煩
わ
す
も
の
で

あ
り
、
行
住
坐
臥
に
お
い
て
常
に
我
執
の
心
を
起
こ
さ
せ
る
。
そ
の
起
因

に
つ
い
て
は
、
習
因
の
種
子
、
業
力
の
撃
作
、
魔
の
扇
動
が
あ
げ
ら
れ
る
。

最
初
の
二
つ
に
つ
い
て
は
「
無
量
劫
よ
り
こ
の
か
た
」
と
い
う
宗
教
的
・

仏
教
的
起
源
が
示
さ
れ
て
お
り
、
過
去
世
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
た
煩
悩
と

業
に
そ
の
起
因
を
認
め
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
刮
目
す
べ
き
起
因
と
し
て

習
因
が
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
煩
悩
へ
の
対
処
法
と
は
何
か
。

　

智
顗
は
ま
ず
小
乗
の
対
処
法
を
あ
げ
、
大
乗
に
つ
い
て
は
第
一
義
悉
檀

の
方
法
と
し
、
煩
悩
が
空
で
あ
り
無
生
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
だ
と
す
る
。

こ
の
後
、
思
議
可
能
な
対
象
と
し
て
、
貪
欲
が
地
獄
界
か
ら
菩
薩
界
ま
で

を
生
み
出
す
こ
と
を
詳
説
し
、
そ
れ
に
対
し
て
止
観
の
到
達
点
で
あ
る
、

煩
悩
こ
そ
が
仏
界
の
境
地
で
あ
り
仏
道
で
あ
る
不
可
思
議
な
る
こ
と
を
示

す
。
煩
悩
に
従
う
こ
と
も
せ
ず
、
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
も
し
な
い
境
地
で

あ
る
。

　

十
の
観
察
対
象
中
で
解
説
さ
れ
る
煩
悩
は
、
対
治
す
る
に
は
手
強
い
存

在
で
あ
り
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
欲
求
と
は
性
質
を
異
に
す
る

も
の
で
あ
る
。
煩
悩
は
過
去
の
煩
悩
や
業
が
堆
積
す
る
こ
と
で
種
子
に
な

り
、
あ
る
い
は
魔
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
だ
が
、
円
頓
止
観
に
よ
っ
て
は

断
ず
る
こ
と
な
く
、
煩
悩
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
共
存
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
一
念
三
千
論
に
基
づ
け
ば
、
心
に
具
足
し
て
い
る
十
の
世
界
が
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足
を
懸
念
し
、
古
来
祀
り
手
を
担
っ
て
い
た
家
の
戸
主
に
祀
り
方
を
教
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
女
の
娘
ふ
た
り
も
霊
性
が
高
く
内
一
人

は
村
落
の
祭
司
も
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
頻
繁
に
自
ら
の
霊

性
を
振
り
返
り
、
家
筋
と
霊
性
に
基
づ
く
役
割
の
「
わ
き
ま
え
」
に
つ
い

て
口
に
し
て
い
た
。

　

二
人
の
例
に
見
る
通
り
、
身
体
的
な
衰
え
を
理
由
に
宗
教
的
実
践
の
頻

度
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
村
落
祭
祀
の
役
割
以
外
は
、
は
っ

き
り
と
し
た
地
位
（
役
割
）
の
変
化
は
ゆ
る
や
か
だ
が
、
他
者
か
ら
の
依

頼
が
減
る
こ
と
は
身
体
的
な
衰
え
と
と
も
に
公
的
な
場
面
か
ら
の
ゆ
る
や

か
な
撤
退
を
実
感
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
家
族
と
関

係
は
Ａ
さ
ん
の
息
子
の
よ
う
に
成
巫
過
程
に
比
す
る
と
融
和
的
に
な
り
、

家
族
の
援
助
や
理
解
に
よ
っ
て
宗
教
実
践
の
継
続
が
可
能
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
Ｂ
さ
ん
の
よ
う
に
娘
も
霊
性
が
高
か
っ
た
こ
と
で
、
自
ら
の
霊

性
を
振
り
返
り
、
他
者
へ
の
伝
承
へ
と
意
識
や
行
動
が
向
く
こ
と
も
あ

る
。
老
年
社
会
学
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
島
に
お
け
る
女
性

宗
教
者
の
実
践
も
身
体
的
な
衰
え
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、

他
の
日
常
的
な
生
活
実
践
と
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
他
の

実
践
と
比
す
る
と
身
体
の
衰
え
に
直
面
し
て
も
継
続
で
き
る
宗
教
実
践
は

多
く
、
高
齢
期
の
宗
教
実
践
は
形
を
変
え
て
継
続
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

神
女
（
祝
女
）
だ
が
、
そ
の
他
の
宗
教
的
な
職
掌
（
門
中
の
祭
祀
、
他
者

の
オ
ガ
ミ
の
依
頼
、
ユ
タ
事
）
も
霊
性
次
第
で
主
と
し
て
女
性
宗
教
者
に

複
層
的
に
担
わ
れ
て
い
る
。
霊
性
の
高
い
人
び
と
を
島
で
は
マ
リ
ン
グ
ヮ

と
呼
び
、
男
女
は
問
わ
な
い
が
島
内
で
は
圧
倒
的
に
女
性
が
多
か
っ
た
。

ま
た
調
査
当
時
ノ
ロ
筋
の
家
か
ら
は
排
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
村
落
祭
祀
は

主
と
し
て
島
の
内
陸
部
の
門
中
出
身
者
で
霊
性
の
高
い
、
召
命
の
あ
っ
た

人
び
と
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
一
名
を
除
い
て
島
外
に
在
住
し

て
い
た
た
め
そ
の
他
の
人
び
と
は
祭
祀
に
あ
わ
せ
て
島
へ
通
っ
て
い
た
。

　

女
性
宗
教
者
Ａ
さ
ん
（
調
査
当
時
・
八
十
代
）
は
、
祭
司
を
多
く
輩
出

す
る
内
陸
部
の
門
中
出
身
で
、
典
型
的
な
カ
ミ
ダ
ー
リ
ィ
を
伴
う
成
巫
過

程
を
経
て
、
祭
司
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
そ
の
霊
能
の
高

さ
か
ら
他
人
か
ら
の
オ
ガ
ミ
の
依
頼
も
受
け
て
い
た
。
夫
の
死
後
、
身
体

的
な
衰
え
を
心
配
し
た
息
子
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
り
、
息
子
の
手
助
け

を
借
り
な
が
ら
祭
司
を
続
け
て
い
た
が
、
彼
女
を
気
遣
う
島
の
人
び
と
の

配
慮
か
ら
入
退
院
後
、
個
人
的
な
オ
ガ
ミ
の
依
頼
は
減
少
し
て
い
た
。
息

子
は
子
ど
も
の
頃
、
母
親
が
カ
ミ
ダ
ー
リ
ィ
の
状
態
に
な
る
の
は
「
嫌
で

嫌
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
」
も
の
の
、「
自
分
は
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
同

じ
こ
と
は
出
来
ん
。
お
仕
え
す
る
だ
け
」
と
い
う
気
持
ち
で
祭
祀
の
度
に

付
添
を
し
て
い
た
。
一
方
、
他
者
の
依
頼
を
引
き
受
け
て
い
た
女
性
宗
教

者
Ｂ
さ
ん
（
八
十
代
）
は
、
沿
岸
部
の
門
中
出
身
で
、
司
祭
者
へ
の
思
い

が
あ
り
な
が
ら
、
戦
後
の
苦
し
い
生
活
の
状
況
下
で
叶
わ
ず
に
あ
き
ら
め

た
経
験
を
持
っ
て
い
た
。
彼
女
は
四
十
代
頃
か
ら
実
家
の
門
中
に
関
す
る

オ
ガ
ミ
の
他
に
、
他
者
か
ら
の
依
頼
（
屋
敷
ヌ
御
願
）
も
引
き
受
け
て
い

た
が
、
や
は
り
足
を
悪
く
し
て
以
降
依
頼
は
減
少
し
て
い
た
。
代
わ
り
に

八
十
歳
ご
ろ
か
ら
実
家
の
近
く
の
祀
り
手
を
失
っ
て
い
た
拝
所
の
祀
り
不
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社
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
記
事
内
容
の
分
析
結

果
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
以
降
は
従
来
の
過
疎
地
域
の
神
社
新
興
対
策
と

並
ん
で
、
不
活
動
神
社
の
対
策
（
調
査
、
研
修
会
、
連
絡
会
な
ど
）
も
本

格
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
〇
年
か
ら
の

神
社
新
興
対
策
に
加
え
、
平
成
二
七
年
か
ら
の
不
活
動
神
社
対
策
特
別
推

進
事
業
や
翌
二
八
年
か
ら
の
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
事
業
、
過
疎
地

域
神
社
活
性
化
推
進
拠
点
指
定
制
度
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
展
開
し

な
が
ら
不
活
動
神
社
の
把
握
や
神
社
の
不
活
動
状
態
の
解
消
に
取
り
組
ん

で
お
り
、
一
定
の
成
果
は
あ
る
も
の
の
、
人
口
減
少
社
会
・
超
高
齢
社
会

に
突
入
し
た
今
、
人
口
の
自
然
減
に
伴
う
整
理
対
象
神
社
の
増
加
に
、
対

策
が
追
い
つ
か
な
い
状
況
は
す
で
に
起
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

報
告
の
後
半
で
は
、
本
報
告
の
関
連
調
査
事
例
と
し
て
、
報
告
者
が
二

〇
一
六
年
か
ら
継
続
し
て
調
査
に
入
っ
て
い
る
、
高
知
県
吾
川
郡
仁
淀
川

町
別
枝
地
区
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
。
具
体
的
に
は
、
別
枝
地
区
の
廃
村

で
あ
る
烏
出
に
残
さ
れ
た
八
咫
烏
神
社
が
、
廃
村
前
の
最
後
の
集
落
出
身

者
三
名
の
働
き
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
七
年
に
再
建
（
復
興
）
を
果
た
し
た

経
緯
を
た
ど
り
、
集
落
神
社
の
不
活
動
が
住
民
や
地
域
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
神
社
の
再
建
過
程
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

お
い
て
、
出
身
者
つ
ま
り
氏
子
の
信
心
深
さ
も
う
か
が
え
た
が
、
と
く
に

神
様
が
放
置
状
態
に
あ
る
こ
と
と
神
社
の
消
滅
が
、
地
域
や
自
分
の
歴
史

か
ら
も
消
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
、
神
社
の
捉
え
方
が
本
研
究

に
お
い
て
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

報
告
の
最
後
に
は
、
今
後
の
課
題
と
展
望
と
し
て
、
住
民
の
ほ
と
ん
ど

が
前
期
・
後
期
高
齢
者
で
あ
る
別
枝
地
区
に
は
、
土
佐
三
大
ま
つ
り
と
し

て
の
秋
葉
ま
つ
り
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
宗
教
法
人
の
岩
屋
神
社
（
岩

過
疎
地
域
に
お
け
る
不
活
動
神
社
・
準
不
活
動
神
社
の
現
状
分
析
と
課
題

冬
月
　
　
律

　

古
く
か
ら
地
域
に
根
ざ
し
、
長
い
伝
統
の
な
か
で
形
成
・
継
承
さ
れ
て

き
た
宗
教
文
化
（
宗
教
が
関
わ
る
生
活
様
式
と
そ
の
形
成
物
群
）
と
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
維
持
に
お
い
て
、
地
域
神
社
が
そ
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
ケ
ー

ス
は
、
過
疎
地
域
に
多
く
確
認
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
地
域
神
社
が
、
過

疎
化
や
少
子
・
高
齢
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
不
活
動
ま
た
は
準
不
活
動
状
態

に
な
る
こ
と
が
、
教
団
お
よ
び
信
者
の
宗
教
（
信
仰
）
活
動
や
実
生
活
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
究
明
し
て
い
く
こ
と
は
、
日
本
の
宗

教
の
有
り
様
を
探
究
す
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
報
告
は
二
〇
一
九
年
の
本
学
会
の
学

術
大
会
で
の
報
告
「
不
活
動
神
社
に
関
す
る
予
備
的
調
査
」
に
お
け
る
課

題
改
善
と
、
さ
ら
な
る
研
究
の
展
開
を
目
的
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

宗
教
専
門
誌
や
神
社
界
（
教
団
側
）
に
お
け
る
不
活
動
神
社
関
連
記
事
の

分
析
結
果
を
提
示
し
、
実
際
の
調
査
事
例
を
取
り
上
げ
、
地
域
神
社
が
不

活
動
・
準
不
活
動
状
態
に
な
る
こ
と
が
、
地
域
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
す
の
か
、
と
く
に
調
査
対
象
地
に
多
く
存
在
す
る
準
不
活
動
神
社

（
神
事
の
ほ
か
に
行
事
を
持
た
ず
、
後
継
者
が
な
く
少
数
の
高
齢
氏
子
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
神
社
）
の
将
来
に
も
注
目
し
て
考
察
す
る
。

　

報
告
の
前
半
で
は
、
前
回
の
報
告
で
も
述
べ
た
、
国
（
文
化
庁
）
に
よ

る
所
轄
庁
レ
ベ
ル
と
包
括
宗
教
法
人
レ
ベ
ル
に
分
け
て
進
め
ら
れ
た
不
活

動
法
人
対
策
と
、
神
社
本
庁
・
神
社
庁
（
以
下
、
神
社
界
と
称
す
。）
の

取
り
組
み
の
再
確
認
を
概
観
し
た
。
そ
の
上
で
、
神
社
界
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
、
宗
教
専
門
誌
『
神
社
新
報
』
に
お
け
る
「
不
活
動
神
社
」
関
連

記
事
は
二
〇
〇
八
年
以
降
に
増
加
し
、
次
第
に
見
出
し
か
ら
も
不
活
動
神
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寺
院
構
成
員
を
宗
教
活
動
の
観
点
か
ら
大
き
く
便
宜
的
に
分
類
す
る

と
、
①
宗
教
活
動
を
主
導
す
る
「
住
職
」、
②
住
職
に
随
い
こ
れ
を
補
佐

す
る
「
僧
侶
」、
③
住
職
・
僧
侶
の
活
動
を
支
え
る
「
寺
族
・
そ
の
他
」

と
な
ろ
う
。
②
③
を
住
職
の
支
え
手
と
み
な
せ
ば
、
八
五
年
段
階
で
は
住

職
一
人
に
四
人
弱
の
支
え
手
が
い
た
も
の
の
、
一
五
年
に
は
二
人
強
に
ま

で
落
ち
込
ん
だ
。
支
え
手
が
減
少
す
れ
ば
、
宗
教
活
動
の
負
担
が
住
職
に

集
中
す
る
。

　

住
職
の
後
継
候
補
と
な
る
僧
侶
の
減
少
は
、
将
来
的
に
寺
院
の
継
承
に

困
難
を
生
じ
さ
せ
、
寺
族
・
そ
の
他
の
減
少
は
、
僧
侶
の
減
少
と
複
合
的

に
か
か
わ
り
あ
い
、
総
体
的
に
寺
院
の
教
化
や
運
営
に
停
滞
を
引
き
起
こ

す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
寺
院
構
成
員
一
人
ひ
と
り
に
は
当
然
、
な
す
べ
き

務
め
、
求
め
ら
れ
る
役
割
、
力
量
の
差
な
ど
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
マ
ン
パ

ワ
ー
の
総
体
と
み
る
場
合
、
八
五
年
に
は
住
職
を
含
む
寺
院
一
ヶ
寺
あ
た

り
の
構
成
員
は
三
・
五
人
だ
っ
た
も
の
が
、
三
十
年
後
に
は
二
・
六
人
と
な

っ
た
。
約
一
人
の
減
少
で
は
あ
る
が
、「
低
収
入
寺
院
」（
年
間
法
人
収
入

五
〇
〇
万
円
以
下
）
に
と
っ
て
は
、
こ
の
穴
を
他
寺
院
の
僧
侶
や
檀
信
徒

ら
に
埋
め
て
も
ら
う
だ
け
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
、
寺
院
存
続
の

危
機
感
が
高
ま
る
一
因
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寺
院
は
住
職
（
主
に
男
性
）
を
中
心
と

す
る
親
族
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
事
象
を
捉
え
や
す
く
す
る
た
め
に
、
寺

院
構
成
員
を
仮
に
一
般
世
帯
に
当
て
は
め
て
考
え
た
場
合
、
八
五
年
（
寺

院
構
成
員
三
・
五
人
）
に
は
「
夫
婦
（
男
性
住
職
・
女
性
の
住
職
配
偶
者
）

と
子
か
ら
な
る
核
家
族
」
が
主
流
だ
っ
た
が
、
一
五
年
（
寺
院
構
成
員

二
・
六
人
）
に
は
「
夫
婦
あ
る
い
は
片
親
（
女
性
の
前
住
職
配
偶
者
）
と

子
（
住
職
）
か
ら
な
る
核
家
族
」
へ
と
中
心
が
移
行
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

屋
）
を
は
じ
め
、
白
王
神
社
（
都
）、
清
正
神
社
（
霧
の
窪
）
が
あ
り
、

各
集
落
の
住
民
は
数
名
の
み
で
い
ず
れ
も
高
齢
者
で
あ
り
、
近
い
う
ち
に

法
人
合
併
も
検
討
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
咫
烏
神
社
は

非
法
人
神
社
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
法
人
・
非
法
人
問
わ
ず
、
集
落
神
社

は
い
ず
れ
も
単
に
地
域
の
信
仰
の
場
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
維
持
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
、
実
際
に
機
能
し
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

寺
院
構
成
員
に
関
す
る
一
考
察

相
澤
　
秀
生

　

本
報
告
で
は
、
寺
院
に
在
籍
・
居
住
す
る
人
び
と
（
住
職
・
僧
侶
・
寺

族
・
そ
の
他
）
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
を
、「
寺
院
構
成

員
」
と
し
て
包
括
し
、
曹
洞
宗
が
二
〇
一
五
年
に
実
施
し
た
「
宗
勢
調
査
」

（
以
下
、
曹
洞
宗
宗
勢
と
略
記
。
デ
ー
タ
は
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
委
員

会
編
『
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
報
告
書
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
）』

（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
一
七
年
）
に
基
づ
く
）
を
題
材
と
し
て
数
量
的

な
面
か
ら
そ
の
概
況
を
捉
え
て
み
た
い
。
人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
、
寺

院
の
存
続
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
、
報
告
を
通
じ
て
、
寺
院
運
営
が
家
族
や

血
族
、
寺
院
継
承
が
住
職
の
実
子
、
と
り
わ
け
男
性
に
頼
る
日
本
仏
教
の

特
殊
性
が
限
界
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
延
長
線
上
に
も
、
そ
の
危
機
感

の
高
ま
り
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
お
お
よ
そ
の
見
立
て
で
あ
る
。

　

一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
曹
洞
宗
宗
勢
に
基
づ
き
、
寺
院
構
成

員
数
の
推
移
を
み
る
と
、
全
体
的
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
と
く
に
僧
侶
、

寺
族
・
そ
の
他
の
減
少
が
著
し
い
（
僧
侶
は
約
三
千
人
、
寺
族
・
そ
の
他

は
約
一
万
人
の
減
）。
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ど
で
職
務
が
行
え
な
い
場
合
に
置
く
「
代
務
」
者
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の

宗
派
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
住
職
の
死
亡
後
に
す
み
や
か
に
後
継

者
が
決
ま
ら
な
い
場
合
等
に
置
か
れ
る
「
兼
務
」
の
制
度
に
つ
い
て
は
、

専
住
の
住
職
を
置
く
べ
き
と
い
う
前
提
等
か
ら
、
真
宗
系
や
日
蓮
宗
で
は

従
来
か
ら
「
代
務
」
制
度
の
み
を
定
め
て
い
た
。

　

兼
務
の
制
度
は
住
職
が
欠
け
た
際
の
臨
時
的
な
機
能
と
し
て
、
他
の
寺

院
の
住
職
が
当
該
寺
院
の
住
職
を
兼
ね
る
制
度
で
あ
り
、
後
継
の
住
職
が

決
定
す
る
ま
で
の
期
間
と
し
て
数
年
間
を
任
期
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
兼
務
の
状
態
が
継
続
す
る
、
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
常
態
化

す
る
こ
と
が
各
宗
派
で
見
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
は
兼
務
さ
れ
る
こ
と
で
運

営
を
継
続
し
て
い
る
寺
院
と
も
い
え
る
。

　

兼
務
（
代
務
）
寺
院
に
つ
い
て
は
各
宗
派
で
そ
の
増
加
も
報
告
さ
れ
、

そ
の
要
因
も
分
析
さ
れ
て
い
る
。
寺
院
の
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
が
直
接

的
な
原
因
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
住
職
収
入
で
は
生
活
が
成
り
立
た

な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
寺
院
を
支
え
る
檀
信
徒
数
の
減
少
、
周
辺
地
域
の

過
疎
化
、
伽
藍
維
持
へ
の
負
担
な
ど
、
専
任
の
住
職
を
置
く
こ
と
を
難
し

く
す
る
要
因
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
兼
務
（
代

務
）
寺
院
が
増
加
す
る
傾
向
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
宗
派
で
は
兼
務
の
制

度
を
見
直
す
動
き
が
見
ら
れ
る
。
浄
土
宗
で
は
従
来
一
時
的
な
形
態
と
し

て
定
め
て
い
た
兼
務
住
職
を
実
状
に
合
わ
せ
る
べ
く
、
任
期
を
設
け
ず
長

き
に
わ
た
り
職
務
に
あ
た
れ
る
よ
う
に
、
任
期
の
有
無
を
選
択
で
き
る
よ

う
に
変
更
さ
れ
た
。
日
蓮
宗
に
お
い
て
は
寺
院
（
教
線
）
の
維
持
、
堂
宇

の
荒
廃
を
防
ぐ
た
め
の
対
応
と
し
て
、
現
在
の
代
務
制
度
の
見
直
し
や
、

兼
務
制
度
の
可
能
性
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

で
は
こ
れ
ま
で
の
代
務
制
度
の
み
で
は
教
化
活
動
が
低
調
に
な
る
こ
と
を

　

こ
う
し
た
変
化
が
起
こ
る
の
は
、
寺
院
内
に
お
け
る
住
職
の
非
婚
化

と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
少
子
化
が
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
曹
洞
宗

宗
勢
に
よ
る
と
、
八
五
年
か
ら
の
三
十
年
間
で
、
配
偶
者
を
も
つ
住
職
が

一
〇
ポ
イ
ン
ト
近
く
も
減
少
し
た
（
一
五
年
は
七
割
強
）。

　

こ
の
結
果
は
住
職
が
意
図
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
出
家
を
原

点
に
お
く
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
原
点
回
帰
の
事
象
│
│
仏
教
本
来
の
あ
る

べ
き
姿
│
│
と
捉
え
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
住
職
の
非

婚
化
と
い
う
実
態
は
、
建
前
と
し
て
は
出
家
者
集
団
と
し
て
の
原
点
に
近

づ
き
つ
つ
も
、
現
実
と
し
て
は
住
職
や
檀
信
徒
の
本
音
か
ら
は
逸
脱
し
た

形
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
が
寺
院
の
教
化
や
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

寺
院
継
承
の
ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
教
団
に
と
っ

て
は
、
少
数
派
と
な
っ
て
い
る
女
性
や
在
家
出
身
の
僧
侶
が
活
躍
で
き
る

環
境
の
整
備
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
。

　

本
研
究
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
Ｃ
「
人
口
減
少
社
会
に
お

け
る
仏
教
寺
院
の
実
態
研
究
―
多
宗
派
の
ブ
ロ
ッ
ク
調
査
」（
研
究
課
題

番
号
：20K

00081

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

仏
教
教
団
に
み
る
寺
院
の
兼
務
制
度
の
現
状

平
子
　
泰
弘

　

仏
教
の
各
寺
院
に
は
基
本
的
に
住
職
が
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
が
、
住
職
の
死
去
や
病
気
に
よ
っ
て
欠
け
て
し
ま
っ
た
場
合
に
代
わ
り

に
住
職
を
務
め
る
「
代
務
」
や
「
兼
務
（
兼
任
）」
な
ど
の
制
度
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
宗
教
法
人
法
第
二
十
条
に
代
務
者
を
置
く
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
各
宗
派
の
宗
制
や
宗
規
に
こ
の
代
務
・
兼
務
の
制
度
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
仏
教
教
団
の
主
要
十
派
を
確
認
す
る
と
、
住
職
の
病
気
な
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弊
害
や
継
続
性
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
廃
寺
や
合
併
に
繋
が

り
得
な
い
か
、
他
の
維
持
方
法
は
な
い
の
か
な
ど
、
兼
務
を
め
ぐ
る
問
題

は
宗
派
の
教
勢
を
左
右
し
か
ね
る
課
題
と
し
て
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

懸
念
し
、
平
成
三
〇
年
よ
り
兼
務
制
度
を
導
入
し
た
。
代
務
に
見
ら
れ
る

代
理
的
な
立
場
を
払
拭
し
、
寺
院
活
動
を
活
性
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
。
真
宗
大
谷
派
で
も
本
願
寺
派
同
様
の
制
度
へ
の
議
論
が
あ
が
っ
て

い
る
と
い
う
。

　

上
記
に
見
ら
れ
る
変
更
は
、
兼
務
制
度
の
意
図
し
て
い
る
一
時
的
な
代

務
者
を
置
く
制
度
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

兼
務
（
代
務
）
制
度
を
利
用
し
て
後
継
住
職
の
な
い
寺
院
を
維
持
し
て
き

た
こ
と
と
そ
の
長
期
化
が
経
緯
と
し
て
あ
り
、
あ
る
い
は
、
代
務
に
見
ら

れ
る
代
理
的
な
感
覚
か
ら
、
寺
檀
と
も
に
護
持
へ
の
意
識
や
教
化
活
動
が

弱
く
な
る
現
状
か
ら
、
制
度
の
変
更
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ

は
む
し
ろ
寺
院
の
現
場
に
少
し
で
も
適
う
方
向
に
制
度
を
変
更
し
た
と
い

え
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
寺
院
（
住
職
）
継
承
の
難
し
さ
が
広
が
っ
て
い

る
と
言
え
、
そ
の
こ
と
は
、
各
宗
派
の
調
査
結
果
で
兼
務
寺
院
の
増
加
傾

向
に
表
れ
て
い
る
。
後
継
者
問
題
が
各
宗
派
で
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と

も
同
様
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
寺
院
の
現
状
を
つ
ぶ
さ
に
集
計
し
、
課
題
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
の
が
、
各
宗
派
で
調
査
し
て
い
る
宗
勢
調
査
な
ど
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
で
あ
り
、
近
年
進
め
ら
れ
て
い
る
過
疎
地
域
の
寺
院
調
査
な
ど
の
調
査

で
あ
る
。
今
回
、
制
度
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て
い
る
宗
派
で
は
い
ず
れ

も
宗
勢
調
査
分
析
や
過
疎
地
域
の
寺
院
を
対
象
と
し
た
調
査
や
研
究
が
進

め
ら
れ
て
い
て
、
そ
う
し
た
デ
ー
タ
が
議
論
の
出
発
点
や
根
拠
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
る
。
今
後
も
寺
院
の
現
状
を
把
握
し
住
職
の
声
を
す
く
い
上

げ
る
調
査
を
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
、
そ
の
成
果
が
宗
派
の
政
策
や

議
論
に
資
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

今
後
も
各
宗
派
で
は
兼
務
寺
院
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
。
兼
務
に
よ
る
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以
下
は
、
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
に
よ
り
対
面
の
発
表
が
不
可
能
に
な

っ
た
た
め
、
要
旨
の
提
出
の
み
と
な
っ
た
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
死
者
の
裁
判 

│
│ 
第
一
八
王
朝
の
「
死
者
の
書
」
を
中
心
に 

│
│

肥
後　

時
尚

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
来
世
思
想
は
、
古
代
の
諸
文
明
の
な
か
で
も
長
い
歴

史
と
伝
統
を
維
持
し
た
固
有
の
思
想
で
知
ら
れ
る
。
な
か
で
も
古
代
エ
ジ

プ
ト
の
伝
統
的
な
来
世
思
想
の
一
つ
に
「
死
者
の
裁
判
」
の
思
想
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
思
想
に
お
い
て
、
死
者
は
冥
界
の
旅
を
経
て
オ
シ
リ
ス
神

の
面
前
に
立
ち
、
オ
シ
リ
ス
神
の
審
判
に
よ
っ
て
「
声
正
し
き
者
」
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
で
来
世
で
の
安
寧
と
復
活
を
保
証
さ
れ
た
。
こ
の
オ
シ
リ

ス
の
審
判
を
含
む
一
連
の
裁
判
の
内
容
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
「
死
者
の

書
」
の
第
一
二
五
章
に
挿
絵
と
文
章
で
描
写
さ
れ
続
け
、
紀
元
前
二
千
年

紀
後
半
か
ら
紀
元
前
後
に
か
け
て
の
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
死
者
の
裁
判

の
概
念
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
死
者
の

書
」
の
第
一
二
五
章
の
内
容
に
は
依
然
と
し
て
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て

お
り
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
死
者
の
裁
判
の
概
念
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は

不
明
な
点
が
多
い
。

　

本
発
表
で
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
来
世
思
想
の
探
求
を
目
的
と
し
て
、

死
者
の
裁
判
の
概
念
に
注
目
し
た
。
特
に
、
死
者
の
裁
判
の
場
面
が
具
体

的
な
図
像
表
現
で
描
写
さ
れ
る
エ
ジ
プ
ト
新
王
国
時
代
第
十
八
王
朝
の

「
死
者
の
書
」
が
記
述
さ
れ
た
パ
ピ
ル
ス
の
図
像
表
現
に
注
目
し
、
千
年

以
上
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
た
死
者
の
裁
判
の
初
期
の
姿
を
明
確
化
し

た
。
分
析
の
結
果
、
第
十
八
王
朝
に
利
用
さ
れ
た
「
死
者
の
書
」
第
一
二

五
章
の
図
像
表
現
に
は
、
そ
の
後
の
伝
統
的
な
記
述
形
式
と
異
な
る
特
殊

な
描
き
方
が
確
認
さ
れ
た
。
特
に
、
死
者
の
裁
判
が
行
わ
れ
る
「
二
柱
の

マ
ア
ト
の
広
間
」
と
呼
ば
れ
る
空
間
の
描
写
に
は
、
後
の
時
代
に
は
見
ら

れ
な
い
特
徴
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、「
死
者
の
書
」
が
副
葬
品
と
し

て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
始
め
た
第
十
八
王
朝
に
お
い
て
、「
死
者
の
裁
判
」

の
概
念
の
共
通
認
識
に
部
分
的
な
相
異
が
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お

り
、
今
後
の
更
な
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
に
つ
い
て

張　
　
　

凱

　

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
現
地
調
査
の
結
果
を
要
略
し
た
上

で
、
日
本
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
の
伝
播
と
展
開
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

本
来
の
媽
祖
信
仰
は
、
中
国
福
建
省
に
お
け
る
地
域
信
仰
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
後
の
発
展
に
よ
り
、
現
在
の
媽
祖
信
仰
は
、
主
に
航
海
の

安
全
を
守
る
女
神
信
仰
と
し
て
、
中
国
、
台
湾
で
は
最
も
多
く
の
人
に
信

仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
海
」
と
い
う
要
素
は
媽
祖
信
仰
に
と
っ
て
、

重
要
で
あ
る
。
媽
祖
信
仰
は
徐
々
に
発
展
し
、
海
を
通
し
て
、
ア
ジ
ア
か

ら
世
界
各
地
へ
と
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
日
本
は
早
い

時
期
に
媽
祖
廟
が
建
て
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
媽
祖
信
仰
と
日
本
土
着

の
宗
教
信
仰
と
が
習
合
し
た
有
名
な
実
例
も
あ
る
。

　

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
中
国
、
台
湾
、
日
本
に
お
け
る
一
部
の
地
域
に

お
い
て
、
媽
祖
廟
の
歴
史
と
現
状
な
ど
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
行
っ
て
き

た
。
そ
の
現
地
調
査
の
結
果
と
先
行
研
究
の
整
理
に
よ
り
、
三
つ
の
興
味

深
い
点
を
以
下
に
提
示
す
る
。

　

伝
播
ル
ー
ト
：
中
国
福
建
省
―
沖
縄
―
九
州
―
日
本
各
地



305　　

個人発表 『宗教研究』95巻別冊（2022年）

　

⑤
長
崎
を
中
心
に
し
て
、
船
玉
信
仰
と
の
習
合
が
見
ら
れ
る
。
藤
田
氏
、

高
橋
氏
、
松
尾
氏
な
ど
は
、
日
本
に
伝
来
し
た
媽
祖
信
仰
が
、
船
玉
信
仰

譚
と
結
び
つ
い
て
伝
播
し
て
い
っ
た
こ
と
を
検
討
し
、
船
に
乗
る
前
に
行

う
「
船
祝
」
と
い
う
儀
式
を
例
示
し
た
。

　

３

、
媽
祖
と
観
音
の
関
連
性
を
深
め
る
要
素
と
し
て
は
、
日
本
も
関
係

す
る
。
特
徴
的
な
「
観
音
の
誤
認
と
習
合
」
に
つ
い
て
、
三
つ
の
例
を
挙

げ
る
。

　

以
上
の
例
に
よ
り
、
ま
ず
媽
祖
と
観
音
は
外
面
が
よ
く
似
て
い
る
事
が

分
か
る
。
そ
し
て
、
媽
祖
信
仰
の
効
果
の
増
幅
と
観
音
の
化
身
へ
の
変
化

は
、
日
中
が
相
互
に
影
響
を
与
え
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
ト
ル
コ
の
ア
レ
ヴ
ィ
ー
／
ア
レ
ヴ
ィ
ー
リ
キ
の 

形
成
と
変
化
の
再
検
討

佐
島　
　

隆

　

現
在
ト
ル
コ
共
和
国
を
は
じ
め
中
東
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
展
開
し
て
い

る
「
ア
レ
ヴ
ィ
ー
／
ア
レ
ヴ
ィ
ー
リ
キ
」
概
念
の
形
成
と
変
化
に
つ
い
て

一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
〇
年
頃
に
か
け
て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
政
治

的
社
会
的
文
化
的
環
境
と
の
関
連
及
び
ア
レ
ヴ
ィ
ー
再
生
産
（
教
育
） 

お
よ
び
ア
レ
ヴ
ィ
ー
の
主
体
か
ら
の
理
解
の
関
連
か
ら
明
ら
か
に
し
た

（『
宗
教
研
究
』
第
九
四
巻
第
二
輯﹇
第
三
九
八
号
﹈一
三
七
―
一
六
四
頁
）。

す
る
と
九
〇
年
代
頃
ま
で
の
「
ア
レ
ヴ
ィ
ー
／
ア
レ
ヴ
ィ
ー
リ
キ
」
と
い

う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
そ
れ
に
至
る
ア
レ
ヴ
ィ
ー
概
念
の
変
化
に

つ
い
て
検
討
し
、
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
た
だ
し
、
資
料
や
対

象
の
変
化
の
多
様
性
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
二
〇
世
紀
の
中

　

１

、
中
国
、
台
湾
、
日
本
の
媽
祖
廟
は
、
情
報
を
互
い
に
共
有
し
て
い

る
。
従
っ
て
、
媽
祖
廟
に
安
置
さ
れ
る
媽
祖
像
は
、
互
い
に
請
い
受
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
媽
祖
信
仰
を

介
し
た
交
流
は
、
純
粋
な
信
仰
の
交
流
で
あ
る
一
方
で
、
近
年
に
よ
く
言

及
さ
れ
る
宗
教
外
交
、
貿
易
と
い
っ
た
目
的
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
例
え
ば
、
湄
洲
島
の
丘
に
立
つ
巨
大
な
媽
祖
像
は
、
台
湾
・
台
北
の

関
渡
宮
媽
祖
観
音
と
は
海
を
隔
て
て
向
き
合
う
。
こ
れ
は
、
当
時
、
湄
洲

島
に
あ
っ
た
媽
祖
祖
廟
の
再
建
が
、
台
湾
方
面
の
協
力
を
受
け
て
行
わ
れ

た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
日
本
の
場
合
は
、
日
本
人
が
意
図
的
に
建
て

た
媽
祖
廟
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
元
々
存
在
し
て
い
た
神
社

や
寺
院
を
一
時
的
に
媽
祖
廟
と
し
た
事
例
は
あ
る
。
例
え
ば
、
天
妃
山
に

位
置
す
る
弟
橘
比
賣
神
社
で
あ
る
。

　

２

、
媽
祖
信
仰
は
日
本
各
地
の
神
々
や
、
観
音
と
習
合
さ
れ
て
い
る
。

地
域
に
よ
っ
て
習
合
さ
れ
る
神
々
は
異
な
る
。
以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
。

　

①
北
茨
城
市
磯
原
町
に
あ
る
弟
橘
媛
神
社
の
鎮
座
す
る
場
所
は
天
妃
山

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

②
沖
縄
で
は
「
を
な
り
神
」
と
習
合
し
て
い
る
。

　

③
鹿
児
島
で
は
観
音
信
仰
と
習
合
し
て
い
る
（
野
麻
権
現
並
日
御
崎
観

音
之
事
、
注
12
参
照
）

　

④
青
森
県
下
北
郡
大
間
町
に
あ
る
大
間
稲
荷
神
社
は
、
元
禄
九
年
（
一

六
九
六
）
に
、
名
主
伊
藤
五
左
衛
門
が
「
天
妃
媽
祖
（
大
）
権
現
」
を
勧

請
し
た
場
所
で
あ
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
よ
り
天
妃
神
（
天
妃
媽

祖
大
権
現
）
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
明
治
六
年
に
、
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈

の
た
め
、
稲
荷
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
。
現
在
も
七
月
の
海
の
日
に
、
大
漁

祈
願
祭
と
合
わ
せ
て
天
妃
様
行
列
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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を
見
て
み
た
い
。
本
書
に
は
誤
っ
た
知
識
を
正
す
最
初
の
科
学
的
研
究
書

と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
に
対
す
る
「
誤
解
」
が
あ
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
調
査
実
施
が
、
イ
ス
ラ
ム
再
賦
活
の
時
期
で
も

あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
を
意
識
し
、
ス
ン
ニ
ー
派
と
対
置
さ
せ
て
考
え
る
傾
向

が
あ
る
。
シ
ュ
ン
村
で
実
践
さ
れ
て
い
る
儀
礼
「
イ
バ
ー
デ
ト
」
は
シ
ェ

リ
ア
ト
と
タ
リ
カ
ト
の
両
者
に
わ
た
る
。
ス
ン
ニ
ー
派
は
シ
ェ
リ
ア
ト
の

み
で
あ
る
が
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
は
両
方
あ
る
の
で
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
は
ム
ス
リ

ム
で
も
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
ま
た
ス
ン
ニ
ー
派
か
ら
ア
レ
ヴ
ィ

ー
に
対
し
て
「
ク
ズ
ル
バ
シ
ュ
（
赤
い
頭
）」
と
言
う
の
に
対
し
ス
ン
ニ

ー
派
に
は
「
カ
ラ
バ
シ
ュ
（
黒
い
頭
）」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
と
い
う
。

誹
謗
中
傷
の
元
と
な
る
「
灯
火
消
し
」（
九
〇
年
代
の
「
ロ
ウ
ソ
ク
消
し
」）

は
、
痕
跡
が
な
か
っ
た
と
言
う
。
こ
の
中
傷
は
ク
ズ
ル
バ
シ
ュ
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
と
ク
ズ
ル
バ
シ
ュ
は
同
様
の
集
団
と
把
握

さ
れ
る
。
シ
ュ
ン
村
の
ア
レ
ヴ
ィ
ー
共
同
体
の
指
導
者
デ
デ
が
関
与
す

る
。
デ
デ
は
ゼ
イ
ネ
ル
ア
ー
ビ
デ
ィ
ン
か
ら
ア
リ
ー
に
遡
る
と
さ
れ
る

が
、
シ
ー
ア
派
内
に
ア
レ
ヴ
ィ
ー
は
位
置
し
な
い
。
そ
し
て
デ
デ
を
排
出

す
る
家
系
は
「
ア
ウ
イ
チ
ャ
ン
」
で
あ
る
。
儀
礼
に
関
し
て
楽
器
演
奏
者

は
関
与
す
る
が
、
旋
舞
「
セ
マ
ー
フ
」
の
記
述
は
無
い
。
ま
た
儀
礼
中
に

裁
判
が
あ
る
が
、
そ
の
罪
罰
に
は
ジ
ャ
ー
フ
ァ
ル
・
サ
ー
ド
ゥ
ク
の
『
ブ

イ
ル
ク
』
が
参
考
に
さ
れ
る
ら
し
い
。
ま
た
、
儀
礼
の
中
で
「
来
世
の
兄

弟
」
と
い
う
擬
制
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
儀
礼
に
は
男
女
、
子
ど

も
も
参
加
す
る
。
そ
の
他
に
魂
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
考
え
方
が
あ
る
。
ま

た
「
廟
」
へ
の
参
詣
行
動
が
あ
り
、
そ
こ
で
祈
願
が
寄
せ
ら
れ
る
。

頃
ま
で
の
「
前
半
の
一
部
」
を
取
り
扱
い
、
中
で
も
『
大
英
帝
国
議
会
報

告
書
』、
ハ
ス
ラ
ッ
ク
『
ス
ル
タ
ン
の
も
と
で
の
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ

ム
』、
エ
ル
デ
ン
ツ
ー
『
シ
ュ
ン
村
の
民
族
学
的
研
究
』
の
三
点
に
つ
い

て
、
各
々
を
点
描
す
る
形
で
報
告
す
る
。

　

ま
ずA

levi

と
い
う
言
葉
は
『
大
英
帝
国
議
会
報
告
書
（Septem

ber 
7, 1880, in N

o. 73. T
able II

）』
の
中
に
出
て
い
る
。
こ
こ
に
はA

le-
vis

とK
izilbash

をA
rm

enians

の
中
に
分
類
す
る
者
、
同
じ
も
の

の
異
な
る
呼
び
方
で
あ
る
と
す
る
者
、
両
者
を
別
の
集
団
と
し
て
分
類
す

る
者
な
ど
が
い
た
。
こ
こ
か
らA

levi

が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
立
場
、

知
識
の
蓄
積
の
濃
淡
や
視
点
の
方
向
性
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
分
類
と
な

っ
て
お
り
、
ま
だ
特
定
の
集
団
を
指
す
言
葉
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
こ

と
が
分
か
る
。
ま
た
ク
ル
ド
人
と
ザ
ザ
人
と
ア
レ
ヴ
ィ
ー
と
が
関
係
す
る

こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ス
ラ
ッ
ク
は
一
八
九
九
―
一
九
一
六
年
ギ
リ

シ
ャ
や
ト
ル
コ
に
滞
在
し
『
ス
ル
タ
ン
の
も
と
で
の
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス

ラ
ム
』（
初
版
一
九
二
九
年
）
を
書
い
た
。
本
書
で
は
ア
レ
ヴ
ィ
ー
が
ク

ル
ド
と
切
り
離
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ク
ズ
ル
バ
シ
ュ
を

「
ア
レ
ヴ
ィ
ー
」
つ
ま
り
「
ア
リ
ー
の
崇
拝
者
」
と
呼
び
か
え
、
タ
フ
タ

ジ
ュ
と
も
関
連
さ
せ
て
記
述
す
る
。
ア
レ
ヴ
ィ
ー
と
ベ
ク
タ
シ
ー
と
の
同

質
性
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
ヌ
サ
イ
リ
ー
や
ヤ
ズ
ィ
ー
デ
ー
と
切
り
離

し
、
ク
ル
ド
・
ク
ズ
ル
バ
シ
や
ク
ズ
ル
バ
シ
・
ク
ル
ド
人
を
「
デ
ル
ス
ィ

ム
の
ク
ズ
ル
バ
シ
ュ
」
と
し
、
ク
ル
マ
ン
ジ
ー
・
ク
ル
ド
人
を
ア
レ
ヴ
ィ

ー
と
は
し
て
い
な
い
。

　

一
九
五
二
―
五
五
年
に
ト
ル
コ
東
部
エ
ラ
ズ
ー
県
で
ア
レ
ヴ
ィ
ー
社
会

の
現
地
実
態
調
査
を
行
っ
た
ト
ル
コ
人
女
性
研
究
者
ネ
ル
ミ
ン
・
エ
ル
デ

ン
ツ
ー
に
よ
る
『
シ
ュ
ン
村
の
民
族
学
的
研
究
』（
初
出
一
九
五
九
年
）
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碍
、
顧
念
し
な
い
。「
封
滞
品
」
に
、
比
丘
が
五
蘊
を
非
我
・
非
我
所
、

無
我
・
無
我
所
と
勝
解
す
れ
ば
、
欲
界
煩
悩
の
五
下
分
結
を
断
ち
、
声
聞

三
果
を
証
し
て
阿
那
含
と
成
る
。

　

こ
れ
等
の
『
蘊
篇
』
の
法
は
、『
毘
奈
耶
雑
事
』
に
、
結
集
の
と
き
、

仏
陀
の
初
転
法
輪
で
説
か
れ
て
お
り
、
空
海
も
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
第
中

に
、
声
聞
の
位
を
「
唯
蘊
無
我
住
心
」
と
し
、「
法
を
存
す
る
が
ゆ
え
に

唯
蘊
な
り
。
人
を
遮
す
る
が
ゆ
え
に
無
我
な
り
。
簡
持
し
て
義
と
な
る
が

ゆ
え
に
唯
な
り
。」
と
い
う
。

　
『
大
篇
』
は
、
八
聖
道
に
邪
性
の
不
善
士
と
対
に
、
よ
り
劣
の
不
善
士

対
勝
れ
た
善
士
に
度
す
。
漢
訳
は
順
流
道
と
逆
流
道
、
退
道
と
勝
道
、
下

道
と
上
道
で
三
経
道
跡
を
表
す
。
親
近
善
知
識
は
、
仏
が
舍
利
弗
に
問
う

主
要
分
の
四
預
流
支
で
、
八
正
道
の
前
行
で
須
陀
洹
果
を
証
す
。
流
は
八

支
聖
道
、
預
流
は
八
支
聖
道
の
成
就
、
漢
訳
は
さ
ら
に
仏
・
法
・
僧
に
不

壊
浄
、
聖
戒
成
就
を
須
陀
洹
分
と
い
う
。
増
支
部
「
双
品
」
は
、
洪
説
に

『
中
阿
含
経
』
に
『
本
際
経
』・『
食
経
』、
複
数
の
漢
訳
本
が
あ
る
。
無
明

の
本
際
、
縁
に
食
・
習
あ
り
。
有
愛
は
、
井
上
解
説
に
存
在
欲
で
順
に
、

無
明
、
五
蓋
、
三
悪
行
、
不
護
諸
根
、
不
正
念
・
不
正
知
、
非
如
理
作
意
、

不
信
、
聞
悪
法
、
親
近
悪
知
識
に
続
き
、
還
り
順
に
有
愛
を
具
え
る
。
渇

愛
し
て
病
的
な
執
着
と
な
る
。
明
解
脱
順
に
、
覚
支
か
ら
親
近
善
知
識
を

具
え
、
還
り
順
に
明
解
脱
に
至
る
。

　
『
六
処
篇
』
に
、
こ
の
四
大
所
成
の
身
の
中
に
、
破
壊
に
伴
う
法
が
あ

る
。『
篋
毒
蛇
経
』
の
よ
う
。
比
丘
の
見
清
浄
と
は
、
六
触
処
・
五
取
蘊
・

四
大
の
起
滅
を
如
実
に
知
る
こ
と
で
あ
る
と
善
人
は
示
唆
す
る
。

　

松
長
説
に
、
空
海
の
生
死
観
は
、
業
が
引
き
起
こ
し
た
毒
蛇
や
鬼
神

は
、
五
蘊
が
仮
に
和
合
し
て
成
る
身
体
を
損
な
い
、
四
大
不
調
の
病
は
毒

善
士
と
毒
蛇
の
喩
語
の
無
我

筒
井　

奈
々

　

こ
の
研
究
は
、
二
十
年
前
に
始
め
て
思
う
に
、
人
の
欲
や
願
い
が
叶
わ

ず
混
乱
し
て
も
、
結
果
ま
と
も
で
あ
れ
ば
上
出
来
で
あ
る
。
善
知
識
の
訳

に
、
巴
語
の
サ
ッ
プ
リ
サ
が
あ
る
。「
善
士
」
と
い
う
訳
が
主
で
あ
る
が
、

雲
井
昭
善
著
『
パ
ー
リ
語
仏
教
辞
典
』
に
は
、「
善
き
善
人
」
と
い
う
訳

が
多
く
あ
る
。

　

前
田
説
に
、
巴
利
文
献
の
『
相
応
部
経
典
』
に
対
応
す
る
漢
訳
は
、

『
雑
阿
含
経
』
で
あ
る
。『
有
偈
篇
』
の
「
拘
薩
羅
相
応
」
で
は
、
卑
人
と

善
人
で
対
比
さ
れ
、
富
の
受
用
が
正
し
い
、
導
師
的
な
人
物
で
あ
る
。

「
帝
釈
相
応
」
で
は
、
人
の
と
き
の
天
帝
釈
を
い
う
。『
因
縁
篇
』
は
、
供

養
と
名
誉
の
利
得
は
、
甚
だ
可
怖
と
な
し
、
取
滅
を
ね
が
え
ば
、
善
人
と

い
わ
れ
始
め
る
。

　
『
蘊
篇
』
は
前
田
説
に
、『
根
本
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
の
「
蘊
品
」、『
瑜

伽
師
地
論
』
の
「
蘊
処
界
」
に
相
応
す
る
。
サ
ッ
プ
リ
サ
は
、
聖
人
と
と

も
に
善
知
識
と
い
う
、
僧
団
を
形
成
す
る
人
た
ち
で
あ
り
、
声
聞
が
無
漏

を
得
る
た
め
の
因
縁
で
あ
る
。
漢
訳
で
は
、
有
聞
の
聖
弟
子
の
中
に
ま
と

め
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
那
拘
羅
長
者
が
出
家
の
法
を
聞
い
て
、
身

有
患
に
し
て
心
無
患
に
な
り
、
優
婆
塞
に
な
る
。
こ
の
法
は
、
有
身
滅
道

跡
で
、「
所
食
品
」
に
疾
く
漏
尽
を
得
る
。
こ
の
五
受
陰
は
、
欲
を
以
て

根
・
集
・
生
・
触
と
な
し
て
い
る
。「
華
品
」
に
、
河
の
流
れ
に
没
し
、

彼
岸
に
上
ろ
う
と
し
て
草
木
を
取
る
と
、
切
れ
て
再
び
漂
流
す
る
よ
う

に
、
色
、
受
、
想
、
行
、
識
を
我
と
見
る
と
断
ち
切
れ
る
。
多
聞
の
聖
弟

子
は
、
色
、
受
、
想
、
行
、
識
に
楽
著
せ
ず
、
涅
槃
を
得
る
。「
説
法
品
」

に
、
有
聞
の
聖
弟
子
は
、
五
蘊
を
我
・
我
所
に
繋
著
せ
ず
、
恐
怖
、
障
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マ　

タ
ノ
ム
ノ
コ
ト
ハ
ヲ
キ
ラ
ヒ
…
」
と
あ
る
よ
う
に
三
業
派
、
十
劫
秘

事
（
十
劫
安
心
）
派
双
方
に
対
し
て
の
裁
断
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
当
時
の
寺
社
奉
行
が
三
業
派
を
不
正
義
と
裁
決
し
た
（
一
八

〇
六
、
七
、
一
一
）
こ
と
も
あ
っ
た
故
か
、
以
後
本
願
寺
派
教
団
に
お
い

て
年
月
日
時
ノ
覚
不
覚
ヲ
論
ず
る
こ
と
（
一
念
覚
知
説
）
に
つ
い
て
は
厳

し
く
扱
わ
れ
た
が
、
十
劫
秘
事
（
十
劫
安
心
、
無
帰
命
安
心
）
に
つ
い
て

は
極
め
て
曖
昧
な
扱
い
が
さ
れ
、
機
辺
の
決
定
心
を
自
力
と
し
て
否
定
す

る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

三
業
惑
乱
終
結
の
間
も
な
い
頃
と
思
わ
れ
る
が
南
渓
（
一
七
九
〇
―
一

八
七
三
）
は
「
心
得
た
と
思
は
心
得
ぬ
な
り
と
云
ひ
機
辺
の
決
定
を
排
す

る
邪
義
、
御
一
代
記
聞
書
末
三
十
四
丁
（
真
聖
全
三
の
五
八
四
）
に
云
云

と
あ
れ
ば
我
等
が
た
す
か
る
わ
け
は
仏
辺
に
成
し
て
あ
れ
ば
夫
れ
を
聞
く

ば
か
り
、
機
辺
と
信
心
決
定
の
安
堵
の
と
云
へ
は
皆
自
力
な
り
夫
れ
こ
そ

心
得
た
と
お
も
ふ
に
な
る
な
り
。
評
云
此
は
一
句
一
言
を
截
り
と
り
妄
義

を
搆
ふ
る
な
り
、（
中
略
）
察
す
る
処
三
業
の
後
意
業
運
想
な
ど
お
こ
り

て
、
機
辺
の
受
け
前
を
己
れ
が
妄
情
穿
鑿
し
て
御
裁
断
あ
り
し
よ
り
機
辺

に
領
解
を
語
れ
ば
自
力
な
り
と
、
偏
へ
に
心
へ
て
、
如
是
妄
説
を
成
す
、

全
く
他
の
無
相
離
念
に
同
じ
何
ぞ
か
か
る
安
心
あ
る
べ
き
や
、（
中
略
）

領
解
文
に
は
往
生
一
定
御
助
け
治
定
と
存
じ
と
あ
る
、
存
は
亡
に
対
し
て

心
内
に
あ
る
こ
と
な
り
、
仏
智
を
凡
心
に
領
受
し
た
る
処
な
り
。
此
御
文

に
は
し
ば
し
ば
こ
こ
ろ
え
よ
と
の
玉
ふ
。
何
ぞ
機
受
決
定
を
排
却
せ
ん

や
、（
中
略
）
御
助
け
は
一
定
往
生
治
定
と
存
ず
と
云
ふ
往
生
安
堵
の
思

ひ
に
住
す
る
を
こ
そ
決
定
心
を
得
た
る
人
と
云
べ
し
、
こ
の
決
定
を
排
却

す
る
と
き
は
生
涯
不
決
定
を
以
て
安
心
と
す
る
や
、
若
決
定
不
決
定
を
機

受
に
求
め
ず
と
云
は
ば
十
劫
秘
事
な
り
。（『
新
二
十
邪
義
批
評
』〈『
六
条

蛇
の
せ
い
で
、
鬼
神
に
よ
り
命
を
奪
わ
れ
る
（『
性
霊
集
』
巻
第
八
）
と

い
う
無
常
の
理
に
注
目
し
、
そ
の
生
死
の
苦
か
ら
離
脱
す
る
に
は
、
仏
法

の
指
し
示
す
所
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
川
崎
解
説
は
、
人
間
の
身

体
や
命
は
四
大
や
五
蘊
が
集
ま
っ
た
仮
の
存
在
で
あ
り
、
因
縁
が
尽
き
れ

ば
も
と
の
四
大
や
五
蘊
に
還
る
。
毒
蛇
や
鬼
神
な
ど
は
無
明
・
五
蘊
の
仮

の
身
体
の
比
喩
表
現
と
い
う
。
空
海
説
の
毒
蛇
喩
の
毒
蛇
は
、『
篋
毒
蛇

経
』
に
、
こ
の
身
体
は
、
篋
の
中
に
毒
蛇
を
飼
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
い
い
、
毒
蛇
喩
は
四
大
と
そ
の
界
、
五
大
に
居
る
。

　

初
期
か
ら
空
海
の
教
え
に
渉
る
に
依
り
、
毒
蛇
喩
は
、
慓
悍
な
無
常
の

象
徴
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
巴
語
に
「
毒
蛇
喩
人
」
と
い
う
詞
が
あ
り
、
人

無
我
に
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
我
は
、
真
田
・
奈
良
・
田
﨑
・
前
谷

説
等
を
参
照
し
た
。
無
常
の
苦
に
畏
懼
す
る
ゆ
え
、
無
我
に
も
な
れ
る
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
け
る
一
念
覚
知
説
と
生
涯
不
決
定
説紅

楳　

英
顕

　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
に
三
業
惑
乱
（
一
七
九
七

頃
―
一
八
〇
六
）
と
言
わ
れ
る
教
義
論
争
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
本
願
寺

第
十
九
代
宗
主
本
如
の
『
御
裁
断
御
書
』（
一
八
〇
六
、
一
一
、
六
）
に
は

「
シ
カ
ル
ニ
近
頃
ハ　

当
流
ニ
沙
汰
セ
サ
ル
三
業
の
規
則
を
穿
鑿
シ　

又

コ
ノ
三
業
に
ツ
キ
テ
自
然
ノ
名
ヲ
タ
テ　

年
月
日
時
ノ
覚
不
覚
ヲ
論
シ　

或
ハ
帰
命
ノ
一
念
ニ
妄
心
ヲ
ハ
コ
ヒ　

マ
タ
ハ
三
業
ヲ
イ
メ
ル
マ
マ　

タ

ノ
ム
ノ
コ
ト
ハ
ヲ
キ
ラ
ヒ　

此
ノ
余
ニ
モ　

マ
ト
ヘ
ル
モ
ノ
是
有
ヨ
シ　

マ
コ
ト
ニ
モ
テ　

ナ
ケ
カ
シ
キ
次
第
ナ
リ
」（『
浄
土
真
宗
聖
典
』
一
三
四

七
）
と
あ
る
。『
御
裁
断
御
書
』
に
は
「
三
業
の
規
則
を
穿
鑿
シ
…
年
月

日
時
ノ
覚
不
覚
ヲ
論
シ
…
」（
三
業
派
）、
と
「
マ
タ
ハ
三
業
ヲ
イ
メ
ル
マ
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ン
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
者
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、
日
本
組
合
基
督
教
会
牧
師
の
柏
木
義

円
（
一
八
六
〇
―
一
九
三
八
）
に
注
目
す
る
。
当
時
の
柏
木
の
日
記
、
書

簡
を
検
討
し
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
感
染
症
に
対
応
し
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
。

　

日
本
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に
は
、
一
九
一

八
年
一
〇
月
か
ら
始
ま
っ
た
「
前
流
行
」
と
、
一
九
一
九
年
一
二
月
か
ら

始
ま
っ
た
「
後
流
行
」
の
二
つ
の
波
が
あ
る
。
当
時
柏
木
が
牧
師
を
し
て

い
た
群
馬
県
の
安
中
周
辺
で
は
、
前
流
行
は
一
九
一
八
年
一
〇
月
か
ら
一

九
一
九
年
三
月
頃
ま
で
、
後
流
行
は
一
九
二
〇
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
頃

ま
で
続
き
、
特
に
後
流
行
に
お
い
て
死
亡
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

柏
木
が
残
し
た
文
書
の
う
ち
、
流
行
性
感
冒
に
つ
い
て
最
も
早
い
段
階

で
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
一
九
一
八
年
一
二
月
二
七
日
の
柏
木
隼
雄
宛

書
簡
が
あ
る
。
安
中
で
流
行
性
感
冒
が
拡
大
し
て
多
く
の
家
に
感
染
者
が

出
た
こ
と
、
柏
木
家
で
も
家
庭
内
感
染
が
起
こ
り
柏
木
と
複
数
の
子
が
感

染
、
一
日
か
ら
三
日
程
度
寝
込
ん
だ
こ
と
、
安
中
で
の
死
者
が
比
較
的
少

な
い
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
流
行
中
の
柏
木
の
日
記
に

は
、
複
数
の
教
会
員
あ
る
い
は
そ
の
家
族
が
感
染
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て

い
る
。
柏
木
は
安
中
周
辺
の
感
染
動
向
を
比
較
的
正
確
に
把
握
し
て
お

り
、
世
界
的
な
流
行
拡
大
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
た
だ
症
状
が
軽
い

も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
前
流
行
中
の
日
記
や
書
簡
の
文
面

か
ら
は
、
そ
れ
ほ
ど
危
機
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

後
流
行
で
は
様
相
が
異
な
る
。
日
記
か
ら
、
柏
木
が
戦
争
に
も
比
較
し

う
る
災
厄
と
し
て
、
流
行
性
感
冒
を
強
く
警
戒
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
マ
ス
ク
を
入
手
し
た
り
、
自
身
あ
る
い
は
家
族
に
「
予
防
接

学
報
』
第
二
十
二
、
一
九
〇
三
年
〉）」
と
述
べ
、
機
辺
の
決
定
心
を
否
定

す
る
こ
と
（
生
涯
不
決
定
説
）
を
十
劫
秘
事
と
し
、
誤
り
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

三
業
派
を
論
伏
し
『
御
裁
断
御
書
』
の
礎
と
な
っ
た
大
瀛
の
『
横
超
直

道
金
剛
錍
』
に
お
い
て
も
、
一
念
覚
知
と
十
劫
秘
事
の
双
方
の
誤
り
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
「
一
念
覚
知
」
を
誤
り
と
す
る

意
味
は
、
三
業
派
が
獲
信
時
の
年
月
日
時
を
必
ず
覚
え
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
が
あ
る
は
ず
は
な
い
、

と
述
べ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
（
拙
著
『
親
鸞
聖
人
の
念
仏
論
』
永
田
文

昌
堂
、
二
〇
一
八
年
、
七
頁
以
下
）。

　
『
御
裁
断
御
書
』
の
少
し
前
に
出
さ
れ
た
『
御
裁
許
書
』
に
「
近
来
心

得
違
ノ
輩
ラ
コ
ノ
一
念
ニ
付
三
業
ノ
義
則
ヲ
穿
鑿
シ
或
ハ
タ
ノ
ミ
シ
年
月

日
時
ヲ
オ
ホ
ヘ
サ
レ
ハ
信
心
ニ
ア
ラ
ス
ト
サ
タ
ス
ル
ヲ
頌
テ
却
テ
御
正
化

ニ
モ
ト
ツ
カ
サ
ル
タ
ク
ヒ
コ
レ
ア
ル
ヨ
シ
大
キ
ニ
歎
キ
思
召
ル
ル
処
ナ
リ

（
享
和
元
辛
酉
〈
一
八
〇
一
〉
稔
初
秋
下
旬　

龍
谷
第
十
九
世
釈
本
如　

越

前
福
井
坊
舎
法
中
門
徒
中
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
一
念
覚
知
の
異
義
と
は
「
タ
ノ
ミ
シ
年
月
日
時
ヲ
オ
ホ
ヘ
サ
レ
ハ

信
心
ニ
ア
ラ
ス
」
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
り
、
決
定
心
を
否
定
す
る
生
涯

不
決
定
説
を
述
べ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
風
邪
と
柏
木
義
円

杉
田　

俊
介

　

一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
大
流
行
し
、
多
く
の
死
者
を

出
し
た
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
ス
ペ
イ
ン
風
邪
、
流
行
性
感

冒
）。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
も
比
較
さ
れ
る
こ
の
ス
ペ
イ
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拝
や
策
平
の
葬
儀
に
多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
お
け
る
教
会
の
状
況
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ

ら
れ
る
。

シ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
劇
場
版
に
お
け
る
終
末
論

十
津　

守
宏

　

今
春
二
十
五
年
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
製
作
さ
れ
続
け
て
き
た
「
エ
ヴ

ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
が
「
シ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
と
い
う
形
で
完
結

し
た
。
様
々
な
宗
教
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
こ
の
作
品
に
示

さ
れ
て
い
る
終
末
観
・
救
済
観
は
、
如
何
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

作
品
そ
の
も
の
に
示
さ
れ
た
反
歴
史
主
義
的
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。

作
品
中
で
度
々
言
及
さ
れ
て
い
る
「
原
罪
」
と
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教

の
正
統
的
教
義
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
個
体
生
命
と
し
て
自
我
を
も
っ
て

歴
史
的
現
実
の
中
で
「
生
き
て
い
る
」
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
救
済
」
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、
人
為
的
か
つ
大
多
数
の
人
類

に
と
っ
て
は
外
在
的
に
齎
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
終
末
は
作
品
中
の
表
現

を
借
り
る
の
で
あ
れ
ば
「
相
補
性
の
な
い
」
人
間
の
自
我
が
消
失
し
た
、

無
時
間
的
な
黙
示
文
学
に
特
有
の
「
歴
史
喪
失
」
を
示
す
世
界
で
あ
る
。

旧
劇
場
版
「
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
で
は
そ
の
無
時
間
的
な
歴
史
喪
失
の

世
界
を
主
人
公
が
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
は
自
我
と
善
悪
の
併
存

と
死
を
運
命
付
け
ら
れ
た
人
間
の
歴
史
と
し
て
歩
み
を
再
び
始
め
る
の
で

あ
る
。

　

完
結
編
で
あ
る
「
シ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
は
実
は
そ
の
一
連
の

プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
反
復
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
Ｍ
・
エ

種
」（
現
在
の
も
の
と
は
異
な
る
）
を
打
っ
た
り
と
、
柏
木
は
当
時
の
知

見
に
も
と
づ
い
て
、
で
き
る
限
り
感
染
を
予
防
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一

月
下
旬
か
ら
は
、
教
会
員
お
よ
び
そ
の
家
族
に
お
け
る
感
染
が
相
次
ぎ
、

前
流
行
の
際
と
は
異
な
っ
て
死
者
も
出
て
い
る
。
日
記
か
ら
は
、
教
会
員

お
よ
び
そ
の
家
族
少
な
く
と
も
五
名
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
他
方
、
先
述
の
よ
う
な
予
防
に
も
関
わ
ら
ず
、
柏
木
家
で
は
家
庭
内

感
染
が
起
き
、
柏
木
自
身
、
七
男
季
雄
、
次
男
策
平
の
三
人
が
感
染
、
心

臓
に
持
病
を
抱
え
て
い
た
策
平
（
千
葉
医
専
の
学
生
、
帰
省
中
）
が
亡
く

な
っ
て
い
る
。

　

柏
木
は
前
流
行
の
直
前
に
妻
か
や
子
を
亡
く
し
て
お
り
、
策
平
の
死
は

大
変
な
痛
手
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
柏
木
を
支
え
た
も
の
の
ひ
と
つ

は
、
後
流
行
で
幼
い
二
人
の
子
ど
も
を
亡
く
し
た
教
会
員
牛
山
濱
子
一
家

（
長
野
県
在
住
）
と
の
交
流
で
あ
っ
た
。
突
然
子
ど
も
を
失
う
と
い
う
共

通
の
苦
難
が
柏
木
と
牛
山
一
家
を
結
び
つ
け
た
と
い
え
る
。
ま
た
柏
木
は

牛
山
へ
の
書
簡
の
中
で
、
こ
の
世
は
神
の
教
育
を
受
け
て
天
国
に
入
る
た

め
の
準
備
を
す
る
「
学
校
」
で
あ
る
と
く
り
か
え
し
記
し
、
人
生
の
苦
痛

と
悲
哀
は
神
が
与
え
た
「
御
教
育
の
料
」「
訓
練
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
こ
う
し
た
人
生
観
は
、
柏
木
が
一
九
〇
九
年
の
論
文
「
基
督
教
の
人

間
観
」
で
ま
と
ま
っ
た
仕
方
で
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
以
前
か

ら
の
人
生
観
が
、
柏
木
や
牛
山
を
支
え
る
力
と
な
っ
て
い
た
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

な
お
前
流
行
、
後
流
行
を
通
じ
て
、
日
記
や
書
簡
に
は
、
柏
木
が
教
会

に
お
い
て
、
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
対
応
を
と
っ
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
記
述
は
出
て
こ
な
い
。
マ
ス
ク
、
予
防
接
種
に
つ
い
て
も
、
あ

く
ま
で
家
庭
の
感
染
対
策
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
流
行
中
も
、
日
曜
礼
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原
初
に
人
な
ら
ざ
る
者
に
よ
っ
て
運
命
づ
け
ら
れ
た
創
造
の
呪
い
か
ら
解

放
さ
れ
、
人
間
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
「
歴
史
」
へ
と
再
創
造

さ
れ
る
。
他
方
で
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
と
同
時
に

他
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
不
可
避
な
「
相
補
性
」
と
運
命
付
け
ら
れ
て
い

る
「
死
」
に
は
何
の
救
済
も
解
決
も
呈
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ

も
作
品
中
で
進
め
ら
れ
て
い
た
「
人
類
補
完
計
画
」
と
は
知
恵
と
自
我
を

失
い
永
遠
に
生
き
る
「
神
の
子
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
か
？　

物
語
は
こ
の
問
い
に
直
接
的
に
答
え
よ
う
と
し
な
い
。

「
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
の
存
在
し
な
い
穏
や
か
な
歴
史
的
な
日
常
を
描

い
て
そ
の
幕
を
閉
じ
る
。
こ
こ
で
は
黙
示
文
学
の
歴
史
観
と
救
済
観
そ
の

も
の
が
完
全
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
穏
や
か
な
日
常
の
描
写
に
含

意
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
か
の
Ｍ
・
ル
タ
ー
も
引
用
し

た
「
明
日
世
界
が
滅
ぶ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
私
は
今
な
お
リ
ン
ゴ
の
樹

を
植
え
る
」
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
教
の
古
い
伝
説
的
な
言
葉
に
宿
る
精
神
の
具

現
化
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
のN

achtw
andler-Lied

中
路　

正
恒

　
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
章
で

あ
る
「
酔
歌
」N

achtw
andler-Lied

で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
最
終
的
な
体

験
と
思
想
、
す
な
わ
ち
永
遠
回
帰
の
体
験
と
思
想
が
詩
的
な
表
現
で
言
表

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
ま
し
な
人
間
た
ち
」
を

前
に
し
て
一
滴
の
露
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
こ
う
語
る
、「
ま
さ
に
今
わ

た
し
の
世
界
は
完
全
に
な
っ
た
。
真
夜
中
は
ま
た
真
昼
で
も
あ
る
の
だ

Eben w
ard m

eine W
elt vollkom

m
en, M

itternacht ist auch 

リ
ア
ー
デ
が
述
べ
た
「
永
遠
回
帰
の
神
話
」
を
物
語
は
紡
い
で
い
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
端
緒
は
人
が
「
知
恵
の
実
」
を
食
べ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
も
明
ら
か
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
知
恵
を
持
ち
な
が
ら
生
き
て

い
る
こ
と
が
「
原
罪
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
「
原
罪
」
を
浄
化
す
る
た
め

の
儀
式
が
作
品
中
で
は
次
々
と
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
く
。「
浄
化
」
と
い

う
名
目
で
語
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
儀
式
は
「
死
」
を
以
て
「
原
罪
」
を
贖
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
歴
史
を
導
く
人
格
神
も
存
在
し
な
け
れ
ば
、
救

済
史
と
い
う
概
念
も
存
在
し
な
い
。
決
定
論
的
な
終
末
論
が
存
在
す
る
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
神
」
観
念
は
徹
底
し
て
黙
示
文
学
的

な
そ
れ
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
グ
ノ
ー
シ
ス
的
色
彩
さ
え
も
帯
び
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、「
使
徒
」
を
倒
し
「
神
の
子
」
と
し
て
新
生
す
る
以

外
に
は
、
人
間
が
種
と
し
て
生
き
残
る
方
途
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
故
に
、
物
語
の
ベ
ク
ト
ル
は
あ
た
か
も
仏
教
が
輪
廻
の
環
か
ら
解
脱

す
る
こ
と
を
目
指
す
が
如
く
、
こ
の
円
環
を
原
初
に
決
定
論
的
に
運
命
と

し
て
宿
命
付
け
た
「
神
ゴ
ロ
シ
」
へ
と
向
か
う
。「
浄
化
」
の
名
の
も
と

に
地
球
上
の
生
命
を
根
絶
や
し
に
し
な
が
ら
、
物
語
は
そ
の
「
運
命
を
変

え
る
こ
と
が
出
来
る
」
マ
イ
ナ
ス
宇
宙
に
存
在
す
る
ゴ
ル
ゴ
ダ
オ
ブ
ジ
ェ

ク
ト
へ
と
そ
の
舞
台
を
移
し
て
い
く
。
そ
こ
で
主
人
公
の
人
間
的
な
成
熟

を
契
機
と
し
て
、
こ
の
作
品
の
副
題
で
あ
る
「
ネ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
シ
ス
」

即
ち
「
新
・
創
世
記
」
が
主
人
公
自
身
の
手
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
人

間
を
し
て
呪
い
の
円
環
に
貶
め
た
世
界
の
始
ま
り
の
物
語
は
「
約
束
の
地

で
あ
り
、
運
命
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
」
ゴ
ル
ゴ
ダ
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
に

て
、
文
字
通
り
書
き
換
え
ら
れ
る
。
あ
る
時
は
主
人
公
の
希
望
の
依
り
代

で
あ
り
、
ま
た
あ
る
時
は
世
界
の
終
焉
の
ト
リ
ガ
ー
で
あ
っ
た
全
て
の

「
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
が
、
人
間
の
歴
史
か
ら
撤
廃
さ
れ
る
。
世
界
は
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る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
欲
す
る
こ
と
こ
そ
が
す
べ
て
の
よ

ろ
こ
び
の
本
質
で
あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
は
洞
察
す
る
。「
な
ぜ
な
ら
す
べ
て

の
よ
ろ
こ
び
は
永
遠
を
欲
す
る
か
らD

enn A
lle Lust w

ill --- Ew
ig-

keit

」
で
あ
る
。
こ
こ
に
よ
ろ
こ
び
の
肯
定
の
中
で
の
み
開
か
れ
る
万
物

の
永
遠
回
帰
の
実
在
の
根
拠
が
あ
り
、
永
遠
回
帰
の
思
想
の
リ
ア
ル
な
出

生
地
が
あ
る
。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
は
よ
ろ
こ
び
の
本
性
に
つ
い
て
の
こ
の
命

題
の
含
意
を
さ
ら
に
強
め
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
。「
す
べ
て
の
よ
ろ
こ
び
は
万

物
の
永
遠
を
意
志
す
るA

lle Lust w
ill aller D

inge Ew
igkeit

」
と

言
わ
れ
る
。
よ
ろ
こ
び
は
蜜
も
澱
滓
も
、
陶
酔
の
真
夜
中
も
、
涙
も
慰
め

も
意
志
す
る
。
そ
れ
は
よ
ろ
こ
び
は
悲
嘆
が
す
る
以
上
に
渇
い
て
激
し
く

み
ず
か
ら
を
意
志
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
よ
ろ
こ
び
は
み
ず
か
ら

を
が
ぶ
り
と
噛
み
つ
く（in sich beissen

）。
こ
こ
に
よ
ろ
こ
び
の
輪
が

成
立
し
、
よ
ろ
こ
び
の
輪
環
と
し
て
の
世
界
の
存
在
が
み
え
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
輪
環
に
は
お
の
れ
の
意
志
が
あ
り
「
よ
ろ
こ
び
の
な
か
で
輪
環

の
意
志
は
身
も
だ
え
す
るdes Ringes W

ille ringt in ihr

」
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
永
遠
回
帰
の
思
想
を
構
成
す
る
基
本
的
な
体
験
的 

要
素
が
出
そ
ろ
う
。
こ
の
輪
環
を
な
す
よ
ろ
こ
び
は
あ
ま
り
に
も
豊
か

überreich

で
あ
り
憎
悪
さ
れ
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
。
そ
れ
は
悲
嘆
さ

え
を
も
渇
望
し
、
憎
悪
で
あ
れ
恥
辱
で
あ
れ
、
そ
う
い
う
も
の
に
満
ち
た

も
の
で
あ
る
世
界
、
こ
の
世
界
を
渇
望
す
る
ほ
ど
豊
か
で
あ
る
。
そ
の
よ

ろ
こ
び
は
「
手
の
付
け
ら
れ
ぬ
至
福
の
よ
ろ
こ
び
」
と
言
わ
れ
る
が
そ
れ

は
す
べ
て
の
よ
ろ
こ
び
が
お
の
れ
自
身
を
意
志
す
る
と
い
う
ゆ
る
が
ぬ
本

質
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
よ
ろ
こ
び
の
深
さ
は
よ
ろ
こ
び
に
お

け
る
輪
環
の
意
志
の
身
も
だ
え
の
経
験
と
し
て
世
界
の
一
切
を
肯
定
す
る

肯
定
的
な
生
き
方
の
源
泉
と
し
て
示
さ
れ
る
。

M
ittag

」。
わ
た
し
の
世
界
が
完
全
に
な
る
と
は
「
苦
痛Schm

erz

は

ま
た
よ
ろ
こ
びLust

で
あ
り
、
…
夜
は
ま
た
陽
光eine Sonne

で
あ

る
」
と
い
う
見
方
が
わ
た
し
の
中
で
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
方

は
本
質
に
お
け
る
反
対
物
の
一
性
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
が
そ
れ
は
ひ

と
つ
の
よ
ろ
こ
びEine Lust

に
対
し
て
然
り
と
肯
定
し
祝
福
を
与
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
見
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
つ
の
よ
ろ
こ
び

を
然
り
と
肯
定
す
る
な
ら
ば
そ
の
者
は
す
べ
て
の
悲
痛W

eh

に
対
し
て

も
然
り
と
言
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
万
物
は 

鎖
で
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
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JARS-KARS Joint Forum: Toward Post-COVID-19 Networking

Convener and Chair: FUJIWARA Satoko
Discussant: KAWASE Takaya

International Networks of World Christianity and New Religious Movements: 
A Phenomenological Interpretation

AHN Shin
Religious Studies (RS) does not encourage researchers to deepen their religious 
faiths or convictions. Instead, this academic discipline opens their eyes to understand 
the nature of humanity and the structure of society. As a phenomenologist of reli-
gion, I now serve as a standing director of research of the Korean Association for 
Religious Studies (KARS), secretary-general of the Korean Academy of New Reli-
gions (KANR), and a vice-president of the Korean Association for Literature and 
Religion (KALR).
　In the 1990s, my Korean mentors wanted to call themselves “historians of reli-
gions.” I received my training as a scholar of religious studies from Seoul National 
University, through Yale University Divinity School and the University of Edinburgh 
Divinity School (religious studies and world Christianity). My doctoral dissertation is 
“From Conversion to Transformation: A Religious Interpretation of Yun Chi-ho 
(1865-1945)” (2006). Yun Chi-ho, a Korean who experienced a gradual conversion 
from Confucianism to Christianity, attended the World Parliament of Religions in 
Chicago, 1893 and the World Missionary Conference in Edinburgh, 1910.
　The critical issues in religious studies of 21st century South Korea are religious 
pluralism, inter-religious dialogue, and the social responsibility of religion, including 
religious culture, religious education, and religious welfare. I want to pay attention to 
the significant theological and religious studies changes in the international networks 
of world Christianity and new religious movements. There are four important cen-
ters of religious studies in South Korea, but the humanities crisis deprived young 
scholars of their research positions in religious studies.
　According to the 2015 Census, the Korean religious population has fallen from 53 
percent to 44 percent. Korean popular culture, such as K-waves, K-movies, K-pop, 
and K-sports, has produced new forms of deities, heroes, and heroines in popular cul-
tures. In Korean society, the government created religious education for government 
officers and the public to understand religious diversity and prevent religious dis-
crimination against the religious minority. My research is underway on the relation 
of Christianity and Islam and refugee issues.
　Yale-Edinburgh Group for the historical and phenomenological study of non-west-
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ern Christianity, the Center for Studies on New Religions (CESNUR), the 
International Society for the Study of New Religions (ISSNR), The British Associa-
tion for the Study of Religions (BASR), the European Association for the Study of 
Religions (EASR), and the International Association for the History of Religions 
(IAHR) Congresses challenge me to ask creative questions about homo religiosus in 
a Korean context. As my mentor, Prof. Kim Chong-Suh of SNU, often said, I think 
that “religious studies has chosen me, not I have chosen religious studies.” I hope 
that we have strong collaborations in religious studies regardless of political, eco-
nomic, and social barriers. The era of COVID-19 is not a crisis of our global 
community but a chance to reflect on our past endeavors and seek the solidarity of 
academic societies in South Korea, Japan, and the world.

Beyond the Boundaries
KOO Hyung Chan

In order to contribute positively to the goal of the JARS-KARS Joint Forum, I dis-
cuss my recent work in the field of cognitive science of religion (CSR), personal 
experience with international networks, and benefits from collaborations, with some 
suggestions for better collaborations.
　First, I introduce my recent work. Facing the COVID-19 situation, I published a 
book about human nature and humanity in pandemic situations,  (Infec-
tious Disease Humanity), in collaboration with H. Park, a neuro-anthropologist; 
translated a foundational book in CSR, Dan Sperber’s Explaining Culture, into 
Korean; and am currently conducting empirical research on religious morality.
　Second, I admit that my personal experience with international networks has 
helped me to work as a cognitive scientist of religion. Among many international 
scholarly associations, I have received a lot of help from the IACSR, which recently 
changed its name to the IACESR (The International Association for the Cognitive 
and Evolutionary Science of Religion). Many scholars I met at IACSR conferences 
have greatly influenced my career and activities through help, encouragement, and 
communication.
　Third, I talk about benefits that I expect from collaborations. Collaborations are 
fundamental in many cases of cognitive and evolutionary studies. This is simply 
because working alone is almost impossible, especially in empirical research that 
requires cooperation among scholars in different disciplines. Also, extensive multi-
cultural collaborations are beneficial for the development of CSR itself and necessary 
for resolving the “WEIRD” problems. The more competent scholars from different 
cultural backgrounds participate in international collaborations, the better the qual-
ity of cross-cultural studies will be.
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　Lastly, I make some suggestions for better international collaborations. Practically, 
exchanges using webinars, which have been tried during the recent COVID-19 situa-
tion, should be attempted more frequently in various ways with concrete goals. One 
of the most productive goals is to jointly write and publish research papers. Interna-
tional collaborations can become more productive through cross-disciplinary 
cooperation experience, not only cross-national cooperation in the same academic 
discipline. Therefore, the network of East Asian scholars in Religious Studies and 
international associations such as IAHR should explore more collaborations with 
neighboring disciplines beyond intra-group cooperation.

Buddhism and Gender: Collaborating for Our Success
HONDA Aya

Gender perspectives in Buddhist Studies are relatively new academically, however, 
Buddhist women have gathered and worked together to address gender issues. A 
lay women’s association in a Japanese traditional Buddhist school is still active at 
individual, district, national and international levels. It has more than a century-long 
history. Women in different Buddhist denominations and schools in Japan gather and 
share their experiences at temples and Buddhist communities. This inter-denomina-
tional women’s network issues an annual journal. Buddhist nuns in Asia, North 
America, and Europe have formed an interracial and interethnic organization to 
achieve gender equality.
　Scholars and Buddhist female leaders have also established various academic gath-
erings and organizations. A Taiwanese Buddhist university has facilitated an 
international academic conference on Buddhism and Gender with government sup-
port. A Buddhist university in Japan recently established a gender research center, 
a first for a Japanese religiously affiliated university. The Women Scholars Network 
in the IAHR may be an excellent place to discuss Buddhism and Gender.
　National academic associations and scholars in East Asia should work together. 
The KARS and JARS can support many young and mid-career scholars by having a 
Buddhism and Gender Studies panel or session in annual conferences. Scholars in 
KARS and JARS can discuss and work together with one theme, such as nun-only 
precepts. Nuns in East Asian countries have struggled, with many questioning 
inequalities.
　Each Buddhist school is highly independent, and gender issues are likely to be dis-
cussed within their denominational context. Considering that Mahayana Buddhism is 
prevalent in East Asia, scholars can work together and investigate gender issues in 
different Mahayana schools. Each Buddhist school references Buddhist texts and 
text-based doctrinal research, and there is still a small number of papers with gen-
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der perspectives in this field. It is beneficial to exchange opinions on gender-
perspective text readings with Buddhist scholars in South Korea and Japan.
　Religious Studies have become diverse and more consolidated with other academic 
disciplines. The national and international organizations can aid in bridging scholars 
by hosting conferences for interdisciplinary work and new fields. COVID-19 and 
information the technology eras have forced scholars to collaborate and utilize the 
Internet effectively. I suggest that national and international religious organizations 
compile a database that should include one or more research interests per 
researcher. Members will quickly find researchers with the same or similar interests 
via the Internet, thus furthering successful collaboration.

Networking in the Cognitive and Evolutionary Science of Religion
FUJII Shūhei

In my presentation, a summary of my doctoral thesis is presented by describing the 
development of the cognitive and evolutionary science of religion (CESR). Then, I 
discuss how I have benefited from international networks among CESR scholars.
　CESR emerged in the 1990s. From the very beginning, it has been an interdisci-
plinary field among anthropologists, scholars of religion, and psychologists. They 
developed theories and hypotheses, most of which were tested by psychological 
experiments. The group rapidly expanded, holding several meetings between 1998 
and 2004. Then, in 2006, the International Association for the Cognitive and Sciences 
of Religion (IACSR) was founded. Being a new approach, CESR did not necessarily 
emerge from traditional departments of the study of religion. It required a new net-
work of scholars across countries and disciplines for CESR to take shape into a 
distinctive approach.
　In my Ph. D. research, I have clarified the context in which CESR emerged. Par-
ticularly in North America, researchers can be roughly divided into modernists and 
postmodernists. The modernists emphasize scientific methodology, which is in line 
with CESR, while the postmodernists are critical of such an understanding of sci-
ence. I argued that CESR emerged as a result of interactions between modernist 
and postmodernist scholars, connecting various views and resulting in a great shift 
in the intellectual landscape. This interdisciplinary role could be seen as the most 
important achievement of CESR.
　Given the process of the development of CESR, it is clear that international net-
working has been important for the scholars of CESR. I can illustrate this point from 
my personal experiences. Through my visit to Aarhus university in Denmark, I real-
ized that networks could make interdisciplinary research possible across boundaries 
between disciplines and countries. After that, I tried to associate with psychologists 
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interested in my work and attended international conferences such as IACSR and 
IAHR.
　I also believe that research communications and networking based on East Asia 
will be valuable. Because there has been very little research done on East Asian 
peoples, data from Asian countries can greatly contribute to CESR.
　As for whether JARS, KARS or the IAHR can provide support, I would like to 
propose two things: First, to organize sessions and other activities focused on CESR; 
and second, to create working groups for scholars with a shared interest in CESR.

Comments
KAWASE Takaya

This forum, entitled “Toward Post-COVID-19 Networking,” envisioned a cross-border 
religious research network in this pandemic situation. As a commentator, I offered 
the following seven questions and points of discussion:
1) I think that the intention to explore the “commonality of religions” in the Cogni-
tive Science of Religion (CSR) is similar to the phenomenology of religion. Of course, 
I understand that CSR emerged from criticisms of intuitional religious phenomeno-
logical studies such as Eliade, but I ask, what is the difference between the two?
2) Another question is about the word “Evolutionary” as used in the “International 
Association for the Cognitive and Evolutionary Sciences of Religion (IACESR)”. What 
is the meaning of the word “Evolution” or “Evolutionary”?
3) What kind of contribution do you think East Asia will make to CESR in the 
future?
4) Looking at East Asia as a whole, this area has “Buddhism” as common denomina-
tor. Of course, each region has its own style and there is a big difference in the 
social status of nuns. What is the potential for nun solidarity? This is a practical 
issue.
5) What kind of “feminist Buddhism” can be considered in Buddhism, which has a 
huge number of texts and different denominations that emphasize different scrip-
tures? This is, so to speak, the theoretical problem.
6) In the 21st century, both South Korea and Japan are increasingly focusing on 
diversity due to globalization and the acceptance of refugees. It is true that Christi-
anity in East Asia has various forms, but is there anything in common among 
Christianities or in social positionality that connects to networks?
7) In Japan and South Korea, the number of believers in new religions continues to 
decline, and instead interest in “spirituality” is slowly spreading. What kind of 
research network is considered to be effective for new religions and spirituality in 
the future?
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Summary of Panel Presentations
FUJIWARA Satoko

This forum was composed of four young and mid-career scholars: two are invitees 
from the Korean Association for Religious Studies (KARS) and the other two are 
members of the Japanese Association for Religious Studies (JARS). It aimed to build 
scholarly networks suitable to the post-COVID-19 situation by reflecting upon the 
four scholars’ experiences in conducting their research projects. In other words, the 
forum intended not only to give a glance at notable examples of research projects 
that have been going forward in each country but also to find out what younger 
scholars of the two countries expect from international networking with a focus on 
East Asia. It further planned to discuss how both national associations and interna-
tional associations such as the IAHR can support individual scholars’ efforts in 
international collaborations.
　There have been several attempts to establish an East-Asian regional association 
for the study of religion in the last decades, but it has become increasingly burden-
some for national associations to plan and host large international conferences. In 
addition, COVID-19 has forced many associations to cancel their conferences, hinder-
ing scholars from physically visiting each other. Nevertheless, COVID-19 has also 
changed our way of communication, with a greater variety of online options for 
meetings now available.
　Against such a backdrop, the four speakers as well as the discussants of this 
forum were asked to discuss:
・ whether international networks and collaborations among scholars of religion 

(either on particular research topics or on the study of religion in general) will 
benefit young and mid-career scholars, taking concrete examples from the four 
speakers
・whether an East-Asian network would also be welcomed
・major challenges in building networks among East-Asian scholars
　The four speakers were:
Ahn Shin, Professor of the Dept. of Christian Social Welfare at Pai Chai University, 
specializing in phenomenology of religion, world Christianity, and new religious 
movements.
Koo Hyung Chan, Lecturer of the Dept. of Religious Studies at Seoul National Uni-
versity, specializing in the cognitive science of religion.
Honda Aya, Associate Professor of the Sociology of Religion at Hyogo University, 
specializing in Buddhism and gender studies.
Fujii Shūhei, Lecturer of Tokyo Kasei University, specializing in the cognitive sci-
ence of religion.
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The discussant was Kawase Takaya, Professor of the Dept. of History at Kyoto Pre-
fectural University, specializing in the modern history of religions in Korea.
　Findings from presentations and discussions
While institutional religions that include not only traditional religions but also NRMs 
are in decline in Japan, Ahn argued that NRMs such as Raëlism are currently quite 
popular among young people in South Korea, contrary to Takase’s assumption. Ahn 
also mentioned that it is not uncommon for such young Koreans to belong both to a 
Christian or Buddhist denomination and to a new religious group. It might be the 
case that the functional equivalent of the current NRMs in Korea is fuzzy spiritual-
ity in Japan. It was also interesting to know that NRM studies in Korea have not 
been as much dominated by male scholars as those in Japan. Here is a possibility to 
develop a collaborative research project with a pool of scholars including woman 
scholars specializing in NRMs or spirituality. Another great possibility is to involve 
scholars of religion and psychologists in East Asia to form a team to tackle the 
WEIRD problem in CESR. Such specific targeted research projects with the pros-
pect of concrete outcomes may be more welcomed by young scholars and thus more 
easily lead to sustainable networks than the traditional style of collaboration formed 
within a formal regional association based on different national associations. Invita-
tions to coauthor articles in English will also facilitate collaborations. National and 
international associations will be able to help young scholars network among them-
selves by creating online platforms and databases.
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Dalits and Tribals of India: The Most Vulnerable Groups during COVID-19
ANTONY Susairaj

The COVID-19 pandemic has spared no part of Indian society; however, the impact 
has been especially serious on the marginalized groups, such as Dalits (81%) and 
Tribals (66%) who live under the poverty line. The following elucidates the reasons. 
The abrupt first nationwide lockdown on 25 March 2020 left the instra-state 
migrants desperate with no wages, food, shelter, or proper transportation to return 
to their native places. According to studies, most of the instra-state migrants are 
Dalits (62 million) and Tribals (31 million) from North and Northeast India. As most 
of the migrants must walk several miles to reach their native places, some of them 
fell seriously ill and a few died on the way. There were also many cases of assault 
and arrest of migrants at the inter-state borders since they walked in big groups 
and could not maintain social distancing. As the groups of migrant workers reached 
their native places, they were sprayed with dangerous chemicals to disinfect them, 
for they were considered to be potential carriers of the virus. Though the Indian 
Government took Initiatives to bring back Indians living abroad, it neglected to help 
local migrant workers. As the lockdown restrictions have eased, many of the 
migrant workers are returning to the cities due to unemployment and starvation in 
their native villages. It shows the vulnerability of Dalits and Tribals in India. At the 
end of the lockdown, the several state governments announced relaxations of labour 
laws in order to attract investment and speed up industrial activity which stalled 
during the lockdown. According to the relaxed labour laws, the working hours of 
informal labourers (29%-Tribals and 39%-Dalits) were increased up to 12 hours, the 
minimum wages were reduced, and overtime pay was denied. The labour laws are 
supposed to protect workers’ rights; however, they victimized labourers from mar-
ginalized backgrounds.
　Most of the sanitation workers in rural and urban areas are from Dalit back-
grounds since it is considered to be their hereditary occupation. During the 
pandemic, the sanitation workers are the most vulnerable since they come in direct 
contact with several kinds of wastes without adequate equipment to protect them-
selves against COVID-19. Though the frontline workers such as doctors and nurses 
are provided good and safe care, the same is not accorded to sanitation workers 
from Dalit backgrounds.
　As the number of infected increased during the second wave (from March 2021), 
the government had to set up temporary quarantine centers in order to keep all the 
infected patients under common observation. In the common quarantine centres, 
there were cases of the upper caste COVID-19 patients refusing to eat food pre-
pared by Dalit cooks. During the pandemic, most of the Dalits and Tribals could not 
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claim government-based benefits since they don’t have identity cards, ration cards, 
formal bank accounts, etc. They find it difficult to get them from government offi-
cials due to bribery and discrimination.
　During the pandemic, many of the Dalits and Tribals have not received official 
information regarding the symptoms of COVID-19 since their habitation is segre-
gated from the rest of the castes, being considered impure and unhygienic. 
According to the report of the National Dalit Movement for Justice (NDMJ), there is 
an alarming increase in human rights violation cases against Dalits and Tribals dur-
ing the COVID-19 lockdown. Police officials are inactive both due to the fear of the 
pandemic and the indifference towards the discriminated groups of Dalits and Trib-
als.
　Coronavirus may recognize no religion nor race, but it certainly will distinguish 
caste in the Indian context. During normal times, Dalits and Tribals could fight in 
groups against discrimination, but due to the pandemic, meeting and discussing with 
government officials and protesting in groups are difficult. During COVID-19 pan-
demic times, the socio-economic situation of Dalits and Tribals has become even 
more vulnerable and fragile.
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