
 
 

入
れ
る
こ
と
に
よ
り
中
世
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
発
展
に
大
 い
に
貢
献
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
 他
方
、
同
時
代
人
か
ら
 

 
 

前
期
ス
コ
ラ
哲
学
を
代
表
す
る
知
識
人
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
 、
 今
日
で
は
、
そ
の
理
性
に
よ
る
 探
 次
の
方
法
を
積
極
的
 に
 信
仰
の
場
に
採
り
㎝
 

大
道
敏
子
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 ア
ベ
 -
 
フ
 一
か
め
 「
対
話
 
b
 は
哲
学
者
と
 ユ
 ダ
 ヤ
 教
徒
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
論
争
か
ら
成
る
 、
 彼
が
残
し
た
唯
一
 0
 対
話
 編
 で
あ
る
。
 

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
三
人
の
登
場
人
物
の
発
言
の
分
析
を
と
 お
し
て
㍉
対
話
 L
 に
お
け
る
 ア
 ベ
ラ
 一
か
め
 意
図
と
目
的
を
明
 ら
か
に
す
る
と
 同
 

時
に
 、
 彼
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
射
程
に
 ま
で
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
あ
る
。
結
論
を
言
え
ば
、
彼
の
対
 話
 構
想
に
は
二
つ
の
 

方
向
性
が
見
出
さ
れ
る
。
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
本
質
的
に
有
 す
る
歴
史
的
啓
示
を
い
わ
ば
括
弧
で
く
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
理
 性
的
批
判
と
の
 街
 

突
を
回
避
す
る
方
向
で
あ
り
、
ま
た
も
う
一
つ
は
こ
の
歴
史
的
 特
殊
牲
を
取
り
除
い
た
キ
リ
ス
ト
教
を
あ
ら
た
め
て
万
人
に
共
 通
す
る
理
性
に
基
づ
 

く
 倫
理
教
 調
 へ
と
変
容
さ
せ
る
方
向
で
あ
る
。
一
般
に
 ア
ベ
ラ
 ｜
か
 は
弁
証
論
（
論
理
学
）
的
方
法
を
積
極
的
に
信
仰
の
場
に
 採
り
入
れ
た
進
歩
的
 

知
識
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
も
ま
た
「
啓
示
と
理
性
 」
と
い
う
西
欧
中
世
の
精
神
を
特
徴
づ
け
る
葛
藤
か
ら
自
由
で
は
 な
か
っ
た
。
同
一
 

の
 地
平
で
は
決
し
て
交
差
す
る
こ
と
の
な
い
、
対
話
構
想
に
お
 け
る
こ
の
二
つ
の
方
向
性
は
、
ア
ベ
ラ
一
 ル
が
 抱
え
込
ん
で
い
た
 葛
藤
の
象
徴
で
あ
 

る
 。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ト
 V
 
 ア
 ベ
ラ
一
 ル
 、
対
話
、
啓
示
、
理
性
、
歴
 史
 、
倫
理
学
 

は
じ
め
に
 

ア
ベ
ラ
ー
ル
的
「
対
話
」
構
想
の
射
 程
 



え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
舌
口
 
及
 し
つ
つ
 、
 主
に
三
人
の
登
場
人
物
の
発
言
の
分
析
を
と
お
し
て
 、
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
意
図
 

執
筆
の
意
図
や
全
体
の
構
成
を
包
括
的
に
捉
え
直
す
こ
と
 

 
 

の
 テ
キ
ス
ト
全
体
が
抱
 

は
、
 彼
の
方
法
が
多
く
の
 賀
磨
と
 反
感
を
か
っ
た
こ
と
ほ
 、
 彼
の
苦
渋
に
み
ち
た
個
人
史
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
 お
り
で
あ
る
。
彼
は
 キ
 

リ
ス
ト
教
の
神
秘
を
冒
漬
す
る
者
と
し
て
、
生
涯
二
度
の
 異
端
宣
告
や
自
著
の
焚
書
を
経
験
し
た
。
「
啓
示
と
理
性
 

 
 

精
神
を
特
徴
づ
け
る
こ
の
葛
藤
の
図
式
は
も
は
や
論
じ
尽
 く
さ
れ
、
論
文
の
テ
 l
 マ
と
し
て
は
陳
腐
で
さ
え
あ
る
 か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
個
人
が
体
験
し
た
葛
藤
の
内
 実
は
必
ず
し
も
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
 い
か
と
思
わ
れ
る
。
 ァ
 

べ
 ラ
ー
ル
は
啓
示
と
理
性
の
葛
藤
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
 の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
著
作
に
ど
の
よ
う
な
 影
 を
 落
と
し
て
い
る
の
で
 

あ
ろ
う
か
。
ア
ベ
ラ
 一
ル
が
 残
し
た
唯
一
の
対
話
篇
は
 、
 こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
格
好
の
題
材
と
な
る
。
 

-
l
-
 

通
常
「
対
話
日
と
呼
ば
れ
る
そ
の
著
作
は
、
哲
学
者
・
 ュ
 ，
タ
ヤ
 
教
徒
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
う
三
人
の
登
場
人
物
 0
 対
話
か
ら
成
り
た
 

っ
て
い
る
が
故
に
、
ま
た
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
が
権
威
に
盲
従
 し
な
い
リ
ベ
ラ
ル
 な
 精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
が
故
に
 、
 後
の
ク
ザ
一
％
 ス
や
ぅ
 

イ
 ブ
ニ
ソ
ッ
 な
ど
が
行
っ
た
の
と
同
じ
種
類
の
試
み
、
 す
 な
わ
ち
宗
教
間
対
立
を
調
停
す
る
試
み
で
あ
る
か
の
 ょ
 う
 に
考
え
ら
れ
や
す
 

い
 。
さ
ら
に
、
体
制
側
か
ら
の
度
重
な
る
迫
害
や
圧
力
を
 避
け
る
べ
く
、
ア
ベ
ラ
 一
ル
ほ
 一
時
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
 国
 へ
逃
げ
る
こ
と
ま
で
 

-
2
-
 

考
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
息
子
ア
ス
ト
 竺
 フ
プ
 に
宛
て
た
詩
の
中
で
、
世
界
が
異
な
る
宗
教
信
条
に
 よ
っ
て
分
裂
し
 、
 互
い
 

-
3
-
 

に
 闘
争
す
る
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
す
不
寛
容
さ
を
嘆
い
 て
い
る
た
め
に
、
人
ほ
こ
の
著
作
に
つ
い
て
語
る
と
き
 に
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の
 

ヱ
 ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
浮
か
べ
、
「
対
話
」
に
あ
る
種
の
 
ィ
 メ
ー
ジ
を
付
与
し
て
し
ま
う
。
 

し
か
し
、
仝
目
的
な
意
味
に
お
け
る
比
較
宗
教
の
試
み
を
 こ
こ
に
期
待
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
無
理
で
あ
 ろ
 う
 。
 円
 
対
話
日
の
 

研
究
 は
 比
較
的
最
近
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
他
 の
 著
作
の
研
究
に
比
べ
る
と
、
著
作
そ
れ
自
体
に
つ
い
 て
も
未
だ
議
論
が
十
分
 

-
4
-
 

に
 尽
く
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
と
り
わ
け
近
年
、
「
 
対
 話
 日
の
執
筆
年
代
に
つ
い
て
新
し
い
仮
説
が
唱
え
ら
れ
た
 こ
と
と
の
関
連
で
、
 

(238)  2 



同
対
話
 
ヒ
の
 三
人
の
登
場
人
物
の
基
本
的
性
格
と
 円
 
対
話
 ヒ
の
 全
体
像
に
迫
る
た
め
に
、
ま
ず
導
入
部
に
つ
い
て
 考
 察
す
る
必
要
が
あ
 

（
 
6
 ）
 

る
 。
 

 
 

が
 別
々
の
方
角
か
ら
彼
の
前
に
現
れ
る
。
彼
ら
は
み
な
 
「
唯
一
神
の
崇
拝
 

者
 「
（
 
E
 。
 @
U
 
。
 ロ
の
 
@
C
U
-
 

（
 
0
 
。
の
。
）
で
あ
り
、
魂
の
救
済
を
熱
 

心
 に
求
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
「
異
な
 る
 信
仰
の
道
」
（
 
口
 @
4
0
 

「
・
 

あ
の
日
の
 
@
 の
の
り
（
 

い
 
の
）
を
歩
み
、
「
異
な
る
信
仰
と
生
活
」
（
 

臼
 4
0
%
 
ぉ
め
ロ
 
の
の
の
 
ユ
 あ
の
）
を
お
く
っ
て
い
る
。
哲
学
者
 
と
 呼
ば
れ
る
一
人
は
 

「
自
然
法
」
（
 
す
パ
コ
 
0
 
日
さ
 %
 ）
の
み
に
満
足
し
て
い
る
の
 に
 対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
呼
ば
れ
 る
 他
の
二
人
は
「
書
か
 

程
 

ゆ
 
れ
た
も
の
（
Ⅱ
 教
き
 」
（
 
ぉ
 。
 
@
b
 
（
 
臣
 
「
 
ぃ
 
）
に
依
拠
し
て
 い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
長
い
間
、
三
人
の
間
で
 は
 彼
ら
の
異
な
る
信
仰
の
道
 

窩
に
つ
い
て
比
較
と
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
ぎ
た
。
 

そ
ね
 

、
山
 

こ
で
、
こ
の
論
争
を
終
結
さ
せ
る
べ
く
、
三
人
は
 ア
ベ
 ラ
一
ル
 に
そ
の
判
定
を
請
い
 

 
 

得
、
ま
た
、
二
つ
の
書
か
れ
た
も
の
の
双
方
に
通
じ
て
 い
る
彼
こ
そ
、
彼
ら
の
論
争
 

町
の
判
定
役
に
最
適
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
 
自
分
に
対
す
る
彼
ら
の
こ
う
し
た
評
価
を
過
大
な
も
の
 と
し
な
が
ら
も
、
と
り
あ
え
 

ゆ
ず
こ
の
申
し
出
を
引
き
受
け
 
ろ
 。
 歳
言
 に
あ
る
 よ
う
 に
 、
「
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
賢
い
者
は
よ
り
賢
く
な
り
、
 
聡
い
者
は
健
全
な
指
針
を
 

ゼ
 
得
る
」
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
判
定
役
 と
は
い
え
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
以
後
ひ
た
す
ら
聞
き
役
に
ま
 わ
り
、
彼
の
存
在
感
は
限
り
 

 
 

な
く
希
薄
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
的
啓
示
は
受
 げ
 入
れ
な
い
が
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典
を
熟
知
 し
 、
な
お
か
つ
理
性
と
 
3  (239) 

一
 
哲
学
者
 

と
 目
的
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
こ
の
作
業
を
と
お
 し
て
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
に
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
 て
い
な
か
っ
た
こ
の
 構
 

想
の
射
程
に
ま
で
注
意
を
向
け
て
い
き
た
 い
 。
 



@
8
@
 

あ
る
。
一
二
世
紀
当
時
、
神
学
者
た
ち
は
こ
の
三
つ
の
 法
 に
 基
づ
い
て
三
つ
の
時
代
を
想
定
し
て
い
た
と
い
う
。
 ア
ダ
ム
に
始
ま
り
 モ
 i
 

セ
に
 至
る
ま
で
の
自
然
法
が
支
配
す
る
異
教
徒
の
時
代
、
 モ
ー
セ
か
ら
 イ
ヱ
ス
 ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
書
か
れ
た
 法
の
時
代
、
そ
し
て
、
 

イ
ヱ
ス
 以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
恩
寵
の
時
代
で
あ
る
。
 お
そ
ら
く
ア
ベ
ラ
ー
ル
も
こ
の
時
代
意
識
を
共
有
し
て
 い
 る
と
推
測
さ
れ
る
 

が
 、
こ
の
図
式
に
則
れ
ば
、
哲
学
者
は
唯
一
の
神
を
信
じ
 魂
の
救
済
に
関
心
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
 や
 キ
リ
ス
ト
教
徒
の
よ
 

う
 に
書
か
れ
た
法
を
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
自
然
法
に
 の
み
満
足
し
、
歴
史
的
啓
示
に
よ
っ
て
授
か
っ
た
法
を
 余
計
な
も
の
と
し
か
 見
 

な
い
人
物
で
あ
る
。
三
人
の
間
で
対
話
が
開
始
さ
れ
る
と
 き
 、
哲
学
者
は
こ
う
も
 
甚
青
 し
て
い
る
。
 

「
ま
ず
は
じ
め
に
、
最
初
の
法
で
あ
る
自
然
法
に
満
足
し
 
て
い
る
こ
の
私
が
他
の
人
た
ち
に
質
問
し
ょ
う
。
あ
な
た
 た
ち
を
こ
こ
に
 

集
め
た
の
は
、
後
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
た
書
か
れ
た
も
の
 ほ
 つ
い
て
考
察
す
る
た
め
な
の
だ
か
ら
。
私
は
今
「
 最
 初
 め
 （
 
法
迂
と
 

言
っ
た
が
、
こ
れ
は
単
に
時
間
的
に
だ
け
で
な
く
、
本
性
 的
に
「
最
初
 b
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
よ
り
 単
 純
 な
も
の
は
す
べ
 

て
 よ
り
 複
雑
な
も
の
に
比
べ
て
本
性
上
優
先
す
る
。
さ
て
 、
自
然
法
つ
ま
り
倫
理
学
と
呼
ば
れ
る
道
徳
の
知
は
 、
 た
だ
道
徳
の
教
訓
 

だ
け
か
ら
成
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
君
た
ち
の
法
の
教
 え
 は
こ
れ
の
上
に
さ
ら
に
、
 円
 外
的
し
る
し
 b
 （
の
が
（
の
（
 

@
0
 

（
 
e
s
 
s
@
 

の
 仁
コ
 
@
 
）
 レ
 し
な
 

る
あ
る
種
の
戒
め
を
加
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
我
々
に
 ほ
 ま
っ
た
く
月
余
計
な
も
の
 b
 （
目
口
 

の
 
（
 
帝
扁
 ）
に
見
え
る
 。
そ
れ
ゆ
え
、
 

-
9
 
）
 

今
か
ら
我
々
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
」
 

哲
学
者
に
 ょ
 れ
ば
、
自
然
法
は
啓
示
に
 よ
 る
 法
ょ
 9
 時
間
 

的
に
優
先
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
性
的
に
も
 

優
 失
 し
て
い
る
。
自
然
 

法
 の
も
つ
こ
の
二
重
の
優
先
性
の
う
ち
、
彼
が
重
視
し
て
 い
る
の
は
後
者
す
な
わ
ち
本
性
的
優
先
性
で
あ
る
。
 こ
 れ
は
自
然
法
が
他
の
法
 

そ 
さ し 
て て 次 
ノ Ⅰ ケ @ - 

こ キ 

て， り 

注 ス 

目 ト 

さ 教 
れ 徒 
る と 

の 論 
ほ 争 

、 す 
三 る 
人 こ 
が と 

そ に 
ね た 
ぞ ろ 
れ   

信奉 

す 
る       
つ 
の 

法 
ケ， @ - 
よ 
  
て 

明 
確 
ケ， @ - 
性 
格 
付 
げ 
ら 

れ 
て 
い 

る 

と 

い 

らノ 

  
と 

で， 
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い
う
武
器
を
も
つ
哲
学
者
が
実
際
の
対
話
の
中
心
と
な
っ
 て
い
く
。
彼
は
対
話
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
り
、
 

ま
 ず
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
、
 

 
 



アベラール的「対話」構想の 射程 

ダ の 理 に 教 な と の 発 ら の 計 や と   るもの 者た向かっ受けてであるスト 究 教 れる。 @2@ 1 これに える。 @,@ 1 信仰の が 神に 性的 探 によれ のであ 的啓示 目して 力方し 、ょ 、 そ る 。 書 割礼いる」 では て 一 ちの 従 対哲 対話姉 によ 円 。哲学 対して ユダヤ 根本に よって 求 ぽ 、 。 る。 は余 いる 哲 。 れ ゆ 

者 徳 教 据 与 る か   
し 的 の こ   
か 啓 こ の む 
判 示 の 普 し 
断 と 発 逼 ろ 
さ い 言 的 個 

れ ぅ 忙 な 別   も の 
な事円 い実射の 法   。 の 話 の の 設定さ 対話 三 学 円 で「 あ れた理 こ た 口 上 下 
の め の に に 

性 る 性 加 音 
に 。 を え 遍 

基 本 暗 も 的 

の 
づ 性 示 れ な 
い 約 し た も 

た な て 書 の 
信 も い か で 

仲 の る れ あ 
を は 。 た る   

    を   
討 も 性 的 味 
す の が し し 統 り、 ・ 彼の 徒は る 。 起源 る に 対 る て     
が 。 る に 。   ろ は に あ 数 理 ょ す 目 

く ト は ば り 不 い 基   
が て ダ 、 教 な 同 ス 可 う づ 時 
尊 " ヤ ュ 徒 く 類 ト 能 こ く の点 出 かる食間 え 「 

5@ (241) 



書
か
れ
た
法
に
依
存
す
る
信
仰
は
、
理
性
に
基
づ
く
の
 

指
摘
を
出
発
点
と
し
て
論
争
の
口
火
は
切
ら
れ
る
。
と
こ
 
 
 で

は
な
く
単
な
る
伝
統
や
同
胞
 変
 に
基
づ
く
と
い
う
、
 先
 に
ふ
れ
た
哲
学
者
の
 

ろ
が
続
く
論
争
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
啓
示
を
前
提
と
す
 る
 宗
教
が
理
性
的
 批
 

世 具 お が や コ 
赤 本 げ ィ ァ Ⅱ 

  

ダ 
ヤ   
  
  
  

よ     
ト の に ル ロ 

し
た
が
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
先
の
発
言
ほ
、
哲
学
者
の
 社
会
的
・
文
化
的
出
自
を
示
唆
す
る
も
の
で
ほ
あ
る
が
 、
彼
自
身
が
実
質
的
 

@
 
㏄
 @
 

な
 意
味
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
と
い
う
決
定
的
 証
拠
と
ほ
な
ら
な
い
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
 思
わ
れ
る
。
ま
た
、
 

@
 
憶
 @
 

哲
学
者
を
想
定
す
る
な
ら
ば
話
は
別
で
あ
る
。
 

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
 は
あ
る
に
し
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
深
く
傾
倒
し
た
 合
理
主
義
者
と
し
て
の
 

ほ か 
考 し 
，え 
に 自 

く 然 
い 法 
  ナ， Ⅰ 

ま げ 
た に 満 
自 足 
然 し 
法   
め そ 
上 れ   
加 外 
え の 
ら も 
ね め 
た な 
イ 余 
ス - 言 十 

一 フ ヵ よ 

ム も 
教 の 
の と 

法 し 
を か 
彼 見 
が な 
信 い 

奉 哲 
し 学 

て いが 若 る 
と イ 

す ス 
れ ぅ 

ば ム 

  教 
そ の 
れ 倍 
は 仰 
白 な 
已 も 

牙 つ 

盾 て 
な い 

犯 る 
す と 
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者
ピ
ヱ
一
か
 か
ら
イ
ス
ラ
ム
哲
学
に
関
す
る
知
識
を
得
た
 可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
そ
 の
 根
拠
と
さ
れ
る
。
 し
 

 
 



判
 に
ど
こ
ま
で
耐
え
う
る
の
か
と
い
う
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
 キ
リ
ス
ト
教
徒
の
二
人
に
課
せ
ら
れ
た
難
問
に
答
え
る
 責
任
 は
 、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
 

だ
 げ
に
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
初
め
て
神
を
知
り
、
 

分
を
 欺
い
た
た
め
に
自
分
が
不
要
な
行
為
を
す
る
と
し
て
 

初
め
て
神
か
ら
法
を
受
け
取
っ
た
の
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
 

も
 、
そ
れ
ほ
主
人
の
嘉
す
る
こ
と
を
行
お
 う
 と
す
る
 善
 

あ
る
以
上
、
こ
の
問
い
 

い
 意
図
か
ら
発
し
 

@
 
Ⅳ
 @
 

に
 答
え
る
の
は
、
弟
分
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
よ
り
も
ユ
ダ
ヤ
 教
徒
の
方
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 

彼
の
答
え
に
足
り
な
い
 

部
分
が
あ
れ
ば
、
二
つ
の
法
を
も
っ
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
一
 層
 力
強
く
反
論
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
 

実
 際
に
ほ
キ
リ
ス
ト
教
徒
 

が
こ
の
難
問
に
答
え
る
こ
と
ほ
な
い
。
 

ユ
ダ
ヤ
教
徒
 は
 、
哲
学
者
の
指
摘
ど
お
り
、
幼
児
期
の
信
 仰
が
周
囲
の
環
境
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
 

成
 長
し
て
か
ら
の
 
信
 

仰
は
 理
性
に
基
づ
く
と
反
論
す
る
。
 

彼
は
、
 神
と
ユ
ダ
ヤ
 人
の
間
の
「
契
約
」
（
 汀
 "
 
守
田
。
 
コ
 ド
目
）
を
理
性
に
よ
っ
て
 
直
接
的
に
証
明
す
る
 

@
 
㎎
 @
 

の
で
ほ
な
く
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
比
 楡
 に
よ
っ
て
説
明
 し
 、
哲
学
者
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
 

「
奴
隷
の
一
人
で
あ
る
自
分
が
留
守
の
間
に
、
主
人
が
あ
 
る
 命
令
を
自
分
た
ち
奴
隷
に
課
し
た
と
し
ょ
う
。
自
分
ほ
 主
人
の
命
令
を
 

直
接
聞
い
て
い
な
い
が
、
こ
の
場
合
仲
間
の
助
言
に
従
っ
 て
そ
の
命
令
を
守
る
の
が
自
分
に
と
っ
て
最
善
の
策
で
 あ
る
。
な
ぜ
な
 

ら
 、
仲
間
の
助
言
が
真
実
で
あ
る
場
合
に
ほ
命
令
を
守
ら
 な
け
れ
ば
自
分
ほ
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
 

た
と
え
仲
間
が
自
 

程
 

射
 

 
 

@
 
Ⅵ
 
@
 
）
 

想
 

た
行
為
で
あ
る
か
ら
、
容
認
さ
れ
る
こ
と
ほ
あ
っ
て
も
 非
 難
さ
れ
る
こ
と
ほ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
 

構
 

（
 
初
 ）
 

刮
 

さ
ら
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
歴
史
的
啓
示
 を
 信
じ
る
こ
と
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
。
 

対
 

 
 

「
 神
 ほ
人
間
に
対
し
て
多
大
な
配
慮
を
す
る
の
で
、
書
か
 れ
た
法
を
人
間
に
与
え
て
教
育
し
罰
の
恐
れ
に
よ
っ
て
 彼
 ら
を
悪
か
ら
 遠
 

的
 

ノ
ン
 

ざ
 げ
る
と
信
じ
る
こ
と
ほ
、
理
性
に
適
っ
た
敬
虔
な
態
度
 で
あ
る
と
同
時
に
 
、
 神
の
善
性
と
人
間
の
救
済
に
ふ
さ
 わ
し
い
。
こ
の
世
 

 
 

 
 

の
 君
主
た
ち
が
効
果
的
な
統
治
の
た
め
に
法
を
制
定
す
る
 の
な
ら
 ぱ
 、
最
高
の
君
主
た
る
神
が
同
様
の
配
慮
を
行
 う
の
も
当
然
で
あ
 

へ
 

 
 

ろ
う
。
も
し
法
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
 ぼ
、
 神
 ほ
人
間
の
事
柄
に
は
無
関
心
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
 

ま
た
こ
の
世
は
摂
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ち
ら
に
も
軍
配
 は
 

親
和
性
を
次
第
に
 

ダ
ヤ
教
徒
の
法
が
 

徒
を
沈
黙
さ
せ
た
 

ず
 「
聞
く
こ
と
に
 あ

が
ら
な
い
。
し
か
し
、
哲
学
者
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
間
の
 距
離
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
哲
学
者
 は
 キ
リ
ス
ト
教
徒
 と
の
 

-
 
杓
 @
 

強
め
て
い
く
。
彼
は
自
然
法
が
「
神
と
隣
人
に
対
す
る
 愛
 」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
ロ
マ
書
を
援
用
し
な
が
ら
 ユ
 

@
 
㎝
 "
 

人
々
の
 く
び
 き
と
な
り
、
違
反
と
罪
を
増
大
さ
せ
る
と
 発
 舌
口
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
哲
学
者
は
 

ユ
 ダ
 ヤ
教
 

ま
ま
、
そ
れ
ま
で
臨
席
し
て
議
論
に
耳
を
傾
げ
て
い
た
 ア
 
へ
 ラ
 l
 ル
に
判
定
を
求
め
る
が
、
ア
ベ
ラ
 l
 ル
は
相
変
 わ
ら
 

よ
っ
て
賢
い
者
 は
 よ
り
賢
く
な
り
、
聡
い
者
 は
 健
全
な
指
 針
を
得
る
」
と
繰
り
返
し
、
次
に
哲
学
者
と
キ
リ
ス
ト
 教
徒
 

-
 
祝
 @
 

（
 
3
 ）
法
の
遵
守
も
ま
た
人
を
義
と
し
な
い
こ
と
。
 

（
 
4
 ）
法
は
地
上
的
報
酬
を
約
束
す
る
だ
け
で
、
魂
の
救
 

 
 

@
 
四
 "
 

@
 
乃
 @
 

こ
の
四
項
目
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
の
後
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
 反
論
、
さ
ら
に
哲
学
者
の
反
論
と
い
ら
順
に
積
み
重
ね
 ら
れ
て
い
く
。
旧
約
 

の
 解
釈
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
の
箇
所
の
論
争
は
 、
一
 っ
 0
 間
頭
に
対
し
て
相
反
す
る
典
拠
を
並
置
す
る
と
 ぃ
 ぅ
 手
法
で
あ
り
、
「
 然
 

-
 
花
 @
 

り
と
舌
口
に
お
い
て
採
ら
れ
た
の
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
 。
し
た
が
っ
て
、
結
局
こ
の
議
論
に
お
い
て
も
、
哲
学
 者
 
・
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ど
 

理
 で
ほ
な
く
偶
然
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
 ま
う
 だ
ろ
う
。
」
 

地
楡
 と
 仮
定
を
多
用
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
こ
の
よ
う
な
 議
 論
は
必
ず
し
も
哲
学
者
を
納
得
さ
せ
な
い
。
し
か
し
 哲
 学
者
も
ま
た
、
彼
が
誤
 

謬
に
 陥
っ
て
い
る
と
反
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
 的
 啓
示
を
め
ぐ
る
議
論
は
膠
着
し
途
切
れ
て
し
ま
う
。
 

そ
こ
で
哲
学
者
 は
 、
今
度
は
、
攻
撃
の
矛
先
を
反
証
不
可
 能
 な
歴
史
的
事
件
か
ら
、
彼
ら
の
法
が
内
包
し
て
い
る
 欠
陥
へ
と
転
じ
る
。
 

-
 
れ
 -
 

そ
の
欠
陥
 は
 次
の
四
項
目
に
集
約
さ
れ
る
。
 

@
Z
-
 

（
ー
）
法
を
受
け
る
以
前
の
族
長
た
ち
 ほ 自
然
法
に
よ
っ
 
て
義
と
さ
れ
た
こ
と
。
 

（
 
2
 ）
法
が
モ
ー
セ
の
十
戒
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
は
 な
く
割
礼
か
ら
始
ま
っ
た
と
解
釈
す
る
に
し
て
も
、
 

割
 礼
 も
ま
た
人
を
義
と
 

@
 
乃
 -
 

し
な
い
こ
と
。
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ア ペラー 八 ， 的 「対話」構想の 射程 

な 島 は ら り に の 

  

0 間 ㍉ 対 ュすク 

ラ l 譚ヤの     
ソ 前 べ の ら 著 の れポ ，、 ュ 
グ 半 う 隆 に で コ 

ボ 部 l 盛 は あ ン 
l に ル を ア る テ 
ド あ の 知 り 。 キ 
と た 同 る ス キ ス 
し る 時 令 ト リ ト 

て 哲 伏 日 テ ス を 
機 学 の の レ ト 離 

ら る   
て ュ ヤ か ら は 語 ま 

い ダ 散 ら も 哲 る と   
よ 村 ト ヨ て 対 っ 
ぅ 語 数 村 議 話 さ   

彼 等 に 組 い さ     ま ま 。 ） よ 教 諭 

の場すて 哲でる て約 新ぃ 。 
単 比 ュ い 以 こ 争点 まなら の 孤 れて 同対話 目 りにす が敗 団 
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は
じ
め
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
双
方
に
対
し
て
 挑
戦
的
で
あ
っ
た
哲
学
者
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
の
対
話
 を
 終
え
て
か
ら
は
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
き
わ
め
て
友
好
的
な
態
度
を
示
 す
に
至
る
の
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
 

ュ
 。
 
タ
ヤ
 教
徒
の
法
と
並
 

で
 キ
リ
ス
ト
教
徒
の
法
も
ま
た
、
自
然
法
の
後
か
ら
つ
げ
 加
え
ら
れ
た
余
計
で
不
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
 あ
る
が
、
今
や
哲
学
 

@
 
簗
 @
 

は
 後
か
ら
加
え
ら
れ
た
法
が
そ
れ
以
前
の
法
よ
り
も
完
全
 で
 重
要
だ
と
言
 う
 ほ
ど
に
な
る
。
そ
し
て
、
悪
口
や
噸
 笑
は
相
手
を
難
な
く
 

手
 に
駆
り
立
て
、
褒
め
そ
や
す
場
合
よ
り
も
相
手
を
論
争
 に
 熱
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
、
先
の
非
礼
 が
 対
話
を
開
始
す
る
 

@
 
㏄
）
 

め
の
戦
略
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
 こ
の
説
明
に
納
得
し
て
哲
学
者
を
赦
し
、
彼
と
の
対
話
 を
 開
始
す
る
。
歴
史
 

啓
示
は
論
証
可
能
か
と
い
う
難
問
へ
の
返
答
を
ユ
ダ
ヤ
教
 佳
一
人
に
負
わ
せ
、
 
自
 @
0
 
は
そ
れ
を
免
れ
て
身
を
軽
 く
し
た
キ
リ
ス
ト
教
 

は
 、
哲
学
者
と
の
間
の
距
離
が
一
気
に
狭
ま
っ
た
と
感
じ
 て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
。
彼
は
一
度
は
余
計
な
も
の
と
 言
 わ
れ
た
自
分
の
法
 す
 

@
 
㏄
）
 

わ
ち
福
音
と
使
徒
た
ち
の
教
え
が
、
そ
れ
以
前
の
古
い
 契
 約
 に
欠
け
て
い
た
真
の
道
徳
を
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
 る
と
述
べ
て
、
新
し
 

契
約
が
自
然
法
の
復
活
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
し
 た
 後
で
、
哲
学
者
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
 

「
さ
て
、
私
が
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
我
々
は
 

万
 学
の
終
点
 と
 頂
点
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
終
点
と
頂
点
に
位
置
す
 る
も
の
を
 君
 

ち
は
 
円
 倫
理
学
三
（
の
 
ト
ォ
 
@
c
a
 

）
、
す
な
 

ね
 ち
、
 円
 道
徳
三
（
 ョ
 。
 
「
 
a
-
@
 

の
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
我
々
は
月
神
性
 

ロ
 （
 
目
 ニ
コ
 @
 
（
 
の
 巴
 
と
名
付
け
 

の
が
常
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
我
々
の
命
名
は
到
達
さ
れ
 る
べ
き
も
の
す
な
わ
ち
「
神
口
（
口
の
臣
の
）
に
由
来
し
て
お
 り
、
 君
た
ち
 

（
 
辞
 @
 

命
名
は
そ
れ
へ
到
達
す
る
手
段
す
な
わ
ち
月
徳
目
（
 
v
@
 

「
（
 

目
 ト
 
の
の
）
と
呼
ば
れ
る
「
善
い
道
徳
三
（
 日
 。
「
。
の
ま
邑
に
 由
 来
し
て
い
る
。
」
 

（
㏄
）
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
哲
学
者
の
間
の
合
意
は
、
権
威
と
理
性
 の
 関
係
を
め
ぐ
る
意
見
交
換
に
お
い
て
も
如
実
で
あ
 
る
 。
哲
学
者
に
よ
 れ め る た い な 徒 的 た 論 者 ん   

      

キ 
l ノ 

ス 
@ 
教 
徒 
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し
 、
至
福
と
は
徳
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 と
 考
え
て
い
る
。
元
来
徳
は
最
高
善
へ
至
る
た
め
の
手
 段
 だ
が
、
彼
は
「
 徳
は
 

  

ゼ
 派
に
よ
っ
て
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
 

徳
と
 
快
楽
と
み
な
さ
 

れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
彼
自
身
は
ス
ト
ア
派
寄
り
の
 

立
 場
か
ら
最
高
善
を
徳
と
み
な
㏄
 

一 ル的「 対 

（
仰
ご
 

に
 整
理
し
て
お
こ
う
。
 

（
 
蝸
 ）
 

哲
学
者
 は
、
 
「
そ
れ
の
獲
得
を
と
お
し
て
人
が
至
福
に
与
 

る
も
の
」
と
い
う
最
高
善
の
定
義
を
紹
介
し
、
ス
ト
ア
派
 と
エ
ピ
 キ
ュ
ロ
ス
 

言舌」 

悪
 を
め
ぐ
る
議
論
は
ほ
ぼ
平
行
す
る
形
で
行
わ
れ
る
の
で
 、
以
下
、
最
高
善
の
本
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
取
り
上
 げ
 、
こ
の
過
程
を
簡
単
 

ば
 、
権
威
と
い
う
外
在
的
根
拠
に
依
存
し
て
な
さ
れ
る
論
 証
は
哲
学
の
世
界
に
お
い
て
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
が
 、
こ
れ
と
同
様
に
 、
信
 

（
㏄
）
 

仰
の
世
界
に
お
い
て
も
権
威
に
の
み
頼
る
信
仰
は
最
も
低
 い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
「
 人
間
の
理
性
が
証
す
る
 

よ
う
な
信
仰
 
は
 功
徳
に
値
し
な
い
」
と
い
う
 大
 グ
レ
ゴ
リ
 
タ
 ス
の
舌
口
葉
を
口
実
に
し
て
、
理
性
を
用
い
て
信
仰
を
 

語
る
訓
練
を
怠
っ
て
 い
 

（
 
即
ご
 

る
 。
し
か
し
、
真
の
権
威
に
値
す
る
の
 ほ
 た
だ
理
性
に
の
 
み
 依
拠
し
て
書
き
記
す
人
で
あ
る
か
ら
、
本
来
権
威
は
 理
性
と
対
立
す
る
も
の
 

@
n
@
 

）
 

で
は
な
い
。
こ
う
し
た
哲
学
者
の
発
言
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
 ほ
 反
論
せ
ず
、
信
仰
に
つ
い
て
の
理
性
的
探
求
や
議
論
 ほ
 そ
れ
が
探
求
の
た
め
 

の
 探
求
、
議
論
の
た
め
の
議
論
に
陥
ら
な
い
限
り
、
何
人
 に
よ
っ
て
も
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で
ほ
な
い
と
述
べ
て
、
 

哲
学
者
と
の
ム
コ
意
に
達
 

（
 
ぬ
 -
 

す
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
哲
学
者
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
は
、
 

対
 き
が
進
む
に
 
つ
 れ
て
両
者
の
探
求
の
姿
勢
・
方
法
に
共
 通
 点
が
生
じ
、
そ
れ
 

に
 基
づ
い
て
両
者
の
議
論
は
き
わ
め
て
友
好
的
か
つ
建
設
 的
に
進
め
ら
れ
る
，
そ
の
後
の
両
者
の
対
話
は
も
っ
ぱ
 ら
 最
高
善
と
最
高
窓
 を
 

め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
最
高
善
・
最
高
 悪
 へ
 到
達
す
る
手
段
と
し
て
の
徳
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
 始
ま
り
、
最
高
善
・
 
最
 

程
高
 悪
の
本
性
の
探
求
に
至
 

、
 

和
 
（
 
3
-
 

0
 興
味
深
い
の
ほ
 、
，
 し
れ
ろ
の
議
論
の
過
程
で
、
対
話
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
 
次
第
に
哲
学
者
か
ら
キ
リ
ス
 

ゆ
ト
 教
徒
に
移
行
し
、
本
来
異
教
の
哲
学
に
起
源
を
 も
つ
最
高
善
・
最
高
悪
の
概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
は
 に
よ
っ
て
表
現
し
直
さ
れ
て
 

翻
 

い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
作
業
を
と
お
し
て
 、
こ
れ
ら
の
概
念
は
一
層
豊
か
な
内
容
を
獲
得
す
る
こ
 と
に
な
る
。
最
高
善
・
最
高
 



「
こ
の
世
に
 
義
 な
る
人
と
よ
り
 義
 な
る
人
が
い
る
よ
 う
 に
 、
 人
は
徳
に
お
い
て
必
ず
し
も
等
し
い
わ
げ
で
は
な
い
。
 そ
う
だ
と
す
れ
 

ば
 、
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
善
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
 存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
 り
も
高
い
善
が
存
 

在
す
る
よ
う
な
善
は
け
っ
し
て
最
高
善
と
は
い
え
な
い
。
 そ
れ
ゆ
え
、
日
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
ま
ロ
ロ
（
 

s
u
 

日
日
 

由
ョ
 す
 。
 
臣
 岸
田
 ゴ
 
。
 
臣
 ゴ
日
㏄
）
 

と
は
区
別
さ
れ
た
 円
 
絶
対
的
最
高
ま
ロ
口
（
 

s
u
 
日
ョ
 岸
田
 ヴ
 0
 
目
 ョ
ヰ
す
 
。
 
o
-
u
t
u
m
 

）
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

l
 
@
0
 

Ⅴ
 」
 

ア
ソ
 セ
ル
ム
ス
に
よ
る
神
の
存
在
証
明
を
想
起
さ
せ
る
 ナ
 の
 論
調
は
哲
学
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
当
初
哲
学
者
に
（
 

8
@
 

は
 看
過
さ
れ
て
い
た
 

「
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
善
」
と
「
絶
対
的
最
高
善
」
と
 
0
 区
別
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
議
 論
は
後
者
を
キ
リ
ス
 

ト
 教
の
神
と
一
致
さ
せ
る
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
は
、
歴
史
的
啓
示
 に
 基
づ
く
法
を
信
奉
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
同
類
と
し
て
 0
 面
影
が
失
わ
れ
て
 

い
く
。
彼
は
時
に
哲
学
者
以
上
に
弁
証
学
の
方
法
に
長
 け
 て
い
る
。
哲
学
者
は
し
ば
し
ば
キ
ジ
ス
ト
教
徒
の
雄
弁
 を
 制
し
、
自
分
の
意
見
 

を
 整
理
し
っ
 っ
 表
現
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
 。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
キ
ジ
ス
ト
教
徒
は
キ
リ
ス
ト
 ゑ
 ・
異
教
を
問
わ
ず
 豊
 

富
な
 典
拠
を
自
在
に
操
り
な
が
ら
、
哲
学
者
が
先
鞭
を
つ
 げ
た
議
論
を
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
発
展
さ
せ
る
。
 そ
も
そ
も
対
話
は
 、
哲
 

学
者
が
啓
示
宗
教
の
過
剰
性
・
非
合
理
性
を
批
判
す
る
と
 こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
キ
リ
ス
 ト
 教
徒
は
異
教
の
倫
理
 

の 

よ さ 

ぅてそ 力 ょ 、   
の   
で，   

な に る 
す な も 

入 る し 
れ   

た後 
  

で， 

キ 
  
ス 
@ 
教 
徒 
は 
さ 
ら 
に -   
次 れ っ 的 
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ア
ベ
ラ
ー
ル
は
、
著
者
と
し
て
㍉
対
話
 

ヒ
 全
体
に
か
か
わ
 

っ
て
お
り
、
ま
た
判
定
役
と
し
て
も
対
話
内
に
登
場
す
 

る
 。
あ
る
主
題
に
つ
 

い
て
哲
学
者
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
哲
学
者
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
 

が
 論
争
し
た
後
で
判
定
役
の
ア
ベ
ラ
ー
ル
が
登
場
す
る
 

と
い
う
構
想
は
、
一
二
 

@
W
 

）
 

世
紀
に
特
徴
的
な
神
学
的
著
作
の
手
法
と
し
て
知
ら
れ
 

る
 「
問
題
」
（
 

Q
 
扇
窃
由
 

0
 
）
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

再
 三
 ふ
れ
て
き
た
よ
う
 

に
 
、
判
定
役
と
し
て
の
ア
ベ
ラ
ー
ル
 

ほ
 
決
し
て
真
偽
・
 

優
 
劣
の
判
定
を
下
さ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
対
話
の
内
容
に
つ
 

い
て
も
感
想
や
批
判
を
 

 
 

想
槻
 

程
 
嚇
 

か
の
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
 
師
の
意
見
の
よ
う
に
、
議
論
に
一
応
の
終
結
を
も
た
 
と
は
い
え
、
テ
キ
ス
ト
外
に
そ
れ
を
求
め
る
わ
け
に
 

述
べ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
沈
黙
し
て
他
の
登
場
人
物
た
 

 
  

 

ち
の
発
言
に
耳
を
傾
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

、
 

 
  

 

「
問
題
」
に
お
け
る
 

教
 

ゼ
 諸
目
の
も
っ
意
義
は
、
登
場
人
物
の
発
言
の
中
に
含
 

ま
れ
た
何
ら
か
の
積
極
的
な
主
張
以
上
に
 

、
 

っ
 
わ
る
問
題
を
、
そ
の
解
決
 

 
 を

先
送
り
に
し
て
ま
で
、
対
話
形
式
に
こ
だ
わ
っ
て
取
り
 

扱
っ
た
彼
の
動
機
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に
 

学
の
内
容
を
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
ば
で
語
り
直
し
、
キ
リ
 ス
ト
教
の
信
仰
を
異
教
の
倫
理
思
想
に
接
近
さ
せ
る
。
 そ
し
て
そ
れ
は
結
果
と
 

し
て
、
異
教
の
倫
理
学
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
 の
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。
 



を
と
お
し
て
、
問
答
が
か
か
わ
っ
て
い
る
事
柄
へ
と
読
者
 を
 導
き
、
読
者
を
探
求
の
現
場
に
引
き
込
む
こ
と
に
あ
 る
 。
読
者
 は
 対
話
篇
を
 

読
み
な
が
ら
、
今
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
 答
え
が
問
い
に
対
し
て
ふ
さ
わ
し
く
行
わ
れ
て
い
る
の
 か
に
つ
い
て
常
に
気
を
 

配
る
。
こ
の
間
断
な
ぎ
緊
張
が
読
者
を
か
ら
め
取
り
、
 当
 該
の
問
題
探
求
へ
と
連
れ
去
る
。
対
話
篇
が
も
っ
こ
の
 よ
う
な
力
が
、
プ
ラ
ト
 

-
 
Ⅲ
 
@
 
）
 

ソ
 対
話
篇
に
お
い
て
典
型
的
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
 の
 と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
に
ほ
 何
か
宗
教
的
修
行
の
雰
 

四
気
さ
え
漂
い
、
読
者
は
対
話
に
よ
っ
て
修
練
さ
れ
、
 真
 理
の
道
へ
誘
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
 対
 話
に
は
そ
の
種
の
力
は
 

見
出
さ
れ
に
く
い
。
 

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
作
品
を
対
話
形
式
で
著
し
た
 プ
 -
 
フ
ト
ソ
と
 一
度
だ
 け
 対
話
形
式
を
用
い
た
ア
ベ
ラ
ー
ル
 と
 で
は
 、
こ
の
手
法
の
 

習
熟
度
に
お
い
て
決
定
的
な
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
は
 十
 分
 に
推
測
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
 円
 
対
話
口
に
お
け
る
 登
 場
 人
物
の
発
言
と
そ
の
 

中
に
含
ま
れ
る
引
用
は
し
ば
し
ば
冗
長
で
あ
り
、
問
答
の
 リ
ズ
ム
 ほ
 崩
れ
、
当
該
問
題
へ
読
者
を
引
き
込
む
緊
張
 ほ
 と
ぎ
れ
て
し
ま
う
。
 

歳
 舌
口
に
従
っ
て
沈
黙
を
守
る
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
態
度
は
安
易
 
な
 解
決
を
読
者
に
与
え
ず
、
結
果
的
に
ほ
読
者
を
主
題
 に
 直
接
関
与
さ
せ
る
 効
 

力
 を
も
っ
と
し
て
も
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
自
身
の
止
む
 こ
と
な
き
内
的
葛
藤
の
表
出
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
の
 で
は
 な
い
が
 る
 9
 か
 。
 

テ
キ
ス
ト
を
対
話
形
式
に
す
る
こ
と
の
一
つ
の
利
点
が
 、
 調
和
や
一
致
を
簡
単
に
ほ
期
待
で
き
な
い
複
数
の
観
念
 を
無
理
に
妥
協
さ
せ
る
 

こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
程
度
の
自
律
性
を
保
た
せ
 た
ま
ま
、
対
比
・
検
討
で
き
る
点
に
あ
る
と
す
れ
 ば
、
 円
 対
話
目
の
三
人
の
登
 

場
 人
物
は
ま
さ
に
ア
ベ
ラ
ー
ル
が
内
面
に
抱
え
込
ん
で
い
 た
 葛
藤
の
擬
人
化
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
こ
と
を
再
度
整
理
し
 な
が
ら
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
ア
ベ
ラ
ー
ル
的
対
話
構
想
 の
 射
程
を
見
極
め
る
 

七
は
 
亡
 
リ
リ
は
、
 

力
 
休
め
よ
ス
 
フ
 に
い
ス
 
フ
こ
 
L
 し
も
で
き
る
お
に
 

ろ
 ス
 フ
 
。
㍉
 
対
話
口
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
本
質
的
に
有
す
る
歴
史
的
 啓
 永
を
ユ
ダ
ヤ
教
に
仮
 

託
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
哲
学
者
の
対
話
を
平
行
線
の
ま
ま
 終
了
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
い
わ
ば
 括
 弧
 で
く
く
っ
て
し
ま
う
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あ
え
て
読
者
に
明
確
な
解
答
を
示
さ
ず
、
終
始
一
貫
対
話
 

形
式
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
最
大
の
力
 

は
 、
登
場
人
物
の
問
答
 
4
 



構
築
す
る
と
い
う
試
み
の
照
準
も
、
結
局
は
ア
ベ
ラ
ー
ル
 

自
身
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
こ
そ
当
て
ら
れ
て
 

い
る
。
彼
の
足
場
は
 

キ
 

リ
ス
ト
教
内
部
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
そ
こ
か
ら
 

越
 え
 出
て
は
い
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
著
作
は
そ
 

う
し
た
限
界
内
に
お
い
 

て
 で
は
あ
る
が
、
 
い
 わ
ゆ
る
「
宗
教
間
対
話
」
の
可
能
性
 

ほ
 つ
い
て
も
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
よ
 

う
 に
 思
 わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
 

た
 

だ
 理
性
に
よ
っ
て
の
み
宗
教
間
対
話
を
問
題
に
し
う
る
 

地
 平
 が
開
か
れ
る
こ
と
へ
の
予
感
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
 

れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
 

程
は
 、
 円
 
対
話
 ヒ
 の
方
向
性
を
後
の
啓
蒙
主
義
時
代
に
 

自
覚
さ
れ
る
自
然
的
宗
教
と
い
う
理
念
の
先
駆
け
と
み
 

な
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
 

鋤
う
 。
 

 
 

教
の
歴
史
性
を
括
弧
に
入
れ
て
、
理
性
の
直
接
的
批
判
 

を
 回
避
さ
せ
る
こ
と
で
あ
 

討
る
 。
歴
史
的
啓
示
の
反
証
不
可
能
性
を
指
摘
し
、
 

比
 楡
を
用
い
て
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
の
合
理
性
を
控
え
 

め
に
主
張
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
 

 
 

映
し
出
し
て
い
る
。
聖
な
る
事
柄
を
理
性
に
よ
っ
て
 

十
 全
 に
論
証
す
る
こ
と
は
不
可
 

ゆ
 
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
地
楡
 

と
 類
比
に
よ
っ
て
洞
察
 

さ
れ
る
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
理
解
し
て
 

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
 

キ
 

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
倫
理
学
 
ヒ
は
 、
ま
さ
に
こ
の
道
程
に
位
置
し
て
し
る
 

、
 O
@
3
@
5
 

も
っ
と
も
、
万
人
に
共
通
す
る
理
性
な
い
し
は
自
然
法
に
 

基
づ
い
て
信
仰
を
再
 

の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め
て
、
歴
史
的
特
殊
性
 を
 取
り
除
い
た
キ
リ
ス
ト
教
を
万
人
に
共
通
す
る
 
普
 遠
的
理
性
と
協
調
さ
せ
 

る
 。
こ
こ
に
は
 ア
 ベ
ラ
一
ル
 0
 目
指
す
二
つ
の
方
向
が
読
 み
 取
れ
る
。
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
徹
底
的
に
倫
理
 単
 に
接
近
さ
せ
、
そ
の
 

実
質
を
倫
理
教
 説
 へ
と
変
容
さ
せ
る
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
 は
 、
キ
リ
ス
ト
教
自
身
が
理
性
の
批
判
に
耐
え
う
る
 強
 靭
 さ
を
身
に
つ
げ
る
と
 

同
時
に
、
異
教
の
倫
理
学
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
豊
か
な
 内
 容
 さ
え
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
な
道
で
あ
る
。
本
稿
 
は
円
 対
話
 ヒ
と
円
 倫
理
 

半
日
の
執
筆
年
代
の
前
後
関
係
に
関
す
る
議
論
に
は
立
ち
 

キ
リ
ス
ト
教
の
教
 説
 に
い
わ
 ぱ
 理
性
と
 い
う
鎧
を
か
 
ぶ
せ
た
 



注
 

（
 
1
 ）
こ
の
表
題
 は
 一
二
世
紀
の
も
の
と
思
わ
れ
る
 ウ
 ィ
 一
ソ
 写
本
に
冠
せ
ら
れ
た
 し
 ～
 
ミ
 。
 
吋
ま
セ
ぬ
 
～
「
 
@
 卜
寮
 
～
 
0
 
～
 
寮
 「
ま
に
由
来
す
 る
 。
一
八
三
一
年
に
本
 

著
が
 初
め
て
刊
本
化
さ
れ
た
お
り
に
、
ヴ
ィ
ー
ソ
写
本
の
見
方
 に
 基
づ
い
て
 
ま
 い
ざ
 
や
め
 ～
 
さ
 ～
 
悶
 
「
セ
 ミ
寺
 め
る
 
キ
 悪
き
・
 
目
 
悪
札
 

Q
Q
 

悪
ま
 

悶
 
～
 Q
 キ
 Ⅱ
㌻
 
驚
 Ⅰ
 さ
 悪
ま
 

と
い
う
表
題
を
校
訂
者
ラ
イ
ソ
ヴ
ァ
ル
 ト
 が
創
作
し
 、
ク
一
ザ
 ソ
 、
ミ
ー
ニ
ュ
な
ど
の
一
九
世
紀
の
編
者
た
ち
が
こ
れ
を
踏
襲
 し
て
以
来
、
こ
の
 

表
題
が
研
究
者
の
間
で
一
般
的
と
な
っ
た
。
近
年
の
校
訂
者
 ト
 一
 マ
ス
も
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
従
来
の
慣
習
 
に
よ
り
 木
 著
作
を
 

可
 
哲
学
者
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
対
話
 L
 （
略
し
て
 ロ
 
対
話
 L
 ）
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
一
四
世
紀
の
 オ
ッ
 ク
ス
フ
ォ
 l
 ド
 

写
本
に
は
 

C
o
 

～
～
 

寮
 ～
 
@
0
 
さ
め
り
セ
 

㌔
 ふ
 も
す
 
い
ぬ
 
～
 
寮
 「
き
と
記
さ
れ
て
お
り
 、
ま
た
ヨ
八
日
間
世
界
創
造
注
解
 b
 （
 薄
 悪
紙
～
 
@
0
 
ぎ
鮎
き
聾
悶
 「
 
き
 ）
の
中
で
 ア
 

べ
ラ
 一
ル
自
身
が
 
，
 
了
お
 n
E
 
コ
リ
 
p
 
n
o
 

ぎ
由
 。
お
 コ
 0
 降
さ
。
，
と
し
 
て
 言
及
し
て
い
る
，
 n
o
 
甘
い
 
（
 
ざ
コ
盤
，
が
本
 
著
作
を
指
す
と
す
る
 
解
釈
も
あ
り
、
 

む
 ～
 
寮
 ～
 
り
吋
 
ま
を
用
い
ず
 
C
o
 

～
～
 

寮
 ～
 
@
0
%
 

め
を
用
い
る
ビ
テ
ー
ル
な
ど
 の
 研
究
者
も
い
る
。
 目
室
の
 「
）
 
0
 
の
の
 
ロ
ワ
 ）
 
0
 
肝
 
下
プ
を
参
照
。
 

（
 
2
 ）
 由
 0
.
 

五
六
 

｜
 五
七
頁
。
 

（
 
3
 ）
 
，
 
Ⅰ
。
 づ
 。
⑥
 
ヨ
ぃ
目
 
Ⅰ
 
e
 
の
の
ひ
 

で
ぃ
 
Ⅰ
ン
サ
 
目
ぃ
 
Ⅰ
 
隼
 り
の
。
 
コ
 か
に
下
の
目
Ⅰ
 

0
-
 
い
す
 
0
 
・
 
し
 @
 
コ
 @
 シ
ミ
 
悪
ぃ
心
の
悶
 

捺
叶
 
Ⅱ
心
曲
㏄
下
馬
り
き
 

い
 さ
 悪
 ㏄
 
ぃ
ド
ミ
 

㏄
簿
も
Ⅰ
 

寮
 ㏄
 -
 
す
 
Ⅰ
 
さ
叶
 
寸
心
へ
悪
も
さ
い
 

け
 
@
 
り
 
注
 い
 Ⅰ
 
雨
 
"
 

の
り
・
 
サ
せ
し
 
・
 目
ぃ
由
ふ
 
p
E
.
 

パ
パ
パ
 

@
 
ヰ
 ・
 
N
 。
 弔
い
 
（
 
ぢ
 ・
）
㏄
の
 

p
 
）
の
 
べ
 

（
 
4
 ）
ア
ベ
ラ
ー
ル
研
究
 
史
は
、
フ
 マ
ガ
ッ
リ
（
中
臣
 
ヨ
ぃ
 
埋
ま
「
 ）
 
0
 の
生
毛
・
）
 
目
 １
目
 

0
.
 

）
に
よ
れ
 

ば
、
 二
つ
の
時
期
に
大
別
し
 て
 整
理
さ
れ
る
。
 す
 

た
 ね
ち
、
①
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
著
作
の
い
く
つ
か
が
初
め
て
刊
本
 化
さ
れ
た
一
六
一
六
年
か
ら
ガ
 イ
ャ
一
 が
論
理
学
的
著
作
を
刊
 付
 し
た
一
九
一
九
 

午
 ま
で
、
②
一
九
一
九
年
か
ら
今
日
ま
で
で
あ
る
。
以
下
、
 こ
 れ
を
簡
単
に
鳥
敵
し
て
お
く
。
 

ま
ず
、
①
の
ほ
ぼ
三
世
紀
間
は
神
学
研
究
を
中
心
と
す
る
時
期
 で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
最
初
の
一
七
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
 生
涯
二
度
に
 

及
ぶ
公
会
議
で
の
異
端
宣
告
と
い
う
不
名
誉
が
、
ア
ベ
ラ
 l
 ル
 の
神
学
上
の
諸
学
説
の
正
統
性
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
 え
て
い
る
こ
と
 

「
キ
リ
ス
ト
の
御
名
か
ら
離
れ
る
く
ら
い
な
ら
ア
リ
ス
ト
 テ
レ
ス
の
徒
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
な
し
」
。
 

ぃ
 
5
-
5
 

と
ヱ
ロ
 イ
ー
ズ
 に
 告
白
す
る
 ア
ベ
 

｜
か
 は
、
こ
こ
に
も
既
に
身
を
潜
め
て
い
る
。
 円
 対
話
 b
 に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
雄
弁
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
沈
 黙
の
上
に
こ
そ
 成
 

立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
ア
ベ
ラ
 l
 ル
的
対
話
構
想
の
射
 程
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
は
 、
 決
し
て
同
一
の
地
平
 で
 交
差
す
る
こ
と
が
 

い
 。
同
対
話
 
b
 の
未
完
結
性
は
、
ア
ベ
ラ
 一
ル
が
 内
面
に
 抱
え
込
ん
で
い
る
こ
の
よ
う
な
葛
藤
を
象
徴
し
て
い
る
か
 の
 よ
 う
 で
あ
る
。
 

な り ヲ 
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  ヘフ 一ル 的 「対話」構想の 射程 

（
 
m
 ）
 し
 F
.
 
の
 ト
 ー
の
 旬
 

（
Ⅱ
）
 し
 F
.
N
 
の
 

（
は
）
し
口
 
@
 ト
ひ
 
１
ト
㏄
 

（
㎎
）
哲
学
者
が
イ
ス
ラ
ム
哲
学
者
で
あ
る
と
示
唆
す
る
の
は
、
 主
に
㍉
対
話
 b
 を
 ア
 ベ
ラ
 一
 ル
量
晩
年
の
著
作
と
考
え
る
研
究
 者
た
ち
で
あ
る
。
 注
 

（
 
5
 ）
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
は
）
 し
ア
 ㍉
 ひ
 0
 １
㍉
 
簿
 ・
創
世
記
一
七
章
二
五
節
に
よ
れ
ば
、
 ア
 ブ
ラ
ハ
ム
が
 ヱ
 ジ
プ
ト
人
の
女
奴
隷
ハ
ガ
ル
に
生
ま
せ
た
 子
イ
 シ
ュ
マ
 ヱ
か
 は
二
二
 

歳
 で
割
礼
を
受
け
た
。
同
じ
日
に
割
礼
を
受
け
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
 は
 九
九
歳
で
あ
っ
た
。
 

（
 
巧
 ）
ジ
ョ
リ
ヴ
ェ
は
 
コ
 
対
話
 b
 執
筆
年
代
を
一
一
四
 0
 ｜
竺
 一
年
に
と
り
、
尊
者
ビ
ュ
ー
 
ル
 の
影
響
を
示
唆
し
、
こ
の
よ
う
な
 哲
学
者
の
モ
デ
ル
 と
 

し
て
、
具
体
的
に
合
理
主
義
者
（
 ヴ
コ
 
・
 
口
 a
 拮
 ㏄
（
下
せ
の
 

ヨ
 p
p
 

り
の
一
ら
 

口
 ㏄
の
）
の
名
を
示
唆
し
て
い
る
（
）
 

0
-
 
守
の
（
「
あ
の
ひ
 

口
 
）
。
中
世
の
 イ
ス
ラ
ム
哲
学
 

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
モ
ン
ゴ
 メ
リ
一
 ・
ワ
ッ
ト
二
九
七
丁
 台
、
リ
一
 マ
ン
二
九
八
八
口
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
 
托
 ）
㌧
㏄
 せ
の
 
（
「
 
こ
 ㍉
の
ロ
ロ
・
の
 

ひ
 。
 コ
 ・
 
ぺ
つ
 

（
Ⅳ
）
 し
 F
.
 ト
か
 
T
@
 ）
の
め
 

（
㎎
）
以
下
に
ま
と
め
た
 比
瞼
 は
し
 甲
 
）
 
田
｜
き
 ㏄
に
 よ
 る
。
 

（
㎎
）
た
と
え
結
果
と
し
て
の
行
為
が
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
 た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
善
い
意
図
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
 は
 非
難
や
断
罪
に
は
 

至
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
他
の
多
く
の
著
作
に
 散
見
す
る
が
、
特
に
「
倫
理
学
 b
 （
 
め
 （
 
か
 @
 
き
 ）
に
お
い
て
最
も
注
 意
 深
く
議
論
さ
 

れ
て
い
る
（
大
道
二
九
八
七
ロ
三
三
ー
三
七
頁
）
。
 

（
 
却
 ）
以
下
の
ま
と
め
は
、
 し
 ㌻
 い
こ
｜
 ㌍
い
に
よ
る
。
 

（
 
れ
 ）
㌧
 

a
y
 

の
「
「
 

ト
の
 
㍉
の
」
 
口
 ・
㏄
の
 

"
 コ
 ・
 
め
 ㍉
 

（
 
花
 ）
 し
 F
.
 

ひ
ひ
 

ド
よ
の
か
 

（
 
盤
 ）
 し
 F
.
 ひ
 の
の
 
｜
ひ
の
か
 

（
 
舛
 ）
 し
 F
.
 
び
 
0
9
 
上
 0
 
の
 

（
 
篆
 ）
 し
 F
.
 
か
ト
 
0
 
１
の
の
の
 

（
 
笏
 ）
し
ロ
 ナ
 の
の
 
ひ
 
１
 0
 ～
㍉
 

（
 符
 ）
 
し
 F
.
 
の
 ぺ
午
，
 
）
 ト
の
か
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（
 然
 ）
後
の
様
々
な
「
命
題
集
」
の
手
本
と
な
っ
た
 
臼
 然
り
と
 杏
ヒ
 は
 、
総
計
一
五
八
の
「
問
題
」
（
白
目
 い
 の
の
（
 

@
0
 
）
か
ら
成
る
が
 
（
 
注
 （
 何
 ）
も
参
照
の
 

 
  

 

こ
と
）
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
か
か
わ
る
典
拠
を
肯
 
定
 的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
の
二
つ
に
区
分
・
整
理
す
る
。
 彼
の
目
的
は
解
 

答
を
典
拠
の
中
か
ら
早
々
に
発
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
然
り
 
」
と
「
否
」
の
双
方
の
意
見
を
吟
味
し
、
理
性
の
 力
 に
よ
っ
て
 
解
答
を
模
索
す
㈱
 

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
 
臼
 然
り
と
杏
ヒ
に
お
け
る
方
法
に
つ
い
て
は
 g
0
n
n
0
[
 

）
の
～
の
 

U
 、
柏
木
二
九
八
五
口
七
六
 
｜
 七
八
頁
、
ま
た
 ア
ベ
ラ
ー
ル
の
 

哲
学
的
方
法
全
般
に
つ
い
て
は
の
「
 
0
n
n
0
n
 

）
の
～
）
 

口
 を
参
照
の
こ
 
と
 。
 

（
 杓
 ）
 
し
 r
.
 の
 N
o
 

（
㏄
）
 し
 r
.
 

の
い
の
 

１
 の
ち
の
 

（
 紐
 ）
同
様
の
指
摘
は
 
、
 Ⅰ
の
 
@
 安
 臼
宝
斗
ぢ
曾
 口
も
行
っ
て
 い
 る
 。
 

（
㌍
）
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
時
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
 ユ
 ダ
 ヤ
 教
徒
の
知
的
交
流
に
つ
い
て
は
、
の
「
 
い
す
 
o
@
 
の
 「
 ぢ
 Ⅱ
の
 
，
 
U
 を
参
照
 の
こ
と
。
 

（
㏄
）
 し
 r
.
N
 

の
）
ー
㏄
の
の
 

（
 田
 ）
 
し
 r
.
 

）
）
～
㏄
 

１
 ）
）
の
）
 

（
 め
 ）
 
し
 r
.
 

）
）
の
の
 

１
 ）
 
N
O
N
 

（
㏄
）
 し
 r
.
 ）
 N
A
 

ち
１
）
㏄
の
の
 

（
 辞
 ）
 
し
 r
.
 

）
い
の
の
 

１
 ）
㏄
の
の
 

（
 鵠
 ）
実
質
的
な
学
問
探
求
を
開
始
す
る
前
に
、
権
威
（
 
ピ
ユ
 0
 「
 @
 
（
 帯
 ）
と
理
性
（
 屈
エ
 0
 ）
を
め
ぐ
る
方
法
論
上
の
問
題
点
を
ま
 ず
 解
決
し
ょ
う
と
す
 

る
 態
度
は
、
 
円
 然
り
と
 否
ヒ
 に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
 

円
 然
り
 と
 杏
ヒ
 は
 質
問
 
一
 「
信
仰
は
人
間
理
性
に
隠
さ
れ
る
べ
 

き
か
、
否
 か
 」
か
ら
始
ま
 

る
 。
ま
た
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
も
、
権
威
が
互
い
に
矛
盾
す
 る
 場
合
そ
の
困
難
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
べ
き
か
が
述
べ
ら
れ
 て
い
る
。
柏
木
 

二
九
八
五
ロ
七
六
 ｜
 七
八
頁
、
正
せ
の
「
「
）
の
～
 

呂
 
b
.
 
ミ
 ・
 n
.
 

に
～
 

を
参
照
の
こ
と
。
 

（
㏄
）
 し
 r
.
 ）
 
ち
 ）
ち
１
）
 
ち
 ～
～
 

（
 鶴
 ）
 
口
 L
.
 

）
の
～
の
 

１
 ）
の
～
の
 

（
 蛆
 ）
 
し
 r
.
 三
 0
 の
 １
 ）
 
A
o
 
㏄
 

（
 蛇
 ）
 
し
 Ⅰ
）
 ち
 Ⅱ
㏄
１
 
%
 ㌍
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
こ
の
発
言
の
後
 で
、
信
仰
の
理
性
的
探
求
の
成
功
例
と
し
て
 ア
 ベ
ラ
 一
ル
 0
 
ヨ
 ア
 オ
ロ
ギ
ア
・
ク
リ
ス
 

テ
ィ
ア
 l
 ナ
三
に
も
言
及
し
て
い
る
。
 

（
 穏
 ）
哲
学
者
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
対
話
は
、
最
高
善
を
神
と
、
 最
高
悪
を
地
獄
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
一
応
の
一
致
を
み
る
 
が
 、
そ
の
後
さ
ら
に
 



アベラール的「対話」構想の 射程 

「
善
い
」
・
「
悪
い
」
と
い
う
こ
と
ば
の
一
般
的
な
用
法
を
と
お
し
 

て
 、
事
物
に
お
け
る
善
悪
の
定
義
に
迫
ろ
 う
 と
す
る
。
し
か
し
 、
こ
の
部
分
で
 

は
ほ
と
ん
ど
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
一
人
で
語
り
、
議
論
は
完
結
し
 て
い
な
い
。
マ
レ
 ソ
ボ
ソ
 は
こ
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
、
ア
ベ
 -
 
フ
ー
ル
を
一
二
世
 

紀
の
 G
.
E
.
 

ム
ー
ア
で
あ
る
か
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
が
 

（
こ
れ
は
第
二
版
へ
の
序
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
）
、
興
味
深
い
 
の
は
、
こ
の
土
木
七
万
 

0
 部
分
に
お
け
る
議
論
の
内
容
と
手
法
が
日
倫
理
学
し
二
一
三
 九
年
頃
の
執
筆
）
 へ
 受
け
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
、
 
ビ
テ
一
 ル
に
 依
拠
し
た
 彼
 

の
 指
摘
で
あ
る
（
マ
レ
 ソ
 ボ
ン
二
九
匹
 コ
二
 二
二
ー
二
三
 五
頁
）
。
 

（
 
収
 ）
以
下
の
議
論
の
ま
と
め
は
、
し
 し
 ・
 こ
お
 １
目
㏄
の
に
よ
る
 
 
 

（
 
萄
 ）
し
 し
 ・
 こ
ぎ
 ・
こ
の
定
義
は
 ぺ
ィ
ヤ
 一
の
指
摘
に
 ょ
 れ
ば
 
（
㌧
申
せ
 

0
 
Ⅰ
「
円
の
Ⅱ
の
り
 

つ
 ・
 
葵
 ・
 ロ
 ・
 ト
 
切
の
）
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 円
 
神
の
国
 三
 （
も
。
 
Q
 ～
 
目
 
～
・
 

-
 
さ
 ～
 
p
 も
 e
@
 

）
八
章
三
節
に
由
来
す
る
。
 

（
 
邨
 ）
し
 し
 ・
 目
目
 ・
こ
の
言
葉
は
 ぺ
 イ
ヤ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
 
（
㌧
 
p
 日
の
ス
 
%
 Ⅱ
 当
つ
 ・
 
ミ
 。
 P
 ふ
 m
.
 
）
 、
キ
 ケ
ロ
 ロ
 
構
想
論
 b
 （
も
 
い
 Ⅱ
 
さ
ヒ
 
い
さ
 
ヰ
隠
よ
つ
さ
馬
 

）
一
一
 

巻
 五
四
章
一
六
四
節
に
由
来
す
る
。
 

（
 
僻
 ）
以
下
に
ま
と
め
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
発
言
は
 、
し
ご
 に
 ぃ
 
白
１
円
目
㏄
 

P
.
 

に
よ
る
。
 

（
 
邸
 ）
同
様
の
指
摘
は
 
、
 了
せ
の
（
「
 

P
o
 

～
 0
 」
 づ
 ・
 
お
 ・
 戸
し
 ～
も
 行
 っ
て
い
る
。
 

（
 
匁
 ）
学
問
の
中
心
が
修
道
院
か
ら
市
井
に
移
行
し
、
新
し
い
 神
学
の
方
法
が
構
築
さ
れ
る
過
渡
期
で
あ
る
一
二
世
紀
に
特
徴
 
的
な
の
は
「
問
題
」
 

（
 
4
 屈
の
の
（
 

@
0
 
）
と
呼
ば
れ
る
表
現
様
式
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
 質
 間
形
式
の
問
題
提
起
に
続
い
て
、
相
反
す
る
解
決
が
そ
れ
ぞ
れ
 紹
介
さ
れ
、
 
最
 

後
に
教
師
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
。
一
般
に
 、
 （
聖
書
の
）
「
 
注
 解
 」
（
 

-
e
e
 

エ
 o
.
n
o
 

ヨ
 日
の
口
（
 

ぃ
 （
 
田
 。
の
 
パ
せ
 
。
 
圧
エ
 
0
 ）
は
教
父
時
代
か
 ら
の
伝
統
で
あ
っ
 

た
が
、
「
問
題
と
は
テ
キ
ス
ト
に
内
在
す
る
困
難
を
解
決
す
る
た
 
め
に
「
注
解
」
の
作
業
の
中
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
 り
、
 既
に
教
父
 

時
代
か
 （
 
<
 
?
 
自
発
的
な
形
で
現
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
二
世
紀
頃
 よ
 り
体
系
的
に
整
理
さ
れ
、
さ
ら
に
後
の
「
大
全
」
（
皆
ョ
 
目
し
 
へ
と
発
展
し
て
 

レ
 ア
Ⅰ
。
シ
ュ
ニ
 
ュ
 に
よ
れ
ば
（
空
箸
 臣
 「
Ⅰ
の
 

む
 
～
」
 ヨ
 ・
 
N
O
 
日
１
 
の
 0
0
 
）
 
、
こ
の
様
式
が
発
達
す
る
推
進
力
は
、
ま
さ
に
中
世
の
神
学
者
 た
ち
の
新
た
な
 

覚
醒
と
も
い
う
べ
き
 
ぎ
 （
の
 
コ
 の
 
c
t
u
 

の
 力
 d
e
@
 

で
あ
っ
た
。
 

（
㏄
）
 ロ
 
対
話
 b
 が
 ア
 ベ
ラ
ー
ル
が
残
し
た
唯
一
の
対
話
 編
 で
あ
 る
こ
と
は
既
に
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
作
品
形
態
が
 ア
 ベ
ラ
 一
 ル
 の
神
学
的
著
作
の
 

中
で
占
め
て
い
る
位
置
に
つ
い
て
最
後
に
言
及
し
て
お
き
た
 い
 。
一
二
二
四
 ｜
 三
五
年
、
 ロ
テ
オ
 p
 ギ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ナ
 三
 第
一
版
の
冒
頭
 

に
お
い
て
、
彼
は
自
ら
の
思
索
を
「
大
全
」
と
し
て
体
系
化
す
 る
 計
画
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
人
間
救
済
の
大
全
」
目
口
 

 
 

 
 

 
 

～
心
の
三
部
か
ら
成
る
は
ず
の
も
の
オ
ロ
ギ
ア
 

Q
.
 馬
 @
@
h
Q
.
 

b
 と
「
倫
理
学
 

も
さ
～
 

き
マ
 
o
b
o
 

～
 
b
 
っ
め
 
は
そ
れ
ぞ
れ
 
づ
 0
0
 
～
 
っ
隠
 
さ
と
馬
き
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キ
ス
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 Ⅰ
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 弔
文
（
口
の
下
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田
 （
 目
目
の
 
・
も
㍗
 ぎ
匹
 悪
め
ぎ
～
 
ぬ
 「
㍉
注
ぎ
め
 
悪
き
 悪
き
 
・
 目
 悪
札
 
黛
 悪
き
 隠
 Q
 き
ふ
 ～
 
ぎ
さ
 悪
き
・
の
 
隼
 ・
 ヴ
 Ⅱ
 再
円
ア
 0
 ヨ
い
 の
・
（
 
卑
目
由
的
 
ぃ
 「
（
・
 

い
い
 
隼
の
。
㌧
㌧
の
 

す
 （
（
 
，
 

Ⅰ
の
Ⅱ
 

0
 ）
 

田
円
 @
 り
立
「
口
の
か
す
 

い
 の
 -
p
 
「
目
口
の
・
㍉
 

隠
ぬ
 
「
 ト
ト
ぬ
 
～
 
い
 「
 A
.
 
の
曲
 ～
 
か
 @
n
 
め
 
・
の
 
隼
 鮭
 （
（
・
 
ヴ
 Ⅱ
 し
 ・
 
ロ
 ・
 ヒ
 仁
の
 

c
o
 

ヨ
ヴ
 の
・
（
 
0
 Ⅹ
 片
 
0
 （
 
目
 -
0
 Ⅹ
 片
 
0
 （
 目
 C
 ㌧
 ざ
 
巾
 「
の
の
の
・
 

P
 
の
 q
P
 
）
 

由
 9
 
 畠
中
尚
志
 訳
 
「
ア
ベ
ラ
 l
 ル
 と
ヱ
ロ
 イ
ー
ズ
 ヒ
 岩
波
書
店
 、
一
九
八
九
年
。
 

略
記
 モ

ノ
グ
ラ
フ
と
目
さ
れ
て
い
る
。
説
教
・
 詩
 ・
聖
歌
，
手
紙
（
 
弁
明
を
含
む
）
を
始
め
と
す
る
一
連
の
非
学
問
的
作
品
を
別
に
 す
れ
ば
、
こ
の
 
人
 

2
 

 
 

全
の
構
想
か
ら
外
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
は
学
生
た
 ち
の
参
考
書
的
役
割
を
担
っ
た
「
然
り
と
 否
ヒ
と
 、
伝
統
的
手
 浅
に
則
っ
た
二
つ
 

の
 
「
注
解
」
が
あ
る
。
 
注
 
（
 袈
 ）
で
述
べ
た
神
学
の
新
し
い
 表
 現
 様
式
と
し
て
の
「
質
問
」
は
、
「
注
解
」
も
含
め
た
モ
ノ
 
グ
ラ
 フ
的
 著
作
に
お
 

湖
 

い
て
も
生
か
さ
れ
て
お
り
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
著
作
の
中
で
自
説
 を
 述
べ
る
際
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
反
対
者
を
仮
想
し
て
 
議
 論
を
展
開
し
て
い
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
 ょ
う
 な
手
法
に
則
る
限
り
、
あ
る
 意
 味
 で
は
、
対
話
形
式
を
採
用
す
る
必
要
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
 る
 。
し
か
し
そ
 う
 

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
え
て
舞
台
を
夢
の
中
に
設
定
し
、
登
場
 人
物
を
用
い
て
、
実
際
的
な
対
話
を
展
開
さ
せ
た
「
対
話
 b
 が
 、
 ア
ベ
ラ
ー
ル
の
 

著
作
の
中
で
示
し
て
い
る
独
自
性
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
 る
と
思
わ
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
「
対
話
 ヒ
と
 年
代
・
形
式
・
内
容
 に
お
い
て
非
常
な
類
似
を
示
す
も
の
と
し
て
、
ア
ラ
ゴ
ン
生
れ
 の
 
ユ
ダ
ヤ
人
 

ヱ
 p
-
 
の
ま
に
 よ
 る
 
木
 亡
き
ふ
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
は
 、
哲
学
者
・
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
・
イ
ス
ラ
ム
教
の
神
学
者
 

ユ
ダ
ヤ
教
の
 

ラ
ビ
の
対
話
を
聞
い
た
後
で
ユ
ダ
ヤ
教
に
改
宗
す
る
王
の
話
で
 あ
ス
り
 
。
 メ
 ノ
ラ
二
心
 
ヮ
 
（
 
0
 （
 
い
す
 
0
 ぢ
 「
 目
ど
ビ
ワ
 ㏄
 ち
 Ⅰ
ー
㏄
 
お
 ）
 片
卜
 
、
 ア
 べ
 ラ
ー
ル
が
 哲
 

学
者
・
教
育
者
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
出
生
の
せ
 
@
 は
 詩
人
・
文
学
者
 で
あ
る
が
、
宗
教
を
異
に
す
る
二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
 片
 -
 
隼
 。
の
曲
目
 
い
 。
Ⅱ
。
 

ロ
の
 

ぎ
汀
 二
の
 
0
 （
 ロ
ヨ
 で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 

（
 鮭
 ）
例
え
ば
、
加
藤
二
九
八
八
口
入
 ｜
 二
六
頁
、
シ
ュ
ル
 

二
九
八
五
口
 セ
ー
 八
頁
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
 乾
 ）
 
注
 
（
 5
 ）
 、
 （
 盤
 ）
を
参
照
の
 ，
 
@
 と
 。
 

（
㏄
）
「
倫
理
学
三
に
つ
い
て
は
既
に
他
の
場
所
（
大
道
「
一
九
 
八
七
 U
 、
大
道
二
九
九
一
口
）
で
論
じ
た
 

（
 巳
 ）
柏
木
二
九
八
五
口
九
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
 あ
 ）
 
由
 n
.
 

ニ
コ
 

八
レ
 
Ⅰ
１
 %
 二
八
八
頁
。
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学
哲
学
会
日
哲
学
日
二
三
号
 

一
九
八
七
年
、
二
 

二
 １
匹
 0
 頁
 。
 

「
一
九
九
一
Ⅰ
大
道
敏
子
「
ア
ベ
ラ
ー
ル
倫
理
思
想
に
お
け
る
 一
 
一
つ
の
価
値
レ
ヴ
ェ
ル
ー
「
倫
理
学
 

b
 に
お
け
る
行
為
論
を
め
 ぐ
っ
て
ー
」
 
札
 

 
 

悦
 大
谷
短
期
大
学
「
紀
要
目
二
四
号
、
一
九
九
一
年
、
四
三
 ｜
 五
一
頁
。
 

柏
木
二
九
八
五
 ]
-
 柏
木
英
彦
 
日
 ア
ベ
ラ
ー
ル
ー
言
語
と
思
惟
 １
日
別
支
社
、
一
九
八
五
年
。
 

加
藤
二
九
八
八
Ⅰ
加
藤
信
 朗
 
㍉
初
期
プ
ラ
ト
ン
哲
学
日
東
京
 
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。
 

シ
ュ
ル
二
九
八
五
Ⅰ
 
下
 ・
 
ニ
 ・
シ
ュ
ル
著
、
花
田
圭
介
 訳
ヲ
 -
 
フ
ト
ソ
 作
品
へ
の
案
内
し
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
。
 

㌧
・
・
 

ヲ
ぅ
 の
り
す
臣
す
 

@
 Ⅰ
 -
 
行
年
 セ
 Ⅰ
 
e
 宙
 
e
 巾
下
 （
 
0
 コ
 
・
（
Ⅰ
 
@
 
す
 Ⅱ
の
 
宇
 @
 
の
 ㌧
す
 
%
 。
 
の
 
0
 ㌧
 す
 @
 
由
 
/
0
 ）
・
 
弓
ユ
コ
 
・
Ⅱ
 
0
 の
Ⅱ
）
 

マ
レ
 ソ
ボ
ソ
 二
九
九
二
 ]
@
J
.
 マ
レ
 ソ
ボ
ソ
 著
、
中
村
治
 訳
 円
 
初
期
中
世
の
哲
学
 b
 助
 草
書
房
、
一
九
九
二
年
。
 

ナ
旨
 a
 ～
の
 
コ
ゴ
 
。
 
戸
芭
ミ
 ぞ
旨
ぬ
ま
 

Q
e
 

い
 
～
 

セ
ミ
～
 
っ
め
っ
ト
ミ
 

Ⅰ
（
へ
い
ら
 

｜
 ～
～
色
ら
）
 

@
 も
津
Ⅰ
 沫
マ
っ
 
主
ミ
 
ユ
ぎ
さ
 
・
（
三
の
毛
 
ぺ
 。
 
Ⅰ
左
の
 コ
ヰ
 
Ⅰ
 0
 目
ヰ
 
0
 臣
 ・
 オ
 0
 二
 
%
-
 
の
ヰ
㎎
の
・
Ⅰ
の
㏄
㏄
）
 

モ
ソ
ト
ゴ
 
メ
リ
 l
 ・
ワ
ッ
ト
二
九
七
六
口
 
W
.
 

モ
ソ
 

ト
ゴ
メ
リ
 
一
 ・
ワ
ッ
ト
著
、
福
島
保
夫
 
訳
 
「
イ
ス
ラ
ム
の
神
学
と
哲
学
 
b
 紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
 

セ
士
八
年
。
 
ミ
 ・
 
旨
 。
 
三
 o
m
o
 
ヨ
目
ヒ
 ま
 ず
 （
（
・
 

オ
 ミ
ヨ
 

@
c
 

セ
キ
 @
 
～
 
っ
め
 
Q
p
 
キ
 
）
 い
 
さ
目
つ
き
 

e
o
l
 

お
卜
 
（
 
し
 ヰ
田
 ヴ
 
/
 Ⅰ
 
眈
 
h
,
 円
 二
の
し
 日
コ
す
目
 
Ⅰ
 
眈
 
す
目
 コ
 @
 
Ⅱ
・
 
づ
 Ⅱ
 
0
 の
の
・
Ⅰ
の
ひ
い
）
 

リ
ー
マ
ソ
二
九
八
八
Ⅰ
 

0
 ・
リ
ー
マ
ソ
著
、
中
村
 
廣
 治
郎
訳
 、
ロ
イ
ス
ラ
ム
哲
学
へ
の
 
扉
｜
 理
性
と
啓
示
を
め
ぐ
っ
て
 1
 日
 ぬ
 
汎
摩
 書
房
、
一
九
八
八
 

年
 。
 O
.
P
 の
の
 
日
 p
 コ
 ・
」
 
ぎ
 ～
 
さ
 ～
 
ャ
 
o
Q
*
 
（
 
@
o
x
 
ぎ
ミ
鯨
 Q
@
n
e
o
-
 

オ
ざ
ま
 ざ
 セ
ミ
 き
 め
 
う
ト
ミ
 （
の
の
 

ヨ
 串
田
 潟
 ・
の
㏄
 
ヨ
串
ぎ
眈
 e
 己
田
ゴ
づ
 Ⅱ
 
e
 の
の
・
 

Ⅱ
の
㏄
 
笘
 ）
 



（
Ⅰ
 
4
@
 

 
 

の
の
の
」
の
概
念
を
自
ら
の
体
系
の
根
底
に
置
い
て
い
る
。
 
ユ
ノ
 ク
ハ
ル
 几
 Ⅰ
（
に
 

)
 

   
 

0
0
?
l
 

）
の
 

2
7
 

ト
舗
 ）
も
、
ラ
テ
 
ソ
語
 著
作
「
三
部
作
 b
 （
未
完
 成
の
断
片
）
の
構
想
の
中
で
、
「
存
在
の
の
の
の
」
の
概
念
を
 体
系
の
根
本
に
据
え
 

 
  

 

て
い
る
。
こ
の
小
論
で
ほ
、
両
者
の
テ
キ
ス
ト
を
綿
密
に
 調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ト
マ
ス
の
 存
在
概
念
を
ど
の
よ
う
 

    
キろそ ク いの②論 
@ にれク ト ら 「「 文 要旨 序 ワード あると 重 ほど ハトの マスの れてト 三部作 全体的 V 
V お要存姉るへ 存 

もで 在 つかの 往 こ   
  」   

現   に 見い 存在、 ヱック もに、 ものを 「隼人 五 「壮士 朋   
存性 そ い対三 
在 と れ てすっ     
念、 性は 存在、 ① 、 概念 ぅ た連関 義」の 

ト を の そ を 「 
て も中 れ 検現 
ス 含で ぞ討夷 
の意用 れす 性 

LT ム仙   構 成対れ にこ ③が で・」 、 と 美 
し し に ど ヱ し   
存在、 たとこ @ ③は、 て、ェ うに用 ハル 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
る
ト
マ
ス
の
 三
 つ
の
存
在
概
念
の
再
構
成
 



第
一
節
現
実
性
と
し
て
の
存
在
 

ト
マ
ス
は
 、
 神
と
神
以
外
の
も
の
と
を
規
定
す
る
連
関
で
 、
現
実
性
 

a
c
 

（
二
 

%
 由
 （
帥
の
と
し
て
の
存
在
概
念
を
用
い
る
 
。
本
節
で
は
、
 ま
 

ず
 、
存
在
が
現
実
性
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
月
神
学
大
 圭
三
第
一
部
の
二
つ
の
箇
所
を
検
討
す
る
。
 

「
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
相
や
本
性
の
現
実
性
で
あ
る
。
 
と
い
う
の
は
、
毒
性
や
人
間
性
は
、
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
 と
 私
た
ち
が
示
す
 

に
 応
じ
て
、
現
実
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
か
ら
 で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
は
、
存
在
に
 と
っ
て
別
の
も
の
で
あ
 

る
ハ
す
た
 ね
ち
、
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
り
本
質
に
対
 し
て
、
現
実
態
が
可
能
態
に
対
し
て
関
係
す
る
よ
う
に
 関
係
す
る
」
 盆
 ・
の
 

p
.
 

じ
 

「
存
在
そ
の
も
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
の
う
ち
で
も
っ
と
 
も
 完
全
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
も
の
に
 対
し
て
現
実
態
と
 

第
一
章
ト
マ
ス
の
存
在
概
念
 

に
と
り
い
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 

成
 
か
の
 

q
w
 

」
に
対
す
る
意
味
で
の
存
在
、
と
い
う
三
つ
の
 

，
 ク
ハ
ル
ト
の
議
論
に
も
見
い
だ
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
 

ト
マ
ス
の
議
論
に
は
、
①
「
現
実
性
 a
c
 

（
岸
田
 

ト
 
（
 
帥
 と
と
し
 

 
 

存
在
概
念
が
見
 ぃ
 だ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
三
 つ
 

て
の
存
在
、
②
「
全
体
的
存
在
（
 0
 庄
ヨ
 
e
s
 

の
の
」
と
し
 

の
 存
在
概
念
は
 、
ヱ
 

て
の
存
在
、
③
「
 生
 

は
下
、
ま
ず
、
ト
マ
ス
の
三
つ
の
存
在
概
念
の
そ
れ
ぞ
れ
 ほ
 つ
い
て
、
そ
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
連
関
で
用
い
ら
 ね
 、
ま
た
何
を
意
味
 

す
る
か
を
確
認
す
る
（
第
一
章
）
。
つ
ぎ
に
、
 

ヱ
，
 ク
ハ
ル
 ト
の
 
「
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文
」
「
命
題
論
集
へ
の
 
序
 文
 」
「
集
会
の
書
に
っ
 

-
3
"
 

い
 て
の
説
教
と
講
義
・
第
二
講
義
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
 ト
マ
ス
の
「
三
つ
の
存
在
概
念
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
 れ
て
い
る
か
を
考
察
す
 

る
 
（
第
二
章
）
。
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は
 、
す
べ
て
の
も
の
の
現
実
性
で
あ
り
、
す
べ
て
の
形
相
 

の
 現
実
性
で
も
あ
る
」
 
貧
 A
P
P
 き
 ・
 
じ
 

以
上
の
二
つ
の
箇
所
で
い
わ
れ
て
い
る
の
 

ほ
 、
つ
ぎ
の
 二
 一
点
で
あ
る
。
 

①
存
在
と
は
、
「
す
べ
て
の
も
の
の
現
実
性
」
で
あ
り
、
「
 

あ
ら
ゆ
る
形
相
や
本
性
の
現
実
性
」
で
あ
る
。
 

若
干
説
明
を
加
え
る
と
、
す
べ
て
の
「
も
の
Ⅱ
の
の
」
と
ほ
 

、
実
体
の
岸
す
の
（
 

い
口
 
（
ず
と
附
帯
性
 舵
お
 
宮
の
 
コ
 （
 
w
p
 

と
を
 

含
 め
た
す
べ
て
の
も
 

の
を
指
す
。
引
用
で
ほ
、
そ
の
例
と
し
て
、
人
間
や
罵
が
 

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
形
相
 
h
o
q
 

ョ
舵
 
」
と
は
、
 
実
体
的
形
相
 

h
o
q
 

ョ
舵
 

成
 
ま
す
の
（
 

舵
 黒
ぃ
 
田
 ず
や
附
帯
的
形
相
 h
O
q
 

ヨ
 p
p
o
o
w
 

色
の
 

コ
 
（
 
巴
ぢ
 と
し
て
も
の
目
の
を
構
成
す
る
原
理
で
あ
り
、
「
 

本
性
 コ
舵
 
（
 
岸
 q
p
 

」
と
は
、
 

実
 

%
 
 体
の
形
相
的
部
分
で
あ
る
。
本
性
は
本
質
の
の
の
の
 

コ
 （
 
ぃ
 
い
と
も
呼
ば
れ
、
引
用
で
は
、
そ
の
例
と
し
て
、
毒
性
 

汀
 コ
ぃ
 
（
舵
の
や
人
間
性
 

ぎ
ヨ
舵
コ
 
・
 

 
 

ぎ
の
よ
う
に
い
え
 
よ
う
 。
存
在
は
、
実
体
で
あ
れ
附
帯
 

性
 で
あ
れ
す
べ
て
の
も
の
に
 

 
 

る
 形
相
や
本
性
（
本
質
）
に
対
し
て
も
、
そ
の
現
実
性
 

で
あ
る
。
 

0
 
%
 
Ⅰ
 

 
 

と
 私
た
ち
が
示
す
に
応
じ
て
、
現
実
態
に
あ
る
も
の
 

ぎ
 a
c
 
（
 
岸
 と
し
て
示
さ
れ
る
。
 

め
 
ま
た
、
た
と
え
ば
人
間
と
い
う
実
体
は
、
存
在
す
る
 

か
ぎ
り
で
 ぎ
 q
u
a
 

コ
日
ョ
 0
%
 

現
実
性
を
も
つ
 

き
 宮
田
 ド
窪
宙
ヨ
下
 

申
す
の
Ⅱ
 

0
 。
 

 
 

存
在
す
る
こ
と
の
お
の
は
、
何
ら
か
の
も
の
、
ま
た
 

本
 性
や
形
相
が
、
現
実
態
に
あ
 

 
 

（
 
4
 
サ
 
@
 

確
り
現
実
的
で
あ
り
現
実
性
を
も
つ
こ
と
の
条
件
・
 

前
 提
 で
あ
る
。
 

 
 

あ
る
 封
 

"
 砂
に
対
し
て
、
現
実
態
 
舵
音
 
巳
の
位
置
に
あ
る
 。
ま
た
、
存
在
ほ
、
存
在
の
 

 
 
 
 

パ
 
に
と
っ
て
別
の
も
の
で
あ
る
形
相
・
本
性
（
木
暮
 
に
 対
し
て
現
実
態
の
位
置
に
あ
る
。
 

 
 
 
 

逆
に
、
存
在
に
と
っ
て
別
の
も
の
で
あ
る
、
 

封
 
卸
や
形
相
 ・
本
性
（
本
質
）
は
、
存
在
に
対
し
て
可
能
態
 

づ
 0
 
（
の
 
コ
 （
 
ざ
の
位
置
に
あ
る
 

し
て
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
ほ
、
も
の
ほ
 

、
 存
在
す
る
か
ぎ
り
で
現
実
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
 

だ
 か
ら
、
存
在
そ
の
も
の
 



さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
概
念
に
 基
づ
い
て
、
神
と
神
以
外
の
も
の
と
が
規
定
さ
れ
る
。
 

第
一
に
 、
 ①
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
③
か
ら
出
発
し
て
、
 

神
 と
神
 以
外
の
も
の
と
が
規
定
さ
れ
る
盆
の
 
ど
ら
 。
す
な
 
ね
 ち
、
存
在
は
 、
 

存
在
に
と
っ
て
別
の
も
の
で
あ
る
本
質
に
対
し
て
、
現
実
 態
 が
可
能
態
に
対
し
て
関
係
す
る
 よ
う
 に
関
係
す
る
。
 
と
こ
ろ
が
、
 
神
は
 純
粋
 

現
実
態
 で
 u
r
u
s
a
c
 

（
仁
の
で
あ
っ
て
、
可
能
態
的
 

づ
 0
 （
の
 
コ
 ヱ
 巴
の
な
も
の
を
含
ま
な
い
か
ら
、
神
の
存
在
そ
の
も
の
 が
 神
の
本
質
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
 
神
 以
外
の
す
べ
て
の
も
の
に
 は
 、
現
実
 態
と
可
能
態
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
 

神
 以
外
の
も
の
で
 ほ
 、
そ
の
本
質
と
そ
の
 

存
在
と
ほ
別
で
あ
る
。
 

第
二
に
 、
 神
と
神
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
 う
 な
規
定
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
 

神
は
 、
そ
れ
自
身
存
在
 で
あ
る
。
 
神
は
 自
存
す
 

る
 存
在
そ
の
も
の
も
 留
 日
の
お
の
で
の
Ⅱ
の
の
 
皆
打
握
ヰ
の
コ
 
の
 で
あ
る
。
 神
は
 本
質
に
よ
る
存
在
者
の
臣
の
 
で
 簗
の
の
の
の
 
巨
 寸
 
で
あ
る
。
そ
れ
に
 

対
し
て
、
 神
 以
外
の
も
の
ほ
、
存
在
を
封
 

づ
が
 、
存
在
 で
あ
る
の
で
ほ
な
い
。
 
神
 以
外
の
も
の
は
、
存
在
を
分
有
 す
る
の
の
の
の
で
 
p
q
 
（
山
ハ
 

じ
 
p
 

つ
め
 
Ⅱ
の
。
 神
 以
外
の
も
の
ほ
、
分
有
に
よ
る
存
在
者
の
毘
 で
 窯
で
 a
r
 
（
 
円
 
c
 い
で
い
 

由
 0
 臣
の
日
で
あ
る
。
（
 p
.
 
の
 p
.
 
さ
 
p
.
 
犬
 
い
 
@
 ト
 
）
 

第
二
の
規
定
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
形
相
や
本
 性
 に
相
当
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
 は
 、
自
存
す
る
も
 の
で
あ
り
、
現
実
世
 

界
の
存
在
者
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
る
。
お
な
じ
よ
う
に
、
 

「
あ
ら
ゆ
る
形
相
や
本
性
（
本
質
）
の
現
実
性
」
で
あ
る
 

ト
マ
ス
の
存
在
ほ
 、
 

自
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
ほ
か
の
も
の
に
よ
っ
て
分
有
さ
 れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
 は
 、
自
存
す
る
イ
デ
ア
 と
イ
ヂ
ア
 
の
分
有
と
い
 

ラ
 プ
ラ
ト
ン
の
思
想
を
 、
 神
と
神
以
外
の
も
の
と
を
規
定
 す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

  

しと され 臥 

になる ること 上、① 
が は   ら 
で 存 
あ 在 
る を 
  現 

実 
性 
と 

し 
て 

明確 

Ⅴ @ ヒ 

規 
定 
し 
て 
い 

る 

② 
十ま 

① 
の 

根 
拠 
づ 

げ 
  
な 
  
て 
い 

る 

③ 
十ま 

① 
か 

ら、 

導 
き 

出 
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さ
て
、
こ
の
節
の
本
題
に
入
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
ト
マ
ス
 
は
 、
創
造
が
無
か
ら
の
創
造
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
 連
 関
で
 
「
全
体
的
存
 

(265) 

・ハルトによるトマスの 三つの存在概念の 再構成 

R 自 分   ほ 神 な が 
存 ほ い 神 箭 
在 官 。 の を 
の 存 男 木 改 
会 す 三 質 め 
売 る に で る 
全 存 、 あ 前   
白 め ス と の   
内 で 神 の ェ 

る に あ の 単 ク 

目 U 
v@ ヒ       ま 

し 困 臥 ず、 
て と 外 
生 し の 神 
じ て も と   

  た 生 の 神 煮 売 げ を の 
め じ ほ 以 味 全 で 意 た 
で た 存 外 で 性 は 味 め 
な 結 在 の 

げ 果 を も 
の   の点 コめ田 内に 完 の なわ   定 

は た と v@ ヒ の ん 性 宮台 全 ちに 、 つ 
い が こ 基 神 い 
  つ ろ づ であ で いのⅠにて ，つ 

い る る こ ほ 補 
て @ すな て 、 、 カ 。 

わ 与 一 足し ので ct ぃ 。 存 、 
ち 左 舷 創造 な に 在 て 

、 な に が @ げ つ と お 

神 分   論 
証 

ね い 本 ぎ 

に 右 目 ば て 質 た   
て す る て い ならな 第 との複 。 も論じ 

創 べ 何 い い る 合 一 
造 て ら る     は は 
さ め か 箇 
れ も の 所 
て の も 
あ は の （ 

  
る 、 を     

節 

神は自 参照） 、 
ま 拝 
た す 
創 る 

造 存 
後 在 
め そ 
保 の 
存 も 

を の 
論 で 
証 あ 
  
と 神   
に 外 
も の 
（ も 
第 の   

  

  
とい置か 

ぅ れる。 規定 
Ⅰ tI 二 

Ⅱ 倉 

ユ % 
を 
論 
証 

す 
る 

と 

ぎ 

ケプ ヒ 

も 
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在
 
（
 
0
 日
日
 
毬
 の
の
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
。
以
下
 
、
 無
か
ら
の
創
造
が
論
じ
ら
れ
る
脈
絡
を
た
ど
っ
て
み
よ
 う
っ
 

ま
ず
、
 円
 神
学
大
全
ヒ
第
四
四
間
第
二
項
で
、
ト
マ
ス
は
 、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
が
「
存
在
者
目
性
を
 
ど
の
よ
う
に
考
察
 

し
て
き
た
か
を
振
り
返
る
。
初
期
の
自
然
哲
学
者
た
ち
は
 、
さ
ま
ざ
ま
な
附
帯
的
形
相
を
存
在
者
の
原
因
と
し
て
 想
定
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
 

附
帯
的
形
相
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
あ
る
「
こ
の
よ
う
な
 も
の
（
 と
こ
 と
し
て
存
在
者
を
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
 

附
帯
的
形
相
に
よ
っ
て
 

限
定
さ
れ
る
実
体
そ
の
も
の
は
不
変
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 た
 。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 は
 、
さ
ま
ざ
ま
な
実
体
 

的
形
相
を
存
在
者
の
原
因
と
し
て
想
定
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
 な
 実
体
的
形
相
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
あ
る
「
こ
の
も
 の
す
。
 旦
 
と
し
て
存
在
 

者
を
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
実
体
的
形
相
に
よ
っ
て
限
定
 さ
れ
る
質
料
そ
の
も
の
は
不
変
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
  
 

と
こ
ろ
が
、
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
初
期
の
自
然
哲
学
者
た
 ち
も
、
ブ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
存
在
者
を
 特
殊
な
観
点
だ
け
か
 

ら
 考
察
し
、
特
殊
な
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
 存
 往
者
の
原
因
、
「
特
殊
的
原
因
の
臣
 
田
づ
曲
 （
（
 
ぃ
 
n
E
 
）
 
p
q
 

中
の
」
 

だ
け
を
考
え
た
に
す
 

き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
者
た
ち
 は
 、
存
在
者
を
こ
の
 ょ
う
 な
も
の
や
こ
の
も
の
で
あ
る
 

@
 

か
ぎ
り
で
で
は
な
く
、
 

存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り
で
お
 n
E
 毘
 日
合
 0
Q
 の
 目
 （
 目
 （
 
ご
 
考
察
し
た
。
す
な
 ね
 ち
、
質
料
・
実
体
的
形
相
 

帯
 的
形
相
の
全
体
を
 

そ
な
え
た
も
の
、
つ
ま
り
「
全
体
的
存
在
者
（
 0
 日
日
目
 と
 
（
 
Q
.
 
お
 
p
.
 

）
）
と
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
 

う
 な
全
体
的
存
在
者
 

の
 存
在
、
つ
ま
り
「
全
体
的
存
在
（
 0
 日
日
の
の
の
の
」
（
 

Q
.
A
 

の
 a
.
 

）
）
の
原
因
は
、
存
在
者
の
「
普
遍
的
原
因
 
c
a
u
s
p
 
岸
コ
い
つ
 

の
（
の
生
田
 

の
 」
 v
 
メ
 Ⅰ
 
あ
 

り
、
神
 こ
そ
が
そ
の
普
遍
的
原
因
で
あ
る
。
神
と
い
う
 ぬ
 日
 通
約
原
因
か
ら
全
休
 的
 存
在
が
流
出
す
る
こ
と
が
創
造
 で
あ
る
。
 

さ
て
、
第
四
五
間
第
一
項
で
は
、
全
体
的
存
在
と
い
う
 概
 念
 に
よ
っ
て
無
か
ら
の
創
造
が
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
 ち
 、
こ
の
よ
う
な
も
 

 
 の

で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
の
生
成
は
実
体
を
前
提
と
 し 、
こ
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
の
生
成
は
 質
料
を
前
提
と
し
て
い
 

る
 。
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
全
体
的
存
在
者
の
創
造
に
は
 、
な
に
も
の
も
前
提
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 て
 、
創
造
は
無
か
ら
の
 

創
造
で
あ
る
。
「
神
は
無
か
ら
存
在
の
う
ち
へ
も
の
を
産
 
出
す
る
」
 
C
 
 
自
 
p
.
N
 

）
。
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呂 ソク ノヘノン   によるトマスの 三つの存在概念の 再構成 

第
三
節
生
成
に
対
す
る
意
味
で
の
存
在
 

生
成
に
対
す
る
意
味
で
の
存
在
の
概
念
は
、
創
造
以
後
の
 保
存
 

n
o
 

コ
 の
の
（
せ
曲
（
 

田
 
。
を
論
じ
る
連
関
で
用
い
ら
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
 
同
閣
 第
五
項
で
は
、
全
体
的
存
在
は
「
端
的
 な
 存
在
の
の
の
の
 キ
 の
 
0
 三
 %
 」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
 箇
所
で
は
、
創
造
が
 

神
だ
 げ
に
固
有
の
活
動
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
 

そ
 の
 議
論
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
 

一
般
に
何
か
の
活
動
の
た
め
の
準
備
や
道
具
と
し
て
働
く
 
も
の
ほ
、
そ
の
活
動
の
た
め
に
前
提
さ
れ
た
も
の
を
態
勢
 づ
け
る
。
と
こ
ろ
 

が
 、
端
的
な
存
在
ほ
 、
神
 だ
け
が
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
が
 で
き
る
 神
 固
有
の
結
果
で
あ
り
、
 
神
 以
外
の
も
の
が
 生
 じ
 せ
し
め
る
す
べ
て
の
 

結
果
の
前
提
に
お
か
れ
、
ほ
か
の
何
も
の
も
前
提
し
な
い
 。
し
た
が
っ
て
，
 
神
 以
外
の
も
の
が
、
端
的
な
存
在
が
 産
出
さ
れ
る
創
造
の
た
 

め
の
準
備
や
道
具
と
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
 @
 
Ⅰ
 。
 

さ
て
、
本
節
を
締
め
く
く
る
前
に
 、
ヱ
，
 
ク
ハ
ル
ト
 と
 の
 比
較
の
た
め
に
、
全
体
的
存
在
に
つ
い
て
一
一
つ
の
点
を
 
確
認
し
て
お
き
た
 

 
 

 
 ま

ず
、
ト
マ
ス
で
は
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
の
の
の
の
の
 

概
念
と
全
体
的
存
在
（
 0
 日
日
の
の
の
の
の
概
念
と
は
同
じ
 で
は
 な
い
。
第
一
節
 

で
 見
た
よ
 う
 に
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
概
念
は
、
存
在
 者
を
構
成
す
る
あ
る
の
る
層
に
つ
い
て
、
そ
の
現
実
性
 を
意
味
し
て
い
る
。
 
こ
 

れ
に
対
し
て
、
全
体
的
存
在
は
、
特
定
の
質
料
・
形
相
・
 附
帯
性
の
す
べ
て
を
そ
な
え
た
存
在
者
（
す
な
わ
ち
 全
 体
 的
存
在
者
）
の
存
在
 

の
こ
と
で
あ
る
。
 

ま
た
、
全
体
的
存
在
と
い
う
概
念
は
無
か
ら
の
創
造
を
論
 じ
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
か
ら
、
 

神
 以
外
 の
も
の
、
つ
ま
り
 
被
 

造
物
だ
げ
に
用
い
ら
れ
、
神
に
ほ
用
い
ら
れ
な
い
。
た
し
 か
に
、
 神
は
 全
体
的
存
在
の
原
因
で
あ
り
根
源
で
あ
り
 、
全
休
 的
 存
在
の
完
全
 

性
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
 
神
は
 全
体
的
存
在
 で
あ
る
」
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

31 (26 の 



以
上
の
議
論
で
 

現
実
性
と
し
て
の
 

定
 さ
れ
て
い
る
。
 

と
 ぎ
の
存
在
も
 、
 

以
上
の
議
論
で
 

ほ
、
 二
つ
の
存
在
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 、
そ
の
一
つ
ほ
現
実
性
と
し
て
の
存
在
概
念
で
あ
る
。
 ，
 
」
 の
 

存
在
概
念
に
よ
っ
て
 、
 神
は
そ
の
本
性
に
よ
る
存
在
者
と
 し
て
規
定
さ
れ
、
被
造
物
は
分
有
に
 よ
 る
存
在
者
と
し
 て
親
 

ま
た
、
「
被
造
物
の
存
在
が
神
に
依
存
し
て
い
る
」
、
あ
る
 
い
は
 「
神
は
被
造
物
の
存
在
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
わ
 
れ
る
 

現
実
性
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
 

用
い
ら
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
存
在
概
念
 は
 、
生
成
に
対
 す
る
意
味
で
の
存
在
の
概
念
で
あ
る
。
生
成
に
対
す
る
 立
 
忌
味
 

月
神
学
大
全
 
卜
 第
一
部
第
一
 0
 四
間
第
一
項
に
 よ
 る
と
、
 被
造
物
の
存
在
ほ
、
そ
の
原
因
で
あ
る
神
に
依
存
し
、
 神
 に
よ
っ
て
保
存
さ
 

れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
 は
 、
同
問
同
項
で
、
結
果
が
原
因
に
 依
存
す
る
と
い
う
場
合
に
、
生
成
に
関
し
て
 ぉ
紐
邑
片
 
5
 
ロ
の
「
 

い
 の
み
依
存
 

す
る
場
合
と
存
在
に
関
し
て
お
 鮭
 口
ロ
 
岸
ヨ
 の
の
の
の
も
依
存
 

す
る
場
合
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
 の
場
ム
ロ
の
例
と
し
て
、
 

「
 
火
 と
熱
」
お
よ
び
「
太
陽
 と
光
 」
と
い
う
例
を
あ
げ
る
 。
す
な
 ね
 ち
、
こ
 う
 で
あ
る
。
火
の
活
動
が
休
止
し
て
も
 、
 熱
せ
ら
れ
た
 水
は
 

熱
を
保
持
す
る
。
 火
は
 、
生
成
に
関
し
て
の
み
熱
の
原
因
 で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
太
陽
の
活
動
が
 休
止
す
る
と
、
空
気
は
 

光
 を
失
 う
 。
太
陽
は
、
存
在
に
関
し
て
も
ま
た
光
の
原
因
 で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
光
は
、
空
気
の
内
に
根
を
も
た
 よ
 
力
 、
。
 

Ⅰ
 

さ
て
、
神
と
被
造
物
と
の
関
係
は
、
太
陽
と
空
気
と
の
 関
 係
 に
対
応
す
る
。
太
陽
 は
 、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
光
で
 あ
る
の
に
対
し
て
、
 

空
気
は
光
を
分
有
す
る
。
お
な
じ
ょ
う
に
、
神
は
、
そ
の
 本
性
に
よ
っ
て
存
在
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
す
べ
て
 の
 被
造
物
は
分
有
に
よ
 

っ
て
存
在
者
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
 、
 神
は
、
太
陽
が
空
気
中
の
元
の
原
因
で
あ
 る
の
と
お
な
じ
仕
方
で
、
被
造
物
の
原
因
で
あ
る
。
 つ
 ま
り
、
 神
は
 、
存
在
 

に
 関
し
て
も
ま
た
被
造
物
の
存
在
の
原
因
で
あ
る
。
 神
は
 、
連
続
的
に
被
造
物
に
存
在
を
流
入
す
る
。
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ヱッ クハルト 

第
二
章
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
存
在
概
念
 

成
 

構
 

再
 

 
 

第
四
節
「
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文
」
の
存
在
概
念
 

 
 

往
に
 つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
箇
所
を
検
討
し
、
 

ヱ
 ，
 ク
ハ
ル
ト
が
ど
の
よ
う
 

存
 

ゆ
 
た
 存
在
概
念
を
抱
い
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
 い
  
 

一
 一
 

 
 

 
 

の
は
す
べ
て
の
も
の
よ
り
 先
 な
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

る
 

「
す
べ
て
の
も
の
の
存
在
ほ
、
す
べ
て
の
も
の
の
 

き
 遠
的
な
原
因
で
あ
る
第
一
原
因
に
直
接
に
由
来
す
る
。
 し
た
が
っ
て
、
存
在
そ
の
 

 
 

に
も
の
か
ら
、
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
存
在
そ
の
 
も
の
の
内
で
す
べ
て
の
も
の
ほ
存
在
す
る
が
、
存
在
 そ
 の
も
の
ほ
別
の
も
の
か
ら
 存
 

 
 

在
す
る
の
で
ほ
な
い
。
と
い
う
の
ほ
、
存
在
と
ほ
別
の
も
 の
ほ
存
在
し
な
い
、
ま
た
ほ
無
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

と
い
う
の
ほ
、
存
在
 そ
 

2
6
9
 

の
も
の
ほ
、
現
実
態
と
完
全
性
と
し
て
す
べ
て
の
も
の
に
 か
か
わ
り
、
す
べ
て
の
も
の
の
現
実
性
そ
の
も
の
で
あ
 り
 、
す
べ
て
の
形
相
の
。
 

 
 
 
 

現
実
性
そ
の
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
 

な
お
、
 

認
め
る
。
 

一
 原
因
で
 

ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
と
の
比
較
の
た
め
に
注
意
し
て
お
く
と
、
 ト
マ
ス
 は
 、
存
在
に
関
す
る
原
因
性
を
、
 神
 以
外
の
第
一
 一
 
原
因
に
も
 

同
問
 第
二
項
に
よ
る
と
、
 被
 道
果
に
ほ
重
層
的
な
原
因
の
 連
関
が
あ
り
、
何
ら
か
の
結
果
を
保
存
す
る
の
は
、
 根
 源
 的
に
ほ
 第
 

あ
る
神
で
あ
る
が
、
二
次
的
に
は
中
間
因
も
そ
の
結
果
を
 保
存
す
る
の
で
あ
る
。
 

で
の
存
在
の
概
念
に
よ
っ
て
 、
 神
に
対
す
る
被
造
物
の
依
 存
 関
係
が
連
続
的
・
継
続
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
 る
 。
 



さ
て
、
こ
の
第
八
節
の
存
在
概
念
が
現
実
性
と
し
て
の
 存
 在
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
は
、
二
つ
の
点
か
ら
明
ら
か
 で
あ
る
。
 

第
一
に
、
引
用
の
最
後
の
文
は
、
ト
マ
ス
が
「
存
在
は
す
 べ
て
の
も
の
の
現
実
性
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
形
相
や
本
 性
の
現
実
性
で
あ
 

る
 」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
 

第
一
一
に
、
引
用
の
中
の
「
す
べ
て
の
も
の
は
存
在
に
よ
っ
 
て
 存
在
す
る
」
、
ま
た
「
存
在
と
は
別
の
も
の
は
存
在
せ
 ず
 無
で
あ
る
」
と
 

い
う
箇
所
は
、
ト
マ
ス
の
「
も
の
は
存
在
す
る
か
ぎ
り
で
 現
実
性
を
も
っ
」
と
い
う
こ
と
ば
（
第
一
節
参
照
）
を
 
お
 も
め
た
さ
せ
る
の
に
 

十
分
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
ト
マ
ス
で
は
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
 0
 対
極
に
お
か
れ
る
の
は
、
可
能
性
と
し
て
の
本
質
で
 あ
っ
た
の
に
対
し
 

て
 、
こ
の
箇
所
で
は
、
存
在
の
対
極
に
「
燕
出
 圧
ト
 
」
 が
 お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
 エ
 "
 ク
ハ
ル
ト
が
 @
 
」
こ
で
語
っ
て
い
る
 存
 

在
は
 、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
 別
の
意
義
を
も
含
意
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
 で
は
、
そ
の
意
義
と
は
 

何
か
。
 

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
三
つ
の
点
に
注
意
し
な
げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
一
に
 、
ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
が
「
存
在
ほ
す
べ
て
の
も
の
よ
 9
 元
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
 ト
 マ
ス
が
「
全
体
 的
存
 

在
 な
い
し
端
的
な
存
在
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
前
提
に
 お
か
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
よ
う
に
 お
も
わ
れ
る
。
 

第
二
に
 、
ヱ
 "
 ク
ハ
ル
ト
が
「
存
在
は
普
遍
的
な
原
因
に
 由
来
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ト
マ
ス
が
「
 全
 体
 的
存
在
は
普
遍
的
 

な
 原
因
で
あ
る
神
か
ら
流
出
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
 に
 照
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

第
三
に
 、
ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
が
存
在
の
対
極
に
無
を
お
く
 @
 
」
と
は
、
ト
マ
ス
が
全
体
的
存
在
者
が
無
か
ら
生
じ
る
と
 
考
え
、
全
休
 的
 存
在
 

0
 対
極
に
無
を
お
い
た
こ
と
に
対
応
す
る
。
 

以
上
三
点
よ
り
、
こ
の
箇
所
の
 ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
存
在
 概
 念
 に
は
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
の
概
念
に
加
え
て
、
 全
体
 的
 存
在
（
端
的
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成
 が
っ
て
、
も
し
、
存
在
が
神
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
 

な
ら
、
も
の
ほ
 

、
 神
と
ほ
別
の
も
の
か
ら
存
在
を
も
っ
 

こ
と
に
な
る
」
 

 
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
存
在
が
神
と
ほ
別
の
も
の
・
 

神
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
で
 

概
硅
 

鮫
 引
用
者
）
 
あ
る
な
ら
、
 

神
は
 無
で
あ
る
か
、
 

ロ
 …
山
神
と
ほ
 
別
 の
も
の
か
ら
、
神
よ
り
 

先
 な
る
も
の
か
ら
存
在
す
る
 

ナ
 
」
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
傍
線
 

 
 

 
 

に
よ
う
。
 

が
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

宕
在
は
神
 

 
 

で
あ
る
」
と
 
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
が
い
う
と
き
の
「
存
在
」
 

ほ
 

ク
ハ
ル
ト
の
命
題
 

は
 、
「
 
神
は
 自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
 

 
 

存
在
と
全
休
 
的
 存
在
（
端
的
な
存
在
）
と
の
両
方
を
含
 

立
 

 
 

で
あ
る
」
と
い
う
ト
マ
ス
の
 

0
 

思
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
 

、
第
八
節
の
存
在
概
念
に
 

 
 
 
 
 
 

パ
 命
題
と
は
異
な
る
。
ト
マ
ス
が
「
 

神
は
 自
存
す
る
 
存
 在
 そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
の
「
存
在
」
は
 

、
，
 
」
の
小
論
の
第
一
節
で
見
た
 

 
 

 
 よ

 う
 に
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
 

て
、
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
が
「
存
在
ほ
神
で
あ
る
」
と
い
う
 

と
き
の
「
存
在
」
 

ほ
、
 3
 

よ 

な在 

と 

て 

在 

刀 @ 

よ の 在 
  
  
て 

存 
在 
か 」んているともの・存在 か ほ神である」 

ら、 

存 
在     
す 
る た もが 題 
    の 論 
と が 証 

を さ 
も 
つ 

ど れ 
め て 

  
よ い 

ま う る 
ナ - @ ケ @ @   

存 
現 在 
ケ @ - す 
存 る 

在 と 

す い 

る 
    あノ 

と 
の 

を 
か 

も 

つ 
ま 
ナ - @   

し ど 
ナ - Ⅰ の 



第
五
節
「
命
題
論
集
へ
の
序
文
」
の
存
在
概
念
 

③
 本
 「
序
文
」
第
十
 
セ
 節
で
は
、
創
造
に
つ
い
て
論
じ
 ろ
 れ
て
い
る
。
 

「
と
こ
ろ
で
、
存
在
は
 ロ
 
…
…
 u
 す
べ
て
の
も
の
よ
り
 先
 な
る
第
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
の
以
前
は
無
で
あ
り
 、
存
在
の
外
は
無
 

で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 神
は
 
戸
 ：
：
 
u
 自
分
の
内
に
す
べ
て
の
も
の
を
創
造
し
た
の
 で
あ
る
」
 

「
し
た
が
っ
て
 
、
 神
は
 、
 他
の
製
作
者
が
す
る
 よ
う
 に
 、
 す
べ
て
の
も
の
が
自
分
の
外
や
隣
に
、
ま
た
自
分
の
他
に
 存
在
し
て
い
る
と
 

い
 う
 よ
う
な
仕
方
で
す
べ
て
の
も
の
を
創
造
し
た
の
で
は
 な
い
。
神
は
 、
 無
か
ら
、
す
な
わ
ち
非
存
在
か
ら
、
 存
 存
 へ
と
す
べ
て
の
も
の
 

を
 呼
び
出
し
た
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
存
在
 を
 神
の
内
に
見
い
だ
し
受
け
と
り
保
有
す
る
の
で
あ
る
 」
 

神
は
非
存
在
な
い
し
無
か
ら
存
在
へ
と
す
べ
て
の
も
の
を
 創
造
し
た
と
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
 ト
マ
ス
が
全
体
的
存
 

左
に
 つ
い
て
「
神
は
無
か
ら
存
在
の
う
ち
へ
も
の
を
産
出
 す
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
 し
 か
し
、
ト
マ
ス
で
は
、
 

「
神
は
無
か
ら
存
在
の
う
ち
へ
も
の
を
産
出
す
る
」
と
い
 
ぅ
 と
き
の
存
在
は
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
か
ら
区
別
さ
 れ
た
全
体
的
存
在
で
 

あ
る
。
し
か
も
ま
た
、
そ
の
全
体
的
存
在
は
神
で
は
な
い
 。
そ
れ
に
対
し
て
、
 ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
で
は
、
神
が
す
べ
 て
の
も
の
を
無
か
ら
 存
 

在
へ
 創
造
し
た
と
い
う
と
ぎ
の
存
在
は
、
現
実
性
と
し
て
 の
 存
在
で
も
あ
れ
ば
全
体
的
存
在
（
端
的
な
存
在
）
で
 も
あ
り
、
そ
の
存
在
が
 

ま
た
神
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
概
念
 か
ら
、
ト
マ
ス
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
の
創
造
論
が
形
 成
さ
れ
る
。
存
在
で
あ
 

る
 神
は
、
存
在
で
あ
る
自
分
の
内
に
す
べ
て
の
も
の
を
 創
 遣
 す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
神
の
側
か
 ら
で
は
な
く
、
創
造
さ
 

れ
る
も
の
の
側
か
ら
表
現
す
る
と
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
 存
在
で
あ
る
神
の
内
で
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
 る
の
で
あ
る
。
 

Q72) 

現
実
性
と
し
て
の
存
在
と
全
体
的
存
在
（
端
的
な
存
在
）
 

と
の
両
方
を
含
意
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
 

 
  

 



エックハル 

よ イ 

ぅ ま オ 
に た ソ 

して や、 賞 、 u 
な 造 人 
ん に 間 
ら つ 」 
か い で 

め て あ 

もの はる "  ； @ 
が つ ろ 
存 ぎ で， 
在 の あ 
似 よ る 
外 ぅ   
の に 

も 論 
め じ 
か ら 
ら れ 
存 て 
在 い 
す る る 
だ す 
ろ べ 

ぅ て 
か め も 
」 の 

谷 は 
  
㌔ 神 

す だ 拝 

  

  
もも の " 
で ，ど 「 

あ の 
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本
節
で
ほ
、
ま
ず
、
「
命
題
論
集
へ
の
序
文
」
の
さ
ま
ざ
 

ま
な
箇
所
に
見
 
ぃ
 だ
さ
れ
る
存
在
を
め
ぐ
る
議
論
を
丹
念
 

に
 拾
 い
 あ
げ
て
 か
 

ら
 、
ど
の
よ
う
な
存
在
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
 

明
 ら
か
に
し
た
い
。
 

ま
ず
、
 
本
 「
序
文
」
冒
頭
の
第
三
節
で
は
、
 

つ
 ぎ
の
 よ
う
 な
 注
意
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
存
在
す
る
も
の
の
 

コ
 
且
 と
「
こ
れ
こ
れ
 

の
 存
在
す
る
も
の
の
 

巳
す
 o
n
 
音
す
 。
 
二
 と
は
区
別
し
な
 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
い
か
な
る
附
加
功
も
な
い
 

端
的
か
つ
単
純
な
存
在
 

の
の
㏄
の
 

ル
す
 
㏄
 
呂
 岸
田
の
の
 

田
 ㏄
）
日
で
目
の
 

ト
 
田
の
Ⅱ
 

コ
岸
 
P
P
o
 
 

い
 
ロ
ロ
）
 

d
o
 

」
と
 

「
こ
れ
こ
れ
の
も
の
の
存
在
 

8
 お
 き
 ぎ
の
 巴
す
日
岸
の
 

」
 と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
 

成
 
な
ら
な
い
。
「
い
か
な
る
附
加
 

物
 も
な
い
端
的
か
つ
 

単
純
な
存
在
」
は
、
た
ん
に
「
存
在
の
呂
の
」
と
呼
ば
れ
 

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
「
 

こ
 

%
 
 れ
こ
れ
の
も
の
の
存
在
」
は
 

、
 「
こ
れ
こ
れ
の
存
在
 

の
呂
の
す
 

o
n
 
 

の
 
こ
 す
 o
n
 

」
と
も
、
「
こ
の
存
在
す
 

o
n
 
 

の
の
の
の
」
 

と
も
呼
ば
れ
る
。
 

鮫
 

さ
て
、
「
端
的
な
存
在
」
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
 

存
 在
 は
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
す
べ
て
 

先
 有
し
含
ん
で
い
る
」
 

宙
 ・
 
9
 
 
と
い
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仁
 
と
ず
 、
無
イ
し
 

あ
る
戸
か
ら
 
ネ
し
 

あ
る
 ヒ
 （
 
ヒ
 
Ⅰ
 
邑
 

る
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
固
有
の
意
味
で
は
、
 

神
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
こ
の
存
在
す
る
も
の
」
と
は
、
 

と
「
こ
の
存
在
す
る
も
の
」
と
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
 

神
 

だ
け
が
存
在
す
る
も
の
の
已
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
 

、
 残
り
の
個
々
の
も
の
 

と
神
 以
外
の
も
の
と
が
つ
 

た
と
え
。
 
ぼ
 、
「
百
や
 
、
ラ
 



「
命
題
論
集
へ
の
序
文
」
で
の
存
在
を
め
ぐ
る
議
論
は
 
、
 は
 上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
で
ほ
、
ど
の
 よ
う
な
存
在
概
念
 

が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
れ
を
考
察
 し
た
い
。
 

ま
ず
、
 本
 「
序
文
」
に
見
ら
れ
る
「
端
的
な
存
在
と
こ
れ
 
@
 
」
れ
の
存
在
」
の
区
別
は
、
ト
マ
ス
の
全
体
的
存
在
と
「
 
こ
 の
も
の
」
で
あ
る
か
 

ぎ
り
の
存
在
と
の
比
較
に
対
応
す
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
 。
ト
マ
ス
 と
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
両
者
の
議
論
の
対
応
関
係
 を
検
討
し
て
み
よ
う
。
 

①
ト
マ
ス
の
い
う
「
こ
の
も
の
 す
 。
 旦
 「
こ
の
存
在
者
 目
 o
c
 
の
 コ
と
盆
 ・
ト
ト
 
且
 じ
は
Ⅰ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
「
 こ
れ
こ
れ
の
存
在
す
 

る
も
の
の
 コ
 の
 す
 o
n
 

卑
下
 

0
 旦
に
相
当
し
、
ト
マ
ス
の
 
い
 う
 
「
全
体
的
存
在
者
 d
o
 

日
日
の
毘
」
は
 

、
ヱ
ソ
 ク
ハ
ル
 ト
 の
い
う
「
存
在
す
る
 

も
の
の
口
の
」
に
相
当
す
る
。
 

②
ト
マ
ス
が
考
え
る
「
こ
の
も
の
で
あ
る
限
り
の
存
在
」
 は
、
ェ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
い
 う
 
「
こ
れ
こ
れ
の
も
の
の
 存
 在
 の
の
の
の
ゴ
 

%
 中
臣
の
 
宰
 

り
 存
在
で
あ
る
 神
だ
 げ
か
ら
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
 か
も
、
す
べ
て
の
も
の
ほ
 、
 神
か
ら
「
直
接
に
、
ま
っ
 た
く
一
切
の
媒
介
な
し
 

に
 い
 
日
日
の
Ⅰ
 
ぃ
韓
ヰ
の
 

。
 申
 す
の
 
由
 由
の
 0
 ヨ
コ
い
 で
（
 
0
 （
の
巳
の
日
の
Ⅰ
 

ピ
 
0
 」
 存
 在
 を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
の
外
に
あ
る
よ
う
な
 媒
 介
は
存
在
し
な
い
か
ら
 

で
あ
る
。
「
い
か
な
る
も
の
に
属
す
る
い
か
な
る
も
の
で
 あ
れ
、
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
直
接
に
触
れ
ら
れ
，
 貫
か
れ
・
形
成
さ
れ
て
 

い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
無
で
あ
る
」
（
：
㊦
の
 で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
 
ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
は
、
も
の
が
こ
れ
こ
れ
の
形
相
 か
ら
こ
れ
こ
れ
の
存
在
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
、
 

神
か
 ら
 存
在
を
も
つ
と
い
 

う
こ
と
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
も
の
は
、
石
と
し
て
の
 個
別
的
な
存
在
を
石
の
形
相
か
ら
も
つ
。
そ
し
て
、
 

神
 か
ら
、
端
的
な
存
在
を
 

も
つ
。
「
全
複
合
体
、
た
と
え
ば
石
は
 

、
 石
の
ハ
百
と
し
 て
の
し
存
在
を
石
の
形
相
か
ら
も
つ
が
、
端
的
な
存
在
を
 神
だ
 げ
か
ら
、
 
つ
 ま
 

り
 第
一
原
因
だ
げ
か
ら
も
つ
」
（
 
コ
 ・
 滞
 ）
。
存
在
は
第
一
原
 因
 で
あ
り
、
形
相
は
第
二
原
因
で
あ
る
 宙
 
二
）
。
も
の
 は
 、
第
一
原
因
で
あ
る
 

神
か
ら
端
的
な
存
在
を
も
ち
、
第
二
原
因
で
あ
る
形
相
か
 ら
こ
の
存
在
を
も
つ
。
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%
 
 に
 存
在
を
も
つ
こ
と
を
論
証
す
る
。
 

つ
 

一
 
"
 
一
 
"
 

 
 

 
 

端
的
な
存
在
と
こ
れ
こ
れ
の
存
在
」
の
区
別
が
、
ト
マ
 ス
の
 「
全
体
的
存
在
と
こ
の
 

ひ
も
の
で
あ
る
限
り
の
存
在
」
の
区
別
に
対
応
す
る
，
 」
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
本
 
「
序
文
」
で
 
は
 、
全
体
的
存
在
な
い
し
 端
 

 
 

に
的
な
存
在
の
概
念
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
 
よ
，
っ
 
-
 
。
 

 
 

 
 

つ
ぎ
の
二
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

般
的
 序
文
」
と
お
な
じ
よ
う
に
、
存
在
に
つ
い
て
、
「
 
存
 在
 と
は
別
の
も
の
ほ
存
在
せ
 

ず
 無
で
あ
る
」
、
ま
た
「
す
べ
て
の
も
の
ほ
存
在
そ
の
も
 
の
に
よ
っ
て
存
在
す
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
 っ
て
、
 本
 
「
序
文
」
の
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在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
の
存
在
す
る
も
の
」
の
原
因
 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
を
対
比
し
て
い
る
。
 

ヱ
ッ
ク
ハ
 

ル
ト
 

も
、
も
の
が
こ
れ
 

 
 

 
 

 
 

③
ト
マ
ス
 は
 、
実
体
的
形
相
と
い
う
特
殊
的
原
因
が
「
 

@
 
」
の
も
の
」
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
神
と
い
う
 

普
遍
的
原
因
が
「
 
存
 

ほ
 な
い
 目
 0
 目
 Ⅰ
目
コ
 

偉
 い
口
こ
岸
 

日
 の
の
 
こ
ゴ
 
0
0
 

」
と
い
う
表
現
に
 

あ
た
る
だ
ろ
う
。
 

ゴ
ロ
ト
ロ
の
」
「
こ
の
存
在
 

ゴ
 o
c
e
s
 

お
 」
に
対
応
す
る
。
ト
マ
 ス
 の
い
う
「
全
体
的
存
在
 d
o
 

日
日
の
毬
 

旦
は
、
ヱ
ッ
ク
 
ハ
ル
ト
の
い
う
「
い
か
 

な
る
附
加
 物
 も
な
い
端
的
か
つ
単
純
な
存
在
の
の
の
の
き
の
 

0
 日
常
 藻
 生
日
色
 

p
o
 

い
 
こ
の
Ⅰ
 

コ
目
 。
 き
目
 p
d
o
 

」
に
あ
た
る
。
 

な
お
、
 ヱ
 "
 ク
ハ
ル
ト
 

が
 使
っ
て
い
る
申
す
の
 
0
 日
常
と
い
う
こ
と
は
は
、
ト
マ
ス
 自
身
が
お
な
じ
語
を
使
っ
て
い
る
。
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
 
い
，
ヮ
 
ロ
ロ
 
目
 。
 燵
 
耳
目
 
目
 。
 

と
は
、
「
こ
の
も
の
で
あ
る
」
、
た
と
え
 
ぱ
 
「
人
間
で
あ
る
 
」
と
い
分
限
定
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ト
マ
ス
の
「
 こ
 の
も
の
で
あ
る
限
り
で
 



第
六
節
「
集
会
の
書
に
つ
い
て
の
説
教
と
講
義
・
第
一
 

「
 
集
 ム
ム
の
書
に
つ
い
て
の
説
教
と
講
義
・
第
二
講
義
」
で
 
ま
、
 

p
 

長
い
註
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
註
釈
の
中
心
と
な
 っ
て
 一

 
講
義
」
の
存
在
概
念
 

「
私
を
食
べ
る
も
の
は
も
っ
と
飢
え
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
 
聖
句
 に
対
し
て
 

い
る
の
は
、
創
造
後
の
保
存
の
問
題
で
あ
り
、
す
べ
て
の
 も
の
は
っ
 ね
 に
 

存
在
概
念
は
、
「
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文
」
の
存
在
 
概
 念
 と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

第
二
に
、
 
本
 
「
序
文
」
の
存
在
概
念
は
、
全
体
的
存
在
 

（
端
的
な
存
在
）
 だ
 げ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
 

本
 
「
 
序
文
」
で
は
、
端
的
 

な
 存
在
ほ
、
一
方
で
は
、
単
純
で
 い
 か
な
る
附
加
 物
 も
な
 い
と
規
定
さ
れ
、
他
方
で
は
、
す
べ
て
の
存
在
を
含
む
 と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
単
純
で
附
加
 物
 を
も
た
ず
す
べ
て
の
存
在
を
 含
む
と
い
う
こ
と
は
、
ト
マ
ス
で
は
、
全
体
的
存
在
（
 端
的
な
存
在
）
に
つ
い
 

て
 で
は
な
く
、
神
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
 る
 。
か
れ
は
、
神
の
単
純
性
全
日
 宮
 p
n
p
 

（
舵
の
に
つ
い
て
 

論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
 

神
の
存
在
は
神
の
本
質
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
の
存
在
 ほ
 つ
い
て
、
・
そ
れ
は
附
加
の
な
い
存
在
の
隊
の
の
Ⅰ
 コ
の
仁
 色
円
 
（
 
ぃ
 
ハ
レ
 

コ
 の
 @
L
 

メ
 あ
る
と
 述
 

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
 神
は
、
存
在
の
全
完
全
性
を
含
む
と
述
べ
て
い
る
。
 こ
 れ
に
対
し
て
、
 
ュ
ッ
ク
 

ハ
ル
ト
 は
 、
ト
マ
ス
で
は
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
で
あ
 る
 神
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
単
純
性
や
完
全
性
と
い
う
 規
定
を
端
的
な
存
在
に
 

与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 

本
 
「
序
文
」
で
 の
ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
存
在
概
念
は
、
全
体
的
存
在
（
 端
 的
な
存
在
）
の
概
念
だ
 

げ
で
は
な
く
、
神
の
単
純
性
と
完
全
性
と
い
う
概
念
を
も
 含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

そ
も
そ
も
、
ト
マ
ス
で
は
、
全
体
的
存
在
は
被
造
物
に
つ
 い
て
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
っ
て
、
「
神
は
全
体
的
存
在
 

で
あ
る
」
と
は
い
わ
 

ね
 え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
、
 
本
 
「
序
文
 」
で
端
的
な
存
在
の
概
念
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
 

神
 だ
け
が
存
在
す
る
も
の
 

で
あ
り
存
在
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

本
 
「
 
序
文
」
で
の
 
ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
存
在
概
念
が
、
全
体
的
 存
在
（
端
的
な
存
在
）
 

の
 概
念
だ
け
で
は
な
く
神
の
単
純
性
と
完
全
性
と
い
う
 概
 念
 を
も
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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①
 ヱ
，
 
ク
ハ
ル
ト
は
、
ま
ず
、
 

聖
句
 
中
の
「
飢
え
」
を
 

、
 現
実
態
へ
の
願
望
・
欲
求
・
可
能
態
と
し
て
規
定
し
 

、
 そ
の
上
で
、
限
定
さ
 

ね
 た
か
 
コ
田
 

（
仁
の
現
実
態
へ
の
欲
求
と
無
限
定
な
ぎ
 

か
コ
円
 

（
 
括
 現
実
態
へ
の
欲
求
と
の
違
い
を
述
べ
る
。
限
定
さ
れ
 

た
も
の
へ
の
欲
求
に
ほ
 

終
わ
り
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
無
限
定
な
も
の
へ
の
 

欲
 求
 に
ほ
終
わ
り
が
な
い
（
 

コ
 
・
 
お
 ）
。
つ
づ
い
て
、
 

神
は
 「
 
無
限
定
な
存
在
の
の
の
の
 

 
 

 
 

 
 

現
卸
神
は
 

鮫
 で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
と
き
の
「
存
在
」
 

、
存
在
す
る
も
の
が
つ
ね
に
求
め
る
無
限
定
 

ほ
 、
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
「
存
在
が
な
け
れ
ば
、
宇
宙
全
体
に
 

ハ
ヱ
 
以
上
の
 
価
値
 
は
 な
く
、
太
陽
に
 

炭
 

暖
 以
上
の
価
値
 

は
 な
く
、
智
恵
に
無
知
以
上
の
価
値
 

ほ
 な
い
」
（
 

コ
 
・
 
宝
 ）
。
こ
の
箇
所
で
ほ
「
価
値
が
あ
る
 

づ
 
田
の
 
「
の
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
 

が
い
る
が
、
こ
の
語
が
ト
マ
ス
の
「
現
実
性
を
も
つ
」
 

と
い
う
こ
と
ば
に
対
応
す
る
こ
と
ほ
明
ら
か
で
あ
る
。
 

ま
た
、
こ
の
箇
所
全
体
が
 

、
 

 
 

を
も
っ
」
と
い
う
表
現
に
対
応
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

、
神
は
 

に
 無
限
定
な
存
在
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
の
存
在
ほ
 

、
と
に
か
く
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
を
意
味
す
る
。
 

 
 

 
 

し
て
「
無
限
定
な
」
と
い
う
規
定
を
与
え
て
い
る
こ
と
 

に
 注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

、
存
在
に
対
し
て
で
は
な
く
、
神
に
対
し
て
自
在
す
 

る
 存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
 

 
 

が
ゆ
え
に
存
在
の
全
完
全
性
を
含
む
神
に
対
し
て
 

与
 え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
無
限
定
な
 

存
在
」
の
概
念
は
 

、
 41  (277) 

神
か
ら
存
在
を
受
げ
と
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
本
節
 

で
は
 、
こ
の
註
釈
中
の
四
つ
の
箇
所
を
と
り
あ
げ
て
、
 

ど
 の
よ
う
な
存
在
概
念
が
 

そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
逐
一
分
析
し
ょ
う
。
 



②
 
本
 「
講
義
」
で
は
、
つ
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
 

ら
れ
る
。
 

  

 
 

 
 

「
存
在
は
、
そ
の
も
の
 

ハ
 
存
在
す
る
も
の
 

ロ
 
の
う
ち
に
、
 

固
定
せ
ず
付
着
せ
ず
始
ま
り
も
し
な
い
。
だ
か
ら
、
上
位
 

の
も
の
 

ハ
 
存
在
口
が
 

立
ち
去
る
と
…
、
存
在
は
持
続
し
な
い
」
（
 

コ
 
・
 
4
5
 

）
 

こ
の
よ
う
に
、
存
在
は
存
在
す
る
も
の
の
う
ち
に
根
を
も
 

た
ず
固
定
し
な
い
か
ら
、
存
在
す
る
も
の
は
「
持
続
 

的
に
存
在
を
受
げ
と
 

る
 
」
（
 

コ
 
・
 
宙
 
）
。
 

そ
し
て
、
こ
の
連
関
で
、
「
 

火
 
と
熱
」
お
よ
び
「
太
陽
 

と
 
光
 
」
の
例
が
示
さ
れ
る
。
熱
は
空
気
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
 

し
て
い
る
か
ら
、
 

火
 
が
な
く
な
っ
て
も
存
続
す
る
が
、
光
は
空
気
の
う
ち
に
 

根
 
を
お
ろ
さ
な
い
か
ら
、
太
陽
が
立
ち
去
る
と
存
続
 

せ
 
ず
 
消
え
て
し
ま
う
。
お
 

な
じ
ょ
う
に
、
存
在
は
存
在
す
る
も
の
の
内
に
根
を
も
た
 

な
い
か
ら
、
存
在
す
る
も
の
は
つ
ね
に
存
在
を
欲
求
し
 

、
 
つ
ね
に
存
在
を
受
 

け
 

と
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
存
在
は
こ
の
存
在
す
る
も
 

の
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
す
の
で
、
こ
の
存
在
す
る
も
の
 

は
 
、
欲
求
す
る
こ
と
を
 

や
め
る
の
で
あ
る
（
 

コ
 
・
 
ふ
 
）
。
 

さ
て
、
以
上
の
第
四
四
 

｜
 
四
六
節
の
議
論
は
、
ト
マ
ス
が
 

保
存
に
つ
い
て
論
じ
る
議
論
に
お
お
む
ね
沿
っ
て
い
る
 

。
こ
の
小
論
の
第
三
 

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
 

火
 
と
熱
」
お
よ
び
「
太
陽
 

と
光
 

」
の
例
を
用
い
て
い
る
。
 

し
か
し
、
ト
マ
ス
 

と
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
保
存
を
め
ぐ
る
 

議
論
の
中
で
、
異
な
っ
た
存
在
概
念
を
用
い
て
い
る
。
 

被
造
物
の
存
在
は
神
 

に
 
依
存
す
る
と
ト
マ
ス
が
い
 

う
 
場
合
の
「
存
在
」
は
 

、
現
 

実
性
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
存
在
 

は
も
の
の
う
ち
に
根
を
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現
実
性
と
し
て
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、
神
の
完
全
性
を
 も
 含
意
す
る
と
お
も
わ
れ
る
。
 

 
  

 



ヱ " クハルトによるトマスの 三つの存在概念の 再構成 

の 二 は 性 に 成 ら の ・ /; 三 も 
） 原 と 生 を 依 こ に ず でか の ③   
に は で 関 る る 所 て 果 。 そ 狂 講 第 そのも 、このも関す形相で 義 」 する原 のに対 考え と も 、ト 第一原 を存在 Ⅰ……ロ の結果 

るあ 関る                                                                             節 係であ。したの第五 では あると この しかし の保存 依存す に維持 ）ろが、 ものが 原因、   
さ は 一 

か の ら 
ら か す 

  
の も の 
在 っ 箇 
在 と 所 
な い で 
も う 考 
っ 原 え 

原 の い そ 
固 関 る の 中 だ 
結 係 第 他 聞 け 
果 は 一 の 因 で 
の 、 原 諸 に は 

原 も な 
因 " 在在 " く   
り 関 関     

に 味   原 原 も 

関 で 第 因 困 神     
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も
た
な
い
と
 ヱ
 "
 ク
ハ
ル
ト
が
 

在
 ）
で
も
あ
り
、
ま
た
、
神
の
 

と
 述
べ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

い
 う
 場
合
の
「
存
在
」
は
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
で
あ
 る
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
的
存
在
（
端
的
な
存
 

完
全
性
を
も
含
意
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
引
回
存
在
と
の
 対
 比
 で
、
存
在
は
も
の
の
う
ち
に
根
を
も
た
な
い
 

ま
た
、
そ
の
存
在
は
、
も
の
は
無
限
定
な
存
在
で
あ
る
 神
 を
つ
ね
に
求
め
る
と
い
わ
れ
る
と
き
の
存
在
で
 



れ
ど
も
、
自
分
の
内
に
は
産
出
し
な
い
。
 n
 
…
…
 ロ
 と
こ
 ろ
が
、
第
一
原
因
は
、
す
べ
て
の
結
果
を
自
分
か
ら
自
分
 の
 内
に
産
出
す
る
」
 

こ
こ
で
い
わ
れ
る
第
一
原
因
と
は
、
存
在
で
あ
る
神
で
あ
 り
 、
第
二
次
原
因
と
は
、
諸
々
の
形
相
で
あ
る
。
し
た
 が
っ
て
、
存
在
で
あ
 

る
 神
は
自
分
の
内
に
、
存
在
す
る
も
の
を
産
出
し
、
形
相
 は
 自
分
の
外
に
こ
れ
こ
れ
の
も
の
を
産
出
す
る
の
で
あ
 る
 。
 

ま
た
、
第
五
三
節
で
は
、
も
の
は
神
の
内
で
存
在
を
も
つ
 と
い
わ
れ
る
。
「
す
べ
て
の
造
ら
れ
た
存
在
す
る
も
の
は
 
、
存
在
す
る
こ
と
、
 

生
き
る
こ
と
、
認
識
す
る
こ
と
を
、
積
極
的
ま
た
根
本
的
 に
は
、
神
か
ら
そ
し
て
神
の
う
ち
に
も
つ
の
で
あ
っ
て
 、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
 

も
つ
の
で
は
な
い
」
。
 

し
た
が
っ
て
、
第
四
九
節
と
第
五
三
節
か
ら
す
る
と
、
 本
 「
講
義
」
で
も
、
「
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文
」
と
お
な
 

じ
 よ
 う
 に
 、
 神
は
存
 

在
 で
あ
る
自
分
の
内
に
も
の
を
産
出
し
、
も
の
は
存
在
で
 あ
る
神
の
内
で
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
 る
 。
た
だ
し
、
 本
 
「
 
講
 

義
 」
で
は
、
「
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文
」
と
は
異
な
り
 
、
 神
が
自
分
の
内
に
存
在
す
る
も
の
を
産
出
す
る
こ
と
と
 、
形
相
が
自
分
の
外
 

に
こ
れ
こ
れ
の
も
の
を
産
出
す
る
こ
と
と
が
対
比
さ
れ
て
 い
る
。
つ
ま
り
、
 本
 
「
講
義
」
で
は
、
「
端
的
な
存
在
 
と
こ
れ
こ
れ
の
存
在
」
 

0
 区
別
が
、
「
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文
」
よ
り
前
面
に
 出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

さ
て
、
 本
 「
講
義
」
の
第
四
八
・
四
九
節
の
議
論
か
ら
す
 る
と
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
 、
 神
が
存
在
に
関
し
て
も
、
 も
 の
の
原
因
で
あ
る
 保
 

存
と
、
 神
が
自
分
の
内
で
も
の
を
産
出
す
る
創
造
と
を
、
 結
び
つ
げ
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
 し
 た
が
っ
て
 、
ェ
ッ
ク
ハ
 

ル
ト
 で
は
、
保
存
の
思
想
が
、
創
造
論
の
中
に
ひ
 き
 い
れ
 ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

④ 
第 
四 
九 
節 
で ・ 

も、 

第   
原 
囚 
と 

第一 

  
原 
囚 
と 
が 

比 
較 
さ 

れ 
て 

い 

る 

す 「 
べ 

て 
の 

第一   
次 
原 
囚 
ャま 

結果 

を 
自 

分 
か 
ら 

産 
出 

す 
る 

げ 
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す
る
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

 
  

 



 
 

   
 
 
 

ル
ハ
ル
ト
は
、
ト
マ
ス
の
一
二
つ
の
存
在
概
念
を
受
け
継
 ぐ

こ
と
に
よ
っ
て
 、
 神
と
神
以
外
の
も
の
と
の
規
定
、
 

無
か
ら
の
創
造
、
創
造
以
後
 

 
 

パ
の
 保
存
と
い
っ
た
ト
マ
ス
の
問
題
意
識
を
も
受
 け
継
 い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
 以
 上
に
 、
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
は
 
ト
 

(
 

 
 

 
 

マ
ス
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
 

存
 

め
 
れ
る
。
 

 
 

存
を
論
じ
る
連
関
で
、
神
が
被
造
物
の
存
在
を
連
続
的
 

・
継
続
的
に
保
存
す
る
こ
と
 

 
 

目
 

つ
ぎ
に
、
 
エ
，
 ク
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
い
う
と
、
 

ま
 ず
 、
ト
マ
ス
の
三
つ
の
存
在
概
念
は
す
べ
て
と
り
い
れ
 

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
 

は
か
、
ト
マ
ス
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
よ
う
な
存
在
概
念
 

憶
ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
に
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
よ
う
に
お
 

も
わ
れ
る
。
ま
た
、
 

ヱ
ッ
ク
 

在概 

あ
り
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
と
は
異
な
る
。
全
体
的
存
 

在
の
概
念
は
、
創
造
が
無
か
ら
の
創
造
で
あ
る
こ
と
を
 

論
じ
る
連
関
で
用
い
ら
 

①
存
在
は
、
す
べ
て
の
 

も
倒
に
 
対
し
て
も
、
ま
た
形
相
 

や
本
性
（
本
質
）
に
対
し
て
も
、
そ
の
現
実
性
で
あ
る
。
 

現
実
性
と
し
て
の
 

存
 

丈
 

 
 

 
 

存
在
者
）
の
存
在
の
こ
と
で
 

結
び
 

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
以
下
に
ま
と
め
 よ
う
。
 

ま
ず
、
ト
マ
ス
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
の
三
つ
の
存
在
 概
 念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
を
意
味
し
、
そ
れ
ぞ
 れ
 異
な
っ
た
連
関
の
 

中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 



④
存
在
概
念
は
、
現
実
性
と
し
て
の
存
在
と
全
体
的
存
在
 と
し
て
の
存
在
と
の
両
方
を
意
味
す
る
。
す
べ
て
の
も
 の
は
存
在
に
よ
っ
て
 

存
在
し
、
存
在
と
は
別
の
も
の
は
存
在
せ
ず
無
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
 ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
存
在
は
、
現
実
性
と
し
て
の
 存
在
と
全
体
的
存
在
と
し
て
の
存
在
と
を
含
意
す
る
だ
 げ
で
は
な
い
。
 

⑤
存
在
概
念
は
、
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
神
の
 単
純
性
と
完
全
性
と
い
う
概
念
を
も
含
意
す
る
。
存
在
 は
 単
純
で
い
か
な
る
 

附
加
 物
 も
な
い
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
存
在
を
い
わ
ば
 種
 差
 と
し
て
自
ら
の
内
に
含
む
。
 

以
上
の
④
⑤
を
み
た
す
よ
う
な
存
在
概
念
に
よ
っ
て
 、
神
 と
神
 以
外
の
も
の
と
が
規
定
さ
れ
る
。
存
在
は
神
で
あ
 り
 、
 神
 以
外
の
も
の
 

は
こ
れ
こ
れ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

ま
た
、
④
⑤
を
み
た
す
よ
う
な
存
在
概
念
に
よ
っ
て
 、
創
 造
 が
論
じ
ら
れ
る
。
神
は
存
在
で
あ
る
自
分
の
内
に
も
 の
を
創
造
す
る
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
そ
の
 ょ
う
 な
創
造
論
は
 、
 神
が
存
在
に
関
し
 て
も
被
造
物
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
保
存
思
想
を
も
 吸
 収
 す
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 

ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
で
は
、
保
存
思
想
は
、
生
成
に
対
す
る
 意
 味
 で
の
存
在
の
概
念
だ
げ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
 は
な
い
の
で
あ
る
。
 

⑥
生
成
に
対
す
る
意
味
で
の
存
在
概
念
は
、
保
存
を
説
明
 す
る
唯
一
の
概
念
で
な
い
。
 

以
上
④
 ｜
 ⑥
の
点
が
 、
ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
存
在
概
念
の
独
 自
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
 ト
 マ
ス
の
三
つ
の
存
在
 

概
念
そ
の
も
の
に
新
し
い
意
味
を
つ
げ
加
え
る
も
の
で
は
 な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
、
ト
マ
ス
 の
 三
つ
の
存
在
概
念
を
 

ト
マ
ス
と
は
別
の
仕
方
で
用
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
 ト
マ
ス
の
存
在
概
念
を
構
成
し
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

で
は
、
そ
の
よ
う
な
再
構
成
は
 、
ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
思
想
 に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
第
一
に
 、
 存
在
概
念
の
再
構
成
 

て し 
  て 

の 

存 
在 
と 

全 
体 
的 
存 
在 
と 

し 
て 
の 

存 
在 
と 

が @ 

テ ・ Ⅰ 

が 、 

い 
化 @ ヒ 

結 
び 
つ 
げ 
ら 

れ 
て 
い 

る 

と 

  
ろ 

に兄 

い 

テ ・ Ⅰ " 
さ 

れ 
る 

ヱ 
  
  
  
ノン 

@ 
に ヒ 

お 
い 

(282) 

そ
れ
で
は
、
 

ヱ
，
 

ク
ハ
ル
ト
の
存
在
概
念
の
独
自
性
は
ど
 こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
 独
 自
性
は
、
現
実
性
と
 

 
 

 
 



ヰソ クノ   ルト によるトマスの 三つ 

と
項
目
番
号
だ
け
を
記
す
。
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円
目
。
 日
い
 の
レ
ロ
岸
田
 巴
ガ
り
 0
 注
 0
 「
 ガ
 
下
コ
㏄
 匹
ざ
 @
 の
 年
日
日
 笘
円
 ゴ
 0
0
-
0
 

㏄
 -
 
ぃ
タ
 り
由
Ⅰ
 
笘
 。
円
の
円
仁
 

隼
 -
0
 の
い
り
 て
 。
田
コ
 い
い
 Ⅰ
 ぃ
日
 。
 目
 "
 り
由
 ヨ
円
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が
円
仁
㏄
Ⅹ
 

勾
 。
 り
 。
コ
ム
。
 
コ
 。
Ⅰ
 

0
0
 

コ
ぎ
ダ
巾
ぃ
 Ⅰ
の
 巾
ユ
ヨ
ぃ
 三
曲
「
 鰍
 （
 由
 
（
）
 
O
 鍋
 N
 ）
 

（
 
2
 ）
 

ヱ
ソ
 
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
著
作
の
引
用
は
つ
ぎ
の
も
 の
に
よ
る
。
 

ヲ
 （の
 
@
 
笘
の
「
 由
 @
@
@
@
@
 

ロ
も
日
 
（
・
Ⅰ
）
 

@
 
の
隼
の
 F
F
F
 

（
の
り
 
ゴ
 の
（
 
@
 
岸
 Ⅱ
 
@
@
@
 

）
 -
a
 
二
 
@
e
@
 

（
）
 

@
S
C
@
 

お
コ
 

ヒ
ヒ
 
@
e
 
Ⅰ
 ア
の
，
ゴ
 
Ⅰ
の
の
・
 
ヒ
コ
く
戸
岸
 
ヰ
田
Ⅰ
 

笘
 ㏄
。
 隼
 e
 Ⅰ
 
円
レ
 
e
 年
日
の
り
 

ゴ
 。
 コ
ヰ
 
。
Ⅰ
の
り
 

ゴ
 岸
コ
 
㏄
の
的
 
0
 コ
ア
 
O
-
 
コ
 

の
り
ア
曲
 

ヰ
グ
 の
円
仁
丹
 

円
 ㏄
 い
 Ⅰ
 円
 Ⅰ
の
㏄
。
ヰ
ヰ
 

り
 石
瓦
 t
e
 

了
了
 

い
ア
 
の
コ
目
 @
 
の
 「
ア
タ
 ゴ
 「
 笘
 ・
 づ
 0
 コ
し
。
お
め
 パ
 o
n
 
ゴ
 E
.
p
 （
Ⅰ
 圭
 @ ） い
笘
コ
隼
 （
。
Ⅰ
。
 目
 ・
 目
 ・
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
 
3
 
）
そ
れ
ぞ
れ
、
以
下
の
著
作
で
あ
る
。
引
用
箇
所
を
示
す
 と
ぎ
 は
、
 
節
 番
号
だ
け
を
記
す
。
 

 
 

巾
 Ⅰ
 0
-
0
 
㏄
岸
の
㏄
 e
 コ
 e
 Ⅰ
 巴
宙
 
@
 
コ
 0
 Ⅰ
岸
の
目
 
ユ
て
ぃ
 
Ⅰ
立
円
仁
ヨ
（
Ⅰ
 毛
 Ⅱ
の
・
 ト
ト
 
㏄
１
１
Ⅰ
ひ
 

%
 ）
 

 
 

巾
円
 
0
-
0
 
㏄
岸
の
田
 
0
 Ⅰ
岸
の
Ⅰ
Ⅰ
 
0
 Ⅰ
 0
 四
ヱ
。
 コ
 岸
ヨ
（
Ⅰ
 圭
 @ ロ -
 の
 ・
Ⅰ
ひ
ひ
 

1
.
 
Ⅰ
㏄
 
N
 ）
  
 

に
よ
っ
て
 

、
 神
と
神
以
外
の
も
の
と
を
、
ト
マ
ス
と
は
 

異
 な
る
独
自
の
仕
方
で
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
 

第
二
に
、
ト
マ
ス
と
は
 

異
な
る
新
し
い
創
造
論
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 

よ
う
な
独
創
的
な
神
規
定
や
創
造
論
こ
そ
が
、
 

ヱ
，
ク
 
ハ
ル
ト
の
神
秘
主
義
的
 

思
想
の
理
論
的
基
礎
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
 

ト
 マ
ス
の
存
在
概
念
の
再
構
成
と
い
う
作
業
は
、
ま
さ
に
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
Ⅰ
の
 

思
 

無
体
系
の
最
重
要
部
分
と
み
な
さ
れ
 

ぅ
 る
の
で
あ
り
、
 

ヱ
 ，
 ク
ハ
ル
ト
研
究
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
主
題
と
 

み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
 

で
あ
る
。
 

さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
え
よ
う
。
 

ニ
，
 
ク
ハ
ル
ト
の
 

存
在
概
念
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
ト
マ
ス
の
 

存
在
概
念
と
比
較
 

対
 

臆
 す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
有
効
で
あ
り
ま
た
不
可
欠
で
あ
 

る
 。
し
た
が
っ
て
 

、
ヱ
，
 
ク
ハ
ル
ト
研
究
に
お
い
て
は
 

、
ト
マ
ス
と
の
関
係
を
 

 
 

 
 

を
 示
す
と
き
に
は
、
問
題
番
号
 



付
記
１
本
論
文
は
、
日
独
文
化
研
究
所
の
平
成
四
年
度
研
究
奨
 励
 金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

の
 e
 Ⅱ
 ヨ
 0
 コ
 。
の
。
 ヰ
 Ⅰ
 e
 り
ヱ
 。
 コ
 。
の
の
臣
 
で
 e
 Ⅱ
回
り
 り
す
匹
い
 
の
 エ
り
 Ⅰ
 
い
 e
 り
ヱ
 。
 
Ⅰ
（
Ⅰ
 ヒ
ワ
ト
 

Ⅰ
Ⅱ
・
の
・
 

い
 ㏄
の
 ｜
 ㏄
 0
0
 
）
 

 
 

 
 

（
 4
 ）
と
く
に
、
②
か
ら
は
、
ト
マ
ス
の
存
在
概
念
に
つ
い
て
 
つ
 ぎ
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
何
ら
 か
の
も
の
が
現
実
態
 

に
あ
る
」
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
表
現
 法
 で
あ
る
が
、
ト
マ
 
ス
は
 、
「
何
ら
か
の
も
の
が
現
実
態
に
あ
る
」
こ
と
を
、
存
在
と
 
い
 う
 新
た
な
 
概
榊
 

 
 

念
 に
よ
っ
て
よ
り
根
底
的
な
次
元
か
ら
捉
え
な
お
し
て
い
る
。
 



は
じ
め
に
 

 
 

、
 円
 反
復
 三
 （
 
Q
 ま
 -
Q
 

吋
援
 n
x
 
品
 &
 
び
 
）
と
い
う
著
作
で
述
べ
た
 。
 円
 反
復
 三
は
、
大
 

）
 

ぎ
く
前
半
部
と
後
半
部
か
ら
な
っ
て
お
り
、
前
半
部
が
 コ
 ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・
コ
ン
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
 ウ
ス
 の
手
記
で
 
  

 
 

い
男
 」
の
手
紙
と
コ
ソ
ス
タ
ン
テ
ィ
 ウ
ス
 が
書
い
た
読
者
 へ
の
手
紙
で
あ
る
。
前
半
部
で
は
コ
ン
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
 ウ
 ス
が
 再
び
べ
 か
り
ソ
ヘ
 

  

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
研
究
は
、
キ
ル
ケ
 ゴ
一
か
め
 
（
反
復
）
を
 
「
不
安
の
概
念
日
か
ら
解
明
す
る
試
み
で
あ
る
。
「
反
復
ヒ
で
、
 

た
 Ⅰ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
 ほ
 ハ
文
 

復
 ）
を
「
想
起
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
行
為
の
反
復
と
説
明
し
 た
 。
し
か
し
、
 
合
 反
復
 マ
 に
お
い
て
反
復
さ
れ
る
対
象
は
外
的
な
 行
為
で
は
な
く
、
 

行
為
に
お
け
る
「
自
由
」
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
 ゴ
 一
ル
 が
 反
復
す
 る
こ
と
を
求
め
る
自
由
は
「
不
安
の
概
念
 ヒ
で
 考
察
さ
れ
た
 無
 限
な
自
由
で
あ
る
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
自
由
が
現
実
性
と
な
る
と
と
も
に
 、
自
由
は
自
己
自
身
に
囚
わ
れ
る
。
自
由
が
自
己
自
身
に
 囚
わ
 れ
た
状
態
が
 

@
 
罪
 」
 

と
 呼
ば
れ
る
。
こ
の
と
き
罪
に
お
い
て
自
由
は
失
わ
れ
、
自
由
 の
 
「
反
復
が
可
能
で
あ
る
か
」
が
問
題
と
な
る
。
罪
に
お
い
て
 
自
由
は
自
己
自
身
に
 

囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
自
由
の
可
能
性
」
は
超
越
的
な
も
の
の
 
力
 で
、
神
の
 力
 で
取
り
戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
 （
反
復
）
は
「
自
由
 

の
 反
復
」
で
あ
り
、
信
仰
に
よ
る
「
罪
か
ら
の
救
済
」
で
あ
る
。
 （
反
復
）
に
お
い
て
救
済
、
永
遠
性
は
未
来
的
な
も
の
と
し
 て
 姿
を
現
す
。
（
 反
 

復
 ）
は
未
来
に
本
来
的
な
意
味
を
与
え
る
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念
 な
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 反
復
、
自
由
、
可
能
性
、
現
実
性
、
救
済
 、
未
来
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
反
復
の
間
 題
 

平
林
孝
裕
 



復
 b
 で
と
っ
た
手
法
の
た
め
に
、
全
反
復
）
を
ま
っ
た
く
 
誤
解
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 ハ
 イ
ベ
ー
 ア
 の
批
評
に
 

こ
れ
ら
の
 草
 稿
は
公
表
さ
れ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
に
 

よ
っ
て
書
か
れ
た
 円
 
反
復
三
の
解
説
を
の
こ
す
こ
と
と
な
 っ
た
 。
こ
の
草
稿
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
 円
 反
復
ヒ
 で
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 

述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
ほ
「
自
由
」
の
問
題
だ
と
い
う
 ナ
 
し
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
反
復
）
 
ほ
 「
自
由
」
と
の
関
連
 
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
自
由
に
つ
い
て
主
題
と
し
 て
 論
ず
る
著
作
 は
円
 不
安
の
概
念
 三
 （
 
b
 。
 
め
、
 
。
 
ひ
 
。
 
ト
 b
,
 
め
 。
。
 

ト
 ）
 
貿
巴
 で
あ
る
。
日
下
 

安
の
概
念
 ヒ
 0
 円
反
復
 
三
は
 つ
い
て
言
及
し
た
長
い
註
で
 も
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 、
 （
反
復
）
が
「
自
由
」
の
問
題
で
 
あ
る
と
の
主
張
を
繰
 

 
 

で
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
し
ば
し
ば
 宋
 
反
復
）
に
舌
口
 
及
 す
る
 が
 、
そ
れ
は
全
反
復
）
 

-
7
@
 

が
 本
来
「
自
由
」
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
 円
 反
復
 b
 と
い
う
著
作
は
 、
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
形
成
に
大
き
く
影
響
し
た
 レ
ギ
 ｜
ネ
 ・
オ
ル
セ
ン
 と
 

の
 婚
約
破
棄
事
件
へ
の
関
心
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
 が
 多
く
、
そ
の
一
方
で
全
反
復
）
の
概
念
が
ど
の
よ
 う
 な
 内
容
で
あ
る
か
を
 正
 

面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
は
少
な
か
っ
た
。
数
少
な
い
 （
反
復
）
の
概
念
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
研
究
に
お
 い
て
も
、
 円
 反
復
 b
 に
 

当
時
の
 デ
ソ
 マ
ー
ク
文
学
界
で
批
評
家
と
し
て
第
一
人
者
 で
あ
っ
み
に
ハ
イ
ベ
ー
 ア
 （
）
 

0
 す
 
㏄
 
コ
コ
い
仁
コ
丘
幅
 

エ
田
 
汀
 Ⅰ
 
幅
 ）
～
 

0
 ）
で
）
の
の
 

0
 
）
は
 、
 

円
ウ
 シ
ニ
ア
 b
 に
論
文
「
天
文
字
」
を
発
表
し
、
こ
の
中
 で
円
 反
復
 ヒ
を
 批
評
し
た
。
 

@
4
-
 

し
か
し
、
こ
の
批
評
は
 、
キ
 ル
ケ
 。
コ
ー
ル
が
 円
反
 

と
 旅
行
を
試
み
る
と
い
っ
た
「
現
実
の
反
復
」
が
語
ら
れ
 、
後
半
部
で
は
「
再
び
自
己
と
な
る
」
と
い
う
「
精
神
 の
 反
復
」
が
語
ら
れ
る
 

が
 、
い
ず
れ
の
（
反
復
）
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
本
当
に
 ，
 
」
の
著
作
で
主
張
し
よ
う
と
し
た
か
、
は
っ
き
り
と
し
な
 い
 。
そ
の
理
由
は
 、
キ
 

/
 ケ
 コ
ー
ル
が
後
に
証
言
目
す
る
よ
う
に
 
円
 反
復
 し
は
 
「
お
 

 
 

し
に
く
く
書
い
て
い
る
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
 

@
3
-
 
そ
れ
ゆ
え
（
反
復
）
は
自
反
復
 ヒ
 と
い
う
 著
作
で
は
っ
き
り
と
説
明
さ
れ
ず
、
そ
の
叙
述
の
中
で
 暗
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
 

る
 。
む
し
ろ
 円
 
反
復
三
で
語
ら
れ
る
内
容
は
、
読
者
が
 洞
 察
 す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
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キルケ ゴ - ル における 

対 
想 に こ 

起 す の が と 

と る キ 役 想 

今とル向 反いケき 起 は 

同じ運 復 ） を うこと ル 。コ l に反復 

運 で の さ 動 

動 あ 説 れ で 
と る 明 る め する 。 かの らで り、 
キ 明 あ た 
ノン ら る だ 
  か が 方 
  な 、 向 
  

ノン 

の 
  

  
は と 対 

  、 は で 

の 
説 

想 反 あ 

明 る 起も 対に 。 
は 

合皮 本い 、 と 
そ 復 来 ぅ 

の   の の 

ま も 反 も 

ま 運 復 想 
で， 勤 は 起 
理 で 前 さ 

解 あ 何 れ 
し る き る 
や こ に も 
す と 想 の 
い 、 起 は 

説 こ さ す 
明 め れ で 
で， 二 る に 

@% つ め あ 
な の で   っ 

い 運 あ た 
  

動 る も 
    が か の 

の 
説 

そ ら で 
の だ あ 

明 
を 方 向 。 り " 
理 を そ 
解 反 れ 

51 (287) 

一
反
復
の
運
動
 

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
 円
 反
復
 目
 に
お
け
る
説
明
を
た
ど
る
 こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
全
反
復
）
を
ど
の
 よ
 う
 に
考
え
て
い
る
 

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
ま
ず
キ
ル
ケ
 コ
 一
ル
 は
 、
「
想
起
」
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宋
文
 
復
 ￥
を
説
明
し
よ
う
 

（
 
皿
 ）
 

題
 

と
し
て
い
る
。
 

自
 
『
 

反
復
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
が
「
想
起
」
と
い
う
も
の
を
 あ
ら
わ
す
決
定
的
な
表
現
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
 は
 、
す
べ
て
認
識
 

 
 

復
 

は
 想
起
で
あ
る
と
教
え
た
が
、
同
じ
よ
う
に
新
し
い
哲
学
 は
 、
す
べ
て
人
生
は
反
復
で
あ
る
、
と
教
え
る
だ
 
る
 ぅ
 。
（
中
略
）
反
復
 

反
 

（
 
9
 ）
 

し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
 
@
 
ル
の
自
由
論
で
あ
る
 
円
 不
安
の
概
念
 ヒ 
か
ら
全
反
復
マ
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
   

お
い
 

り
、
 

復
 ）
 

っ
て
 て

 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 
ぶ
か
 
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
 
ウ
ス
 の
口
か
ら
 妊
 幅
ら
せ
る
 宋
 反
復
マ
ほ
つ
い
て
の
錯
綜
し
た
記
述
を
整
理
 す
る
に
と
ど
ま
 

@
8
@
 

こ
の
概
念
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
め
た
本
来
の
意
味
を
十
 分
 に
く
み
と
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
 ら
の
研
究
が
全
 反
 

を
 研
究
す
る
際
に
、
「
自
由
」
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
 
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
は
、
キ
ル
ケ
 ビ
一
か
め
 
指
摘
に
し
た
が
 

全
反
復
）
を
「
自
由
」
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
 
課
題
と
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ハ
 イ
ベ
一
ア
 
へ
の
反
論
の
草
 
稿
を
手
掛
り
と
 



え
ぱ
、
 私
が
か
つ
て
路
上
の
石
に
つ
ま
ず
い
た
こ
と
が
あ
 っ
て
 、
 再
び
あ
る
と
き
に
ま
た
石
に
つ
ま
ず
い
た
と
す
 る
 。
私
が
石
に
っ
ま
ず
 

く
と
い
う
現
実
性
は
そ
の
と
 ぎ
 ど
き
の
出
来
事
で
あ
る
が
 、
 「
か
つ
て
石
に
つ
ま
ず
い
た
」
と
い
う
記
憶
に
よ
っ
て
 

媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
私
は
こ
の
出
来
事
が
「
繰
り
返
さ
れ
た
（
反
復
し
 た
 ）
」
と
考
え
る
。
「
石
に
っ
ま
ず
 
い
た
 」
と
い
う
記
憶
 は
 、
も
は
や
現
実
性
で
 

は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
 て
 、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
を
観
念
性
と
名
づ
け
て
い
 る
の
で
あ
る
。
結
論
的
 

@
H
@
 

に
い
え
ば
、
「
観
念
性
と
現
実
性
が
相
互
に
触
れ
合
う
な
 

ら
ば
、
そ
の
と
き
に
反
復
が
あ
ら
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

（
反
復
）
は
、
観
念
性
と
現
実
性
の
関
係
か
ら
考
え
ら
れ
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 い
 え
る
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
 I
 ル
は
 、
 「
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
す
べ
て
認
識
は
 
想
起
で
あ
る
と
教
え
た
」
、
そ
し
て
想
起
は
「
後
向
き
の
 

反
復
」
で
あ
る
と
 述
 

べ
て
い
た
。
こ
こ
で
キ
ル
ケ
 ゴ
 一
ル
 が
 
「
想
起
」
Ⅱ
 ユ
岸
隼
 
ユ
局
 的
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
明
ら
か
に
プ
ラ
ト
 ソ
 が
 主
張
し
た
想
起
 説
 に
ほ
 

か
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
 ソ
 は
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
こ
と
を
 認
識
す
る
と
い
う
事
態
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
 

わ
 れ
わ
れ
の
魂
は
か
つ
て
 

イ
デ
ア
の
世
界
に
生
き
て
い
た
が
、
今
肉
体
に
生
き
る
 ょ
 う
 に
な
っ
て
そ
の
認
識
を
忘
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

わ
 れ
わ
れ
の
魂
は
、
感
覚
 

的
 知
覚
に
よ
っ
て
イ
デ
ア
の
模
像
を
み
る
こ
と
を
ぎ
っ
 か
 げ
に
し
て
、
か
つ
て
み
た
イ
デ
ア
の
認
識
を
と
り
も
ど
 す
の
で
あ
る
。
認
識
が
 

-
 
は
 ）
 

る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
現
実
性
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
 必
要
な
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 ょ
 れ
ば
、
そ
れ
 が
 観
念
性
で
あ
る
。
 
例
 

す
る
た
め
の
手
掛
か
り
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 合
 
反
復
）
 を
 初
め
て
取
り
上
げ
た
「
 ョ
ハ
ソ
 ネ
ス
・
ク
リ
マ
 ク
ス
 
す
べ
て
の
も
の
疑
わ
 

@
 
い
 ）
 

る
べ
し
」
の
草
稿
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
彼
は
、
こ
の
草
稿
 で
 全
反
復
）
と
想
起
を
現
実
性
と
観
念
性
と
の
関
係
と
 
し
て
理
解
し
て
い
る
。
 

（
反
復
 
ミ
は
 一
般
的
に
い
え
ば
、
か
つ
て
起
こ
り
た
こ
と
 が
 再
び
起
こ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
 現
実
性
が
同
一
で
 

 
 

、
キ
ル
ケ
 ゴ
一
ル
に
ょ
 れ
ば
、
同
一
の
二
つ
の
現
実
性
 ド
卜
 
そ
の
ま
ま
 ネ
 
Ⅰ
は
宋
文
 

復
 ）
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
性
 は
そ
れ
が
生
起
し
た
瞬
間
の
な
か
に
だ
 け
 存
在
す
る
の
 で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
 

互
い
に
無
関
係
な
現
実
性
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 そ
 れ
ゆ
え
そ
の
も
の
と
し
て
は
互
い
に
無
関
係
な
現
実
性
 が
 
全
反
復
）
と
呼
ば
れ
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キルケゴールにおける 反復の問題 

日 れ い の は 突 起 ょ の 

、 性 と う す で 

寂 ので） 

る 

へ か 

ム 行 行 

  

て 説 
i 照 し、 の 明 

動 る 

    に明 b 宋 反復） 筆して へ 向か 反 って 語られ 反復 主、 説明 観 に ら   
と の さ と こ で 現 想 た 

53 く 259@ 

イ
デ
ア
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
 イ
デ
ア
を
思
い
出
す
こ
と
で
あ
っ
て
 、
 「
す
べ
て
認
識
は
 
想
起
で
あ
る
」
と
い
え
 

る
 。
想
起
は
魂
が
か
つ
て
知
っ
て
い
た
観
念
的
な
イ
デ
ア
 と
い
う
 原
 像
を
現
実
性
に
お
い
て
あ
る
イ
デ
ア
の
模
像
 か
ら
想
起
す
る
こ
と
で
 

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
現
実
性
か
ら
観
念
性
へ
の
運
動
で
あ
 る
 。
ま
た
現
実
性
に
対
し
て
想
起
さ
れ
る
観
念
性
は
 、
 模
像
に
対
し
て
原
像
で
 

あ
る
と
い
う
意
味
で
、
反
復
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
想
 起
は
正
当
に
合
反
復
）
と
呼
び
 ぅ
 る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
 想
起
が
「
後
向
き
」
の
 

合
 
反
復
）
で
あ
る
の
は
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
が
、
す
べ
て
認
識
 
は
 想
起
で
あ
る
、
と
い
っ
た
と
き
、
現
に
あ
る
全
存
在
 は
か
つ
て
現
に
存
在
し
 

た
の
だ
と
い
 っ
た
 

@
4
@
@
 

，
 」
 と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
記
述
か
ら
 理
解
で
き
る
。
想
起
に
お
い
て
観
念
性
は
過
去
に
魂
が
 見
た
イ
デ
ア
で
あ
り
、
 

現
実
性
は
現
在
感
覚
的
に
と
ら
え
 ぅ
る
 イ
デ
ア
の
模
像
で
 あ
る
か
ら
、
想
起
の
運
動
が
現
在
か
ら
過
去
へ
向
か
っ
 て
の
運
動
と
も
な
さ
れ
 

る
か
ら
で
あ
る
。
想
起
と
は
、
現
実
性
か
ら
観
念
性
へ
の
 運
動
で
あ
り
、
過
去
へ
向
か
っ
て
の
運
動
で
あ
る
と
 キ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
考
え
た
 



ニ
 
自
由
の
反
復
 

 
 

為
 で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
 ば
 観
念
性
を
行
為
に
よ
っ
て
 現
 実
性
に
も
た
ら
す
の
で
 

   
 
 
 

 
 

あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
 宋
 反
復
 好
が
 行
為
で
あ
る
 ナ
 
」
と
に
よ
っ
て
想
起
以
上
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
 
と
な
る
。
 

 
 

す
で
に
み
た
 よ
う
 に
想
起
 は
 、
現
実
性
を
契
機
と
し
て
 観
 合
性
、
つ
ま
り
イ
デ
ア
の
認
識
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
 る
 。
こ
の
イ
デ
ア
は
㏄
 

か
つ
て
魂
が
見
た
原
像
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
現
実
性
 ほ
 そ
の
模
像
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
 原
 像
と
し
て
イ
デ
ア
 は
 永
遠
な
も
の
で
あ
 

り
 、
現
実
性
 は
 イ
デ
ア
が
取
り
戻
さ
れ
る
な
ら
ば
、
消
失
 す
る
契
機
で
あ
る
。
現
実
性
は
イ
デ
ア
の
認
識
の
契
機
 で
し
か
な
い
か
ら
、
 
そ
 

れ
ば
 わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
消
極
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
 。
想
起
の
立
場
で
は
、
わ
れ
わ
れ
性
世
界
の
現
実
性
に
 積
極
的
な
意
味
を
見
 ぃ
 

@
 
巧
 -
 

だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 「
想
起
 は
ひ
 と
を
不
幸
に
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
全
反
復
）
 
ほ
 行
為
で
あ
る
。
 
宋
 反
復
）
に
 お
い
て
わ
れ
わ
れ
性
観
念
性
を
現
実
性
に
も
た
ら
す
。
「
 
人
生
が
反
復
で
あ
る
 

@
 
け
 @
 

と
い
う
と
き
、
現
に
か
っ
て
存
在
し
た
存
在
が
い
ま
や
 生
 成
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
キ
ル
ケ
 
ゴ
 １
ル
は
い
 う
 。
す
な
わ
 

ち
 、
反
復
は
「
生
成
」
の
問
題
で
も
あ
る
。
周
知
の
よ
う
 に
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 円
 哲
学
的
断
片
口
で
生
成
の
問
題
 を
 論
じ
て
い
る
。
こ
の
 

 
 

あ
る
。
（
反
復
な
に
お
け
る
観
念
性
は
行
為
の
可
能
性
で
 
あ
り
、
そ
れ
を
未
来
 

へ
と
前
向
き
に
現
実
性
へ
と
も
た
ら
す
生
成
が
（
反
復
）
 

な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
現
実
性
は
行
為
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
も
た
ら
し
た
 

現
実
性
で
あ
る
か
ら
、
無
関
心
的
な
現
実
性
で
は
な
く
、
 

わ
れ
わ
れ
が
関
心
を
も
っ
べ
き
か
げ
が
え
の
な
い
現
実
 性
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
 ゴ
 

/
 ヵ
 
「
反
復
を
生
き
る
人
、
そ
の
人
こ
そ
が
生
き
る
」
 

，
 
、
 

@
9
 

l
 
 

）
 と
 
い
う
よ
う
に
、
 
宋
 反
復
 ミ
 に
お
い
て
キ
ル
ケ
 
ゴ
一
か
 は
 ね
 れ
わ
れ
の
現
実
性
 

 
 

 
 

に
 積
極
的
な
意
味
を
与
え
る
と
い
分
課
題
を
考
え
て
い
る
 の
で
あ
る
。
 



に
の
 

お
 

娘
 と
の
恋
愛
と
い
う
「
現
実
の
反
復
」
に
は
失
敗
 す
る
の
だ
が
、
そ
の
か
わ
り
に
「
個
人
の
内
部
」
で
の
 宋
 
反
復
）
に
成
功
す
る
。
そ
れ
 

一
は
 「
若
い
男
」
が
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
 
う
 に
、
こ
の
 合
 

反
復
）
こ
れ
 
が
 「
精
神
の
反
復
」
で
あ
る
。
 

ノ
ン
 

 
 

2
9
1
 

 
 

け
日
 反
復
 ヒ
 と
い
う
著
作
で
、
真
の
宋
反
復
）
と
は
「
 精
神
の
反
復
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
自
身
を
取
り
戻
す
 こ
と
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
 コ
｜
 

 
 
 
 

か
 は
こ
の
反
復
を
個
人
の
「
自
由
の
反
復
」
Ⅰ
（
 
円
ゴ
 
の
口
の
口
の
 

 
 

と
 自
由
の
反
復
が
ど
の
 

@
 
援
 
-
 

具
体
的
な
行
為
の
全
反
復
）
、
行
為
に
お
け
る
「
外
部
の
 

も
の
の
反
復
」
な
ど
で
は
な
い
。
 

 
 

し
た
全
反
復
）
は
 

、
 
再
び
「
反
復
」
と
題
さ
れ
た
後
半
 

部
 に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

け
復
 

ぬ
 
る
 「
反
復
に
つ
い
て
証
言
さ
れ
る
決
定
的
な
こ
と
は
け
 

）
は
、
「
若
 

い
男
 
」
が
確
信
し
た
「
精
神
の
反
復
 

2
@
 

の
後
半
部
に
含
ま
れ
て
し
る
」
こ
の
後
」
で
あ
る
。
こ
の
「
若
し
 
べ
て
同
反
復
 

@
 。
 
ヒ
 
、
 
男
 」
は
 
「
 
彼
力
 

ニ
、
 

、
 
恋
し
 

0
@
3
@
2
 

ナ
 
こ
三
ロ
 

眼
力
 

結
 
 
 

円
 
反
復
ヒ
曳
老
老
コ
ソ
 

ス
タ
ソ
 

テ
ィ
 
ラ
 ス
は
、
「
反
復
が
可
 

能
 で
あ
る
か
」
を
実
験
す
る
た
め
に
 

べ
 ル
リ
ン
旅
行
を
 

企
て
る
。
コ
ソ
 

ス
タ
 

ソ
 
テ
ィ
 
ラ
 ス
が
試
み
た
 

宋
 
反
復
）
は
 

、
 彼
が
か
つ
て
行
為
 

し
た
こ
と
を
反
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
恋
愛
車
 

仲
に
挫
折
し
た
「
若
い
 

男
 」
に
娘
と
の
関
係
を
い
っ
た
ん
解
消
し
て
、
も
う
一
度
 

は
じ
め
か
ら
恋
愛
を
や
り
直
す
こ
と
を
コ
ン
ス
タ
 

ソ
 -
 
ア
イ
ク
ス
は
勧
め
る
。
 

日
 
反
復
 
ヒ
 の
前
半
部
で
語
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
 

宋
 
反
復
）
は
 

「
現
実
の
反
復
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
結
果
 

的
に
こ
れ
ら
の
合
皮
 

復
 好
は
失
敗
し
、
コ
ソ
 

ス
タ
ソ
 

テ
ィ
 
ラ
 ス
は
 
宋
 
反
復
 
マ
は
 
可
巨
 

で
ま
な
い
と
結
論
す
る
。
肯
も
。
（
 

o
@
2
 
 

前
節
で
検
討
し
た
よ
 

う
 に
合
反
復
）
は
、
ま
ず
 

行
為
で
あ
る
か
ら
、
「
現
実
の
反
復
」
と
は
、
ベ
ル
リ
 

ソ
 
に
 
再
び
旅
行
し
た
り
、
再
び
恋
愛
を
す
る
と
い
う
具
体
 

的
な
行
為
の
反
復
で
あ
 

 
 

 
 

 
 



よ
う
な
関
連
を
持
っ
か
は
、
あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
 り
 も
 り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
お
か
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
 

ほ
 、
キ
ル
ゴ
ー
ル
が
語
ろ
う
と
し
た
真
の
全
反
復
）
の
 対
 象
は
単
な
る
現
実
で
は
な
く
、
個
人
の
自
由
だ
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
 

見
た
 よ
う
 に
全
反
復
）
は
「
行
為
」
の
反
復
で
あ
っ
た
か
 ら
、
 真
の
会
反
復
 ミ
 と
は
、
行
為
に
お
け
る
「
自
由
の
 反
復
」
な
の
で
あ
る
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ハ
イ
ベ
 

l
 ア
 へ
の
反
論
の
草
稿
で
、
 
反
復
さ
れ
る
べ
き
自
由
を
説
明
す
る
た
め
に
自
由
の
三
 っ
 0
 段
階
を
論
じ
て
 

い
る
。
（
 

7
 
2
 
 

）
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
の
草
稿
で
、
自
由
の
段
階
を
 論

じ
た
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
由
と
い
う
と
き
に
か
 な
り
 暖
昧
に
 考
え
て
お
 

り
 、
「
自
由
の
反
復
」
の
意
味
が
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
 
恐
 ね
 た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
自
由
に
お
 い
て
何
を
考
え
て
い
 

る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
の
三
つ
の
段
階
を
概
観
し
 て
お
こ
う
。
 

第
一
段
階
の
自
由
は
「
対
象
選
択
」
の
自
由
と
も
言
 う
べ
 き
も
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 ほ
 こ
の
段
階
の
自
由
 を
 
「
快
楽
」
と
し
て
 

の
 自
由
と
規
定
す
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
 行
 為
 を
す
る
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
で
あ
る
 A
 で
も
 B
 で
も
 C
 で
も
選
択
で
き
 

る
と
い
う
形
式
で
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
私
は
女
性
 A
 を
 愛
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
女
性
 B
 を
愛
す
る
こ
と
 も
で
き
る
。
女
性
 A
 と
 

B
 と
に
退
屈
す
れ
ば
、
ま
た
女
性
 C
 を
愛
す
れ
ば
 よ
い
 の
 で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
自
由
は
対
象
の
多
様
性
に
基
づ
 い
て
お
り
、
自
由
が
こ
 

@
 
鴉
 ）
 

0
 対
象
の
多
様
性
を
享
受
す
る
と
い
う
意
味
で
キ
ル
ケ
 ゴ
 ｜
か
 は
、
こ
の
自
由
を
「
快
楽
」
と
し
て
規
定
し
た
の
 で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
 

自
由
の
全
反
復
）
と
は
、
同
一
の
対
象
を
選
択
す
る
こ
と
 にな
ろ
 う
 。
同
一
の
対
象
し
か
選
択
で
き
な
い
と
す
れ
 ば
 、
全
反
復
）
と
は
自
由
 

の
 喪
失
で
あ
り
、
た
だ
退
屈
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
。
 む
し
ろ
「
快
楽
が
恐
れ
る
も
の
は
反
復
で
あ
る
」
。
 

第
一
段
階
の
自
由
は
、
対
象
の
多
様
性
に
よ
っ
て
個
人
が
 自
由
な
の
で
あ
っ
た
が
、
第
二
段
階
の
自
由
で
ほ
 、
対
 象
は
 
一
つ
で
も
か
ま
 

@
 
杓
 @
 

れ
な
い
。
こ
の
自
由
は
対
象
へ
の
関
係
の
あ
り
方
で
定
義
 さ
れ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
は
こ
の
形
式
の
自
由
を
「
 賢
 萌
 さ
」
 木
汀
 m
 綜
牛
と
 

規
定
す
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
同
一
の
対
象
に
 A
 や
 B
 や
 C
 と
い
っ
た
様
々
の
あ
り
方
で
関
係
で
き
る
と
い
 ぅ
 多
様
性
に
お
い
て
 自
 

由
 で
あ
る
。
私
は
女
性
 A
 を
愛
す
る
し
か
な
い
と
し
て
も
 、
そ
の
女
性
 A
 と
映
画
を
見
た
り
、
音
楽
を
聴
い
た
り
 、
こ
れ
ら
に
飽
き
れ
ば
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に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

第
一
段
階
、
第
二
段
階
の
自
由
は
、
対
象
ま
た
は
対
象
 

へ
 の
 関
係
と
い
う
有
限
な
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
 

さ
れ
る
。
対
象
ま
た
 

は
 対
象
へ
の
関
係
の
諸
可
能
性
を
自
由
に
選
択
で
き
る
と
 

い
 う
 意
味
で
、
そ
れ
ほ
選
択
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
 

、
諸
可
能
性
は
有
限
で
 

あ
る
か
ら
結
局
、
選
択
の
自
由
は
い
つ
か
同
じ
可
能
性
を
 

再
び
選
ぶ
、
つ
ま
り
反
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
 

形
式
の
自
由
で
は
合
皮
 

復
 ）
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
全
反
復
）
に
よ
っ
て
自
由
 

ほ
 同
じ
可
能
性
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
 

自
由
と
し
て
は
挫
折
し
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
選
択
の
自
由
は
キ
ル
ケ
 

，
コ
一
ル
が
 

「
自
由
の
反
復
」
と
い
う
と
き
に
考
え
て
い
 

る
 自
由
で
ほ
な
い
。
 

「
快
楽
」
「
賢
明
さ
」
の
自
由
と
は
対
照
的
に
キ
ル
ケ
 

ビ
一
 か
め
 
語
る
第
三
段
階
の
自
由
、
つ
ま
り
「
最
高
の
形
式
 

の
 自
由
」
は
「
反
復
 

を
 達
成
す
る
」
こ
と
を
「
最
高
の
関
心
」
と
す
る
自
由
で
 

 
 

で
あ
る
か
」
と
い
う
 

問
 

憩
の
が
全
反
復
）
で
あ
る
よ
う
な
 

0
 
 題
が
浮
力
 
び
 上
が
っ
て
く
る
。
 

 
 

べ
る
。
で
は
、
自
由
そ
の
も
 

題
 

『
 
堤
 

鏑
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
「
最
高
の
形
式
の
自
由
」
を
 

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
 

円
 
不
安
の
概
念
 
b
 に
お
け
る
 
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
由
論
を
 

ぉ
キ
題
は
 

忙
 
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 

「
反
復
を
内
面
的
な
何
か
に
、
自
由
の
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

、
こ
こ
で
考
察
さ
れ
て
い
る
自
由
が
反
復
さ
れ
る
べ
き
 

自
由
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
 

 
 

5
7
 

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
ル
ケ
 

ゴ
一
か
 
は
 円
 
不
定
の
概
念
 
b
 で
自
由
を
「
不
安
」
と
い
う
気
分
を
通
 

し
て
考
察
し
て
お
り
、
 

さ
ら
に
別
の
楽
し
み
万
を
選
択
で
き
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
 関
 わ
り
方
に
お
い
て
同
一
の
対
象
を
選
択
す
る
と
い
う
 意
 味
 で
全
反
復
）
は
行
わ
 

れ
て
い
る
が
、
全
反
復
 ミ
 に
お
い
て
「
快
楽
」
と
し
て
の
 自
由
が
失
っ
た
自
由
を
 、
 関
わ
り
方
の
多
様
性
に
よ
っ
て
 克
服
し
て
い
る
。
 
し
 

か
し
こ
の
形
式
の
自
由
も
退
屈
を
逃
れ
て
は
い
な
い
。
 関
 係
 の
あ
り
方
も
結
局
は
有
限
で
あ
り
、
そ
れ
は
繰
り
返
 す
 
（
反
復
す
る
）
こ
と
 



具
体
的
に
自
由
を
定
義
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
わ
け
で
ほ
 な
 い
 。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
不
安
」
 ほ
 つ
い
て
の
叙
述
に
そ
 

っ
て
自
由
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
と
り
た
い
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 
ょ
 れ
ば
、
自
由
 は
 ま
ず
そ
の
姿
を
「
 不
 安
 」
と
し
て
現
す
。
「
恐
れ
」
な
ど
の
「
不
安
」
に
類
似
 
し
た
感
情
が
特
定
 

0
 対
象
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
「
不
安
」
が
特
定
の
対
象
 
を
 持
た
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
「
 無
 」
を
対
象
と
す
る
こ
と
 に
 キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
は
 

 
 

あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 ほ
 、
「
不
安
」
を
「
（
自
由
の
）
 可
能
性
Ⅲ
に
と
っ
て
の
 

@
 
触
 ）
 

可
能
性
㈲
と
し
て
の
自
由
の
現
実
性
㈲
」
（
番
号
 
は
 筆
者
 ）
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
い
ま
だ
自
由
 は
 可
能
性
Ⅲ
に
 
と
 ど
ま
っ
て
い
る
の
で
 

あ
る
が
、
自
由
の
現
実
性
㈹
が
可
能
性
②
と
し
て
、
自
由
 の
 現
実
性
か
ら
見
れ
ば
「
 無
 」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
 て
こ
の
自
由
の
可
能
性
 

Ⅲ
に
対
し
て
姿
を
現
す
こ
と
が
「
不
安
」
な
の
で
あ
る
。
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 
ほ
 、
こ
の
事
態
を
「
不
安
 は
 、
自
由
が
 自
分
を
自
己
自
身
に
対
 

@
 
托
 @
 

し
て
可
能
性
に
お
い
て
示
す
こ
と
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
 と
い
う
。
「
不
安
」
に
お
い
て
不
安
を
覚
え
る
の
も
自
由
 で
あ
り
、
不
安
の
対
 

象
 も
ま
た
自
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
不
安
」
と
は
自
由
 
の
 自
己
関
係
な
の
で
あ
る
。
 

@
 
訪
 ）
 

こ
の
不
安
に
お
い
て
姿
を
現
す
自
由
の
可
能
性
 は
 、
具
体
 的
に
ほ
「
で
き
る
と
い
う
可
能
性
」
 

目
仁
由
的
 
目
口
の
口
 曲
 ヰ
ミ
寄
ロ
 ロ
 の
 ネ
ヒ
あ
 

る
と
、
キ
ル
ケ
。
コ
ー
ル
は
い
う
。
こ
の
「
で
き
る
」
と
い
 

ラ
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
 は
、
 何
か
特
定
の
あ
る
こ
と
 が
 
「
で
き
る
こ
と
で
あ
 

る
 」
と
理
解
さ
れ
て
ほ
な
ら
な
い
。
「
不
安
」
は
自
由
の
 

自
己
関
係
な
の
で
あ
る
か
ら
、
何
か
特
定
の
こ
と
と
い
っ
 た
 自
由
に
対
し
て
 外
 

的
な
も
の
と
ほ
関
係
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 え
 に
こ
の
「
で
き
る
」
 
ほ
 、
自
由
そ
の
も
の
に
内
在
す
 る
 
「
で
き
る
」
と
考
え
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
 A
 と
い
う
行
為
 を
 
「
で
き
る
」
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
 
ば
 こ
の
「
で
き
る
 
」
を
 B
 と
い
う
行
為
も
 

C
 と
い
う
行
為
も
で
き
る
と
い
う
意
味
で
も
理
解
可
能
で
 あ
る
。
こ
の
場
合
は
 、
 「
で
き
る
」
を
自
由
と
は
本
来
 無
関
係
な
外
的
な
行
為
 

の
 可
能
性
で
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
そ
の
も
の
に
 内
在
す
る
「
で
き
る
」
 
ほ
 こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
ほ
 な
ら
な
い
。
 
A
 と
い
う
 

行
為
が
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
ほ
、
む
し
ろ
 A
 と
い
う
 

行
為
を
「
意
志
す
る
 

よ
う
 に
行
為
で
き
る
」
と
い
う
 意
 味
 に
理
解
さ
れ
る
べ
 
き
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キルケゴ ー /   ぬ
 

選
択
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
可
能
性
で
ほ
な
い
。
 不
 安
は
 自
由
の
自
己
関
係
で
あ
る
か
ら
、
「
自
由
の
可
能
性
 
」
 ほ
 個
人
が
選
び
取
ら
れ
 

@
 
㏄
）
 

 
 

げ
 

ば
な
ら
な
い
唯
一
の
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 自
 由
 が
可
能
性
か
ら
現
実
性
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

他
 な
ら
な
い
自
己
自
身
の
自
由
 

 
 に

の
 「
生
成
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
の
生
成
は
 

、
 ま
た
同
時
に
「
自
己
と
な
る
」
こ
と
で
も
あ
る
。
「
不
安
 」
に
お
い
て
「
自
由
の
可
 

龍
佳
」
が
告
知
さ
れ
、
自
由
 は
 現
実
性
と
な
ら
ね
ば
な
ら
 な
か
っ
た
よ
 う
 に
、
「
不
安
」
に
お
い
て
「
自
己
と
な
る
 

」
可
能
性
が
告
知
さ
 

 
 
 
 
 
 

ね
 、
個
人
は
「
自
己
」
と
な
ら
ぬ
に
な
ら
な
い
と
い
え
る
 。
自
由
の
「
生
成
」
と
「
自
己
と
な
る
」
こ
と
ほ
表
裏
 一
体
な
の
で
あ
る
。
 
そ
は
 

 
 

 
 

れ
ゆ
え
 
円
 反
復
三
で
「
 若
 ぃ
男
」
が
成
就
し
た
（
反
復
）
 
を
 キ
ル
ケ
 ゴ
一
か
 は
「
自
己
自
身
を
取
り
戻
す
（
反
復
 す
る
）
」
と
も
「
自
由
 

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
意
志
す
る
 よ
う
 に
行
為
で
き
 る
 」
と
い
う
事
態
は
、
こ
の
意
志
す
る
行
為
が
 A
 で
あ
 っ
て
も
 B
 で
あ
っ
て
も
 

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
特
定
の
行
為
と
は
 無
 関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
意
志
す
る
 
よ
う
 に
行
為
で
き
る
 」
と
い
う
「
で
き
る
」
 

が
 自
由
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

不
安
 は
 自
由
の
自
己
関
係
で
あ
り
、
こ
の
不
安
の
中
で
 「
意
志
す
る
 よ
う
 に
行
為
で
き
る
」
と
い
う
自
由
の
可
能
 性
 が
姿
を
現
し
て
い
 

る
 。
個
人
は
自
由
の
可
能
性
の
中
で
行
為
す
る
か
行
為
し
 な
い
か
の
決
断
を
要
求
さ
れ
る
未
決
定
状
態
に
お
か
れ
 る
 。
 実
は
 、
こ
の
未
決
 

定
 状
態
に
お
け
る
個
人
の
気
分
が
「
不
安
」
な
の
で
あ
る
 。
こ
の
「
自
由
の
可
能
性
」
の
「
不
安
」
の
な
か
で
個
人
 
が
 行
為
す
る
な
ら
ば
、
 

自
発
性
と
し
て
の
自
由
は
現
実
性
と
な
る
。
「
不
安
」
の
 
中
で
自
由
 は
 
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
運
動
」
を
と
 

げ
 、
自
由
は
「
生
成
」
 

す
る
。
こ
の
場
合
に
は
未
決
定
状
態
が
解
消
さ
れ
、
そ
れ
 と
 同
時
に
不
安
も
消
え
る
。
ま
た
行
為
し
な
い
と
き
 自
 由
は
 可
能
性
の
ま
ま
に
 

と
ど
ま
る
。
こ
の
場
合
に
は
未
決
定
状
態
の
不
安
が
持
続
 さ
れ
、
個
人
を
さ
ら
に
自
由
の
現
実
性
へ
と
促
す
の
で
 あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
 

の
 可
能
性
は
可
能
性
に
と
ど
吐
る
こ
と
が
で
き
ず
、
絶
対
 的
に
自
由
の
現
実
性
へ
と
さ
し
 向
 げ
ら
れ
て
い
る
。
 
こ
 れ
を
 キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
に
 

@
 
田
 @
 

題
し
た
が
っ
て
、
自
由
は
存
在
す
る
な
ら
ば
、
現
実
 
的
で
ほ
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

ほ
 、
選
択
の
自
由
が
も
つ
諸
々
の
可
能
性
と
ほ
異
な
っ
 て
 、
そ
れ
が
選
択
さ
れ
た
り
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で 可 自 由 自 酌 ら ざ 可 

由       
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と 
  
て 救済 ず自由らないて生成 @l 由であ されて もつ右 を自由 であっ で キ 

@% そ す ト と   
す 

し 

ぺ 
て 

て 
の 

の 
    
と 
が 、 

「 
昔風土   
舟す 

る 

よ 

らノ 

ケ @ L 
行 
為 
で ・   
き 
る   
」 

Ⅰ iI 二   
ず 

であ 

る 
、 あ の l 

Ⅰ Ⅴ @ L 
か   
し ニ と Ⅰ さ択階為 
    
の 可 
無 
限 
の   
自 無 目 う 無 て と に か う 

由 浪 曲 目 隈 、 い あ に 自 

を な 」 白 な こ う る さ 由 
出 の の の 自 の 外 か ま の 

形ク 由 

  
  

  
  

  
  

れる。 われ ロ 

ゑ最 
古 

日の形 なぜ 

「最高 式の 
0 目 

@
 ㏄
 @
 

の
 反
復
」
と
も
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
  

 



鱈
 目
に
わ
れ
わ
れ
は
行
使
し
て
い
る
の
で
ほ
な
い
。
わ
れ
 わ
れ
は
自
由
に
お
い
て
善
い
行
為
を
意
志
す
る
の
で
あ
 る
 。
こ
の
よ
う
な
善
い
 

行
為
の
基
準
を
与
え
る
学
問
が
倫
理
学
で
あ
る
と
、
キ
ル
 ケ
ゴ
一
か
 は
い
 う
 。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
に
「
倫
理
学
 ほ
 理
想
性
を
課
題
と
し
 

（
 
乾
 ）
 

て
 示
す
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
倫
理
学
は
理
想
 性
を
現
実
性
の
な
か
に
も
ち
こ
も
う
」
と
す
る
。
こ
の
 よ
う
に
倫
理
学
は
善
 と
 

い
 う
 理
想
性
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
、
そ
し
て
単
に
提
示
 す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
善
を
行
為
に
お
い
て
実
現
す
る
 こ
と
、
現
実
性
へ
と
も
 

た
ら
す
こ
と
を
要
求
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 ょ
 う
 に
要
求
す
る
倫
理
学
は
、
理
想
性
を
実
現
す
る
た
め
 の
 「
諸
条
件
を
人
間
が
 

も
っ
て
Ⅰ
る
こ
と
を
 

、
 

ユ
即
提
 

@
 
 と
す
る
」
 

、
（
 

ど
 
4
 
 

と
キ
ル
ケ
ゴ
 i
 ル
 は
 指
摘
す
る
。
も
し
実
現
で
き
な
い
と
す
れ
ば
要
求
す
 る
こ
と
自
体
が
無
意
味
 

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
自
由
に
お
い
て
行
為
し
、
倫
理
学
の
要
求
を
 実
現
し
ょ
う
と
す
る
。
自
由
に
お
い
て
意
志
さ
れ
た
 理
 悪
性
が
現
実
性
に
も
 

た
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
由
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
 理
想
性
の
現
実
性
は
 、
 つ
ね
に
具
体
的
な
特
定
の
現
実
 性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

理
想
性
を
実
現
し
ょ
う
と
し
た
個
人
は
そ
 う
 意
図
し
た
わ
 げ
で
は
な
く
と
も
、
そ
の
特
定
の
現
実
性
 は
 理
想
性
 そ
 の
も
の
を
実
現
で
ぎ
 な
 

い
 。
な
ぜ
な
ら
、
倫
理
学
の
提
示
す
る
理
想
性
 
釜
こ
は
 す
べ
て
の
人
間
に
妥
当
す
る
「
普
遍
的
な
も
の
」
で
あ
 る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
 実
 

援
現
 で
き
る
現
実
性
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
 
普
 遍
 的
な
も
の
」
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
か
 ら
で
あ
る
。
 

 
 

蛾
 

わ
れ
わ
れ
が
行
為
す
る
以
前
の
状
態
に
あ
る
 日
 由
の
可
能
性
 は
 、
す
べ
て
を
「
意
志
す
る
 よ
う
 に
行
為
す
 る
 」
と
こ
ろ
の
無
限
な
自
由
 

%
 
 の
 可
能
性
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
や
自
由
が
現
実
性
 と
な
る
と
、
倫
理
的
な
理
想
性
を
実
現
で
き
な
い
自
己
 自
身
の
現
実
性
を
発
見
す
る
 

お
こ
と
と
な
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
自
由
が
倫
理
学
の
理
想
 性
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
る
と
き
、
罪
の
 問
題
が
現
わ
れ
る
。
キ
ル
ケ
 

 
 

 
 

ピ
 で
あ
る
。
 罪
 、
す
な
わ
ち
自
由
の
不
当
な
現
実
性
は
 
、
自
由
の
可
能
性
と
の
関
係
 

/
@
@
 

け
か
ら
二
つ
の
形
式
で
現
わ
れ
る
。
「
悪
に
対
す
る
 不
 安
 」
と
「
善
に
対
す
る
不
安
」
で
あ
る
。
 

「
悪
に
対
す
る
不
安
」
 ほ
 「
悔
い
」
に
お
い
て
そ
の
姿
を
 

 
 

い
こ
と
が
で
き
た
ほ
 

キ
ノ
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あ
る
。
自
由
の
可
能
性
を
取
り
戻
し
、
自
由
の
現
実
性
 へ
の
運
動
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
 

言
 い
 換
え
れ
ば
、
自
由
の
 

る
 。
自
由
の
現
実
性
は
、
自
分
自
身
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
 て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
か
ら
自
分
の
力
で
逃
れ
る
こ
 と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
 

こ
と
、
「
透
明
」
に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
キ
ル
ケ
 

ゴ
 ｜
ル
 に
よ
れ
 ，
ほ
、
 
「
あ
ら
わ
に
な
る
」
こ
と
、
透
明
に
な
 

る
こ
と
が
「
 善
 」
で
あ
 

 
 

徹
し
、
自
由
に
お
い
て
引
受
け
ろ
」
こ
と
に
よ
っ
て
 行
 為
に
お
い
て
善
を
実
現
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
閉
鎖
性
に
お
い
て
あ
る
 個
 人
 に
と
っ
て
自
由
の
可
能
性
は
 、
 「
あ
ら
わ
に
な
る
」
 
，
 
」
と
と
し
て
現
わ
れ
る
。
 

し
か
し
、
個
人
は
自
己
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 善
を
実
現
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
自
由
の
可
能
性
を
現
 実
性
へ
と
も
た
ら
そ
う
 

@
 
㌍
 @
 

と
は
し
な
い
。
「
閉
鎖
性
」
と
は
、
非
自
由
と
い
う
自
由
 
の
 不
当
な
現
実
性
が
「
自
分
自
身
を
囚
わ
れ
の
身
に
す
る
 」
こ
と
で
あ
る
。
 

罪
は
不
当
な
自
由
の
現
実
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
自
由
 の
 可
能
性
が
悪
と
し
て
現
わ
れ
て
も
（
悔
い
）
、
ま
た
 
叢
 目
 と
し
て
現
わ
れ
て
 

も
 
（
閉
鎖
性
）
、
自
由
の
現
実
性
に
囚
わ
れ
て
、
取
り
戻
 

せ
な
い
状
態
で
あ
る
。
罪
は
「
自
由
が
自
己
自
身
を
取
り
 戻
せ
 
臼
 窓
の
俺
の
の
Ⅰ
Ⅱ
 

@
 
㏄
 @
 

 
 

態
で
あ
る
。
罪
は
、
自
由
が
現
実
と
な
る
と
と
も
に
 自
 身
の
現
実
性
に
囚
わ
れ
、
 

自
由
の
可
能
性
を
失
 う
 こ
と
で
あ
る
。
自
由
の
可
能
性
が
 失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
は
現
実
性
へ
の
運
動
が
 で
き
な
く
な
る
。
自
由
 

の
 可
能
性
は
 、
 罪
に
お
い
て
は
自
由
が
自
己
自
身
に
 囚
わ
 れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
不
可
能
性
と
し
て
措
定
 さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
 

ず
で
あ
る
の
に
」
と
語
る
。
し
か
し
こ
れ
が
反
対
に
不
安
 を
 生
む
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
っ
と
悪
か
っ
た
か
 も
 知
れ
な
い
か
ら
だ
。
 

@
 
蝸
 ）
 

そ
こ
で
「
悔
い
」
て
い
る
個
人
に
と
っ
て
自
由
の
可
能
性
 憶
 
さ
ら
に
悪
く
な
る
こ
と
も
「
で
き
る
」
と
い
う
 
可
能
性
と
し
て
現
わ
れ
 

@
 
仰
 @
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
に
「
悔
 い
 は
行
為
を
蹄
 
蹄
 さ
せ
る
」
の
で
 
あ
っ
て
自
由
の
可
能
性
が
現
実
性
に
な
る
こ
と
を
妨
げ
 る
 。
新
し
い
自
由
の
可
 

能
 性
を
実
現
し
な
い
で
、
悔
い
て
い
る
自
由
の
現
実
性
に
 と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
 

@
 
㎎
）
 

@
 
㎎
 @
 

「
善
に
対
す
る
不
安
」
は
「
閉
鎖
性
」
に
お
い
て
そ
の
姿
 
を
 示
す
。
閉
鎖
性
に
お
い
て
は
自
由
は
、
「
非
自
由
」
と
 
し
て
指
定
さ
れ
て
 
ぃ
 

@
 
㏄
）
 

る
 。
個
人
が
「
自
己
の
う
ち
に
閉
じ
こ
も
ろ
 う
 」
と
し
、
 
「
自
分
で
自
分
を
内
に
閉
じ
込
め
る
」
。
こ
う
し
て
個
人
 

は
 
「
あ
ら
わ
に
な
る
」
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と
な
る
の
で
あ
る
。
 

「
自
由
の
反
復
」
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
個
人
が
 

囚
 わ
れ
て
い
る
自
由
の
不
当
な
現
実
性
が
い
っ
た
ん
取
り
除
 

か
れ
ね
ば
な
ら
な
 

い
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
が
自
由
の
可
能
性
へ
、
罪
に
 

囚
 わ
れ
る
以
前
の
状
態
へ
と
戻
る
こ
と
が
で
き
る
の
て
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「
原
初
の
状
態
へ
の
回
復
」
 

オ
め
ロ
ぎ
 

（
の
的
 

3
 曲
。
ぎ
の
 
村
 日
日
 づ
 「
）
の
（
）
 

必
要
で
あ
る
・
・
。
 

ロ
 二
日
 

@
5
 

@
 
 

）
 
カ
 
，
 

。
 

っ
 し
か
し
、
自
由
自
身
が
 
囚
わ
れ
て
い
る
現
実
 

性
は
解
消
し
え
な
い
か
ら
、
こ
の
現
実
性
を
乗
り
越
え
て
 

、
こ
の
自
由
の
可
能
性
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

自
由
の
可
能
性
が
取
り
戻
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
 

新
た
な
自
由
の
可
能
性
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
 

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 
こ
 

の
よ
う
な
こ
と
は
自
由
の
現
実
性
に
囚
わ
れ
た
個
人
に
は
 

不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
的
な
も
の
の
力
、
罪
 

か
 ら
 人
間
を
救
済
す
る
 
神
 

の
力
に
 よ
 る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
の
反
 

復
 が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
個
人
を
罪
か
ら
救
済
す
 

る
 神
へ
の
信
仰
が
必
要
 

@
 
㏄
 @
 

で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
の
い
う
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
 

信
仰
に
お
い
て
反
復
は
始
ま
る
」
の
で
あ
る
。
 

全
反
復
）
は
「
罪
か
ら
の
救
済
」
で
あ
り
、
「
自
由
が
自
己
 

自
身
を
取
り
戻
す
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
罪
か
ら
 

の
 救
済
に
よ
っ
て
 
自
 

現
薙
 

題
 
引
出
の
可
能
性
が
回
復
さ
れ
、
自
由
は
再
び
そ
れ
が
 

自
由
が
現
実
性
と
な
る
そ
の
都
度
更
新
さ
れ
な
け
れ
 

 
 

  

 
 

わ
 
な
ら
な
い
。
自
由
の
可
能
性
を
信
ず
る
こ
と
に
 

ょ
っ
 て
 自
由
の
現
実
性
が
そ
の
都
度
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
。
信
仰
に
お
い
て
 
自
 

 
 

ね
 、
反
復
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
は
自
由
な
 

，
，
 

-
7
@
5
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
個
人
    

 
 
 

㍉
は
全
反
復
 ミ
 に
お
い
て
こ
そ
自
由
で
あ
る
と
い
え
る
 

し
 
の
で
あ
る
。
 

。
こ
の
意
味
で
「
自
由
そ
の
も
の
が
反
復
で
あ
る
」
と
 

キ
ル
ケ
 ゴ
 一
ル
 は
 主
張
し
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

キ
ノ
 

全
反
復
 
ミ
は
 「
自
由
の
反
復
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
 

自
 由
は
 「
自
己
と
な
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
反
復
 

ミ
 は
 「
自
己
の
反
復
」
 

@
 
弘
 @
 

「
反
復
が
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
や
「
 
最
高
の
関
心
」
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
自
由
の
反
 復
が
 
「
 贈
罪
 」
の
問
題
 



円
 反
復
 ト
 で
与
え
ら
れ
た
キ
ル
ケ
 ゴ
一
か
め
 説
明
か
ら
、
 合
 反
復
）
 と
ほ
 行
為
の
全
反
復
）
で
あ
り
、
行
為
の
「
 可
 能
 性
か
ら
現
実
性
へ
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四 

反 
復 
と 

時 

間性 

「自己 が生き たに出 反復） 合 わ る 。 男 い 」 事態を かった れる。 い自己 とであ いる。 言う。 お 妄   
  

て と 

の で 

」 が 

の め   

る 選 

ナ に し で   



キルケ ゴールにおける 反復の問題 

の
 連
動
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
ま
や
全
反
復
）
 は
 自
由
 そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
由
の
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
 
の
 連
動
」
の
 久
 反
復
 マ
 

で
あ
る
こ
と
が
 せ
 れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
と
 同
時
に
全
反
復
 マ
は
 未
来
へ
の
運
動
で
あ
る
。
こ
こ
で
 ほ
 （
反
復
）
が
未
来
と
 

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
さ
ら
に
考
え
た
い
。
 

全
反
復
）
の
運
動
が
お
こ
る
場
と
し
て
の
時
間
ほ
通
俗
的
 に
 把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
つ
の
 様
態
を
も
っ
。
 そ
 

こ
で
全
反
復
）
 ほ
 、
「
後
向
き
」
の
運
動
で
あ
る
想
起
が
 過
去
へ
の
運
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
前
向
き
」
の
 
運
 動
 、
未
来
へ
の
運
動
で
 

あ
る
、
と
考
え
た
。
し
か
し
、
全
反
復
）
は
本
当
に
こ
の
 よ
う
な
通
俗
的
時
間
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
運
動
な
の
で
 あ
ろ
う
か
。
 

@
 
臼
 @
 

時
間
そ
の
も
の
の
持
っ
本
質
的
な
規
定
 は
 「
過
ぎ
去
り
ゆ
 く
 継
起
」
で
し
か
な
い
。
過
去
と
い
わ
れ
る
も
の
ほ
 、
 す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
 

も
の
で
あ
り
、
現
在
は
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
り
 、
未
来
ほ
い
ま
だ
到
来
せ
ず
過
ぎ
去
っ
て
い
な
い
も
の
 で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
 

も
の
、
到
来
し
な
い
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
。
た
だ
 過
 ぎ
 去
り
っ
 っ
 あ
る
現
在
が
「
 今
 」
と
呼
び
 ぅ
 る
に
す
ぎ
 

な
い
。
「
過
ぎ
去
り
ゆ
 

く
も
の
」
と
し
て
の
時
間
ほ
、
「
 
今
 ・
 今
 ・
 今
 」
と
い
う
 継
起
で
あ
る
。
今
の
継
起
に
す
ぎ
な
い
時
間
が
三
つ
の
時
 間
の
様
態
を
も
っ
か
 

の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
錯
覚
す
る
理
由
 は
 、
わ
れ
わ
れ
が
 時
間
の
継
起
を
空
間
化
し
、
時
計
盤
の
上
を
動
く
針
の
 移
動
に
時
間
を
み
る
 ょ
 

-
 
㏄
）
 

（
 
舵
 @
 

う
 に
空
間
の
並
列
に
お
い
て
表
象
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 時
 間
の
継
起
そ
れ
自
身
に
こ
の
三
つ
の
様
態
 は
 内
在
し
て
 ほ
い
な
い
。
時
間
ほ
 単
 

に
 今
の
継
起
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
 ょ
う
 な
 時
間
に
連
続
性
 は
 あ
り
得
な
い
。
 無
 内
容
な
今
が
現
れ
 て
ほ
 消
え
去
る
だ
け
で
 

あ
る
。
問
題
 は
 全
反
復
）
が
こ
の
 ょ
う
 な
 無
 内
容
な
時
 間
の
継
起
に
お
い
て
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
 う
 に
、
全
反
復
 
マ
は
 「
自
由
 の
 反
復
」
で
あ
っ
た
が
、
全
反
復
）
に
お
い
て
自
由
の
意
味
 ほ
 二
重
化
さ
れ
て
い
 

る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
罪
に
お
い
て
 自
 由
は
 自
己
自
身
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
失
わ
れ
 た
 自
由
の
現
実
性
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
信
仰
に
よ
っ
て
全
反
復
 ミ
の
 可
能
性
が
開
 示
さ
れ
る
と
 き
 、
自
由
 は
 再
び
取
り
戻
さ
れ
る
自
由
の
 可
能
性
で
あ
る
。
合
皮
 

復
 ）
に
お
い
て
個
人
の
自
由
 は
 、
同
時
に
失
わ
れ
た
自
由
 の
 現
実
性
と
取
り
戻
さ
れ
る
自
由
の
可
能
性
で
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
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ら
、
 取
り
戻
さ
れ
る
べ
き
自
由
の
現
実
性
が
こ
の
自
由
で
 な
く
、
な
に
か
別
の
と
こ
ろ
か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
る
の
 で
あ
れ
ば
、
回
復
さ
れ
 

る
 自
由
 は
 失
わ
れ
た
自
由
と
ほ
ま
っ
た
く
外
的
な
関
係
に
 あ
り
、
そ
れ
ほ
（
反
復
）
と
ほ
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
 。
一
つ
の
自
由
が
二
重
 

の
 意
味
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
化
さ
れ
て
（
反
復
 ）
 ほ
 初
め
て
可
能
と
な
る
。
（
反
復
）
 ほ
 「
自
由
の
可
能
 性
か
ら
現
実
性
へ
の
 

運
動
」
の
反
復
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
は
持
続
で
ほ
 な
 い
 。
し
か
し
、
（
反
復
）
 は
 自
由
の
意
味
が
二
重
化
さ
れ
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 連
 

続
 性
と
し
て
結
び
っ
げ
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
（
反
復
）
 
が
 措
定
さ
れ
る
と
自
由
の
可
能
性
 は
 現
実
性
と
な
り
、
 措
 定
 さ
れ
た
自
由
の
現
 

実
性
 は
 取
り
戻
さ
れ
る
べ
き
自
由
の
可
能
性
へ
と
再
び
 一
 一
重
化
さ
れ
、
こ
の
自
由
の
可
能
性
か
ら
再
び
（
反
復
）
 
は
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
 

（
㏄
 
@
 

る
 。
 合
 反
復
 マ
は
 、
信
仰
の
決
断
に
よ
っ
て
 合
 反
復
 マ
の
 可
能
性
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
で
連
続
性
と
な
る
。
 

全
反
復
 
ミ
 に
お
い
て
自
由
 は
 常
に
二
重
化
さ
れ
て
い
た
。
 自
由
の
二
重
化
に
よ
っ
て
（
反
復
）
は
同
時
に
連
続
性
と
 な
っ
た
。
（
反
復
）
 

の
も
た
ら
し
た
連
続
性
に
よ
っ
て
時
間
の
む
し
ろ
継
起
的
 な
 性
格
 は
 克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
（
反
復
 
）
に
お
い
て
「
反
復
 

さ
れ
る
も
の
ほ
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
 合
 反
復
 マ
 に
お
い
て
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
は
実
現
さ
 れ
る
の
で
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
（
反
復
）
の
対
象
 は
 （
反
復
）
に
先
立
っ
て
 
存
在
す
る
か
ら
過
去
的
な
も
の
に
対
応
し
、
（
反
復
）
 ほ
 そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
と
 

き
 に
 は
 「
反
復
の
可
能
性
」
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
 て
 、
そ
の
可
能
性
 は
 未
来
的
な
も
の
に
対
応
す
る
。
 さ
 ら
に
個
々
の
自
由
の
 

「
生
成
」
 ほ
 （
反
復
）
に
よ
っ
て
自
由
の
現
実
性
と
自
由
 の
 可
能
性
と
で
接
し
て
い
る
。
全
反
復
）
に
お
い
て
過
去
 
的
な
も
の
と
未
来
的
な
 

も
の
が
接
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
過
去
と
未
来
は
す
で
に
 過
ぎ
去
っ
た
時
間
点
と
し
て
の
過
去
と
い
ま
だ
到
来
し
 て
い
な
い
時
間
点
と
し
 

て
の
未
来
が
接
し
て
い
る
の
で
ほ
な
く
、
自
由
が
二
重
化
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
の
も
の
と
し
て
過
去
と
未
来
 が
 一
体
と
な
る
の
で
あ
 

る
 。
時
間
の
三
つ
の
様
態
は
（
反
復
）
が
措
定
さ
れ
る
「
 瞬
間
」
辞
の
匡
 
守
オ
 宰
に
よ
っ
て
内
的
に
構
造
化
さ
れ
る
 。
（
反
復
）
の
瞬
間
が
 

措
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
継
起
で
し
か
な
か
っ
た
時
間
 は
 単
に
連
続
し
た
時
間
性
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
み
な
 ら
ず
、
過
去
か
ら
未
来
 

へ
と
方
向
 づ
 げ
ら
れ
た
時
間
性
と
し
て
現
れ
る
。
過
去
、
 現
在
、
未
来
と
い
う
時
間
の
様
態
 は
 時
間
に
内
在
す
る
 の
で
な
く
、
 合
 反
復
）
に
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概
念
 ヒ
 か
ら
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
と
 

 
 

怯
 「
自
由
の
反
復
」
で
あ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

出
し
た
 
合
 反
復
 ミ
を
 、
ハ
イ
ベ
 
一
ア
 へ
の
反
論
の
草
稿
 を
 手
掛
り
に
し
て
 

円
 不
安
の
 

 
  

 

 
 

ル にお け 

お 
わ 
@ 
[ 

よ
っ
て
時
間
の
継
起
が
構
成
さ
れ
て
初
め
て
時
間
性
と
な
 

る
 。
最
初
に
（
反
復
）
を
「
想
起
」
と
の
対
比
か
ら
 

現
 在
か
ら
未
来
へ
の
運
動
 

と
 考
え
た
。
し
か
し
、
（
反
復
）
は
過
去
、
現
在
、
未
来
 

と
い
う
時
間
性
の
中
で
措
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
 

反
 射
 に
（
反
復
）
が
こ
れ
 

（
㏄
）
 

ら
の
時
間
性
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
「
自
由
の
反
復
」
は
、
「
罪
か
ら
の
救
済
」
で
あ
 

り
 、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
永
遠
の
浄
福
で
あ
る
。
 

こ
 の
 意
味
で
「
、
水
連
 

@
 
㏄
）
 

憶
乱
 
㎎
す
の
串
の
口
は
真
の
反
復
で
あ
る
」
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

は
 繰
り
返
し
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
反
復
）
が
措
定
さ
 

れ
る
瞬
間
は
、
永
遠
の
 

浄
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
（
反
復
）
に
お
い
 

て
 時
間
と
永
遠
性
が
出
会
う
。
自
由
の
反
復
は
ま
ず
 

自
 由
の
可
能
性
と
し
て
 
開
 

示
さ
れ
、
時
間
性
に
と
っ
て
可
能
性
は
未
来
的
な
も
の
で
 

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
永
遠
的
な
も
の
 

は
ま
ず
最
初
に
未
来
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
（
反
復
）
 

の
 「
瞬
間
」
に
永
遠
性
は
未
来
的
な
も
の
と
し
て
姿
を
現
 

す
の
で
あ
る
。
「
可
能
 

@
 
㏄
）
 

的
な
も
の
は
全
く
未
来
的
な
も
の
に
対
応
し
て
い
る
。
 

可
 能
 的
な
も
の
は
自
由
に
と
っ
て
は
未
来
的
な
も
の
で
あ
 

る
 」
と
キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
 

は
い
 う
 。
（
反
復
）
と
は
自
由
の
可
能
性
の
回
復
で
あ
る
 

か
ら
、
「
未
来
的
な
も
の
」
が
他
の
時
間
様
態
よ
り
多
く
 

の
 意
味
を
も
っ
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



り
 、
自
由
に
お
け
る
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
運
動
」
 の
 反
復
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
自
由
 は
 罪
に
お
い
て
自
己
に
 

囚
わ
れ
る
た
め
に
、
自
由
の
反
復
と
は
「
罪
か
ら
の
救
済
 」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
（
反
復
）
 

ほ
 信
仰
に
よ
っ
て
 の
み
可
能
と
な
る
。
 
キ
 

ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
主
張
す
る
信
仰
に
 よ
 る
全
反
復
 マ
 に
お
い
 て
 救
済
の
可
能
性
は
ま
ず
未
来
的
な
も
の
と
し
て
措
定
 さ
れ
、
未
来
的
な
も
の
 

は
 
（
反
復
）
に
お
い
て
本
来
的
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
の
 
台
 反
復
 マ
は
 救
済
を
意
 抹
 し
、
未
来
的
な
も
の
 

と
し
て
救
済
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
 概
 念
 な
の
で
あ
る
。
 円
 
反
復
 L
 に
お
い
て
理
解
し
に
く
か
 っ
た
 
全
反
復
 マ
の
 キ
リ
 

ス
ト
 教
 的
な
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
よ
う
に
自
由
 の
 視
点
か
ら
み
る
と
き
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
 る
 。
 

最
後
に
合
反
復
 ミ
 に
つ
い
て
本
稿
で
扱
い
え
な
か
っ
た
 問
 題
を
指
摘
し
て
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

五
 反
復
 L
 の
中
 で
 
「
若
い
男
」
は
 、
 

-
 
佃
 @
 

（
反
復
）
を
実
現
す
る
直
前
に
「
雷
雨
」
と
 

比
嚥
 さ
れ
る
 体
験
を
す
る
。
そ
れ
ほ
「
若
い
男
」
が
い
 う
よ
う
 に
 、
 「
 
直
接
的
に
は
、
す
べ
て
 

 
 

。
こ
の
 ょ
う
 な
絶
対
的
に
否
定
的
な
体
験
の
末
に
 、
初
 め
て
 
合
 
反
復
 マ
は
 可
能
 

で
あ
る
こ
と
を
、
キ
ル
ケ
ゴ
 

l
 ル
 ほ
 示
唆
し
て
い
る
。
 
こ
 の
よ
う
な
問
題
を
直
接
に
論
じ
て
い
る
著
作
が
、
 

円
 反
復
 三
と
同
日
に
出
版
さ
れ
 

た
 
日
お
そ
れ
と
お
の
の
 ぎ
 L
 （
Ⅱ
 
マ
セ
ぬ
 

～
 蒔
 
㏄
 ぬ
 v
e
3
 
品
 お
 ）
 で
あ
 ソ
つ
 
。
 五
 お
そ
れ
 レ
し
 
お
の
の
き
三
に
お
い
て
キ
ル
ケ
 ゴ
 一
ル
 は
、
 （
反
復
）
の
 

課
題
が
「
無
限
の
諦
め
の
運
動
」
の
あ
と
の
「
信
仰
の
運
 動
 」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
様
子
を
詳
細
に
描
い
て
い
 る
 。
 円
 
反
復
 L
 と
い
う
 

著
作
 は
 、
「
若
い
男
」
が
 
宋
 反
復
 マ
を
 達
成
し
て
、
 
宋
 反
復
 ）
の
運
動
を
描
き
、
 
宋
 反
復
）
の
不
可
欠
の
要
件
と
し
 て
 
「
信
仰
」
を
示
唆
す
 

エ
り
 
に
 レ
 し
ど
七
ム
 
エ
 り
の
に
 対
 L
 
し
て
、
 円
 
お
そ
れ
 レ
し
 
お
の
の
き
 三
 ほ
 、
そ
の
「
信
仰
」
を
正
面
か
ら
扱
 う
 の
で
あ
る
。
（
 
反
 復
 ）
は
、
 円
 反
復
 L
 の
 

描
く
側
面
か
ら
と
 円
 お
そ
れ
と
お
の
の
き
三
の
描
く
側
面
 か
ら
と
の
両
面
か
ら
本
来
考
察
さ
れ
る
べ
 き
 な
の
で
あ
 る
 。
残
念
な
が
ら
本
稿
 

で
は
 、
 円
 不
安
の
概
念
 L
 を
手
掛
り
に
し
て
 円
 
反
復
 L
 の
 描
く
側
面
か
ら
（
反
復
）
を
論
ず
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
 円
 
お
そ
れ
 レ
し
 
お
の
の
き
 三
 

の
 描
く
側
面
か
ら
、
つ
ま
り
「
信
仰
」
の
問
題
と
し
て
の
 （
反
復
）
の
考
察
 は
 、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
て
お
 ぎ
た
い
。
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キルケゴールにおける 反夏 の 間頂 

註
 本

論
文
で
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
は
 、
い
 も
「
 

e
n
 

養
貸
 や
お
さ
 
さ
 「
㌔
 
め
笘
ま
守
 ㌔
 ぃ
べ
お
 Ⅱ
 
ぎ
 「
・
Ⅰ
ー
Ⅹ
 

せ
 ・
 ド
 
年
年
収
り
づ
 

タ
パ
 も
す
の
 
コ
 ア
 ド
づ
コ
 

・
 ト
の
 
㏄
 
0
 ｜
 ㏄
 
の
 

（
原
典
第
二
版
、
略
号
の
せ
）
か
ら
引
用
し
、
巻
数
を
 
ロ
 一
 ％
数
 字
 で
示
し
た
。
ま
た
日
誌
・
遺
稿
は
 、
い
 も
「
 

Q
x
 

再
 ～
 
ぬ
ャ
か
お
 

Q
Q
 
「
 
㌔
㏄
 ヤ
さ
 
㌧
や
ぃ
「
・
 

ト
 
1
 。
 ㏄
㏄
 

臣
ヰ
五
つ
里
翫
之
ず
 
万
円
 ァ
 三
里
（
 
毛
 ・
）
 ま
了
 Ⅱ
 0
.
 

（
日
誌
，
遺
稿
 

集
 第
二
版
復
刻
版
、
略
号
㌧
 り
せ
 
・
）
か
ら
引
用
し
、
慣
例
に
し
た
 
が
っ
て
巻
数
を
 ロ
｜
 

マ
 数
字
で
、
分
類
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
、
分
類
番
号
を
 ア
ラ
 ビ
ア
数
字
で
示
し
た
。
さ
ら
に
一
つ
の
分
類
番
号
が
数
ぺ
 ー
 ジ
 に
わ
た
る
場
合
は
日
 

詰
 ・
遺
稿
 集
 0
 ぺ
ー
ジ
 な
 付
し
た
。
 

（
 
1
 ）
の
 せ
串
 。
の
・
）
の
㏄
 

（
 
2
 ）
の
 せ
ヰ
，
の
 ・
㏄
㏄
㏄
。
的
の
せ
 

圭
，
の
 
・
㏄
 
N
 
。
 

（
 
3
 ）
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
私
の
意
見
に
よ
る
と
著
作
家
は
 、
 ア
レ
キ
サ
 ソ
 ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
 
ソ
ス
 に
な
ら
っ
て
、
異
教
徒
に
 は
そ
れ
を
理
解
で
ぎ
 

な
い
よ
う
に
、
書
く
の
が
よ
い
」
と
コ
ソ
 ス
タ
ソ
 テ
ィ
 ソ
 ・
 コ
 ソ
ス
タ
ソ
 テ
ィ
 タ
 ス
に
 主
荘
衣
 
さ
せ
て
い
る
 
?
@
 
せ
甘
 ・
 P
 ㏄
㏄
Ⅱ
。
 

的
 ）
 
ヰ
 
（
：
㌧
 
り
つ
 
・
 ヰ
 

い
 ）
）
 
づ
 。
㏄
㏄
 

0
 
）
。
 

（
 
4
 ）
ト
定
定
ぃ
～
中
 
ぃ
 
「
 
幅
 の
の
さ
ま
～
 

ぃ
 
㌔
ぃ
め
 
討
 
「
～
 

卜
 ～
 
ぃ
 
「
 
，
ヤ
 「
 
っ
の
 
さ
～
 
め
か
へ
 
め
や
「
 

～
 
卜
 ～
 
ぃ
 
「
・
の
・
い
ご
 

年
 （
沐
も
す
の
 

コ
す
り
づ
コ
 

の
・
 
ト
 ・
 オ
 二
円
 
い
 
の
方
Ⅱ
 
0
 （
団
の
・
 

Ⅰ
㏄
 
ひ
 Ⅰ
）
の
・
 

臼
 ㏄
１
１
ト
㏄
 

つ
 
・
 

@
 
の
お
Ⅱ
㏄
・
Ⅱ
 

0
 ｜
 Ⅱ
 包
 

（
 
5
 ）
㌧
 り
せ
 
・
早
口
）
 

0
0
 

１
 ）
㏄
 
ト
 

（
 
6
 ）
の
 せ
ヰ
 ・
の
・
㏄
㏄
）
 

｜
 ㏄
㏄
㏄
 

（
 
7
 ）
の
 せ
目
 ・
の
・
 
u
 ざ
，
ト
 
臼
の
 

o
m
 

ト
日
・
ま
た
「
。
ハ
ル
メ
ニ
 

デ
 ス
 日
か
ら
の
「
瞬
間
」
と
 
ロ
ソ
ピ
 ス
テ
ス
日
か
ら
の
「
非
存
在
」
 と
に
つ
い
て
の
議
論
 

は
 、
 円
 
反
復
三
の
記
述
「
瞬
間
、
非
存
在
な
ど
に
つ
い
て
の
 ギ
リ
 シ
 7
 人
の
説
明
」
に
符
合
す
る
（
の
 
せ
串
 。
：
㌣
 N
o
m
u
 き
｜
 ㏄
の
Ⅰ
・
）
 

っ
 

（
 
8
 ）
全
反
復
 マ
を
 考
察
し
た
研
究
と
し
て
、
 
A
.
 
ヘ
ン
リ
ク
セ
 ソ
 、
 L
.
 ラ
イ
マ
 一
と
 J
.
 ス
レ
ヱ
 ー
 ク
 の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
 0
 ヘ
ソ
 リ
ク
セ
 ソ
 は
 、
 

円
 キ
ル
ケ
 ゴ
 一
ル
 の
 小
説
世
界
 三
 で
（
反
復
）
の
構
造
を
考
察
し
 た
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
に
は
舌
口
 
及
 で
ぎ
な
か
っ
た
。
 （
下
り
的
の
甘
の
 

コ
 

巳
ヰ
 
S
@
@
 

戸
未
ざ
エ
さ
 
や
 a
a
o
n
@
 

～
 
め
ヒ
ざ
ま
 

a
o
 

ミ
 め
 
@
 
「
～
 
@
@
 
鰍
 コ
ア
 
ひ
日
 
（
）
 

@
G
 ヒ
 
・
 
@
@
@
@
 

臣
 レ
 
@
 芋
こ
寮
 。
ダ
ミ
ー
 已
 0
.
 

）
ラ
イ
マ
ー
の
研
究
は
本
稿
の
関
心
に
 

も
っ
と
も
近
く
 

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
今
反
復
 マ
 を
 「
罪
か
ら
の
救
済
」
と
し
て
把
握
す
る
点
で
優
れ
て
い
る
（
 
再
 の
 
目
コ
の
 

（
・
Ⅰ
 

0
 口
 -
 
の
 
・
 

，
し
 
ぽ
目
 ト
 
@
e
@
4
 

の
 r
@
 

）
 
0
 下
目
㎡
 
a
@
-
 

の
㎡
 
イ
 。
三
の
 
m
 ）
 @
@
@
 

日
Ⅱ
 巨
 @
@
@
S
c
 

目
お
ア
ム
～
 
@
@
 

一
 
鰍
 Ⅱ
 
オ
 の
的
い
い
Ⅰ
 

年
 ・
 
こ
ふ
い
叫
い
 

Ⅱ
や
心
 

幅
 口
ロ
Ⅱ
㌔
 

@
 
さ
さ
さ
Ⅱ
（
Ⅰ
の
の
㏄
）
。
の
・
 

ト
 
0
 １
 の
 ㏄
 ）
 0
 ま
た
 ス
レ
ヱ
 

㎎
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

臼
コ
 幅
の
す
ぎ
 
痒
 
Ⅱ
。
 
コ
ヲ
目
っ
ず
い
 
色
づ
 ゴ
 0
 年
目
げ
お
 コ
 ニ
 %
 串
ま
 「 ヱオ
 の
 年
 0
 「
の
メ
 
タ
ロ
イ
 0
 目
 
臣
 （
 
片
 @
@
@
 

「
（
 0
%
-
 

ぎ
 -
 臼
ヨ
 下
臣
 G
 こ
ヲ
 

Ⅱ
 

）
 ま
拝
 
s
.
 燵
 0
1
 ㏄
。
 
ト
 ）
。
 

 
 

（
 9
 ）
（
反
復
）
 
つ
の
コ
 （
 a
 の
の
 
-
 お
は
 、
「
繰
り
返
す
、
反
復
す
る
 
」
と
い
う
動
詞
 
把
の
コ
 （
 い
 の
の
の
名
詞
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
 

l
 ル
 の
 
い
お
 ヨ
ぃ
 内
の
 
-
 
の
の
が
 

 
 

 
 

 
 
 
 

「
受
け
取
り
直
し
」
で
あ
る
以
前
に
「
反
復
」
と
理
解
さ
れ
る
べ
 

き
 理
由
を
本
稿
で
示
し
た
い
と
考
え
る
。
 

（
㏄
）
の
 せ
 
Ⅰ
 ，
の
 ・
）
の
の
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 て
宅
 ・
目
し
）
 0
 ㏄
 １
 ）
の
。
 

（
は
）
 
捷
宅
 ・
早
ロ
二
）
の
。
 

（
㎎
）
づ
名
・
早
口
 
い
 
Ⅰ
 ト
の
 0
 幅
 Ⅰ
の
。
 

（
 M
 ）
の
せ
耳
 ，
の
 ・
 N
 ）
 い
 

（
 @
 ）
円
円
い
 つ
 ・
イ
ト
 下
 
Ⅰ
 り
の
 （
Ⅰ
㏄
 
ト
の
 
）
 

（
 玲
 ）
の
 せ
目
 ・
 "
.
 
ト
の
 
㏄
 

（
 け
 ）
の
 せ
目
 ・
の
・
 N
 ）
 ぃ
 

（
 邱
 ）
の
 せ
目
，
の
 ・
 N
 の
の
 
｜
 い
の
～
 

（
 円
 ）
の
 せ
目
 。
の
・
 P
 の
の
 

（
 却
 ）
の
 せ
目
，
の
 ・
 N
 ㌍
 

（
何
 
%
 ）
 
つ
 る
・
目
し
）
 コ
 。
お
㏄
 

（
 四
 ）
捷
き
・
早
ロ
）
）
～
・
お
ト
 

（
 恭
 ）
 
づ
宅
 ・
早
ロ
Ⅰ
）
～
 ，
 N
 の
 ト
 

（
四
）
の
 せ
目
 。
の
・
 N
 の
の
 

（
 お
 ）
の
 せ
目
 ，
 g
N
 の
 ぃ
 1
 。
い
 
の
㏄
 

（
 笏
 ）
捷
き
・
早
ロ
）
 コ
 。
 燵
ト
 

（
四
）
捷
い
 っ
 ・
早
ロ
Ⅰ
）
～
。
 
2
 の
 0
1
 い
の
い
 

（
 恭
 ）
～
 ま
荘
 

（
 杓
 ）
～
 ひ
 ～
 
荘
 

（
 却
 ）
 
日
川
宅
 
・
 ヨ
 
キ
 H
 
い
Ⅰ
）
～
。
 
ぃ
 ㏄
）
 



キルケ コ " 一   ル における反復の 問題 

 
 

（
㏄
）
の
 せ
モ
 。
の
・
 

4
3
2
 

 
 

（
 駐
 ）
の
 せ
モ
 ・
の
・
 4
 ひ
 
0
 １
 %
 ひ
の
 

（
㎎
）
～
 

ひ
 
～
 
も
 

（
 
何
 ）
の
 
せ
モ
 
・
の
・
 

4
1
 

の
 

（
 
蝸
 ）
の
 
せ
モ
 
・
の
・
 

4
2
1
 

１
 %
 
い
 
の
 

（
 
蛉
 ）
の
 
せ
モ
 
。
の
・
 

4
2
2
 

（
 
好
 ）
の
 
せ
モ
 
。
の
・
 

下
 
o
A
l
A
N
m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
 
て
 い
 
つ
 ・
目
い
 

P
P
7
,
2
 

の
い
 

（
 
眩
 ）
の
 せ
モ
 ・
 "
.
 
ひ
 
い
 
㏄
 

（
㏄
）
の
 
せ
モ
 。
の
・
 

u
A
 

㍉
 

（
 
巳
 ）
の
 せ
モ
，
の
 
・
 
ひ
下
由
 

（
 
鵠
 ）
の
 せ
モ
 ・
の
・
 

u
 
の
 
O
0
 
㏄
 A
N
o
 

（
㏄
）
の
 
せ
モ
 ・
の
・
 

ひ
 
鼻
の
 

 
 

レ
ヱ
ソ
 の
著
作
を
参
考
に
し
た
。
 
Q
q
Q
 

口
 ，
レ
目
の
，
卑
下
㏄
 

ひ
 
㏄
～
 
ト
 さ
陳
 
㏄
 
り
 
～
 ノ
 
も
り
り
 
雨
 
Ⅹ
㏄
㌢
 

木
 @
 
き
 に
因
 
0
o
 
「
 
Q
.
 

パ
下
す
。
 

コ
ゴ
ぃ
 

Ⅱ
 コ
の
せ
 
三
の
コ
ロ
 

主
 ・
 P
 
の
の
 
ひ
 
・
の
・
 

い
 
㏄
 
｜
い
 
 
 

（
㏄
）
㌧
 
い
つ
 
・
手
口
）
）
 

へ
 
、
い
つ
㏄
 

｜
い
 
㏄
 
い
 o
n
 
古
 Ⅰ
の
 せ
目
 。
の
 い
 
㏄
 
い
｜
い
 
㏄
㏄
 

（
 
れ
叩
 
）
 い
 せ
 て
 ・
の
・
 

u
 
の
 
A
o
n
 
廿
 
N
o
 

 
 

翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
第
一
節
で
は
「
現
実
性
」
に
対
し
 

て
 「
観
念
性
」
と
 
翻
 

訳
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
 

宙
 o
p
-
@
 

（
㏄
（
が
 

善
 と
い
う
 倫
 理
学
的
理
想
性
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
訳
語
を
選
ん
だ
。
 



 
 

（
り
ル
）
の
 
セ
毛
、
の
 ・
 A
 の
い
 

 
 

（
 お
 ）
㌧
 い
 つ
・
 宇
巾
 p
p
 
づ
，
 
N
 の
い
 

 
 

（
 訊
 ）
下
が
で
，
 
宇
 
口
目
 ゴ
お
ド
 
（
反
復
）
が
「
 暗
罪
 」
の
問
題
 

で
あ
る
か
ら
、
キ
ル
ケ
 

プ
一
か
 は
「
あ
ら
ゆ
る
教
義
学
的
問
題
の
 必
須
条
件
で
あ
る
」
㎝
 

と
土
う
え
た
の
で
 の
 
ヰ
 る
む
セ
 
Ⅰ
・
の
・
 
w
 馬
 
o
 Ⅰ
の
 セ
寸
，
の
 ・
 接
村
 
㏄
 ）
 

（
㏄
）
㏄
 セ
 
Ⅰ
・
 ダ
き
自
 ・
キ
ル
ケ
 ゴ
一
か
 は
、
す
で
仁
一
八
四
 0
 年
に
こ
の
言
葉
を
「
罪
人
の
赦
し
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
 使
っ
て
い
る
行
の
Ⅰ
 

目
巨
い
 ）
の
・
）
。
 

（
㏄
）
㏄
 せ
モ
 ・
の
・
の
 

N
N
 

（
 鮨
 ）
㌧
の
 つ
 ・
日
功
）
）
 づ
 ・
 N
 の
の
 

（
㏄
）
㏄
せ
目
、
の
・
 い
 ㏄
㏄
ー
 
ド
 の
の
 

（
㏄
）
㏄
せ
目
、
の
・
 N
 ㏄
 い
 

（
㏄
）
㏄
せ
目
・
）
の
の
 

（
㎝
）
㏄
せ
日
・
の
・
の
の
㏄
 

（
㏄
）
）
 め
 「
・
㏄
せ
日
・
の
・
の
の
 

ぃ
 

（
㏄
）
㏄
せ
日
・
の
・
の
の
）
 

（
㏄
）
㏄
せ
日
 
、
の
 ・
 A
 の
の
 

（
㏄
）
尾
崎
和
彦
は
「
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
一
ル
 
に
お
け
る
時
間
と
永
 遠
 １
１
時
間
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
（
㍉
 

キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
｜
 ル
 研
究
 口
 第
四
号
、
 

一
九
六
七
年
六
月
、
三
八
 
｜
 五
六
 ぺ
一
ジ
 ）
で
時
間
性
の
考
察
 か
ら
反
対
に
「
反
復
」
を
導
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
と
ぎ
お
り
 尾
崎
自
身
も
認
 

め
る
よ
 う
 に
（
前
掲
論
文
、
四
八
 べ
一
ジ
 ）
、
本
来
「
反
復
」
 
か
 ら
 時
間
性
は
派
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
 

（
㏄
）
㏄
せ
目
・
 
円
い
 の
の
，
 
巾
令
 ・
目
し
 
コ
づ
 ・
 2
 の
の
 

o
m
 

㏄
せ
日
 

，
 の
 ・
 ム
 0
 目
 

（
㏄
）
㏄
せ
日
・
 
"
.
 
の
の
の
 

（
㏄
）
㏄
せ
日
・
の
・
の
の
の
 

（
㏄
）
㏄
せ
日
 
，
 "
.
 
の
の
の
 

（
 穏
 ）
㏄
せ
目
、
 
"
.
 
い
 ㏄
㏄
 

（
Ⅱ
）
㏄
せ
目
・
の
・
お
の
 



八
 論
文
芸
 ヒ
目
 
V
 
 目
 ・
 巴
 @
a
 

串
の
は
、
伝
統
的
文
化
に
お
い
て
は
 

、
儀
礼
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
 
動
が
、
 
聖
な
る
、
 
或
 

い
は
少
な
く
と
も
超
人
間
的
な
原
型
、
或
い
は
模
範
に
倣
っ
て
 い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
王
制
に
つ
い
 て
も
当
て
は
ま
 

る
 。
王
者
或
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
者
が
、
王
権
を
行
使
し
 、
 人
々
に
服
従
さ
れ
て
き
た
主
な
根
拠
は
、
王
者
が
通
常
の
人
間
性
 を
 超
越
し
た
、
 
強
 

力
な
、
催
れ
 多
い
、
聖
な
る
実
在
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
 た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
伝
統
世
界
に
お
い
て
は
、
世
俗
的
 権
 威
 （
ぃ
口
（
 

0
 「
 
@
 
忘
汀
ヨ
 

で
 
0
 「
の
ま
）
は
常
に
内
的
実
現
に
基
づ
く
権
威
（
 

ぃ
臣
 
（
 
0
 「
 
@
 
（
 
か
 の
で
 
@
 
「
 
@
 
（
仁
の
 

コ
 の
）
 肛 由
来
し
て
い
る
。
 

本
論
で
は
、
道
家
思
想
に
お
い
て
最
高
の
内
的
実
現
に
基
づ
く
 権
威
を
持
つ
者
は
聖
人
（
或
い
は
至
人
）
で
あ
り
、
聖
人
こ
そ
 が
 王
者
の
原
型
式
 

い
は
規
範
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 

号
 
甘
い
換
え
れ
ば
、
 聖
人
の
み
が
王
権
を
完
全
に
遂
行
し
得
る
者
で
あ
り
、
原
則
と
 し
て
聖
人
の
域
 仁
 

達
し
た
者
の
み
が
真
の
王
者
と
呼
ば
れ
得
る
。
何
れ
の
伝
統
 世
 界
 に
お
け
る
と
同
様
、
伝
統
的
中
国
で
も
、
王
者
の
権
威
は
 、
内
 的
 実
現
が
も
た
ら
 

す
 権
威
に
因
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
思
想
は
、
道
家
の
原
典
が
明
瞭
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
 が
 、
同
時
に
漢
字
「
 王
 」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
 で
あ
る
。
よ
り
 

明
確
に
 @
 甘
え
ば
、
漢
字
「
 王
 」
は
、
統
治
を
行
う
王
者
の
称
号
 を
 表
す
に
留
ま
ら
ず
、
更
に
深
く
内
的
実
現
（
「
 
m
p
 
二
の
 
ぃ
 （
 
@
0
 
コ
 の
で
 
@
 
ユ
 巨
の
 コ
 
の
）
の
域
に
 

達
し
た
聖
人
の
シ
ン
ボ
ル
、
そ
の
「
 印
 」
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
 と
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
こ
れ
ま
で
充
分
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
 
い
 と
 思
わ
れ
る
の
で
、
 

こ
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
解
釈
を
本
論
の
主
な
目
的
と
し
た
い
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 中
心
、
同
一
化
、
合
一
、
真
人
、
聖
人
 

道
家
思
想
に
お
け
る
「
 王
 」
と
い
う
 概
念
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
 

リ
ア
ナ
・
ト
ル
フ
ァ
シ
 ュ
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を
 意
味
し
、
こ
の
状
態
こ
そ
が
王
権
に
そ
の
根
拠
と
正
当
 性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
 

ぎ
 王
権
を
行
使
す
る
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
 越
，
 
え
 、
そ
の
最
高
の
意
味
に
お
い
て
ほ
内
的
状
態
（
 ひ
 
（
 
笛
 
（
の
 
ロ
 
@
 
q
@
 

（
 
由
 
0
-
 
）
に
至
っ
た
者
 

紀
元
百
年
頃
に
作
ら
れ
、
現
存
す
る
最
古
、
か
っ
最
も
権
 威
 の
あ
る
中
国
の
語
源
辞
典
「
説
文
目
は
、
現
在
も
 
用
い
ら
れ
て
い
る
 

「
 王
 」
の
 字
 、
即
ち
三
本
の
横
線
と
、
そ
れ
ら
の
中
央
を
 結
ぶ
一
本
の
縦
線
か
ら
な
る
文
字
（
 図
 a
 ）
に
つ
い
て
「
 三
 な
る
も
の
ほ
 天
 ・
 地
 

（
 
l
l
 

）
 

・
 大
 な
り
。
而
し
て
こ
れ
を
 参
 通
す
る
も
の
ほ
 王
 な
り
」
 と
 定
義
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
基
づ
け
ば
、
「
 
王
 」
と
 呼
ば
れ
る
者
 は
、
ば
 

ら
ば
ら
に
存
在
す
る
 天
 
・
 地
 ・
人
を
接
触
さ
せ
（
 
参
 ）
 、
 天
と
地
が
直
接
に
結
合
し
交
流
す
る
（
 通
 ）
こ
と
、
即
ち
 そ
の
交
換
相
互
作
用
 

 
 

を
 可
能
に
す
る
者
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
相
互
作
用
の
手
 段
 と
し
て
見
た
「
 王
 」
 ほ
 、
天
地
の
仲
介
者
、
 
或
 い
ほ
 
「
か
げ
 橋
 」
で
あ
る
と
 

@
3
@
 

も
言
え
る
。
一
方
、
天
地
の
相
互
作
用
が
象
徴
的
漢
字
 「
 王
 」
の
縦
線
を
通
じ
て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
 注
 目
す
る
な
ら
ば
、
象
徴
 

的
に
仲
介
者
を
仲
介
者
と
し
、
「
 
王
 」
を
「
 王
 」
た
ら
し
 
め
る
も
の
ほ
、
こ
の
縦
線
こ
そ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
定
義
を
出
発
点
と
し
て
考
察
を
行
 う
に
 当
た
り
、
 
一
 一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
 

第
一
の
問
題
は
、
こ
の
「
 王
 」
の
定
義
が
、
通
常
の
意
味
 で
の
王
者
、
冠
を
戴
 き
 統
治
す
る
者
と
厳
密
に
一
致
す
 
る
か
ど
う
か
に
あ
 

る
 。
と
こ
ろ
で
定
義
は
 、
 人
が
天
地
の
仲
介
者
と
な
る
た
 め
の
条
件
を
示
す
の
み
で
、
冠
の
有
無
に
は
触
れ
て
い
 な
い
。
仲
介
の
役
を
果
 

た
す
者
を
「
 
王
 」
と
定
義
し
な
が
ら
、
こ
の
者
を
統
治
 廿
 ，
る
 
者
と
は
定
め
て
い
な
い
。
 

又
 、
一
般
に
認
め
ら
れ
る
 よ
 う
 に
 、
 冠
を
戴
 き
統
 

治
 を
行
 9
 者
は
仲
介
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
定
義
 上
の
仲
介
者
「
 王
 」
は
必
ず
し
も
こ
の
統
治
者
と
は
 限
 ら
な
い
と
も
言
え
る
。
 

そ
れ
故
に
無
冠
の
「
 王
 」
と
い
う
存
在
も
確
実
に
あ
り
 得
 る
の
で
あ
る
。
以
下
に
明
ら
か
に
な
る
 よ
う
 に
、
仲
介
 者
 
「
 王
 」
は
 、
 冠
を
戴
 

一
 
漢
字
「
 王
 」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
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道家思想における「 王 」という概俳のシンボリズムについて 

  
図 a 

ホ - Ⅰ 

キ山 （「 @ 朝 
」 王 「 

」の にお 」 王 「 概 ム 

      し 
ナ、 @ それ ソボ い 。 

ぞ り 

れ ズ 
大 ム 
と 

地 
て ・ 

あ 
る 

と   
口わ - 
れ 
る 

ノト カ ◆ 

    

れ 
セ tI 二 

可 
視 
世 
界 
r 

75  く 3ll Ⅰ 

次
に
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
定
義
に
よ
ね
。
 

ほ
 
、
「
 

王
 
」
は
 

天
と
地
が
直
接
に
作
用
し
合
 

う
 
こ
と
を
可
能
に
す
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



「 一 」 ( 太極 ) 

 
 

  

也
 
 
 

 
 

」
Ⅰ
：
１
１
・
 ，
 1
 

Ⅰ
 @
 

天
 

也
 
 
 

 
 天

 

天 

FT"!-@@@ 
中庸 ( 中心 ) 

廿 我々の世界 

地 

図 8 

天人地 
図 7 

「 一 」 

( 太極 @  天 

枢
 
@
 

 
 

門
世
庸
 々
 

末
大
牢
 
我
 

 
 

め
 て
 
 
 

々
 
し
 

我
と
 我
 

 
 

 
 だ

王
 

真
 

 
 

人
 

 
 

 
 

し
 

 
 

属
す
る
天
と
地
で
は
な
く
、
シ
ソ
 ボ
ル
 で
あ
 

る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 即
 

ち
 天
と
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
普
遍
的
顕
現
 

（
 
ヨ
曲
ヨ
 
こ
の
寸
ヱ
 

0
 
コ
 二
ロ
宇
の
巳
の
 

コ
 の
）
寺
域
い
は
 

並
 
自
適
 

的
 存
在
（
の
 
バ
 @
 
の
 
（
の
 
口
 
り
の
二
三
 
4
%
"
 
色
の
）
を
可
能
 

に
す
る
二
極
、
顕
現
原
理
（
 口
 
（
 
@
n
c
@
 

口
の
片
盲
 

ヨ
リ
 
ヨ
㌃
の
（
 

ド
ヱ
 
0
 
口
 ）
 
、
 或
い
は
存
在
原
理
 6
 ユ
ロ
 
。
 

c
@
p
 

の
 片
 ㌔
の
乙
の
（
の
目
の
）
で
あ
る
原
理
的
「
 

一
 」
 

（
目
口
ざ
か
Ⅰ
 

ユ
ロ
 
C
@
p
@
 

の
 
コ
 の
）
 
、
 （
「
 
一
 」
、
「
 
よ
 
人
 @
 
世
 
」
）
の
 

相
補
的
二
極
、
能
動
的
極
と
受
動
的
極
 め
シ
 

ン
ボ
ル
で
あ
る
。
天
と
地
は
、
道
家
思
想
の
 

言
う
 至
陽
 と
室
 陰
 、
 ｜
 他
の
伝
統
に
お
い
て
 

そ
れ
に
対
応
す
る
本
質
（
 口
臣
 
（
二
の
 

a
 
。
「
の
 

@
a
-
 

の
の
の
の
 

口
 （
 
@
a
 

）
と
実
質
（
 

笘
 a
k
 

（
（
 

@
.
 
笘
汗
 ・
の
手
。
 

の
 
（
 
ト
 ロ
（
 

@
a
 

）
 
｜
 を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
と
言
っ
て
も
 

よ
い
。
中
国
の
伝
統
も
 、
 他
の
伝
統
と
同
様
 

に
 、
太
初
に
お
い
て
ほ
 、
 天
と
 地
は
末
だ
 

「
分
離
」
状
態
に
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
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道家思想における「 壬 

い 顕 そ 顕 を通し て 現さ 」 王 り、 「 
て し 
  て 

  
ョ ． て 

十 @ - 

り、 し 

る 全 

「 
点 
」 

@ Ⅴ 

て 

@ ま 

天 

の 

相 
互 
作   
の 

媒   介 

77@ (313) 

 
 

在
 的
に
同
一
化
し
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
の
世
界
に
お
 け
 る
 大
世
界
 軸
の
 
「
代
表
」
で
あ
る
。
 
@
@
 

天
と
地
の
直
接
的
 相

互
作
用
は
中
心
に
よ
 

と
 

 
 

      概念のシンボリズムについて 

央 が相 る大我 が つ の る。 交流 列を 成さ ち 普 され 

で 々 仕 種 こ が な れ 遍 る 禍 事   
他は 矢数 こ 現 さ極そ   
天 の れ は つ 間 は ， 遍 

廷 て 「 各 が を と 、 可   び お 介 せ 図 な 地 正 介 し る り 離 界 2 す の し な   
合う唯一しの軸が 

、 世 そ す る の 生 と 的 

に し 必   
ある 思相ゅ @ 
三の ョ 一 

に ぢ 

よ 「   
世 界不 「 くあ 可助 なでみ接を）大間 、 に世に的 理 
軸 装 語 る ? 能 結 階 ょ 界 現 「 
ほ の ら 。 @  で   

潜 中   



㈲
「
 王
 」
に
お
け
る
中
央
の
横
線
の
 シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
 

漢
字
「
 王
 」
の
中
央
の
横
線
ほ
人
を
表
す
が
、
天
と
地
の
 間
 、
し
か
も
そ
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
 明
 ら
か
な
よ
う
に
、
 
天
 

と
地
は
こ
の
人
に
お
い
て
均
等
を
保
ち
結
合
し
て
い
る
（
 図
 4
 ）
。
天
と
地
の
中
央
に
立
つ
人
ほ
、
双
方
の
結
合
の
 

完
成
さ
れ
た
産
物
（
 結
 

果
 ）
で
あ
る
と
い
う
側
面
と
、
天
と
地
の
産
物
と
し
て
 両
 方
の
本
性
、
「
 徳
 」
を
等
し
く
受
け
継
い
で
い
る
た
め
、
 

双
方
の
中
間
者
、
双
 

方
を
結
び
つ
げ
る
仲
介
者
或
い
は
「
か
げ
 橋
 」
で
あ
る
と
 い
う
側
面
を
も
つ
。
「
 王
 」
に
お
け
る
人
に
関
す
る
こ
 の
 一
一
つ
の
視
点
の
相
違
 

ほ
 、
「
 王
 」
の
三
項
の
並
べ
方
の
相
違
と
な
っ
て
現
れ
る
 。
即
ち
こ
の
三
項
を
「
説
文
」
と
同
様
、
天
・
 力
 ・
人
の
 順
 に
並
べ
る
こ
と
も
 

あ
れ
ば
、
 
天
 ・
 人
 
・
地
の
順
、
漢
字
「
 
王
 」
が
表
す
順
も
 あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
「
 王
 」
に
お
け
る
人
ほ
、
ど
こ
に
で
も
い
る
 大
 で
ほ
な
い
。
そ
れ
は
、
原
典
が
言
 う
 
「
天
性
」
、
「
 
初
 の
性
 」
、
「
金
性
」
、
 

「
真
性
」
を
保
つ
人
、
天
に
与
え
ら
れ
た
始
源
の
完
全
な
 
、
 真
の
本
性
を
「
 易
 
（
 か
え
 ）
 る
、
傷
 
（
 や
ぶ
 ）
 る
、
損
 ず
る
、
 
失
う
」
こ
と
 

（
 
g
@
 

の
な
い
人
、
又
は
こ
の
始
源
の
本
性
に
「
 返
 
（
 
反
 、
復
）
 る
 」
こ
と
を
実
現
し
た
人
を
意
味
す
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
 人
の
内
に
ほ
 陰
と
 陽
が
 

完
全
な
平
衡
状
態
に
あ
る
。
そ
の
「
性
を
全
く
し
て
真
を
 保
つ
」
人
の
み
が
こ
こ
で
い
う
「
 人
 」
に
該
当
し
 、
平
 衡
 を
欠
い
た
、
完
全
な
 

（
Ⅱ
 
@
 

本
性
を
保
た
な
い
「
堕
落
し
た
」
普
通
の
人
と
は
区
別
さ
 れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
 
王
 」
に
お
け
る
人
は
、
道
家
居
 想
の
言
う
真
人
に
他
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

な
ら
な
い
。
 
又
 、
「
天
が
生
じ
た
万
物
の
な
か
で
、
貴
い
 

も
の
ほ
唯
人
で
あ
る
」
と
言
 う
 と
き
の
人
も
 、
 天
と
地
の
 
完
全
な
産
物
と
し
て
 

（
 
0
0
@
 

ゑ
コ
 o
 千
 n
o
 
コ
臼
 
（
 
ざ
 ミ
み
）
に
あ
る
。
 

以
上
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
 う
 に
、
大
世
界
の
 
ィ
メ
一
ジ
 
（
 
図
 3
 ）
は
漢
字
「
 
王
 」
と
同
じ
表
象
で
あ
り
、
唯
一
異
な
 る
の
ほ
、
 
立
っ
て
 

い
る
視
点
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
 、
 後
に
よ
り
明
ら
か
に
な
 る
よ
う
に
、
「
 王
 」
と
言
う
表
象
ほ
太
 界
の
 
イ
メ
ー
ジ
 と
し
て
「
大
宇
宙
」
、
 

「
 王
 」
で
あ
る
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
小
宇
宙
」
の
 両
 者
を
表
象
し
て
い
る
。
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道
は
我
 

囲
 
即
ち
 -
 

ヨ 想における「 王 」という概俳のシンボリズムについて 

と
な
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
 

、
図
 3
 ホ
 

々
の
 件
 山
田
 

に
 
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
天
地
の
序
列
を
考
慮
し
、
 

又
漢
 字
 「
 王
 」
に
戻
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
図
 7 
の
よ
う
に
 変
更
す
る
こ
と
が
必
要
 

   
 

図
 7
 
と
図
 3
 
を
比
較
す
る
と
、
二
つ
は
中
央
の
横
線
に
関
 す
る
視
点
が
異
な
る
点
を
除
 け
ぱ
、
 
等
し
い
こ
と
が
 分
 か
る
。
 

 
 

 
 
 
 

、
は
 
、
こ
の
線
が
我
々
の
世
界
を
示
す
の
に
対
し
、
図
 7
 で
は
真
人
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ほ
、
真
人
が
あ
る
 意
味
で
 

7
9
 

分
の
 

「
代
表
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
 

。
事
実
、
天
と
地
の
間
の
中
央
を
な
し
、
我
々
の
世
界
の
 他
 の
 会
 

「
 
王
 」
に
お
け
る
人
、
即
ち
真
人
ほ
、
厳
密
な
意
味
で
は
 「
天
と
地
の
子
」
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
普
遍
的
顕
現
 
は
 全
て
天
と
地
の
 

結
合
の
産
物
で
あ
り
、
従
っ
て
何
れ
の
存
在
 物
 も
天
と
 地
 両
者
の
本
性
を
受
け
継
い
で
お
り
、
如
何
な
る
存
在
 物
 と
い
え
ど
も
本
質
と
実
 

質
 、
 或
 い
ほ
現
実
態
の
（
 
臼
 
。
痒
の
）
面
と
可
能
態
の
（
の
 
コ
 Ⅰ
 岸
 @
 
の
の
り
目
の
）
面
、
即
ち
 

陽
と
 陰
の
双
方
の
様
相
を
必
然
 的
に
も
っ
て
い
る
こ
と
 

を
 考
え
る
な
ら
ば
、
真
人
に
限
ら
ず
、
全
て
の
人
、
万
物
 
全
て
を
「
天
と
地
の
子
」
と
見
な
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
天
地
双
方
の
本
 

性
 、
 陽
と
 陰
が
参
与
す
る
度
合
や
割
合
が
無
限
に
異
な
り
 、
そ
れ
 故
 万
物
も
無
限
に
多
様
で
あ
る
が
、
我
々
の
 世
 男
 で
は
、
真
人
に
お
い
 

て
の
み
天
地
の
相
互
作
用
が
完
全
に
調
和
し
均
等
化
し
て
 い
る
こ
と
か
ら
、
真
人
の
み
が
厳
密
に
「
天
と
地
の
子
 」
で
あ
る
と
言
え
る
。
 

と
こ
ろ
で
今
、
図
 1
 に
図
 4
 を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
図
 5
 が
 得
ら
れ
る
が
、
こ
の
図
は
、
原
理
的
「
 一
 」
又
は
至
 高
原
理
で
あ
る
「
 常
 

の
道
」
が
正
に
「
 
王
 」
に
お
け
る
人
に
お
い
て
直
接
に
反
 映
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
が
「
天
下
、
唯
一
の
 土
 
貝
 い
も
の
」
と
舌
口
わ
れ
 

る
 所
以
で
あ
る
。
即
ち
原
理
が
直
接
に
反
映
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
の
み
原
理
に
「
返
る
」
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
 り
、
 従
っ
て
人
の
み
が
 

原
理
（
「
 一
 」、
「
 
道
 」
）
 へ
 「
戻
る
」
、
「
返
る
」
（
即
ち
そ
れ
 に
合
一
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
唯
一
性
こ
そ
が
 人
を
 
「
唯
一
の
貴
い
も
 

の
 」
他
方
、
既
に
述
べ
た
 よう
 に
、
「
 王
 」
に
 お

け
る
人
は
天
と
地
の
完
全
な
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
 、
 双
方
の
間
の
伸
介
者
 

で
も
あ
る
。
こ
の
視
点
は
図
 4
 の
構
の
投
影
で
あ
る
（
 
図
 6
 ）
。
即
ち
人
が
正
に
天
と
地
の
間
の
中
央
に
位
置
す
る
 

図
 に
よ
り
一
層
明
ら
か
 

の
人
、
真
人
と
し
て
の
人
に
体
な
ら
な
Ⅱ
 

-
2
 

）
、
 

O
 



㈲
「
 王
 」
に
お
け
る
縦
線
の
 シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
 

「
 
王
 」
に
お
け
る
縦
線
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
 は
、
 既
に
述
べ
た
主
要
な
点
に
つ
い
て
角
度
を
変
え
て
 見
 直
し
た
い
。
三
本
 

世
界
の
総
括
で
あ
り
、
そ
の
場
は
、
こ
の
世
界
の
中
心
で
 あ
る
。
一
方
、
天
地
が
直
接
に
結
合
し
交
流
す
る
こ
と
 
は
中
心
に
お
い
て
の
 

み
、
中
心
性
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
，
 

し
 と
か
ら
、
こ
の
中
心
性
こ
そ
が
「
 王
 」
に
お
け
る
人
を
 我
々
の
世
界
に
お
け
る
 

天
と
地
の
仲
介
者
と
し
、
従
っ
て
そ
の
真
の
「
 王
 」
と
す
 る
も
の
で
あ
る
。
 

「
 
王
 」
と
は
、
天
地
を
結
び
つ
け
、
そ
の
直
接
の
相
互
 作
 用
を
可
能
に
す
る
者
と
定
義
す
る
こ
と
で
論
を
起
こ
し
 
た
が
、
漢
字
「
 王
 」
 

の
 三
本
の
横
線
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
 り
 、
定
義
の
も
つ
よ
り
深
い
意
味
が
理
解
さ
れ
る
。
 

即
 ち
 我
々
の
世
界
に
お
 
け
 

る
 仲
介
者
と
は
、
こ
の
世
界
の
中
心
に
同
一
化
す
る
者
で
 あ
り
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
「
 王
 」
と
は
、
冠
の
有
無
 や
 
「
王
国
」
と
は
関
係
 

（
り
川
）
 

な
く
、
真
人
で
あ
る
人
を
示
す
。
 

図
 8
 に
よ
り
、
漢
字
「
 王
 」
に
更
に
一
歩
 近
 づ
い
た
。
 
次
 い
で
三
本
の
横
線
を
結
び
つ
け
 ろ
 縦
線
、
「
 王
 」
を
「
 王
 」
た
ら
し
め
る
 線
 

ほ
 つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 

て
の
存
在
 初
 に
対
し
て
も
中
央
の
存
在
で
あ
る
真
人
は
 、
 こ
の
世
界
の
中
心
に
位
置
す
る
者
に
他
な
ら
な
い
。
 
換
言
す
れ
ば
、
真
人
は
 

「
中
庸
」
に
あ
り
、
そ
れ
に
現
実
的
に
（
 

曳
 ：
（
 @
 
忘
 5
 目
 こ
 
同
一
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
心
に
位
置
す
る
か
ら
こ
 そ
 、
真
人
は
我
々
の
 世
 

@
 
Ⅱ
）
 

界
の
総
括
を
表
し
、
従
っ
て
そ
の
「
代
表
」
と
な
り
得
る
 の
で
あ
る
。
中
心
に
位
置
す
る
真
人
に
対
し
、
普
通
の
 、
「
堕
落
し
た
」
 

人
 、
 

@
 
巧
 -
 

即
ち
そ
の
始
源
の
完
全
な
本
性
を
潜
在
的
に
し
か
も
た
な
 ぃ
人
は
、
「
中
心
を
外
れ
た
」
人
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
 

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
表
象
「
 王
 」
の
中
夫
の
横
線
は
 、
 真
人
を
中
心
と
す
る
我
々
の
世
界
（
図
 3 ）
並
び
に
そ
 の
 総
括
と
し
て
の
 人
 

@
 
㏄
 @
 

（
真
人
）
（
図
 7
 ）
の
両
方
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
 で
あ
る
（
図
 8
 ）
。
換
言
す
れ
ば
、
「
 王
 」
に
お
け
る
人
が
 も
つ
意
味
は
 、
 我
々
の
 

く 316) 80 



 
 

綺
 
同
一
化
、
そ
れ
に
よ
る
絶
対
的
中
心
へ
の
同
一
化
に
 他
な
ら
な
い
。
「
中
心
の
域
に
ほ
四
大
な
る
も
の
が
あ
る
 
」
、
即
ち
顕
現
原
理
と
し
て
 

：
 
貼
の
 「
 道
 」
、
普
遍
的
原
理
と
し
て
の
矢
並
び
に
地
、
 加
え
て
絶
対
的
中
心
を
得
た
者
「
 王
 」
で
あ
る
。
「
 
域
中
 に
あ
る
」
と
は
、
形
而
上
の
 

ぬ
域
 、
顕
現
さ
れ
て
い
た
 い
 状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
 す
る
が
、
こ
の
状
態
に
あ
る
も
の
こ
そ
「
大
な
る
も
の
 で
あ
る
」
。
「
 
王
 」
は
内
的
に
 

@
 
れ
 -
 

道
 

こ
の
状
態
に
復
帰
し
て
合
一
し
て
お
り
、
そ
れ
 故
 「
 一
 （
 
原
理
的
「
 一
 」
）
に
居
る
」
、
大
な
る
も
の
に
数
え
ら
れ
 
て
い
る
。
 

81 く 317) 

「
 
る
 絶
対
的
中
心
に
「
吸
収
さ
れ
」
、
 

塁
几
 

、
 
さ
れ
る
。
 

@
 
（
 
-
2
 

円
 
老
子
目
の
第
二
十
五
章
が
述
べ
て
い
る
の
は
正
に
こ
の
 

「
 王
 」
の
大
世
界
の
軸
へ
の
 

王
 
」という概俳の 

は す 
大 売 る 

性 合 な 

らば 界軸 な 意 
含 味   

での 体に 王 「 」 

  
る え @ 
  
    
て あ 
は る 

    人 

（真人 の軸は   
  
    が 、 

限 

  
の中心 息味 で 

の 

伸介 即ち 

原 者 
理 で   
の 

形 
あ 

而 
る 

上 
の 

の 
れ @ - 
対 

場 「 し 

」 

で 王 「 
あ 

」 

ル
点
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
「
 
王
 」
は
こ
の
 軸
 全
体
に
同
一
化
す
る
の
で
あ
る
。
 

人
 （
真
人
）
が
我
々
の
 

世
界
の
伸
介
者
で
あ
る
と
 

刊
 
「
 
王
 」
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
支
え
る
 

「
支
柱
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
、
「
 

王
 」
を
 一
 
亦
す
図
 b
 の
如
き
古
 い
 表
象
 

ぬ
は
 、
「
 
王
 」
を
大
世
界
 
軸
 と
同
一
視
し
、
あ
ら
ゆ
る
 
世
界
の
「
支
柱
」
と
見
な
す
思
想
を
明
瞭
に
表
し
て
い
 

る
輪
 
o
@
 

 
 

 
 

ら
を
我
々
の
世
界
の
中
心
に
同
一
化
す
る
が
、
こ
の
中
心
 

は
 大
世
界
 軸
 上
の
た
だ
 一
 

  

こ
と
は
、
そ
の
集
合
で
あ
る
大
世
界
 軸
 に
関
し
て
も
 @
=
 

ロ
，
 

え
、
 従
っ
て
こ
の
軸
に
同
一
化
す
る
者
に
つ
い
て
も
同
じ
 こ
と
が
言
え
る
。
即
ち
 

そ
 、
分
極
化
し
た
天
と
地
が
直
接
交
流
し
得
る
唯
一
の
場
 で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
各
世
界
の
中
心
が
果
た
す
 役
割
に
つ
い
て
言
え
る
 

の
 横
線
を
結
び
つ
け
る
縦
線
に
同
一
化
す
る
者
が
「
 王
 」
 で
あ
る
が
、
こ
の
 線
は
 天
地
の
間
に
延
び
、
そ
れ
ら
の
 中
心
を
貫
い
て
あ
ら
ゆ
 

る
 世
界
を
相
互
に
、
そ
し
て
 ス
 共
通
の
原
理
で
あ
る
太
極
 に
 結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
の
大
世
界
 軸
 に
他
な
ら
な
い
こ
 と
か
ら
、
大
世
界
離
合
 

体
 に
同
一
化
し
た
者
こ
そ
厳
密
な
意
味
で
の
「
 王
 」
で
あ
 る
と
言
え
る
。
分
極
化
し
た
天
地
の
間
に
は
無
数
の
世
 界
が
 階
層
的
に
「
 重
な
 

っ
て
い
る
」
が
、
各
世
界
の
存
在
と
維
持
は
そ
れ
ぞ
れ
の
 「
心
臓
」
で
あ
る
中
心
に
よ
り
保
証
さ
れ
て
い
る
。
 こ
 の
こ
と
は
各
中
心
こ
 



以
上
が
漢
字
 

こ
れ
を
評
し
 

越
え
た
展
開
が
 

解
釈
を
加
え
る
 「

 王
 」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
概
要
で
あ
る
。
 

て
 論
述
を
支
え
る
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
と
の
批
判
が
予
想
 さ
れ
る
が
、
更
に
詳
し
い
分
析
を
行
 う
 に
は
 当
 論
文
の
 論
題
を
 

必
要
と
な
る
の
で
、
今
回
は
割
愛
す
る
。
し
か
し
、
論
述
 の
 理
論
的
基
盤
は
原
典
に
あ
る
の
で
、
以
下
に
原
典
を
 引
用
し
 

ほ
 つ
れ
、
上
の
論
の
正
当
性
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
 。
 尚
 、
 当
 論
を
展
開
さ
せ
る
に
当
た
り
、
分
析
的
、
「
 
教
 育
的
 」
 

に
よ
っ
て
、
 
又
 
「
 王
 」
に
お
い
て
行
わ
れ
る
が
、
厳
密
に
 は
 
「
普
遍
的
人
」
で
あ
る
「
 
王
 」
の
心
を
通
し
て
行
わ
 れ
る
こ
と
を
表
し
て
 ぃ
 

@
@
 

勾
 
）
 

る
 。
天
地
の
中
央
を
な
す
場
で
、
双
方
が
結
び
っ
く
場
を
 、
明
瞭
に
「
 王
 」
の
心
と
一
致
さ
せ
て
い
る
点
で
こ
の
 表
象
は
興
味
深
い
。
 

と
こ
ろ
で
、
 図
 c
 は
漢
字
「
 王
 」
の
別
の
古
い
表
象
で
あ
 る
が
、
縦
線
に
関
連
し
て
い
る
中
央
の
部
分
を
 、
 別
の
 視
点
か
ら
解
釈
す
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
上
下
の
横
線
が
そ
れ
ぞ
れ
天
地
を
表
し
 て
い
る
の
で
、
「
 王
 」
自
身
に
対
応
す
る
の
は
中
央
の
 部
分
、
即
ち
十
字
で
あ
 

る
こ
と
が
分
か
る
。
十
字
は
基
本
的
、
か
つ
普
遍
的
（
 あ
 ら
ゆ
る
文
化
に
共
通
す
る
）
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
が
、
 こ
 こ
で
は
対
応
、
或
い
は
 

類
比
の
原
則
に
よ
り
、
「
大
宇
宙
」
と
「
小
宇
宙
」
の
 
両
 者
の
シ
ン
ボ
ル
と
考
え
ら
れ
る
。
十
字
の
四
本
の
枝
を
空
 間
 に
お
け
る
方
向
と
 

見
 な
す
な
ら
ば
、
十
字
は
普
遍
的
顕
現
と
し
て
の
「
大
字
 宙
 」
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。
一
方
十
字
を
、
内
的
に
そ
 の
 原
理
的
状
態
に
お
い
 

て
 普
遍
的
顕
現
を
「
包
括
」
す
る
者
、
 い
 わ
ゆ
る
「
普
遍
 酌
人
」
、
「
宇
宙
的
 
人
 」
、
即
ち
厳
密
な
意
味
で
の
「
小
字
 宙
 」
の
シ
ン
ボ
ル
 と
 

解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
 

@
@
 漢
字
「
 王
 」
が
そ
の
中
 央
 に
十
字
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
厳
密
な
意
味
に
お
 け
 る
 「
 王
 」
は
、
「
普
遍
的
 

人
 」
を
意
味
す
る
と
言
え
る
。
 

「
 王
 」
と
い
う
概
念
を
表
す
古
い
表
象
に
数
種
類
あ
っ
た
 こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
 目
 d
 に
挙
げ
た
表
象
 

が
あ
る
。
こ
の
表
象
、
と
り
わ
げ
そ
の
中
央
の
部
分
に
 ょ
 り
 、
漢
字
「
 王
 」
の
シ
ン
ボ
 ソ
ズ
ム
 に
つ
い
て
更
に
興
 味
 深
い
解
釈
が
可
能
と
 

な
る
。
こ
の
表
象
「
 王
 」
は
「
手
足
を
広
げ
た
人
が
 、
天
 と
 地
の
間
に
立
つ
さ
ま
を
示
す
」
（
 
円
 
漢
和
大
辞
典
Ⅱ
学
習
 
研
究
社
）
と
説
明
さ
れ
 

て
い
る
。
こ
の
表
象
も
図
 c
 と
同
様
に
「
 王
 」
を
「
普
遍
 酌
人
」
と
見
な
す
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
、
天
地
 の
間
の
仲
介
は
、
「
 
王
 」
 

(3181 82 



道家思想に 3 

枢 完 この って （聖王） 

  
左 の） の中心 （聖王 

は を 環 
） 得 の 

終 る 中 
わ （ 心 

り 自 に 
も ら あ 
始 を る 

め 中   
も 心 宅 

  
  「十七月 

ゆ論篇 れば、ことに 」 

瞬 よ ） 
問 っ 

も て 

  
も 物 
知 は 
ら そ 
た の 
い ま 

。 わ 

日 り 
々 で、 

に 自 

物 ら 

彼に） の変化 

を し 

と た 
も が 

83@ (319) 

 
 

け
 

（
聖
人
の
立
場
は
道
の
枢
の
場
で
あ
る
。
）
是
非
と
い
う
 

対
 立
 を
得
な
い
（
対
立
そ
れ
自
体
が
解
消
さ
れ
る
）
場
を
 道
 の
 枢
 と
い
う
 っ
 

 
 

「 王 」という概俳のシンボリズム 肛 ついて 

っ " て " 限 方 
法 
よ 

ょ た 
り、 

ぅ 土     総 
合 
的 

法 
を 

天 「 
選 

Ⅲ ま   
T 

ん 

ナ " @ 
の の 

Ⅲ ま 

  人 」 
先 
ず 
@ 許耳甘 Ⅰ 

述 
内 
容 
の 

全 
体 
像 
を 
把 

て， 握 
す 
る 
    
と 
が 

重 
よ 辛ん 「 要 

と 

考 
え 
る る か 

の 主 ら 
て， 

あ し あ 
る   し た 

。 を へ っ あ 界 つ し 



に
し
な
が
ら
も
、
（
内
的
に
は
）
 
本
 化
（
不
変
）
の
も
の
 と
 同
一
と
な
っ
て
い
る
。
 宙
 荘
こ
「
刑
場
 篇
 」
）
 

聖
人
は
、
宇
宙
の
車
輪
、
移
り
変
わ
る
も
の
の
環
の
中
心
 に
 位
置
す
る
こ
と
、
又
は
「
 道
枢
 」
に
現
実
に
同
一
化
 す
る
こ
と
に
よ
り
 初
 

め
て
不
変
の
、
「
常
の
道
」
に
合
一
す
る
。
そ
し
て
他
の
 
存
在
 物
 と
共
に
こ
の
世
に
あ
り
な
が
ら
、
内
的
に
は
、
 こ
 の
世
の
如
何
な
る
影
響
 

も
 受
け
な
い
、
如
何
な
る
条
件
、
対
立
を
も
越
え
、
更
に
ほ
 

、
「
万
世
」
（
あ
ら
ゆ
る
世
界
）
の
制
限
も
超
越
し
た
 
境
 地
 に
あ
る
の
で
あ
る
。
 

（
 
ぬ
 -
 

漢
字
「
 王
 」
は
正
に
こ
の
 ょ
う
 な
境
地
に
達
し
た
者
 窒
 不
す
 。
そ
し
て
天
地
の
間
、
大
世
界
「
天
下
」
を
そ
の
 
「
王
国
」
と
す
る
。
 

「
聖
人
は
天
下
の
王
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
こ
と
 
を
 明
快
に
表
現
し
て
い
る
。
 

天
楽
と
は
、
 天
 
（
常
の
道
）
 
と
和
 
（
合
一
）
す
る
こ
と
で
 
あ
る
。
 

天
楽
を
知
る
（
そ
れ
を
実
現
す
る
）
者
に
お
け
る
「
 動
 」
 と
ほ
、
 （
陽
で
あ
り
）
 
、
 天
の
徳
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
 る
 。
天
楽
を
知
る
 

者
に
お
け
る
「
 静
 」
と
は
、
（
陰
で
あ
り
）
 
、
 地
の
徳
を
得
 て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
彼
の
）
心
が
一
に
定
ま
っ
て
 （
原
理
的
「
 一
 」
 

に
 合
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
天
下
の
王
と
な
る
。
 

心
 が
一
に
定
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
物
が
彼
に
服
従
す
る
 。
（
彼
が
得
た
、
「
 
一
 」
の
）
 虚
 ・
静
に
よ
っ
て
天
地
を
 推
し
支
え
、
万
物
 

に
 通
じ
る
。
こ
れ
を
こ
そ
天
楽
と
い
う
。
天
楽
と
は
、
 聖
 人
の
（
「
 一
 」
に
定
ま
っ
た
）
心
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
 て
 天
下
を
養
 う
 

こ
と
で
あ
る
。
 宙
 荘
子
 ロ
 「
天
道
篇
」
）
 

「
天
下
の
王
」
で
あ
る
聖
人
が
、
原
理
的
「
 一
 」
へ
の
 合
 一
 を
現
 事
 化
す
る
「
 場
 」
 ほ
 、
上
述
し
た
 よ
う
 に
 、
 自
ら
 の
 心
で
あ
る
。
 そ
 

し
て
こ
の
合
一
に
よ
っ
て
こ
そ
、
天
と
地
が
聖
人
の
心
に
 お
い
て
再
び
不
可
分
な
結
合
の
状
態
と
な
る
。
 

（
道
の
一
な
る
所
の
者
、
即
ち
原
理
的
 一
 と
同
様
に
ご
 聖
 人
は
天
地
を
井
（
 あ
わ
 ）
 せ
 包
み
、
（
そ
れ
に
よ
っ
て
）
 
天
と
地
の
沢
（
 恵
 

み
 ）
は
天
下
に
及
ぶ
。
 宙
 荘
子
 ヒ
 「
 
徐
無
鬼
篇
 」
）
 

「
天
下
の
王
」
で
あ
る
聖
人
は
、
至
高
の
仲
介
者
と
し
て
 
天
地
の
相
互
作
用
、
そ
の
恵
み
が
「
天
下
に
及
ぶ
」
こ
と
 を
 可
能
に
す
る
。
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自
ら
が
得
た
内
的
状
態
の
全
て
の
恵
み
を
万
物
に
及
ば
し
 

て
そ
れ
ら
を
「
養
 

う
 」
。
こ
の
「
 

王
 」
は
人
々
だ
け
で
は
 

な
く
、
万
物
全
て
を
 

そ
の
原
理
的
状
態
に
お
い
て
（
 

w
-
.
 

か
 
（
㏄
（
 

づ
 
「
 
@
 母
の
 
-
 
）
「
 
治
 め
る
」
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
「
治
め
」
を
自
ら
が
 

合
 一
 
し
た
と
こ
ろ
の
「
 

道
 」
 

と
 同
様
に
、
行
為
に
よ
ら
ず
、
「
無
為
」
に
よ
っ
て
現
実
 

化
す
る
の
で
あ
る
。
環
の
中
心
に
位
置
し
、
「
天
下
の
王
 

」
で
あ
る
聖
人
は
 

、
 

「
 
道
 」
と
同
様
に
「
不
動
の
原
動
機
」
、
即
ち
自
ら
は
「
 

動
 か
ず
し
て
」
他
の
全
て
を
「
動
か
す
」
者
と
な
る
。
 

ょ
 り
 厳
密
に
言
え
ば
、
 

「
 
王
 」
の
「
治
め
」
或
い
は
作
用
は
 

、
 彼
の
意
志
に
よ
り
 

も
た
ら
さ
れ
る
の
で
ほ
な
く
、
彼
の
内
的
状
態
が
引
 

き
起
 
こ
す
必
然
的
結
果
で
 

て
あ
る
。
こ
の
作
用
は
 

、
 好
ま
し
い
そ
し
て
恒
久
的
な
 

影
響
力
で
あ
り
、
彼
の
存
在
そ
の
も
の
か
ら
発
散
さ
れ
 

る
 効
果
で
あ
る
。
「
天
下
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ぬ
ず
恵
み
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼
が
環
の
中
心
、
 

そ
の
「
空
虚
」
の
軸
に
位
置
し
さ
え
す
れ
ば
、
彼
の
影
 

響
 力
、
「
 

効
 」
は
「
影
の
如
 

 
 く
 、
こ
だ
ま
の
如
く
」
宇
宙
や
人
間
界
に
あ
ま
ね
く
行
 

き
 渡
り
、
万
物
の
全
て
の
必
要
は
「
求
め
に
応
じ
て
」
 

充
 た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

ジ
 そ
れ
故
に
万
物
は
わ
げ
を
問
 

う
 こ
と
も
な
く
、
自
ら
 

「
天
下
の
王
」
聖
人
に
従
う
。
 

 
 

（
道
を
得
た
）
聖
人
は
、
漠
然
無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
 

な
 く
 、
皓
然
 
無
治
 
に
し
て
治
め
ざ
る
な
し
。
（
 

円
准
 
南
子
 
卜
 「
 
原
 
道
訓
 
」
）
 

念
 

 
 

あ
る
。
 
ニ
 の
場
で
あ
る
中
心
に
位
置
し
て
、
自
分
自
身
 

が
 動
か
ず
し
て
世
界
を
動
 

 
 

@
 
る
 
）
 

と
 

ほ
 
こ
れ
こ
そ
、
漢
字
「
 

王
 」
が
示
す
「
 

王
 」
で
あ
る
 

こ
と
の
本
来
的
な
意
味
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 原
理
へ
の
復
帰
、
そ
れ
へ
の
合
一
を
意
味
し
て
お
り
 

、
 従
っ
て
こ
の
文
字
は
 

、
こ
 

ォ
 
・
簗
の
境
地
に
達
し
た
聖
人
を
表
す
最
良
の
表
象
或
い
は
 

シ
ン
ボ
ル
、
更
に
は
聖
人
の
「
 

印
 」
で
あ
る
と
言
え
る
 

。
漢
字
「
 

王
 」
は
一
般
に
は
 

親
王
権
を
表
す
文
字
で
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
純
粋
な
 

内
的
状
態
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
言
え
る
。
更
に
は
、
 

既
に
述
べ
た
よ
ら
に
、
こ
の
 

道
 内
的
意
味
こ
そ
が
王
権
を
も
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
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（
真
の
意
味
で
）
 

主
徳
の
人
と
は
 

主
徳
の
人
の
動
 

が
彼
に
従
 う
 。
 

彼
は
万
物
に
交
 

篇
 」
）
 

こ
の
一
節
に
は
、
 

「
そ
の
性
を
窮
め
る
」
 

て
 「
常
の
道
」
の
「
 

を
も
つ
の
で
あ
る
。
 

即
ち
道
で
あ
る
こ
と
 

え
が
説
か
れ
て
い
る
 

（
我
の
話
し
た
）
 

万
物
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
主
徳
の
人
の
み
で
 

あ
る
。
 

、
そ
の
（
 
木
 ）
性
を
窮
め
（
完
全
な
も
の
に
し
）
 

、
 徳
を
 立
て
て
道
を
明
ら
か
に
（
体
得
）
す
る
人
で
あ
る
。
 

（
は
た
ら
）
 

き
 （
天
の
徳
）
 

ほ
、
 ぼ
つ
 然
 と
し
て
（
そ
の
 
本
性
の
必
然
的
影
響
力
と
し
て
）
現
れ
る
が
故
に
 

、
万
 物
 

わ
り
な
が
ら
も
、
至
高
の
無
（
常
の
道
）
の
域
に
お
り
、
 

そ
れ
に
よ
っ
て
万
物
の
求
め
に
応
じ
る
。
 

ミ
 荘
王
「
 天
 地
 

王
権
並
び
に
そ
の
基
礎
と
な
る
内
的
状
態
に
基
づ
く
権
威
 

に
関
す
る
伝
統
的
思
想
を
極
め
て
明
確
に
述
べ
て
い
る
 

 
 

、
 即
ち
そ
の
本
性
を
戻
す
者
、
「
道
を
明
ら
か
に
す
る
」
 

、
 即
ち
「
 
道
 」
へ
の
復
帰
や
合
一
を
実
現
し
、
そ
れ
に
 

ょ
  
 

効
 」
を
得
た
者
の
み
が
、
真
に
「
王
の
（
固
有
の
）
 

徳
 」
 を
 有
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
万
物
を
定
め
る
」
権
威
と
能
 

カ
 

十
六
章
に
お
い
て
も
「
王
で
あ
る
，
」
と
同
義
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
道
家
の
原
典
に
 
同
様
に
、
月
老
子
 

目
 

限
 

 
 

 
 
考
 

道
を
得
た
者
の
み
は
、
天
上
は
皇
と
な
り
、
下
は
王
者
と
 

な
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
 

畢
孟
 
「
 
在
宥
篇
 
」
）
 

三
聖
人
、
王
者
、
聖
王
 

説 

とこ 明が 

必 ろ 
要 で と 
王 思わ 「 」 

れる。ニ元ガ ， 

  

  
  

  

  
つ 
Ⅰ マ 

て 

ほ 

更 
ケ @ L 
詳 

し 

Ⅰ v 

(322)@ 86 



道家思想における「 王 」とし 5 概念のシンボリズムについて 

地 伏 倣 
道   

万 の     治 為 
め 」   は は 

馳 と へ と な よ 

（ な 棋 王 る   
は っ 帰 の は   不 純 
し て し 徳 な を 治 
ら い て は し と ）せるること 天と 地 得られ 。   
」 を る に ど で 

こ 改 「 配 
き る 

とめ無し がて 為、 
で 明 」 天 の な 効 
き ら が と   
る か 統 地 為 
の に 治 に し 

で す の 乗 @ 
あ る 陳 じ 道   な 

る の 貝 U   と 
が 

が で と 万   
、 あ さ 物 そ 治めで （常の ら、 

こ る れ を の   
の 。 て 馳 
表 一 い （ 徳 それが 「 道 」 ある @ 
親 方 る は 自 

は 、 こ し ら 」と） （働き ） 域 の   
せ ケ - ヒ の 

よ 
  
  

  士 @@ 二 ． @ 
て 

  
主 ケ - "@ 

と 

為 
  
  

る 

し 
（明 ヨ荘 

も 
の 

無 て， 
  為 は 

ケ @ "@ 王は 千日「 応 ） な 
よ 
    て いよ 帝王篇」 万物を あノ 

さ と 的 常 ） そ で、 
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聖
主
は
一
を
執
っ
て
（
そ
れ
に
合
一
し
て
）
失
 う
 こ
と
は
 な
い
。
（
「
 
准
 南
子
三
「
 
斉
 俗
調
」
）
 

事
実
、
王
者
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
者
は
、
聖
人
の
内
的
状
 態
 に
達
し
て
い
て
し
か
り
で
あ
る
。
聖
人
で
あ
る
王
者
 は
 、
統
治
を
行
 う
た
 

め
の
「
王
の
（
固
有
の
）
 徳
 」
を
有
す
る
が
、
そ
れ
に
 加
 え
て
「
天
下
の
王
」
で
も
あ
る
。
と
す
る
な
ら
 
ぱ
、
 「
 
大
 」
を
御
す
る
者
は
 

「
 
小
 」
を
御
す
る
は
自
明
の
理
で
あ
り
、
「
天
下
」
を
「
 
治
 め
る
」
者
は
優
れ
て
王
国
を
治
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 王
者
の
統
治
は
、
如
何
 

な
る
統
治
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
「
 
鑑
 」
と
 な
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
王
者
は
自
ら
 
の
 復
帰
し
た
「
 道
 」
に
 



尚
 

も
た
 

字
 「
 、

 尚
 論
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
ら
に
、
聖
人
は
冠
の
有
無
に
 

拘
ら
ず
、
 又
 「
公
に
」
王
座
に
つ
い
て
い
る
か
否
か
に
 

拘
ら
ず
、
王
権
が
 

ら
す
効
果
を
現
実
化
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
聖
人
は
 

外
見
が
い
か
で
あ
ろ
う
と
も
、
内
的
状
態
に
お
い
て
「
 

王
 」
、
そ
れ
も
 
漢
 

王
 」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
示
す
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
「
 

王
 」
な
の
で
あ
る
か
ら
。
 

虚
 ，
 静
 ・
 活
 ，
 淡
 ・
 寂
 ・
 漠
 ・
無
為
は
、
天
地
の
平
衡
に
 

し
て
、
道
と
そ
の
徳
の
至
高
（
の
状
態
）
で
あ
る
。
 

故
 に
帝
 、
王
、
聖
人
 

は
こ
こ
に
 体
 （
い
こ
）
 
う
 。
 

虚
 ・
 静
 ・
 括
 ・
 淡
 ・
 寂
 ・
 漠
 ・
無
為
は
、
万
物
の
本
（
 

原
 理
 ）
で
あ
る
。
 

こ
れ
を
も
っ
て
（
原
理
へ
の
合
一
に
よ
っ
て
）
上
に
処
（
 

お
 ）
 ろ
 は
、
 帝
 、
王
、
天
子
の
徳
で
あ
り
、
下
に
処
（
 

お
 ）
 ろ
 は
、
 玄
聖
 

素
王
（
無
冠
の
王
）
の
道
で
あ
る
。
（
「
荘
子
 

ト
 「
天
道
篇
」
）
 

太
古
の
三
人
の
）
皇
は
 、
 道
の
柄
（
枢
要
）
を
得
て
中
 

央
 に
立
っ
て
い
た
。
 
ミ
准
 南
子
 b
 「
尿
道
 
訓
 」
）
 

玄
 古
の
天
下
に
着
た
る
者
は
、
無
為
で
あ
る
。
天
徳
の
み
 

を
も
っ
。
 

古
 え
の
天
下
を
畜
（
や
し
な
）
 
5
 者
は
、
無
欲
で
あ
り
な
 
が
ら
天
下
満
足
し
、
無
為
で
あ
り
な
が
ら
万
物
と
（
 

変
 ）
化
し
、
 淵
静
で
 

あ
り
な
が
ら
百
姓
定
ま
る
。
 
宍
 荘
子
 ト
 「
天
地
篇
」
）
 

古
 え
の
天
下
に
主
た
る
者
は
、
知
は
天
と
地
を
 

っ
な
げ
ど
 
も
、
 自
ら
考
え
ず
、
弁
説
は
万
物
に
行
き
渡
れ
ど
も
、
 

自
ら
説
か
ず
、
 
能
 

力
 （
影
響
力
）
力
は
世
界
の
い
ず
こ
を
も
窮
め
る
と
も
、
 

自
ら
為
さ
ず
。
 
ミ
 荘
子
 L
 「
天
道
篇
」
）
 

（
太
古
の
五
帝
三
王
は
）
大
聖
を
心
に
抱
き
、
そ
れ
に
 

ょ
 っ
て
万
物
の
情
の
鏡
と
な
る
。
 
上
 （
そ
の
原
理
的
状
態
 

に
お
い
て
）
 
ほ
神
 

る 

帝 
と 

王 
の 

効 
果 
  
7 年 

用   

@% 

聖 
人 
ケ @ - 
と 
  
て 

サま 

  
本 
来 
の 

Ⅰ 乍 
用 
以 
  
の   

余分 

の 
    
と 

で ・ 

あ 
る 

  
荘 「 

千ト 

譲 「 

王 

桂扁     

(324 Ⅰ  
 

せ
る
。
 

又
 、
次
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
 う
 に
、
王
者
の
内
 的
 状
態
を
「
核
心
」
と
し
、
王
者
の
権
能
を
、
「
表
皮
」
 

に
例
え
る
こ
と
も
あ
 

 
 



 
 

と
 
示
唆
す
る
こ
の
二
重
の
役
割
を
 、
 更
に
一
層
正
確
に
 表
し
て
い
る
。
 

 
 

庄
一
方
、
白
川
諸
氏
 は
 、
前
掲
 書
 に
お
い
て
漢
字
 
「
 
王
 」
の
表
象
（
 図
 。
）
に
関
し
、
「
 
儀
詣
 で
あ
る
大
き
な
 鉱
 に
よ
っ
て
 、
 王
の
権
威
 

げ
を
示
す
字
で
あ
る
」
と
の
注
目
に
値
す
る
指
摘
を
行
 
っ
て
い
る
。
（
 

7
 
2
 
 

）
 と
こ
ろ
で
、
内
的
状
態
が
も
た
ら
す
権
威
 と
世
俗
的
権
威
が
 未
 だ
分
離
 

 
 

 
 

た
 古
の
時
代
の
諸
文
化
は
、
二
重
の
（
大
き
な
）
 鉱
 
（
 
斧
 ）
に
よ
り
二
重
の
権
威
を
 

ぬ
 
表
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
斧
を
 も
つ
王
は
 、
 正
に
「
 王
 ・
橋
造
り
」
、
「
 

聖
 ・
 王 」
に
 他
 な
ら
な
い
。
 

道
 

以
上
で
、
自
ら
の
 力
 に
よ
り
、
聖
人
と
し
て
仲
介
 者
の
役
割
を
果
た
す
王
者
に
つ
い
て
は
概
ね
明
ら
か
に
 な
っ
た
が
、
次
に
自
ら
が
 得
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  ぅ 概念のシンボリズムについて 

司 直 主 な     
と あ 」 の 王 化 
か る と 役 者 さ 

「と 中は h " 「 て " 
「 

と に 」 
「 橋 述以者 べでと 同号   

  
の 造る」（掩の 内的 を意味 X. たいこ 

「七ナ ハ 

  

い     
」 実 ぶ え 又 よ ら 合 よ に 

の に 垂 の 聖 り ず わ っ 推 



仲
介
が
王
権
の
存
在
理
由
で
あ
る
一
方
、
方
法
は
ど
う
で
 あ
れ
大
世
界
軸
へ
の
同
一
化
な
く
し
て
仲
介
が
不
可
能
 で
あ
る
こ
と
は
既
に
 

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
漢
字
「
 王
 」
の
 シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
が
 明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
縦
線
な
し
に
 は
 「
 王
 」
は
成
り
 立
た
な
い
。
現
実
に
 又
 

ほ
 儀
礼
に
 ょ
 り
、
大
世
界
 軸
 に
同
一
化
す
る
こ
と
な
し
に
 ほ
 統
治
 は
 あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
王
者
 は
 大
世
界
 軸
 に
 同
一
化
し
て
初
め
て
 

宇
宙
や
社
会
の
秩
序
を
保
ち
、
保
証
す
る
者
と
な
る
。
 そ
 し
て
こ
れ
こ
そ
仲
介
者
の
役
目
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 で
こ
れ
を
「
自
然
と
人
 

文
の
調
和
」
と
い
っ
た
 暖
 味
な
意
味
に
理
解
す
る
の
ほ
 誤
 り
で
あ
る
。
仲
介
の
概
念
 は
 極
め
て
正
確
で
、
天
と
 地
 の
間
に
調
和
的
交
換
を
 

保
証
し
、
「
天
の
徳
（
作
用
）
」
を
宇
宙
並
び
に
人
間
界
に
 
対
し
働
か
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
仲
介
者
 に
お
け
る
天
地
双
方
の
 

作
用
の
合
一
を
前
提
と
し
て
い
る
。
天
地
相
互
作
用
 は
 「
無
為
」
で
あ
り
、
行
為
を
必
要
と
し
な
い
。
必
要
な
の
 ほ
 、
双
方
の
相
互
交
換
 

作
用
を
可
能
に
す
る
大
世
界
 軸
 の
み
で
あ
る
。
互
い
を
 結
ぶ
「
運
河
」
さ
え
あ
れ
ば
作
用
は
成
立
す
る
。
王
者
は
 大
世
界
 軸
 に
同
一
化
し
 

た
 。
即
ち
、
王
者
を
儀
礼
に
よ
っ
て
大
世
界
 軸
 に
同
一
化
 し
 、
せ
め
て
真
人
と
し
て
王
者
の
最
も
重
要
な
役
割
、
 

天
と
地
の
仲
介
の
役
割
 

@
 
ぬ
 ）
 

を
 果
た
す
 よ
う
 図
っ
た
の
で
あ
る
。
 

5 者 

  
に 固 

四 

儀 
Ⅰ メ @ ｜し 

1 
よ 

王   
るした こ め二 

  
  

  

    
が な 後 

行わ く 、 代 の 
れ 目 玉 

察
す
る
。
 

た
 内
的
状
態
の
結
果
で
は
な
く
、
儀
礼
に
付
与
さ
れ
た
 力
 に
ょ
 り
こ
の
役
割
を
果
た
す
王
者
、
単
に
「
冠
を
戴
い
 た
 」
王
者
に
つ
い
て
 
考
 

0
 

 
 



道家 居 想 にお @ 

な 地 

一方、 意味に の仲介 

つ 若 主 
い と 権 
て し の 
考 て 印 
察 の で 
す 王 あ   
Q 段 板 

  
並びに 次の は してい 

べ   
て こ に 

用いる いろ。 れ等 会 

届臣福 

壁と の後代 な 用いら 

珠に には、 れる 

玉 関 

玉 ㊧ 茗 
（ す シ 
ひ い ソ 

す ） ホ 。 

い自り ） 体ズ 
を が ム 

表 も も 

す っ 同 

表 深 様 
豪 い に 

文 豪   
字 散 大 
@ 的 と 
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至
る
ま
で
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
 

て
こ
う
し
た
儀
礼
の
代
表
的
一
例
と
し
て
、
明
堂
で
っ
に
位
置
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
天
と
連
結
し
、
上
帝
 

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ム
 宇
宙
を
「
凝
縮
」
し
た
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
正
に
そ
 

こ
に
住
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
王
者
 

は
 真
人
の
 
ィ
メ
一
ジ
 
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
東
西
 

 
 

ね
 南
北
に
 
よ
 る
空
間
の
 
シ
ソ
 
ボ
リ
ズ
ム
と
、
季
節
に
 

ょ
 る
 時
間
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
密
接
に
関
連
づ
け
る
明
堂
 

は
 、
「
 
宇
 」
と
「
 
宙
 」
両
面
で
 

 
 

に
 向
か
っ
て
十
二
の
座
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
年
 

の
 十
二
カ
月
に
対
応
し
、
 

各
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 
心
に
戻
る
の
が
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
 

王
 
」
 

 
 
こ
の
例
は
、
王
者
が
「
中
心
」
と
な
る
こ
と
に
よ
り
宇
宙
 

の
 秩
序
を
も
調
整
し
、
仲
介
者
そ
の
者
と
な
っ
て
い
た
 

こ
と
を
明
瞭
に
示
し
 

 
 

サ
 
て
い
る
。
 

て
こ
の
「
運
河
」
と
な
り
、
天
と
地
が
彼
を
通
し
て
作
用
 し
 合
 う
 の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
、
真
人
の
域
に
す
ら
達
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
 冠
 を
 戴
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
王
者
と
な
っ
た
者
に
お
い
て
 も
 、
儀
礼
の
力
を
借
 

り
て
大
世
界
 軸
 、
又
は
大
世
界
の
中
心
へ
の
同
一
化
を
な
 し
、
 言
 う
 な
ら
ば
真
人
を
「
具
現
化
」
し
て
、
仲
介
者
 の
役
目
を
果
た
さ
せ
る
 

こ
と
と
な
る
。
王
者
の
即
位
儀
礼
を
初
め
と
し
、
王
者
が
 取
り
行
 う
 あ
ら
ゆ
る
儀
礼
、
王
者
の
一
生
を
詳
細
に
定
 め
る
あ
ら
ゆ
る
規
則
に
 



図
 f
 の
よ
う
に
書
か
れ
た
。
こ
れ
は
象
徴
的
な
形
象
で
あ
 る
 。
文
字
「
 玉
 」
（
ひ
す
 い
 ）
は
中
国
の
最
古
の
時
代
か
 巨
 
「
極
め
て
尊
い
も
 

の
 」
を
地
楡
的
に
表
し
て
き
た
。
宝
石
と
し
て
の
 玉
 
（
 ひ
 す
い
）
そ
の
も
の
で
な
く
、
何
に
も
ま
し
て
尊
く
重
要
 な
も
の
を
示
す
の
に
用
 

-
 
㏄
 @
 

い
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
。
 
玉
 
（
ひ
す
い
）
を
表
す
の
に
用
 
い
ら
れ
た
昔
の
文
字
（
 
図
 f
 ）
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
「
 代
表
」
で
あ
る
三
世
界
 

を
 結
び
つ
げ
る
大
世
界
軸
 な
紡
徹
 さ
せ
る
。
「
最
も
尊
い
 も
の
」
と
は
何
よ
り
も
先
ず
こ
の
 軸
 、
軸
を
な
す
と
こ
ろ
 の
 全
て
の
世
界
の
中
 

心
 で
あ
り
、
 玉
 
（
ひ
す
い
）
を
形
容
 語
 と
し
て
用
い
た
と
 ぎ
 
（
玉
帯
・
玉
堂
・
玉
女
等
）
に
は
、
主
と
し
て
形
容
 さ
れ
た
も
の
（
 帝
、
 

堂
 、
女
）
の
も
つ
 
軸
的
 、
中
心
的
性
格
を
表
現
す
る
の
で
 あ
る
。
 

そ
れ
故
に
 
玉
 
（
ひ
す
 い
 ）
は
、
儀
礼
を
経
て
王
 杖
と
 玉
璽
 に
 
「
権
力
を
付
与
し
」
、
象
徴
的
に
軸
や
中
心
固
有
の
性
 

格
を
付
与
す
る
の
 

で
あ
る
。
 尚
 何
れ
の
伝
統
的
文
化
に
お
い
て
も
軸
の
「
 代
 理
 」
た
る
三
枚
 が
 存
在
し
、
象
徴
的
に
王
者
を
王
者
た
 ら
し
め
て
い
る
こ
と
を
 

付
け
加
え
る
。
中
国
の
諸
伝
説
は
、
 

王
 杖
を
作
る
の
に
 歴
 史
上
常
に
 
玉
 
（
ひ
す
 い
 ）
が
用
い
ら
れ
、
又
、
王
朝
か
 ら
 王
朝
を
経
て
今
日
に
 

（
 
綴
 @
 

ま
で
至
っ
て
い
る
玉
璽
の
玉
石
は
 、
 周
の
時
代
に
鳳
凰
に
 よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
玉
璽
は
 、
 「
 天
命
」
の
 
シ
ソ
ボ
ル
 

で
あ
り
、
王
者
へ
の
「
天
か
ら
の
委
任
」
を
正
真
す
る
と
 さ
れ
て
い
る
。
 

以
上
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
 う
 に
、
「
天
命
」
の
 シ
 ソ
 ボ
リ
ズ
ム
を
担
 う
 の
は
、
大
世
界
軸
と
し
て
の
 玉
 
（
 ひ
す
 い
 Ⅰ
王
者
を
 

「
作
る
」
の
は
、
 玉
 
（
ひ
す
い
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
 
軸
 は
 
「
天
の
中
心
」
ま
で
延
び
て
い
る
が
、
そ
の
頂
点
が
大
 熊
座
 又
は
「
玉
の
天
 

秤
 」
 座
 、
で
あ
り
、
即
ち
「
玉
の
帝
」
の
 座
 な
の
で
あ
る
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
王
者
を
「
作
る
」
、
即
位
さ
せ
る
の
が
玉
で
 
あ
る
な
ら
 ぱ
 、
王
者
を
退
位
さ
せ
る
の
も
又
 玉
 で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
は
退
位
 

の
 儀
礼
が
正
に
玉
印
の
返
還
を
伴
 う
 こ
と
か
ら
明
ら
か
で
 
あ
る
。
 

@
2
@
3
 
 

一
方
、
王
者
の
手
を
離
れ
た
 
玉
 
（
ひ
す
 い
 ）
 は
 、

そ
の
 力
 を
失
 う
 こ
と
 

も
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

ミ
 ・
 Q
q
p
 
コ
の
 
（
は
 、
 川
に
 捧
げ
ら
れ
た
玉
が
 、
 拾
わ
れ
て
、
売
ら
れ
た
と
き
に
は
 、
た
だ
の
石
に
な
っ
た
 

が
、
 再
び
王
者
の
手
に
戻
る
と
、
 

又
 元
の
玉
に
な
っ
た
 と
 い
 う
 伝
説
を
記
し
て
い
る
。
（
①
 

3
 
 こ
こ
で
 玉
 
（
ひ
す
い
）
の
 力
 を
失
わ
せ
た
の
は
、
 

(328) 92 



ぬ
る
こ
と
も
又
、
王
者
を
天
地
の
仲
介
者
た
ら
し
め
る
 
た
め
で
あ
る
。
 

ね
そ
の
他
、
王
者
が
日
常
に
用
い
た
品
の
な
か
に
も
 、
大
世
界
軸
へ
の
同
一
化
を
示
唆
す
る
物
は
数
多
い
。
 

例
え
ば
、
か
つ
て
王
者
の
衣
 

と
 
表
す
四
角
い
台
座
か
ら
な
っ
て
い
た
。
更
に
、
こ
の
 

ル
服
は
、
そ
れ
ぞ
れ
犬
と
地
を
象
徴
し
て
、
上
部
（
 
襟
 ）
 は
 丸
く
、
下
部
（
 
裾
 ）
 は
 四
角
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
 

天
蓋
と
台
座
 は
、
 軸
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
支
柱
で
 
結
 。
 
は
 ね
 、
こ
の
支
柱
の
上
端
は
天
 

う
 な
衣
服
を
着
け
た
王
者
 

鮫
は
 、
象
徴
的
に
頭
を
天
に
接
し
、
足
で
地
を
踏
み
、
 

天
と
地
を
結
ぶ
者
と
見
な
さ
れ
た
。
 

又
 、
王
者
が
乗
る
 
車
も
同
じ
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
 

づ
も
っ
。
即
ち
明
堂
の
よ
う
な
伝
統
的
建
造
物
と
同
 

概
 

じ
く
、
宇
宙
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
こ
の
車
 

は
、
天
 を
 表
す
丸
い
天
蓋
と
、
地
を
 

 
 

 
 

「
 
天
 よ
り
高
い
」
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
王
者
は
、
大
世
 

罪
報
 の
 シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
 

ね
の
支
柱
に
象
徴
的
に
同
一
化
し
、
そ
れ
に
ょ
り
 
そ
し
 て
 儀
礼
が
行
わ
れ
る
間
に
は
天
と
地
を
結
び
合
わ
せ
て
 

@
 
ヰ
ハ
へ
 

Ⅴ
 -
 
Ⅰ
。
 

お
 

 
 

種
 多
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
全
て
の
存
在
理
由
 

は
 王
者
 が
 仲
介
者
と
し
て
の
役
目
、
 

、
親
王
権
に
不
可
欠
な
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。
 

薫
 

道
 

こ
の
こ
と
は
、
王
者
の
役
目
を
、
以
下
の
よ
う
な
視
点
か
 

ら
 見
る
こ
と
で
更
に
明
確
と
な
る
。
即
ち
王
者
の
主
要
 

な
任
務
は
平
和
と
正
 93 (329) 

ほ ついて 

俗
な
 扱
い
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
説
は
 、
 玉
は
王
権
の
正
当
 性
の
 シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
手
段
で
あ
る
 こ
と
を
よ
り
正
確
な
も
 

の
と
す
る
。
 

次
に
 、
 壁
と
掠
に
関
し
て
若
干
付
け
加
え
た
い
。
王
者
が
 行
 う
 儀
礼
で
様
々
な
役
割
を
演
ず
る
こ
の
二
つ
の
品
物
 は
、
玉
 
（
ひ
す
 い
 ）
 

の
 シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
形
状
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
追
加
す
る
 。
 壁
は
 、
中
央
に
穴
を
も
つ
薄
い
円
盤
で
あ
り
、
穴
の
 直
径
及
び
円
環
の
幅
 

ま
 Ⅰ
象
徴
的
比
を
示
す
（
 

4
 
3
 
 

ド
 そ
の
中
央
の
穴
は
、
「
車
輪
 
を
 回
す
中
心
の
無
」
 宙
 老
子
」
十
三
色
で
あ
り
、
「
 露
 」
、
 
即
 ち
 天
か
ら
の
恵
み
を
 

受
け
る
場
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
掠
は
大
ま
か
に
 言
え
ば
、
中
央
に
円
形
の
穴
の
開
い
た
四
角
柱
で
、
 壁
 が
 天
の
よ
う
に
丸
い
の
 

に
 対
し
、
地
の
よ
う
に
四
角
い
 0
 両
者
の
中
央
の
穴
は
正
 し
く
大
世
界
の
軸
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
 シ
 ン
ボ
ル
を
儀
礼
に
用
い
 



以
上
で
、
漢
字
「
 王
 」
が
、
王
者
を
表
す
に
留
ま
ら
ず
、
 根
本
的
に
は
聖
人
が
達
し
た
内
的
状
態
の
 シ
ソ
ボ
ル
 で
 あ
り
、
聖
人
 こ
 

王
者
の
原
型
も
し
く
ほ
模
範
で
あ
る
こ
と
が
充
分
明
ら
か
 に
な
っ
た
と
考
え
る
。
内
的
状
態
に
基
づ
く
権
威
は
 、
 世
俗
的
権
威
に
対
 

位
 を
も
つ
。
そ
し
て
こ
の
優
劣
の
関
係
 は
 、
二
重
の
権
威
 が
 同
一
人
に
よ
り
具
現
さ
れ
る
と
き
、
ま
し
て
異
な
る
 二
者
に
よ
り
具
現
 

る
 際
に
は
尚
更
の
こ
と
厳
然
と
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
を
 理
解
す
る
な
ら
ば
、
「
古
代
中
国
文
明
に
お
い
て
ほ
 
、
優
 れ
た
、
至
高
の
 、
 

0
 人
 は
 、
皇
帝
で
あ
る
。
道
教
で
は
、
観
想
に
耽
る
道
士
 は
 、
こ
の
唯
一
に
し
て
完
全
な
る
人
に
な
る
義
務
が
あ
 る
 」
と
い
う
主
張
 

け
入
 れ
力
 
Ⅱ
：
 

た
 
，
 @
5
 

@
 ）
「
 

。
 道
 」
を
求
め
る
道
士
 は
 、
太
古
の
よ
 う
 に
皇
帝
が
真
人
あ
る
い
は
聖
人
を
意
味
す
る
場
合
を
除
 げ
ば
、
皇
帝
で
 

く
、
 先
ず
真
人
、
最
後
に
聖
人
、
即
ち
内
的
実
現
に
お
 け
 る
 二
つ
の
根
本
的
度
合
を
意
味
す
る
真
人
と
聖
人
に
な
 る
 義
務
が
あ
る
。
 

に
 、
王
者
は
、
も
し
真
の
王
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
 、
 少
な
く
と
も
真
人
に
な
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
上
下
 関
係
 は
、
 決
し
て
 

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
 

こ
の
結
論
に
関
連
し
て
、
こ
こ
で
 下
 ・
 ぎ
ぎ
 緩
の
洞
察
 に
 富
む
指
摘
を
引
用
し
ょ
う
。
「
一
般
的
に
、
道
教
の
 観
点
に
お
い
て
 そ

が
 

し
優
 

さ
れ
 

唯
一
 

は
受
 

は
な
 

反
対
 

換
え
 

ま
っ
 

 
 

結
論
 

義
の
保
証
で
あ
る
が
、
こ
の
平
和
と
正
義
と
は
、
宇
宙
の
 平
衡
と
調
和
（
道
家
思
想
の
言
う
「
 均
 」
と
「
 和
 」
）
 の
 、
人
間
界
へ
の
 現
わ
 

れ
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
界
の
平
和
と
正
義
 、
宇
宙
の
平
衡
と
調
和
は
何
れ
も
絶
対
的
「
中
心
」
の
 原
理
的
不
変
性
の
反
映
 

で
あ
る
。
従
っ
て
「
中
心
」
に
お
い
て
、
「
中
心
」
に
よ
 
っ
て
初
め
て
平
和
と
正
義
、
そ
の
最
高
の
意
味
に
お
い
て
 、
 真
の
平
和
と
正
義
 

が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
保
証
す
る
た
め
 に
王
者
た
る
者
は
、
こ
の
「
中
心
」
を
自
ら
の
内
に
自
 ら
の
 力
 に
 ょ
 り
、
 或
い
 

ほ
又
 儀
礼
の
 力
 に
 よ
 り
「
 得
 」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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道家 

 
 

け
た
。
 

 
 

（
 4
 ）
こ
の
「
分
離
」
は
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
言
わ
れ
る
類
比
 の
 原
則
に
基
づ
き
、
普
遍
的
顕
現
だ
け
で
な
く
、
各
世
界
、
更
に
 は
 個
々
の
存
在
物
に
 

「
 
道
 」
に
達
し
、
完
全
な
存
在
と
な
っ
た
道
士
は
、
中
国
 の
 王
者
は
か
く
あ
る
べ
し
と
考
え
ら
れ
た
、
宇
宙
の
中
 心
 に
座
す
「
天
子
」
に
 

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
士
は
、
も
は
や
こ
の
 世
界
の
王
座
で
は
な
く
、
天
の
階
級
に
お
け
る
完
全
な
 る
 者
の
座
を
も
っ
て
 そ
 

（
㏄
）
 

0
 玉
座
と
す
る
」
。
 

最
後
に
、
本
論
を
通
じ
て
述
べ
て
き
た
聖
な
る
 シ
ソ
ボ
リ
 ズ
ム
 に
つ
い
て
一
号
目
付
け
加
え
た
い
。
即
ち
、
叡
知
の
 

原
典
は
、
シ
ソ
 ボ
リ
 

ズ
ム
 を
真
の
、
と
き
に
は
唯
一
の
表
現
 法
 と
し
て
い
る
 故
 、
シ
ソ
ボ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
解
釈
、
分
析
を
行
っ
て
 初
 め
て
原
典
が
明
瞭
に
 理
 

て
 
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
文
献
学
的
考
察
は
「
文
字
を
 捉
え
」
は
す
る
が
、
そ
こ
に
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
理
解
が
欠
 
け
る
な
ら
，
 
ほ
 、
「
文
字
の
精
 

ぬ
 
刊
神
 
の
表
記
 

」
は
、
見
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
 

と
 言
 う
ょ
 り
、
む
し
ろ
 シ
ソ
ボ
ル
 
Q
 に
近
い
こ
 

目
づ
（
 

い
 の
 

 
 

  

 
 
 
 

別
本
論
の
考
察
に
よ
り
、
漢
字
「
 壬
 」
が
、
道
家
恩
 想
を
凝
縮
し
た
「
思
想
の
核
」
で
あ
り
、
人
間
界
や
宇
 宙
を
包
含
す
る
最
高
の
 シ
ソ
 
 
 

リ
ズ
ム
の
研
究
、
そ
れ
に
よ
る
考
察
と
解
釈
は
、
道
家
 思
想
に
限
ら
ず
、
伝
統
的
 思
 

ね
 
想
を
解
き
、
ひ
い
て
は
人
間
そ
の
も
の
を
理
解
す
 る
 上
に
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
貴
重
な
鍵
で
あ
る
こ
と
を
 
付
け
加
え
て
本
論
の
結
び
と
 

概
 

づ
 
す
る
。
 

 
 

と
 田

注
 

 
 

（
 
1
 ）
白
川
 
静
ヨ
 漢
字
の
世
界
 
L
 一
巻
七
五
頁
。
 

 
 

 
 

点
は
重
要
で
あ
る
。
交
流
に
は
間
接
的
な
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
 

直
接
的
交
流
が
一
種
の
屈
折
を
 

 
 

 
 

 
 

得
て
始
め
て
成
立
す
る
。
 

 
 

想
 

（
 
3
 ）
仲
介
者
で
あ
る
こ
と
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
 

王
 」
の
 一
 
面
 に
過
ぎ
ず
、
「
 
王
 」
を
仲
介
者
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 

の
で
こ
の
限
定
を
設
③
 

思
 



も
 適
用
で
き
る
。
即
ち
 、
 全
て
の
世
界
や
存
在
物
の
始
ま
り
に
 は
 、
度
合
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、
天
地
の
「
分
離
」
に
対
応
す
る
「
 
分
離
」
が
あ
り
、
 

   
 

応
分
の
天
と
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

又
 、
通
常
「
万
物
」
は
 我
 々

の
世
界
の
全
存
在
と
理
解
さ
れ
る
が
、
類
比
に
基
づ
い
て
こ
 の
 概
念
も
普
遍
的
 
9
 

 
 

 
 
 
 

領
域
に
移
し
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
は
「
万
物
」
 が
 普
遍
的
顕
現
に
お
け
る
全
存
在
を
意
味
す
る
。
 

 
 

（
 5
 ）
諸
世
界
の
中
心
と
は
、
各
世
界
を
表
す
水
平
面
が
 、
垂
 直
軸
 と
交
わ
る
点
を
意
味
し
、
物
理
的
、
空
間
的
、
幾
何
学
的
 点
 を
意
味
す
る
も
の
で
 

は
な
い
。
中
心
と
は
、
各
世
界
が
そ
の
階
層
に
お
い
て
展
開
す
 る
と
こ
ろ
の
存
在
論
的
起
点
で
あ
る
。
或
い
は
 又
 、
中
心
と
は
 形
而
上
の
、
絶
対
 

的
 
「
中
心
」
で
あ
る
原
理
的
「
 
点
 」
で
あ
り
、
「
 道
 」
、
原
理
的
 

 
 

（
 6
 ）
 
戟
弁
 
慶
 紀
 氏
は
中
心
の
 
シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
 「
中
庸
」
、
太
極
、
天
柱
な
ど
、
根
本
的
な
概
念
に
つ
い
て
洞
察
 

に
 富
む
分
析
を
行
 う
 

（
「
 
買
俺
 伝
説
に
つ
い
て
の
 一
 試
論
」
、
「
東
方
宗
教
 b
 第
四
五
号
 
一
九
 セ
五
 、
三
三
ー
三
九
頁
）
。
と
こ
ろ
で
、
「
中
庸
」
は
 

儒
 教
の
教
え
と
し
て
 

広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
儒
教
で
は
、
面
形
上
の
中
庸
を
社
会
 的
 道
徳
に
適
用
し
て
い
る
。
 

（
 7
 ）
我
々
の
世
界
に
お
け
る
「
不
変
の
中
央
」
で
あ
る
「
 中
 庸
 」
は
、
天
地
、
或
い
は
万
物
と
同
様
、
類
比
に
基
づ
い
て
普
遍
 的
 領
域
に
移
し
換
え
 

る
こ
と
が
で
き
、
す
る
と
絶
対
的
意
味
で
の
「
中
庸
」
或
い
は
 中
心
に
同
一
化
す
る
の
で
あ
る
。
 

（
 8
 ）
天
地
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
無
際
限
に
連
な
る
宇
宙
的
 顕
現
の
連
鎖
の
極
限
で
あ
る
が
、
数
学
に
お
け
る
 階
 数
の
極
限
と
 い
 う
 概
念
が
明
ら
か
 

に
す
る
 よ
う
 に
、
連
鎖
の
最
後
の
項
で
は
な
く
、
そ
の
「
 外
 」
 に
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
地
双
方
が
顕
現
の
「
 外
 」
に
あ
り
、
即
ち
 顕
現
さ
れ
て
い
 

な
い
状
態
に
あ
る
。
 

（
 9
 ）
 
円
 荘
子
 ト
 「
 騨
栂
篇
 」
、
「
天
運
篇
」
、
「
 
繕
性
篇
 」
、
 日
准
南
 手
ト
「
尿
道
 訓
 」
、
「
 
覧
冥
訓
 」
、
「
謹
言
 
訓
 」
、
「
 
氾
論
訓
 」
な
ど
。
 

（
 托
 ）
 
日
 稚
苗
手
ト
「
 覧
冥
訓
 」
。
 

（
 皿
 ）
「
列
子
 ト
 「
天
瑞
」
 第
セ
章
 。
 ゲ
オ
 0
 ヴ
 三
の
（
は
、
「
慣
用
 句
 に
よ
ね
。
は
、
「
天
下
、
人
は
最
も
貴
い
も
の
で
あ
る
 
b
 が
 、
そ
 れ
は
同
人
が
完
全
に
 

根
本
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
卜
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
 い
る
（
 田
ゑ
 0
 ぎ
め
 ぎ
 
ぎ
ゑ
の
 
ま
 い
 の
の
 
ふ
 -
 ヨ
目
，
 

p
.
2
0
 

の
）
。
事
実
 

、
 我
々
の
世
界
 

に
お
け
る
全
存
在
の
中
で
一
番
優
れ
た
、
貴
い
も
の
は
人
間
で
 あ
る
と
い
う
思
想
は
、
あ
る
の
る
伝
統
に
共
通
日
し
て
い
る
。
 

（
は
）
犬
と
地
が
対
を
な
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
天
は
 地
の
相
補
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
「
 

天
 」
が
単
独
に
用
い
 ら
れ
る
場
合
に
は
 主
 

と
し
て
「
 道
 」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
 

（
 比
 ）
原
理
的
「
 一
 」
、
も
し
く
ほ
 
コ
坦
 」
 へ
 「
 返
 
（
 
復
 、
 反
 ）
 る
 」
と
ほ
 、
 自
ら
の
内
に
常
に
あ
る
原
理
を
意
識
化
し
、
そ
れ
 に
 合
一
す
る
こ
と
に
 

よ
 り
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
 

（
 M
 ）
円
の
中
心
が
 、
 全
て
の
同
心
円
上
の
全
て
の
点
を
潜
在
 的
に
自
己
の
う
ち
に
含
む
と
同
様
、
我
々
の
世
界
の
中
心
に
位
置
 す
る
真
人
は
、
そ
の
 



道家思想における 王という概念の ，ン， ン ボ ; リ スム ほ ついて 

全
て
の
「
 点
 」
で
あ
る
万
物
を
潜
在
的
に
、
原
理
的
状
態
で
総
 括
 的
に
自
己
の
う
ち
に
包
含
す
る
。
 

（
 巧
 ）
こ
の
潜
在
性
は
 、
 人
は
誰
も
が
始
源
の
本
性
を
再
び
 現
 実
化
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、
そ
の
た
め
に
 は
 自
ら
を
再
び
中
心
 

と
す
る
こ
と
、
又
は
中
心
に
戻
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
普
通
 0
 人
は
真
人
に
比
し
て
「
中
心
を
外
れ
た
」
人
で
あ
る
が
、
 我
 々

の
世
界
の
人
 以
 

外
の
存
在
 拘
に
 比
す
な
ら
ば
誰
も
が
常
に
「
中
心
的
」
存
在
で
 あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
 

（
㎎
）
我
々
の
世
界
並
び
に
 人
 
（
真
人
）
を
同
一
の
線
で
表
現
 
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
と
宇
宙
の
間
に
密
接
な
関
わ
り
 が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
 

「
大
宇
宙
（
こ
の
場
合
我
々
の
世
界
）
」
と
「
小
宇
宙
」
の
間
に
 

横
 比
的
 睦
明
 が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
事
情
を
踏
ま
え
 れ
ば
、
同
一
の
 
シ
 

ン
ボ
ル
が
「
小
宇
宙
」
と
「
大
宇
宙
」
の
両
方
を
表
す
こ
と
が
 分
か
 ろ
 。
 ヱ
 、
 僻
密
 に
は
「
小
宇
宙
」
 
ほ
 普
通
の
人
よ
り
、
む
し
 ろ
 真
人
を
指
し
 

て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
 

（
Ⅳ
）
真
人
は
儀
礼
に
よ
ら
ず
、
自
身
が
中
庸
に
同
一
化
す
る
，
 
」
と
に
よ
り
、
自
ら
に
よ
っ
て
そ
し
て
自
ら
に
お
い
て
仲
介
者
 の
役
を
果
た
す
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
こ
と
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
 

（
Ⅸ
）
 図
 
b
.
c
.
d
 

斤
 巽
二
苦
向
顔
借
字
典
ロ
マ
ー
ル
 
社
 、
一
九
八
三
、
四
九
五
、
二
六
七
、
二
 0
 頁
 参
照
。
 

（
㎎
）
 人
 
（
真
人
）
は
大
世
界
 軸
 上
の
た
だ
一
点
に
同
一
化
す
 る
と
 言
 5
 が
、
潜
在
的
に
は
こ
の
前
全
体
に
同
一
化
す
る
こ
と
 に
な
る
。
何
故
な
ら
、
 

上
述
し
た
 
よ
う
 に
 、
 我
々
の
世
界
に
お
け
る
中
心
は
、
大
世
界
 軸
 全
体
が
投
崩
す
る
場
で
あ
り
、
 

軸
 全
体
を
潜
在
的
に
含
ん
で
 

る
か
ら
で
あ
 

る
 。
漢
字
「
 王
 」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
 

報
土
の
一
点
へ
の
同
一
化
と
、
 

軸
 全
体
へ
の
同
一
化
を
厳
密
に
 区
別
す
る
こ
と
も
 

必
要
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
む
し
ろ
大
世
界
軸
へ
の
同
一
化
 を
 実
現
す
る
者
は
、
そ
の
方
法
が
潜
在
的
、
現
実
的
の
何
れ
の
 場
合
に
も
自
ら
に
 

よ
っ
て
そ
し
て
自
ら
に
お
い
て
そ
れ
を
実
現
す
る
と
い
う
占
で
 あ
る
。
真
人
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
、
 

文
 言
え
る
こ
と
は
、
庭
ム
 
ロ
の
 移
し
換
え
に
 

よ
り
尚
更
の
こ
と
大
世
界
 戦
 全
体
に
現
実
的
に
同
一
化
し
た
者
 ほ
 つ
い
て
も
該
当
す
る
。
た
だ
し
内
的
実
現
の
度
合
に
お
い
て
 両
者
の
間
に
常
に
 

大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
内
的
 実
現
へ
の
過
程
を
「
 旅
 」
に
例
え
る
な
ら
ば
、
「
道
へ
の
返
り
」
 

に
お
い
て
我
々
 

0
 世
界
の
中
心
は
大
き
な
「
交
差
点
」
で
あ
る
が
、
「
立
ち
止
ま
 
る
 」
場
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
同
一
化
し
た
者
は
、
「
 旅
中
 」
の
 者
 で
あ
り
、
大
世
 

界
軸
 全
体
に
同
一
化
し
た
者
の
み
が
、
「
道
へ
の
返
り
」
の
「
 
旅
 」
を
完
遂
し
た
者
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
内
的
実
現
の
「
 
旅
 」
を
す
る
者
は
、
我
々
の
世
界
の
中
心
 
を
 得
た
後
、
大
世
界
軸
 な
 「
登
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
 
昇
 天
の
 シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
 

 
 

が
 見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
太
極
の
「
 場
 」
で
あ
る
絶
対
的
中
 心
 に
回
か
 ぅ
 人
は
、
そ
の
軸
を
「
よ
じ
登
る
」
の
で
は
な
く
、
「
 
登
る
」
に
従
い
、
 

窩
 

こ
の
軸
を
言
行
な
ら
ば
自
己
の
内
に
「
取
り
込
ん
で
行
く
」
、
「
 

吸
収
し
て
行
く
」
の
で
あ
る
。
「
 

旅
 」
を
完
遂
し
た
者
、
大
世
界
 の
 軸
を
「
天
門
」
 

 
 

 
 

に
ま
で
「
登
っ
て
」
そ
れ
に
同
一
化
し
た
者
に
と
っ
て
は
、
 

こ
 の
 軸
は
一
つ
の
点
と
な
る
に
至
る
が
、
こ
の
点
こ
そ
、
絶
対
的
 中
心
で
あ
る
。
 



（
 
れ
 ）
こ
の
一
説
だ
け
を
と
っ
て
も
天
地
は
、
可
視
世
界
に
属
 す
る
天
地
と
は
別
の
 、
 5
9
 
深
い
概
念
を
表
す
こ
と
が
充
分
に
分
 か
る
の
で
あ
る
。
 

   
 

（
 
羽
 ）
「
普
遍
的
人
」
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
属
す
る
用
語
で
あ
る
 が
 、
こ
の
語
は
、
至
高
原
理
に
復
帰
し
て
そ
れ
に
合
一
す
る
こ
 と
に
よ
り
、
自
ら
の
 

9
 

 
 

 
 

内
に
普
遍
的
顕
現
を
そ
の
原
理
的
状
態
に
お
い
て
包
括
し
て
い
 る
 人
を
表
し
、
「
 王
 」
の
示
す
実
在
と
同
義
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

（
 
盤
 ）
内
的
実
現
に
お
け
る
「
 心
 」
の
重
要
な
役
割
は
 、
 他
の
 あ
ら
ゆ
る
伝
統
に
お
け
る
と
同
様
、
道
家
思
想
に
お
い
て
も
主
要
 思
想
の
一
つ
で
あ
 

る
 。
 

（
 
舛
 ）
天
地
や
中
心
と
同
様
に
、
天
下
の
概
念
も
場
合
に
応
じ
 て
 我
々
の
世
界
と
、
大
世
界
を
意
味
す
る
。
 

（
 
笏
 ）
（
・
 
因
 0
 ま
口
の
（
・
 

ぎ
ミ
 ・
 
，
づ
 ・
 ひ
の
 

（
。
 

0
 ）
大
浜
 
皓
 
「
荘
子
の
哲
学
」
 

勤
 草
書
房
、
一
九
八
七
、
一
 
二
三
二
ー
三
三
三
頁
、
金
谷
 

治
 
「
老
荘
的
世
界
」
 

平
 染
寺
 書
 店
 、
一
九
八
五
、
二
一
 

O
 頁
 。
 

（
 
折
 ）
白
川
 
静
 
「
漢
字
の
世
界
」
一
巻
 
六
 0
 頁
 。
 

（
 
鶉
 ）
儀
礼
を
形
式
的
儀
式
と
考
え
る
な
ら
ば
、
儀
礼
は
無
意
 味
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
特
有
の
「
 力
 」
を
理
解
す
る
こ
と
は
 
で
き
な
い
。
実
際
に
 

は
 、
儀
礼
は
そ
れ
自
体
で
効
力
を
も
っ
て
い
る
。
 

（
 
杓
 ）
 
域
 弁
慶
 紀 、
前
掲
 書
 、
四
ロ
ニ
見
。
 

（
㏄
）
 ?
 
ユ
 
%
 臼
 （
 
お
 ・
 う
ヲ
 き
っ
 吋
っ
ぎ
 ㏄
隠
悪
き
宝
寺
 
キ
堺
紬
ミ
 
接
ミ
 き
っ
 笘
 接心
Ⅰ
㏄
 ぉ
ヒ
寅
 

Ⅰ
 匂
 か
色
 い
コ
ひ
ト
 ㏄
㏄
 セ
き
ひ
っ
ミ
匂
き
寅
 

0
 っ
匂
ま
 
-
 
台
悪
 
寅
 接
心
的
き
っ
 笘
 悪ま
 寅
笘
ト
 

㏄
 

Ⅰ
㏄
 
よ
憶
 
-
 
㏄
 
悪
 k.
 め
 ㏄
 
ヤ
 -
 
㏄
 O
 ヤ
 -
 
㏄
 
お
 井
さ
 
-
 
㏄
 匁
 0
 日
 い
し
 -
 
（
 
0
 口
 0
 コ
 0%
-
0
-
 白
 ひ
の
 
口
口
の
円
 

E
n
 

ユ
 ・
 せ
 0
 ㌃
Ⅹ
Ⅰ
 せ
 。
）
の
 白
 ～
・
ロ
口
・
 

p
O
p
l
 
Ⅱ
 
つ
 ㏄
 

（
 
田
 ）
鳳
凰
は
不
死
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
絶
対
的
な
「
不
死
 」
を
も
た
ら
す
中
心
や
、
中
心
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
 玉
 と
は
 密
 接
 な
関
係
に
あ
る
。
 

（
㏄
）
 さ
 や
の
 き
コ
里
，
も
 0
s
 
㏄
 め
簿
惹
憶
ま
 隠
宅
 
鮭
こ
 う
 か
ぎ
 Q
o
 ぉ
 （
 
@
 き
ミ
 ・
 ト
 C
.
q
.
p
 鰍
の
。
 毛
 ・
）
 
簿
 。
）
 
お
 ・
王
者
を
退
位
さ
 せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
 

は
 、
王
者
が
も
は
や
真
人
の
域
さ
え
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
 一
 
下
 し
て
い
る
。
 

（
㏄
）
 ヲ
 （
・
 
0
 （
 ぃ
 Ⅰ
 
ト
の
 
（
 
，
ぎ
 @
@
 

接
コ
 

・
 ロ
 ・
 
A
 ）
Ⅱ
 

（
㎝
）
 ワ
ミ
 
・
 0
 （
 い
コ
 
㏄
 丹
，
 
@
 
ま
 Q
.
,
 
ロ
 ・
の
㏄
 

（
 
舖
 ）
（
・
 
オ
 0
 す
 @
 
口
の
（
・
 

@
 
ひ
 
@
Q
.
.
 
ロ
 ・
）
の
 

（
㏄
）
下
コ
 コ
ぃ
は
ぎ
匹
 ・
 ト
き
 も
㏄
 
ャ
 
㍗
 -
 守
 Q
a
 
め
 
*
 ャ
 ㏄
 
め
ぃ
笘
接
 づ
ぃ
ゑ
臣
 め
 
Q
Q
 
コ
 Ⅰ
も
 
@
Q
 
さ
 ～
 
-
@
,
 

ロ
い
コ
ひ
ノ
さ
 
@
 一
 
-
-
0
 

さ
吋
い
と
 
n
-
 

ヰ
 
-
@
 

笘
ヘ
 
-
 
～
 
-
@
 
ぬ
 
㌔
 ぎ
 *
Q
Q
 
か
ツ
や
 

*
Q
-
@
 

。
 せ
 0
 ヒ
ぃ
 p
 。
 p
 の
㏄
 
ひ
 。
 づ
 

㏄
Ⅱ
Ⅱ
 

（
 
甜
 ）
の
 ぃ
ニ
 二
の
 
コ
 （
 
N
 の
・
 
ぎ
迂
 ：
 ワ
 
Ⅱ
 
0
 卜
 



今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
状
況
で
最
も
興
味
深
 い
 特
徴
の
ひ
と
っ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
単
に
 宗
 教
 が
そ
の
 ヴ
ア
イ
タ
 

ハ
工
 
-
 

 
 

リ
テ
ィ
一
な
り
、
信
者
数
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
 だ
け
で
な
く
、
実
際
に
そ
の
勢
力
を
増
大
さ
せ
て
い
る
 と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

顕
著
な
例
だ
け
で
も
、
東
南
ア
ジ
ア
全
域
の
キ
リ
ス
ト
教
 カ
リ
ス
マ
運
動
、
ネ
オ
・
 
ヒ
ソ
 ド
ゥ
ー
カ
ル
ト
の
出
現
 
シ
ソ
 
ガ
ポ
 l
 
ル
・
 
マ
 

 
  

 

レ
一
 
シ
ア
の
都
市
地
域
に
お
け
る
華
人
霊
媒
（
シ
ャ
ー
 マ
 ソ
 ）
の
増
殖
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
公
認
宗
教
と
し
て
の
 儒
教
の
承
認
、
シ
ン
ガ
 

は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
そ
の
近
代
 化
の
過
程
で
多
様
な
宗
教
復
興
現
象
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
こ
で
 、
本
稿
で
は
 シ
ソ
ガ
 

ポ
 l
 ル
華
人
社
会
に
お
け
る
萱
札
信
仰
を
事
例
と
し
て
そ
の
 動
 向
を
整
理
し
 、
 併
せ
て
今
後
の
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
私
見
を
 呈
示
し
た
。
ま
ず
 第
 

一
に
、
華
人
社
会
に
お
け
る
民
俗
宗
教
は
近
代
化
の
中
で
単
純
化
 や
 適
応
と
い
っ
た
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
依
然
と
し
て
根
強
く
支
 持
さ
れ
て
い
る
。
 

第
二
に
萱
札
信
仰
は
カ
ル
ト
的
形
態
か
ら
セ
ク
ト
的
形
態
、
 民
 糸
 中
心
か
ら
 超
民
糸
 と
い
っ
た
多
様
な
形
態
を
内
包
し
つ
つ
 存
 航
 し
て
い
る
。
第
三
 

に
 近
年
に
出
現
し
た
一
部
の
童
乱
は
従
来
の
伝
統
的
な
役
割
に
 と
ら
わ
れ
な
い
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
 そ
う
し
た
童
比
肩
 

仰
の
多
様
性
と
共
に
彼
ら
の
内
面
世
界
に
潜
む
宗
教
観
念
へ
の
 動
態
的
理
解
が
一
層
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 華
人
社
会
、
霊
媒
、
カ
ル
ト
、
重
礼
、
 神
 教
 、
神
霊
 観
 

人
並
 里
乱
 
Ⅴ
研
究
再
考
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
社
会
の
変
動
と
シ
ャ
 
l
@
 
 

％
 
    

ズ   

ム 

  

杉
井
純
一
 



周
知
の
よ
う
に
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
は
島
の
中
央
部
に
あ
る
 森
林
地
帯
は
別
と
し
て
約
六
二
 0
 平
方
キ
ロ
メ
 一
 ト
ル
 の
 土
地
に
約
二
六
 0
 

万
人
も
の
人
が
す
む
人
口
調
 密
 地
域
で
あ
る
（
一
九
九
 
0
 モ
 現
在
）
。
こ
の
過
密
問
題
は
人
口
の
八
 
0
 姥
 以
上
が
一
連
 0
 
%
 
 

ユ
 1
,
 
力
 
ア
ウ
ン
 や
 

高
層
ア
パ
ー
ト
に
住
み
、
周
辺
 仁
 多
く
の
公
園
緑
地
を
点
 在
さ
せ
る
と
い
っ
た
周
到
な
部
市
計
画
の
も
と
、
一
応
 の
 解
決
を
み
て
い
る
。
 

こ
の
住
民
政
策
は
国
民
に
安
価
で
快
適
な
住
環
境
を
も
た
 ら
す
と
い
う
点
で
十
分
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
 が
 、
一
部
の
ア
パ
ー
ト
 

で
は
す
で
に
老
朽
化
が
み
ら
れ
、
ま
た
自
殺
者
の
増
加
と
 い
っ
た
新
た
な
社
会
問
題
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
 再
検
討
が
な
さ
れ
っ
 っ
 

  

民
族
構
成
と
社
会
変
化
 

ポ
ー
ル
華
人
の
間
で
の
大
乗
仏
教
の
復
興
な
ど
が
あ
る
と
 い
 う
 。
そ
こ
で
、
ホ
稿
で
は
そ
う
し
た
東
南
ア
ジ
ア
 諸
 国
の
中
で
も
と
り
わ
け
 

急
激
な
近
代
化
を
展
開
し
て
い
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
華
人
 社
会
に
焦
点
を
当
て
、
そ
う
し
た
社
会
変
動
に
華
人
の
 民
俗
宗
教
と
り
わ
け
 童
 

れ
 信
仰
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
再
検
討
す
る
。
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
民
族
的
・
文
化
的
・
宗
教
的
に
極
め
て
 多
元
的
な
複
合
社
会
で
あ
る
が
、
同
時
に
世
界
で
も
 有
 数
 の
都
市
国
家
で
あ
 

り
 、
そ
の
極
端
な
都
市
化
は
急
激
な
産
業
構
造
の
変
化
や
 消
費
社
会
の
構
築
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
 が
っ
て
そ
の
社
会
変
動
 

に
は
、
都
市
部
再
開
発
を
中
心
と
し
た
「
都
市
化
」
 や
エ
 美
化
政
策
の
成
功
や
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
の
発
展
に
代
 表
さ
れ
る
「
産
業
化
」
 

な
ど
横
方
な
レ
ベ
ル
の
「
近
代
化
」
が
含
ま
れ
る
が
、
 ，
 
」
こ
で
は
「
都
市
化
」
の
問
題
に
限
定
し
て
議
論
を
進
め
 
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
 

「
都
市
化
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
大
き
な
理
由
は
そ
れ
 
が
 住
民
の
居
住
地
の
大
移
動
を
起
点
と
し
て
い
る
か
ら
で
 あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
 

て
 シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
社
会
構
造
 は
 様
々
な
レ
ベ
ル
で
変
容
 を
き
た
し
、
各
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
も
 少
 な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
 

た
 。
以
下
で
は
ま
ず
こ
の
点
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
 童
乱
 信
仰
の
現
況
を
報
告
し
て
い
く
。
 

  



の
 複
雑
な
民
族
構
成
に
つ
い
て
や
は
り
目
を
向
け
る
必
要
 

が
あ
る
。
 

多
民
族
の
移
民
国
家
で
あ
る
 
シ
ソ
 ガ
ポ
ー
ル
に
は
、
大
別
 
し
て
中
国
系
の
移
民
で
あ
る
「
幸
人
」
、
マ
レ
ー
系
 

、
イ
 ン
ド
系
、
そ
の
他
 

0
7
 イ
ソ
り
テ
 。
 ｜
 と
い
っ
た
民
族
が
み
ら
れ
る
が
、
 

そ
 れ
ぞ
れ
の
民
族
内
に
お
い
て
も
下
位
集
団
と
し
て
「
 

民
 系
 」
が
存
在
し
て
 ぃ
 

@
2
 
）
 

る
 。
 

例
え
ば
、
華
人
は
総
人
口
の
 
セ
セ
 ・
 セ
 老
を
占
め
る
 マ
ジ
 ，
リ
テ
。
 
１
 で
あ
る
も
の
の
、
福
建
 
人
 、
潮
州
 人
 、
広
 東
人
、
雲
南
人
な
ど
 

の
 「
民
兵
」
に
区
別
さ
れ
・
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
は
独
自
の
 

文
化
、
慣
習
、
宗
教
、
職
業
な
ど
を
保
持
し
て
き
た
。
 

さ
ら
に
、
少
数
で
は
あ
 

る
が
重
要
な
華
人
糸
の
集
団
と
し
て
、
マ
レ
ー
語
を
話
 

す
 「
 
バ
バ
 」
と
 よ
 ば
れ
る
人
々
や
基
本
的
に
英
語
の
み
を
 

話
す
人
々
が
見
ら
れ
 

る
 。
次
に
マ
レ
ー
系
は
人
口
の
一
四
・
一
 

%
 を
占
め
、
 主
 に
 マ
レ
ー
シ
ア
な
い
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
出
身
で
あ
る
。
 

彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
 

 
 

は
 イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
よ
う
に
統
合
化
さ
れ
て
い
る
 
。
一
方
、
 イ
 ソ
 ド
 系
は
 

セ
 ・
一
 
%
 で
、
タ
ミ
ル
人
が
主
体
で
あ
る
が
、
マ
ラ
ヤ
 

リ
 ｜
、
バ
ソ
 ジ
ャ
ー
 ビ
 、
ス
リ
ラ
ン
カ
系
の
シ
ン
ハ
ラ
人
 

な
ど
の
民
族
，
言
語
集
 

回
 に
分
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
他
に
も
、
 

ョ
一
 ロ
ッ
パ
系
 
、
ア
ラ
ブ
系
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
 
糸
 （
欧
亜
混
血
Ⅹ
日
本
 
人
 、
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
 

再
 
老
 
，
 数
多
く
の
マ
イ
ノ
 
り
テ
 。
 一
 が
存
在
し
て
い
る
。
 
，
 し
ぅ
 
し
て
、
人
々
は
い
く
つ
か
の
主
要
な
民
族
 

ヵ
テ
ゴ
り
 
１
 %
 分
類
さ
れ
、
個
々
の
 
葉
 

瑚
団
 は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
言
語
的
多
様
性
、
社
会
 

階
 層
 、
宗
教
な
ど
に
応
じ
て
更
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
 

し
鉗
 

）
 
年
代
初
頭
ま
で
は
こ
う
し
た
参
上
，
 

明
確
に
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
政
 

ま
た
、
一
九
六
 

，
 
3
@
 

0
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あ
る
。
こ
の
政
策
は
主
に
、
 H
D
B
 
 （
 
エ
 0
 
二
の
 
@
,
 

の
 p
,
 
ヰ
 

だ
が
、
そ
れ
は
単
に
住
環
境
の
整
備
だ
け
で
な
く
「
 シ
 

ぅ
 政
策
的
意
図
を
も
っ
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 旨

 4
0
 
ざ
ロ
ヨ
 
の
 
コ
 （
 し
 o
p
 

在
住
宅
供
給
・
土
地
開
発
局
）
 

に
よ
つ
 て
 進
め
ら
れ
て
き
た
の
 

ソ
 ガ
ポ
ー
 リ
 ア
ン
」
と
し
て
の
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 イ
 ー
を
育
成
す
る
と
い
 

何
故
、
そ
う
し
た
意
図
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
を
理
解
す
 る
た
め
に
は
、
こ
の
国
 



さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
華
人
は
高
賃
金
 の
 「
専
門
職
・
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
マ
レ
一
人
は
低
賃
金
の
 
「
輸
送
業
」
と
い
う
よ
 

よ
 う
 と
も
し
て
き
た
。
こ
の
社
会
の
階
層
化
と
は
、
各
民
 族
 集
団
の
果
た
す
べ
き
機
能
が
特
殊
化
さ
れ
、
社
会
的
 ・
経
済
的
適
所
に
配
置
 

セ
ラ
ノ
グ
ー
ン
・
ロ
ー
ド
と
い
う
よ
う
に
分
散
し
て
い
た
 の
で
あ
る
。
華
人
も
ま
た
、
「
 
民
糸
 」
ご
と
に
群
居
し
 、
 ク
レ
タ
・
ア
ヤ
 l
 の
 

 
 

セ
ラ
 ソ
 グ
 l
 ソ
や
 ボ
 l
 ト
・
キ
 l
 の
潮
州
 人
 、
ビ
 l
 チ
   

ロ
ー
ド
の
海
南
人
と
い
う
 具
 ム
ロ
で
あ
っ
た
。
華
人
の
場
ム
ロ
 
は
 、
同
一
業
種
で
あ
り
か
つ
同
郷
関
係
に
あ
る
こ
と
が
 多
く
、
地
縁
と
業
 縁
と
 

い
 う
 
「
二
綾
」
群
居
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
 

さ
ら
に
共
通
の
方
言
ま
た
は
同
郷
を
絆
と
し
て
華
人
は
 「
 
卸
 」
と
呼
ば
れ
る
組
織
を
形
成
し
、
そ
の
上
部
組
織
と
 し
て
中
華
総
商
会
が
 

結
成
さ
れ
た
。
 

@
4
@
 
こ
う
し
た
組
織
は
同
郷
人
同
士
で
助
 け
 合
い
、
支
え
あ
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
は
不
可
欠
の
も
 の
で
は
あ
っ
た
が
、
 
同
 

時
に
自
分
た
ち
の
利
益
の
み
を
最
重
視
す
る
排
他
的
な
 傾
向
も
ま
た
ム
ロ
わ
せ
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
華
人
が
他
 の
 民
族
集
団
か
ら
分
離
 

し
 、
お
互
い
の
対
立
を
助
長
す
る
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
・
 タ
 イ
ブ
 を
形
成
し
か
れ
な
い
と
い
う
不
安
要
因
を
常
に
は
 ら
ん
で
い
る
こ
と
を
 示
 

し
て
い
る
。
加
え
て
、
華
人
が
群
居
し
た
 シ
ソ
 ガ
ポ
ー
ル
 同
一
帯
の
「
中
央
地
域
」
は
大
陸
か
ら
の
絶
え
間
な
い
 移
民
の
波
に
よ
り
過
密
 

化
し
、
最
悪
の
生
活
環
境
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
 「
ス
ラ
ム
化
」
し
た
華
人
居
住
 
因
め
 シ
ミ
 ノ
 プ
ハ
ウ
ス
（
 一
階
が
商
店
で
、
 
ニ
、
 

三
階
に
住
む
長
屋
式
の
家
屋
）
な
ど
が
次
々
に
取
り
壊
さ
 ね
 、
彼
ら
は
郊
外
の
団
地
に
民
族
、
「
 
民
糸
 」
の
区
別
 

な
く
移
住
さ
せ
ら
れ
る
 

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
政
府
の
住
宅
政
策
は
 、
住
 環
境
の
整
備
と
共
に
、
「
 
民
糸
 」
ご
と
の
「
住
み
わ
 け
 」
 に
 典
型
的
に
見
ら
れ
 

る
よ
う
な
個
々
の
民
族
集
団
の
境
界
を
半
ば
強
制
的
に
取
 り
 去
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
に
と
っ
て
は
 シ
 ソ
 ガ
ボ
 一
め
 が
「
第
三
 

の
中
国
」
と
な
る
こ
と
な
く
国
家
と
し
て
の
主
体
性
を
獲
 得
す
る
為
に
も
、
新
た
な
国
民
の
創
出
と
し
て
「
シ
ン
 ガ
ポ
ー
リ
ア
ン
」
の
 ア
 

（
 
5
@
 

イ
デ
ソ
 テ
ィ
テ
ィ
 
一
 が
定
着
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
 ヰ
ハ
 

-
 
Ⅰ
。
 

同
時
に
、
政
府
は
政
策
的
に
社
会
の
階
層
化
が
承
認
さ
れ
 る
 上
で
の
「
頼
み
の
綱
」
的
な
も
の
と
し
て
各
民
族
 集
 団
の
伝
統
を
維
持
し
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一
九
九
 0
 年
の
 セ
ソ
サ
ス
 に
よ
る
と
、
シ
ソ
ガ
ボ
ー
ル
の
 宗
教
構
成
は
キ
リ
ス
ト
教
一
二
・
六
 %
 、
仏
教
・
道
教
 五
三
，
九
 %
 、
イ
ス
 

ラ
ー
ム
 教
 一
五
・
四
 %
 、
ヒ
ソ
ド
ゥ
ー
 教
三
 ，
六
 %
 、
そ
 の
他
の
宗
教
 

0
.
 

五
 %
 、
無
宗
教
一
四
・
 0
 老
 と
な
っ
 て
い
る
。
こ
れ
を
民
族
 

別
に
み
る
と
、
華
人
の
六
八
，
 0
 拷
が
、
仏
教
徒
も
し
く
 は
 道
教
徒
で
あ
り
、
一
四
・
一
 %
 が
キ
リ
ス
ト
教
、
一
 セ
 ・
九
 %
 が
無
宗
教
で
 

%
 
 あ
る
。
同
一
民
族
内
で
最
も
宗
教
的
異
質
 性
 が
高
 い
の
は
イ
ソ
 ド
 系
で
、
五
三
・
二
 %
 が
 ヒ
ソ
 ド
ゥ
ー
 

 
 

教
壬
ノ
 ・
三
 %
 が
イ
ス
ラ
ー
ム
 

 
 

。
こ
れ
に
対
し
、
最
も
宗
教
的
同
質
性
の
高
 い
め
 が
 マ
 レ
｜
 系
で
、
九
九
・
七
 %
 が
 

究
 

 
 

ぎ
り
 ・
多
く
の
華
人
は
仏
教
徒
も
し
く
は
道
教
徒
で
あ
 る
こ
と
に
な
る
が
、
学
歴
の
 

高
い
人
々
の
間
で
は
キ
リ
ス
ト
教
や
無
宗
教
の
人
も
増
加
 し
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
急
速
な
 近
代
化
の
中
で
伝
統
な
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一 

社
会
変
化
と
宗
教
 

@
6
 
レ
 

5
%
 分
担
さ
れ
、
結
果
的
 に
 
（
華
人
 ｜
 イ
ソ
 ド
人
｜
 マ
レ
 １
人
）
と
い
う
上
下
関
係
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
 言
 う
 。
も
ち
ろ
ん
民
族
 

集
団
内
に
も
地
位
や
収
入
の
格
差
は
み
ら
れ
た
が
、
 

上
 層
階
級
を
含
む
割
合
の
大
き
い
集
団
が
相
対
的
に
上
位
に
 位
置
づ
げ
ら
れ
た
の
で
 

あ
る
。
こ
う
し
た
階
層
化
は
・
一
九
六
 
0
 年
代
以
降
の
都
 市
 化
政
策
 仁
 と
も
た
う
雇
用
形
態
の
変
化
な
ど
 仁
 よ
り
か
 な
り
平
均
化
さ
れ
た
 

が
 、
現
在
で
も
民
族
間
で
明
白
に
存
在
し
て
い
る
。
 こ
 の
よ
う
に
政
府
の
民
族
政
策
は
 、
 個
々
の
民
族
集
団
が
自
 ら
の
最
低
限
度
の
独
自
 

性
を
保
持
し
つ
つ
、
「
 
シ
ソ
 ガ
ポ
ー
リ
ア
 
ソ
 」
と
し
て
の
 
個
人
的
・
文
化
的
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
 、
安
 定
 し
た
社
会
秩
序
を
 

構
築
す
る
と
い
う
意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
 し
た
言
わ
ば
「
二
律
背
反
的
な
」
国
家
政
策
は
国
民
の
 ァ
 イ
デ
ソ
 テ
ィ
テ
ィ
ー
 と
 

い
 う
 繊
細
な
問
題
 仁
関
 わ
る
も
の
だ
げ
に
、
深
刻
な
葛
藤
 を
 国
民
に
押
し
付
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
 な
 葛
藤
を
含
む
社
会
状
 

況
の
変
化
の
受
け
皿
と
し
て
宗
教
が
浮
上
し
て
き
た
と
 い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
 



@
 
Ⅱ
 @
 

合
 単
純
化
）
と
合
適
応
）
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
た
。
 例
え
ば
、
伝
統
的
な
中
国
社
会
で
は
父
が
亡
く
な
っ
た
 時
 0
 服
喪
期
間
は
三
年
 

ば
 、
華
人
の
九
 

燃
や
し
、
供
物
 

く
 、
急
激
な
社
 

の
で
あ
る
。
 

も
っ
と
も
こ
 

紀
に
か
け
て
 
シ
 

八
個
人
で
あ
っ
 

祖
先
崇
拝
と
い
 

く
 、
た
い
て
い
 

さ
ら
に
、
 
シ
 八

・
九
 %
 が
中
国
新
年
（
春
節
）
の
儀
礼
慣
行
性
関
与
し
 て
お
り
、
 九
 0
 老
 以
上
が
家
庭
で
儀
礼
を
行
 う
 際
に
は
 線
香
を
 

を
 供
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
華
人
の
間
で
伝
統
的
 み
 ホ
教
実
践
が
か
な
り
減
少
し
て
き
て
い
る
と
論
ず
る
の
 は
 難
し
 

全
的
経
済
的
変
化
に
よ
っ
て
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
「
儀
礼
 遵
守
の
衰
退
」
は
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
強
烈
な
も
の
で
 は
な
い
 

れ
は
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
儀
礼
の
意
味
も
変
化
し
て
 ぃ
 な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
も
と
も
と
一
八
世
紀
か
ら
 一
九
世
 

ソ
 ガ
ポ
ー
ル
に
や
っ
て
ぎ
た
中
国
系
の
移
民
た
ち
は
自
ら
 の
家
（
 舌
 ）
や
宗
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
切
り
離
さ
 れ
た
 個
 

た
 。
そ
れ
故
、
初
期
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
宗
族
の
 ネ
ッ
 ト
ワ
ー
ク
は
発
達
せ
ず
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
儀
礼
 も
ま
た
 

う
よ
り
一
種
の
「
追
慕
（
呂
の
日
 0
%
 
ぃ
 「
一
の
 

ヨ
 ）
」
に
す
ぎ
な
か
 
っ
た
 。
祖
先
 糸
が
 短
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
 
疑
い
 た
 

 
 

の
家
族
は
弾
に
二
、
三
世
代
前
の
祖
先
に
祈
っ
て
い
た
の
 で
あ
る
。
 

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
華
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
儀
礼
の
多
く
は
 、
現
代
社
会
の
生
活
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
 た
め
、
 

@
0
@
 

証
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
今
日
の
 シ
ソ
 
ガ
ポ
ー
ル
 で
は
依
然
と
し
て
華
人
の
伝
統
的
な
儀
礼
の
実
践
 度
は
 本
質
的
に
高
い
。
 
例
え
 

@
8
"
 

を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
宗
教
は
集
団
統
合
と
 い
 う
 役
割
か
ら
個
人
的
な
救
済
と
い
う
役
割
へ
と
そ
の
 機
能
を
変
化
さ
せ
て
い
 

る
と
す
る
。
 

こ
う
し
た
指
摘
に
対
し
 ト
ソ
 

（
 
づ
 0
 品
）
ら
は
現
代
の
 
シ
ン
 
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
宗
教
儀
礼
の
変
化
を
分
析
し
、
 

世
 俗
化
の
問
題
を
再
検
 

か
ん
づ
く
宗
教
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
 

タ
ム
 
（
 
づ
ァ
 
ま
し
に
よ
れ
ば
、
英
語
の
公
用
語
化
や
開
か
 れ
た
資
本
主
義
経
済
の
発
展
を
含
む
経
済
・
制
度
体
系
に
 お
け
る
変
化
が
 西
 

欧
的
 
「
伝
統
」
へ
の
適
応
に
対
し
大
き
な
推
進
力
と
な
り
 
、
こ
れ
が
 様
攻
 な
宗
教
に
お
け
る
儀
礼
実
践
の
「
個
人
 主
義
化
」
「
私
物
化
」
 

  



葬
の
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
は
今
日
、
非
常
に
困
難
と
 な
っ
て
い
る
た
め
、
埋
葬
方
法
も
土
葬
か
ら
火
葬
へ
と
 変
 化
し
つ
つ
あ
る
。
か
つ
 

て
は
宗
族
の
墓
は
普
通
に
み
ら
れ
た
の
だ
が
、
現
在
で
は
 団
地
内
の
納
骨
所
や
仏
教
寺
院
に
預
げ
ら
れ
る
こ
と
が
 多
い
 0
 こ
う
し
た
単
純
 

化
や
適
応
 は
 宗
教
の
近
代
化
過
程
で
見
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
 特
徴
と
言
え
よ
う
。
 

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
依
然
と
し
て
華
人
の
伝
統
的
 な
儀
礼
実
践
は
遵
守
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
あ
る
 特
 定
の
層
の
人
々
の
間
 

で
は
そ
れ
が
減
少
し
っ
 っ
 あ
る
と
い
う
の
も
確
か
な
こ
と
 で
あ
る
。
そ
れ
は
主
に
英
語
教
育
を
受
け
た
高
学
歴
の
 若
者
た
ち
で
、
彼
ら
は
 

宗
教
に
た
い
し
て
は
よ
り
自
発
的
な
見
方
を
取
る
よ
 う
 に
 な
っ
て
お
り
、
道
教
よ
り
は
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
を
選
 ぶ
も
の
が
増
え
て
 き
て
 

い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
 う
 し
た
傾
向
が
必
ず
し
も
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
意
味
す
 る
も
の
で
は
な
い
と
い
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
 無
 宗
教
を
宣
す
る
人
の
割
合
は
依
然
と
 し
て
低
い
（
 九
 ，
二
 %
 ）
と
い
う
事
実
か
ら
も
わ
か
る
 よ
う
に
、
宗
教
へ
の
 志
 

向
性
は
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
世
俗
化
と
い
う
よ
 り
は
「
宗
教
の
変
更
（
 由
 。
 
鮒
 @
 
。
 
，
 の
の
き
（
 
り
ォ
 
@
 
口
巴
 
」
 に
す
 ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
 

@
 
は
 ）
 

る
 。
 

み
て
 き
た
 よ
 う
 に
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
の
華
人
社
会
に
お
 け
 る
 宗
教
・
儀
礼
慣
行
は
近
代
化
の
中
で
、
単
純
化
や
適
 応
 と
い
っ
た
変
化
を
 

遂
げ
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
根
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
と
 言
え
よ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
華
人
大
衆
に
よ
っ
て
 根
 強
く
信
奉
さ
れ
て
い
る
 

貢
士
信
仰
を
中
心
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
社
会
変
化
と
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
態
様
を
明
ら
か
但
し
て
い
き
た
い
。
 

考
 

再
 

究
 

三
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
社
会
の
童
 
乱
 研
究
の
 現
状
と
課
題
 

研
 

 
 

三
 
《
 
@
 
且
圭
 

①
 童
札
 信
仰
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
 

105 (341) 

間
 ま
で
延
長
さ
れ
る
が
、
今
日
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
 

四
 九
日
か
 わ
 百
日
の
間
で
お
 
ょ
そ
 共
通
し
て
い
る
 
0
 ま
た
 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
 
埋
 



が
 崇
拝
さ
れ
て
い
る
要
因
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
た
 い
も
の
と
言
え
る
。
特
に
、
そ
こ
で
は
大
祭
の
よ
う
な
 人
 規
模
な
儀
礼
よ
り
も
 童
 

@
 
巧
 @
 

頼
 者
の
内
面
的
な
世
界
に
鋭
く
迫
っ
た
。
こ
う
し
た
 研
 究
は
急
激
な
近
代
化
を
遂
げ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
 も
 未
だ
に
根
強
く
 童
軋
 

東
南
ア
ジ
ア
華
人
社
会
に
お
け
る
呪
術
 ｜
 宗
教
的
職
能
 者
 
全
量
 且
 ）
（
 

T
a
,
m
.
k
@
 

）
は
 

、
 多
く
の
内
外
の
研
究
者
に
 よ
っ
て
早
く
か
ら
 注
 

目
さ
れ
て
ぎ
た
。
中
で
も
佐
々
木
表
幹
は
従
来
の
欧
米
の
 人
類
学
者
に
よ
る
研
究
を
補
完
す
る
だ
け
で
な
く
、
 よ
 り
 華
人
の
生
活
意
識
に
 

@
H
@
 

密
着
し
た
レ
ベ
ル
の
議
論
を
展
開
し
た
。
 

そ
の
第
一
の
論
点
は
 、
ヱ
 リ
オ
ッ
ト
を
初
め
と
す
る
 欧
 米
の
人
類
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
霊
媒
（
皆
式
（
 三
品
 T
 日
 ）
と
し
て
し
 

ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
い
た
童
 且
を
 
「
霊
媒
型
シ
ャ
一
 ％
ソ
 」
と
規
定
し
、
よ
り
積
極
的
に
シ
ャ
 一
 マ
ニ
ズ
ム
の
 枠
 組
の
中
に
位
置
づ
 け
た
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 、
童
 れ
は
地
域
的
な
一
 
幸
 入
社
会
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 

2
0
 広
域
な
比
較
研
究
の
姐
 上
に
の
せ
ら
れ
る
こ
と
 

 
 

こ
の
 童
且
 
（
 コ
篆
 。
 
k
@
 
）
と
は
「
自
ら
に
神
霊
を
思
 依
さ
 せ
て
、
ト
ラ
ノ
ス
状
態
に
な
り
、
神
霊
そ
の
も
の
と
し
て
 ふ
る
ま
う
」
こ
と
 

を
 特
徴
と
す
る
。
ム
ロ
湾
の
漢
人
社
会
の
場
合
に
は
、
基
本
 

的
に
男
性
の
霊
媒
が
 童
且
と
 
呼
ば
れ
神
明
（
 m
o
&
 

）
に
 ょ
 っ
て
 忌
伏
 さ
れ
る
の
に
 

対
し
、
女
性
の
霊
媒
は
厄
 壊
 と
呼
ば
れ
、
 
鬼
 
（
 菩
丑
 ）
 や
 祖
先
（
 ぃ
口
 
c
 。
 降
 。
 こ
 
に
よ
っ
て
 恩
伏
 さ
れ
る
。
一
方
、
 
シ
 ソ
 ガ
ポ
 l
 ル
で
は
 男
 

性
 の
 童
且
が
 圧
倒
的
に
多
い
も
の
の
、
女
性
 童
 軋
も
か
な
 り
 以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
 

ヱ
リ
オ
 "
 ト
に
 よ
 れ
ば
女
性
の
霊
媒
に
 

は
 死
霊
に
隠
伏
さ
れ
る
 旭
妓
 
（
福
建
系
）
 や
問
醒
婆
 
（
 
広
 東
系
 ）
と
呼
ば
れ
る
宗
教
者
も
存
在
し
て
い
た
の
で
、
 
公
立
且
且
）
 
宋
腫
妓
 ）
公
開
 

@
 
巧
 @
 

醒
婆
 ）
の
三
者
が
女
性
霊
媒
の
 ヵ
 テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
 る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
女
桂
 童
 計
の
活
躍
と
は
反
対
 

悟
 合
田
 妖
 ）
公
門
 醒
婆
 ）
に
つ
い
て
の
最
近
の
報
告
は
管
 見
に
 よ
 れ
ば
皆
無
で
あ
り
、
存
在
の
有
無
も
含
め
て
 一
 考
 さ
れ
る
べ
 き
 問
題
で
 

あ
る
。
 

第
二
に
、
そ
う
し
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
観
点
か
 ら
童
且
 の
成
文
過
程
、
治
 病
 儀
礼
、
生
活
史
な
ど
を
調
査
 し
 、
 童
帥
 や
そ
の
 依
 

(342) 106 



 
 

②
黄
肌
信
仰
の
派
生
形
態
 

童比 ) 研究 

の内 

実 
を 
倹 
証 

す 
る 
    

と 

が ， 

肝 
要 
で， 
あ 
る 

と 

考 
，え 
る 

107  (343) 

再考 

童
批
 信
仰
は
様
々
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 華
 八
街
の
黄
肌
 廟
は
廃
廟
 も
し
く
は
移
転
を
余
儀
な
く
さ
 れ
る
一
方
、
 H
D
B
 指
 

導
に
よ
 り
 童
 Ⅱ
廟
の
統
合
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
由
緒
 あ
 る
寺
 廟
を
利
用
し
て
 童
肌
の
セ
ァ
ソ
ス
 が
行
わ
れ
て
い
 た
り
、
政
府
と
の
交
渉
 

に
成
功
し
て
 新
廟
が
 建
設
さ
れ
、
時
に
は
全
く
新
た
な
形
 態
 の
 童
肌
廟
が
 生
ま
れ
る
（
 九
棲
掌
督
公
廟
 ）
な
ど
の
 い
ろ
い
ろ
な
ケ
 @
 ス
が
 

見
ら
れ
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
 

ま
た
、
そ
う
し
た
変
化
に
も
関
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
黄
肌
 の
 信
仰
集
団
は
「
 民
系
 」
中
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
 が
 、
こ
の
点
は
よ
り
 

注
意
深
く
扱
 う
 必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
 
民
系
 」
の
中
 で
も
福
建
系
の
場
合
は
鵬
租
を
守
護
神
と
し
て
祀
る
な
ど
 他
と
 比
べ
て
独
自
性
 

が
 強
い
と
い
う
特
徴
を
持
ち
、
客
家
系
は
も
と
も
と
出
身
 地
 が
分
散
し
て
い
る
た
め
同
郷
集
団
と
い
う
よ
り
方
言
 集
団
と
し
て
の
性
格
が
 

強
し
と
言
わ
れ
 

、
 

石
 
（
 
8
 ）
こ
の
よ
う
に
華
人
の
各
「
 

O
 

民
系
 」
 の
 性
格
は
そ
の
移
住
の
経
緯
や
状
況
に
応
じ
て
一
様
で
は
 な
い
。
し
た
が
っ
て
 、
 

こ
う
し
た
相
違
が
 童
 批
の
信
者
集
団
の
構
成
に
も
反
映
さ
 れ
る
可
能
性
を
考
慮
 に
 い
れ
る
と
 共
悟
 
「
 
民
系
 」
中
心
 と
さ
れ
る
信
者
集
団
 

@
 
け
 @
 

く
黄
 肌
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
た
の
か
と
い
う
 点
を
追
及
し
た
。
佐
々
木
に
 ょ
 れ
ば
、
 
一
九
六
 0
 年
か
ら
の
変
動
期
に
お
け
る
 

Ⅱ
の
日
常
的
な
活
動
で
あ
る
 問
 押
伍
調
査
の
重
点
が
置
か
 れ
た
。
し
か
し
 童
 机
の
活
動
を
総
体
的
に
把
握
す
る
 為
 ヰ
プ
 

ヒ
 

さ
れ
る
祭
礼
の
分
析
も
同
様
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
 。
特
に
、
住
宅
政
策
に
よ
っ
て
分
散
し
た
信
者
た
ち
に
 と
 

集
 う
 数
少
な
い
機
会
で
あ
る
 0
 祭
礼
そ
の
も
の
の
儀
礼
 要
 素
の
変
化
も
含
め
、
そ
の
分
析
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
 い
 

が
あ
る
。
 

第
三
に
、
そ
う
し
た
社
会
変
化
と
り
わ
け
 H
D
B
 

を
中
心
 

と
し
た
住
宅
政
策
に
 よ
 る
急
速
な
都
市
化
の
波
の
中
で
 は

 年
に
一
、
二
度
 催
 

っ
て
大
祭
は
全
員
が
 

な
い
の
は
意
外
な
感
 

、
宗
教
、
な
か
ん
づ
 



佐
々
木
の
研
究
は
主
と
し
て
 童
品
を
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
 
視
座
か
ら
比
較
検
討
し
、
そ
れ
を
 よ
 り
普
遍
的
な
宗
教
 形
態
の
ひ
と
つ
と
し
 

て
 位
置
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
後
の
研
 究
は
童
品
 信
仰
の
 ヴ
ァ
り
ヱ
 
ー
シ
，
 ン
 匹
目
を
向
け
る
 
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
 う
 

に
な
っ
た
。
 

（
Ⅱ
 
一
 
@
 

そ
う
し
た
研
究
の
ひ
と
つ
に
ジ
ュ
 l
 
（
 
甘
 ）
の
「
仙
法
網
 壇
 」
（
福
建
系
）
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
る
。
こ
の
仙
法
 
穂
壇
 と
い
う
宗
教
 

集
団
は
童
 品
 の
よ
う
な
霊
媒
信
仰
を
そ
の
母
胎
と
し
な
が
 ら
も
、
教
団
形
態
か
ら
み
る
と
カ
ル
ト
的
信
仰
形
態
と
 ほ
 異
な
り
、
む
し
ろ
 セ
 

ク
ト
的
な
形
態
を
持
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
 

こ
ナ
 」
で
言
う
カ
ル
ト
と
は
通
常
、
短
命
の
集
団
で
、
個
人
的
 
な
 カ
リ
ス
マ
 や
ヱ
ク
ス
 

タ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
秘
体
験
を
重
視
す
る
に
対
し
、
セ
ク
ト
 は
 組
織
の
存
続
を
図
り
、
成
員
の
教
義
理
解
に
重
ぎ
を
 置
く
と
い
っ
た
相
違
が
 

（
 
袖
 @
 

み
ら
れ
る
と
い
う
点
に
限
定
し
て
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
  
 

童
軋
 信
仰
仁
は
通
常
、
あ
る
一
人
の
童
 品
 が
生
ま
れ
る
と
 次
第
に
そ
の
 
霊
能
 に
触
れ
よ
う
と
し
て
周
囲
の
人
間
が
 信
仰
集
団
を
形
成
 

し
 、
 童
 比
の
主
催
す
る
祭
儀
を
支
援
し
て
 い
 く
が
、
や
が
 て
童
品
 が
年
老
い
る
と
そ
の
集
団
も
消
滅
す
る
と
い
っ
 た
 サ
イ
ク
ル
が
見
ら
れ
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
必
然
的
に
短
命
の
集
団
で
あ
 り
 、
カ
ル
ト
的
な
宗
教
集
団
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

こ
 れ
に
対
し
、
「
先
天
犬
 

道
 」
や
「
三
一
致
」
、
「
徳
教
」
、
と
い
っ
た
教
団
で
は
、
 
独
自
の
 
シ
ソ
ク
レ
 テ
ィ
 "
 ク
な
 経
典
を
有
し
、
本
部
 ｜
支
 部
 と
い
っ
た
組
織
を
 

明
確
に
形
成
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
セ
ク
ト
的
な
宗
教
案
 団
 で
あ
る
と
み
な
し
 ぅ
る
 。
同
様
に
「
仙
法
網
垣
」
 
も
 ま
た
そ
う
し
た
傾
向
を
 

強
く
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
「
仙
法
」
と
は
、
「
末
法
・
仏
法
・
適
法
・
 

雷
法
 
・
 神
法
」
と
い
う
五
つ
の
神
秘
的
な
知
識
を
統
合
し
て
 創
吐
 坦
ヤ
 
ご
た
 
れ
た
 Ⅰ
も
の
で
あ
 

り
 、
神
秘
 力
 0
 階
梯
に
お
い
て
最
も
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
 る
 。
仙
法
の
信
者
た
ち
は
一
般
に
神
霊
に
よ
っ
て
 想
依
 さ
れ
る
よ
う
な
劇
的
な
 

ト
ラ
ソ
ス
 状
態
に
は
な
ら
な
い
。
太
鼓
や
鐘
を
鳴
ら
し
た
 り
も
せ
ず
、
霊
媒
は
瞑
想
を
通
し
て
、
静
か
に
 恩
霊
状
 態
 に
入
る
。
仙
法
は
意
 

識
 的
な
訓
練
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
の
で
 あ
り
、
新
加
入
者
は
仙
法
の
師
匠
に
よ
っ
て
浄
化
の
加
 大
 儀
礼
を
受
け
、
通
常
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を
 操
作
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
修
得
 は
 様
々
な
レ
ベ
ル
で
見
ら
れ
 

 
 

 
 

る
が
最
も
基
本
的
な
事
は
霊
媒
が
自
ら
の
身
体
を
統
御
す
 る
と
い
う
点
で
、
常
に
霊
媒
は
身
体
を
清
浄
な
状
態
に
 保
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

蹊
 

そ
れ
で
は
霊
媒
は
単
な
る
霊
力
の
入
れ
物
に
す
ぎ
 な
い
の
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
 ト
ソ
 に
よ
 れ
 ば
 、
霊
媒
の
持
っ
 力
 

㈲
 

 
 

の
 訓
練
集
会
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
 こ
と
か
ら
、
 常
 江
本
部
と
支
部
と
の
間
に
繋
が
り
が
あ
 り
 、
経
典
の
知
識
や
儀
 

礼
の
統
御
が
強
調
さ
れ
る
な
ど
、
セ
ク
ト
 的
 要
素
を
兼
ね
 備
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
仙
法
網
垣
 は
 一
般
の
童
 肌
 信
仰
と
は
明
ら
 か
に
異
質
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
が
、
霊
媒
信
仰
の
脈
 絡
 で
み
る
と
や
は
り
 

童
帥
 信
仰
の
一
派
生
形
態
と
言
う
べ
 き
 も
の
で
あ
り
、
 社
 会
 変
化
に
対
応
し
て
新
宗
教
的
な
発
展
を
遂
げ
た
も
の
 と
 考
え
ら
れ
る
。
 童
且
 

信
仰
を
集
団
論
的
に
見
よ
う
と
す
る
立
場
は
 ヱ
リ
オ
 "
 ト
 以
降
、
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
手
が
つ
げ
ら
れ
 て
い
な
い
と
い
う
の
が
 

@
 
れ
 @
 

現
状
で
あ
り
、
こ
う
し
た
側
面
か
ら
の
分
析
が
今
後
求
め
 ら
れ
る
。
 

③
 童
帥
 信
仰
に
お
け
る
宗
教
観
念
 

シ
ソ
 ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
の
 ト
ソ
 （
 
円
 。
 
漏
 ）
は
 シ
ソ
ガ
ポ
 ｜
ル
 北
部
 ョ
 ー
・
チ
ュ
ー
・
 カ
ソ
 （
 
ぷ
 。
の
 
ゴ
 F
,
 
本
 り
さ
の
）
の
 

福
雲
 壇
を
調
査
し
、
 

@
 
盈
 ）
 

単
に
民
族
誌
的
な
記
述
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
見
ら
れ
 る
 「
 
力
 」
の
観
念
や
知
識
、
神
観
念
を
考
察
し
て
い
る
。
 ト
ソ
 に
よ
れ
ば
、
中
国
 

人
 に
と
っ
て
、
「
 
力
 
（
 
団
 ）
」
と
は
物
体
に
浸
透
し
う
る
も
 
の
で
あ
り
、
例
え
ば
神
像
は
開
眼
儀
礼
を
通
し
て
 聖
な
 る
 力
を
付
与
さ
れ
る
。
 

こ
の
時
、
霊
媒
は
神
像
に
血
も
し
く
は
 赤
イ
 ソ
 ク
 を
た
ら
 し
 、
こ
れ
に
よ
っ
て
神
霊
が
像
に
込
め
ら
れ
る
。
同
様
 に
 、
霊
媒
信
仰
は
霊
的
 

存
在
が
一
時
的
に
人
間
の
身
体
に
懸
 依
し
ぅ
 る
の
だ
と
 ぃ
 ぅ
 信
仰
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
 0
 こ
の
状
態
に
お
い
 て
 、
霊
媒
は
も
は
や
 人
 

間
で
は
な
く
、
 押
 そ
の
も
の
と
し
て
ふ
る
ま
 ぅ
 。
し
た
が
 っ
て
、
こ
の
 ト
ラ
ソ
ス
 状
態
で
は
神
霊
の
 力
 は
実
際
に
 そ
の
人
物
の
中
に
あ
る
 

%
 
 と
 信
じ
ら
れ
て
い
る
。
 



漢
民
族
 

ジ
ョ
ー
 ダ
 

題
で
あ
っ
 

ま
ず
 第
 の

 民
俗
宗
教
に
見
ら
れ
る
 神
 観
念
や
宗
教
的
世
界
観
の
解
 明
は
 、
近
年
に
な
っ
て
特
に
著
し
い
進
歩
を
見
せ
て
お
 り
、
 中
で
も
 

ソ
や
 ウ
ォ
ル
フ
の
提
起
し
た
神
明
 G
0
Q
 

）
祖
先
（
 

餌
 り
の
 

s
t
 

0
q
 
）
 鬼
魂
 
（
 
甘
 0
"
 
こ
と
い
う
宇
宙
三
位
の
区
別
は
最
も
 興
味
深
い
間
 

（
 
袖
 @
 

 
 

を
 次
の
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
 

一
に
、
漢
民
族
の
神
霊
 
観
 で
は
、
宗
教
的
宇
宙
を
天
上
界
 ，
地
上
界
，
地
下
界
を
三
 つ
に
 
分
か
ち
、
宗
教
的
存
 在
を
神
明
 

四
 

童
比
 研
究
の
課
題
宗
教
的
世
界
観
の
解
明
 
 
 

童
 れ
が
 ト
ラ
ソ
ス
 に
入
る
時
は
い
つ
も
呪
符
や
線
香
で
 清
 め
る
仕
草
を
す
る
の
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
 

以
上
見
て
き
た
 よ
う
 に
、
一
九
 セ
 0
 年
代
後
半
以
降
の
立
 
里
肌
 研
究
は
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
」
を
中
核
と
し
な
が
 ら
も
 童
れ
 信
仰
の
 

「
派
生
形
態
」
や
「
宗
教
観
念
」
へ
と
関
心
が
移
行
し
っ
 つ
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
経
過
の
中
で
看
過
さ
れ
て
き
 た
 側
面
も
ま
た
少
な
 

く
な
い
。
 

そ
れ
ほ
（
一
）
エ
リ
オ
ッ
ト
以
降
、
 童
肌
 に
関
す
る
本
格
 的
な
民
族
誌
が
必
ず
し
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
 （
二
）
 シ
ソ
 ガ
ポ
ー
 

ル
 に
お
け
る
男
性
 童
且
 と
な
 性
童
 且
の
相
違
に
つ
い
て
の
 分
析
が
十
分
で
あ
る
と
ほ
言
え
な
い
こ
と
、
（
三
）
「
 
ヵ
 ル
ト
 的
 」
と
さ
れ
る
 童
 

れ
 信
仰
の
集
団
類
型
 に
 つ
い
て
の
社
会
学
的
な
分
析
が
 ェ
 リ
オ
 "
 ト
 以
後
、
ほ
と
ん
ど
お
こ
た
わ
れ
て
い
な
い
こ
 と
、
 （
四
）
儀
礼
の
分
 

折
 が
大
祭
よ
り
は
 問
 神
に
重
点
が
置
か
れ
、
 童
 れ
の
お
 ，
 
」
な
 う
 様
々
な
儀
礼
を
総
体
的
・
体
系
的
に
論
じ
よ
う
と
 す
る
試
み
が
少
な
い
こ
 

と
、
 （
五
）
上
記
の
儀
礼
分
析
に
基
づ
く
神
々
の
性
格
や
 
体
系
 
ズ
ソ
テ
オ
ソ
 ）
に
つ
い
て
の
理
解
が
十
分
と
壁
一
一
 

口
 え
な
Ⅰ
 リ
卜
 
し
と
、
な
ど
 

で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
今
後
の
童
 肌
 研
究
の
ひ
と
 つ
の
方
向
性
と
し
て
主
に
上
記
の
（
四
）
（
五
）
に
力
点
 
を
 置
い
て
筆
者
に
よ
 

る
 調
査
を
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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( 童品 》 研究再考 

①
三
教
 福
 皇
宮
お
よ
び
 法
 聖
殿
の
概
要
 

三
教
 福
里
 宮
お
よ
び
 法
 聖
殿
は
童
 品
 で
あ
る
 邱
 少
牢
（
 一
 二
歳
、
配
管
工
）
の
主
催
す
る
廟
で
、
前
者
は
現
在
、
 -
 
フ
ン
ブ
ー
タ
 ソ
 通
り
 

セ
 、
後
者
は
 パ
ヤ
レ
バ
一
ウ
ヱ
イ
 九
一
の
 H
D
B
 

フ
ラ
 
"
 ト
 四
階
に
あ
る
。
い
ず
れ
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
東
海
岸
 地
区
に
あ
り
、
ゲ
イ
 ラ
グ
 

 
 
 
 

 
 

ソ
 通
り
を
は
さ
み
南
北
に
離
れ
て
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
 あ
た
り
は
も
と
も
と
マ
レ
ー
人
の
居
住
 区
 で
あ
っ
た
が
 、
一
九
二
 0
 
年
代
 頃
か
 

 
  

 

ら
次
第
に
こ
こ
に
も
華
人
た
ち
が
移
住
し
始
め
、
 

ニ
、
亡
 一
階
建
て
の
シ
ョ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
が
次
々
に
建
て
ら
れ
て
い
 

っ
た
 。
 

（
の
 

0
&
 
）
祖
先
（
。
 コ
 
：
 "
 （
 
0
 （
）
 
鬼
魂
 
（
Ⅰ
 
ゴ
 
0
 の
（
）
の
三
種
に
分
 か
っ
て
、
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
民
俗
的
世
界
観
が
あ
る
 。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
 

の
 宇
宙
三
界
に
神
明
，
祖
先
・
 

鬼
魂
が
 棲
み
分
け
て
い
る
 。
第
二
に
、
人
間
は
（
祭
祀
）
を
通
じ
て
神
明
，
祖
先
 
鬼
魂
 に
働
き
か
け
 

（
 迎
福
壊
災
 ）
を
得
る
。
第
三
に
、
こ
の
宇
宙
三
位
の
（
 動
態
 マ
 に
よ
っ
て
宗
教
的
世
界
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
 

す
 は
 ね
ち
、
漢
民
族
 

宗
教
的
宇
宙
は
人
間
の
祭
祀
や
霊
魂
観
に
応
じ
て
変
化
す
 る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
儀
礼
的
行
為
を
 通
じ
て
宇
宙
三
界
は
 

流
し
、
宇
宙
三
位
は
統
御
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
一
九
九
三
年
に
実
施
し
た
調
査
か
ら
 注
目
さ
れ
る
点
を
上
げ
て
み
る
と
そ
の
大
き
な
特
徴
の
 ひ
と
つ
は
多
く
の
 

廟
が
 都
市
化
政
策
に
 よ
 り
 廃
廟
 も
し
く
は
移
転
を
余
儀
な
 く
さ
れ
る
中
で
新
た
に
 H
D
B
 

の
団
地
内
 

に
 多
く
の
 廟
 が
 住
居
の
一
室
を
使
 

形
で
生
ま
れ
て
Ⅰ
る
こ
と
で
あ
る
 

、
 

。
。
（
 
5
@
2
 
 

こ
う
し
た
童
 
品
は
毎
 晩
 の
よ
う
に
団
地
の
一
室
を
使
い
、
 

問
 神
を
行
 う
 。
 そ
 し
て
、
大
祭
に
は
 団
 

内
の
広
場
に
臨
時
の
祭
壇
を
設
け
、
盛
大
な
パ
フ
ォ
ー
 マ
 シ
 ス
を
演
じ
る
。
こ
の
時
に
は
多
く
の
信
者
が
詰
め
掛
 げ
 、
 童
 品
の
儀
礼
に
 

抗
 す
る
。
今
日
、
新
た
に
生
ま
れ
て
く
る
 童
 品
の
多
く
は
 こ
う
し
た
タ
イ
プ
で
あ
り
、
今
後
の
童
 品
 研
究
も
ま
た
 彼
ら
を
抜
き
に
語
る
 

と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
 H
D
B
 

住
ま
い
の
 

童
 れ
の
行
 う
 儀
礼
の
過
程
と
そ
こ
 仁
 み
ら
れ
る
 神
 観
念
 や
 世
界
観
に
つ
い
て
 

試
 し
て
み
た
い
。
 

検 こ 参 弛 う 寺 交 の 、 れ 



福
 里
宮
は
邱
の
祖
父
（
八
五
歳
）
が
開
創
し
た
も
の
で
、
 大
 捕
か
ら
 五
 0
 年
前
任
 シ
ソ
 ガ
ポ
ー
ル
 ヘ
 移
住
し
た
と
 い
 う
 。
祖
父
は
客
家
 

系
の
華
人
で
 シ
ソ
 ガ
ポ
ー
ル
各
地
を
転
々
と
し
た
が
、
 現
 在
は
隠
退
し
ラ
ン
ブ
ー
タ
ン
通
り
に
落
ち
着
い
て
い
る
 。
彼
の
隠
退
後
、
福
 聖
 

宮
は
 厳
と
し
て
の
盛
期
は
過
ぎ
、
 問
 神
の
よ
う
な
日
常
的
 な
 活
動
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
主
神
で
あ
る
 荒
天
大
聖
の
大
祭
の
み
 

が
 彼
の
孫
で
あ
る
 邱
少
 平
に
 よ
 り
行
わ
れ
て
い
る
。
 福
聖
 宮
の
祭
壇
は
住
居
の
居
間
の
部
分
に
設
け
ら
れ
、
荒
天
 大
聖
を
始
め
と
す
る
 神
 

々
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
祭
壇
構
成
は
、
中
心
に
斎
矢
大
聖
 、
そ
の
上
に
観
音
、
右
側
に
太
上
老
君
、
左
に
大
伯
 公
 、
 下
に
玄
天
上
帝
、
 善
 

才
 童
子
、
斎
公
な
ど
が
 ぉ
 び
た
だ
し
く
置
か
れ
て
い
る
。
 神
像
の
前
の
机
に
は
、
将
軍
 頭
 、
供
物
、
呪
符
を
作
成
 す
る
道
具
な
ど
が
置
か
 

れ
て
い
る
。
大
祭
の
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
神
像
や
祭
具
は
 ほ
と
ん
ど
祭
場
に
運
ば
れ
る
。
 

法
 聖
殿
は
、
ま
だ
 福
 里
宮
 が
オ
 ナ
 ノ
 通
り
に
あ
っ
た
一
九
 九
 0
 年
 に
邱
 少
牢
が
神
が
か
る
 よ
う
 に
な
り
、
そ
の
後
 開
創
さ
れ
た
。
邱
に
 

ょ
 れ
ば
、
最
初
の
想
依
の
時
に
は
何
か
空
気
の
よ
う
な
も
 の
が
自
分
の
体
に
入
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
 。
 恩
 依
の
最
中
は
完
全
 

に
 神
が
乗
り
移
っ
て
い
る
の
で
何
も
覚
え
て
い
な
い
と
の
 こ
と
で
あ
っ
た
 0
 こ
ち
ら
の
廟
は
童
 丑
 自
身
も
若
い
の
 で
、
依
頼
が
あ
れ
ば
ほ
 

と
ん
ど
毎
夜
九
時
頃
か
ら
 問
神
 が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
 、
大
祭
は
廟
が
開
創
さ
れ
た
 日
 （
 旧
 四
月
二
九
日
）
を
 祭
日
と
し
て
盛
大
に
 H
 

D
B
 内
の
空
き
地
を
使
っ
て
催
さ
れ
て
い
る
。
 

法
 聖
殿
は
 H
D
B
 の
一
室
を
廟
と
し
た
も
の
で
、
部
屋
の
 前
に
は
香
炉
が
お
か
れ
て
い
る
。
部
屋
に
入
る
と
左
側
 に
斎
矢
大
聖
を
中
心
 

と
し
た
天
界
の
神
々
の
祭
壇
、
右
側
に
大
節
 伯
 、
二
節
 伯
 な
ど
の
冥
界
の
神
々
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
大
二
節
 伯
の
 祭
壇
の
前
に
は
、
 童
軋
 

0
 座
る
 龍
座
 が
置
か
れ
、
部
屋
の
左
手
前
に
依
頼
者
た
ち
 が
問
 神
の
順
番
を
待
っ
間
に
座
る
椅
子
が
あ
る
。
こ
の
 部
屋
の
奥
は
ム
ロ
 
所
 、
右
 

手
の
部
屋
に
は
祭
具
等
が
置
か
れ
て
お
り
、
助
手
た
ち
が
 始
終
往
復
し
て
い
る
。
信
者
は
お
 ょ
そ
 百
人
ほ
ど
で
。
 福
建
、
潮
州
、
客
家
、
 

広
東
と
い
っ
た
華
人
の
ほ
か
に
も
タ
ミ
ル
火
や
キ
リ
ス
ト
 教
徒
の
華
人
な
ど
他
の
宗
教
の
信
者
も
時
に
訪
れ
る
と
 い
 う
 。
彼
ら
は
「
医
者
 

に
 聞
い
て
も
何
も
悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
言
わ
れ
、
 土
 
且
且
の
と
こ
ろ
へ
来
る
場
合
が
多
い
。
基
本
的
に
は
健
康
 
問
題
や
家
族
問
題
、
仕
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祭
場
は
ゲ
イ
 ラ
ソ
 通
り
に
程
近
い
 オ
ナ
ソ
 通
り
に
面
し
た
 小
道
で
、
祭
礼
に
先
立
ち
、
ま
ず
神
々
を
祀
る
「
神
棚
 」
と
劇
を
上
演
す
る
 

「
 
戯
棚
 」
が
建
て
ら
れ
る
。
「
神
棚
」
内
に
は
 
福
 皇
宮
 よ
 り
 運
ば
れ
た
神
像
を
祀
る
祭
壇
の
他
、
 童
 比
の
座
る
 龍
座
 、
香
炉
や
将
軍
 頭
 ・
 釘 

玉
 ・
 セ星
 剣
な
ど
の
祭
具
が
置
か
れ
た
 机
 、
天
公
（
王
室
 上
帝
）
を
祀
る
祭
壇
な
ど
が
あ
る
。
 

こ
の
祭
礼
 仁
は
福
 里
宮
の
 童
 れ
の
 他
仁
 、
友
好
関
係
に
あ
 る
 廟
か
ら
も
萱
札
 が
 応
援
 仁
 駆
け
つ
け
 ろ
 。
こ
の
時
に
 は
 、
天
文
官
（
 ジ
，
 

｜
 チ
ャ
ッ
ト
）
、
大
慈
 
官
 
（
 
タ
ソ
ビ
不
ス
 ）
、
 
法
 聖
殿
（
。
 
ハ
マ
 レ
バ
ー
）
、
大
慈
 
殿
 
（
マ
 リ
一
ソ
 パ
レ
ー
ド
）
の
四
蔵
 か
ら
萱
札
 が
 参
加
し
 

て
い
る
。
い
ず
れ
も
 シ
ソ
 ガ
ポ
 l
 ル
の
東
海
岸
地
区
在
位
 賢
 し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
萱
札
 は
愚
休
 さ
れ
 る
 神
霊
が
特
定
さ
れ
て
 

い
る
。
天
文
官
 ｜
 玄
天
上
帝
、
大
慈
 宮
｜
 中
壇
元
帥
、
 福
 里
宮
 ｜
 斎
矢
大
聖
、
 法
 聖
殿
 ｜
善
才
 童
子
、
天
窓
 殿
｜
 関
帝
と
い
っ
た
具
合
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で
、
 童
 且
は
祭
礼
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
ふ
ら
れ
た
 役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
。
 

午
後
一
 0
 時
に
な
る
と
、
若
者
た
ち
 五
ち
 六
名
が
 ド
ラ
や
 ヵ
ネ
を
叩
 き
 、
祭
儀
の
開
始
を
告
げ
る
。
す
る
と
天
文
 宮
 の
萱
札
 が
 祭
壇
の
 

前
で
祈
り
は
じ
め
、
神
歌
を
歌
 う
 。
天
窓
 宮
 の
黄
肌
 は
 鞭
 
（
渋
縄
）
を
鳴
ら
し
、
神
字
を
宙
に
書
く
。
助
手
が
火
 
の
つ
い
た
呪
符
の
束
で
 

龍
 座
を
清
め
る
。
午
後
一
 0
 晴
三
 0
 分
 、
福
里
宮
と
法
 聖
 殿
 の
 童
机
 二
名
が
 龍
座
 に
座
る
と
、
助
手
た
ち
の
打
つ
 太
鼓
の
音
が
だ
ん
だ
ん
 

強
く
な
る
。
ま
ず
 福
 皇
宮
の
 童
 且
の
横
に
助
手
二
名
が
つ
 き
 、
彼
の
両
足
が
次
第
に
震
え
て
く
る
。
そ
し
て
手
足
 を
大
 ぎ
く
暴
れ
さ
せ
、
 

時
に
は
宙
に
浮
い
た
り
す
る
。
次
い
で
 法
 聖
殿
の
童
 軋
 も
 神
 が
か
り
、
や
は
り
上
下
 仁
 暴
れ
る
。
 福
 皇
宮
の
萱
札
 は
龍
 座
の
上
に
上
が
 

り
、
 耳
の
あ
た
り
を
し
き
り
に
か
い
た
り
し
て
、
猿
の
し
 ぐ
 さ
を
す
る
。
こ
れ
ほ
荒
天
大
聖
が
隠
伏
し
た
こ
と
を
 示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
 

黄
色
の
前
掛
け
を
つ
け
、
金
輪
を
頭
に
は
め
る
。
一
方
、
 法
 聖
殿
の
童
竹
は
赤
ん
坊
の
よ
う
な
し
ぐ
さ
を
し
、
 赤
 い
 前
掛
け
を
助
手
が
っ
 

け
る
。
こ
れ
は
 善
才
 童
子
の
想
依
を
意
味
し
て
い
る
。
 彼
 ほ
 両
手
を
あ
わ
せ
、
頭
を
振
り
、
お
し
ゃ
ぶ
り
を
く
わ
 え
る
。
二
人
と
も
忙
し
 

な
く
動
ぎ
、
 法
 聖
殿
の
童
 且
は
玉
 皇
上
帝
の
祭
壇
の
近
く
 の
 椅
子
に
座
る
。
一
方
、
法
聖
殿
の
童
且
は
祭
壇
の
前
 に
 行
き
、
神
語
を
語
り
 

始
め
る
。
 

二
人
の
恐
 依
が
 一
段
落
す
る
と
、
今
度
は
天
文
官
，
天
窓
 官
 ，
天
窓
 殿
 の
 童
机
が
 赤
い
椅
子
に
座
り
、
再
び
太
鼓
 の
音
が
強
く
な
る
。
 

始
め
に
中
央
に
座
っ
た
天
窓
 殿
 の
萱
札
 が
 神
懸
り
、
青
い
 前
掛
け
を
掛
 け
 椅
子
の
上
で
は
ね
る
。
続
い
て
、
天
文
 官
 の
 童
軋
が
 神
懸
り
、
 

右
手
で
印
を
結
び
、
上
下
に
大
ぎ
く
動
く
。
最
後
に
天
窓
 宮
 の
 童
 竹
も
神
懸
り
、
彼
は
玉
皇
上
帝
の
祭
壇
へ
向
か
 い
、
線
香
を
持
つ
。
 彼
 

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
玄
天
上
帝
、
関
帝
、
中
壇
元
帥
に
 愚
休
 さ
 れ
た
と
い
う
。
 

午
後
一
 0
 晴
 三
五
分
、
福
 里
 宮
の
 童
机
が
 、
如
意
棒
を
 持
っ
て
踊
り
だ
す
。
 童
机
 た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
 愚
伏
 し
た
 神
 の
し
ぐ
さ
で
 玉
 皇
上
 

帝
の
前
で
踊
り
、
 戯
棚
 へ
と
進
む
。
彼
ら
の
前
で
は
常
に
 助
手
が
鞭
を
鳴
ら
し
て
先
導
す
る
。
 戯
 棚
の
前
に
到
着
 す
る
と
、
助
手
た
ち
が
 

戯
 棚
の
前
の
地
面
に
線
香
を
立
て
、
呪
符
を
燃
や
し
、
 供
 物
を
供
え
る
。
 福
 里
宮
の
 童
酊
が
 鞭
を
二
 ち
 三
度
鳴
ら
 し
た
後
、
そ
れ
を
投
げ
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舩
法
 聖殿
に
お
け
る
 問
 神
は
毎
夜
九
時
頃
よ
り
 H
D
 
B
 
フ
ラ
ッ
ト
の
一
室
を
改
造
し
て
作
ら
れ
た
廟
で
行
わ
 れ
る
。
以
下
で
は
、
一
九
九
 
け
 

 
 
 
 

り
 

三
年
九
月
二
四
日
に
行
わ
れ
た
 問
 神
の
儀
礼
過
程
を
  
 

 
 

 
  

 

三
 
《
 
@
 
上
士
 

午
後
九
時
半
に
な
る
と
 童
且
邱
少
平
が
 呪
符
を
燃
や
し
、
 
そ
れ
を
 龍
 座
の
周
囲
で
ぐ
る
ぐ
る
回
す
。
こ
れ
は
周
辺
 に
 潜
ん
で
い
る
悪
霊
 

捨
て
る
。
そ
し
て
 戯
 棚
の
前
に
立
て
ら
れ
た
棒
の
上
に
 ょ
 じ
 登
り
、
猿
の
よ
う
な
し
ぐ
さ
で
あ
た
り
を
見
渡
す
。
 

大
慈
 殿
 の
 童
乱
 が
天
公
 

の
為
の
臨
時
の
祭
壇
で
祈
っ
た
後
、
福
 里
 宮
の
 童
品
が
ポ
 
ェ
 を
す
る
。
何
度
か
こ
れ
を
繰
り
返
し
、
よ
う
や
く
 天
 公
 が
来
て
い
る
こ
と
を
 

示
す
答
え
が
得
ら
れ
た
。
 

こ
の
後
、
 童
品
 た
ち
は
神
棚
へ
戻
り
、
順
に
神
霊
を
離
し
 て
い
 く
。
こ
れ
に
は
助
手
の
助
げ
が
必
要
で
、
彼
ら
は
 椅
子
に
座
っ
た
童
 乱
 

の
肘
や
胸
 、
膝
に
 神
 呪
を
書
き
、
最
後
に
気
合
と
共
に
 額
 を
 強
く
押
す
。
す
る
と
、
数
秒
で
 童
 れ
の
意
識
が
戻
る
 。
一
方
、
福
里
宮
の
 童
 

品
は
釘
 玉
を
振
り
回
し
、
何
度
も
そ
れ
を
背
中
に
打
ち
付
 げ
る
。
続
い
て
、
剣
に
水
を
吹
き
か
け
、
背
中
や
腹
に
 切
り
つ
げ
る
。
さ
ら
 

に
、
 斧
で
腹
を
打
っ
。
彼
の
背
中
や
腹
か
ら
は
雑
節
 か
血
 が
 流
れ
て
い
る
。
ま
た
大
慈
 宮
 の
 童
 品
は
祭
壇
の
前
で
 剣
で
 舌
を
切
り
、
流
れ
 

る
 血
で
呪
符
を
何
枚
も
作
成
し
て
い
る
。
 

午
後
一
一
時
、
福
 里
 宮
の
 童
 乱
は
線
香
の
束
で
背
中
や
腹
 を
 打
ち
、
地
面
に
投
げ
捨
て
椅
子
に
座
る
。
助
手
た
ち
 が
 彼
の
前
掛
け
な
 取
 

る
と
、
や
が
て
彼
は
大
き
く
震
え
、
が
っ
く
り
と
後
ろ
に
 倒
れ
る
。
こ
の
時
は
天
窓
 宮
 の
 童
 れ
が
助
手
を
努
め
、
 
頭
や
胸
に
神
現
を
 書
 

く
 。
再
び
彼
は
ぐ
っ
た
り
と
し
、
や
が
て
意
識
を
と
り
 戻
 す
 。
最
後
に
残
っ
た
天
文
官
の
 童
帥
が
 祭
壇
の
前
で
 祈
 り
 、
神
歌
を
歌
 う
 。
 そ
 

し
て
「
 我
は
今
 帰
る
ぞ
」
と
 話
 づ
た
後
、
片
足
を
あ
げ
、
 
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
上
下
に
大
き
く
動
き
始
め
る
。
や
が
 て
が
っ
く
り
と
椅
子
 に
 

座
り
込
み
、
最
後
に
神
霊
を
離
す
。
午
後
一
一
時
一
 0
 分
 、
す
べ
て
の
祭
儀
が
終
了
し
、
こ
の
後
、
簡
単
な
宴
会
 が
 催
さ
れ
た
。
 

 
 



九
時
四
二
分
量
軋
は
突
然
咳
こ
み
、
 ょ
 だ
れ
を
た
ら
し
は
 じ
め
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
助
手
に
よ
り
そ
の
下
に
は
 行
 が
 八
角
形
の
形
に
敷
 

か
れ
て
い
る
。
や
が
て
 童
 軋
の
両
足
が
が
た
が
た
と
 震
，
 
え
は
じ
め
、
彼
の
頭
は
だ
ん
だ
ん
に
下
が
っ
て
い
く
。
 彼
 の
 両
手
も
だ
ら
ん
と
 下
 

が
り
、
つ
い
に
 頭
は
床
仁
 つ
い
て
し
ま
う
。
よ
う
や
く
 上
 半
身
が
ゆ
っ
く
り
と
あ
げ
ら
れ
る
と
、
 童
 軋
の
形
相
は
 す
っ
か
り
変
わ
っ
て
 お
 

り
、
 舌
を
出
し
て
目
は
う
つ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
次
第
に
 童
 軋
の
体
は
両
手
を
延
ば
し
た
状
態
で
前
後
に
激
し
く
 動
き
だ
し
、
 龍
座
 に
背
 

中
を
強
く
打
ち
付
け
る
。
そ
の
 力
 は
非
常
に
強
い
の
で
 助
 手
 た
ち
が
し
っ
か
り
と
椅
子
を
支
え
て
い
る
。
 龍
座
に
 ぶ
つ
か
る
た
び
に
、
 童
 

軋
の
頭
は
が
く
ん
が
く
ん
と
後
方
に
揺
れ
る
が
、
両
手
 両
 足
は
硬
直
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
 一
 0
 数
 回
そ
れ
が
続
き
 、
 徐
々
に
右
手
が
上
の
 

ほ
う
に
上
が
り
始
め
、
突
然
奇
声
を
発
し
た
か
と
思
 う
と
 、
前
方
に
す
っ
と
立
ち
上
が
る
（
 附
身
 ）
。
 

彼
は
右
手
を
上
、
左
手
を
下
 仁
 ま
っ
す
ぐ
延
ば
し
、
大
節
 伯
の
神
像
と
同
じ
 ポ
一
ズ
 を
と
る
。
す
ぐ
仁
助
手
た
ち
 が
ま
わ
り
を
囲
み
、
 

白
い
式
服
、
「
一
見
発
射
」
と
書
か
れ
た
帽
子
を
身
に
着
 
け
さ
せ
る
。
真
仁
 童
 乱
は
右
手
に
線
香
と
団
扇
を
持
ち
、
 一
端
そ
れ
を
上
に
持
 

ち
 上
げ
た
後
、
机
 仁
 激
し
く
打
ち
付
け
、
床
に
 う
 ず
く
ま
 る
 。
再
び
 、
 彼
は
よ
 る
ょ
 ろ
と
立
ち
上
が
り
、
用
意
 さ
 れ
た
椅
子
に
ど
っ
か
り
 

と
 座
り
込
む
。
線
香
と
団
扇
を
助
手
 に
 渡
す
と
、
今
度
は
 机
の
上
に
あ
っ
た
算
盤
を
右
手
に
持
ち
、
ガ
チ
ャ
ガ
 チ
 ャ
と
 音
が
鳴
る
よ
 う
 に
 

振
る
。
そ
の
後
、
前
後
に
大
き
く
振
り
回
し
、
 机
仁
 置
い
 た
か
と
思
 う
と
 、
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
 と
 算
盤
の
玉
を
は
じ
 く
 。
つ
い
で
、
助
手
が
 

差
し
出
し
た
た
ば
こ
を
吸
い
始
め
る
（
 起
駕
 ）
。
 

九
時
五
 0
 分
 よ
う
や
く
、
 間
神
 が
始
ま
り
、
最
初
の
依
頼
 者
（
男
性
四
 0
 代
 ）
が
 童
 机
の
構
に
座
り
、
相
談
事
 な
 話
す
。
萱
札
は
た
ば
 

こ
を
吸
い
、
算
盤
を
は
じ
き
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い
る
。
 そ
し
て
再
度
算
盤
を
は
じ
い
て
神
語
を
語
り
、
助
手
が
 そ
の
内
容
を
依
頼
者
に
 

を るっ 私 用意 

す い る 
。 龍 

竜 座 
軋 を 
は 情 
龍 め 
座 る 

に た 

座 め 
つ め 
て も 

じ の 
つ と 

と さ 

祭 れ 
填 る 

を   

兄 こ 

据 の   
瞑 助 
悪 手 
に た 

ちが 入る 

。 線 
助 杏 
手 を 
の供 
  え 
人 た 
は り 

現 況 
行 行 
を や 
作 供 
底 物 
す な 
る と ・ 

た 間 
め 神 
の に 
憂 心 

を 妻 
す な 
づ 祭 
て 見 
い な 
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④
考
察
 

通
常
、
問
神
な
ど
の
 童
品
 の
穂
俵
儀
礼
は
目
附
与
（
 神
 霊
が
萱
札
 に
練
伏
 す
る
）
 
、
 ㈱
 起
駕
 （
 
童
 比
が
 神
 自
身
と
し
 て
 行
動
す
る
Ⅹ
㈲
 

@
 
㏄
 @
 

問
神
 
（
神
が
依
頼
者
、
信
者
と
対
話
し
儀
礼
を
行
 
う
 Ⅹ
 四
週
 駕
 
（
神
霊
が
 
童
 軋
を
離
れ
る
）
と
い
う
四
部
分
か
ら
 な
る
。
こ
れ
ほ
浅
里
 

殿
 の
 間
 神
に
お
い
て
も
明
確
に
確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
 %
 
超
 駕
 ）
の
部
分
で
ほ
時
に
よ
っ
て
は
通
常
と
異
な
る
 行
 動
 
（
床
に
寝
転
ん
だ
 

り
す
る
）
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
儀
礼
を
通
じ
て
顕
著
に
 見
ら
れ
る
の
は
運
 休
 神
の
特
徴
を
明
示
す
る
し
ぐ
さ
や
 形
相
で
あ
り
、
大
節
 伯
 

の
よ
う
な
冥
界
神
の
愚
 依
に
 際
し
て
は
ほ
と
ん
ど
照
明
も
 な
 い
 暗
闇
の
中
で
行
わ
れ
る
事
が
多
い
。
 

一
方
、
斎
矢
大
聖
祭
の
よ
う
な
大
祭
も
基
本
と
な
る
の
は
 上
記
の
四
部
分
で
あ
る
が
、
や
ほ
 り
 （
 
起
駕
 ）
の
部
分
 に
 該
当
す
る
段
階
で
 

辞
様
々
な
儀
礼
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
 
最
 も
 よ
く
 見
ら
れ
る
の
は
、
 セ
星
 側
や
 月
眉
斧
 、
 刺
玉
 な
 ど
 で
み
ず
か
ら
の
身
体
を
傷
 

椴
 
つ
け
る
自
傷
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
斎
矢
大
聖
祭
 の
よ
う
に
天
界
神
の
祭
礼
に
お
い
て
は
、
天
公
（
三
皇
上
 帝
 ）
を
天
界
よ
り
招
い
て
 歓
 

 
 

が
 必
ず
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
儀
礼
で
ほ
祭
場
近
く
に
 設
け
ら
れ
た
天
公
 卓
で
 天
公
 

 
 

の
神
意
を
伺
 う
ポ
ヱ
 が
行
わ
れ
る
。
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伝
え
る
。
 童
 軋
は
依
頼
者
の
為
に
呪
符
を
作
成
す
る
。
 助
 手
が
用
意
し
た
符
に
筆
で
神
字
を
書
き
、
最
後
に
筆
の
 柄
 で
三
度
叩
く
。
そ
し
 

て
そ
れ
に
助
手
が
印
を
押
し
、
呪
符
が
完
成
す
る
。
呪
符
 を
数
枚
作
成
し
た
の
ち
、
依
頼
者
に
処
方
を
述
べ
、
 最
 初
 の
 間
神
 が
終
わ
る
。
 

次
の
依
頼
者
は
女
性
（
 二
 0
 代
 、
店
員
）
で
、
や
は
り
 同
 様
に
相
談
が
行
わ
れ
る
。
 童
比
は
 時
折
 う
 な
づ
い
た
り
 首
を
振
っ
た
り
し
な
が
 

ら
 依
頼
者
の
話
を
聞
き
、
合
間
合
間
に
た
ば
こ
を
吸
っ
た
 り
 、
お
茶
を
飲
ん
だ
り
算
盤
を
弾
く
。
 問
神
は
 一
人
あ
 た
り
十
数
分
か
ら
 二
 0
 

分
か
か
る
。
午
後
一
 0
 晴
二
五
分
、
こ
の
日
の
間
神
は
終
 了
し
、
最
後
に
再
び
大
節
 伯
の
 ポ
ー
ズ
を
と
っ
た
か
と
 思
う
と
、
が
っ
く
り
と
 

椅
子
に
倒
れ
込
み
、
助
手
が
介
抱
し
た
後
よ
り
や
く
 正
 気
に
戻
る
（
 退
駕
 ）
。
 



し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
大
祭
は
様
々
な
儀
礼
を
組
 み
 合
わ
せ
て
催
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
先
ず
 童
 れ
に
天
界
の
神
々
が
 愚
 

伏
 し
た
後
、
天
公
を
迎
え
、
神
々
の
霊
力
を
誇
示
し
、
 

そ
 の
力
 で
も
っ
て
人
間
を
清
め
災
い
を
払
い
、
福
を
授
 け
 、
 再
び
天
界
に
神
を
送
 

る
と
い
っ
た
モ
チ
 
一
 フ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

と
こ
ろ
で
霊
媒
と
は
 @
 っ
て
も
 恩
体
 す
る
の
が
神
明
で
あ
 る
の
か
死
霊
で
あ
る
の
か
 仁
 よ
っ
て
そ
の
性
格
は
大
 き
 く
 異
な
っ
て
く
る
。
 

ト
ソ
 は
前
者
を
「
降
神
巫
（
組
目
・
 

匡
 , ョ
 ）
」
、
後
者
を
 「
招
魂
 巫
 
（
の
。
 

三
 ・
 
勾
 a
@
 

の
の
 

ぺ
 
）
」
と
呼
ん
で
区
別
し
、
そ
こ
に
 
は
 一
種
の
階
層
構
造
 

@
 
神
 @
 

（
 
神
 １
死
霊
と
い
う
上
下
関
係
）
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
 。
「
招
魂
 巫
 」
は
死
者
と
の
会
話
を
特
徴
と
す
る
霊
媒
の
 こ
と
で
あ
り
、
地
下
界
 

か
ら
死
者
の
魂
を
呼
び
出
す
能
力
を
持
っ
。
 

セ
ァ
ソ
ス
 の
 聞
 
霊
媒
自
身
の
魂
は
死
者
の
魂
を
探
す
た
め
地
下
界
 へ
 降
り
て
行
く
と
信
じ
 

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
死
者
の
魂
は
霊
媒
に
 恩
伏
 し
、
 家
族
と
会
話
を
交
わ
す
。
一
般
に
、
依
頼
者
は
死
者
が
 ど
う
し
て
い
る
か
と
 

か
 、
財
産
相
続
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
の
た
め
 セ
ア
 ン
 ス
 を
 委
託
す
る
。
一
方
、
「
降
神
巫
」
は
た
い
て
い
「
招
魂
 

巫
 」
よ
り
も
上
位
に
位
 

置
 す
る
と
い
う
コ
ソ
 セ
ソ
サ
ス
 が
霊
媒
と
信
者
の
間
に
存
 在
す
る
。
こ
れ
は
、
前
者
が
神
に
よ
っ
て
 息
体
 さ
れ
る
 
の
に
対
し
、
後
者
は
鬼
 

（
戸
口
 

@
 
）
や
死
霊
で
あ
る
こ
と
に
 よ
 る
。
前
者
で
は
主
に
天
 界
の
神
々
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
天
界
に
も
 ヒ
ェ
ラ
ル
 キ
ー
が
あ
る
。
最
も
高
 

い
 地
位
に
あ
る
の
は
 玉
 皇
上
帝
で
、
そ
の
次
が
仏
陀
と
さ
 れ
る
。
そ
の
下
に
観
音
、
関
帝
、
大
聖
 爺
 、
三
太
子
 と
 い
っ
た
神
々
が
位
置
す
 

る
 。
最
も
低
い
位
に
い
る
の
は
冥
界
の
神
々
で
、
大
節
 伯
 
（
 白
 無
常
）
 や
 二
節
 伯
 
（
 黒
 無
常
）
が
い
る
。
こ
れ
ら
 冥
界
の
神
は
一
般
 仁
 、
 

強
力
な
力
を
も
っ
た
神
が
人
気
を
博
す
る
た
め
、
大
節
 伯
 よ
り
は
大
聖
 爺
 
（
帝
大
大
聖
）
の
 セ
ア
ソ
ス
 に
人
が
集
 

ま
る
と
い
う
。
 

し
か
し
そ
れ
で
は
 法
 聖
殿
の
場
合
の
よ
う
に
、
大
聖
錦
と
 大
節
 伯
が
 左
右
に
並
ん
で
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
 う
に
 説
明
す
れ
ば
 良
 

い 橋 
る と さ 

。 主 串 ら 

かれた また、 に、 信 
童 橋 者 
品 を た 
の 渡 ち り 儀礼 、 「 

辺幅 道 に 竜虎   
砕 く 」 
ば ぐ を 

目的と ね 鬼 、 る久平 

魂 宏 す 
の 橋 る 
慰 ） 儀 

撫 儀 礼 
を 礼 が 
目 や あ   
す た 運 
る 中 の   
城 の ・ 

￥ 油 田 

の で 復 
ょ 手 を 
ぅ を 祈 
た 洗 る 

久保 運 ぅ 道教 儀 全開 

礼 油   
が ） 改 

行 儀 運 
わ 礼 ） 
れ な 儀 
る ど ネし 

こ も の 

  
し れ 平 
ば て 安 
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（
 
乱
 
童
 

思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

 
 

 
 

今
後
の
童
Ⅱ
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
神
観
念
や
宗
教
的
 世
界
観
を
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
れ
が
き
わ
め
て
「
 動
 態
的
 」
で
あ
る
と
い
 

  
 
 

こ
う
し
て
み
る
と
我
々
 

ほ
 「
男
性
霊
媒
Ⅱ
神
明
の
愚
 

依
 」
「
女
性
霊
媒
Ⅱ
死
霊
、
 

鬼
 

確
 
の
穂
俵
」
「
天
界
Ⅱ
神
々
の
世
界
」
「
冥
界
Ⅱ
 

鬼
魂
 、
 死
者
の
世
界
」
と
い
っ
た
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
に
あ
ま
り
に
 

も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
た
と
の
 

 
 

い
で
あ
ろ
う
か
 0
 タ
ソ
ピ
 不
ス
 の
 大
慈
 宮
 で
も
部
屋
の
前
 方
 に
中
壇
元
帥
、
玄
天
上
帝
な
ど
の
天
界
の
神
、
後
方
 に
 大
二
節
 伯
 、
 セ
 八
節
 

と
い
っ
た
地
下
界
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
壇
 構
 成
 に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
天
界
も
地
下
界
 も
 「
神
々
の
世
界
」
と
 

い
う
点
に
変
わ
り
は
な
く
、
似
た
よ
う
な
位
階
秩
序
が
見
 ら
れ
る
。
地
下
界
の
場
合
で
言
う
と
、
地
蔵
王
、
 城
陣
 神
 が
上
位
に
あ
り
、
 そ
 

0
 階
神
と
し
て
大
二
筋
 伯
 、
 セ
 八
節
 が
 位
置
し
て
い
る
。
 神
像
へ
の
開
眼
儀
礼
な
ど
で
は
天
界
の
神
が
求
め
ら
れ
 る
が
、
死
霊
と
の
対
話
 

や
 亡
霊
を
冥
界
に
連
れ
戻
す
 祓
霊
 儀
礼
で
は
天
界
よ
り
も
 む
し
ろ
冥
界
の
神
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
 、
 葦
れ
 ば
 天
上
界
と
地
 

下
界
の
両
罪
に
関
与
し
 ぅ
る
 能
力
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
 る
 。
 

私
見
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
神
霊
の
移
動
可
能
性
、
 移
動
方
向
性
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
た
方
が
良
い
の
で
 は
な
い
か
と
思
わ
れ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
 A
 
全
天
界
 
｜
 地
上
界
）
 B
 
合
 
冥
界
 ｜
地
 上
界
）
 C
 
全
天
界
 
｜
 地
上
界
 ｜
 冥
界
）
の
 三
 パ
タ
ー
ソ
 の
ど
れ
に
神
霊
が
属
す
 

る
の
か
と
い
う
点
か
ら
分
類
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
 例
 ，
 
ぇ
ば
 、
関
帝
や
斎
末
大
聖
な
ど
ほ
 A
 、
大
二
節
 伯
 、
 セ
八
 爺
は
 B
 、
観
音
や
包
 公
 

は
 C
 と
い
う
 よ
う
 に
で
あ
る
。
鬼
や
死
霊
も
ま
た
 B
 に
 該
 当
 す
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
 黄
 肌
 や
 Ⅲ
妓
の
多
く
が
 観
 昔
を
恩
休
神
と
し
て
い
 

る
の
は
、
観
音
が
天
界
と
冥
界
の
双
方
を
自
由
に
往
来
し
 ぅ
る
 力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
 い
 0
 逆
に
、
男
性
の
上
皇
 

Ⅱ
で
荒
天
大
聖
と
大
節
伯
の
両
方
を
愚
休
神
と
す
る
 ケ
｜
 ス
が
 見
ら
れ
る
の
も
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
要
求
が
あ
る
 か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

従
来
の
研
究
で
ほ
こ
う
し
た
童
Ⅱ
の
神
霊
観
や
宗
教
的
 宇
 宙
 に
つ
い
て
の
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

僅
か
に
可
児
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
 ，
 
」
れ
ま
で
報
告
さ
れ
た
事
例
を
こ
の
 ょ
う
 な
観
点
か
ら
 見
 直
し
て
み
る
と
実
は
こ
 



注
 

（
 
1
 ）
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
社
会
構
造
及
び
宗
教
構
造
と
社
会
 変
 化
に
つ
い
て
は
、
主
に
ク
ラ
ソ
マ
一
の
著
書
を
参
照
し
た
。
 

の
 -
 
曲
 日
日
 e
 
二
）
：
 づ
下
 
。
 め
 。
 
陀
 。
 
ざ
下
 
㎏
 っ
 
㌔
 め
 ～
 
さ
 悔
い
も
っ
 

ャ
 
e
 わ
 。
安
心
～
 

0
 
さ
 め
ヰ
ペ
荘
 

@
e
 

㏄
 @
 
さ
の
 下
 Ⅰ
井
下
い
さ
 

由
 ㎏
い
さ
荘
の
下
へ
さ
 

e
 
ゎ
 
e
 も
悪
ミ
 
悪
 Ⅰ
 
タ
 
の
す
 
0
 七
ヨ
 
0
 臣
 ㌧
 偉
ヴ
 
-
 

㏄
 @
 
二
の
口
ロ
 

0
 Ⅰ
 
0
.
 
ト
 
の
の
 
ト
 

（
 
2
 ）
の
正
日
日
の
「
・
）
・
 

，
ぎ
爵
 ・
 
，
 P
 
の
 o
P
.
 
ロ
 ・
 P
Q
 

本
稿
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
社
会
に
お
け
る
社
会
変
化
 と
 

て
 、
最
近
の
研
究
動
向
を
振
り
返
り
な
が
ら
検
討
し
た
。
 そ
こ
 

数
 に
対
す
る
志
向
性
は
衰
え
ず
、
宗
教
自
体
も
ま
た
変
容
 し
 っ
 

ト
 的
な
形
態
が
出
現
し
た
り
、
よ
り
複
合
的
な
カ
ル
ト
が
 現
れ
 

勢
も
変
化
し
、
黄
れ
信
仰
の
内
面
的
な
世
界
に
 ァ
プ
 p
 ｜
 チ
し
 

魂
 ）
と
い
っ
た
宇
宙
三
位
の
存
在
に
対
す
る
動
態
的
理
解
 な
ど
 

よ
 り
詳
細
で
全
体
的
な
儀
礼
過
程
の
記
述
を
中
心
と
し
た
 新
た
 

対
す
る
現
在
的
か
っ
内
在
的
な
理
解
が
一
層
深
め
ら
れ
る
 と
者
 宗

教
と
い
う
問
題
を
特
に
神
教
と
呼
ば
れ
る
 童
れ
 信
仰
 に
 焦
点
を
当
て
 

で
 明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
急
激
な
近
代
化
に
も
か
か
わ
 ら
ず
華
人
の
宗
 

つ
 存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 童
軋
 信
仰
に
 お
い
て
も
 セ
ク
 

る
な
ど
多
様
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
実
を
鑑
み
て
 研
 究
者
 自
身
の
姿
 

よ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
神
明
 ）
全
祖
先
￥
 
全
鬼
 

は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
こ
う
し
た
華
人
 の
 宗
教
観
念
を
 

な
 民
族
誌
の
作
成
が
待
た
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
華
人
の
 宗
教
的
世
界
に
 

え
る
。
 

お
わ
り
に
 

ぅ
 こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
先
に
 述
べ
た
 法
 聖
殿
や
天
窓
宮
の
事
例
で
は
 HD
B
 

へ
の
 移
 住
 に
よ
っ
て
そ
れ
が
 
ょ
 

 
  

 

 
 

り
 明
解
な
形
で
現
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
 は
 従
来
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
 

童
 比
の
儀
礼
空
間
 や

儀
礼
過
程
を
克
明
に
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

記
述
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
ら
の
宗
教
的
世
界
に
接
近
 す
る
こ
と
が
 よ
 り
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
 0
 コ
印
 
0
 目
 ・
 ト
の
 
㎝
㎝
 

1
2
 

の
 0
 ヨ
ヴ
 
の
「
 
，
 Ⅰ
・
・
の
ま
さ
い
の
 

ぃ
 づ
ぃ
ま
文
 

の
 
め
 @
 
さ
 ㏄
 @
 
さ
 ㎏
心
せ
 

o
 
ャ
 
e
.
 

田
り
降
の
（
 

コ
ロ
コ
 
@
 
せ
の
 
（
の
 
ざ
 由
の
の
 

り
 （
の
の
の
・
）
の
㎝
㏄
 

円
 0
 で
Ⅱ
。
 

せ
 ・
 ナ
臼
 
・
 
，
 。
 
巾
 い
で
。
Ⅱ
の
 

ア
 リ
ヨ
の
曲
目
印
 

ロ
 Ⅱ
 
曲
吋
 
。
Ⅰ
㏄
 
ア
 e
e
 

丑
の
曲
㏄
 

ン
 色
目
 
コ
 。
（
の
（
 

0
0
 オ
 @
 
コ
 の
の
の
 
毛
 0
 「
の
 
オ
 @
 
つ
 ・
 
，
さ
 ：
 き
 ～
 音
 ～
 
キ
ぃ
旨
ミ
 
色
心
さ
田
き
さ
 

き
 

⑧
 

 
 

住
ま
い
再
も
Ⅰ
 
ミ
ト
 の
㍗
～
こ
 
の
っ
ふ
 
ぃ
ぜ
・
）
の
。
）
 

0
 
㎝
㏄
 

（
 巧
 ）
口
 @
@
0
 

（
（
・
 

P
.
 

）
・
 

P
.
.
 

～
 
す
 
～
 
Q
.
.
 

）
 
0
0
 

の
。
 

ロ
 ・
）
 
ひ
耳
 

（
㎎
）
佐
々
木
 宏
幹
 
「
東
南
ア
ジ
ア
華
人
社
会
に
お
け
る
萱
札
 
信
仰
の
 ヴ
ア
リ
ヱ
 ー
シ
，
 ン
考
 」
直
江
広
治
・
建
徳
 忠
編
 
「
東
南
 ア
ジ
ア
華
人
社
会
の
 

宗
教
文
化
に
関
す
る
調
査
研
究
 ロ
 南
斗
書
房
、
一
九
八
七
。
 

（
 け
 ）
佐
々
木
 宏
幹
 
「
華
人
社
会
の
安
全
弁
と
し
て
の
神
 
教
｜
 政
治
１
社
会
的
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
 ｜
 」
「
伝
統
宗
教
と
社
 
会
 ・
政
治
的
統
合
 b
 

一
九
八
八
。
 

（
 鴇
 ）
 
P
.
S
.
J
.
 
チ
ヱ
ソ
編
 、
前
掲
、
一
七
五
頁
、
一
九
 八
八
。
 

（
㎎
）
 目
 
目
の
玉
主
日
 
e
 
吋
 ・
。
の
 
ア
ぎ
 
e
 
の
。
の
王
土
（
 

憲
印
ぎ
ヨ
 の
ぎ
 兜
 コ
叫
曲
で
 

o
 
「
 
e
 下
コ
 田
舟
ア
コ
 

0
 
叫
 「
曲
で
 

オ
ざ
 ㏄
片
岸
印
せ
 

ヰ
 
・
の
印
 す
 吋
の
す
日
日
の
 

グ
 ナ
オ
 ニ
 の
も
 
き
ベ
 
田
す
 
*
 

～
～
つ
 

っ
 
@
t
o
@
Q
Q
U
 

ミ
 e
a
 

の
～
も
・
 

@
@
 

ぎ
さ
い
 ま
き
 
0
 
ぬ
弍
 
a
P
w
@
-
 

す
 
）
 
-
.
 
し
 
目
ロ
・
が
）
 

0
 
の
㏄
 

黄
老
佃
節
慈
救
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
 宏
幹
 
「
 
原
郷
 回
帰
の
 シ
 ン
ボ
リ
ズ
ム
 ｜
 マ
レ
ー
シ
ア
華
人
社
会
の
シ
ャ
 一
 マ
ン
」
 円
運
霊
 と
 シ
ャ
 @
 マ
 

ソ
 b
 東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
。
 

（
 却
 ）
 2
 色
の
め
且
の
・
 

パ
 ：
の
ま
 
-
 
㌃
・
目
の
き
わ
 

鸞
蒔
ぎ
お
の
祭
 

お
目
わ
 
ぬ
 
安
岐
 
ぎ
 太
り
の
 

r
e
 

祭
よ
 

ヒ
由
セ
，
オ
 

0
 仁
 （
）
の
 

印
 四
の
俺
 本
 の
 咀
い
局
巾
 

曲
目
 
-
.
 
ト
の
 
㏄
 
べ
 

一
般
に
、
カ
ル
ト
は
「
祭
儀
」
あ
る
い
は
「
祭
儀
集
団
」
と
訳
さ
 
れ
る
が
、
宗
教
社
会
学
の
領
域
で
は
セ
ク
ト
や
チ
ャ
ー
チ
 と
い
 っ
た
 教
団
 形
 

態
の
類
型
概
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
 て
 、
そ
の
場
合
の
カ
ル
ト
概
念
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
 て
 「
周
辺
的
な
 

性
格
を
も
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
と
は
分
離
し
た
、
個
人
 主
義
的
傾
向
の
強
い
」
宗
教
集
団
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
 対
し
、
セ
ク
ト
 

概
念
は
「
厳
格
な
信
者
た
ち
の
自
発
的
結
社
で
あ
り
、
共
通
の
士
 
小
数
経
験
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
禁
欲
的
な
集
団
」
を
指
す
な
ど
 
と
 規
定
さ
れ
て
 

い
る
。
 

（
田
付
）
 
口
 -
-
@
0
 

（
（
・
 

卜
 .
 
）
・
く
円
・
 

，
 @
 
す
 
@
Q
.
.
 

）
 
o
m
 

の
。
 

ロ
ロ
 
・
）
い
の
 

1
 ）
 
ひ
 ㏄
 

ヱ
 リ
オ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
霊
媒
祭
儀
集
団
は
そ
の
存
在
の
「
流
動
 性
 」
と
い
う
大
き
な
特
徴
を
有
し
て
お
り
五
年
な
い
し
十
年
の
 ラ
イ
フ
，
 サ
 

イ
ク
ル
を
持
つ
。
そ
こ
に
は
誕
生
・
成
長
・
衰
退
・
復
興
と
い
 ラ
 プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
「
霊
媒
祭
儀
集
団
の
ラ
イ
フ
 サ
イ
ク
ル
 レ
参
 

照
 。
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（
 
羽
 ）
 円
 0
 コ
 
帳
の
す
の
の
 
本
 @
0
 
コ
下
 、
の
ゴ
 

ご
ロ
 ロ 了
了
の
「
の
 

@
 オ
キ
 召
 0
 臣
 
の
パ
コ
 0
 毛
下
 ヰ
帳
 
e
 の
 
コ
宙
巾
 0
 毛
 。
㍉
の
 
ヨ
 0
 口
唄
 ヰ
ゴ
 
の
の
 す
 -
 
コ
の
 
㏄
 
e
-
 コ
の
 -
 
コ
 帳
の
 
で
 
0
 Ⅱ
の
・
 

，
 0
 ロ
・
 す
せ
 

の
す
 ヨ
ヨ
 の
「
・
 

4
.
 
力
 ・
・
 
き
ミ
 ・
・
 
P
 の
㏄
の
 

「
 
力
 」
は
北
京
官
話
で
 由
 
福
建
 語
 で
ざ
（
木
）
と
な
る
。
 

（
 
為
 ）
 
ヒ
 
0
 「
年
の
 

コ
 ・
 ロ
 ・
 
ホ
 ・
・
 
Q
 ら
随
臼
 
Q
 下
ら
め
～
 

め
 
，
さ
さ
 憶
 ト
さ
 鳶
め
 ～
 
ぬ
 
「
 
め
 Ⅱ
 ら
ぷ
 お
斗
 鏑
ぎ
 x
 
ぎ
俺
つ
ま
 さ
い
さ
 

e
 
㏄
 
マ
 注
 さ
憶
ぬ
，
目
コ
ぎ
 
の
「
 
ゑ
 任
せ
 0
 Ⅰ
の
 日
 P
 
日
 
o
 「
 
コ
寸
 

巾
 ㍉
の
 
田
 ・
Ⅰ
 0
 の
中
 コ
帳
 
三
の
の
・
 

P
 の
Ⅱ
 
0
.
 の
 
Q
.
 す
 
せ
目
「
 
0
 耳
下
 ：
お
ミ
 鎚
ぎ
 さ
い
さ
随
お
㌔
悪
い
 
-
@
 さ
 O
 か
 @
 
さ
め
の
め
り
も
 

驚
ミ
セ
 
・
の
 ヰ
 
の
 臣
 Ⅱ
 
0
 Ⅱ
戸
ロ
 コ
 @
 
せ
 の
 ㍉
の
 
ざ
せ
 ㌧
「
の
の
 

タ
 

の
ヰ
 
の
 コ
 Ⅰ
 
0
 ㍉
 
し
 ・
 ト
の
 
Ⅱ
 苗
 

（
 
勿
 ）
 渡
擾
欣
 雄
司
漢
民
族
の
宗
教
１
社
会
人
類
学
的
研
究
１
ヒ
 第
一
書
房
、
一
九
九
一
。
 

（
 
わ
 ）
佐
々
木
 宏
幹
 
「
社
会
変
化
と
宗
教
 
｜
 シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
 
華
 入
社
会
の
事
例
か
ら
」
 

ョ
 示
教
学
論
集
 b
 
一
 三
、
駒
沢
大
学
宗
教
 学
 研
究
会
、
一
九
八
 

上
 
、
 
0
 

（
 
邪
 ）
 問
 神
の
儀
礼
過
程
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
 宏
幹
 
「
 
問
神
 の
 儀
礼
過
程
と
依
頼
内
容
 ｜
 ム
ロ
 
湾
 ム
ロ
両
市
の
一
重
軋
の
場
合
」
 
士
 
ロ
日
 禎
吾
 ・
宮
家
 準
編
 

円
 コ
ス
モ
ス
と
社
会
ヒ
一
九
八
八
。
 

（
 
打
 ）
 円
 0
 コ
 
帳
の
す
の
の
 
本
 @
o
 
コ
丑
ぎ
瞠
 ：
 p
,
 
㏄
 ひ
 
。
）
の
㏄
㏄
 

こ
こ
で
、
ト
ン
は
の
 す
 の
 
ロ
 ・
 
ミ
 注
ぎ
 ヨ
 ・
の
 0
 三
 ・
 
力
 田
の
の
㍉
と
い
う
用
 話
 に
特
に
漢
語
を
あ
て
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
前
者
に
 童
比
 、
後
者
に
℡
 

煉
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
 

童
比
 と
い
う
 呼
 称
 と
そ
の
役
割
に
は
既
述
の
よ
う
に
 ズ
レ
 が
生
じ
て
い
る
の
で
、
 

誤
解
を
避
け
る
 

た
め
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
降
神
巫
」
「
招
魂
 

巫
 」
と
呼
ぶ
こ
と
   

（
 
恭
 ）
可
児
弘
明
 
円
シ
ソ
 ガ
ポ
 一
 ル
海
峡
都
市
の
風
景
 
b
 岩
波
 圭
 
目
店
 、
一
九
八
五
、
藤
崎
康
彦
「
 童
比
 」
植
松
明
石
編
円
環
中
国
 海
の
民
俗
と
文
化
 二
 

｜
 神
々
の
祭
祀
 b
 凱
風
 社
 、
一
九
九
一
。
 

華
人
の
宗
教
観
・
 
神
 観
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
 宏
幹
 
「
華
人
社
 会
の
宗
教
」
敷
目
横
縞
 円
 
も
っ
と
知
り
た
い
華
僑
 ヒ
 弘
文
学
、
一
 
九
九
一
。
 

（
謝
意
）
本
稿
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
 

法
 聖
殿
な
ら
び
に
天
窓
 宮
の
方
々
よ
り
資
料
の
提
供
を
は
じ
め
、
調
査
へ
の
全
面
的
な
 協
力
を
い
た
だ
い
た
。
 

 
 
 
 

ま
た
、
佐
々
木
走
絆
先
生
、
櫻
井
徳
太
郎
先
生
、
小
川
正
恭
 先
 生
か
ら
は
 
シ
ソ
 ガ
ポ
 l
 ル
で
の
調
査
に
さ
げ
て
の
多
く
の
助
言
 巳
 
示
唆
を
た
ま
わ
っ
 

 
 
 
 
 
 

た
 。
こ
こ
に
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
 



は
じ
め
に
 

ヱ
 ジ
プ
ト
入
作
家
 ナ
ギ
 ー
ブ
・
マ
フ
 フ
一
ズ
 （
一
九
一
一
 
１
 ）
は
 、
 甘
ロ
 
ぅ
 ま
で
も
な
く
エ
ジ
プ
ト
 は
 お
ろ
か
、
ア
ラ
 プ
 世
界
全
体
を
代
 

表
す
る
小
説
家
で
あ
る
。
彼
 は
 先
達
の
手
に
よ
っ
て
生
ま
 れ
つ
つ
あ
っ
た
近
代
ア
ラ
ブ
小
説
の
流
れ
の
中
で
目
覚
 め
 、
成
長
し
、
な
か
で
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八 
全 とてる 衝っシ意論   
V 去 と 作 ヱかム ラ     

ナ 
シ 何社中 ト ス 持 う は 
。 り 会で社うす も ヱ 

ギ 
ナ 離の工会ふるの ジ   

ブ   
アるかト本ジ イこらを的 プ時 同る 。 八 作 

マ 
      

テ ない と を伝はフ ナ 
ィい 生 し 訴統ヱ l ギ   

テ ェ命てえの ジ ズ l ズ 
ィジ を イ る大プはプ の 

作 マフ の、伝統 、く プト 生み 育 ジ メ l 彼が、 半がそ トのナ ノ、 / 口口 口 

、 新 てす二の シ イ ブ 

イ ス してる いい。 ジ名ョス プでテ ラ l ズ 

ラ姿 く 変 ト 詰め ミ の 

の女 

性 
登 

ム 、 る者化のら・ 提 たの過れアムロ ズ偕 口 土日・ ラ乙 

人 
物   を 
通   し 

なれ 統 なの ナあ 
性 た とい確 り る 

て 

は結ヱも立ズい 
エ束 ジ のに ム は 

ジ、 プ伝 プと ト者 おと い競民 国 八 

  木 週 0 の自己 ト 統 守 の の未来 える。 伝 て、 ムロする 

去 護 る西統 も像   来 のる合の的てて な統代走しっ 美 

女性の 統合のこと、 しよう もたら な意味 の領土 子 
象 そ と しを 的持 
徴 しす た持ナつ 

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 
と
「
女
性
」
 



と
し
て
挙
げ
る
に
と
ど
ま
り
、
領
土
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 の
 支
持
者
と
し
て
は
異
色
な
 、
 彼
の
宗
教
的
伝
統
へ
の
 姿
勢
に
つ
い
て
ほ
触
れ
 

（
 
5
 ）
 

な
い
。
そ
し
て
も
う
一
方
の
立
場
と
い
う
と
、
ア
ブ
ド
ゥ
 ッ
 ラ
ー
が
舌
ロ
う
よ
う
 に
 、
マ
フ
フ
ー
ズ
は
非
常
に
篤
い
 宗
教
心
と
高
い
精
神
性
 

を
 持
っ
た
人
間
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
彼
の
描
く
 ェ
ジ
 プ
ト
 の
人
々
は
彼
と
同
じ
く
宗
教
心
に
溢
れ
て
い
る
と
 い
う
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
 

個
人
の
内
面
に
焦
点
を
紋
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
二
つ
 
仁
 対
し
て
、
筆
者
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
 別
の
立
場
を
取
る
。
つ
ま
り
、
国
民
国
家
と
し
て
の
 ヱ
 ジ
ブ
 ト
 を
支
持
す
る
 

立
場
か
ら
、
宗
教
共
同
体
へ
最
終
的
な
忠
誠
を
置
く
こ
と
 を
 訴
え
る
陣
営
に
反
対
し
つ
つ
、
彼
の
描
く
国
民
 /
 民
 族
 と
し
て
の
エ
ジ
プ
ト
 

人
の
像
に
お
い
て
は
宗
教
、
と
く
に
伝
統
と
し
て
の
宗
教
 が
 重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
 

マ
フ
フ
ー
ズ
は
 
ア
フ
 ー
 ゼ
 イ
ド
 ゥ
と
 の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
 な
か
で
、
自
分
の
作
品
に
登
場
す
る
女
性
の
う
ち
、
 

彼
 の
女
性
観
を
代
表
す
 

（
 
4
@
 

を
 論
じ
る
著
作
の
な
か
で
、
国
民
文
学
に
言
及
し
て
い
る
 ゲ
ル
シ
ョ
ニ
ー
 
と
 ジ
 ャ
ソ
コ
 
ウ
ス
キ
ー
も
マ
フ
フ
ー
ズ
 を
 国
民
文
学
の
代
表
例
 

@
2
"
 

@
l
@
 

も
二
 0
 年
代
に
興
隆
し
た
領
土
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 文
学
的
表
現
で
あ
る
国
民
文
学
（
 p
d
p
b
o
 
。
き
田
）
の
運
動
 か
ら
は
強
い
影
響
を
受
 

げ
て
い
る
。
国
民
文
学
が
追
究
し
た
の
は
、
宗
教
と
い
う
 要
素
を
排
除
し
た
形
で
の
、
エ
ジ
プ
ト
 人
 と
い
う
 ナ
シ
 ヨ
 ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
 

ィ
 テ
ィ
の
確
立
で
あ
る
。
 

ア
ラ
ブ
世
界
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
、
マ
フ
フ
ー
ズ
に
 関
す
る
研
究
は
充
分
と
ほ
言
え
な
い
ま
で
も
、
こ
れ
ま
 で
に
も
あ
る
程
度
は
 

成
さ
れ
て
い
る
。
主
な
研
究
の
う
ち
、
小
論
の
テ
ー
マ
に
 関
 わ
る
議
論
が
幾
分
で
も
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
 て
 言
 う
 ・
な
ら
ば
、
次
の
 

よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
彼
が
領
土
的
ナ
シ
 ，
ナ
 リ
ズ
ム
に
組
み
し
、
そ
の
文
学
的
発
露
で
あ
る
国
民
文
 学
 の
一
端
を
担
 う
 者
で
 

あ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
。
し
か
し
一
歩
踏
み
込
ん
で
 彼
と
宗
教
の
関
係
に
目
を
転
ず
る
と
、
議
論
は
二
 つ
に
 分
か
れ
て
い
く
よ
う
に
 

@
3
@
 

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
代
表
的
な
マ
フ
フ
ー
ズ
研
究
を
 書
い
た
 
ソ
ノ
ブ
 は
、
マ
フ
フ
ー
ズ
は
個
人
的
に
は
宗
教
 的
な
人
間
で
あ
る
と
ほ
 

し
て
も
、
そ
れ
と
マ
フ
フ
ー
ズ
の
描
く
エ
ジ
プ
ト
大
儀
 と
 は
 結
び
付
け
な
い
。
エ
ジ
プ
ト
の
一
九
二
 0
 年
代
の
領
 土
的
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
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マ
フ
フ
ー
ズ
の
作
品
の
い
く
つ
か
の
特
徴
の
う
ち
、
こ
こ
 

で
は
次
の
二
点
が
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
は
時
代
に
 

ょ
 っ
て
の
推
移
は
あ
る
 

田
 も
の
の
、
マ
フ
フ
ー
ズ
が
作
品
を
通
し
て
エ
ジ
プ
ト
 

の
 リ
ア
リ
テ
ィ
 

l
 に
迫
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
 

第
 二
匹
は
位
以
前
の
主
な
小
説
 

テ
ィ
と
 

な
 
「
と
比
較
し
て
、
マ
フ
フ
 

ズ
の
作
品
の
中
で
は
女
性
と
 

、
小
論
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
、
激
動
の
時
代
を
 

l
 

 
 

 
 

れ
と
い
う
も
の
を
ど
 

う
 捉
え
、
そ
の
問
題
の
所
在
を
ど
 

か
 お
き
た
い
 

0
 彼
は
 
ア
フ
 
マ
ド
・
ル
ト
。
フ
ィ
 

!
 
ア
 

 
 

 
 

的
な
忠
誠
の
対
象
を
イ
ス
ラ
ム
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
 

こ
に
見
、
か
つ
そ
の
行
き
先
を
ど
 

う
 模
索
し
た
か
を
、
 

の
 関
心
と
い
う
も
の
の
、
 

ヱ
 
ジ
プ
ト
の
近
代
史
に
お
 

け
 

 
 

 
 彼

の
作
品
が
描
き
出
し
て
い
 

る
 歴
史
的
背
景
を
概
観
し
て
 

ズ
ム
を
 
標
博
 
す
る
陣
営
 
仁
組
 ㈹
 

教
な
ど
の
宗
教
的
な
共
同
体
 

7
 

 
 

に
置
く
の
で
は
な
く
、
ま
た
他
の
い
か
な
る
集
団
 

仁
 置
く
 
の
で
も
な
く
、
エ
ジ
プ
ト
と
い
う
一
定
の
領
土
と
歴
史
 

を
 持
っ
た
共
同
体
、
 

つ
 

  

マ
フ
フ
ー
ズ
の
作
品
の
特
徴
 

る
の
は
、
 ロ
 ・
 
、
下
 ラ
ー
マ
ー
ル
 b
 の
 ゾ
ホ
ぅ
 だ
と
言
 う
 
。
（
 

7
 ）
 ア
ブ
ー
 ゼ
 イ
ド
 ク
 は
、
「
女
性
た
る
エ
ジ
プ
 

（
 
6
 ）
 

@
 ズ
が
 
エ
ジ
プ
ト
を
女
性
の
中
に
見
、
そ
の
な
か
で
も
 ゾ
 ホ
ラ
 は
特
 に
 善
一
年
革
命
以
後
の
新
し
い
 

（
 
8
 ）
 

て
そ
れ
を
通
し
て
新
生
エ
ジ
プ
ト
を
象
徴
し
て
い
る
と
 言
 
ロ
う
 。
し
か
し
彼
女
は
、
な
ぜ
マ
フ
フ
ー
ズ
 

ト
を
 重
ね
写
し
た
の
か
と
い
う
間
に
は
答
え
よ
う
と
し
て
 い
な
い
。
小
論
で
は
、
マ
フ
フ
ー
ズ
は
 こ
 

し
た
の
か
、
「
女
性
」
 
に
 何
を
見
た
の
か
を
考
察
し
た
 い
 と
 思
う
。
 

ト
 の
神
話
」
と
い
う
表
現
で
マ
フ
フ
 

タ
イ
プ
の
エ
ジ
プ
ト
女
性
を
、
そ
し
 

が
男
性
で
は
な
く
、
 な
 性
に
 ェ
 ジ
 ブ
 

う
 い
っ
た
女
性
登
場
人
物
に
何
を
託
 



ま
り
国
民
国
家
と
し
て
の
 

ヱ
 
ジ
プ
ト
に
置
く
べ
き
だ
と
い
 

ぅ
 
立
場
を
取
る
。
 

ヱ
 
ジ
プ
ト
は
比
較
的
自
然
の
国
境
 

綜
 
に
恵
ま
れ
、
共
通
の
 

歴
史
を
持
つ
ひ
と
つ
の
地
域
と
し
て
の
 

ヱ
 
ジ
プ
ト
 

と
い
 
ぅ
 
概
念
が
近
代
ナ
シ
 

，
 
ナ
リ
ズ
ム
の
到
来
以
前
か
ら
存
在
し
た
。
し
か
し
そ
れ
 

は
ま
ず
第
一
に
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
 

ば
 
他
の
隣
接
す
る
 

ァ
ラ
 

 
 

 
 

 
 

@
 
川
 
@
 

一
人
の
人
間
が
持
っ
重
層
的
な
帰
属
意
識
の
一
 

つ
 
で
し
か
 

な
か
っ
た
。
し
か
し
西
洋
と
の
接
触
の
中
で
近
代
ナ
シ
 

，
 
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
 

思
 

想
 
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
 

反
 
植
民
地
 

闘
争
を
支
え
る
 

ィ
 
デ
オ
ロ
ギ
 

一
 
と
な
り
、
か
つ
西
洋
の
 

圧
倒
的
な
力
の
源
と
理
 

解
さ
れ
る
な
か
で
、
国
民
国
家
と
し
て
の
 

ヱ
 
ジ
プ
ト
、
 

あ
 
る
い
は
そ
の
構
成
員
と
し
て
の
 

ヱ
 
ジ
ブ
ト
人
を
明
確
に
 

規
定
す
る
必
要
が
出
て
 

ぎ
た
。
そ
し
て
こ
の
 

ヱ
 
ジ
プ
ト
 

人
 
と
は
何
か
と
い
う
問
い
 

は
、
 
単
に
 
ヱ
 
ジ
プ
ト
人
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
過
去
の
 

歴
史
あ
る
い
は
現
状
か
 

ら
 
客
観
的
に
抽
出
し
ょ
う
と
い
う
の
で
ほ
な
く
、
 

ェ
 
ジ
ブ
 
ト
人
が
今
後
取
る
べ
 

き
 
姿
を
提
示
す
る
必
要
に
駆
ら
れ
 

て
 
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
 

側
面
が
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
 

第
二
の
点
に
話
を
移
す
と
、
女
性
の
登
場
人
物
が
り
 

プ
 
リ
 
テ
ィ
ー
を
持
ち
、
作
品
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
 

こ
と
は
、
マ
フ
 

フ
 
@
 

ス
 
0
 
作
品
を
彼
以
前
の
ア
ラ
ブ
近
代
小
説
か
ら
区
別
す
る
 

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
ア
ブ
ー
 

ゼ
 
イ
ド
 
ゥ
 
は
、
マ
フ
 

フ
 
l
 
ズ
 
以
前
の
作
家
の
作
 

（
 
u
@
 

品
 
に
登
場
す
る
女
性
達
は
悪
魔
的
女
性
あ
る
い
 

は
 
天
使
的
 

女
性
と
し
て
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
て
い
た
と
い
 

ノ
い
ノ
 

。
 

マ
フ
フ
 

l
 
ズ
の
作
品
は
、
時
代
を
区
切
っ
て
作
品
の
傾
向
 

を
 
明
ら
か
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
舞
台
を
古
 

代
 エ
ジ
プ
ト
に
取
っ
 

@
 
㎎
 
@
 

（
 
ジ
 
@
 

た
 「
歴
史
（
的
）
作
品
し
か
ら
、
現
代
エ
ジ
プ
ト
に
 

舞
ム
 

口
を
移
し
て
社
会
批
判
を
お
こ
な
っ
た
「
社
会
的
作
品
し
 

へ
、
そ
し
て
数
年
に
お
 

@
 
Ⅱ
 
@
 

ょ
ぶ
体
筆
 

期
間
を
挟
ん
で
人
間
の
生
の
意
味
を
模
索
す
る
 

と
も
い
え
る
「
哲
学
的
作
 

口
 
㌍
へ
と
移
行
す
る
。
そ
れ
 

に
 
続
く
一
連
の
作
品
 

は
 

@
 
巧
 
@
 

「
新
社
会
的
作
品
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
 

い
 
っ
た
 
マ
フ
フ
ー
ズ
自
身
の
関
心
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
 

、
 
そ
こ
に
登
場
す
る
 

女
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ナシ 

 
  

 

（
 け
 ）
 

 
 

「
社
会
的
作
品
」
の
最
後
を
飾
る
 
、
 
彼
の
代
表
作
た
る
 三
 部
 作
を
完
成
し
た
あ
と
、
マ
フ
フ
ー
ズ
は
七
年
に
 亘
 
っ
て
 筆
を
折
る
。
五
九
 

㍉
強
い
関
心
を
払
い
、
か
つ
小
論
の
試
み
に
と
っ
て
 
重
 要
 た
の
は
、
伝
統
的
な
価
値
や
生
活
様
式
に
忠
実
な
女
 性
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

が
あ
と
の
二
つ
の
タ
イ
ブ
の
女
性
達
は
い
わ
ば
、
コ
ソ
 
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
作
品
の
な
か
に
登
場
す
る
と
理
解
す
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   
 

 
 

 
 

ノ
ン
 

 
 

二
ゾ
ホ
ラ
 

エ
ジ
プ
ト
の
未
来
像
 

 
 

 
 

 
 
 
 

舶
 
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
新
た
に
分
類
す
る
と
 す
れ
ば
、
第
一
に
は
盲
目
的
、
無
批
判
に
西
洋
文
明
を
 賞
賛
し
自
文
化
に
冷
淡
な
 女
 

接
性
 、
第
二
に
は
伝
統
的
な
価
値
や
生
活
様
式
に
 忠
 実
な
女
性
、
そ
し
て
第
三
仁
は
既
成
の
 い
 か
な
る
価
値
に
 も
 捕
ら
わ
れ
ず
、
自
ら
の
 信
 

と
 

目
 
ず
る
と
こ
ろ
に
忠
実
に
生
き
て
 い
 こ
 う
 と
す
る
女
性
 、
の
 三
 つ
 に
介
げ
ら
れ
る
と
思
 う
 。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
 う
ち
、
マ
フ
フ
ー
ズ
が
最
も
 

フ 性 に び あ 話 の に 

対
し
て
、
「
哲
学
的
作
品
」
の
な
か
で
は
な
性
登
場
人
物
 は
ひ
た
す
ら
わ
き
役
に
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 、
「
哲
学
的
作
品
」
 

段
階
に
終
止
符
を
打
ち
「
新
社
会
的
作
品
」
の
皮
切
り
と
 な
る
 
ョ
、
一
ラ
 一
 ％
一
ル
 b
 で
は
、
 ゾ
ホ
ラ
 と
い
う
 若
 ぃ
 女
性
が
ふ
た
た
び
 

の
中
心
に
登
場
す
る
。
「
社
会
的
作
品
」
の
段
階
で
は
、
 

そ
の
名
が
明
ら
か
に
示
す
よ
う
に
マ
フ
フ
ー
ズ
の
関
心
は
 ヱ
 ジ
プ
ト
社
会
に
 

る
 。
そ
し
て
「
哲
学
的
作
品
」
に
お
い
て
は
、
彼
の
関
心
 は
い
っ
た
ん
社
会
を
離
れ
、
個
人
の
内
面
に
沈
潜
し
て
 い
く
。
そ
の
後
、
再
 

ヱ
 ジ
プ
ト
社
会
へ
と
彼
の
関
心
は
戻
っ
て
い
く
。
女
性
の
 登
場
人
物
は
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
 ヱ
 ジ
プ
ト
へ
の
関
心
と
 と
も
に
作
品
の
前
景
 

現
れ
る
。
 

マ
フ
フ
ー
ズ
の
小
説
に
登
場
す
る
女
性
は
 、
 大
き
く
三
つ
 
0
 タ
イ
プ
に
 分
 げ
ら
れ
る
。
ア
ブ
ー
 セ
イ
 ド
 ゥ
 は
こ
れ
 を
 、
貴
族
階
級
の
な
 

@
 
比
 @
 

、
中
流
階
級
の
女
性
、
労
働
者
階
級
の
女
性
の
三
区
分
と
 す
る
が
、
こ
れ
に
は
 芳
 千
の
修
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

と
い
う
の
は
、
マ
フ
 

｜
ズ
が
 問
題
と
し
て
い
る
の
は
彼
女
ら
の
属
す
る
社
会
 経
 清
酌
階
級
と
い
う
よ
り
も
、
彼
女
ら
の
価
値
観
や
行
動
 規
範
と
い
っ
た
も
の
 



年
に
向
わ
が
町
内
の
子
ど
も
連
ヒ
を
も
っ
て
執
筆
を
再
開
 し
 、
六
六
年
の
円
ナ
イ
ル
川
で
の
お
し
ゃ
べ
り
 ヒ
 ま
で
 
「
哲
学
的
作
品
」
と
 評
 

さ
れ
る
一
連
の
作
品
が
発
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
 特
徴
は
、
主
人
公
達
が
迷
い
、
な
に
か
確
か
な
も
の
を
 捜
し
求
め
、
だ
が
結
局
 

求
め
て
い
る
も
の
を
見
つ
げ
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
 5
 点
に
あ
る
。
主
人
公
達
は
す
べ
て
男
性
で
あ
る
。
「
 
社
 全
的
作
品
」
に
比
べ
 

て
、
な
 性
の
存
在
は
格
段
に
小
さ
い
。
 

「
哲
学
的
作
品
」
に
終
止
符
を
打
ち
、
ふ
た
た
び
 ェ
 ジ
 ブ
 ト
 社
会
に
マ
フ
フ
ー
ズ
の
関
心
が
戻
っ
た
こ
と
を
告
げ
 る
の
は
、
六
七
年
に
 

発
表
さ
れ
た
「
ミ
ー
ラ
ー
マ
ー
ル
 ヒ
 で
あ
っ
た
。
 
六
 0
 年
 代
の
ヱ
 ジ
 ブ
ト
 の
地
中
海
岸
の
避
暑
地
、
ア
レ
キ
サ
 ソ
 ド
リ
ア
の
ミ
ー
ラ
ー
マ
 

ル
 と
い
う
ペ
ソ
 
シ
ョ
ソ
 を
舞
ム
 ロ
 に
物
語
は
繰
り
広
げ
ら
れ
 る
 。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
女
主
人
が
経
営
す
る
 ぺ
ン
シ
，
ソ
 

ミ
ー
ラ
ー
マ
ー
ル
 

 
 

に
 長
期
滞
在
す
る
五
人
の
男
達
と
、
ペ
ソ
 シ
，
ソ
で
メ
ィ
 
ド
 と
し
て
働
く
農
村
出
身
の
若
い
 娘
、
ゾ
ホ
ラ
 と
の
 関
 係
を
軸
に
話
は
展
開
す
 

る
 。
 

｜
 ラ
ー
マ
ー
ル
の
女
主
人
を
頼
り
に
ア
レ
キ
サ
 ソ
 ド
リ
ア
 

ゾ
ホ
ラ
 は
農
村
出
身
の
若
い
娘
で
あ
る
。
暖
か
い
庇
護
者
 

へ
 向
か
う
。
彼
女
は
村
を
愛
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
あ
る
 

で
あ
っ
た
父
親
を
失
い
一
人
の
彼
女
を
、
親
戚
の
者
達
 

無
知
や
貧
困
、
そ
し
て
 

は
 金
持
ち
の
老
人
の
 

と
こ
ろ
へ
嫁
が
せ
よ
う
と
す
る
。
愛
の
な
い
打
算
的
な
 縁
 談
 に
耐
え
ら
れ
な
い
 
ゾ
ホ
ラ
 は
村
を
出
て
 、
 知
り
ム
ロ
 
い
 の
、
 ペ
ソ
 シ
コ
 ソ
・
 、
、
、
 

そ
れ
ら
が
生
む
悲
惨
な
状
況
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
 ゾ
 ホ
ラ
 は
ミ
ー
ラ
ー
マ
ー
ル
で
メ
イ
ド
と
し
て
働
き
始
め
 る
 。
賢
く
 、
 働
き
者
の
 

彼
 な
を
 ぺ
ソ
シ
，
ソ
 
の
 む
 主
人
は
す
ぐ
に
気
に
入
る
。
 

宿
 泊
 者
の
男
達
は
男
達
で
、
素
朴
で
は
あ
る
が
美
し
い
 ゾ
 ホ
ラ
 
に
心
を
惹
か
れ
 

る
 。
 ゾ
ホ
ラ
 は
そ
の
う
ち
の
一
人
で
同
じ
地
方
の
出
身
の
 サ
ラ
ハ
 ー
 ソ
と
 恋
仲
に
な
る
。
彼
女
は
 サ
ラ
ハ
 @
 ソ
と
 の
 結
婚
を
望
む
が
、
 
野
 

心
象
 の
サ
ラ
ハ
 ー
 ソ
 は
、
教
育
も
な
け
れ
ば
、
将
来
彼
の
 出
世
を
後
押
し
し
て
く
れ
そ
う
な
有
力
な
家
族
が
い
る
 わ
け
で
も
な
い
 
ゾ
ホ
ラ
 

と
の
結
婚
に
 
蹄
路
 す
る
。
 

ゾ
ホ
ラ
 は
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
望
み
、
わ
ず
か
な
給
料
 の
な
か
か
ら
授
業
料
を
払
い
、
近
所
の
小
学
校
の
女
 教
 師
 に
読
み
書
き
の
家
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庭
 教
師
を
頼
む
。
文
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
ば
 、
 次
は
裁
縫
を
習
っ
て
 、
 手
に
職
を
持
つ
の
が
 彼
支
の
 夢
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
 

打
算
的
に
し
か
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
 サ
ラ
ハ
 ー
 ソ
 は
 、
ゾ
ホ
ラ
 の
想
い
を
踏
み
に
じ
る
か
の
よ
う
に
、
 

彼
支
 の
家
庭
教
師
の
女
性
と
 

の
 結
婚
を
決
め
る
。
し
か
し
 サ
ラ
ハ
 ー
 ソ
 は
、
職
場
で
の
 
横
領
の
計
画
が
発
覚
し
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
。
 

ゾ
む
 フ
 を
め
ぐ
る
男
達
の
間
 

で
の
も
め
事
を
嫌
っ
た
女
主
人
は
、
つ
い
に
 ゾ
ホ
ラ
 を
 解
 属
 し
、
 ゾ
ホ
ラ
 は
 ぺ
ソ
シ
コ
 
ソ
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
 
だ
が
こ
の
作
品
の
最
後
 

は
、
 決
し
て
 彼
 な
の
将
来
に
暗
い
陰
を
予
想
さ
せ
る
も
の
 で
は
な
い
。
一
度
の
失
敗
に
も
 ゾ
ホ
ラ
 は
め
げ
る
こ
と
 
な
く
、
ペ
ソ
 
シ
，
ソ
を
 

去
る
彼
支
を
見
送
る
 ア
一
 メ
ル
は
彼
女
の
一
層
の
飛
躍
を
 期
待
す
る
。
 

@
M
@
 

宿
泊
客
と
し
て
登
場
す
る
五
人
の
男
達
に
つ
い
て
言
 う
と
 

つ
て
の
 ワ
 フ
ド
党
の
闘
士
で
あ
る
ア
ー
メ
ル
・
 

ヮ
 グ
 デ
ィ
 
一
 を
除
い
 

て
 、
あ
と
の
四
人
は
皆
あ
る
意
味
で
破
綻
し
て
い
る
。
 サ
 ラ
ハ
 ー
 ソ
 は
上
辺
だ
け
は
ナ
セ
ル
体
制
を
支
持
し
つ
つ
 、
 実
は
打
算
的
で
し
か
 

な
い
。
そ
し
て
横
領
計
画
の
失
敗
に
よ
り
、
自
ら
身
の
破
 滅
を
招
く
。
貴
族
階
級
出
身
故
に
ナ
セ
ル
体
制
の
下
、
 

猜
疑
心
の
塊
と
な
っ
た
 

ト
ル
バ
。
ホ
ス
ニ
ー
は
信
ず
る
も
の
を
何
も
持
た
ず
、
 

不
 安
 を
ぬ
ぐ
い
去
る
か
の
よ
う
に
ひ
た
す
ら
享
楽
的
な
生
 き
 方
を
す
る
。
そ
し
て
 

マ
ン
ス
ー
ル
は
、
一
斉
検
挙
の
際
に
共
産
党
の
か
つ
て
の
 仲
間
を
見
捨
て
て
自
分
だ
け
が
助
か
っ
た
こ
と
に
罪
悪
 感
を
拭
い
き
れ
ず
、
 
つ
 

い
 仁
は
精
神
さ
え
病
む
。
彼
ら
は
、
コ
ミ
 "
 ト
 す
る
こ
と
 の
で
き
る
価
値
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
の
生
の
立
 

思
味
 を
見
つ
げ
る
こ
と
 

が
で
き
な
い
ま
ま
生
き
て
い
る
。
 

マ
ソ
ス
 一
ル
 は
 沈
ん
だ
 気
持
ち
の
な
か
で
 ァ
 ー
メ
ル
に
話
し
か
け
 ろ
 。
 

「
信
じ
て
そ
し
て
行
動
す
る
、
こ
れ
が
理
想
っ
て
い
う
も
 
の
で
す
。
信
じ
な
い
、
そ
れ
は
喪
失
と
い
う
も
 う
 ひ
と
っ
 の
道
。
そ
し
て
 

信
じ
て
い
な
が
ら
行
動
で
き
な
い
、
こ
れ
は
地
獄
で
す
。
 
」
 

「
ま
さ
に
。
君
は
老
い
衰
え
た
サ
ア
ド
な
ど
見
た
こ
と
が
 
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
亡
命
に
も
 死
 仁
も
敢
然
と
立
ち
向
か
 っ
て
い
た
か
ら
 

ね
。
」
 

私
 
（
マ
ン
ス
ー
ル
引
用
者
 註
 ）
 ほ
 孤
独
な
亡
命
者
、
 
ゾ
 ホ
ラ
 に
目
を
や
っ
た
。
彼
女
は
自
信
と
希
望
に
満
ち
て
 座
っ
て
い
る
。
 私
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ま
た
あ
る
時
、
一
人
の
女
性
を
愛
し
な
が
ら
、
自
ら
の
裏
 切
り
者
と
し
て
の
過
去
故
に
自
信
を
持
て
ず
悶
々
た
る
 日
々
を
送
る
 マ
ソ
ス
 l
 

か
 は
 、
 何
も
知
ら
な
い
 ゾ
ホ
う
 に
言
 う
 。
 

は
 彼
女
を
羨
ん
だ
、
し
や
嫉
妬
さ
え
し
た
 

、
，
 
。
（
 

l
 
9
 ）
 

彼
ら
と
比
べ
て
、
 ゾ
ホ
ラ
 の
確
固
た
る
態
度
、
安
定
感
、
 自
分
へ
の
信
頼
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
彼
女
性
伝
統
 的
な
価
値
を
自
分
の
 

も
の
と
し
て
い
る
。
サ
ラ
 ハ
 ー
 ソ
 が
、
結
婚
に
 跨
蹄
 し
つ
 っ
 同
棲
を
提
案
し
た
と
 ぎ
ゾ
ホ
ラ
 は
激
し
く
非
難
す
る
  
 

彼
女
と
私
（
 サ
 ラ
ハ
 一
ソ
 

引
用
者
 註
 ）
は
黙
っ
て
視
線
 を
 合
わ
せ
た
。
私
は
や
っ
ぎ
に
な
っ
て
い
た
。
彼
女
は
 か
た
く
な
に
腹
を
 

立
て
て
い
る
。
（
中
略
）
 

「
 
ゾ
ホ
ラ
 、
な
ら
中
間
を
採
ろ
 う
 。
純
粋
 肛
 イ
ス
ラ
ム
的
 な
や
り
方
で
結
婚
す
る
の
さ
。
」
 

彼
女
の
目
か
ら
怒
り
が
消
え
、
問
い
た
げ
な
表
情
に
変
 わ
っ
た
 0
 私
は
い
い
加
減
な
記
憶
し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
 こ
 う
 答
え
た
。
 

「
一
番
昔
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
 
達
 が
や
っ
た
よ
 う
 に
結
婚
す
 る
ん
だ
。
」
 

「
昔
の
人
は
ど
 
う
 や
っ
た
結
婚
し
て
い
た
の
。
」
 

「
 君
 と
僕
の
二
人
の
間
だ
け
で
、
僕
は
神
と
そ
の
預
言
者
 の
 慣
行
に
か
け
て
君
を
僕
の
妻
と
す
る
と
発
表
す
る
ん
だ
 」
 

「
証
人
も
な
し
 肛
 ?
 」
 

「
た
だ
神
の
前
だ
け
で
。
」
 

す
る
と
彼
女
は
激
し
い
嫌
悪
を
表
し
な
が
ら
言
っ
た
。
 

「
誰
も
か
れ
も
み
ん
な
、
神
様
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
 
か
の
よ
う
に
振
る
舞
 う
 の
ね
。
」
 

そ
し
て
彼
女
は
首
を
振
り
、
 執
勘
 に
こ
り
言
っ
た
。
 

（
 
初
 ）
 

「
い
や
 よ
 。
」
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「
あ
る
男
が
す
べ
て
を
駄
目
に
し
て
し
ま
う
ん
だ
。
」
 

コ
 
誰
の
こ
と
で
す
か
 ?
 ニ
 

「
自
分
の
宗
教
を
裏
切
っ
た
 
男
 」
 

す
る
と
彼
女
は
お
び
え
た
 よ
う
 に
手
を
動
か
し
た
。
 

「
彼
は
友
達
も
先
生
も
裏
切
っ
た
ん
だ
。
」
 

彼
女
は
お
び
え
た
よ
う
な
様
子
の
ま
ま
だ
っ
た
。
 私
 
（
 マ
 ン
ス
ー
ル
引
用
者
 註
 ）
は
言
っ
た
。
 

「
で
も
彼
は
あ
る
人
を
愛
し
て
る
。
そ
の
こ
と
で
彼
の
罪
 
は
 許
さ
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
。
」
 

彼
女
は
嫌
悪
を
露
に
し
て
言
っ
た
。
 

@
 
四
）
 

「
裏
切
り
者
の
愛
な
ん
て
そ
の
人
本
人
と
同
じ
く
ら
い
 
汚
 れ
て
ま
す
。
」
 

宗
教
的
規
範
あ
る
い
は
宗
教
の
名
で
語
ら
れ
る
伝
統
的
 規
 範
に
 忠
実
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
 ゾ
ホ
ラ
 は
そ
れ
ま
 で
 0
 作
品
に
登
場
し
 

た
 保
守
的
な
、
伝
統
的
価
値
に
ひ
た
す
ら
忠
実
な
女
達
 と
 重
な
る
部
分
が
大
き
い
。
た
だ
、
 ゾ
ナ
ラ
 は
彼
女
ら
と
 は
 違
い
、
伝
統
的
な
行
 

動
 規
範
に
無
批
判
に
従
 う
 こ
と
も
な
け
れ
ば
、
伝
統
的
な
 価
値
に
縛
ら
れ
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
り
も
し
な
い
 。
も
し
 ゾ
ホ
ラ
 が
三
部
 

作
の
母
娘
 達
 の
よ
う
に
、
家
長
の
意
志
に
盲
目
的
に
従
う
 こ
と
の
み
を
正
し
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
縁
談
を
拒
み
 村
を
出
る
こ
と
な
ど
で
 

 
 

ナ
フ
ィ
ー
 サ
 の
よ
う
に
な
性
の
幸
せ
は
す
な
わ
ち
結
婚
で
 あ
る
と
考
え
て
い
た
な
 

ら
ば
、
わ
ず
か
な
収
入
の
中
か
ら
費
用
を
工
面
し
て
教
育
 を
 受
け
よ
う
な
ど
と
は
思
い
も
よ
う
な
か
っ
た
で
あ
ろ
 う
し
、
父
親
と
い
う
 庇
 

護
 者
を
亡
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
絶
望
的
に
な
っ
て
い
た
 な
ら
ば
、
サ
ラ
ハ
ー
ン
の
同
棲
の
提
案
に
の
っ
た
挙
げ
 句
 捨
て
ら
れ
、
身
を
滅
 

ほ
 す
と
い
う
ナ
フ
ィ
ー
 サ
と
 同
じ
道
を
た
ど
っ
た
か
も
し
 れ
な
い
。
ナ
フ
ィ
 一
サ
 に
と
っ
て
家
計
を
支
え
る
た
め
 に
 縫
い
子
と
し
て
働
く
 

こ
と
は
、
単
に
屈
辱
的
な
こ
と
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
 の
に
対
し
て
、
 ゾ
ホ
ラ
 は
そ
れ
に
積
極
的
な
意
味
を
見
 い
だ
し
て
い
る
の
は
 対
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で
は
な
ぜ
、
マ
フ
 
フ
一
ズ
は
 女
性
に
 
ヱ
 ジ
プ
ト
を
象
徴
さ
 せ
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
 
ョ
 Ⅰ
ラ
ー
マ
ー
 ル
ヒ
の
他
の
主
な
登
 

場
 人
物
達
は
、
女
主
人
を
除
い
て
す
べ
て
男
性
で
あ
る
。
 そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
 

ヱ
 ジ
プ
ト
を
象
徴
す
る
 ゾ
ホ
ラ
だ
 げ
は
、
女
性
で
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
 

マ
フ
 フ
一
ズ
 0
 作
品
に
登
場
す
る
男
達
の
間
に
と
く
に
 顕
 著
 な
の
 ほ
、
 彼
ら
が
常
に
右
往
左
往
し
て
い
る
こ
と
で
 あ
る
。
マ
フ
フ
ー
ズ
 

が
 生
き
て
き
た
時
代
は
 、
ヱ
 ジ
プ
ト
が
激
変
し
、
思
想
的
 な
 混
乱
を
経
験
し
た
時
代
で
あ
る
。
植
民
地
勢
力
の
圧
 倒
 的
な
力
に
代
表
さ
れ
 

る
 西
洋
近
代
の
価
値
体
系
や
思
考
様
式
と
の
遭
遇
は
 、
そ
 れ
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
社
会
に
根
ざ
し
て
い
た
伝
統
的
価
 値
 体
系
に
大
き
な
揺
さ
 

ぶ
り
を
か
け
 ろ
 。
マ
フ
 
フ
一
ズ
に
 代
表
さ
れ
る
よ
う
な
 西
 洋
式
の
高
い
教
育
を
受
け
た
青
年
達
は
、
最
前
線
で
こ
 の
 波
に
洗
わ
れ
る
。
 
し
 

か
し
そ
れ
と
同
時
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
発
端
と
な
っ
た
 、
西
洋
近
代
文
明
へ
の
絶
対
の
信
頼
の
揺
る
ぎ
、
あ
る
 い
は
西
洋
近
代
の
内
側
 

か
ら
の
自
信
の
崩
壊
は
、
絶
対
的
な
価
値
と
い
う
も
の
の
 存
在
す
ら
危
う
く
思
わ
せ
る
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
 を
 求
め
て
金
ェ
ジ
ブ
 ト
 

が
 団
結
を
見
せ
た
一
九
年
革
命
は
 、
 長
い
混
乱
の
時
代
の
 中
で
一
陣
の
涼
風
の
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
た
が
、
さ
ま
 ざ
ま
な
要
因
が
絡
み
合
 

ぅ
中
 、
勝
ち
取
ら
れ
た
は
ず
の
議
会
制
民
主
主
義
は
 ぅ
ま
 く
 機
能
せ
ず
、
腐
敗
が
は
び
こ
り
社
会
は
混
乱
す
る
。
 三
 0
 年
代
に
は
再
び
 宗
 

教
へ
の
志
向
が
強
ま
り
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
は
無
視
で
き
 ぬ
 一
大
政
治
勢
力
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
続
い
て
 共 庫
主
義
者
も
宗
教
勢
力
 

と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
度
の
も
の
で
あ
れ
、
勢
力
分
布
 の
 一
角
に
登
場
す
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
西
洋
諸
国
が
 ュ
 ダ
ヤ
国
家
の
建
設
を
支
 

持
し
た
こ
と
は
、
西
洋
一
般
に
対
す
る
不
信
を
決
定
的
 に
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
思
想
的
混
乱
に
ひ
と
ま
ず
の
 終
止
符
を
打
っ
た
か
と
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

三
伝
統
に
根
を
お
ろ
す
女
性
 達
 

照 
的 
で、 

あ 
る 
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を
 保
持
す
る
女
性
は
、
容
易
に
は
動
揺
し
な
い
。
 

 
 

思
わ
れ
た
五
二
年
の
革
命
も
、
そ
の
独
裁
的
性
格
、
言
論
 統
制
な
ど
に
よ
り
、
マ
フ
フ
ー
ズ
 ら
 知
識
人
の
目
に
は
 諸
手
を
上
げ
て
賛
成
で
 

き
る
も
の
と
は
映
ら
な
い
 0
 マ
フ
フ
ー
ズ
の
作
品
に
は
、
 

一
つ
の
思
想
を
選
び
取
っ
て
は
挫
折
し
、
自
己
嫌
悪
に
 陥
る
者
、
あ
る
い
は
 現
 

美
的
な
利
益
の
み
を
追
求
し
結
局
は
破
綻
し
て
し
ま
う
 者
達
が
、
い
っ
も
男
と
し
て
登
場
す
る
。
 

こ
こ
で
 鍵
 と
な
る
の
は
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
伝
統
へ
の
執
着
 で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
フ
フ
 

l
 ズ
が
領
土
的
ナ
シ
ョ
 
ナ
リ
ズ
ム
を
信
じ
、
 

そ
の
文
脈
の
な
か
で
エ
ジ
プ
ト
 人
 像
を
描
き
出
そ
う
と
し
 て
い
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
宗
教
的
要
素
を
 ェ
ジ
 プ
ト
 性
 、
あ
る
い
は
 ェ
 

ジ
プ
ト
 的
 特
徴
を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
排
除
し
な
い
ば
 か
り
か
、
か
え
っ
て
積
極
的
に
そ
の
な
か
に
位
置
づ
 け
 2
9
 と
す
る
彼
の
試
み
 

と
 関
連
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
一
点
 注
意
し
て
お
き
た
い
の
ほ
、
い
か
に
彼
が
伝
統
を
強
調
 し
よ
う
と
も
、
彼
の
描
 

こ
う
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
 
人
 像
は
未
来
の
た
め
の
も
の
だ
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
ゾ
ホ
ラ
 が
い
か
に
伝
統
的
な
価
値
 に
 忠
実
な
娘
と
し
て
 描
 

か
れ
 

2
9
 

と
も
、
そ
れ
は
マ
フ
フ
ー
ズ
が
過
去
の
女
性
の
 姿
に
 
エ
ジ
プ
ト
の
、
あ
る
い
は
女
性
の
理
想
像
を
求
め
 た
と
い
う
わ
げ
で
は
 決
 

倒
し
て
な
い
。
マ
フ
フ
ー
ズ
は
伝
統
的
な
も
の
に
い
か
 
に
 執
着
し
ょ
う
と
も
、
な
に
か
が
た
だ
伝
統
的
な
も
の
 で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
無
批
 

女
 

 
 

判
に
 肯
定
す
る
こ
と
は
、
彼
の
音
生
心
で
は
な
い
。
伝
統
が
 

ヱ
 ジ
プ
ト
の
未
来
に
向
け
て
何
が
で
き
る
か
、
そ
れ
が
 彼
の
関
心
で
あ
る
。
 

と
 

 
 

の
 娘
で
あ
る
。
そ
の
彼
女
が
男
達
の
破
綻
ぶ
り
と
は
 対
 照
 的
に
、
し
っ
か
り
と
し
た
 

テ
 
価
値
基
準
を
持
ち
、
自
ら
の
将
来
を
見
据
え
て
い
る
 。
社
会
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
女
性
は
 、
変
 化
に
大
き
く
晒
さ
れ
て
い
る
 

テ
 
男
た
ち
よ
り
も
、
よ
り
強
く
伝
統
と
結
び
つ
く
。
 

外
 0
 社
会
と
積
極
的
に
関
わ
る
男
性
と
、
内
に
と
ど
ま
り
 、
 家
の
中
を
自
ら
の
世
界
と
 

 
 

ァ
 
す
る
女
性
と
い
う
、
伝
統
的
規
範
に
基
づ
く
性
に
よ
 る
 役
割
分
担
が
、
両
者
の
精
神
世
界
を
分
け
る
。
と
に
 も
か
く
に
も
、
伝
統
的
な
価
 



そ
れ
で
は
、
 ヱ
 ジ
プ
ト
人
の
個
性
、
 ヱ
 ジ
プ
ト
 人
 と
は
 何
 か
を
考
え
る
上
で
マ
フ
フ
ー
ズ
が
重
視
す
る
と
こ
ろ
 
の
 「
伝
統
」
と
は
 何
 

か
 。
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
 よ
う
 に
、
宗
教
的
な
要
素
と
切
 り
 離
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
マ
フ
フ
ー
ズ
が
言
う
 と
こ
ろ
の
「
伝
統
」
が
 

イ
ス
ラ
ム
と
い
う
要
素
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
 、
あ
る
規
範
や
儀
礼
が
厳
密
に
イ
ス
ラ
ム
の
教
義
や
儀
 礼
 と
し
て
規
定
さ
れ
た
 

も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
を
背
後
に
 感
じ
さ
せ
、
社
会
に
根
づ
い
た
も
の
で
あ
る
な
ら
 ぱ
、
 そ
の
規
範
や
価
値
、
 儀
 

礼
は
イ
ス
ラ
ム
が
要
請
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
礼
儀
作
法
、
祭
礼
の
際
の
習
慣
、
 そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
 慣
 

習
や
規
範
が
 、
 何
ら
か
の
形
、
程
度
で
イ
ス
ラ
ム
の
文
脈
 に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
統
性
を
付
与
さ
れ
て
い
 る
 。
た
と
え
歴
史
的
に
 

は
 イ
ス
ラ
ム
以
前
に
源
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
 い
は
あ
る
特
定
の
地
域
や
状
況
の
現
実
的
な
要
請
に
答
 ，
 
え
て
新
し
く
生
ま
れ
た
 

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
 イ
ス
 -
 
フ
ム
史
の
重
要
な
人
物
や
事
件
と
結
び
付
け
ら
れ
、
読
み
 変
え
ら
れ
て
い
く
。
 

だ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
 視
野
に
あ
っ
た
も
の
は
イ
ス
ラ
ム
的
エ
ジ
プ
ト
で
は
な
 く
 、
エ
ジ
プ
ト
 的
イ
 

ス
ラ
ム
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
共
同
体
と
 し
て
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
の
理
想
や
行
動
規
範
が
支
 配
す
る
社
会
と
し
て
 ヱ
 

ジ
プ
ト
を
規
定
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
 で
は
な
く
、
彼
が
真
に
エ
ジ
プ
ト
的
な
も
の
と
は
何
か
 を
 考
え
る
な
か
で
、
 ヱ
 

ジ
プ
ト
社
会
に
根
づ
い
た
慣
習
や
行
動
規
範
が
、
共
同
体
 の
 成
員
に
共
有
さ
れ
た
も
の
と
し
て
決
定
的
な
意
味
を
 持
つ
と
い
う
結
論
に
至
 

り
 、
そ
し
て
そ
 う
 い
っ
た
慣
習
や
行
動
規
範
の
多
く
が
 ィ
 ス
ラ
ム
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
 以
上
、
イ
ス
ラ
ム
 と
い
 

う
 宗
教
的
要
素
を
完
全
に
排
除
し
て
は
エ
ジ
プ
ト
は
語
り
 得
な
い
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
 、
一
 般
に
 イ
ス
ラ
ム
的
な
 慣
 

習
や
規
範
と
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
 ェ
 ソ
フ
ト
固
有
の
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
で
顕
著
な
も
の
 が
 彼
の
視
野
の
中
心
に
 

四 
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る あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
の
根
幹
で
あ
る
六
信
五
行
に
つ
い
 て
は
、
原
則
的
に
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
中
で
地
域
差
 は
 な
い
だ
ろ
う
。
し
か
 

し
 、
ひ
と
た
び
目
を
日
常
生
活
に
密
着
し
た
レ
ベ
ル
に
 転
 ず
る
な
ら
ば
、
事
情
は
異
な
り
多
様
性
が
目
立
っ
て
く
る
 。
マ
フ
フ
ー
ズ
自
身
、
 

（
㏄
）
 

あ
る
機
会
に
墓
参
の
習
慣
と
聖
者
崇
拝
の
儀
礼
を
 ヱ
 ジ
 ブ
 ト
 独
自
の
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
 ほ
特
 に
 エ
ジ
プ
ト
の
固
有
性
 

を
 顕
著
に
現
す
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
葬
送
儀
礼
は
当
然
 の
こ
と
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
 ほ
 イ
ス
ラ
 ム
の
 文
脈
の
中
に
置
か
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
他
の
地
域
の
そ
れ
と
比
べ
た
侍
気
 づ
 く
 エ
ジ
プ
ト
特
有
の
現
象
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
墓
に
大
 き
な
意
味
が
与
え
 ろ
 

（
 
れ
 ）
 

ね
 、
立
派
な
墓
の
建
設
が
遺
さ
れ
た
者
の
務
め
で
あ
る
と
 い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
，
こ
れ
に
対
し
て
 サ
ゥ
 ジ
ア
ラ
ビ
 ァ
を
 例
に
採
る
と
、
 
特
 

（
 
わ
 ）
 

に
 墓
標
と
呼
ぶ
べ
き
ほ
ど
の
も
の
さ
え
見
ら
れ
な
い
こ
と
 が
 多
く
、
埋
葬
後
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
置
か
れ
る
。
 

逆
に
エ
ジ
プ
ト
で
は
 墓
 

が
 重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
以
上
、
墓
を
訪
ね
る
習
慣
 も
 存
在
す
る
。
こ
の
二
つ
の
例
は
大
き
な
差
異
を
抱
え
 な
が
ら
、
と
も
に
民
衆
 

の
間
で
ほ
イ
ス
ラ
ム
の
規
範
に
か
な
っ
た
儀
礼
と
し
て
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
聖
者
 崇
 拝
の
儀
礼
に
つ
い
て
 付
 

冒
 す
る
な
ら
ば
、
聖
者
崇
拝
と
い
う
現
象
自
体
は
程
度
の
 差
は
 あ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
広
い
範
囲
に
見
ら
れ
る
 。
し
か
し
、
一
般
に
聖
 

者
 崇
拝
と
い
う
現
象
が
イ
ス
ラ
ム
以
前
か
ら
続
く
土
着
の
 要
素
を
吸
収
し
、
イ
ス
ラ
ム
の
文
脈
に
置
き
換
え
る
 最
 良
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
 

れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
 う
 に
、
た
と
え
ば
 
ヱ
 ジ
 ブ
 ト
で
 聖
者
の
生
誕
祭
に
行
わ
れ
る
個
々
の
儀
礼
は
 、
モ
 
ロ
ッ
コ
に
お
 り
る
 

江
 
ム
 て
こ
れ
 

と
は
 大
 ぎ
く
異
な
る
。
マ
フ
フ
 @
 ズ
に
と
っ
て
意
味
が
あ
 る
の
ほ
 、
こ
の
よ
う
な
地
域
的
固
有
性
を
備
え
た
、
 

民
 衆
の
間
に
根
ざ
し
た
も
 

の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
男
達
と
比
べ
て
外
界
と
の
接
触
 を
 断
た
れ
た
女
性
が
、
そ
れ
ら
の
強
力
な
担
い
手
と
考
 ，
 
ぇ
 ら
れ
て
い
る
の
で
あ
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で
は
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
宗
教
観
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
 観
と
 ほ
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
彼
の
自
伝
的
作
品
で
 あ
る
三
部
作
を
取
り
 

上
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
主
人
公
、
力
マ
ー
ル
の
精
神
的
苦
 悩
か
ら
マ
フ
フ
ー
ズ
の
青
年
時
代
を
窺
い
知
る
こ
と
が
 で
き
る
。
カ
マ
ー
ル
は
 

少
年
時
代
、
迷
信
や
伝
説
に
彩
ら
れ
た
素
朴
な
信
仰
を
母
 親
 と
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
知
的
に
も
精
神
的
に
も
 成
長
し
、
西
洋
の
新
し
 

い
 思
想
や
 
ヱ
 ジ
プ
ト
の
知
識
人
達
の
言
説
に
親
し
む
に
つ
 れ
て
、
彼
の
そ
れ
ま
で
の
信
仰
は
青
を
た
て
て
崩
れ
て
 い
く
。
進
化
論
に
触
れ
 

て
は
、
 
コ
一
ラ
ソ
 の
天
地
創
造
の
記
述
を
そ
れ
ま
で
の
よ
 う
に
字
句
通
り
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
 、
完
全
で
ほ
げ
れ
ば
 コ
 

一
 ラ
ン
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
感
じ
た
 ヵ
 マ
ー
ル
 は
 迷
い
の
深
み
に
は
さ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
と
 並
 付
 し
て
西
洋
の
自
然
 神
 

学
へ
の
魅
力
に
圧
倒
さ
れ
て
い
く
。
 

し
か
し
彼
は
無
神
論
者
に
な
り
、
神
の
存
在
を
否
定
す
る
 に
 至
っ
た
 ね
 げ
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
は
「
宗
教
か
ら
 の
 解
放
に
よ
っ
て
 
、
 

以
前
よ
り
も
神
に
近
づ
く
だ
ろ
う
」
 

@
 
 

。
，
 
@
6
 

2
 
 

）
 と
考
え
て
い
る
。
 
ヵ
 マ
ー
ル
は
舌
口
 
ぅ
 。
「
自
分
は
不
信
仰
者
で
は
な
い
。
今
も
 

神
を
信
じ
て
い
る
。
 

し
か
し
宗
教
は
：
：
：
 ?
 宗
教
は
と
こ
に
 

」
つ
ま
り
彼
の
。
 

?
 @
,
@
2
 

神
へ
の
帰
依
は
揺
る
ぎ
な
く
、
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
 た
だ
神
に
対
す
る
人
間
 

の
側
の
態
度
を
意
味
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
信
仰
を
 表
明
す
る
形
態
と
し
て
の
、
マ
フ
フ
 l
 ズ
が
言
う
と
こ
 ろ
の
 
「
宗
教
」
が
 、
す
 

で
に
時
代
遅
れ
に
な
り
彼
の
生
き
る
時
代
に
と
っ
て
存
在
 価
値
を
失
っ
た
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
こ
に
は
 カ
ソ
ト
 ウ
ニ
 ル
 ・
ス
ミ
ス
の
吉
ロ
 
う
 二
つ
の
 皿
 例
 
4
 
芯
 が
い
み
じ
く
も
当
て
は
ま
る
。
ス
ミ
ス
は
「
宗
教
（
「
の
 

-
 
号
 0
 コ
 
）
」
と
い
う
 概
 

念
を
誤
解
を
招
く
も
の
と
し
て
否
定
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
 も
の
と
し
て
、
「
信
仰
（
 
f
a
@
 

（
 
ゴ
 
）
」
と
「
蓄
積
さ
れ
た
 
伝
 統
 
（
 
り
 
Ⅰ
 
ヨ
 Ⅰ
 
-
 
ぃ
 
（
 
モ
 。
 叶
 
㍉
 
り
ミ
 ・
 

ュ
 0
 コ
 ）
を
唱
え
る
。
「
信
仰
」
は
神
と
人
間
の
内
面
的
個
人
 
的
な
っ
た
が
り
で
あ
り
、
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
は
 特
 定
の
宗
教
共
同
体
が
作
 

五 

止、 ， 
同 
体 
("" Ⅰ @ 

お 
け 
る 

伝 「 
統 
」 

の 
立 

ゐ義 
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れ
く
る
の
で
ほ
な
い
か
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

こ
ろ
の
「
宗
教
」
 
ほ
 、
国
民
国
家
と
し
て
の
新
し
い
 エ
 ジ
プ
ト
の
た
め
の
「
蓄
積
さ
 

 
 

 
 

 
 

れ
た
伝
統
」
と
ほ
な
り
得
な
い
。
し
か
し
「
宗
教
」
が
 崩
 壊
し
た
後
の
真
空
が
何
ら
か
の
形
で
埋
め
ら
れ
な
い
間
 ほ
 、
そ
こ
に
ほ
い
か
な
 

れ
統
 し
が
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
 

ひ
 と
つ
の
共
同
体
と
し
て
 
ヱ
 ジ
プ
ト
と
い
う
国
民
国
家
が
 
成
立
、
存
続
し
て
い
く
た
め
 

㌢
に
 は
 国
民
国
家
版
の
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
が
必
要
 

と
な
る
。
一
人
の
人
間
が
自
分
の
帰
属
意
識
、
ア
 

イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
を
感
じ
と
り
、
 

ァ
 
あ
る
い
 は
 そ
れ
を
意
識
化
し
て
い
く
上
で
は
、
そ
の
 

共
同
体
の
拠
っ
て
立
つ
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
が
掛
 

け
 替
え
の
な
い
意
味
を
も
っ
て
 

と
 

ィ
 

も
ち
ろ
ん
、
マ
フ
 
プ
 l
 ズ
 
の
求
め
る
も
の
ほ
宗
教
 共
同
体
で
忙
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
共
同
体
の
存
続
 
に
と
っ
て
「
蓄
積
さ
れ
た
 伝
 

 
 

「女性」 

対
応
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
マ
フ
 フ
一
ズ
は
 「
信
仰
」
に
つ
 い
て
は
迷
い
を
持
っ
こ
と
な
く
維
持
す
る
が
、
「
蓄
積
さ
 
れ
た
伝
統
」
に
つ
い
 

て
は
既
存
の
そ
れ
を
、
硬
直
化
し
時
代
の
要
請
に
ム
ロ
 
わ
な
 く
な
っ
た
も
の
と
し
て
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
 ら
ノ
 
。
 

こ
の
ス
ミ
ス
の
図
式
の
背
景
に
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
に
お
 い
て
、
神
と
人
間
と
の
内
面
的
か
つ
個
人
的
な
部
分
が
 本
質
的
な
も
の
で
あ
 

り
 、
各
宗
教
伝
統
間
の
相
違
 は
 非
本
質
的
な
も
の
に
す
ぎ
 な
い
と
い
う
彼
の
考
え
が
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 そ
 し
て
彼
の
こ
の
宗
教
理
 

解
は
、
 特
に
宗
教
を
他
の
あ
ら
ゆ
る
要
因
に
還
元
 し
 去
ろ
 ぅ
 と
す
る
者
か
ら
信
仰
者
の
立
場
を
守
ろ
 う
 と
す
る
 点
 で
 非
常
に
力
強
い
も
の
 

で
あ
る
。
た
だ
ひ
と
っ
、
筆
者
が
若
干
の
留
保
を
持
た
 ざ
 る
を
得
な
い
の
ほ
 、
ス
、
、
、
ス
が
 

「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
 の
 意
味
を
相
対
化
し
て
 

し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
そ
の
主
体
で
あ
る
共
同
体
 の
 重
要
性
を
正
当
に
評
価
し
て
い
た
 い
嫌
 い
が
あ
る
か
 ら
で
あ
る
。
「
蓄
積
さ
 

れ
た
伝
統
」
な
し
に
 は
 、
共
同
体
 は
 成
立
し
得
な
い
。
 そ
 し
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
カ
ト
リ
，
 ク
 教
徒
、
そ
し
て
イ
ス
 一
 
フ
ム
 教
徒
に
と
っ
て
 宗
 

教
 共
同
体
の
持
つ
意
味
 は
 、
た
と
え
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
ト
 の
 キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
比
べ
て
は
る
か
 に
 大
き
い
の
は
言
う
ま
 

で
も
な
い
。
 

-
8
 

っ
 
@
 
ノ
 

り
だ
し
た
、
そ
れ
を
通
し
て
信
仰
を
表
明
し
、
あ
る
い
 は
 信
仰
を
強
化
し
て
い
く
た
め
の
手
段
、
形
態
で
あ
る
と
 規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
 



伝
統
的
な
価
値
に
忠
実
な
生
き
方
を
示
す
登
場
人
物
は
女
 性
 に
限
ら
ず
、
男
性
と
し
て
も
作
品
中
に
登
場
し
て
 ぃ
 る
 。
そ
の
な
か
で
 最
 

も
 印
象
的
な
の
は
、
三
部
作
で
主
人
公
カ
マ
一
ル
 の
 父
親
 と
し
て
登
場
す
る
 ア
フ
マ
ド
 で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
じ
 作
品
中
に
対
を
な
す
か
 

の
ょ
 5
 に
、
伝
統
的
な
生
き
方
を
体
現
し
て
み
せ
る
女
性
 の
 登
場
人
物
は
 カ
 マ
ー
ル
の
母
親
、
ア
ミ
ー
ナ
で
あ
る
 。
同
じ
よ
う
に
伝
統
的
 

な
 規
範
の
持
つ
価
値
に
一
片
の
疑
い
も
挟
ま
な
い
人
物
と
 さ
れ
な
が
ら
、
マ
フ
フ
ー
ズ
が
二
人
に
託
し
た
も
の
は
 大
き
く
異
な
る
。
ア
フ
 

マ
ド
 は
家
族
に
対
し
て
絶
対
的
な
権
力
を
持
つ
典
型
的
な
 家
父
 長
 と
さ
れ
、
彼
の
音
生
心
と
の
 
対
 時
は
 、
 若
い
世
代
 に
と
っ
て
の
旧
体
制
の
 

権
威
と
の
戦
い
を
意
味
す
る
。
カ
マ
一
ル
 ら
 子
供
た
ち
に
 と
っ
て
、
か
つ
て
父
親
の
音
生
心
は
抗
う
べ
か
ら
ざ
る
も
 
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 

カ
 マ
ー
ル
が
成
長
す
る
に
従
っ
て
、
父
親
が
そ
の
絶
対
の
 権
威
を
徐
々
に
失
っ
て
い
く
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
母
親
の
ア
ミ
一
々
 は
 、
作
中
ま
っ
た
く
 別
 の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
読
み
書
き
以
上
 の
 教
育
も
受
け
ず
、
 

た
だ
ひ
た
す
ら
に
大
に
従
順
な
、
そ
し
て
子
供
達
に
と
っ
 て
は
父
親
の
厳
し
さ
を
補
っ
て
余
り
あ
る
よ
う
な
、
 愛
 情
 豊
か
な
優
し
さ
に
あ
 

ふ
れ
た
母
親
で
あ
る
。
彼
女
は
精
霊
や
妖
怪
の
存
在
を
信
 じ
て
疑
わ
ず
、
新
し
い
西
洋
か
ら
の
知
識
に
は
何
の
関
 心
も
示
さ
な
い
。
そ
の
 

点
で
は
精
神
的
に
も
知
的
に
も
成
長
し
て
い
く
息
子
達
 か
 ら
ど
ん
ど
ん
取
り
残
さ
れ
て
い
く
。
 

彼
女
は
穏
や
か
で
優
し
い
性
格
に
も
拘
ら
ず
、
昔
か
ら
 何
 代
も
続
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
庶
民
的
教
養
に
強
い
 自
負
心
を
抱
い
て
 

人
伝
統
と
未
来
 @
 結
節
点
と
し
て
の
女
性
 

ス た る 
ラ 伝 形 
ム 抗元 の 
の 」） 共 

中 が 同 
に 式 体 

見 め も 

る ら 生   
あ な 
る い 

者   
は そ 
そ こ 

れ で 
を   

右 折 
伏 し 

ヱ い 
、 ン 「 
プ 蓄 

ト 積 
文 さ 

明 れ 
の た   
続 航 
佳 日 

  
マ ズ 

  
ノと，は 什 ノし Ⅰ L ナ ロ - Ⅰ ト 

互三 
ノ 。 の 

「創出 的 プト 

な さ 
ィ れ 
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ナシ 

 
 

 
 

 
 

以
上
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
作
品
を
対
象
と
し
、
そ
の
な
か
で
 
、
 
彼
が
自
分
の
 
ヱ
 ジ
プ
ト
観
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
 女
性
が
 い
 
か
な
る
 役
 

だ
が
彼
女
の
存
在
は
別
の
意
味
で
、
息
子
達
に
と
っ
て
 

決
 
定
 
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
カ
マ
 

l
 ル
の
 
兄
 
で
 
反
英
闘
争
の
な
か
で
 

死
ん
で
い
く
フ
ァ
フ
ミ
ー
の
口
を
借
り
て
表
明
さ
れ
る
。
 

母
は
政
治
的
な
意
識
も
持
た
ず
、
あ
の
激
動
の
時
代
に
 

外
の
社
会
で
の
で
き
ご
 

と
に
何
の
関
心
も
払
わ
ず
、
た
だ
家
族
の
安
全
を
願
い
、
 

毎
朝
同
じ
時
間
に
目
覚
め
、
家
族
の
た
め
に
粉
を
練
る
 

。
し
か
し
、
 

引
用
者
 

註
 
）
を
生
ん
だ
の
は
、
そ
し
て
息
子
達
、
つ
ま
り
 

闘
争
の
燃
料
を
生
ん
だ
の
は
彼
女
な
の
だ
。
彼
女
が
 

彼
 

（
 
緩
 
）
 

彼
に
食
物
を
与
え
、
そ
し
て
そ
の
食
物
は
息
子
達
の
燃
料
 

と
な
っ
て
い
く
。
 

同
じ
く
旧
い
時
代
、
価
値
観
を
象
徴
し
て
お
き
な
が
ら
、
 

ズ
親
 
と
母
親
は
ま
っ
た
く
別
の
方
法
で
遇
さ
れ
る
。
 

父
 
親
は
最
終
的
に
は
否
定
 

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
。
そ
し
て
母
親
は
旧
い
も
の
を
 

守
り
な
が
ら
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
と
 

し
て
。
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お
り
、
彼
女
が
も
っ
と
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
 あ
る
と
か
、
彼
女
の
持
っ
て
い
る
宗
教
的
、
歴
史
的
、
 

医
学
的
知
識
に
加
 

（
 
拠
 ）
 

え
る
に
値
す
る
新
し
い
知
識
が
登
場
し
た
な
ど
と
は
、
 

考
 え
も
し
な
か
っ
た
。
 



は
 前
の
「
 静
 誰
な
過
去
」
に
戻
ろ
 う
 と
い
う
退
嬰
的
な
も
 の
で
は
な
く
、
 ヱ
 ジ
プ
ト
が
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
方
向
 、
 取
る
べ
 き
 姿
を
示
す
 

前
向
き
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
女
性
は
伝
統
を
 よ
 く
 保
 持
す
る
と
同
時
に
 、
 新
し
い
生
命
を
生
み
出
す
も
の
と
 し
て
、
伝
統
と
未
来
の
 

結
節
点
と
な
り
、
ま
た
両
者
を
一
体
化
し
て
見
せ
る
こ
と
 が
で
き
る
が
故
に
 、
 彼
が
理
想
と
し
て
描
く
 ヱ
 ジ
プ
ト
 の
像
 と
重
ね
合
わ
さ
れ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

マ
フ
フ
ー
ズ
は
領
土
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
支
持
し
、
 エ
 シ
フ
ト
が
国
民
国
家
を
形
成
す
る
と
考
え
る
。
彼
の
理
 解
す
る
国
民
概
念
と
 

は
 、
そ
れ
が
 二
 0
 年
代
に
ル
ト
ゥ
 7
 ィ
ー
・
ア
ル
 "
 サ
イ
 イ
 ド
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
、
フ
サ
イ
ン
・
ハ
 イ
ヵ
 ル
 %
 よ
び
 サ
ラ
ー
マ
・
 ム
｜
 

サ
 に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 そ
 れ
は
環
境
決
定
論
に
立
つ
と
い
う
点
で
、
極
端
な
ま
で
 に
 自
然
主
義
的
な
も
の
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
意
志
や
選
択
に
よ
っ
て
 ヱ
ジ
 フ
ト
 人
 た
る
こ
と
を
選
び
取
り
、
そ
 う
 い
っ
た
成
員
に
 よ
っ
て
 ヱ
 ジ
プ
ト
が
 構
 

成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
個
人
の
音
生
心
 
以
一
 
別
に
存
在
す
る
 ヱ
 ジ
プ
ト
特
有
の
自
然
環
境
が
、
そ
こ
に
 住
む
者
に
エ
ジ
プ
ト
 的
 

特
性
を
与
え
、
 彼
 あ
る
い
は
彼
女
を
 ヱ
 ジ
プ
ト
人
に
し
て
 い
 く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
民
概
念
を
踏
 ま
え
て
、
マ
フ
フ
ー
ズ
 

は
 女
性
の
中
に
 ヱ
 ジ
プ
ト
を
描
く
。
 

彼
が
 ヱ
 ジ
プ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
た
「
女
性
」
 に
は
、
「
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
 
。
「
グ
レ
 
l
 ト
・
 マ
 

ザ
ー
」
は
そ
の
「
基
本
的
性
格
」
と
し
て
、
 ミ
 大
い
な
る
 環
 早
大
い
な
る
容
器
と
し
て
、
自
ら
の
中
か
ら
生
じ
た
 す
べ
て
を
し
っ
か
り
 

@
 
㏄
 @
 

と
と
ら
え
、
永
遠
の
物
質
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
包
み
込
ん
 で
し
ま
う
局
面
」
を
持
つ
。
人
は
そ
こ
に
生
ま
れ
育
っ
 た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
 

だ
け
で
、
 ヱ
 ジ
プ
ト
人
と
な
り
、
ま
た
そ
う
な
る
こ
と
か
 ら
 逃
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
「
グ
レ
 一
ト
 ・
 マ
ザ
ー
」
の
も
う
一
つ
 

0
 局
面
、
「
変
容
的
性
格
」
に
つ
い
て
言
 
う
 な
ら
ば
、
 そ
 れ
は
「
基
本
的
性
格
」
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
 運
動
へ
、
変
化
へ
、
 一
 

(378) 

割
を
担
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
ぎ
た
。
マ
フ
フ
ー
ズ
は
 ヱ
 ジ
プ
ト
固
有
の
伝
統
が
、
国
民
国
家
と
し
て
の
 ヱ
ジ
 
フ
ト
 
を
規
定
し
て
い
く
 

 
 

 
 

 
 

上
 で
欠
か
せ
な
い
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
 
し
 彼
が
描
く
国
民
国
家
と
し
て
の
 ヱ
 ジ
プ
ト
の
像
は
 、
 
近
代
史
の
嵐
が
訪
れ
る
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言
 で
い
え
ば
変
容
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
」
。
 

ら
か
で
あ
る
。
女
性
は
 、
ヱ
 ジ
プ
ト
社
会
の
内
側
 

し
い
世
代
の
精
神
世
界
の
基
本
を
築
い
て
や
る
の
 

そ
し
て
最
後
に
 、
 「
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
」
は
 ナ
 

@
4
 
）
 

的
な
一
体
に
 よ
 る
全
体
性
」
を
持
つ
。
こ
の
点
は
 

共
有
で
き
な
く
な
っ
た
危
機
的
な
状
況
を
呈
し
て
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
げ
に
、
非
常
に
興
味
深
い
 
  

@
 
㏄
）
 

こ
れ
は
「
た
と
え
ば
妊
娠
、
出
産
と
い
っ
た
母
性
、
女
性
 0
 基
本
機
能
の
中
に
」
 

明
 

か
ら
新
し
い
生
命
を
生
み
出
す
源
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
 に
 新
し
い
生
命
を
育
て
、
 
新
 

は
 母
の
役
割
で
あ
る
。
 

」
の
二
つ
の
性
格
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
「
世
界
全
 

体
を
包
み
込
み
、
」
「
根
源
 

マ
フ
フ
ー
ズ
の
生
き
た
時
代
、
 

ヱ
 ジ
プ
ト
は
社
会
全
体
と
 し
て
ひ
と
つ
の
価
値
体
系
を
 

お
り
「
マ
フ
フ
ー
ズ
が
描
い
た
 ヱ
 ジ
プ
ト
の
理
想
像
は
そ
 の
よ
う
な
状
況
の
中
で
提
出
 



（
 
托
 ）
 
レ
ヴ
 
o
 ヒ
 N
 
色
色
・
 
ロ
 ・
の
 
ひ
 

（
Ⅳ
）
こ
の
 休
筆
 期
間
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
取
り
ざ
た
 さ
れ
て
い
る
が
、
マ
フ
フ
 l
 ズ
本
人
は
そ
の
理
由
を
明
言
し
て
い
 か
よ
 

申
ん
 
@
 
@
 
レ
 
。
 

（
㎎
）
最
終
的
に
イ
ギ
リ
ス
ら
か
の
独
立
を
か
ち
取
っ
た
 、
一
 九
一
九
年
に
始
ま
る
独
立
運
動
を
指
導
し
た
グ
ル
ー
プ
。
 サ
ア
 ド
 
ザ
 グ
ル
ー
ル
を
 リ
 

｜
ダ
 ー
と
す
る
。
文
字
ど
お
り
金
ヱ
ジ
プ
ト
が
蜂
起
し
、
宗
教
、
 階
層
の
違
い
を
超
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
共
通
の
敵
を
前
に
 ヱ
 ジ
プ
ト
が
 団
 

結
を
見
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
九
年
革
命
は
、
領
土
 的
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
支
持
す
る
者
に
と
っ
て
象
徴
的
な
意
味
を
 持
つ
。
作
中
、
 も
 

と
ワ
 フ
ド
党
員
で
あ
り
、
今
も
そ
の
信
念
を
捨
て
な
い
 ヮ
グ
デ
 イ
 ー
と
、
 ゾ
ホ
ラ
 が
尖
根
の
よ
う
な
暖
か
い
つ
な
が
り
を
持
た
 さ
れ
て
い
る
の
は
 

 
 
 
 
 
 

つ
 ・
 ト
 ㏄
 い
 

 
 
 
 

（
 
8
 ）
 
レ
ヴ
 0
 魚
の
日
・
 っ
ワ
 乙
甲
）
 ト
の
 
・
但
し
、
ア
ブ
ー
 ゼ
 イ
ド
 ゥ
 が
 議
論
を
、
マ
フ
フ
 @
 ズ
の
ナ
セ
ル
体
制
に
よ
せ
た
新
生
エ
ジ
 プ
ト
 
へ
の
期
待
を
前
 

提
 と
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
全
面
的
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
 

（
 
9
 ）
（
 1
 ）
参
照
。
 

（
 
薦
 ）
当
時
の
 
ヱ
 ジ
プ
ト
人
に
と
っ
て
、
ア
ラ
ブ
と
は
粗
野
な
 砂
漠
の
民
と
い
う
負
の
意
味
し
か
込
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ア
ラ
ブ
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
 

ヱ
 ジ
プ
ト
に
は
ア
ピ
ー
ル
で
き
な
か
っ
た
。
領
土
 的
 ナ
シ
 
，
ナ
リ
 。
ス
ム
 
と
 同
じ
レ
ベ
ル
で
競
合
す
る
の
は
、
事
実
上
、
パ
ン
イ
 ス
 ラ
 ミ
ズ
ム
の
み
 

で
あ
っ
た
。
 

（
 
皿
 ）
 
レ
ヴ
 0
 ヒ
ド
山
色
・
 

ロ
 ・
 づ
 ）
 

（
は
）
「
狂
気
の
眩
 き
 」
二
九
三
八
）
、
「
運
命
の
い
た
ず
ら
」
（
 

一
九
三
九
）
 
、
 「
ラ
ド
ビ
ス
」
（
一
九
四
三
）
 、
 ㍉
 テ
 ー
べ
の
戦
い
 b
 二
九
四
四
）
。
 

（
 
比
 ）
㍉
新
し
い
 
カ
イ
こ
 （
一
九
四
五
）
、
コ
ハ
ー
 

ニ
ル
 
・
ハ
リ
 
｜
リ
 」
（
一
九
四
六
）
 
、
 「
 、
、
 

、
ダ
ッ
ク
横
町
」
（
一
九
四
七
）
、
「
 蚕
気
 ぼ
 @
L
 
 

（
一
九
四
八
）
 
、
 

「
始
め
と
終
わ
り
」
二
九
四
九
）
 
、
ロ
 。
ハ
イ
ナ
ル
・
カ
ス
ラ
イ
ニ
 

 
 

ア
 
ッ
 け
ス
ツ
カ
リ
 

一
ヤ
 ロ
 （
一
九
五
七
）
。
最
後
の
三
作
は
「
三
部
作
」
と
呼
ば
れ
 

る
 
マ
フ
フ
ー
ズ
の
自
伝
的
作
品
で
あ
り
、
か
つ
彼
の
代
表
作
で
あ
 る 。
 

（
は
）
「
わ
が
町
内
の
子
供
達
 
L
 （
一
九
五
九
）
 
、
 ㍉
泥
棒
と
人
 L
 
（
 一
九
六
一
）
 
、
ヨ
 渡
り
鳥
と
秋
 L
 
（
一
九
六
二
）
、
「
神
の
世
界
」
 
（
短
編
集
）
（
一
九
六
 

二
）
、
「
 道
 」
二
九
六
四
）
 、
ヨ
 評
判
の
悪
い
家
」
（
短
編
集
）
（
 
一
 九
六
五
）
 
、
ヨ
 乞
食
 三
 （
一
九
六
五
）
 
、
 ロ
ナ
イ
ル
川
で
の
お
し
ゃ
 
べ
り
 日
 （
一
九
六
 

幸
、
 

/
 ）
 

（
 
騰
 ）
㍉
ミ
一
 
ラ
一
 マ
一
 
ル
 L
 
（
一
九
六
七
）
以
降
の
作
品
。
 

 
 

（
 6
 ）
 
呂
牛
寄
 N
,
 之
 ど
 こ
 ，
 乙
 @
 
（
の
ヨ
目
・
の
 
巴
 （
 
0
.
%
 ミ
 

（
 7
 ）
 
オ
ヴ
 0
 口
お
 日
 ・
 弓
り
キ
ト
田
下
 
-
 オ
 件
ヨ
 曲
毛
 @
.
 
い
 い
さ
き
 き
 e
e
 （
 -
.
 

Ⅰ
Ⅱ
 
ぬ
 @
 
Ⅱ
も
 
ト
 
e
@
 
ミ
 い
っ
も
 

も
 
「
 *
 
持
も
さ
 寸
勒
 -
.
0
@
 

き
 ～
 
c
r
@
w
@
q
e
 

目
 a
 め
 
、
 「
Ⅱ
 

ふ
ひ
コ
 ～
 
一
 
Ⅰ
 

@
 ミ
く
 
-
 

 
 



ナショナル   アイデンティティと「女性」 

偶
然
で
は
な
い
。
 

（
㎎
）
 寒
 @
 
「
き
ま
 
ミ
 ・
の
 比
 q
0
,
 
コ
 ・
 
&
 ：
 ワ
 ）
Ⅱ
 

N
.
 

サ
ア
ド
に
つ
い
て
 

ほ
、
 （
一
八
）
を
参
照
。
 

（
㏄
）
 ウ
き
 
Ⅰ
 
き
き
 ら
「
・
 
っ
て
 
・
㏄
㏄
 

ひ
 。
㏄
㏄
Ⅱ
 

（
明
れ
）
 
ウ
ヘ
ぺ
 

Ⅰ
 き
ミ
き
 
Ⅰ
 -
 つ
 ・
Ⅱ
Ⅱ
㏄
 

（
 捜
 ）
「
始
め
と
終
わ
り
 日
は
 
一
家
の
大
黒
柱
で
あ
っ
た
父
親
の
 

急
死
に
よ
り
、
崩
壊
し
て
い
く
中
流
の
一
家
の
物
語
で
あ
る
。
 

教
育
も
な
く
、
ま
た
 

器
量
に
も
恵
ま
れ
な
い
一
人
娘
の
ナ
フ
ィ
ー
 サ
は
 、
最
大
の
庇
 護
 者
で
あ
っ
た
父
を
失
っ
た
今
、
結
婚
と
い
う
彼
な
の
唯
一
の
夢
 ほ
 、
ほ
ぼ
絶
た
 

れ
る
。
結
婚
の
わ
ず
か
な
望
み
に
す
が
っ
て
、
近
所
の
た
ば
こ
 屋
の
息
子
に
身
を
ま
か
せ
る
が
捨
て
ら
れ
、
そ
れ
が
彼
女
の
娼
婦
 へ
の
転
落
の
始
 

ま
り
と
な
る
。
 

（
㌍
）
 さ
 テ
ム
キ
ミ
で
 

き
 ・
 O
c
 

（
・
 

1
5
,
1
 

の
㏄
㏄
 

（
 舛
 ）
こ
れ
は
筆
者
の
見
聞
に
よ
る
 他
 、
一
九
世
紀
の
状
況
に
 つ
い
て
ほ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
イ
ン
著
、
大
場
正
史
 訳
 、
 ロ
ェ
ジ
 プ
ト
風
俗
誌
 し
 、
桃
源
 

興
一
九
七
七
年
、
二
六
九
 ｜
 二
七
 0
 頁
 。
 

（
 あ
 ）
片
倉
も
と
こ
、
コ
ア
ラ
ビ
ア
・
ノ
ー
ト
ー
ア
ラ
フ
の
原
隊
 を
 求
め
て
 巳
 、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
九
年
、
一
一
三
 ｜
 一
一
九
頁
。
 

（
 わ
 ）
め
き
め
「
 き
 ～
。
 
い
 か
き
 
き
 n
,
 
Ⅱ
㌻
 
u
 の
㏄
 

（
 肝
 ）
 
6
 き
㏄
Ⅰ
 
き
 ～
・
 
め
キ
 
さ
き
 

n
.
 

つ
 ・
㏄
の
Ⅱ
 

（
 為
 ）
 
ま
 @
 
二
才
の
 
ヰ
 の
 目
 （
 
キ
 臼
の
 ヨ
プ
ゴ
 
・
Ⅰ
 ぎ
ゥ
や
 き
 さ
ぎ
ぬ
 き
き
 
荘
 円
さ
荘
も
㌔
 再
ぃ
臣
 
ぬ
ぎ
 さ
 @
 卜
憲
き
卜
 Ⅰ
 憶
 o
a
c
 

下
 さ
 ～
む
 
い
再
斗
 に
ぎ
 浅
 
Ⅰ
「
き
荘
 
ぎ
浅
目
 

レ
申
 
。
 ぎ
さ
ぎ
ミ
ト
 

m
 。
 コ
 q
q
 
。
 コ
 -
@
 

㌦
の
 

n
O
,
p
 

の
の
㏄
 

（
 杓
 ）
の
年
の
・
 
，
 Ⅱ
 ユ
 。
 目
 。
 す
 き
が
 圭
ヨ
が
コ
 年
日
の
お
 コ
 c
 の
ん
当
の
の
 
コ
 Ⅰ
 キ
い
き
 e
Q
 
ミ
ミ
ぎ
さ
 
も
㌔
Ⅰ
「
 

Q
Q
 

～
～
 

ぎ
 x
 。
の
が
 
ヨ
ヴ
 Ⅰ
 寅
帆
の
，
 
）
の
㏄
㏄
 

（
㏄
）
田
さ
 ヒ
 さ
き
～
・
め
き
め
「
 

さ
ヒ
ぎ
 
・
の
 p
T
o
.
,
.
&
.
"
 

Ⅰ
 づ
 ・
 ひ
ト
 
l
 ひ
 ㏄
 

（
 丑
 ）
 
憶
 全
さ
さ
～
・
 

6
%
 

め
 
「
 
き
ヒ
さ
 
～
・
の
 
主
 q
0
.
,
.
 

ヰ
 ・
。
 
戸
 ㏄
 ト
 ㏄
 

（
㌍
）
 
ヱ
リ
ソ
ヒ
 
・
ノ
イ
マ
ン
著
、
福
島
地
誌
、
ロ
グ
レ
 
一
ト
 

マ
ザ
ー
 L
 、
ナ
ッ
 
タ
社
 、
一
九
八
九
年
、
四
二
頁
。
 

（
㏄
）
前
掲
 書
 、
四
五
頁
。
 

（
 呂
 ）
前
掲
 書
 、
七
九
頁
。
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7
 

 
 

従
来
の
内
村
鑑
三
の
萬
朗
報
英
文
 欄
 に
関
す
る
研
究
に
お
 
い
て
、
英
字
新
聞
と
内
村
の
萬
 朝
報
 英
文
欄
の
議
論
の
 全
貌
を
検
討
し
た
 研
 

八 八 
キ ト 頑 し き的の待 神し論 
l 教 と 居た末書でほ 、 文   

西 ス道 る 因に も さ 繁一   
年の内 優位の文体、 準拠 し する 離 新 英字 のとし 論理、 た。 事 ないと コラム 

村鑑三 倫理、固定観 て英国 内村の 間の 、 倭 て、 毒舌に 実、内 主張し を取り 

小満 村て 上の 
理念人論 憩 へと説が化ちが 我 ぎげ萬 朗報 主義、同等のの挑戦 英 @ 、こ ま 国に対 してい 文体 た 我が国 た。 こ 論評し   対し 主義、っ・ に 。田 @ に立ち 英字 新 文化的 しかし 留地の 題点を は、内 る。こ 
日本 その越の徳 " 聞優 こ通 指枯 摘 のら れて " 
人 の優 意嫌 をす 指 兵長 

文者 識 悪世 る 捕手 崎 
化 と がの 刊 記 と 新外 
的 しあ 背す 事相聞人   
行の英 国主義 枠組 0 って 、 我が国 嫌 しい 賛意を のがあ 国の近 新聞 みと衝に異議 字 キリス の近代 悪を示 示して 両 り、 代化が 十 を唱え 二紙は した 突 教徒 ト 化 、人 し、そ いる。 者の間 表面的 たこ のの権 で立 意評方 の一 には なも 異常 村 
と あ 場 試論で示のな 

武   
ス 埋門 て理村期 清元 

(383) 

内
村
鑑
三
の
萬
朗
報
英
文
繍
と
長
崎
 外
人
居
留
地
の
英
字
新
聞
の
 

萬
 朗
報
英
文
 欄
 時
代
に
お
け
る
内
村
鑑
三
 の
 キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
視
点
 

丑我 
きム 

百 冊 



内
村
が
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
執
筆
し
た
評
論
と
は
多
少
 趣
が
 異
な
る
点
に
留
意
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

は
 上
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
 萬
 朗
報
英
文
 欄
 と
 英
字
新
聞
と
の
議
論
を
倹
 試
 し
、
特
に
英
字
新
聞
が
 い
か
な
る
視
点
で
内
 

偽
善
に
満
ち
た
社
会
に
怒
り
、
真
情
を
持
っ
て
批
判
し
た
 

も
の
だ
、
 

-
6
-
 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
こ
の
 

菌
朝
 報
 英
文
欄
の
記
事
は
 
、
 

基
本
を
据
え
た
時
期
と
 

こ
の
欄
は
英
字
新
聞
に
 

を
 外
国
に
報
道
す
る
と
 

売
り
物
に
し
て
い
た
こ
 し

て
位
置
付
げ
ら
れ
る
。
 萬
 前
報
の
一
八
九
四
年
九
月
一
 一
日
付
け
「
英
文
欄
を
設
く
る
の
旨
煮
」
に
よ
れ
ば
、
 

し
ば
し
ば
我
が
国
に
対
す
る
誤
解
や
誤
り
が
あ
る
と
 き
 、
 日
本
人
に
 よ
 る
英
字
新
聞
を
発
行
し
て
、
日
本
の
真
価
 

い
 <
r
,
 

目
的
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
高
潮
 

報
 自
体
が
著
名
人
 物
の
偽
善
を
暴
く
と
い
う
ス
キ
ャ
 ソ
 ダ
ラ
ス
な
記
事
を
 

-
5
-
 

と
も
あ
り
、
内
村
も
こ
れ
に
従
っ
た
傾
向
が
あ
る
の
は
 否
 め
な
い
。
さ
ら
に
彼
自
ら
、
 
萬
 朗
報
を
退
く
に
当
た
り
、
 

-
4
 
）
 

欄
 は
そ
れ
ま
で
不
遇
で
あ
っ
た
内
村
が
初
め
て
安
定
し
た
 発
表
の
場
所
を
得
て
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
 後
の
彼
の
社
会
評
論
の
 

究
は
少
な
く
、
 

T
 ）
両
者
の
議
論
の
経
緯
を
吟
味
す
る
こ
と
は
 意

味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
川
圭
 治
に
ょ
 れ
ば
、
 内
 村
の
 キ
リ
ス
ト
教
受
容
 

は
 、
「
外
か
ら
の
普
遍
的
、
超
越
的
問
い
を
 

円
ィ
ム
パ
ク
 ト
 b
 と
し
て
 受
 げ
と
め
」
、
「
一
方
で
は
キ
リ
ス
ト
教
 
国
に
 対
す
る
厳
し
い
批
判
 

0
 目
を
与
え
る
と
と
も
に
」
、
他
方
で
は
、
祖
国
日
本
の
 

「
古
い
共
同
体
的
規
制
の
枠
を
突
破
し
て
…
…
伝
統
文
化
 
を
 読
み
直
し
…
 ;
 そ
 

-
 
つ
 
@
 
）
 

こ
に
新
し
い
価
値
を
発
見
し
：
…
・
 個
 と
し
て
の
人
間
の
実
 存
的
 主
体
性
の
確
立
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
 、
と
 い
う
。
他
方
、
太
田
雄
 

三
は
 、
こ
の
時
代
の
内
村
の
西
洋
と
我
が
国
に
対
す
る
 ア
 ン
ビ
 ヴ
ァ
レ
 ソ
ッ
 な
評
価
の
原
因
を
「
西
洋
化
と
土
着
 的
 価
値
観
の
関
係
に
つ
 

い
て
の
徹
底
し
た
考
察
」
の
欠
如
、
 

ミ
 サ
ム
ラ
 イ
 の
子
 b
 と
い
っ
た
精
神
態
度
と
ア
メ
リ
カ
的
近
代
的
精
神
態
度
 を
 無
自
覚
な
ま
ま
に
 共
 

-
3
 

Ⅰ
）
 

存
さ
せ
て
い
る
」
点
に
求
め
、
内
村
に
は
内
的
価
値
観
の
 不
統
一
が
あ
っ
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
内
村
の
目
 指
 し
た
主
体
性
と
は
極
め
 

て
 不
統
一
で
窓
 意
 的
な
も
の
に
な
る
。
内
村
は
ど
の
よ
 う
 な
 立
場
に
立
ち
、
英
字
新
聞
と
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
 ろ
 う
か
 。
 

こ
の
時
期
の
内
村
は
、
不
敬
事
件
以
後
の
不
遇
な
時
代
を
 経
て
、
明
治
三
 0
 年
 
（
一
八
九
七
年
）
二
月
に
「
 萬
 朗
報
 

英
文
 

欄
 」
の
主
筆
 と
 

し
て
登
場
し
、
一
年
三
か
月
に
わ
た
り
ジ
ャ
 l
 ナ
リ
ス
ト
 と
し
て
英
語
に
 よ
 る
社
会
評
論
活
動
を
活
発
に
展
開
し
 た
 。
こ
の
 萬
 朗
報
英
文
 

(384) 148 



機
ぅ
 こ
と
 よ
 り
、
そ
れ
が
日
本
人
の
名
誉
を
汚
し
た
と
 

い
 う
 「
体
面
的
」
理
由
で
論
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 

日
 本

人
の
特
質
と
問
題
点
を
見
（
 

l
 
 

@
 
）
 

、
 

内
 

て
い
る
。
内
村
は
、
こ
の
事
件
に
対
し
て
「
田
村
氏
に
 

侮
 厚
葬
を
占
 
旦
 目
せ
し
人
は
氏
に
類
す
る
罪
跡
な
ぎ
 

人
 た
る
 を
 要
す
」
と
述
べ
、
 
サ
 

149 

長
 

仁
サ
ソ
 は
、
田
村
直
目
の
月
日
本
の
花
嫁
 

b
 事
件
に
 対
し
て
一
八
九
三
年
九
万
二
 
セ
 日
付
げ
の
記
事
（
 卜
 い
 C
 の
 木
ぺ
卜
 
C
 円
ヱ
 
0
 オ
 ・
の
見
世
 

数
し
 ）
（
日
付
の
後
の
英
文
タ
イ
ト
ル
は
見
出
し
で
あ
る
。
 

以
 不
同
様
）
で
、
「
こ
の
書
物
は
、
婚
姻
に
関
す
る
日
本
の
 

社
会
風
俗
や
慣
習
を
非
常
 

 
 

つ
い
て
不
公
正
に
記
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
 

述
 べ
 、
こ
の
騒
動
の
原
因
を
日
 

ヨ
 
本
人
の
「
さ
も
し
い
虚
栄
心
と
神
経
過
敏
に
あ
る
」
 

と
 論
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 
サ
ソ
 は
、
日
本
人
が
田
 
村
の
著
作
自
体
の
真
偽
を
問
 

 
 

(385) 
 
 

リ
ス
卜
者
に
対
す
る
評
価
を
め
ぐ
っ
て
 

人
 

留 地の英字新聞の 議論 

べ   
0 円さ にが 

こ 立 

略 いる の す円 聞は 

  の 

に -   
よ 

萬朝 スト の づす   



サ
 

次
の
 

を
身
 ソ

は
 一
八
九
五
年
七
月
二
四
日
付
 け
 
（
 
ビ
 出
口
 ぺ
 OC
 
円
由
 
Ⅱ
 
C
 「
Ⅰ
 Z
 卜
円
 
Ⅰ
 
モ
 ③
の
 出
 カ
ロ
の
 

円
 Ⅰ
 
卜
 Z
.
 

）
で
、
日
本
人
の
若
い
 

神
 学
生
に
対
し
て
 

よ
う
な
論
評
を
す
る
。
「
日
本
の
若
い
キ
リ
ス
卜
者
の
大
 
多
数
は
、
真
理
の
探
究
者
で
は
な
く
…
…
ア
ン
グ
 p
.
 サ
 ク
ソ
ソ
 の
言
葉
 

に
 付
け
、
こ
の
世
で
の
立
身
出
世
の
一
手
段
と
す
る
た
め
 0
 便
宜
的
信
者
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
実
証
す
る
無
数
 0
 例
が
挙
げ
ら
れ
 

と 改 は あ る 関 数 ぅ 人 す 教 か 
ら
 独
立
を
欲
し
て
い
る
日
本
人
キ
リ
ス
卜
者
の
感
情
に
あ
 る
 」
と
し
、
「
ア
メ
リ
カ
の
会
衆
派
教
会
は
、
年
一
 

0
 万
 ド
ル
を
日
本
の
宣
 

の
た
め
に
捧
げ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
 

ア
 メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
は
日
本
で
の
宣
教
を
放
棄
し
た
ほ
 ぅ
が
 賢
明
だ
と
判
断
 

る
で
あ
ろ
う
」
と
結
ぶ
。
同
年
一
 

0
 月
三
 0
 日
の
記
事
（
 Ⅰ
 0
 の
 卜
 Ⅰ
 卜
 Z
 し
の
 山
 Z
 い
オ
 
ト
 戸
の
中
の
記
事
）
で
は
、
日
本
 
人
牧
師
と
ア
メ
リ
カ
 

宣
教
師
と
の
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
 聖
 職
者
の
代
表
団
が
日
本
に
向
か
っ
た
が
、
こ
の
問
題
は
 解
決
が
困
難
で
あ
ろ
 

と
 推
測
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
日
本
人
キ
リ
ス
卜
者
は
 三日
目
の
異
教
徒
 b
 の
中
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
い
 、
し
か
も
外
国
の
宣
 

師
の
指
導
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
」
の
で
 あ
り
、
「
問
題
が
日
本
の
文
化
、
つ
ま
り
天
皇
の
臣
下
と
 し
て
の
日
本
人
と
 

わ
る
と
き
、
そ
れ
は
決
し
て
妥
協
を
許
す
雰
囲
気
で
は
な
 い
 」
と
い
う
。
つ
ま
り
日
本
人
キ
 リ
ス
 卜
者
は
日
本
国
 民
か
ら
異
端
視
さ
れ
 

こ
と
を
嫌
い
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
よ
り
、
天
皇
の
巨
 丁
 と
し
て
の
方
に
、
よ
り
強
い
帰
属
意
識
を
持
た
 ざ
る
 を
 得
な
い
雰
囲
気
が
 

る
と
見
る
。
一
方
、
内
村
は
一
八
九
七
年
五
月
二
 0
 日
の
 萬
朗
 報
で
、
あ
る
種
の
日
本
人
の
閉
鎖
的
な
愛
国
心
と
 外
国
人
の
反
日
主
義
 

、
 同
じ
利
己
主
義
に
由
来
す
る
と
し
、
 

広
 ぃ
人
間
愛
は
 両
 者
の
自
発
的
な
犠
牲
の
奉
仕
の
上
に
成
立
す
る
と
述
べ
 る
 。
そ
し
て
世
界
の
 

善
に
っ
た
が
る
日
本
の
改
善
こ
そ
が
真
の
改
善
と
言
い
得
 る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
内
村
の
愛
国
心
が
   

@
 
り
 
Ⅱ
）
 

開
か
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
支
え
ら
れ
た
世
界
的
な
 も
の
で
あ
る
こ
と
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
 

に 月 ン 

は 一 と 

居、 七 は 
え 日 別 
な 付 の 
い け 理 
」 記 由 

と 事 か 
い （ ら 

では Ⅰ トオ ③ 

日 日 あ 

本日る の ぺ が 

同情的 キ ス リ Zo ビ 

態度 教徒 な ト 日 0 口 ③ 

をとっ 米国 と ㌧目ロ ロ 

  のして 、 ） 、 
ッ で る 

    

ョ百サ     

  
、 つ 
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る
 。
こ
れ
が
事
実
な
の
は
、
日
本
に
い
る
福
音
の
宣
教
者
 

が
 憂
い
に
満
ち
て
、
何
度
も
我
々
に
そ
 

う
 打
ち
明
け
た
 

こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
 

こ
れ
ら
の
日
本
人
キ
リ
ス
卜
者
 

は
 平
和
と
神
の
意
思
を
繰
 

り
 返
し
教
え
ら
れ
、
そ
の
教
え
を
実
践
す
る
 

よ
う
 
求
め
 
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
 

ず
 そ
う
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
 

大
 阪
の
神
学
生
一
二
人
ほ
ど
が
、
博
多
に
小
さ
な
蒸
気
船
 

で
 旅
行
し
た
と
ぎ
の
、
 

彼
ら
の
素
行
の
悪
さ
を
詳
細
に
描
写
し
、
「
こ
れ
ら
神
学
 

生
 た
ち
 ほ
 、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の
成
果
で
あ
り
、
 

立
派
な
服
装
を
し
、
 

外
国
人
よ
り
自
分
た
ち
が
優
れ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
 

る
よ
う
だ
が
、
西
洋
で
は
こ
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
者
 

は
 不
良
 と
 見
な
さ
れ
 

礒
え
 

論
る
 」
と
批
判
す
る
。
ま
た
同
乗
し
て
い
た
日
本
人
兵
士
 

（
キ
リ
ス
ト
教
）
は
真
面
目
な
日
本
人
に
敬
遠
さ
れ
る
 

 
 

 
 

の
他
方
内
村
 

摘
 
聞
 ゆ
っ
く
り
で
は
あ
る
が
、
確
実
に
過
去
の
も
の
と
な
 

は
 、
一
八
九
七
年
四
月
七
日
付
げ
の
 

萬
 

 
 

枠
 に
個
人
的
な
事
柄
で
あ
る
 

英
 

襖
 
の
に
、
西
洋
の
 

ミ
，
シ
，
ン
の
 

宣
教
が
あ
ま
り
に
 

機
 械
的
 ・
合
理
的
に
な
さ
れ
、
洗
礼
者
数
の
統
計
的
増
加
 

に
よ
り
そ
の
成
果
を
見
る
た
 

㍽
 
め
 、
聖
歌
隊
や
雄
弁
術
、
パ
ー
テ
ィ
一
な
ど
の
宣
教
 

技
術
に
重
ぎ
を
置
く
傾
向
を
、
大
農
場
の
経
営
に
た
と
 

え
て
辛
辣
に
批
判
し
て
い
 

 
 

）
で
は
、
魂
の
耕
作
は
ト
ゥ
モ
ロ
コ
シ
畑
を
耕
す
の
と
は
 

訳
が
違
う
と
言
い
、
西
洋
 

 
 

に
 称
賛
さ
れ
、
彼
ら
に
は
 

Y
M
C
A
 
の
総
主
事
や
キ
リ
 

ス
ト
 
教
 大
学
の
学
長
の
椅
子
 

ぬ
が
 約
束
さ
れ
る
と
皮
肉
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
内
村
に
 

よ
 れ
ば
、
サ
ン
の
言
 

う
 よ
う
な
、
自
分
の
便
益
を
求
め
 

て
 西
洋
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
 

轍
を
外
面
的
に
真
似
る
だ
け
の
日
本
人
キ
リ
ス
卜
者
の
 

問
題
は
、
日
本
人
の
精
神
的
特
質
で
は
な
く
、
ミ
ッ
シ
 

。
ナ
リ
 
l
 の
「
大
農
場
経
営
」
 

 
 

の
で
あ
る
。
以
上
見
た
よ
 

う
 に
内
村
と
サ
ン
の
我
が
国
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
 

問
 

概
 題
意
識
に
は
、
一
脈
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
 

し
こ
こ
で
内
村
は
 

、
 我
が
国
の
西
欧
化
に
乗
っ
て
欧
米
 

の
 キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
ま
ま
 

内
 

無
 批
判
に
真
正
な
キ
リ
ス
ト
教
と
理
解
す
る
宣
教
師
並
び
 

に
 日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
疑
問
を
持
っ
て
い
る
こ
と
 

が
 窺
え
る
。
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-
 
巧
 @
 

に
よ
 れ
ば
、
同
年
月
日
付
け
で
、
英
国
宣
教
師
は
一
五
名
 、
米
国
宣
教
師
は
一
二
人
を
占
め
る
。
サ
ソ
の
宗
教
的
 基
盤
は
、
居
留
地
内
の
 

英
国
教
会
で
あ
り
、
毎
回
礼
拝
式
次
や
教
会
会
議
の
内
容
 を
紙
面
で
上
口
示
し
て
い
る
。
し
か
し
長
崎
外
人
居
留
地
 

は
 キ
リ
ス
ト
教
各
派
の
 

@
 
騰
 -
 

混
在
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
 ソ
的
 雰
囲
気
を
持
ち
、
カ
ト
リ
 ，
ク
や
 米
国
宣
教
師
に
対
す
る
 敵
 偏
心
は
見
ら
れ
な
い
 。
サ
ソ
 は
 、
英
国
の
 C
 

 
 

M
S
 
派
遣
宣
教
師
の
礼
拝
サ
ー
ビ
ス
に
は
感
謝
を
し
て
 

 
 

批
判
的
で
あ
る
。
 
例
え
 

ば
 、
朝
鮮
の
宣
教
に
英
米
の
カ
ト
リ
，
 ク
が
 莫
大
な
資
金
 を
 費
や
し
て
い
る
点
を
挙
げ
、
「
朝
鮮
の
よ
う
な
神
に
見
 
捨
て
ら
れ
た
半
島
を
 

キ
リ
ス
ト
教
化
す
る
こ
と
が
、
欧
米
諸
国
の
精
神
的
満
足
 に
つ
 た
が
る
と
し
て
も
、
本
国
の
貸
し
い
人
々
は
放
置
 さ
れ
て
お
り
、
本
国
の
 

@
 
Ⅸ
 -
 

善
良
な
人
々
の
献
金
を
も
っ
と
適
正
に
分
配
し
て
ほ
し
い
 」
と
批
判
す
る
。
サ
ソ
の
前
身
で
あ
る
 ミ
お
 
Z
p
 ㏄
 舵
窪
 江
山
 ポ
で
 
Ⅰ
の
の
の
は
、
 
英
 

国
宣
教
師
の
「
哀
れ
な
異
教
徒
を
救
 う
 た
め
の
伝
道
」
と
 い
 う
 独
善
性
に
疑
問
を
提
示
し
、
英
国
も
含
み
各
派
の
 宣
教
師
が
宗
教
的
 ド
グ
 

-
 
㎎
 @
 

て
 に
陥
り
、
そ
の
国
の
慣
習
や
宗
教
を
無
視
し
た
宣
教
室
 上
 主
義
が
種
々
の
騒
動
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
批
判
 し
て
い
る
。
サ
ン
も
 こ
 

-
 
㏄
 -
 

の
 伝
統
に
立
ち
、
 
ミ
 ，
シ
ョ
ナ
リ
ー
に
は
距
離
を
置
い
て
 は
い
る
、
が
後
に
見
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
国
民
と
し
 て
の
優
越
意
識
は
脱
し
 

て
い
な
い
。
 

0
 人
 、
独
国
二
 0
 人
 
（
総
人
口
 は
 五
九
 0
 人
 ）
で
あ
り
、
 
露
国
を
除
け
ば
英
米
国
を
中
心
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 ト
系
 住
民
が
主
体
で
あ
 

@
 
Ⅱ
）
 

っ
た
 。
英
米
国
居
留
民
の
職
業
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
 

宣
 教
師
が
か
な
り
の
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
番
 国
人
員
井
戸
数
 詞
表
 b
 

長
崎
外
人
居
留
地
の
白
人
の
国
籍
は
、
一
八
九
六
年
一
一
 
一
月
三
一
日
で
、
露
国
二
三
一
人
、
英
国
一
二
五
人
、
米
 
図
八
一
人
、
仏
国
士
 

    

サ 
  
の 
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憎 後 ぅ を 一 れ げ 三 と 義 は 文   
フ月より キ と 受 て 

る す 村 

。 べ鑑 て三   - の 
八 も 

九 の 
セ と 

年 居 、 
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も れ 

ので る o 行 ） 

あ 以 
る 下 
  の 

ま 葛 
た 朝 
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サソ 居留外 、 
  " 国人」 ン 

て   「 居、 ピ ノ 
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人
 に
対
し
て
、
「
母
か
ら
聞
い
た
聖
な
る
舌
口
葉
の
意
味
を
 
忘
れ
て
い
る
」
、
「
汝
の
堕
落
」
、
「
汝
の
不
信
仰
で
偏
狭
 
な
 む
 」
と
い
う
論
難
は
 

質
 を
な
す
が
、
こ
こ
で
は
英
国
人
の
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
 」
不
道
徳
を
非
難
す
る
た
め
に
、
主
張
の
明
確
化
を
意
 図
し
た
も
の
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
サ
ン
は
さ
ら
に
次
の
萬
朗
報
を
引
用
す
る
。
 

「
我
が
国
の
英
国
人
は
ミ
ッ
シ
 
，
 ン
ス
ク
ー
ル
の
香
り
を
 
放
っ
て
い
る
か
…
…
汝
は
 、
 母
の
膝
に
あ
っ
た
幼
い
と
 ぎ
 、
キ
リ
ス
ト
教
徒
 

の
母
か
ら
聞
い
た
聖
な
る
言
葉
の
意
味
を
全
く
忘
れ
て
し
 さ
っ
て
い
る
：
：
：
こ
の
汝
が
非
難
し
て
い
る
日
本
に
お
 

い
て
さ
え
、
汝
の
堕
落
 

に
 気
づ
き
、
汝
の
立
派
な
祖
先
が
享
受
し
て
い
た
静
穏
な
 高
貴
さ
の
も
と
に
引
き
返
せ
ば
、
汝
は
幸
福
に
な
ろ
 う
 。
汝
の
不
信
仰
で
偏
狭
 

な
 心
で
も
想
像
し
得
る
 よ
う
 に
、
ま
だ
世
界
は
全
く
の
 偽
 善
に
満
ち
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
汝
の
国
民
 の
 善
良
な
人
た
ち
の
 希
 

望
は
無
駄
で
は
な
い
。
水
が
海
の
表
面
を
覆
っ
て
い
る
よ
 う
に
（
イ
ザ
ヤ
 
コ
 
の
の
引
用
 ｜
 筆
者
 注
 ）
 
、
 義
は
地
の
表
 面
を
覆
っ
て
い
る
の
 

で
、
汝
も
ま
た
、
つ
い
に
は
そ
ち
ら
側
に
い
る
自
分
を
見
 い
だ
す
で
あ
ろ
う
か
」
（
二
月
二
四
日
付
 け
 ）
。
 

サ
ン
三
一
月
三
日
、
社
説
）
は
こ
の
南
朝
報
の
論
評
を
「
感
 

清
酌
」
で
あ
り
、
「
最
後
の
文
が
そ
の
正
体
を
暴
露
し
て
 
い
る
」
と
述
べ
る
。
 

す
な
わ
ち
「
不
信
仰
で
偏
狭
な
心
で
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
っ
 い
に
は
義
の
側
に
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
矛
盾
を
 つ
き
、
「
南
朝
 報
 の
 意
 

味
を
推
し
量
る
の
は
う
ん
ざ
り
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。
 つ
ま
り
、
問
題
を
唐
突
に
聖
書
の
引
用
に
よ
っ
て
結
論
 付
け
る
の
は
、
読
者
の
 

理
解
を
無
視
し
た
独
り
善
が
り
な
論
理
で
あ
る
と
言
い
た
 い
の
で
あ
る
。
 

以
上
に
見
た
 萬
 朗
報
の
論
説
は
、
治
外
法
権
下
に
あ
る
 居
 圏
 外
国
人
の
不
道
徳
、
醜
行
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
 し
て
も
（
「
 萬
 前
報
 日
 

@
 
花
 "
 

二
月
一
七
日
の
円
 由
 門
出
 0
 之
 Ⅰ
 
ヨ
の
 卜
定
の
 
曲
 0
 巾
円
由
 Ⅱ
の
や
 由
 い
 毛
の
や
の
 ロ
 ・
二
月
二
七
日
の
「
Ⅰ
の
曲
名
山
（
 

O
C
 

の
何
 

0
 屋
ロ
 
（
の
 
之
 Ⅱ
 由
 0
.
 

な
ど
）
、
居
留
英
国
 

り
 、
高
潔
な
外
国
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
 （
五
月
二
九
日
付
け
、
ち
由
 
z
.
 
ロ
ヒ
Ⅰ
「
・
 

巳
ョ
 ・
）
を
引
用
し
 、
 「
 
南
朝
報
の
主
筆
は
な
 

ん
と
い
う
い
や
ら
し
い
博
愛
主
義
者
か
」
と
反
発
し
て
い
 る
 。
現
実
の
英
国
人
に
と
っ
て
み
た
ば
、
こ
れ
ら
の
論
 評
は
自
分
が
正
義
の
立
 

場
 に
立
ち
、
高
踏
的
に
英
国
人
を
裁
断
す
る
形
式
論
で
あ
 り
 、
問
題
の
単
純
化
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
二
元
 論
は
内
村
の
評
論
の
特
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そ
の
よ
う
な
文
体
で
率
直
に
あ
げ
す
げ
に
語
る
こ
と
は
 不
 可
能
に
思
え
る
」
（
二
月
二
六
日
付
け
）
。
さ
ら
に
、
 サ
ソ
 は
 文
体
に
関
し
て
 
萬
朝
 

報
の
主
筆
が
、
「
彼
の
新
し
い
文
学
的
福
音
を
伝
道
す
る
 
た
め
に
、
再
び
の
 
ヨ
 p
o
 
吋
 （
臭
い
が
す
る
）
を
提
示
し
て
い
 る
こ
と
に
注
目
す
る
」
 

と
し
、
二
月
二
六
日
の
萬
 朗
 報
 の
 
「
 ミ
 ，
シ
ョ
 ソ
 ス
ク
ー
 ル
臭
 と
酒
場
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド
臭
の
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
 」
を
引
用
し
 、
 次
の
 ょ
 

う
に
論
評
し
て
い
る
。
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
何
か
の
 

臭
 い
を
放
つ
英
国
人
を
我
々
は
知
ら
な
い
。
メ
タ
フ
ァ
ー
 の
場
ム
ロ
を
除
い
て
、
 何
 

か
の
臭
い
を
放
つ
の
は
英
国
人
の
特
質
で
は
な
い
。
の
 

ョ
帥
 痔
は
確
か
に
よ
い
響
き
だ
が
、
現
代
の
我
々
は
の
 ヨ
お
 左
の
代
わ
り
に
㏄
 村
 ㏄
 廿
 

（
打
ち
叩
く
）
を
使
う
（
 自
 a
c
k
 

は
「
打
つ
」
と
い
う
意
味
も
 

あ
る
 ｜
 筆
者
 注
 ）
。
従
っ
て
 、
田
コ
 収
二
の
 
ゴ
 
（
ゴ
三
の
村
の
甘
の
 
曲
ヲ
 
臼
田
㏄
 

四
 0
 コ
の
 。
 ゴ
 0
0
 
）
 

と
し
た
方
が
 
よ
 り
一
層
多
く
の
意
味
を
持
た
せ
得
る
。
 

，
 し
れ
ろ
は
全
く
同
じ
意
味
で
あ
る
」
と
皮
肉
り
、
そ
の
道
 
徳
論
を
冷
笑
す
る
。
 

こ
の
 サ
ソ
 の
社
説
に
対
し
て
、
南
朝
報
は
三
月
一
 

0
 日
の
 記
事
で
再
び
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
 

耳
 こ
の
人
 物
は
精
神
の
 
バ
ラ
ソ
 

ス
を
 欠
い
て
い
る
 b
 刊
 厚
か
ま
し
い
青
二
才
 b
 な
ど
の
 英
 国
風
挨
拶
が
神
戸
、
長
崎
な
ど
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
 

我
々
が
英
国
人
の
 

放
蕩
や
不
快
な
行
動
に
対
し
て
な
し
た
批
判
に
明
確
な
諸
 事
実
を
示
し
て
反
駁
す
べ
き
だ
。
同
国
人
の
無
作
法
を
 許
し
て
お
い
て
、
我
々
 

の
 無
作
法
の
み
を
批
判
す
る
の
は
公
平
で
は
な
い
。
彼
ら
 は
萬
 朗
報
編
集
者
の
人
格
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
中
傷
を
 積
み
重
ね
続
け
る
ば
か
 

り
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
自
分
達
の
耳
に
届
い
た
 英
 国
人
の
目
に
余
る
不
道
徳
に
対
し
て
乏
し
い
英
語
を
駆
 便
 し
て
書
き
続
け
る
で
 

あ
ろ
う
」
。
こ
の
よ
う
な
挑
戦
的
反
論
を
展
開
し
、
内
村
 
の
 主
張
は
揺
ら
い
で
は
い
な
い
。
し
か
し
 サ
ソ
 
の
非
難
 の
 焦
点
 は
 、
 萬
 朗
報
 論
 

者
の
「
同
国
人
の
無
作
法
を
許
し
て
お
い
て
」
と
い
う
よ
 う
 な
連
帯
責
任
を
問
 う
 道
徳
論
や
文
体
に
あ
り
、
議
論
 は
 擦
れ
違
っ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
 
サ
ソ
 は
、
「
 萬
 朗
報
は
汚
れ
た
 ク
ズ
 の
よ
う
 な
も
の
だ
」
と
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
以
後
も
萬
 朝
 報
を
頻
繁
に
転
載
 

し
 、
社
説
で
何
回
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
 

内
 村
の
論
説
に
嫌
悪
と
同
時
に
無
視
で
き
な
い
興
味
も
感
 じ
て
い
た
こ
と
が
推
測
 

で
き
る
。
つ
ま
り
別
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
 

サ
ソ
 が
こ
れ
 ほ
ど
の
嫌
悪
感
を
萬
朗
報
に
感
じ
た
の
は
、
我
が
国
に
 対
す
る
英
国
人
の
優
越
 

感
の
強
さ
を
逆
に
暗
示
す
る
。
こ
の
優
越
感
は
、
西
洋
文
 明
の
物
質
的
優
位
に
加
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
立
場
 で
、
日
本
人
を
非
キ
リ
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ス
ト
 
教
 文
化
の
野
蛮
さ
の
中
に
い
る
と
見
る
抜
き
難
い
 

偏
 見
に
よ
っ
 

て
 増
高
さ
れ
て
、
た
よ
う
に
思
え
る
。
 

中
 

し
 

，
 （
 
7
 
2
 

）
 例
え
 
ば
、
サ
ソ
は
 

日
英
改
正
 

（
 
盤
 
）
 

ぬ
商
 
航
海
条
約
妥
結
調
印
後
に
、
外
国
人
の
関
わ
る
裁
判
 

で
は
外
国
人
の
裁
判
官
を
任
用
し
て
欲
し
い
と
主
張
し
 

て
い
る
が
、
そ
れ
は
 

「
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
法
廷
で
キ
リ
ス
ト
教
国
民
が
公
正
 

な
 裁
判
を
受
け
う
る
の
 

」
・
１
 
%
-
3
 

力
 
）
と
い
う
不
信
が
存
在
し
た
た
 

め
で
あ
る
。
 

こ
の
高
潮
報
の
文
体
に
対
す
る
論
評
は
 

、
シ
，
ピ
ソ
グ
り
 

ス
ト
に
も
み
ら
れ
る
。
三
月
二
七
日
の
社
説
月
目
 

呂
 0
 
円
円
下
名
 

し
円
 
出
山
 

口
ロ
ト
ニ
・
）
で
は
、
「
居
留
外
国
人
へ
の
誇
張
し
た
下
劣
な
 

言
葉
、
毒
舌
の
連
発
は
、
 

萬
朝
 
報
の
論
者
の
未
熟
さ
に
の
 

み
 起
因
す
る
」
と
 

述
 

論
 べ
る
。
さ
ら
に
、
四
月
五
日
の
社
説
（
 

突
 0
 
ロ
ロ
 
0
 
Ⅰ
 口
ロ
 

口
名
 

Q
 田
和
 
T
 
ヰ
 ）
で
 
萬
朗
 
報
 は
 、
神
戸
や
長
崎
な
ど
 

の
 英
字
新
聞
か
ら
「
多
く
の
 

 
 

 
 

 
 

醜
に
 命
名
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
人
で
あ
れ
 

外
国
人
で
あ
れ
変
わ
ら
な
い
。
放
蕩
な
外
国
人
が
存
在
 

す
る
か
ら
、
我
々
は
彼
ら
を
 

娃
 放
蕩
者
と
呼
ん
で
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

研
こ
れ
に
対
し
て
 
シ
，
ピ
ソ
 

グ
リ
ス
ト
は
、
「
 

萬
朝
 
戦
編
集
長
の
原
始
人
の
よ
う
な
純
粋
さ
に
は
感
嘆
す
る
が
 

、
そ
こ
に
は
野
蛮
な
遺
物
 

 
 

考
の
単
純
さ
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
公
衆
浴
場
 

で
 男
女
の
混
浴
が
禁
止
さ
 

と
 %
 

敗
れ
た
と
 
き
 、
真
ん
中
に
 

p
 一
プ
を
 
張
る
よ
う
な
単
純
 

さ
で
あ
る
。
彼
ら
は
な
ぜ
混
浴
の
禁
止
に
ロ
ー
プ
が
 

役
 立
た
な
い
の
か
を
理
解
し
て
 

蝿
 い
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
フ
ラ
 

ソ
ス
 
人
の
 
ょ
 う
に
自
分
の
考
え
を
隠
し
て
演
説
す
る
の
を
自
明
の
理
 

と
す
る
こ
と
に
完
全
に
同
意
 

萬
艦
な
 い
ヨ
 

は
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
我
々
は
一
般
に
は
、
あ
か
 

社
会
で
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
 

 
 

 
 

内
 

え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
彼
の
鈍
感
で
 

未
 熟
 な
 倫
理
的
感
性
 

に
 起
因
す
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
「
次
の
文
章
の
最
 

後
の
批
評
は
悪
臭
を
放
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か
 」
。
こ
の
最
後
の
記
述
は
、
居
留
民
の
「
道
徳
の
番
犬
 
」
と
し
て
の
南
朝
報
の
面
目
躍
如
で
あ
ろ
う
が
、
 

シ
，
ピ
 
ソ
 グ
リ
ス
ト
は
 、
こ
 

の
 
「
誇
張
し
た
仰
々
し
い
表
現
」
こ
そ
が
鼻
に
つ
き
耐
え
 
ら
れ
な
い
と
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。
「
こ
の
地
域
で
誰
か
が
 苦
々
し
い
 預
 舌
口
を
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
迫
し
た
理
由
は
 、
 我
々
の
暗
愚
な
 知
性
に
は
い
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
全
て
の
 
人
 に
 理
解
さ
れ
な
い
記
述
 

ほ
 、
 萬
 朗
報
の
誇
り
得
る
才
能
の
一
つ
で
あ
る
」
。
 

こ
れ
ら
居
留
英
国
人
の
不
道
徳
を
暴
く
と
い
う
姿
勢
お
よ
 び
 率
直
な
非
難
が
、
英
字
新
聞
の
憤
激
の
種
と
な
っ
た
 倒
 け
は
、
ロ
ロ
 

ア
 の
Ⅰ
 曲
づ
 
0
 目
 

韻
お
仁
 Ⅱ
 呂
巴
と
円
オ
の
木
 。
 汀
韻
お
仁
 Ⅱ
の
 時
 。
三
 %
 の
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
 

巴
お
甘
 づ
り
 
ロ
韻
お
仁
せ
  

 

七
月
一
七
日
付
 け
 
（
せ
戸
 
乙
 0
 ロ
い
つ
 0
 由
の
の
・
）
の
記
事
で
、
 
「
 萬
 朗
報
が
我
々
を
特
に
楽
し
ま
せ
て
い
る
の
は
、
そ
の
 説
く
道
徳
に
あ
る
」
と
 

述
べ
る
。
そ
し
て
「
我
々
 は
 
（
 
萬
 朗
報
 の
 ）
道
徳
的
鈍
感
 さ
は
、
将
来
恥
知
ら
ず
な
武
器
を
採
る
だ
ろ
う
と
覚
悟
 
し
て
い
た
：
…
・
 萬
朝
 

報
は
今
や
悪
口
、
罵
り
の
言
葉
を
追
い
求
め
て
い
る
 よ
う
 に
 見
え
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
南
朝
報
の
道
徳
的
説
教
 は
 、
そ
の
意
図
と
ほ
 裏
 

腹
に
 
「
ア
メ
リ
カ
の
絶
対
禁
酒
主
義
者
が
 
、
 酔
っ
払
い
が
 い
か
に
嫌
悪
す
べ
き
か
を
示
す
た
め
に
、
酩
酊
し
た
 状
 態
で
自
分
を
故
意
に
聴
 

衆
の
前
に
晒
し
て
い
る
よ
う
な
自
己
犠
牲
的
役
割
を
果
た
 し
て
い
る
 よ
う
 に
思
え
る
」
と
し
、
高
潮
報
の
論
説
が
 、
 罵
り
に
類
す
る
語
句
 

を
 頻
繁
に
使
用
し
な
が
ら
、
道
徳
を
説
く
点
に
憤
慨
 宮
 赤
す
 。
 円
汀
木
 。
 ヴ
 の
妻
 お
仁
 Ⅱ
の
 オ
 （
 0
 田
ユ
の
も
一
八
九
八
 
年
 五
月
二
八
日
付
げ
 記
 

事
 （
無
題
、
整
理
番
号
四
六
二
）
で
、
内
村
が
 萬
 朗
報
社
を
 去
り
、
東
京
独
立
雑
誌
を
主
幹
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
 を
 知
ら
せ
、
「
こ
れ
で
 

萬
 朗
報
の
道
徳
的
ト
ー
 ソ
は
、
 彼
の
理
想
の
水
準
か
ら
は
 る
か
に
堕
落
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
皮
肉
っ
て
い
る
 。
従
っ
て
 、
 我
が
国
 居
 

留
 地
の
英
字
新
聞
の
多
く
は
、
南
朝
 報
が
 
「
罵
り
に
類
 す
 る
 語
句
」
や
「
あ
か
ら
さ
ま
な
文
体
」
で
、
道
徳
を
振
 り
か
ざ
し
て
居
留
民
を
 

 
 
 
 

報
 は
そ
の
文
体
を
改
め
た
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
の
か
 

し
か
し
そ
 う
 す
れ
ば
、
だ
れ
が
こ
の
地
域
の
苦
々
し
 い
 事
柄
の
預
言
を
す
る
の
㈹
 

ち
 続
け
て
い
る
」
と
し
て
再
び
、
同
日
付
げ
の
 萬
 朗
報
 を
 引
用
し
、
論
評
す
る
。
「
こ
の
理
由
で
我
々
は
真
実
の
名
 前
で
彼
ら
を
呼
ぶ
の
 

 
  

 

 
 

で
あ
る
が
、
我
々
は
ク
イ
ー
ン
ズ
イ
ソ
グ
リ
ッ
シ
 ュ
 を
 下
 品
 で
、
無
作
法
で
、
下
劣
な
も
の
に
誤
用
し
て
い
る
と
 批
判
さ
れ
る
…
…
 萬
朝
 



@
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論
難
す
る
点
に
憤
慨
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
自
分
の
 

訴
え
た
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
明
快
に
断
言
す
る
の
が
 

内
 
対
流
で
あ
っ
た
と
し
て
 

も
 、
英
字
新
聞
に
は
そ
の
毒
舌
が
論
者
の
道
徳
的
感
性
の
 

鈍
さ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
体
 

0
 間
頭
は
こ
れ
ら
英
字
 

新
聞
の
反
発
に
も
拘
ら
ず
、
内
村
の
強
い
確
信
だ
っ
た
 

，
 
」
と
は
、
後
の
「
聖
書
 

之
 研
究
 
ヒ
 で
も
、
「
誠
実
の
存
す
る
 

あ
れ
ば
文
章
を
構
は
 

 
 

こ
の
文
体
に
対
す
る
理
解
の
相
違
が
相
互
の
対
論
に
と
 

っ
て
大
き
な
障
害
と
な
 

っ
 
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

英
 

姉
 と
し
、
「
こ
の
事
実
は
、
長
崎
は
輸
入
さ
れ
た
悪
徳
 

の
 
温
床
で
あ
る
と
い
う
我
が
国
に
広
く
流
布
し
て
い
る
 

噂
を
確
証
し
て
い
る
 

よ
う
 
に
 

㈱
居
留
地
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
憤
慨
し
、
 
外
郎
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
 

シ
，
 

 
 

 
 

奴
 （
 
之
 Q
O
O
 

巴
屈
 
C
 呂
 
O
 
オ
 
・
の
記
事
は
何
の
ユ
ー
モ
ア
 

も
 機
知
も
な
く
、
「
軽
率
」
さ
し
か
示
し
て
い
な
い
と
 

酷
評
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
 

 
 

忠
実
に
反
映
し
て
い
る
」
と
結
ぶ
。
こ
の
居
留
地
内
で
の
 

不
道
徳
、
特
に
売
春
を
巡
っ
 

@
 
丸
 
@
 

キ
ヰ
十
 

槻
サ
ソ
 

萬
麓
 
て
の
議
論
は
す
で
に
一
八
九
三
年
の
四
月
か
ら
数
回
に
わ
た
り
、
 

の
批
判
の
焦
点
 

は
 
、
「
単
な
る
伝
聞
に
基
づ
い
て
記
事
を
書
 

 
 

 
 

内
 ん

な
に
関
心
を
持
つ
の
か
。
長
崎
市
中
に
は
少
な
か
ら
ず
 

売
春
情
 

が
 
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
自
分
の
家
を
整
え
て
 

か
ら
、
他
人
の
欠
点
を
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批
判
す
べ
 き
 で
 は
 な
い
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
サ
ン
 は
 日
本
で
売
春
が
市
民
権
を
 得
て
何
の
嫌
悪
も
な
く
 

な
 然
と
行
わ
れ
て
い
る
点
や
普
通
の
女
性
、
愛
情
深
 い
母
 親
 が
そ
の
 ょ
う
 な
職
業
に
従
事
し
て
い
る
点
が
世
界
の
 他
地
域
と
ほ
異
な
る
と
 

@
 
㏄
）
 

述
べ
、
日
本
男
性
の
無
責
任
さ
を
非
難
し
て
い
た
。
従
っ
 て
 、
高
潮
報
の
非
難
 は
 、
長
崎
の
英
字
新
聞
論
者
に
ほ
 む
し
ろ
逆
に
日
本
人
に
 

こ
そ
 向
 げ
ら
れ
る
べ
 
き
 緊
急
な
課
題
と
映
っ
て
い
た
の
で
 あ
る
。
 

す
で
に
見
て
 
き
 た
よ
う
な
 萬
 朗
報
に
対
す
る
英
字
新
聞
の
 拒
否
反
応
 は
 、
本
来
な
ら
実
り
あ
る
議
論
に
展
開
す
べ
 ぎ
 事
柄
で
さ
え
皮
相
 

な
椰
楡
に
倭
小
 化
し
て
し
ま
っ
た
。
次
の
議
論
 は
 そ
の
 例
 で
あ
る
。
シ
ッ
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
の
四
月
九
日
の
社
説
（
 ヒ
ト
㌧
下
ニ
・
の
の
二
方
（
の
 

円
 （
。
 

下
之
 （
円
ぺ
）
で
 は
 、
 萬
朗
 報
の
四
月
四
日
（
）
下
し
下
 
之
 -
 
の
の
 中
の
田
）
の
「
日
本
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
 
抜
 ぎ
の
キ
リ
ス
 
ト
教
 文
明
で
あ
る
」
 

を
 引
用
し
 、
 「
こ
れ
ほ
主
人
公
 抜
 ぎ
の
芝
居
の
よ
う
な
も
 の
で
あ
り
、
 萬
 朗
報
の
無
定
見
の
見
事
な
見
本
で
あ
る
」
 

と
 批
評
す
る
。
さ
ら
 

に
萬
朗
 報
 の
 
「
 サ
ソ
や
コ
ウ
ベ
 
，
ク
ロ
ニ
ク
ル
が
 反
 キ
リ
 

ス
ト
 

教
 、
仏
教
擁
護
を
し
て
い
る
の
ほ
か
つ
て
な
い
 光
 景
 で
あ
る
。
で
き
る
こ
 

と
な
ら
、
日
本
か
ら
英
国
を
始
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 諸
 国
ヘ
ミ
 
，
シ
ョ
ナ
リ
ー
を
派
遣
し
た
い
」
と
述
べ
た
文
士
 

早
 （
四
月
一
日
付
け
）
を
 

転
載
し
、
こ
の
 
萬
朗
 報
 の
 
（
 
之
 Q
O
O
 ロ
ロ
 C
 ヨ
 O
 オ
 ・
 の
 見
出
し
は
な
ん
と
馬
鹿
げ
た
滑
稽
さ
か
 と
 シ
ッ
ピ
ン
グ
リ
 
ス
ト
 は
 酷
評
し
て
い
 

る
 。
し
か
し
、
こ
の
南
朝
 報
の
 
ヒ
ト
 
ロ
 下
名
。
の
の
下
の
田
の
 
論
旨
 は
 、
「
日
本
 は
 西
洋
文
明
を
我
が
国
古
来
の
規
範
に
 同
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
 

い
る
。
し
か
し
西
洋
の
政
治
的
経
済
的
体
制
は
キ
リ
ス
ト
 散
文
明
の
精
華
で
あ
る
個
人
主
義
の
原
理
に
基
づ
い
て
 い
る
。
こ
の
個
人
主
義
 

を
 支
え
て
い
る
自
由
 は
 、
人
間
を
越
え
た
 父
 な
る
神
と
の
 
直
接
の
交
わ
り
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
 生
命
を
無
視
し
た
西
洋
 

文
明
化
 は
 、
利
己
主
義
の
蔓
延
、
社
会
の
崩
壊
の
運
命
を
 避
 げ
ら
れ
な
い
」
と
展
開
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
内
村
 ほ
 七
月
一
一
日
付
 け
萬
 

朗
 報
で
ほ
 、
 我
が
国
の
西
洋
化
 は
 物
質
面
で
ほ
成
功
を
収
 め
た
が
、
西
洋
文
明
の
真
の
精
神
的
美
徳
 は
 摂
取
さ
れ
 て
い
な
い
と
し
、
そ
の
 

必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

サ
ン
 は
 か
つ
て
そ
の
条
約
改
正
反
対
の
論
拠
と
し
て
、
 

次
 の
よ
う
な
内
村
と
類
似
の
日
本
人
理
解
を
繰
り
返
し
開
 陳
 し
て
い
た
。
「
 日
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ヨ
処
遇
に
悪
態
を
つ
き
、
不
平
不
満
を
言
 
う
 。
そ
ん
な
 に
 我
が
国
が
嫌
な
ら
、
他
の
国
に
移
住
す
れ
ば
よ
か
ろ
 5 」
と
い
 5
 も
の
で
あ
る
。
 

鵜
 

騰
 

そ
れ
に
対
し
て
サ
ン
は
目
も
し
好
ま
な
い
な
ら
 出
 て
い
け
口
は
 、
 古
 き
 良
き
西
洋
的
表
現
を
東
洋
風
に
置
き
 換
え
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
萬
 朗
報
の
思
考
の
筋
道
を
完
全
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
 」
と
い
う
。
し
か
し
「
こ
こ
に
は
、
 

萬
 朗
報
の
見
落
と
 し
て
い
る
生
の
歴
史
的
 

蝸
 
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
に
対
し
て
 

萬
 朝
敵
 は
 「
 
口
 ぼ
く
、
無
節
操
で
、
扇
情
的
、
狼
 

郵
 で
あ
り
、
ま
た
 
誤
 報
 に
満
ち
て
い
る
」
が
 

、
 

艇
 
「
）
の
で
の
 

口
 円
ド
 

2
8
 

の
魅
力
の
な
い
記
事
よ
り
は
遥
か
 

に
 日
本
人
の
願
望
や
特
質
を
反
映
し
て
い
る
」
と
し
、
 

そ
の
 良
例
 と
し
て
五
月
一
四
 

奴
 
日
付
 け
 （
 
白
之
勾
 

門
下
の
 

0
 
之
 下
い
 
ヒ
 
由
の
 
0
 
乙
 ㌧
 
ヒ
ヒ
ニ
 
円
の
こ
 
の
 記
事
を
転
載
し
 
、
 「
こ
れ
は
 
萬
 朗
報
の
典
型
で
あ
る
」
（
 

ぺ
 0
 
「
 
0
 
爵
目
 
の
の
 

口
屈
 
0
 
）
と
注
釈
し
 

 
 

入
居
留
者
や
旅
行
者
は
、
自
ら
我
が
国
を
選
ん
で
や
っ
て
 

き
た
の
に
、
我
が
国
で
の
 

    外人居留地 

サ
ソ
は
 以
上
に
見
た
よ
 う
 に
 萬
 朗
報
が
い
か
に
異
様
で
下
 劣
 か
を
口
を
極
め
て
批
判
し
て
き
た
が
、
五
月
一
九
日
 （
 
円
 立
山
 
の
 0
 目
付
Ⅰ
 
下
 （
 
之
，
 

（
 
之
 Q
 Ⅱ
。
 
勾
由
お
之
 
山
力
）
の
記
事
で
は
、
一
転
し
て
 萬
 胡
散
 の
 魅
力
に
つ
い
て
 旺
叩
る
 
。
冒
頭
に
Ⅰ
 舶
づ
舶
コ
ド
い
 

日
の
の
の
 記
事
が
期
待
外
れ
で
 

本
は
 物
質
的
側
面
や
知
的
側
面
で
ほ
西
洋
化
し
て
い
る
が
 

、
そ
の
精
神
性
に
は
野
蛮
 
さ
 」
が
あ
り
、
「
西
洋
文
明
が
 

天
皇
の
臣
民
に
良
心
、
 

-
 
囲
 @
 

誠
実
さ
な
っ
く
り
だ
し
た
か
ど
う
か
、
真
実
や
思
い
や
り
 

あ
る
正
義
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
 

ほ
 疑
問
が
残
 る
 」
。
こ
れ
ら
の
批
判
 

の
 背
景
に
は
、
円
す
の
之
の
的
 

毬
曲
蚕
曲
パ
 
で
ほ
お
が
我
が
国
の
 
精
神
の
後
進
性
や
人
権
意
識
の
欠
如
の
原
因
を
キ
リ
ス
 

ト
 教
の
不
在
に
求
め
て
 

L
 、
、
 

た
よ
 5
%
 
@
8
-
 

我
が
国
の
西
洋
化
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
 

数
 に
よ
る
精
神
の
啓
蒙
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
 

理
 解
 が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
 

の
サ
ソ
 の
、
日
本
人
の
精
神
性
は
前
近
代
的
で
野
蛮
な
ま
 

ま
で
あ
る
と
の
指
摘
は
、
こ
の
内
村
の
文
明
批
評
と
 

軌
 を
 一
に
し
、
本
来
な
ら
 

論
 
実
り
あ
る
対
論
が
期
待
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
 サ
ソ
 の
子
新
聞
と
も
い
 
う
 べ
 き
 シ
ッ
ピ
 ソ
グ
リ
 ス
 L
 
Ⅰ
の
 評
撰
祠
片
仏
 

、
「
 
生
 
Ⅰ
Ⅱ
 
ノ
ス
 

 
 

一
力
め
た
表
現
の
字
義
通
り
の
矛
盾
の
椰
 

楡
 、
揚
げ
足
取
 り
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
し
 

捕
て
「
 萬
 朗
報
ほ
ど
の
よ
う
な
種
類
の
キ
リ
ス
ト
教
 

を
 宣
教
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
 

@
9
-
3
 
 

と
 問
 5
 こ
と
で
、
 こ
 の
 評
論
を
終
え
て
い
る
。
 

 
 

展
 



ア
ソ
 グ
ロ
・
サ
ク
ソ
 
ソ
 の
み
が
日
本
の
国
民
性
と
個
々
人
 の
 未
開
で
野
蛮
な
習
性
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
日
本
 は
こ
れ
ら
の
習
性
を
自
 

力
 で
は
除
去
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
サ
ソ
 は
 
「
日
本
が
西
洋
の
文
明
 
国
 に
門
戸
を
開
い
て
以
来
、
 
そ
れ
ま
で
の
奴
隷
の
 ょ
 

（
 
如
 @
 

う
 な
国
民
の
状
態
が
飛
躍
的
に
改
善
さ
れ
た
の
に
、
な
ぜ
 我
々
を
憎
悪
す
る
の
か
」
と
も
言
っ
て
お
り
、
大
英
 帝
 国
 の
一
員
と
し
て
、
 
世
 

界
の
文
明
の
指
導
者
と
し
て
の
自
負
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
 い
る
。
確
か
に
一
八
七
 0
 年
代
に
は
、
サ
ン
の
前
身
で
 あ
る
円
す
の
名
曲
 幅
曲
き
巴
 

ワ
も
 （
の
の
の
は
、
自
白
の
た
め
の
拷
問
の
不
当
性
や
死
刑
の
 
残
酷
さ
を
非
難
し
、
信
教
の
自
由
と
教
育
の
重
要
さ
を
 指
摘
し
た
り
し
て
我
が
 

 
 

た
サ
ソ
 
の
言
う
よ
う
に
英
国
が
植
民
地
化
の
過
程
で
世
 界
の
文
明
化
に
貢
献
し
 

た
の
も
一
面
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
サ
ン
の
主
張
 に
は
一
九
世
紀
の
大
英
帝
国
の
異
文
化
と
の
広
汎
な
 接
 触
の
経
験
か
ら
得
た
 確
 

信
 が
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
確
信
を
 サ
ソ
 は
こ
う
述
べ
る
 
。
「
 ア
ソ
 グ
ロ
・
サ
ク
ソ
 ソ
 の
居
住
し
て
い
る
地
域
に
 野
蛮
人
ほ
生
存
で
き
た
 

い
 。
こ
れ
ほ
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
」
と
断
言
し
、
「
 
米
 因
め
 イ
ソ
デ
ィ
ア
 
ソ
や
 オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
（
 ぎ
 紳
ョ
目
 ）
 ほ
 白
人
の
文
 

明
 と
接
触
し
て
も
、
そ
の
未
開
な
状
態
に
留
ま
ろ
 う
と
し
 た
が
、
結
局
は
滅
亡
し
た
」
事
例
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
 「
 
萬
 朗
報
も
し
ば
ら
く
 

こ
の
歴
史
的
事
実
を
考
え
て
み
た
ら
よ
か
ろ
う
」
と
結
ん
 で
い
る
。
こ
の
「
適
者
生
存
の
法
則
」
に
対
し
て
、
 

萬
 朗
報
は
五
月
二
九
日
付
 

け
 
（
 
ヒ
 
0
 目
之
 ，
 
い
巴
 ド
ド
・
（
の
 

目
 0
 巾
 円
目
㊦
 之
 下
の
中
の
 
レ
パ
 （
 勾
あ
 Ⅰ
 
孝
 の
 
己
イ
 ）
で
、
英
国
人
が
先
住
民
を
消
滅
さ
せ
た
こ
と
 に
 異
を
唱
え
、
「
適
者
 

生
存
の
法
則
で
ほ
な
く
、
正
し
く
愛
す
べ
き
者
の
生
存
 の
 法
則
に
従
 う
 べ
き
用
意
は
あ
る
」
と
切
り
返
す
。
こ
の
 指
摘
は
理
想
主
義
に
立
 

脚
 し
な
が
ら
も
、
西
欧
文
明
絶
対
優
位
の
固
定
観
念
を
 離
れ
、
欧
米
諸
国
の
文
化
的
侵
略
に
対
す
る
鋭
敏
な
批
判
 と
な
っ
て
お
り
、
現
代
 

的
 視
点
で
み
れ
ば
極
め
て
正
当
な
論
評
で
あ
ろ
う
。
 と
 も
か
く
こ
こ
で
の
 サ
ソ
 の
評
論
に
は
英
国
の
文
化
を
絶
 対
 化
し
、
世
界
各
地
の
 

事
実
が
あ
る
」
と
し
、
 萬
 朗
報
も
認
め
て
い
る
 よ
う
 に
 ア
 ソ
 グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
 は
 海
外
に
進
出
し
、
そ
こ
に
忍
耐
 強
く
留
ま
り
、
そ
の
 他
 

域
 に
英
国
の
習
慣
や
法
律
を
根
付
か
せ
、
「
野
蛮
人
を
文
 
明
 化
し
て
き
た
」
と
弁
じ
る
。
そ
し
て
我
が
国
に
つ
い
て
 も
 、
「
 萬
 前
報
は
西
洋
 

人
 が
日
本
を
開
国
さ
せ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
よ
う
だ
 が
 、
そ
の
 ょ
う
 な
後
悔
の
表
明
は
、
分
別
の
な
 い
 不
毛
 な
も
の
で
あ
る
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以
前
に
あ
れ
ほ
ど
強
弁
し
て
い
た
英
の
か
と
問
い
、
 

雛
 
と
述
べ
、
「
 

萬
 朗
報
 

萬
 朗
報
の
一
貫
性
の
な
さ
を
非
難
す
る
。
 

が
 

 
 

  

文
 

 
 

我
が
国
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
欠
如
を
批
判
す
る
と
い
 

ぅ
 一
見
矛
盾
し
た
立
場
が
 

、
 

ヨ
シ
ッ
ピ
 ソ
 グ
リ
ス
ト
に
も
感
じ
取
ら
れ
た
こ
と
を
 

立
 
思
抹
 
す
る
。
そ
ん
な
に
キ
リ
ス
ト
教
国
民
が
欠
点
に
満
ち
 

て
い
る
の
な
ら
、
我
が
国
に
の
 

 
 
 
 

槻
 
キ
リ
ス
ト
教
を
説
く
必
要
は
な
く
な
る
。
し
か
し
 

内
 村
 に
は
キ
リ
ス
ト
教
国
民
の
理
想
が
あ
り
、
そ
の
理
想
 

か
ら
居
留
民
を
批
判
し
て
お
 

 
 
 
 
 
 

内
 

り
 、
西
洋
文
明
と
真
正
な
キ
リ
ス
ト
教
を
区
別
し
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
居
留
民
を
キ
リ
ス
ト
教
化
す
 

る
 」
に
つ
い
て
は
、
 

萬
 

娃
 
引
用
し
、
 萬
 朗
報
の
変
節
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
 

。
「
 
萬
 朗
報
は
日
本
の
外
国
人
を
だ
れ
も
か
も
悪
者
扱
 

い
 し
 、
そ
の
行
為
の
邪
悪
さ
 

外
 

輌
を
悲
嘆
に
満
ち
て
描
い
て
い
た
が
、
編
集
者
は
外
国
 
人
の
小
過
失
と
格
闘
し
た
後
に
、
突
然
、
日
本
人
の
大
 

過
失
を
発
見
し
た
ら
し
い
」
 

 
 

（
円
安
曲
目
 

0
 円
山
下
名
 

し
 円
安
中
口
中
下
目
・
）
で
、
「
一
貫
性
は
 

宝
石
で
あ
る
」
と
の
格
言
を
 

唾
る
 。
以
下
は
そ
の
例
で
あ
る
。
 

字 新聞の議論 

張
し
 、
「
我
が
国
の
四
千
万
人
の
魂
を
ド
ー
ド
ー
や
パ
 
イ
 ソ
ソ
と
 比
較
す
る
の
は
あ
ま
り
親
切
と
は
い
え
な
い
」
と
 述
べ
る
な
ど
、
 サ
ソ
 

の
 皮
肉
に
通
じ
る
機
知
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
辛
辣
な
 皮
 肉
の
応
酬
が
両
者
の
相
互
理
解
の
接
点
と
な
っ
て
い
る
 印
象
を
受
け
る
。
 

日
日
本
に
対
す
る
 萬
朗
 報
の
論
評
と
英
字
新
聞
の
反
応
 

サ
ン
 や
シ
 ，
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
は
、
 萬
 朗
報
が
日
本
の
国
民
 性
や
社
会
体
制
を
論
評
す
る
場
合
に
は
、
概
ね
強
い
賢
士
 
思
を
表
明
し
て
い
 

ま
た
こ
こ
で
、
内
村
は
 サ
ソ
 の
 
ぺ
 o
q
o
 
宙
ド
 
仁
の
遷
 
仁
 の
の
 造
 語
を
皮
肉
り
、
「
毛
色
 
の
 
（
の
 
巴
か
韻
 o
r
e
 

の
の
（
の
巴
に
組
み
入
 

れ
る
べ
ぎ
だ
」
と
 主
 

化
の
絶
対
的
優
位
を
無
条
件
に
前
提
と
し
て
い
る
そ
の
 独
 善
性
 に
あ
っ
た
。
 

土
地
に
押
し
付
け
る
と
い
う
文
化
的
帝
国
主
義
が
見
ら
れ
 る
 。
こ
の
よ
う
に
、
英
国
人
が
非
西
洋
地
域
独
自
の
歴
 史
や
文
化
を
軽
視
し
 、
 

野
蛮
な
も
の
と
見
な
す
限
り
、
真
に
意
味
あ
る
対
話
の
生
 ま
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
内
村
の
批
判
は
、
英
国
人
 が
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
 文
 



朝
報
は
 三
月
一
二
日
付
げ
記
事
で
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
 る
 。
「
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
 は
 日
本
の
異
教
徒
の
罪
を
暴
 き
 、
 悔
い
改
め
を
説
く
 

た
め
に
だ
 け
 派
遣
さ
れ
て
い
る
の
か
日
本
の
異
教
 を
あ
ま
り
に
も
 陰
欝
に
 描
く
習
慣
が
あ
る
が
、
居
留
 英
 国
人
そ
の
他
の
不
信
者
 

（
 
ゴ
の
 
a
t
 
ゴ
 の
口
の
）
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
 

に
 対
す
る
特
別
な
宣
教
が
是
非
必
要
だ
。
 萬
 朗
報
 は
彼
 ら
に
初
歩
的
な
キ
 リ
 ス
 

ト
 教
を
宣
教
す
る
と
い
う
割
り
に
合
わ
な
い
責
任
を
担
い
 た
い
」
。
内
村
 
は
 、
不
道
徳
な
居
留
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
存
 在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
 

自
分
を
正
義
の
立
場
に
置
き
、
罪
に
満
ち
た
異
教
徒
で
あ
 る
 日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
教
え
る
と
い
う
 英
 米
 宣
教
師
の
ド
グ
マ
に
 

偽
善
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
 は
 キ
リ
ス
ト
教
を
西
 洋
 の
も
の
で
ほ
な
く
、
あ
く
ま
で
世
界
的
普
遍
的
な
も
 の
と
し
て
捉
え
て
い
る
 

内
村
の
特
質
が
示
さ
れ
て
い
る
。
内
村
 は
串
す
毛
 
（
す
 
め
 
8
 ヨ
 の
蛇
の
手
 片
 
の
こ
ぎ
 

コ
 Ⅰ
（
一
八
九
五
年
）
で
、
米
国
の
「
 

非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
特
 

@
 
捧
 @
 

徴
 」
に
失
望
し
 、
 「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 
と
 ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 だ
 か
ら
と
い
う
理
由
で
キ
リ
ス
ト
教
を
弁
護
す
る
こ
と
だ
 け
 ほ
 し
な
い
だ
ろ
う
」
 

（
 
何
 @
 

と
 述
べ
、
「
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
て
い
な
い
異
教
 
国
 民
 に
は
永
遠
の
希
望
が
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
従
っ
て
、
こ
の
 

萬
 朗
報
で
の
内
村
の
批
判
の
佳
 苫
州
は
 
、
英
米
を
始
め
と
す
 る
 西
洋
人
が
そ
の
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
」
側
面
を
認
識
 せ
ず
、
そ
の
文
化
的
 先
 

進
性
と
 キ
リ
ス
ト
教
化
を
取
り
違
え
、
キ
リ
ス
ト
教
国
民
 と
し
て
、
我
が
国
に
対
し
て
精
神
的
優
越
を
当
然
の
如
 く
 前
提
と
す
る
、
そ
の
 

独
善
性
に
あ
っ
た
。
 

こ
の
 萬
 朗
報
 の
 -
 
記
事
に
対
し
て
、
シ
ッ
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
 

は
 、
 「
（
居
留
民
を
キ
リ
ス
ト
教
化
す
る
と
い
う
）
こ
れ
ら
 
一
連
の
告
発
 は
 熟
考
 

に
値
す
る
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
体
は
一
層
 そ
う
で
あ
る
」
と
 椰
撤
 す
る
だ
げ
に
終
始
し
て
い
る
。
 

こ
の
「
一
貫
性
」
に
対
す
る
批
判
の
後
に
、
シ
ッ
ピ
ン
グ
 リ
ス
ト
 は
 、
 萬
 朗
報
の
三
月
二
三
日
（
Ⅰ
卜
の
本
 
0
 Ⅰ
）
 
下
 ㌧
 下
之
ロ
の
 

口
目
 0
 刃
下
 
Ⅰ
 甲
 

づ
べ
 
・
）
の
記
事
を
引
用
す
る
。
こ
の
 
萬
 朗
報
の
評
論
 は
、
 我
が
国
の
忠
、
 孝
 、
 貞
 、
悌
な
ど
の
儒
教
的
道
徳
観
が
 身
分
的
上
下
関
係
に
よ
 

っ
て
成
立
し
、
下
位
の
者
の
義
務
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
、
 上
位
の
者
の
義
務
 は
 軽
視
さ
れ
て
い
る
点
を
批
判
し
、
 ，
 
」
の
道
徳
の
偏
頗
な
 
在
 

り
 方
が
社
会
の
安
定
を
阻
害
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
も
の
 で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
対
し
て
、
シ
ッ
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
 ほ
 こ
れ
ま
で
の
論
調
か
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ら
 一
転
し
て
、
次
の
よ
う
に
強
い
賛
意
を
示
す
。
こ
の
論
 

評
は
 「
日
本
に
関
心
を
持
ち
、
理
解
を
持
っ
て
い
る
 

人
 多
数
の
理
性
的
な
人
間
 

の
 賛
同
を
得
よ
う
。
こ
の
記
事
は
、
日
本
の
外
国
人
を
 

キ
 リ
ス
ト
教
化
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
最
近
の
ど
ん
な
 

記
 事
 よ
り
も
、
支
持
を
得
 

る
 」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
論
調
や
文
体
か
ら
推
察
す
 

れ
ば
南
朝
 
報
は
、
 
蛇
が
脱
皮
し
た
 
よ
う
 に
、
居
留
外
国
 
大
な
 キ
リ
ス
ト
教
化
す
 

る
と
い
う
奉
仕
を
放
棄
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
そ
の
奉
仕
 

の
も
 
旦
 茜
の
余
り
の
 
馬
 鹿
ば
か
し
さ
に
気
づ
い
た
の
か
。
 

と
も
か
く
以
前
の
う
ん
 

ざ
り
さ
せ
る
膨
大
な
二
人
称
単
数
形
の
代
名
詞
の
使
用
や
 

文
体
に
頓
着
し
な
い
余
分
な
抗
議
は
こ
の
英
語
欄
か
ら
 

姿
を
消
し
て
い
る
」
と
 

論
 
言
い
、
 
萬
朝
 報
の
内
容
、
文
体
の
変
化
に
関
心
を
寄
 

せ
る
。
そ
し
て
、
「
日
本
の
現
在
の
政
治
体
制
が
そ
の
 

社
 会
 構
造
と
あ
ま
り
に
矛
盾
 

礒
 
し
て
い
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
」
と
 

萬
 朗
報
の
意
見
 
に
 改
め
て
支
持
を
表
明
す
る
。
こ
の
内
村
の
論
評
は
 

、
 後
に
は
東
洋
道
徳
と
し
て
の
 

 
 

の
 観
念
に
変
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
よ
 

う
 に
、
キ
リ
ス
 
ト
 教
に
よ
っ
て
日
本
人
の
 

@
 
億
 
）
 

碑
伝
統
的
精
神
性
を
生
か
し
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
 

方
 向
 に
発
展
し
て
い
る
。
 

 
 

二
月
二
三
日
付
け
）
が
現
在
の
立
憲
政
治
体
制
 

は
、
 個
々
人
 
の
 尊
重
に
基
つ
い
て
成
立
 

坤
 
し
て
い
る
の
に
、
日
本
で
は
内
閣
 

は
 天
皇
に
の
み
 
責
 任
 を
負
 う
と
 考
え
、
こ
の
政
治
体
制
の
理
念
と
あ
ま
り
 

に
 矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
 

 
 

ぴ
た
り
と
一
致
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
記
事
を
引
 

用
し
、
 
次
の
よ
う
に
賛
意
を
 

紀
 
寄
せ
る
。
「
 

萬
朗
 報
は
お
そ
ら
く
正
し
い
。
こ
の
よ
 

う
 な
奇
妙
な
道
徳
に
基
づ
い
て
日
本
人
ほ
行
動
し
て
い
る
 

。
日
本
の
よ
う
に
政
治
体
 

 
 

 
 

  

-
 
仰
 
@
 

 
 

」
の
時
期
の
内
村
の
力
点
が
我
が
国
の
西
洋
化
の
視
点
に
 

移
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
 

櫨
 
し
か
し
、
七
月
一
三
日
付
げ
の
 

萬
 朗
報
 の
 「
放
蕩
な
 
外
国
人
や
日
本
の
社
会
に
対
し
て
 

萬
 朗
報
 は
 多
方
面
で
 
戦
っ
て
い
る
」
と
の
表
明
に
 

内
 

見
ら
れ
る
 
よ
う
 に
、
高
潮
 
報
 論
説
に
お
い
て
内
村
 

は
、
国
 
内
外
を
問
わ
ず
、
そ
の
偽
善
を
「
真
情
」
を
持
っ
て
 

批
 刊
 す
る
意
図
を
持
っ
て
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い
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

シ
 ，
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
は
、
四
月
二
日
の
記
事
（
 日
 
@
 
Ⅰ
の
 

1
0
 

N
I
N
 耳
巾
下
 
Z
.
 

）
で
、
高
潮
 

報
 
（
三
月
二
五
日
付
げ
力
 
0
 ぺ
 下
 Ⅰ
 円
へ
ン
 Z
 り
巾
下
 

づ
乙
 0
 円
 あ
三
）
が
「
日
本
の
国
民
性
の
奇
妙
な
特
質
に
っ
 い
て
述
べ
て
い
る
」
と
し
、
論
評
し
て
い
る
。
こ
の
高
潮
 報
の
要
旨
は
、
「
日
本
 

の
 宗
教
は
仏
教
や
神
道
で
ほ
な
く
、
愛
国
心
で
あ
る
が
、
 我
が
国
の
愛
国
心
は
排
外
感
情
な
ど
に
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
 、
理
性
的
信
義
を
忘
 

れ
 狂
信
に
陥
る
傾
向
を
持
つ
未
熟
な
も
の
で
あ
る
」
と
 
指
摘
し
、
「
自
国
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
る
愛
国
心
を
 
そ
の
基
礎
（
写
り
 
ロ
 の
（
 

0
 
お
 ）
 

と
す
る
国
民
は
 、
 粉
々
に
さ
れ
再
び
立
ち
上
が
れ
な
い
」
 と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
愛
国
心
を
 
宗
 教
 的
、
世
界
的
観
点
か
 

ら
 位
置
付
け
る
と
い
う
独
創
的
で
鋭
 い
 文
明
批
評
と
 ぃ
，
 
え
る
。
こ
れ
ら
の
内
村
の
論
評
は
、
サ
ン
が
一
八
九
一
年
 に
 、
日
本
の
排
外
主
義
 

（
 
何
 ）
 

者
が
理
性
的
議
論
に
応
じ
ず
、
感
情
的
な
狂
信
性
を
持
っ
 て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
の
と
一
致
す
る
。
従
っ
て
 、
 シ
 フ
 ピ
ン
グ
リ
ス
ト
も
 

「
こ
の
 
萬
朝
 報
の
主
旨
は
我
々
に
理
解
で
き
、
同
意
で
き
 る
 」
と
述
べ
、
「
今
後
は
メ
タ
フ
ァ
ー
を
も
う
少
し
注
意
 
深
く
使
っ
て
欲
し
い
。
 

す
の
曲
 

臆
ぢ
罵
 
よ
り
 オ
 の
 
温
 （
 
0
 お
の
方
が
よ
い
」
と
功
 
@
 
二
口
 
し
て
い
る
。
 

サ
ン
は
四
月
二
八
日
付
 け
 
（
 
勾
 い
目
 
臼
 0
Z
 

の
三
戸
 

0
 由
円
 0
0
 捷
 0
 の
ん
 
・
）
で
、
木
村
 
鷹
 太
郎
が
新
神
道
を
発
足
さ
せ
、
 そ
 れ
を
井
上
哲
次
郎
、
 

元
良
勇
次
郎
ら
の
帝
国
大
学
教
授
が
支
持
し
て
い
る
こ
と
 を
、
 我
が
国
で
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
宗
教
に
対
処
し
 た
こ
と
と
皮
肉
っ
て
 い
 

る
萬
 朗
報
の
記
事
（
 四
旦
 三
一
日
付
げ
 
勾
い
 
「
 H
Q
H
O
 

目
の
 

Z
O
 

円
 拐
 ・
）
を
面
白
い
と
し
て
転
載
し
、
「
国
家
の
非
常
事
態
 
に
 対
処
す
る
た
め
の
 宗
 

教
を
提
供
す
る
木
村
 鷹
 太
郎
氏
の
よ
う
な
若
者
が
い
 ろ
と
 は
 素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
役
所
に
立
ち
寄
っ
て
 い
 る
 間
に
新
宗
教
の
信
条
 

を
 与
え
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
に
安
楽
な
こ
と
で
あ
る
」
と
 宗
教
を
便
宜
的
に
提
供
で
き
る
と
考
え
る
日
本
人
の
宗
 教
観
を
椰
 撤
 し
て
い
 

る
 。
超
越
者
と
そ
の
啓
示
を
特
質
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
 伝
統
に
立
っ
サ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
「
注
文
武
の
 宗
 教
 」
 ほ
 あ
ま
り
に
馬
鹿
 

げ
た
も
の
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
内
村
も
同
様
 で
あ
ろ
う
。
た
だ
内
村
に
は
、
か
っ
て
の
不
敬
事
件
の
 当
事
者
と
し
て
の
経
験
 

か
ら
、
宗
教
を
国
家
の
要
請
に
迎
合
さ
せ
る
こ
と
へ
の
 深
 刻
な
 危
惧
も
あ
っ
た
ろ
 う
 。
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マ
 

直
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

文
 

㍾
 し
 
、
英
字
新
聞
 

は
 
内
村
の
毒
舌
を
伴
う
道
徳
論
に
強
 

い
 
反
発
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
英
国
人
を
善
悪
二
元
論
 

か
ら
批
判
す
る
論
法
は
 

、
激
 

 
 

 
 

 
 

鑑
 

 
 
 
 

 
 

r 入居留地の英字新聞の 議論 

教 ス な 真 立 は 
を ト か 理 キ っ 風 太 
説 教 っ を り て 上 田 
数 に た 求 ス 我 見 は 
す 準 で め ト が て Ⅰ 
る 拠 あ て 教 む 
と し ろ い 国 す 
い て う な 民 び 
う 居 。 い と 

「 留 と 」 自 

皮 民 に 我 負       
」 批 り リ 国 
を 判 に ス の 

十 す 萬 ト 非   
分 る 朝 教 キ 
に 陽 報 徒 リ 

煮 合 を が ス 
誠 で 社 居 ト   
し あ 説 留 教 
て る で 英 文 
い 。 繰 固 化 
た 切 り 人 を   
わ 内 取 り て 
れ 村 リ ス い 
る は 上 ト た     

リ 激 批 の 
自 つ し 

ス し 判 英 
已 ま て 

ト い す 字 
理 り の 

教 本 る 新 
解 内 角 

国 快 の 聞 
に 付 合 
沿 は い 

氏と憶に が 嫌 し 
ぅ 西 が 

キ 悪 い て 
と 洋 強 
こ 支 い 

ろ 化 と 

が の 指   多 硯 滴 
か ， 点 し   

@ に 内 の 
キ 村 観 ス 

る - 

リ が を ト 

ス キ 否 教 
ト リ め の   



は 統 自 得 自 キ 界 報 い そ で な 編 い - 
昌 一   
のはっめり 理 なたに ス 大ト 回教 祝事のそう 点 の 狭ね 。 舌針こ 、 もの 

指
摘
は
、
す
で
に
見
て
き
た
英
字
新
聞
の
萬
 朗
 報
英
文
 欄
 へ
の
批
判
と
一
致
す
る
。
た
だ
偽
善
を
暴
く
と
い
う
 萬
 朗
報
社
の
 

こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
 こ
こ
で
見
て
 き
た
 よ
 う
 に
、
長
崎
の
英
字
新
聞
 は
、
内
 村
 に
劣
ら
 

誹
 訪
中
傷
で
応
酬
し
て
お
り
、
英
字
新
聞
の
反
論
に
も
 内
 村
の
批
判
を
受
け
入
れ
な
い
偏
狭
さ
が
あ
っ
た
 点
は
新
 た
に
指
摘
 

太
田
 は
 、
 萬
朗
 報
英
文
 欄
 時
代
の
内
村
は
「
精
神
面
で
の
 西
洋
化
」
の
唱
道
者
と
し
て
の
色
合
い
を
強
め
た
時
期
 で
あ
り
、
 

に
も
拘
ら
ず
、
英
字
新
聞
の
批
判
に
内
村
が
過
敏
な
反
発
 を
 示
し
た
の
ほ
、
外
国
人
の
批
判
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
 が
で
き
な
 

量
 な
性
格
や
無
意
識
の
う
ち
に
自
国
を
正
当
化
す
る
彼
の
 

 
 

聞
が
萬
朝
 

特
色
と
し
て
論
者
の
倫
理
的
感
性
の
未
熟
さ
を
再
三
指
摘
 し
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
。
し
か
し
内
村
 は
 キ
リ
ス
 ト
 教
を
世
 

か
ら
捉
え
て
お
り
、
西
洋
文
明
と
真
実
の
キ
リ
ス
ト
教
を
 一
旦
区
別
し
た
上
で
、
彼
の
理
想
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 か
ら
「
 非
 

的
 」
居
留
民
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
内
村
の
理
 想
 主
義
の
真
骨
頂
が
あ
っ
た
。
 

の
 指
摘
す
る
「
内
村
の
西
洋
化
と
土
着
的
価
値
観
の
関
係
 ほ
 つ
い
て
の
徹
底
し
た
考
察
の
欠
如
」
は
、
日
本
に
ほ
 日
本
に
独
 

ト
 教
の
役
割
が
あ
る
と
内
村
が
考
え
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
 ぅ
 。
す
な
 ね
 ち
、
我
が
国
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
 に
 貢
献
し
 

は
、
 我
が
国
の
精
神
的
美
徳
を
称
揚
せ
ざ
る
を
え
ず
、
 そ
 の
た
め
我
が
国
の
伝
統
を
無
批
判
的
か
っ
性
急
に
受
 け
 入
れ
る
 傾
 

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
内
村
の
我
が
国
の
伝
統
や
西
洋
に
 対
す
る
 ア
ソ
ビ
 ヴ
ァ
レ
 ソ
ツ
 な
評
価
は
 、
 彼
の
内
的
価
 値
 観
の
 不
 

く
 、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
（
ア
イ
 ヂ
ソ
 テ
ィ
テ
ィ
）
に
 起
因
し
ょ
う
。
す
な
 ね
 ち
、
 萬
 朗
報
英
文
 欄
 主
筆
時
代
 の
 内
村
に
 

想
に
 叶
う
日
本
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
を
目
指
そ
う
と
す
る
 萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
 萬
 前
報
と
の
論
争
を
通
じ
て
、
 後
 に
サ
ソ
 も
 

題 張 
の な 英 
極 ど 字 
度 を 新 
の 批 聞 
学 制 は 
純 す   

萬朝 ィ と 、 る 。 
腹 太 報 
数 日 英   
値 内 の 
体 村 立 
系 の 体 
の 萬 の 
蕪 瑚 仰 
官 報 々 

覚 英 し 

な 支 い 
共 欄 誇 

存時張 に代、 
よ の さョき Ⅱ 

る 特 き 

我 色 だ 
が と し 
固 し の 

とて 西 "  無 " 土 速 
洋 車 慮 

実に 対 さ、 に 
す 土 生 
る 分 損 
ア は の 
ン 庄 一 

ビ 意 貫 
ヴ を 性 
ァ 払 の 
レ わ な 

ン ッい なさ " 
な 窓 頭 
評 荒 言 

価 的 者 
を 坦 然 
指 想 と 

した 摘し 論、 -" 
て 門 主 
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破
 
ら
も
 萬
前
 報
の
理
想
論
と
同
じ
く
現
実
に
基
づ
い
 

ダ
 
」
そ
の
考
え
方
を
修
正
し
、
変
え
る
の
で
は
な
く
、
大
英
 

帝
国
と
い
う
文
明
の
優
者
が
 

醜
 
未
開
国
日
本
と
い
う
 
男
 者
に
真
の
文
明
を
教
え
、
 
指
 導
 す
る
と
い
う
「
文
化
的
帝
国
主
義
」
の
思
考
の
枠
組
 

み
、
西
洋
文
明
優
位
の
固
定
 

娃
 
観
念
を
離
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
文
化
的
帝
国
 

主
義
の
構
成
要
素
と
し
て
、
当
時
の
西
洋
文
明
の
物
質
 

帥
先
進
性
に
加
え
、
「
盲
目
 

㍼
の
異
教
徒
」
へ
の
宣
教
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
 

的
 帝
国
主
義
が
根
底
に
存
在
し
た
。
そ
れ
は
サ
ン
が
 

我
 が
 国
の
精
神
の
野
蛮
さ
を
 
非
 

 
 

い
な
い
と
い
う
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
 

窺
 え
る
。
内
村
の
批
判
の
焦
点
 

 
 

持
し
て
い
る
と
い
う
固
定
観
念
に
あ
っ
た
。
内
村
は
こ
 

の
 思
考
の
枠
組
み
を
拒
否
 

 
 

の
 優
者
の
側
に
立
ち
、
居
留
民
に
キ
リ
ス
ト
教
の
本
来
 

の
 意
義
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
 

 
 

 
 

宗
教
的
帝
国
主
義
」
に
真
っ
向
か
ら
挑
戦
し
た
。
こ
の
 

萬
 前
報
の
論
理
は
、
理
想
論
 

 
 

㍾
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
五
月
二
九
日
付
 
げ
の
記
事
の
よ
う
に
「
未
開
・
野
蛮
国
 

対
 西
欧
文
明
 国
 」
と
い
う
当
時
の
思
考
形
態
 

内
 

を
 打
破
し
、
英
国
の
文
化
的
侵
略
に
対
す
る
鋭
敏
な
批
判
 

と
も
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
初
は
議
論
に
よ
っ
て
 

互
 い
の
自
己
認
識
を
改
め
 169  (405) 

%
 
 射
た
批
判
に
繋
が
っ
た
側
面
も
無
視
で
き
な
い
。
 

つ
 ま
り
 萬
 朗
報
の
批
判
が
逆
に
居
留
英
国
人
の
我
が
国
へ
 

の
 非
難
を
照
ら
し
出
し
、
 
居
 

が
留
英
国
人
の
キ
リ
ス
ト
教
の
先
達
、
文
明
の
優
者
と
 

聞
 

し
て
の
優
越
感
の
鼻
持
ち
な
ら
な
い
姿
を
映
し
出
す
役
 

割
 を
果
た
し
た
。
つ
ま
り
 
彼
 

字
 

ノ
ッ
ピ
ソ
 グ
リ
ス
ト
も
 萬
 朗
報
の
記
事
を
「
日
本
人
の
頗
 望
や
特
質
を
反
映
し
た
」
興
味
深
い
も
の
だ
と
評
価
を
 変
え
て
い
る
。
そ
れ
 

 
 

は
 、
 萬
朗
 報
に
何
よ
り
も
内
村
の
日
本
人
と
し
て
の
主
体
 約
音
生
心
が
明
瞭
に
読
み
取
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

萬
 朗
報
英
文
欄
の
基
本
的
立
場
は
「
真
の
」
キ
リ
ス
ト
教
 徒
 と
し
て
の
正
義
の
立
場
に
立
っ
て
、
英
国
人
の
偽
善
 を
 暴
き
、
良
心
を
呼
 

び
 起
こ
そ
り
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
指
導
者
的
立
 場
は
、
 我
が
国
の
文
明
、
精
神
の
後
進
性
を
指
導
し
て
 き
た
と
自
負
し
て
い
る
 

長
崎
の
英
字
新
聞
論
者
の
自
己
理
解
と
真
正
面
か
ら
衝
突
 す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
内
村
の
理
想
論
は
現
実
を
踏
ま
 え
な
い
空
論
に
陥
る
危
 

論
険
 も
字
ん
で
い
た
が
、
他
方
あ
く
ま
で
理
想
主
義
に
 基
づ
く
高
踏
的
立
場
に
固
執
し
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
 逆
に
居
留
英
国
人
へ
の
的
を
 



注
 

（
ー
）
小
原
 信
 
「
評
伝
内
村
鑑
三
ヒ
第
六
章
英
文
評
論
陣
 

代
 、
中
分
叢
書
、
一
九
七
六
年
、
二
五
 0
 ｜
 八
四
頁
。
 

太
田
雄
三
「
内
村
鑑
三
ー
そ
の
世
界
主
義
と
日
本
主
義
を
め
ぐ
 っ
て
 日
 第
六
章
英
文
ジ
ャ
 l
 ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
内
村
鑑
三
 
（
そ
の
一
）
 
｜
 

日
蘭
 
朝
報
 ヒ
時
代
、
研
究
社
、
一
九
七
七
年
、
二
 0
 
一
｜
 二
六
頁
  
 

石
原
 兵
永
 
「
英
文
雑
誌
に
よ
る
内
村
鑑
三
の
思
想
と
信
仰
ヒ
新
 
%
 書
房
、
一
九
八
三
年
、
解
説
部
分
。
 

亀
井
俊
介
「
内
村
鑑
三
英
文
論
説
翻
訳
綿
上
ヒ
岩
波
書
店
、
一
 九
八
四
年
、
三
二
三
ー
三
九
頁
。
 

「
英
文
記
者
内
村
鑑
三
（
上
）
」
（
「
英
語
青
年
ヒ
一
九
八
 

0
 年
九
 月
 、
研
究
社
）
、
二
九
一
 
｜
 九
四
頁
。
 

「
英
文
記
者
内
村
鑑
三
（
下
）
」
（
「
英
語
青
年
日
一
九
八
 

0
 与
一
 0
 月
 、
研
究
社
）
、
三
三
三
ー
三
五
頁
。
 

川
西
道
「
日
高
 
朗
 報
ヒ
時
代
の
内
村
の
英
文
」
（
「
内
村
鑑
三
全
集
 月
報
 九
 」
第
四
巻
、
一
九
八
一
年
）
 
、
一
｜
 三
頁
。
 

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
内
村
の
英
文
評
論
を
中
心
に
扱
っ
て
 い
 る
 。
 

（
 
2
 ）
小
川
圭
 治
 
「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
を
め
ぐ
っ
て
 
｜
 内
村
鑑
三
の
場
合
」
（
「
季
刊
日
本
思
想
史
 
ヒ
 第
二
十
二
号
、
 へ
 り
 か
ん
 社
 、
一
九
八
四
 

年
 ）
、
八
六
 
｜
 八
九
頁
。
 

（
 
3
 ）
太
田
雄
三
、
前
掲
 
書
 、
二
一
 0
 ｜
一
 三
頁
。
 

（
 
4
 ）
小
原
 信
 
「
内
村
鑑
三
の
社
会
評
論
」
（
「
論
集
第
二
一
 
与
田
、
青
山
学
院
大
学
一
般
教
育
部
会
論
集
、
一
九
八
 
0
 年
 ）
 、
一
 頁
 。
 

（
 
5
 ）
亀
井
俊
介
「
英
文
記
者
内
村
鑑
三
（
上
）
」
（
「
英
語
 
青
 年
号
一
九
八
 0
 年
 ）
、
二
九
四
頁
で
は
、
こ
の
一
例
と
し
て
南
朝
 報
 英
文
摘
、
一
八
九
 

七
年
三
月
一
六
日
の
記
事
を
挙
げ
て
い
る
。
 

（
 
6
 ）
内
村
鑑
三
「
退
社
の
辞
」
 
%
 高
朗
報
 日
 一
八
九
八
年
五
 月
 二
二
日
付
け
）
、
道
家
弘
一
郎
、
亀
井
俊
介
編
「
内
村
鑑
三
合
 集
 五
口
岩
波
書
店
、
 

一
九
八
一
年
、
四
二
一
 ｜
 二
三
頁
よ
り
引
用
。
 

が
 国
の
未
開
さ
を
批
判
す
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 正
当
性
を
と
も
に
再
確
認
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

い
 賛
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
の
批
判
 に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
英
字
新
聞
と
内
村
は
同
じ
優
越
 者
の
立
場
に
立
ち
、
 
我
 
㈹
 

肉 る 
の の 

店 で 
酬 @  @ ヱ 
い こ たよ 

陥 く   
  
た 双 
の 方 
で が 

あ 自 

る 己 
  の 

こ 先 
0 人 
こ 観 と 
は 固 

、 定 

高 繍 
朝 倉 
報 か 

  
が 高 

回 路 
を 的 
批 に 

評 相 
す 手 
る を 
と 諭 
き 難 
に す 
@ る と 
概 い 
し ぅ 

て -- 

サ 方 
、 ノ 的 
  で、 

シ 不 
ッ 毛 

な議 ピソ 

グ 論 
リ や 
ス 辛 
ト 辣 
が な 
強 度 

170 



内村鑑三の萬朗報英文 欄 と長崎外人居留地の 英字新聞の議論 

    
） l Ⅰ 00 （ ） Ⅰ） （ ） Ⅰ l つ 1 ） つ （ Ⅰ l 二リ （ ） 1 5 （ ） Ⅰ l 卜せ （Ⅰ Ⅰ ） l し l Ⅰ （ ） り乙 （ l Ⅰ Ⅰ） l （ ） l Ⅰ ハ u （ ハ 0     

  名 う １ h, コ め そ グ ら 七月 ま 

年コ --.- 

  
  

発た な 
  

  太八 日 新 

原 
信 

    
  口許 

Ⅰ : エ Ⅰ     内 
村 

あ 八 一 "- ボ 鑑一   月 / し @       る 。 時に 一 一 ト     
ネし           
拝が 

  / レ   
に 九 七 

も   頁 
ナ、 @   
れ 五 オ @   

171@ (407) 



（
㎎
）
拙
稿
「
浦
上
信
徒
総
流
罪
に
対
す
る
長
崎
外
人
居
留
地
 の
 反
応
」
、
四
六
 ｜
 四
八
頁
。
 円
オ
 0
 才
 p
m
p
 

の
の
 

巴
 
り
も
「
の
お
・
）
 

E
-
 
）
 

  

（
 刻
 ）
 
円
 す
の
力
 乙
 -
 
コ
 の
の
ヰ
口
 じ
コ
ヰ
之
 
じ
の
の
の
の
 

オ
 -
 Ⅱ
 お
 Ⅰ
Ⅰ
の
の
の
・
ヒ
口
口
 

の
 ，
 N
 の
。
田
ま
・
に
は
、
英
国
教
会
主
教
四
弁
 め
 「
の
（
の
手
の
宣
教
師
 
の
 全
国
巡
回
を
可
能
 

1
 

と
す
る
た
め
に
、
治
外
法
権
撤
廃
を
す
べ
き
だ
と
の
主
張
に
 、
一
 宣
教
師
が
妨
げ
ら
れ
ず
に
全
国
に
宣
教
で
き
る
の
と
引
き
換
え
 に
、
 
我
々
居
留
㈱
 

 
 

 
 

地
の
住
民
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
不
利
益
や
危
険
を
引
き
受
け
た
 け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
憤
激
し
て
い
る
。
 

（
 れ
 ）
亀
井
俊
介
編
「
内
村
鑑
三
集
四
口
、
本
稿
で
引
用
し
た
 萬
 朗
報
英
文
欄
の
筆
者
は
、
全
て
内
村
鑑
三
の
も
の
と
し
て
扱
っ
 て
い
る
。
 

（
 ル
 ）
横
浜
居
留
地
の
英
国
人
力
 
リ
ュ
 夫
人
の
夫
殺
し
の
事
件
 は
、
 円
す
の
力
 
宙
 ぎ
の
の
口
口
 の
ロ
ヰ
 
之
の
博
の
の
 
オ
 @
 田
ポ
 
Ⅰ
（
の
の
の
・
 

ヒ
の
コ
 
E
p
 
（
 せ
 ，
 N
o
 

。
お
。
）
の
 

っ
い
 の
 社
 

説
 で
取
り
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ⅱ
の
す
 
巨
キ
ヂ
ミ
 ・
に
は
 萬
朝
 報
 の
こ
の
事
件
に
対
す
る
論
評
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
 

呂
じ
 （
 呂
 9
 
）
 0
 。
に
 

は
、
 円
す
の
 ヒ
 も
 し
コ
し
巴
 -
 
せ
 由
の
「
 
u
-
 
ヰ
 の
こ
の
事
件
の
解
説
書
を
 田
 の
ぎ
の
の
 
/
 コ
 0
 知
り
の
で
 六
 0
 銭
で
売
り
出
す
と
の
広
告
が
掲
載
 さ
れ
て
い
る
。
 

円
 す
の
）
の
で
の
 

コ
 %
@
 

の
の
 

オ
 -
 
ヰ
ヲ
 （
 
巴
デ
 Ⅱ
の
す
「
 

E
p
 

「
）
・
の
。
）
の
。
）
の
㏄
 

づ
 ・
 に
 は
 
月
立
由
の
レ
オ
 由
毛
 の
 下
紹
 ・
の
見
出
し
で
そ
れ
ぞ
れ
長
文
の
記
 事
 が
あ
る
。
 

（
㌍
）
 円
オ
 
の
力
 げ
目
の
仁
コ
じ
 コ
ロ
 之
用
 の
の
 
し
 ニ
 
%
 ポ
ロ
（
の
の
の
。
レ
ロ
 

ユ
 -
p
o
 
。
）
㏄
 
0
 の
 。
 下
 Ⅰ
Ⅰ
由
の
門
口
円
刃
 
下
 Ⅱ
Ⅱ
 

H
O
H
 

之
 
）
下
り
下
 
之
 い
の
 由
毛
 0
 呂
由
之
 ・
及
び
 

レ
づ
ユ
 
-
 又
の
。
）
㏄
 

0
 の
。
月
立
円
 0
 由
 （
乞
い
Ⅱ
（
 
0
 之
 
月
立
 由
毛
 下
オ
。
 
巾
下
 円
 コ
レ
の
 由
 H
 
之
 ・
の
記
事
。
 

（
 舛
 ）
 
C
M
S
 
宣
教
師
 田
ヨ
の
 @
 
ロ
 の
の
 
C
M
S
 
本
部
宛
て
書
簡
 、
 呂
串
 ，
品
お
。
 目
コ
 E
u
-
 
Ⅰ
の
ま
の
（
で
は
、
「
悲
し
く
、
失
望
 す
る
こ
と
だ
が
、
 

我
 

が
 国
の
キ
リ
ス
卜
者
の
多
く
が
不
道
徳
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
 」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 篆
 ）
 
円
オ
 
0
 才
じ
の
 
し
 の
 し
オ
 
@
 の
オ
ぢ
 
Ⅰ
 ぎ
的
 Ⅰ
 宙
 （
。
 
ヒ
じ
コ
 
E
p
 
「
 
せ
 ）
）
。
 
p
 
㏄
 葵
 。
 ，
レ
の
 0
 月
コ
 由
オ
 の
の
田
い
目
の
。
に
は
、
 
萬
 朗
報
英
文
繍
 が
 大
晦
日
に
居
留
外
国
 

八
が
踊
り
騒
ぐ
風
習
を
忌
む
べ
 き
 も
の
と
批
判
し
た
記
事
に
対
 し
て
、
弁
明
す
る
。
 

き
ミ
 ・
。
Ⅱ
の
す
「
 

ヰ
の
ミ
デ
ト
 ㏄
 葵
 。
。
 オ
 0
 Ⅰ
Ⅰ
（
の
 
屈
 （
之
の
Ⅰ
（
の
円
の
 

"
0
 巾
 月
コ
田
の
ヱ
 

%
H
 

の
 円
 Ⅰ
 
下
之
 の
と
い
う
社
説
で
は
、
 
萬
 朗
報
英
文
 欄
の
 

「
讃
美
 

歌
は
楽
し
い
性
格
を
持
ち
、
旋
律
が
陽
気
で
あ
る
の
で
、
国
民
 
が
 喪
に
服
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
音
を
小
さ
く
し
て
欲
し
 い
 」
に
対
し
、
 

「
讃
美
歌
は
信
仰
の
表
明
で
あ
り
、
英
国
の
 

ビ
シ
，
ッ
プ
 
が
讃
美
 歌
の
声
を
落
と
せ
と
命
じ
た
な
ら
、
騒
動
に
な
ろ
 う
 …
…
…
 信
 教
の
自
由
と
は
 

自
分
の
好
む
場
所
で
好
む
も
の
を
礼
拝
で
き
る
自
由
で
あ
る
」
 と
 反
論
し
、
文
化
・
習
慣
の
違
い
を
認
識
し
て
欲
し
い
と
述
べ
て
 い
る
。
 

両
 記
事
と
も
内
村
の
萬
朗
報
英
文
繍
主
筆
就
任
以
前
の
も
の
で
 あ
る
。
 

（
 お
 ）
詳
し
く
は
拙
稿
「
外
字
新
聞
に
見
る
明
治
中
期
の
排
外
 感
情
と
条
約
改
正
」
 

宙
 論
叢
第
四
一
Ⅰ
で
 b
 
長
崎
外
国
語
短
期
大
 学
 、
一
九
九
三
年
）
 
、
 

一
二
ー
 二
 0
 頁
 。
 

円
 す
の
力
 @
 
ゑ
 コ
的
の
仁
 
わ
し
コ
ヰ
 之
の
的
の
㏄
の
 

オ
 @
 田
ポ
 
Ⅰ
Ⅰ
の
の
の
・
 

レ
で
 Ⅰ
 臣
 Ⅰ
 9
.
 

）
㏄
 

つ
 ㏄
（
 下
 Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
の
門
口
円
刃
 
下
 Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
の
Ⅰ
 

之
 ヒ
ト
 
り
下
之
由
 
の
 由
毛
 0
 呂
 由
之
 ・
）
 

ま
泣
 ：
 ト
ロ
 の
 E
 紐
 
Ⅱ
の
。
 

田
っ
 ㏄
（
（
Ⅰ
Ⅰ
・
の
 

0
 之
 り
ヒ
の
 
円
 （
 
之
 
月
コ
 田
 Ⅱ
 0
 オ
日
 H
 
の
之
の
由
円
円
Ⅰ
 
由
呂
由
之
円
 
・
）
 他
 。
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（
 抑
 ）
 
円
 二
の
 Z
 い
 む
 い
 の
 
ぃ
蚕
し
 Ⅹ
 つ
 お
の
の
，
 
下
 ㌧
Ⅰ
二
）
 
0
 。
）
㏄
Ⅱ
 

0
.
 

こ
の
 

社
説
で
は
「
西
欧
諸
国
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
た
 文
明
に
誇
り
を
持
っ
て
 

い
る
」
と
い
い
、
我
が
国
の
精
神
的
、
物
質
的
立
ち
遅
れ
は
 キ
 リ
ス
ト
教
の
欠
如
に
あ
る
と
見
て
い
る
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
浦
上
 信
徒
総
流
罪
に
 

対
す
る
長
崎
外
人
居
留
地
の
反
応
」
 

四
 0
 ｜
 四
一
頁
参
照
。
 

（
 為
 ）
 
円
 す
の
 勾
ぢ
ぎ
 ㎎
の
 仁
コ
ぃ
 
コ
ト
三
 %
 い
 の
り
 
ニ
 
Ⅱ
Ⅹ
 
ワ
 「
の
お
・
 
り
 e
n
 
の
 
ヨ
ヴ
 の
「
）
 
め
 。
）
㏄
 
目
 。
の
（
 
せ
 （
Ⅰ
Ⅰ
下
ミ
 卜
之
し
 日
立
Ⅱ
 才
 Ⅱ
 ミ
 円
刃
 Ⅱ
 ト
ド
ぺ
 

（
 鴉
 ）
の
日
の
宣
教
師
、
円
目
ピ
コ
 宙
 「
目
の
巾
の
 コ
コ
 宛
て
 書
 簡
 
（
お
っ
 
ひ
 ・
 N
.
 
お
 ）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 

コ
ロ
す
 

。
 せ
 （
 
目
ぃ
 
七
ぃ
 
コ
 。
㏄
 
e
 の
 o
 せ
 。
Ⅱ
 
コ
日
 。
 コ
こ
 -
 
コ
の
三
 
（
 0
 コ
い
目
 
-
 ㌔
 
0
 Ⅰ
①
 
ミ
呵
コ
 

0
 Ⅰ
㏄
 り
 0
 ヨ
 -
 
コ
的
仁
コ
宙
 
。
Ⅰ
 円
す
 
e
-
 仁
 Ⅰ
 
p
 
の
宙
 
p
 
り
コ
 
0
 コ
 
。
日
田
 
す
 。
 屯
 
。
 毛
コ
 n
o
 
仁
コ
 0
.
 
づ
 。
 

円
す
万
円
す
。
Ⅰ
Ⅰ
 

0
 Ⅰ
 
0
-
 
㎎
コ
 ア
目
コ
 
サ
田
。
Ⅱ
㏄
す
い
せ
。
 

コ
 0
 片
す
。
 
0
 コ
 い
す
 
-
0
 円
 
。
 四
一
セ
。
 
円
す
 
e
 ギ
り
 0
 コ
 ㏄
 
0
 コ
ド
 す
臣
 
す
 0
 Ⅱ
 円
 
0
.
 宙
 0
 仁
ヴ
 
ヱ
コ
㎎
。
 
コ
 ㏄
 コ
 0
 コ
 の
す
Ⅰ
 
拐
ゴ
 ㏄
 コ
り
 0
 口
目
 
円
 
Ⅰ
 
せ
 

毛
 0
 年
日
 い
 日
日
 -
 
コ
 -
 
り
づ
 
。
Ⅰ
 円
す
 
0
-
 い
 も
 
-
 
仁
 ㏄
 ニ
せ
 
・
 -
 
コ
い
 い
㏄
。
の
 

毛
季
 。
 コ
 ㌔
 
0
 Ⅰ
 
0
 一
 
㎎
 コ
 0
 Ⅰ
㏄
も
 0
 Ⅱ
 0
 り
 0
 コ
り
 
0
 Ⅰ
 
コ
 0
%
 

（
㏄
）
亀
井
俊
介
編
「
内
村
鑑
三
全
集
 四
ヒ
 所
収
「
南
朝
朝
夷
 十
人
 
欄
 」
 、
ミ
呂
 レ
ビ
 と
 ぺ
ロ
の
 レ
 三
ロ
 0
,
 Ⅱ
の
 
す
 「
 仁
ぃ
ミ
 
・
）
～
。
）
㏄
 

り
 Ⅱ
 

（
 紐
 ）
 
円
汀
 
）
 い
 っ
 ぃ
 コ
ミ
の
の
 オ
モ
ヨ
 生
は
一
八
九
七
年
六
月
五
 
日
付
 け
 
（
 
円
 エ
 %
 
口
才
 0 Ⅰ
（
の
 
由
 0
 Ⅱ
）
 キ
 Ⅱ
 下
ニ
 Ⅱ
の
Ⅰ
 目
 
0
 口
勾
才
卜
勾
 
（
の
日
の
）
で
、
「
日
本
 

の
 ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
英
語
の
大
部
分
は
苛
立
た
し
い
」
と
 述
 べ
た
こ
と
に
対
す
る
弁
明
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
「
 東
 京
の
日
刊
紙
に
 

表
れ
た
日
本
人
の
英
語
が
そ
の
知
識
不
足
や
文
法
上
の
誤
り
の
 た
め
に
、
真
意
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
て
 、
 高
潮
報
の
英
語
 

は
こ
れ
ら
の
心
配
は
全
く
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
 

（
㌍
）
小
原
 
宿
 
「
内
村
鑑
三
の
文
明
評
論
」
（
「
紀
要
第
一
二
一
 
白
 
万
口
、
青
山
学
院
大
学
文
学
部
、
一
九
八
 
0
 年
 ）
、
一
二
一
七
頁
。
 

（
㏄
）
内
村
鑑
三
「
聖
書
 之
 研
究
 ヒ
 所
収
「
本
誌
の
為
さ
ざ
る
 @
 
し
と
 」
、
小
原
、
前
掲
論
文
、
同
 
頁
 よ
り
引
用
。
 

（
 解
 ）
ユ
ー
モ
ア
に
関
し
で
の
議
論
で
、
四
月
一
四
日
の
萬
 朝
 報
 英
文
 欄
 
（
日
立
由
木
 
0
 巾
 Ⅱ
の
古
刃
 0 才
 （
の
Ⅰ
四
）
は
次
の
よ
う
に
 述
べ
て
い
る
。
「
 
ュ
｜
 

モ
 ア
 の
本
質
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
対
す
る
温
か
く
優
し
い
共
感
 に
あ
り
、
物
事
の
善
を
見
ず
邪
悪
さ
の
み
を
見
る
人
に
は
 ユ
 ー
 モ
 ア
 は
な
 

木
り
 汀
の
 ア
 「
 
o
 已
 n
-
 
の
が
絶
え
ず
不
満
を
述
べ
て
い
る
排
外
感
 青
は
 彼
自
身
の
性
格
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
批
判
の
根
底
 に
は
ョ
 愛
す
る
 

心
 」
が
な
け
れ
ば
温
か
な
交
わ
り
は
望
め
な
い
」
。
 

（
㏄
）
 円
汗
空
 の
ぎ
叫
の
 
/
 コ
ぃ
 3
%
Z
p
m
 拐
ぃ
 ニ
由
Ⅹ
屈
の
お
，
古
年
 5
 。
）
㏄
 
の
 の
。
の
 
0
 巾
 Ⅰ
（
 
才
し
 ③
三
の
（
 
才
ド
目
 Ⅱ
の
 由
 円
円
Ⅰ
Ⅱ
目
口
才
 
円
 
の
 記
事
 他
 。
詳
細
 

 
 

は
 、
拙
稿
「
外
字
新
聞
に
見
る
明
治
中
期
の
排
外
感
情
と
条
約
 改
正
」
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
㏄
）
 き
ミ
 ・
・
 
妻
ぜ
 
ー
 
0
 。
あ
器
。
の
下
臣
 目
旨
 0
 勾
や
二
円
 パ
他
 の
 記
事
。
 

 
  

 

（
 抑
 ）
Ⅱ
東
洋
・
 O
c
 
（
 
o
 す
 e
 「
 ぃ
ナ
 榛
の
目
。
 
ド
 二
ロ
 オ
 三
の
Ⅰ
 
0
 ム
ト
中
中
 
名
 Ⅱ
の
 
由
 円
刃
ロ
中
巳
 
ぺ
 ・
の
記
事
。
 

 
 

（
㏄
）
 円
 す
の
 之
 a
e
a
s
a
 

オ
 目
口
メ
ロ
 

r
e
 

窩
 ・
 し
 e
c
e
 

ョ
汀
 「
 い
か
 ）
㏄
Ⅱ
㏄
 
社
説
。
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書
評
と
紹
介
 

後
藤
光
一
郎
著
 

円
山
示
教
と
風
土
古
代
オ
リ
ニ
 ソ
ト
 の
場
ム
ロ
 
目
 

リ
ト
ン
一
九
九
三
年
八
月
一
 
0
 日
刊
 

A
 正
判
 

五
 0
 九
頁
六
四
 0
0
 円
 

定
形
 
日
 

佐
雄
 

本
書
の
著
者
、
後
藤
光
一
郎
氏
は
、
東
京
大
学
の
宗
教
学
・
 宗
 散
史
学
 

科
の
教
授
を
退
官
し
て
問
も
な
い
、
一
九
九
一
年
五
月
二
日
に
 亡
く
な
ら
 

れ
た
。
氏
の
人
柄
は
じ
め
、
研
究
の
誠
実
な
態
度
を
知
る
者
に
 と
っ
て
 、
 

そ
れ
は
な
ん
と
も
悲
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
げ
に
、
 氏
 が
私
た
 

ち
に
遺
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
、
評
者
も
そ
の
こ
と
を
し
 き
り
に
 思
 

い
 め
ぐ
ら
し
て
ま
た
ひ
と
り
で
あ
る
。
そ
の
 ょ
う
 な
折
り
、
 氏
 が
三
 0
 代
 

半
ば
か
ら
お
 ょ
 そ
 二
 0
 年
の
間
に
発
表
し
た
業
績
が
一
冊
に
 
ま
と
め
ら
 

ね
 、
本
書
の
公
刊
と
な
っ
た
。
大
き
な
悲
し
み
の
な
か
の
小
さ
 な
 喜
び
で
 

あ
る
。
 

本
書
の
書
名
お
よ
び
そ
の
構
成
に
は
、
市
川
裕
、
月
水
昭
男
、
 松
村
一
 

男
 、
渡
辺
和
子
の
、
編
者
四
人
の
方
々
の
創
意
工
夫
が
随
所
に
 感
ぜ
ら
れ
 

る
 。
著
者
の
論
文
そ
の
他
 二
 二
本
が
三
編
に
分
け
ら
れ
る
。
 

第
 一
編
「
 宗
 

敦
史
学
論
」
（
書
評
一
本
を
含
む
全
五
本
）
、
第
二
編
「
古
代
 

オ
 リ
エ
ン
ト
 

の
神
話
と
宗
教
」
（
ア
ッ
カ
ド
 
語
 テ
キ
ス
ト
天
地
創
造
物
語
の
邦
 訳
 
一
木
 

を
 含
む
全
六
本
）
な
ら
び
に
第
三
編
「
聖
書
考
古
学
と
古
代
パ
 レ
ス
チ
ナ
 

の
 宗
教
」
（
研
究
書
紹
介
文
一
本
を
含
む
全
一
一
本
）
が
そ
れ
で
 あ
る
。
 

加
え
て
末
尾
に
、
葬
儀
の
際
の
式
辞
、
友
人
と
門
下
生
の
弔
辞
 、
葬
儀
に
 

参
列
か
な
わ
な
か
っ
た
親
友
の
、
追
悼
の
和
歌
が
付
さ
れ
る
。
・
 
」
の
部
分
 

を
 読
む
だ
け
で
も
、
棺
を
蓋
い
て
事
定
ま
る
の
感
を
深
く
す
る
。
 

最
後
に
 、
 

全
故
人
の
年
譜
お
よ
び
論
文
等
 二
 二
本
の
初
出
一
覧
が
記
さ
れ
 る
 。
 

後
藤
氏
が
生
前
 折
 に
ふ
れ
、
な
か
ば
ひ
と
り
言
の
よ
う
に
評
者
 に
ま
胎
っ
 

内
 

た
、
 短
い
こ
と
ば
を
想
起
す
る
。
研
究
者
の
所
感
を
述
べ
た
 ね
 げ
だ
が
、
 

そ
の
物
言
い
ほ
印
象
的
な
が
ら
、
暗
示
的
に
す
ぎ
、
釈
然
と
し
 な
い
こ
と
 

も
 多
々
あ
っ
た
。
も
っ
と
正
確
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
評
者
が
 氏
 の
 迫
力
に
 

気
圧
さ
れ
、
そ
の
こ
と
ば
を
鵜
呑
み
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
 の
だ
と
 思
 

ぅ
 。
し
か
し
、
こ
の
た
び
本
書
を
通
読
し
、
今
に
し
て
い
く
ら
 か
 納
得
で
 

ぎ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
そ
こ
で
、
編
者
の
配
 列
の
妙
を
 

評
価
し
な
が
ら
も
、
後
藤
氏
か
ら
り
か
が
っ
た
私
的
な
会
話
と
 、
 氏
の
お
 

仕
事
と
の
関
連
を
時
間
的
順
序
に
従
っ
て
述
べ
て
み
た
い
と
 思
 @
 。
 

後
藤
氏
が
一
九
六
四
年
一
一
月
に
宗
教
学
・
宗
教
史
学
科
の
助
 手
 と
な
 

ら
れ
て
か
ら
、
院
生
の
評
者
ひ
と
り
を
相
手
に
週
一
回
、
旧
約
 学
の
文
献
 

を
 読
む
会
を
も
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
ん
な
折
り
に
、
氏
は
「
 聖
書
 学
研
 

先
前
」
（
小
塩
 力
 所
長
）
の
研
究
会
で
、
学
問
的
に
厳
し
い
や
り
 と
り
が
 

な
さ
れ
る
こ
と
を
楽
し
そ
う
に
話
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
 か
ら
数
年
 

   
 

後
、
評
者
が
聖
書
 学
 研
究
所
の
動
向
を
訊
ね
た
際
、
氏
 は
 
「
 神
 学
的
研
究
 

が
 主
観
的
に
す
ぎ
て
、
つ
い
て
い
け
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
 と
を
洩
ら
㈹
 

し
て
お
ら
れ
た
。
こ
の
た
び
、
氏
が
同
研
究
所
の
紀
要
と
も
い
 
 
 

 
 

ョ
 聖
書
 学
 論
集
目
（
 3
 、
 5
 、
 7
 、
 9
 ）
に
寄
稿
し
た
国
論
文
「
 聖
書
考
古
 



学
の
鉄
器
時
代
」
（
一
九
六
五
年
）
 
、
 「
い
わ
ゆ
る
「
聖
書
考
古
 
堂
 ・
」
に
つ
 

い
て
」
（
一
九
六
七
年
）
 、
 「
 ヱ
ゼ
 キ
ェ
ル
爪
 
u
 と
タ
ソ
 
ム
ズ
・
 
イ
 シ
ュ
タ
 

ル
型
信
仰
」
（
一
九
七
 0
 年
 ）
、
「
知
恵
に
つ
い
て
の
 
一
 
試
論
」
（
 一
九
七
二
 

年
 ）
を
読
ん
で
、
先
の
こ
と
は
を
想
起
し
た
。
要
す
る
に
、
 氏
 の
関
 、
心
は
 

「
聖
書
を
オ
リ
コ
ン
ト
及
び
中
東
地
中
海
地
域
文
化
史
に
正
し
く
 
位
置
づ
 

げ
る
こ
と
」
（
二
五
四
頁
）
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
聖
書
 
学
が
 里
童
 日
の
周
辺
 

世
界
の
歴
史
を
も
洗
い
出
し
て
、
聖
書
を
一
層
深
く
理
解
す
る
 た
め
の
 研
 

究
 だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
氏
の
研
究
と
方
向
が
逆
で
あ
る
。
 

そ
 れ
ぞ
れ
の
 

視
座
に
立
つ
研
究
が
あ
り
、
相
互
に
刺
激
し
ム
ロ
う
こ
と
は
有
益
 と
思
う
 

が
、
 少
な
く
と
も
、
氏
が
「
つ
い
て
い
け
な
い
」
と
洩
ら
し
た
 の
は
、
 こ
 

0
 基
本
姿
勢
の
蛆
 樺
に
 由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
の
こ
と
に
関
連
し
 
、
 氏
が
 
円
 
創
世
記
 b
 
と
コ
 ヌ
マ
 
・
 エ
り
 
ッ
シ
 

ュ
 し
を
比
較
し
、
そ
の
結
び
に
述
べ
る
こ
と
は
も
傾
聴
に
値
す
る
 。
す
な
 

 
 ね

 ち
、
「
聖
書
の
創
造
物
語
は
こ
と
は
の
上
に
現
れ
た
「
無
か
ら
 
の
 創
造
」
 

 
 

よ
り
も
（
傍
点
評
者
）
 
、
 （
中
略
）
コ
ス
モ
ス
の
再
建
が
よ
り
 

深
 ぃ
動
穐
で
 

あ
り
、
 捕
囚
 以
来
の
編
纂
者
た
ち
の
住
居
の
地
バ
ビ
ロ
ニ
ア
で
 行
わ
れ
て
 

い
た
新
年
祭
と
そ
の
祭
儀
 文
 
「
 ヱ
ヌ
マ
 
・
 エ
り
ッ
 シ
ュ
」
に
 対
 す
る
対
決
 

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
 
三
 0
 六
頁
）
。
こ
と
に
傍
点
の
部
分
 
に
は
、
 従
 

来
の
神
学
的
論
議
に
対
す
る
氏
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
 思
わ
れ
る
 

の
だ
が
。
加
え
て
、
小
口
健
一
教
授
古
稀
記
念
論
集
「
宗
教
と
 社
会
 b
 所
 

収
の
 
「
 
イ
ヱ
ヘ
ズ
 
ケ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
 論
 」
（
 一
 

九
八
一
年
）
で
、
氏
は
欧
米
の
旧
約
聖
書
学
者
と
全
く
異
な
っ
 た
 、
カ
ウ
 

フ
マ
ン
の
宗
教
史
観
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
ま
た
、
従
来
の
聖
書
 学
 に
対
す
 

る
 批
判
と
受
け
取
れ
な
く
は
な
い
。
 

事
の
是
非
は
別
と
し
て
、
と
も
か
く
後
藤
氏
は
聖
書
 学
 研
究
所
 
 
 

か
ら
次
第
に
遠
の
い
た
恰
好
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
評
者
が
 一
九
七
五
 

1
 

与
同
研
究
所
の
所
員
と
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
会
ム
ロ
に
同
席
し
た
 

こ
と
は
な
②
 

 
 
 
 

、
つ
こ
。
 

力
ナ
 

後
藤
氏
が
心
血
を
注
い
だ
仕
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
誰
し
も
「
 -
 
ア
レ
 
ノ
  
 

ゼ
ロ
ー
ル
遺
跡
発
掘
」
を
挙
げ
る
だ
ろ
う
。
同
発
掘
は
一
九
六
 四
年
か
ら
 

毎
真
 三
年
間
、
第
三
次
中
東
戦
争
の
た
め
一
時
中
断
の
後
、
一
 九
七
三
年
 

か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
の
 毎
夏
 、
都
ム
三
八
回
行
わ
れ
た
。
氏
は
現
 場
 で
も
、
 

そ
の
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
で
も
、
実
質
的
な
責
任
者
で
あ
っ
 た
 。
「
 テ
 

ル
 ・
ゼ
ロ
ー
ル
 A
l
 
地
区
の
土
器
に
よ
る
年
代
決
定
の
方
法
論
 的
 反
省
」
 

二
九
七
 0
 年
 、
ロ
オ
リ
エ
ン
ト
 L
 誌
 一
二
号
所
収
）
お
よ
び
「
 
-
 
ア
ル
・
 ゼ
 

臣
｜
ル
 出
土
の
土
器
陰
刻
 文
 」
二
九
七
二
年
、
ロ
オ
リ
エ
ン
ト
 目
 註
堅
四
 

号
 所
収
）
は
、
前
三
回
の
発
掘
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
と
 壬
 刊
 論
文
で
 

は
 、
テ
ル
・
ゼ
ロ
ー
ル
（
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
基
礎
石
列
と
床
面
 0
 丁
）
 か
 

ら
 出
土
し
た
二
重
縁
 鉢
型
 土
器
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
と
パ
レ
ス
 チ
ナ
 の
 他
 

の
 遺
跡
か
ら
出
土
し
た
類
似
の
土
器
 二
 0
 個
 と
を
比
較
し
 、
そ
 の
 類
似
 度
 

を
 数
値
化
し
、
当
該
土
器
の
属
す
る
層
位
の
絶
対
年
代
を
推
定
 す
る
方
法
 

を
 模
索
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
作
業
に
は
、
将
来
、
出
土
資
料
 の
 比
較
に
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
の
利
用
が
可
能
か
否
か
の
検
討
も
 含
ま
れ
 

る
 。
氏
か
ら
も
直
接
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
断
片
的
な
が
ら
 う
か
が
っ
 

た
こ
と
も
あ
る
が
、
非
才
の
評
者
に
は
今
な
お
気
の
遠
く
な
る
 よ
う
な
話
 

で
あ
る
。
 

俊
三
回
の
発
掘
成
果
の
一
部
と
し
て
、
氏
は
論
文
三
篇
「
テ
ル
 
ゼ
臣
 

｜
ル
 出
土
の
一
印
章
」
（
一
九
七
五
年
、
円
三
笠
宮
殿
下
還
暦
 

記
 念
 

オ
リ
 



書評と紹介 

エ
ン
ト
論
集
目
所
収
）
 、
 「
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ミ
タ
ン
ニ
 

文
 化
の
影
 

響
 」
（
一
九
 セ
 六
年
、
宇
 
リ
ェ
 ン
ト
 丑
め
 
」
一
九
号
所
収
）
 
お
 ょ
び
 
「
 テ
 

ル
 ・
ゼ
ロ
ー
ル
の
山
神
殿
」
（
一
九
八
五
年
、
宗
教
史
研
究
所
 
編
 
「
聖
書
 

と
 オ
リ
エ
ン
ト
世
界
三
所
収
）
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
。
 

前
 一
玉
 師
友
 は
、
 

テ
ル
・
セ
ロ
ー
ル
出
土
の
ス
カ
ラ
ボ
イ
ド
影
印
章
に
関
す
る
 者
 察
 
で
あ
 

る
 。
そ
の
結
論
に
よ
れ
ば
、
同
印
章
は
前
十
世
紀
頃
シ
リ
ア
 方
 面
か
ら
 由
 

来
し
、
 
ミ
 タ
ン
二
様
式
の
紋
様
を
と
ど
め
た
模
倣
品
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
 

第
三
の
論
文
の
結
論
に
よ
れ
ば
、
テ
ル
・
ゼ
ロ
ー
ル
第
九
層
 A
 一
七
、
一
 

八
区
画
の
遺
構
と
遺
物
は
、
心
神
殿
を
中
心
に
据
え
た
祭
祀
の
 場
 
で
あ
 

る
 。
 前
 ニ
論
文
を
読
み
返
し
、
石
膏
で
型
ど
り
し
た
、
例
の
 ス
 カ
 ラ
ボ
 イ
 

ド
を
、
 氏
が
矯
め
っ
 
砂
 め
っ
し
て
い
た
姿
を
、
第
三
論
文
を
読
 ん
で
は
、
 

氏
 が
現
場
で
ひ
と
り
興
奮
し
て
い
た
姿
を
鮮
や
か
に
想
起
す
る
  
 

因
み
に
、
一
九
七
四
年
の
発
掘
中
だ
っ
た
と
思
 う
 。
氏
は
作
業
 中
に
 、
 

時
折
ひ
と
り
現
場
か
ら
離
れ
、
テ
ル
を
遠
す
ぎ
す
る
よ
う
に
 歩
 
い
て
い
 

た
 。
評
者
は
発
掘
団
団
員
の
飲
料
水
を
運
ぶ
た
め
、
果
樹
園
の
 一
角
を
 ジ
 

｜
プ
で
 通
り
す
が
り
、
た
ま
た
ま
氏
に
出
く
わ
し
た
。
笑
い
を
 @
 
」
ら
え
な
 

が
ら
「
何
の
調
査
で
す
か
 o
f
 
」
と
聞
い
た
。
氏
は
「
遺
跡
調
査
 っ
て
の
は
 

現
場
だ
 け
 じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」
と
即
答
し
、
微
笑
し
な
が
ら
そ
 の
場
を
足
 

早
 に
立
ち
去
っ
た
。
評
者
は
氏
一
流
の
冗
談
だ
と
思
っ
て
い
た
 が
 、
 二
篇
 

の
 論
文
「
 生
 と
死
の
バ
ラ
ン
ス
古
代
オ
リ
 
ヱ
 ン
ト
宗
教
史
 
の
 ば
あ
い
 

」
二
九
七
七
年
、
川
島
重
成
・
荒
井
 
献
編
円
 神
話
・
文
学
 
聖
書
」
 

所
収
）
お
よ
び
「
文
明
と
宗
教
古
代
オ
リ
 ヱ
ン
ト
 に
お
 け
 る
 死
と
友
 

情
｜
 
@
 
二
九
八
一
年
、
著
者
代
表
向
 坊
隆
 
日
文
明
と
人
間
」
 所
収
）
を
 

あ
ら
た
め
て
読
み
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
に
 気
 つ
い
た
。
 

氏
は
 
「
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
」
成
立
の
過
程
を
検
証
す
る
な
 か
で
、
 

「
都
市
の
原
野
」
の
関
係
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
周
壁
を
 
も
つ
 
都
 

市
と
 、
そ
の
外
に
拡
が
る
原
野
と
は
、
生
と
死
の
「
異
質
的
 二
 領
域
」
で
 

あ
り
、
各
領
域
か
ら
の
離
脱
と
そ
れ
へ
の
回
帰
こ
そ
「
コ
ス
モ
 ス
 」
 割
別
壮
氾
 

の
 実
相
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
本
書
工
 0
 ニ
 l
 二
 0
 五
 、
三
二
 
一
 
、
一
二
二
 

二
頁
）
。
お
そ
ら
く
、
氏
は
テ
ル
，
セ
ロ
ー
ル
の
周
辺
を
歩
ぎ
な
 
が
ら
も
、
 

こ
の
 ょ
う
 な
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
の
で
は
と
憶
測
し
た
 次
第
で
あ
 

る
 。
 

以
上
、
主
と
し
て
論
文
を
読
ん
で
、
想
起
し
た
こ
と
を
記
し
た
 
@
 
し
 @
 
し
 

に
 取
り
上
げ
な
か
っ
た
論
文
等
、
「
 

ヱ
ア
 と
大
」
（
一
九
七
一
年
 、
「
山
下
散
 

研
究
」
 
二
 0
 七
号
所
収
）
、
「
宗
教
史
学
」
（
一
九
七
三
年
、
小
 

ロ
庫
 一
 

堀
 
一
郎
監
修
ョ
宗
教
学
辞
典
 b
 所
収
）
、
「
土
器
片
は
語
る
」
（
 
一
九
七
四
 

年
 、
「
東
洋
文
庫
善
報
三
六
号
）
、
「
宗
教
史
学
と
考
古
学
」
（
 

一
九
七
七
 

年
 、
脇
本
甲
血
綿
円
宗
教
と
歴
史
三
所
収
）
、
「
宗
教
史
学
の
理
 
論
 と
方
 

法
 」
（
一
九
七
七
年
、
田
九
徳
 
善
編
 
「
宗
教
理
解
へ
の
道
三
所
 収
 ）
に
 
っ
 

い
て
も
い
く
ら
か
丁
寧
に
読
ん
だ
っ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
 に
つ
い
て
 

論
及
で
ぎ
な
か
っ
た
。
 

な
お
、
木
田
 献
一
 氏
が
本
書
に
つ
い
て
既
に
適
切
な
書
評
を
し
 て
お
ら
 

れ
る
（
立
教
大
学
キ
リ
ス
ト
教
学
会
編
「
キ
リ
ス
ト
教
学
 b
 筆
 一
一
 

七
九
Ⅰ
 

@
 古
リ
 
）
。
 

氏
に
ょ
 
れ
ば
、
「
後
藤
氏
の
宗
教
史
、
宗
教
学
の
研
究
を
特
色
 
づ
 げ
る
 最
 

も
 基
本
的
な
特
色
は
、
客
観
的
、
科
学
的
、
実
証
的
で
あ
り
」
 、
 し
か
も
 

 
 

「
生
態
学
、
 ヱ
 コ
ロ
ジ
ー
、
風
土
な
ど
の
観
点
と
結
び
付
け
ら
れ
 て
い
る
㎝
 

こ
と
に
あ
る
」
。
ま
さ
に
、
そ
の
通
り
だ
と
思
 

う
 。
蛇
足
な
が
  
 

付
け
加
え
た
い
。
後
藤
氏
が
大
き
な
構
想
を
も
ち
な
が
ら
、
 
フ
 イ
 @
@
 
レ
 

Ⅰ
 
l
 



ド
 
・
ワ
ー
ク
を
重
視
し
、
同
時
に
原
典
に
直
接
取
り
組
ん
だ
こ
 と
た
ど
は
 

特
筆
に
値
し
ょ
う
。
編
者
た
ち
 ほ
 じ
め
、
氏
の
門
下
生
た
ち
は
 、
そ
の
こ
 

と
を
尊
重
し
、
恩
師
の
構
想
を
さ
ら
に
実
現
す
る
こ
と
と
 思
 5
  
 

最
後
に
、
本
書
に
誤
字
脱
字
が
少
壮
く
な
か
っ
た
こ
と
ほ
 、
少
 し
 借
し
 

ま
れ
る
。
そ
の
す
べ
て
を
挙
げ
る
紙
数
を
も
た
な
い
が
、
な
か
 で
も
気
に
 

な
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
ア
ン
デ
ン
テ
ィ
テ
 イ
 二
七
 

真
一
 0
 打
日
）
 よ
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
宗
教
学
的
遺
物
（
五
一
 一
頁
八
行
 

目
 ）
 
ょ
 宗
教
的
遺
物
、
申
 命
 改
革
（
二
八
二
頁
一
一
行
 目
 ）
 
ょ
申
 命
記
 的
改
 

革
 、
対
戦
後
（
二
六
五
頁
八
行
 日
 ）
Ⅰ
大
戦
後
、
宗
教
論
論
（
 
二
 一
八
二
頁
、
 

論
文
タ
イ
ト
ル
）
Ⅰ
宗
教
論
、
日
本
オ
リ
 ヱ
 ン
ト
学
会
論
（
 
五
 0
 九
頁
 九
 

打
日
）
Ⅰ
日
本
オ
リ
ニ
ン
ト
学
会
編
。
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と
い
う
こ
と
は
、
超
越
者
に
対
す
る
背
信
行
為
と
な
る
の
で
、
 ，
 
」
こ
で
 悪
 

と
い
う
観
念
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
 

罪
 と
悪
と
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
 

。
罪
は
 

「
人
間
の
犯
す
悪
し
き
行
為
」
で
あ
る
。
一
方
悪
は
善
に
対
す
る
 概
念
で
 

あ
り
、
善
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
明
確
に
な
る
。
人
間
は
善
 な
 る
も
の
と
 

す
れ
ば
そ
れ
を
犯
す
罪
は
、
人
間
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
 く
な
る
。
 

罪
 に
は
意
志
的
に
犯
す
も
の
と
不
可
避
的
に
犯
し
て
し
ま
っ
た
 も
の
と
が
 

あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
罪
を
お
か
し
た
人
間
を
そ
の
 罪
か
 ら
 逃
れ
さ
 

せ
る
道
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
救
 い
 で
あ
る
。
宗
教
に
 
お
け
る
 罪
 

恵
 の
問
題
は
そ
の
背
後
に
救
い
の
問
題
を
も
ち
な
が
ら
、
原
始
 亡
 
赤
札
孜
か
ら
 

現
在
の
諸
宗
教
に
い
た
る
ま
で
、
ど
の
時
代
の
い
ず
れ
の
宗
教
 に
も
明
ら
 

か
な
現
象
で
あ
り
、
人
間
と
宗
教
の
関
わ
り
を
捉
え
る
際
の
根
 本
 的
問
題
 

の
 一
つ
で
あ
る
。
 罪
 
・
 悪
 
・
救
い
の
三
つ
が
一
つ
に
な
っ
て
 

人
 間
を
宗
教
 

に
 結
び
つ
げ
て
い
る
。
 

本
書
で
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
罪
悪
の
問
題
に
対
す
る
各
宗
教
 0
 対
応
 

の
 仕
方
で
あ
る
。
 
七
 篇
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
大
篇
 ま
で
が
 
ュ
 

書
 

な
書
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
仏
教
に
関
す
る
言
及
 

ダ
 正
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
 

が
 日
本
の
仏
教
 

、
時
代
も
 

古
代
か
ら
中
世
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
「
ま
え
 が
き
」
に
 

も
 触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
の
成
立
の
い
ざ
さ
つ
か
ら
 い
っ
て
や
 

さ
な
 え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、
 

全
宗
教
の
 

介
 

全
時
代
に
わ
た
る
「
罪
悪
」
の
検
証
は
、
と
て
も
一
冊
の
 書
 で
な
し
 ぅ
る
 

珊
 

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
欲
を
い
え
ば
今
少
し
宗
教
間
 の
 バ
ラ
ン
ス
が
 

評
 

と
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
読
者
に
と
っ
て
、
よ
り
一
層
 興
味
深
く
有
益
 

に
 限
ら
れ
て
い
る
の
は
仏
教
に
お
け
る
罪
悪
 観
が
 キ
リ
ス
ト
教
 
系
 の
そ
れ
 

と
 根
本
的
に
異
な
る
点
か
ら
も
残
念
な
気
が
す
る
。
 

本
書
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
に
お
け
る
罪
悪
の
問
題
に
つ
い
て
の
 七
人
の
 

執
筆
者
に
よ
る
論
文
集
で
あ
る
。
が
、
そ
の
母
体
と
な
っ
て
 い
 る
の
は
 編
 

者
の
「
ま
え
が
き
」
に
も
あ
る
よ
 う
 に
、
宗
教
史
研
究
所
の
年
 一
 一
回
の
研
 

先
発
表
会
に
お
け
る
報
告
で
あ
る
。
こ
の
研
究
会
は
同
じ
よ
う
 な
形
で
す
 

で
に
 
円
 救
済
の
諸
相
」
を
刊
行
し
て
お
り
、
本
書
は
第
三
巻
に
 あ
た
る
。
 

（
因
み
に
第
一
巻
は
田
九
徳
 
善
 氏
の
円
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
」
 

で
あ
り
、
 

第
四
巻
と
し
て
小
川
英
雄
・
宮
家
 埠
 掃
司
聖
な
る
空
間
口
が
す
 で
に
刊
行
 

さ
れ
て
い
る
。
）
ま
ず
 
手
 掛
か
り
と
し
て
、
執
筆
者
と
論
文
名
に
 つ
い
て
 

あ
げ
る
と
 

山
戎
哲
雄
ア
フ
ラ
ハ
ム
 
と
ア
ビ
メ
 
レ
ク
創
世
紀
三
 0
 章
 に
お
け
 

る
 罪
と
罰
の
観
念
 

市
川
裕
心
の
頑
な
さ
と
神
の
戒
律
１
１
律
法
は
な
ぜ
荒
野
 

で
 与
え
 

ら
れ
た
か
 

竹
原
創
一
ル
タ
一
の
原
罪
論
 

深
澤
 英
隆
 

悪
 め
 ミ
ュ
ト
ス
と
悪
の
 
p
 ゴ
ス
ベ
一
メ
 ・
 シ
 ヱ
リ
ソ
 

グ
的
 主
題
 

鶴
岡
 賀
雄
 
悪
魔
に
よ
る
救
い
 
?
.
 
J
n
J
.
 

ス
ュ
ラ
ソ
 
の
 悪
魔
 体
 

験
 が
意
味
す
る
も
の
 

小
田
淑
子
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
罪
悪
 
観
 

 
 
 
 

谷
口
茂
古
代
日
本
人
の
罪
悪
 観
と
 仏
教
１
１
基
礎
的
な
考
 
 
 

と
な
か
な
か
多
彩
で
あ
る
。
こ
の
多
彩
さ
が
実
は
本
書
の
特
徴
 で
も
あ
り
 

9
7
 

 
 

一
貫
性
を
久
 く
 点
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
 本
書
の
 



よ
う
な
共
通
し
た
研
究
題
目
の
も
と
に
行
わ
れ
た
研
究
を
 、
一
 冊
 に
す
る
 

場
合
の
避
げ
が
た
い
宿
命
で
も
あ
る
。
個
々
の
論
文
は
著
者
 各
 自
の
専
攻
 

分
野
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
そ
れ
だ
げ
に
迫
力
も
あ
り
力
作
 ぞ
 ろ
い
 で
あ
 

る
 。
そ
れ
で
い
な
が
ら
執
筆
者
各
自
が
見
据
え
て
い
る
の
は
、
 そ
れ
ぞ
れ
 

が
 研
究
対
象
と
し
て
い
る
各
宗
教
の
、
あ
る
い
は
よ
り
厳
密
に
 は
 当
該
め
本
 

教
 の
あ
る
特
別
な
部
分
の
そ
れ
で
あ
り
、
独
立
し
た
論
文
と
し
 て
の
意
味
 

は
 雄
大
深
遠
で
あ
る
が
、
罪
悪
観
の
全
体
像
が
み
え
て
こ
な
い
 ぎ
ら
い
が
 

あ
る
。
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
次
ぎ
 に
 個
々
の
 

論
文
の
狙
い
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
が
、
ま
ず
山
戎
 氏
は
、
古
 

代
 イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
罪
と
罰
の
問
題
を
旧
約
聖
書
創
世
記
 
に
 求
め
 

る
 。
創
世
記
 二
 0
 草
に
お
け
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
サ
ラ
，
ア
ビ
 メ
 レ
ク
 の
 三
 

人
 を
め
ぐ
る
婚
姻
関
係
を
取
り
上
げ
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
が
妻
で
あ
 る
サ
ラ
 を
 

妹
と
 偽
っ
た
こ
と
が
 ア
ビ
ノ
ン
ク
 を
し
て
 サ
ラ
 に
接
近
せ
し
め
 た
の
で
 ア
 

ビ
ノ
ン
ク
 に
は
罪
は
な
い
と
す
る
物
語
に
み
ら
れ
る
動
機
甲
 心
 

描
か
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
荒
野
で
与
え
ら
れ
た
神
の
 主

義
を
特
 

試
練
を
詳
 

徴
 と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
常
識
で
あ
っ
た
動
機
の
右
 無
 に
は
か
 

か
わ
り
な
く
、
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
罪
が
決
定
さ
れ
る
と
 い
 う
 客
観
 

主
義
に
対
す
る
新
し
い
見
解
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 古
 

代
 イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
は
、
す
く
な
く
と
も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
 物
語
を
例
 

と
す
れ
ば
、
罪
と
義
に
対
す
る
主
観
的
解
釈
と
客
観
的
解
釈
は
 同
等
に
と
 

ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
行
為
そ
の
も
の
よ
り
 も
 動
機
の
 

正
当
性
が
と
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

次
の
市
川
氏
の
論
文
も
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
 氏
 は
ユ
 ダ
 

ヤ
 教
の
戒
律
に
つ
い
て
そ
の
も
つ
意
味
を
 、
 特
に
「
 出
ェ
 ジ
 ブ
 ト
記
 」
に
 

細
 に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
の
眼
と
心
に
盲
従
し
て
い
 る
 民
を
 、
 

 
 

死
の
恐
怖
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
存
在
を
知
ら
し
 

 
 

し
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
神
の
命
に
従
わ
 な
い
の
は
⑥
 

 
 
 
 

民
の
心
の
頑
く
な
さ
で
あ
り
、
そ
れ
を
と
 ぎ
 ほ
ぐ
し
て
、
主
な
 る
 神
を
意
 

試
 さ
せ
る
た
め
に
は
、
厳
し
い
戒
律
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
 。
し
か
も
 

そ
れ
は
荒
野
で
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
重
大
な
宗
教
的
意
味
が
 あ
る
の
で
 

あ
る
こ
と
を
 出
 エ
ジ
プ
ト
の
例
に
よ
っ
て
実
証
し
て
い
る
。
 

こ
 の
 戒
律
は
 

人
を
「
心
と
 眼
 」
に
よ
る
支
配
か
ら
脱
し
て
よ
り
高
い
次
元
の
 生
 を
め
ざ
 

し
て
歩
む
方
向
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
 の
は
自
由
 

で
あ
り
、
宗
教
の
戒
律
は
自
由
と
い
う
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
を
通
し
 て
 考
え
 ろ
 

れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
の
が
著
者
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
論
 ヒ
 日
 の
 斗
リ
斗
 
j
 

め
 方
も
文
章
の
表
現
も
極
め
て
明
解
で
ユ
ダ
ヤ
教
を
専
門
と
し
 な
い
者
も
 

充
分
納
得
し
 ぅ
る
 論
文
で
あ
る
。
 

第
三
の
竹
原
氏
の
論
文
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
核
を
な
す
原
罪
論
 を
ル
タ
 

l
0
 
論
を
も
と
に
考
察
し
て
い
る
。
特
に
原
罪
の
「
 原
 」
の
土
日
 
ゅ
 
味
 を
問
 う
 

て
い
る
の
が
特
色
と
い
え
よ
 う
 。
ル
タ
ー
の
原
罪
論
は
字
義
的
 
歴
史
的
 

に
と
ら
え
ら
れ
、
原
罪
は
は
じ
め
て
の
出
来
事
で
あ
り
、
後
の
 す
べ
て
の
 

罪
 に
つ
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
始
祖
の
罪
は
す
べ
 て
の
人
に
 

共
通
な
 罪
 と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
 0
 こ
の
よ
う
に
原
罪
を
歴
 史
的
・
 時
 

間
 的
に
「
は
じ
め
の
 
罪
 」
と
す
る
と
と
も
に
、
個
人
の
「
罪
の
 は
じ
め
」
 

と
し
て
、
そ
の
心
的
な
源
に
 @
 及
し
、
高
慢
・
自
己
愛
心
の
 安
 ら
か
さ
と
 

い
 う
 人
間
の
心
の
あ
り
方
を
言
葉
と
の
関
係
で
あ
ら
わ
し
て
い
 る
の
が
 特
 

微
 で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
神
の
言
葉
と
し
て
の
 律
 法
 と
原
罪
 

と
の
関
係
は
実
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
と
ら
え
方
で
は
な
く
、
 @
 
青
葉
を
こ
 



書評と紹介 

え
た
存
在
と
し
て
の
「
 伸
 そ
の
も
の
」
に
よ
っ
て
原
罪
は
人
間
 に
と
っ
て
 

「
隠
れ
た
 罪
 」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
 の
 検
証
の
 

の
ち
、
著
者
の
結
論
 は
 原
罪
の
真
の
意
味
は
、
信
仰
に
あ
り
、
 

人
間
存
在
 

や
 理
解
を
越
え
た
深
淵
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

さ
て
、
第
四
の
深
澤
氏
の
論
文
は
一
六
 @
 
一
七
世
紀
の
神
秘
 
思
 想
 家
ヤ
 

コ
フ
・
 べ
｜
メ
の
 
悪
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
悪
を
す
べ
て
の
 存
在
の
 

中
心
的
問
題
と
し
て
と
ら
え
 べ
 l
 メ
の
 思
想
を
ミ
ュ
ト
ス
と
ロ
 

ゴ
ス
と
い
 

う
対
 概
念
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
悪
の
 一
 
@
 語
表
現
 

に
よ
る
三
つ
の
段
階
の
枠
組
に
よ
っ
て
 べ
｜
メ
の
悪
 
論
を
意
味
 つ
け
、
 悪
 

の
 主
題
化
を
そ
の
自
然
哲
学
的
・
宇
宙
論
的
展
開
に
あ
る
と
し
 て
い
る
の
 

 
 

が
そ
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

べ
｜
メ
の
著
 「
曙
光
」
に
 見
ら
れ
る
 

悪
の
神
学
的
ロ
ゴ
ス
が
未
熟
の
ま
ま
残
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
 そ
の
後
期
 

に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
的
ロ
ゴ
ス
と
神
学
的
ロ
ゴ
ス
は
統
一
 さ
れ
、
 そ
 

れ
を
「
神
智
論
的
ロ
ゴ
ス
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
 
、
、
 
ュ
 ト
ス
で
 

は
な
い
か
と
著
者
は
い
っ
て
い
る
。
な
か
な
か
説
得
力
の
あ
る
 論
考
で
あ
 

る
 。
 

次
ぎ
の
鶴
岡
氏
の
論
文
も
 、
 悪
の
間
題
を
取
り
扱
か
っ
て
い
る
 。
十
七
 

世
紀
の
 
ブ
 ラ
 ソ
ス
 の
神
秘
宗
ス
 
ュ
ラ
ソ
 は
 前
 論
文
の
べ
 
｜
メ
は
 ど
 知
ら
れ
 

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
「
悪
魔
体
験
」
は
強
烈
な
 も
の
で
あ
 

り
 、
著
者
は
そ
れ
を
通
し
て
見
ら
れ
る
善
悪
の
区
別
と
心
身
の
 区
別
に
注
 

目
し
て
い
る
。
神
と
悪
魔
、
あ
る
い
は
 善
 と
悪
は
 
ス
ュ
ヲ
ソ
 
に
 お
い
て
は
 

対
立
し
て
体
験
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
共
存
あ
る
い
は
 混
 清
し
 て
い
る
。
 

と
い
う
こ
と
は
、
 
ス
ュ
 ラ
ン
に
と
っ
て
は
根
本
的
に
は
神
な
い
 し
は
 キ
リ
 

ス
ト
が
一
貫
し
て
そ
の
情
念
の
対
象
で
あ
り
っ
づ
け
た
と
い
う
 
の
で
あ
 

る
 。
し
た
が
っ
て
 ス
ュ
 ラ
ン
が
触
れ
た
神
は
善
悪
の
対
立
を
越
 え
 た
 、
あ
 

る
 意
味
で
は
悪
を
も
包
含
し
て
い
る
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 ス
ュ
ラ
ソ
 

は
そ
の
強
烈
な
「
悪
魔
体
験
」
に
よ
っ
て
真
の
大
い
な
る
神
に
 触
れ
え
た
 

の
で
あ
る
。
 

こ
こ
ま
で
の
五
常
は
い
ず
れ
も
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
 け
る
 罪
 

悪
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
 き
 て
よ
う
や
く
小
田
氏
 に
よ
る
 々

 

ス
ラ
一
ム
 が
 登
場
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
（
著
者
の
表
記
に
よ
る
）
 が
 特
に
 

戒
律
を
重
ん
ず
る
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
 そ
の
シ
ャ
 

リ
一
ア
 
（
イ
ス
ラ
ー
ム
 法
 ）
の
定
め
る
罪
悪
は
ム
ス
リ
ム
（
 信
 者
 ）
に
 と
 

っ
て
人
間
の
本
性
に
関
わ
る
倫
理
的
・
宗
教
的
性
格
を
有
す
る
。
 

こ
の
 罪
 

，
 悪
肛
 つ
い
て
の
考
え
を
著
者
は
コ
 

l
 ラ
 ソ
 の
中
か
ら
ひ
 
き
 出
し
 

、
罪
悪
の
 

起
源
 よ
 り
そ
の
結
果
に
重
ぎ
を
お
い
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
 終
 末
の
日
の
 

裁
 ぎ
に
よ
っ
て
救
済
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
 る
 。
そ
し
 

て
こ
の
超
越
的
次
元
か
ら
の
開
示
、
す
な
 ね
 ち
、
神
と
の
関
係
 に
よ
っ
て
 

人
間
の
罪
の
自
覚
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
根
本
を
な
す
の
は
、
 人
 間
の
弱
さ
 

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
が
導
ぎ
と
し
て
律
法
を
与
え
た
の
で
 あ
る
と
し
 

て
 イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
的
特
徴
を
と
ら
え
て
い
る
。
 

最
後
に
本
書
の
編
集
責
任
者
で
あ
る
谷
ロ
氏
に
 よ
 る
日
本
の
宗
 
教
 に
見
 

ら
れ
る
罪
の
観
念
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
る
。
谷
口
氏
は
ま
ず
 現
代
社
会
 

0
 世
俗
化
に
 
よ
 る
宗
教
の
社
会
的
機
能
の
低
下
に
触
れ
、
現
代
 0
 日
本
人
 

が
 精
神
の
荒
廃
か
ら
這
い
上
が
っ
て
、
精
神
的
価
値
の
追
求
を
 は
じ
め
 出
 

 
 

し
た
こ
と
、
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
日
本
人
の
精
神
史
を
解
明
 
 
 

が
あ
る
と
い
う
大
上
段
に
た
っ
て
、
古
代
日
本
に
お
け
る
罪
の
 
 
 

と
 、
仏
教
伝
来
の
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
 古
代
日
本
 
1
 



人
の
精
神
生
活
や
社
会
的
行
動
は
 、
浄
｜
 不
浄
と
い
う
生
理
的
 
身
体
的
 

感
覚
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
不
浄
は
自
 然
 発
生
的
 

な
ケ
 ガ
 ン
 、
反
社
会
的
行
動
の
結
果
で
あ
る
 ッ
ミ
 、
そ
し
て
 
天
 蛮
地
異
に
 

よ
る
 ヮ
ザ
ワ
イ
 
の
三
つ
の
形
態
で
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
 は
 厳
密
に
 

区
別
さ
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
総
称
的
に
 罪
 と
さ
れ
て
い
た
の
 で
あ
る
。
 

そ
れ
が
仏
教
の
伝
来
に
よ
り
、
仏
教
の
戒
律
に
違
反
こ
と
だ
け
 で
な
く
、
 

す
べ
て
の
人
間
の
法
違
反
や
道
徳
的
規
範
へ
の
背
反
も
悪
因
 と
 し
て
悪
果
 

を
 生
む
と
さ
れ
る
因
果
応
報
 説
 が
盛
ん
に
な
る
。
そ
し
て
や
が
 て
 日
本
に
 

お
け
る
仏
教
の
進
展
と
、
時
間
を
か
け
た
土
着
化
・
内
面
化
に
 よ
り
、
 人
 

間
の
構
造
的
悪
の
問
題
は
鎌
倉
時
代
に
親
鸞
が
出
る
に
及
ん
で
 
、
「
罪
人
 

と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
思
想
、
「
悪
人
正
機
説
」
と
し
て
結
実
 し
た
と
 

い
 う
 の
で
あ
る
。
こ
れ
は
創
造
主
と
し
て
の
神
を
も
た
な
い
日
 本
人
の
宗
 

教
 で
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
成
り
立
つ
罪
悪
銭
で
あ
る
と
い
え
 よ
う
 0
 

以
上
に
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
筆
者
の
不
昧
ゆ
え
に
 読
み
違
 

え
や
理
解
の
足
り
な
い
点
も
多
々
あ
っ
た
か
と
思
 う
 。
そ
れ
は
 
許
し
て
い
 

た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
全
体
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
一
口
 に
井
あ
る
 

い
は
悪
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
同
一
線
上
で
語
る
こ
 と
は
で
 き
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
宗
教
で
も
時
代
を
異
に
し
 宗
 派
 が
違
え
 

ば
 見
解
の
相
違
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 各
宗
 
教
が
 成
り
 

立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
本
書
に
掲
 載
 さ
れ
た
 

各
論
文
は
執
筆
者
の
専
攻
す
る
特
殊
な
分
野
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
 れ
の
罪
悪
 

観
 せ
、
 多
く
の
文
献
を
駆
使
し
て
具
体
的
か
っ
独
創
的
に
描
 い
 た
も
の
と
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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著
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版
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九
九
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刊
 

A
 正
判
四
五
七
頁
九
九
 0
0
 円
 

林
 

淳
 

本
書
は
、
古
代
中
世
の
仏
教
史
を
専
攻
し
て
き
た
著
者
が
長
年
 に
わ
た
 

っ
て
研
究
し
て
き
た
成
果
を
収
録
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
主
題
 は
 、
源
空
 

（
法
然
）
の
専
修
念
仏
と
源
空
以
降
の
門
下
の
活
動
に
し
ば
ら
れ
 て
い
る
 

も
の
の
日
本
仏
教
史
を
通
史
的
に
展
望
し
ょ
う
と
す
る
視
角
と
立
 
思
欲
が
貫
 

か
れ
て
い
る
。
著
者
が
自
ら
の
立
場
を
「
庶
民
仏
教
 史
 」
と
 規
 足
 し
て
い
 

る
が
、
こ
れ
は
著
者
の
恩
師
で
あ
る
五
来
 重
 氏
か
ら
の
感
化
で
 あ
る
こ
と
 

は
 序
論
や
あ
と
が
き
を
読
む
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
来
 氏
 の
 学
問
が
 

そ
う
で
あ
っ
た
よ
 う
 に
、
著
者
も
ま
た
日
本
史
学
と
民
俗
学
と
 0
 双
方
を
 

足
場
と
し
、
民
俗
学
的
な
着
想
・
歴
史
観
を
日
本
史
学
に
導
入
 し
つ
つ
、
 

独
自
の
学
風
を
形
成
し
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 意
 味
 で
は
、
 

本
書
は
五
来
 氏
が
 築
い
た
民
俗
学
の
成
果
や
視
点
が
 血
 と
な
り
 肉
 と
な
っ
 

て
い
る
と
形
容
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
五
来
氏
の
場
合
 に
は
、
 鎌
 

倉
 仏
教
の
祖
師
を
中
心
的
な
主
題
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
 ら
 、
五
来
 

仏
教
民
俗
学
と
仏
教
主
と
の
接
合
と
い
う
こ
と
は
、
本
書
が
は
 じ
め
て
 チ
 

ャ
 レ
ン
ジ
し
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
関
心
か
ら
も
、
 本
 書
は
見
 

吉
田
清
 著
 

日
 源
空
教
団
成
立
史
の
研
究
 日
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逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
成
果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
 木
 書
の
概
要
 

を
 紹
介
し
、
つ
ぎ
に
評
者
の
批
評
を
展
開
さ
せ
た
 い
と
 思
 う
 。
 本
書
は
 、
 

以
下
の
よ
う
な
構
成
か
ら
成
っ
て
い
る
。
 

序
論
 

第
一
章
前
駆
的
念
仏
集
団
 

第
一
節
常
民
的
浄
土
観
の
成
立
 

第
二
節
平
安
貴
族
の
仏
教
信
仰
と
念
仏
 

第
三
節
別
所
往
生
院
 

第
二
章
源
空
の
専
修
念
仏
 

第
一
節
源
空
教
団
の
成
立
基
盤
 

第
二
節
源
空
の
念
仏
義
の
確
立
 

第
三
節
初
期
知
恩
院
 史
 

第
三
章
専
修
念
仏
教
団
の
解
体
と
念
仏
停
止
 

第
一
節
念
仏
停
止
と
源
空
の
立
場
と
態
度
 

第
二
節
念
仏
停
止
の
原
因
 

第
三
節
嘉
禄
の
念
仏
停
止
 

第
四
章
源
空
門
下
の
念
仏
聖
 

は
じ
め
に
 

第
一
節
浅
薄
男
信
 空
 

第
二
節
 
弁
 阿
房
室
 光
 

第
三
節
善
意
 房
 証
空
 

第
四
節
 
勢
観
房
 涼
香
 

第
五
節
長
楽
寺
隆
寛
 

第
六
節
美
信
舅
親
 弼
 

第
七
節
寛
典
 房
長
西
 

第
八
節
 
成
 官
房
幸
西
 

第
九
節
 
空
 阿
弥
陀
仏
 

お
わ
り
に
 

第
五
章
源
空
教
団
の
周
辺
 

第
一
節
善
光
寺
 聖
 

第
二
節
庶
民
信
仰
と
し
て
の
如
法
経
 

第
三
節
融
通
念
仏
宗
と
御
国
 
在
 

結
語
 

序
論
で
は
、
源
空
教
団
の
研
究
 史
 を
ふ
り
か
え
り
、
著
書
の
立
 場
か
ら
 

0
 個
々
の
研
究
の
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
井
上
 光
貞
 氏
の
 

見
解
に
対
し
て
は
、
仏
教
教
義
か
ら
思
想
的
契
機
を
導
ぎ
だ
 す
 井
上
氏
の
 

方
法
論
が
批
判
の
対
象
と
な
り
、
庶
民
仏
教
史
の
視
角
か
ら
「
 そ
の
 根
っ
 

こ
は
庶
民
の
側
か
ら
完
成
さ
せ
ら
れ
た
仏
教
と
い
っ
て
よ
い
も
 の
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
庶
民
の
宗
教
的
動
機
の
中
に
源
空
の
専
修
念
仏
教
義
に
よ
 っ
て
 、
滅
 

罪
や
往
生
観
が
裏
付
け
ら
れ
た
と
い
え
 よ
う
 。
」
と
著
者
の
基
 
木
杓
着
想
 

が
 語
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
葬
送
を
行
 い
 勧
進
活
動
 に
 従
事
し
 

た
 別
所
望
、
念
仏
聖
、
不
断
念
仏
 乗
が
 、
専
修
念
仏
集
団
の
構
 成
員
で
あ
 

り
 、
「
鎌
倉
仏
教
を
動
か
す
 
ヱ
 ネ
ル
ギ
一
の
基
盤
」
に
な
っ
た
 と
 
い
う
の
 

で
あ
る
。
 

第
一
章
で
は
、
奈
良
平
安
時
代
の
仏
教
史
の
大
枠
が
提
示
さ
 
れ
て
ぃ
 

   
 

る
 。
そ
れ
は
、
奈
良
時
代
末
以
降
に
現
れ
る
沙
弥
・
聖
と
呼
ば
 れ
る
庶
民
㎝
 

宗
教
者
が
、
浄
土
往
生
を
唱
導
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
画
 有
の
他
界
㏄
 

 
 

観
を
浄
土
観
に
変
容
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
 仏
 教
は
固
有
 



0
 基
層
文
化
を
根
本
的
に
変
革
さ
せ
ず
に
そ
れ
に
同
化
す
る
こ
 と
で
、
 変
 

容
を
可
能
に
し
た
。
ま
た
著
者
は
、
奈
良
時
代
に
す
で
に
仏
教
 の
 葬
送
 儀
 

礼
へ
の
関
与
、
鎮
魂
呪
術
的
性
格
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
り
、
 浄
土
思
想
 

が
 日
本
仏
教
の
中
核
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
  
 

平
安
時
代
の
仏
教
は
密
教
で
あ
る
と
い
う
通
説
を
受
け
て
、
 奈
 長
時
代
 

か
ら
の
山
林
練
行
の
流
れ
を
汲
み
な
が
ら
、
実
は
山
岳
寺
院
の
 密
教
が
 主
 

流
 で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
九
世
紀
以
降
の
 朝
廷
は
 、
 

疫
病
，
災
害
・
怨
霊
な
ど
に
対
し
て
種
々
の
密
教
修
法
を
総
動
 具
 し
、
 国
 

家
の
安
泰
を
は
か
っ
た
こ
と
の
具
体
例
を
た
ど
り
な
が
ら
、
「
 日
本
民
族
 

の
 信
仰
の
基
層
に
存
在
し
た
 暗
罪
 の
た
め
の
作
善
、
す
な
わ
ち
 数
多
く
の
 

善
根
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
罪
業
が
 暗
 わ
れ
る
も
の
と
 信
 じ
ら
れ
て
 

い
た
か
ら
」
と
い
う
解
釈
を
加
え
て
い
る
が
、
や
や
唐
突
の
感
 は
 否
め
な
 

い
 。
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
は
、
著
者
が
、
仏
教
は
基
層
信
仰
 の
上
に
受
 

容
 さ
れ
た
も
の
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
 あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
著
者
は
、
十
一
世
紀
の
藤
原
道
長
の
信
仰
生
活
の
詳
細
 な
 検
討
を
 

通
じ
て
、
密
教
的
要
素
の
上
に
法
華
経
の
滅
罪
儀
礼
と
念
仏
の
 往
生
儀
礼
 

が
 セ
ッ
ト
と
し
て
共
存
し
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
、
平
安
貴
族
 の
 仏
教
 信
 

仰
が
密
教
か
ら
浄
土
信
仰
へ
と
重
心
を
変
え
て
ぎ
た
こ
と
を
 指
 摘
 し
て
い
 

る
 。
滅
罪
と
往
生
が
中
心
的
な
信
仰
に
な
り
、
周
辺
に
密
教
的
 修
法
が
 布
 

直
 さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
態
が
、
貴
賎
を
問
わ
ず
に
常
識
化
し
 て
お
り
、
 

そ
の
延
長
線
に
鎌
倉
仏
教
が
出
現
し
て
く
る
と
い
う
展
望
が
示
 さ
れ
る
。
 

浄
土
信
仰
と
密
教
と
を
対
立
的
で
は
な
く
、
相
即
・
並
立
す
る
 も
の
と
 把
 

損
 す
る
点
に
本
書
の
新
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
に
か
け
て
の
史
料
に
出
て
く
る
 「
別
所
」
  
 

 
 

い
る
。
古
代
仏
教
寺
院
が
そ
の
一
部
と
し
て
有
し
て
い
た
葬
送
 的
 機
能
を
獅
 

 
 

継
承
し
た
の
が
、
中
世
的
別
所
・
往
生
院
で
あ
り
、
「
 
死
槻
 不
浄
 
の
 滅
罪
 

所
 」
「
葬
場
」
と
し
て
の
機
能
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
史
料
上
確
認
 で
き
る
 

事
例
を
挙
げ
っ
 
っ
 明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
荘
園
 制
の
 変
質
と
と
 

も
に
寺
院
経
済
が
勧
進
活
動
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
 別
 が
の
葬
送
 

的
 機
能
は
念
仏
聖
な
ど
に
よ
っ
て
伝
播
・
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
 に
よ
り
か
 

え
っ
て
、
個
別
の
別
所
名
は
消
え
て
い
く
。
鎌
倉
新
仏
教
の
律
 
浄
土
 

禅
 ・
法
華
の
諸
宗
は
葬
送
的
機
能
を
も
っ
て
成
立
し
、
近
世
 幕 藩
制
に
お
 

い
て
本
寺
と
の
従
属
を
離
れ
て
宗
派
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
が
 述
べ
ら
れ
 

て
い
る
。
 

第
二
章
は
、
源
空
教
団
の
成
立
基
盤
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
 ア
ウ
ト
 

ラ
イ
ソ
を
描
い
て
い
る
。
寺
領
荘
園
の
崩
壊
 期
 に
あ
た
っ
て
 
大
 寺
院
は
聖
 

の
 勧
進
活
動
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
葬
送
機
能
を
担
っ
た
 別
所
望
 

勧
進
聖
が
平
安
末
期
か
ら
本
寺
周
辺
に
聚
落
を
形
成
し
台
頭
す
 る
よ
う
に
 

な
る
。
そ
う
し
た
天
台
教
団
の
僧
徒
の
 ヒ
ジ
リ
 と
と
も
に
、
 
雑
 各
 な
下
級
 

僧
 が
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
ヒ
ジ
リ
社
会
の
統
一
の
機
運
が
 盛
り
上
が
 

る
な
か
で
源
空
は
登
場
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
源
空
の
行
動
 の
な
か
に
 

も
念
仏
聖
的
性
格
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
は
思
弁
 竹
内
観
的
 

な
教
 説
を
確
立
し
ょ
う
と
し
た
点
で
他
の
念
仏
聖
と
は
一
線
を
 画
し
た
。
 

寺
院
内
に
勢
力
を
伸
張
さ
せ
て
 き
た
ヒ
 
ジ
リ
集
団
へ
の
大
寺
院
 側
の
対
処
 

が
 、
承
元
の
念
仏
停
止
の
発
端
に
な
っ
て
い
く
。
源
空
は
天
台
 宗
の
円
頓
 

戒
 継
承
者
で
も
あ
る
と
と
も
に
、
ヒ
ジ
リ
仏
教
の
優
れ
た
指
導
 者
で
も
あ
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っ
 た
が
、
天
台
教
団
内
の
吉
水
門
徒
集
団
に
留
ま
る
か
 ヒ
 ジ
リ
 集
 団
へ
踏
 

み
 出
す
か
を
決
定
で
き
ぬ
ま
ま
に
時
代
の
波
に
押
し
流
さ
れ
た
 と
い
う
 っ
 

第
三
章
は
、
仏
教
界
全
体
の
動
向
の
な
か
で
念
仏
停
止
の
要
因
 と
 経
過
 

を
 追
跡
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
す
る
と
思
想
的
・
教
義
的
な
 対
立
に
主
 

た
る
原
因
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
が
ち
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
 著
者
は
、
 

指
導
者
源
空
が
専
修
念
仏
教
団
の
方
向
 づ
 げ
に
失
敗
し
、
弾
圧
 を
 予
知
で
 

き
な
か
っ
た
こ
と
を
鋭
く
え
ぐ
り
出
し
て
い
る
。
念
仏
停
止
 の
 社
会
的
な
 

要
因
と
し
て
、
荘
園
経
済
の
行
き
詰
ま
り
の
結
果
、
大
寺
院
で
 も
資
材
 勧
 

進
 を
行
 う
 念
仏
聖
、
勧
進
上
人
の
勢
力
が
し
だ
い
に
浸
透
し
て
 く
る
が
、
 

同
時
に
そ
れ
に
対
す
る
危
機
感
も
現
れ
た
。
南
都
仏
教
復
興
に
 直
面
し
て
 

東
大
寺
と
競
っ
た
興
福
寺
は
、
復
興
の
進
展
し
な
い
理
由
を
念
 仏
者
の
横
 

行
 に
求
め
始
め
た
。
東
大
寺
は
勧
進
上
人
重
源
を
採
用
し
、
 

天
 ム
ロ
教
団
は
 

別
所
を
輩
出
し
な
が
ら
変
質
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
中
で
興
復
 手
 が
専
修
 

念
仏
者
を
糾
弾
 し
 、
専
修
念
仏
教
団
は
危
機
に
陥
る
が
、
源
空
 自
身
 は
弾
 

圧
の
対
象
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
源
空
の
主
観
で
 は
 、
専
修
 

念
仏
教
団
と
破
戒
・
逸
脱
の
念
仏
聖
と
ほ
区
別
さ
れ
て
い
た
か
 
ら
で
あ
 

る
 。
即
ち
、
「
源
空
は
彼
ら
を
掌
握
で
ぎ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
 念
仏
 停
 

止
 を
ま
ね
い
た
」
と
著
者
は
判
断
を
下
し
て
い
る
。
源
空
の
現
 状
 認
識
の
 

甘
さ
と
指
導
者
と
し
て
の
問
題
点
の
指
摘
は
論
証
し
に
く
い
 事
 柄
 で
あ
る
 

が
 、
従
来
の
源
空
研
究
 丈
 に
照
ら
し
て
画
期
的
な
説
を
提
出
し
 て
い
る
。
 

承
元
の
法
難
、
嘉
禄
の
法
難
を
経
て
、
専
修
念
仏
教
団
は
分
散
 し
て
い
 

く
 。
も
と
も
と
源
空
と
門
下
は
、
そ
の
周
囲
に
参
集
し
て
き
た
 念
仏
聖
を
 

吸
収
し
組
織
化
す
る
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
法
難
は
、
専
修
 念
仏
教
団
 

の
 解
体
を
招
ぎ
、
有
力
門
下
は
 ヒ
 ジ
リ
社
会
の
組
織
化
に
向
か
 っ
た
 。
 
一
 

方
で
は
 信
空
 
・
 湛
窒
 ・
 勢
観
 ・
証
空
の
よ
う
に
洛
中
に
残
り
天
 古
寺
院
 什
 

属
の
別
所
に
帰
還
す
る
場
合
と
、
他
方
で
隆
寛
・
幸
西
の
 よ
う
 に
 地
方
に
 

分
散
し
た
門
下
は
地
方
に
お
い
て
教
団
を
形
成
し
始
め
て
い
た
  
 

第
四
章
は
、
 
信
空
 、
 聖
光
 、
証
空
、
涙
管
、
隆
寛
、
親
鸞
、
 

長
 西
 、
幸
 

西
 、
空
阿
弥
陀
仏
と
い
う
源
空
の
門
下
の
宗
教
社
会
的
基
盤
を
 考
察
し
て
 

い
る
。
活
発
な
門
下
の
流
派
は
、
念
仏
勧
進
を
世
俗
的
宗
教
 活
 動
 と
し
て
 

お
り
、
源
空
や
門
下
の
教
学
ほ
こ
う
し
た
活
動
に
教
義
的
裏
付
 け
を
与
え
 

た
も
の
で
あ
っ
た
。
門
下
の
う
ち
頓
智
 は
 尻
重
勧
進
上
人
、
 
隆
 寛
は
天
台
 

教
団
を
離
脱
し
た
念
仏
聖
、
親
鸞
ば
井
 光
 寺
の
勧
進
上
人
、
長
 西
は
遁
世
 

し
た
念
仏
 
衆
 、
幸
西
の
一
念
義
は
芸
能
的
念
仏
を
生
み
出
す
 ょ
 う
，
に
な
 

り
 、
 空
 阿
弥
陀
仏
は
四
天
王
寺
の
勧
進
聖
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
 が
 、
関
係
 

史
料
を
駆
使
し
て
論
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
証
を
通
し
 て
 、
有
力
 

門
下
が
す
べ
て
民
間
浄
土
教
を
担
っ
た
念
仏
聖
の
活
動
様
式
と
 一
致
し
、
 

鎌
倉
仏
教
は
民
間
仏
教
を
素
地
に
し
て
発
生
し
た
こ
と
が
解
明
 さ
れ
て
い
 

る
 。
そ
の
上
で
著
者
は
、
民
間
仏
教
者
が
室
町
末
期
に
各
地
に
 定
着
し
、
 

圧
 月
時
代
に
教
団
形
成
を
す
す
め
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
 

第
五
章
で
ほ
、
善
光
寺
 聖
 、
如
法
経
、
融
通
念
仏
宗
が
扱
わ
れ
 
て
い
 

る
 。
中
世
の
善
光
寺
 聖
が
 善
光
寺
 式
 如
来
や
太
子
像
を
運
び
な
 が
ら
喜
光
 

幸
信
仰
を
広
め
、
東
国
の
浄
土
教
の
展
開
の
基
盤
に
な
っ
た
こ
 と
が
語
ら
 

れ
る
。
ま
た
目
木
固
有
の
山
へ
の
納
骨
信
仰
を
基
底
に
し
て
 弥
 勒
 信
仰
に
 

よ
 る
如
法
経
が
流
行
し
た
こ
と
、
祖
霊
の
追
善
供
養
の
意
味
を
 持
っ
て
 
い
 

 
 
 
 

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
融
通
念
仏
宗
の
調
査
を
 
ふ
ま
え
 

鰯
 

て
 、
摂
津
・
大
和
の
在
家
中
心
の
大
念
仏
集
団
が
延
宝
五
年
 

（
一
山
 
八
 上
Ⅰ
 
5
 

七
）
以
降
大
念
仏
宗
と
い
う
 僧
 集
団
へ
変
貌
し
た
過
程
が
追
跡
 さ
れ
、
 本
 

1
 



尊
仏
 の
 国
 在
の
具
体
例
の
報
告
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
 

結
語
で
は
、
源
空
の
専
修
念
仏
教
団
が
法
難
に
よ
っ
て
解
体
し
 、
有
力
 

門
下
を
中
心
に
分
流
し
て
い
き
、
 

聖
光
 、
証
空
、
 
親
 駕
な
ど
の
 

「
 義
 」
 の
 

流
派
が
京
都
に
残
っ
た
「
門
徒
」
の
流
派
を
吸
収
す
る
こ
と
で
 統
合
さ
れ
 

て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

以
上
が
本
書
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
 評
 者
の
批
 

評
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 

第
一
に
、
法
難
を
契
機
に
し
た
源
空
教
団
の
解
体
過
程
の
詳
細
 な
 追
跡
 

は
 、
本
書
の
な
か
で
も
最
も
意
義
の
あ
る
研
究
で
あ
る
 よ
う
 に
 思
わ
れ
 

た
 。
と
く
に
指
導
者
と
し
て
の
源
空
の
対
処
の
ま
ず
さ
が
事
件
 の
 解
決
の
 

タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
し
、
結
果
と
し
て
法
難
へ
至
る
要
因
を
つ
く
 っ
 た
と
い
 

ぅ
 趣
旨
は
、
承
元
の
法
難
の
核
心
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
法
難
 の
 要
因
を
 

門
下
の
逸
脱
行
為
や
思
想
的
対
立
に
求
め
る
従
来
の
固
定
的
な
 説
 と
比
べ
 

て
 柔
軟
で
よ
り
説
得
的
で
あ
る
。
地
方
に
分
散
し
た
門
下
の
中
 か
ら
教
団
 

が
 形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
を
詳
細
に
論
証
し
た
こ
と
、
中
世
 仏
 教
 と
近
世
 

仏
教
の
連
結
過
程
の
解
明
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
も
重
要
 で
あ
る
。
 

第
二
に
、
著
者
の
民
俗
学
的
概
念
の
使
用
に
関
し
て
で
あ
る
 
。
評
者
 

は
 、
本
書
の
な
か
に
頻
出
す
る
「
常
民
的
浄
土
 観
 」
「
基
層
」
「
 わ
が
国
国
 

有
の
民
間
仏
教
」
「
民
俗
的
念
仏
」
「
民
間
仏
教
者
」
な
ど
の
用
 

話
 に
面
し
 

困
惑
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
著
者
が
、
こ
う
し
た
用
語
に
よ
 っ
て
示
唆
 

さ
れ
る
宗
教
史
観
を
あ
た
か
も
自
明
の
前
提
の
よ
う
に
 沿
 々

と
妻
 唄
っ
 十
し
 
Ⅱ
 
リ
 

る
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
伝
来
以
後
に
仏
教
が
前
代
か
ら
の
基
層
 文
化
と
同
 

化
し
て
、
「
常
民
的
浄
土
 
餌
 」
な
り
「
わ
が
 国
 固
有
の
民
間
 仏
 教
 」
な
り
 

が
 形
成
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
仏
教
 史
の
 
「
基
層
」
に
お
い
て
 
ヒ
 ジ
リ
 を
 担
 

い
 手
に
し
た
「
民
俗
的
念
仏
」
と
し
て
持
続
し
て
き
た
と
い
う
 の
が
、
 著
 

 
 

者
の
基
本
的
な
歴
史
 像
 で
あ
る
よ
う
だ
。
古
代
の
滅
罪
儀
礼
 か
 ら
 近
世
の
ぬ
 

葬
式
仏
教
ま
で
を
視
界
の
な
か
に
収
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
風
 呂
敷
 な
 議
 

㈱
 

 
 
 
 

論
 に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
い
。
「
庶
民
」
の
宗
教
的
要
求
（
滅
罪
 と
 葬
送
）
 

は
 不
変
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
要
求
に
応
え
る
「
民
間
仏
教
者
 」
の
集
団
 

的
形
態
は
時
代
の
影
響
を
被
り
変
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
二
段
 構
え
で
 著
 

者
は
宗
教
史
を
構
想
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
者
の
レ
ベ
ル
 に
 民
俗
学
 

的
な
概
念
を
多
用
し
、
後
者
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
日
本
史
学
の
 成
果
を
盛
 

り
込
も
 う
 と
し
て
い
る
。
基
層
は
不
変
だ
と
す
る
基
層
信
仰
論
 は
、
 概
し
 

て
 宗
教
史
の
全
体
的
な
 イ
メ
一
ジ
を
 
先
取
り
す
る
際
に
は
あ
る
 程
度
有
効
 

か
も
し
れ
な
い
が
、
史
料
に
基
づ
く
論
証
と
叙
述
の
レ
ベ
ル
に
 持
ち
込
む
 

と
 論
理
の
混
濁
や
ト
一
ト
ロ
ジ
 一
 を
招
く
こ
と
が
あ
る
。
本
書
 も
 、
そ
う
 

し
た
危
険
性
か
ら
逃
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
 

第
三
に
、
従
来
の
研
究
 史
 と
本
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
 。
著
者
 

は
 、
井
上
光
貞
氏
の
研
究
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
を
 一
 っ
 課
題
に
 

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
源
空
の
門
下
の
宗
教
的
基
盤
 の
 詳
細
な
 

解
明
は
、
著
者
に
よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た
成
果
と
い
っ
て
よ
 い
 。
一
時
 

代
 前
の
歴
史
学
者
に
よ
る
鎌
倉
仏
教
研
究
は
、
古
代
か
ら
書
き
 は
じ
め
 源
 

空
の
時
代
ま
で
で
筆
を
置
い
て
し
ま
い
、
後
の
歴
史
叙
述
は
古
木
 

学
者
に
ま
 

か
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
比
べ
て
著
者
の
 研
究
は
 、
 

中
世
後
期
、
さ
ら
に
近
世
の
浄
土
教
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
て
 い
る
点
で
 

も
 、
井
上
氏
の
研
究
よ
り
着
実
に
歩
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
 今
や
井
上
 

氏
の
研
究
は
ま
っ
た
く
の
過
去
の
遺
産
で
あ
り
、
そ
れ
を
批
判
 す
る
意
義
 

さ
え
薄
れ
つ
つ
あ
る
。
黒
田
俊
雄
氏
の
顕
密
仏
教
論
の
提
唱
 以
 来
、
中
世
 



書評と紹介 

仏
教
史
の
研
究
は
大
き
な
変
革
を
経
て
今
に
至
っ
て
い
る
こ
と
 は
 、
周
知
 

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
賛
成
、
反
対
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
黒
田
氏
 の
 成
果
に
 

対
す
る
著
者
な
り
の
批
評
を
期
待
し
て
本
書
を
読
み
進
め
た
が
 、
 そ
 う
し
 

た
 記
述
が
ま
っ
た
く
無
い
こ
と
に
評
者
は
驚
い
た
。
著
者
は
、
 自
ら
の
 達
 

成
し
て
ぎ
た
成
果
の
立
場
か
ら
顕
密
仏
教
論
を
ど
の
よ
う
に
 評
 価
 ・
批
判
 

す
る
の
か
を
開
陳
す
べ
ぎ
で
は
な
か
っ
た
か
。
浄
土
教
中
心
の
 研
究
状
況
 

を
 批
判
し
密
教
的
要
素
の
摘
出
を
説
く
著
者
は
、
意
外
に
黒
田
 氏
の
学
説
 

と
近
く
に
い
る
よ
う
な
気
に
も
な
る
。
し
か
し
著
者
の
民
俗
学
 的
な
発
想
 

に
 規
定
さ
れ
た
基
層
信
仰
論
は
、
根
本
的
に
顕
密
仏
教
論
と
両
 立
し
が
た
 

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
著
者
自
身
が
近
年
の
研
究
成
果
に
対
 し
ほ
と
ん
 

ど
 言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
史
上
に
本
書
を
位
 置
 づ
け
る
 

作
業
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

以
上
、
三
点
に
わ
た
り
評
者
の
批
評
を
雑
駁
に
述
べ
て
ぎ
た
。
 著
者
な
 

ら
び
に
読
者
の
ご
海
容
を
乞
 う
 し
だ
い
で
あ
る
。
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宜
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ご
く
最
近
に
 な
っ
て
 平
 

安
 貴
族
社
会
の
陰
陽
師
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
評
者
な
ど
は
 、
こ
の
 叢
 

書
よ
 り
多
大
な
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
 円
 
陰
陽
道
叢
書
 L
 全
四
巻
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
 以
下
の
 

如
く
で
あ
る
。
 

第
一
巻
古
代
 

第
一
部
陰
陽
思
想
か
ら
陰
陽
道
へ
（
所
収
論
文
教
六
）
 

第
二
部
物
忌
と
方
違
え
（
所
収
論
文
教
四
）
 

第
二
巻
中
世
 

第
一
部
中
世
陰
陽
道
の
展
開
（
所
収
論
文
教
六
）
 

第
二
部
中
世
社
会
と
陰
陽
道
（
所
収
論
文
教
七
）
 

第
三
巻
近
世
 

第
一
部
幕
藩
体
制
と
陰
陽
道
（
所
収
論
文
教
五
）
 

第
二
部
地
域
の
陰
陽
師
（
所
収
論
文
教
五
）
 

第
三
部
陰
陽
道
祭
祀
と
天
皇
・
将
軍
（
所
収
論
文
教
二
）
 

第
四
部
 
編
暦
 ・
改
暦
の
問
題
（
所
収
論
文
教
二
）
 

第
四
巻
特
論
 

第
一
部
占
い
（
所
収
論
文
教
二
）
 

第
二
部
陰
陽
道
祭
祀
と
民
間
信
仰
（
所
収
論
文
教
六
）
 

第
三
部
天
文
・
 ロ
 ・
宿
曜
道
（
所
収
論
文
教
六
）
 

ま
た
、
こ
れ
に
加
え
、
 各
巻
 ご
と
に
編
者
に
よ
る
総
論
と
所
収
 論
文
解
 

説
 と
が
付
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
四
巻
の
巻
末
に
「
陰
陽
道
関
係
 
文
献
 目
 

録
 」
が
付
さ
れ
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
 

さ
て
、
右
の
如
き
構
成
の
日
陰
陽
道
叢
書
 L
 全
四
巻
を
評
す
る
 に
あ
た
 

り
 、
評
者
と
し
て
は
、
所
収
論
文
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
そ
の
 解
説
を
試
 

   
 

み
る
 っ
 も
り
は
な
い
。
限
ら
れ
た
紙
面
の
な
か
で
 五
 0
 余
り
も
 の
 論
考
を
憾
 

扱
 う
 の
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
も
、
叢
書
の
 各
春
 に
は
 

桟
 

 
 

編
者
に
よ
る
所
収
論
文
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
 所
 収
 論
文
の
 

解
説
は
そ
ち
ら
に
譲
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
 、
 各
巻
に
 

配
さ
れ
た
総
論
あ
る
い
は
所
収
論
文
解
説
を
取
り
上
げ
る
こ
と
 に
す
る
。
 

そ
の
方
が
、
 
円
 陰
陽
道
叢
書
 L
 の
編
集
に
携
わ
っ
た
と
い
う
意
味
 で
 陰
陽
 

道
 研
究
プ
ロ
パ
ー
と
呼
び
得
る
幾
人
か
の
研
究
者
の
陰
陽
道
に
 つ
い
て
の
 

理
解
、
あ
る
い
は
、
陰
陽
道
研
究
に
お
け
る
問
題
意
識
を
見
る
 ，
 
」
と
が
で
 

き
、
幾
分
か
は
有
意
義
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
 叢
 書
の
総
論
 

と
所
収
論
文
解
説
と
は
、
そ
の
各
々
が
独
立
の
論
考
と
し
て
の
 体
裁
と
内
 

容
 と
を
備
え
て
お
り
、
 
五
 0
 余
り
の
所
収
論
文
を
差
し
置
い
て
 ま
で
も
こ
 

こ
に
紹
介
す
る
だ
け
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

来
 

第
一
巻
総
論
村
山
修
一
「
古
代
日
本
の
陰
陽
道
」
 

村
山
氏
の
構
想
す
る
「
古
代
日
本
の
陰
陽
道
」
の
歴
史
は
 、
は
 や
く
も
 

大
和
朝
廷
成
立
以
前
に
は
じ
ま
る
。
村
山
氏
に
 ょ
 れ
ば
、
遥
か
 古
代
の
中
 

同
大
陸
に
生
ま
れ
た
陰
陽
道
は
、
ま
ず
は
朝
鮮
半
島
に
伝
わ
り
 、
そ
の
後
 

に
 大
和
朝
廷
以
前
の
日
本
列
島
に
も
伝
来
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 そ
し
て
、
 

村
山
氏
の
言
 う
 
「
古
代
日
本
の
陰
陽
道
」
の
内
容
は
 

、
 極
め
て
 
多
岐
に
わ
 

た
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
陰
陽
五
行
思
想
や
そ
の
影
響
を
受
 け
た
諸
々
 

の
 思
想
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
諸
思
想
の
影
響
を
受
け
た
と
お
ば
 
し
き
 文
 

物
 
・
事
象
の
概
ね
を
、
村
山
氏
は
「
陰
陽
道
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
 る
 。
 

し
か
し
、
村
山
氏
の
こ
う
し
た
陰
陽
道
理
解
は
、
今
や
そ
の
ま
 ま
で
 通
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用
 す
る
も
の
で
は
な
い
。
右
の
如
き
陰
陽
道
理
解
の
難
点
は
 
、
 何
よ
り
 

も
 、
陰
陽
五
行
思
想
と
陰
陽
道
と
の
混
同
、
お
よ
び
、
史
実
の
 盗
意
 的
な
 

解
釈
に
あ
る
。
た
だ
、
村
山
氏
の
陰
陽
道
理
解
は
、
い
わ
か
 ろ
 陰
陽
道
に
 

 
 

つ
い
て
の
旧
来
の
常
識
に
大
き
く
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
 

必
 ず
し
も
 村
 

山
 氏
自
身
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
村
山
氏
の
示
し
た
 如
き
陰
陽
 

 
 

道
理
解
は
、
か
つ
で
は
常
識
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 そ
 し
て
、
 そ
 

ぅ
 し
た
旧
来
の
常
識
が
今
に
し
て
漸
く
打
破
さ
れ
よ
う
と
し
て
 い
る
の
だ
 

と
い
う
こ
と
は
、
次
に
紹
介
す
る
山
下
克
明
氏
の
陰
陽
道
理
解
 か
ら
も
 見
 

て
 取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

第
一
巻
所
収
論
文
解
説
山
下
克
明
「
陰
陽
寮
と
陰
陽
道
」
 

山
下
氏
は
、
陰
陽
道
研
究
者
の
う
ち
で
は
評
者
が
現
在
最
も
注
 目
し
て
 

い
る
研
究
者
で
あ
る
が
、
そ
の
所
以
は
氏
の
陰
陽
道
理
解
に
あ
 る
の
 

山
下
氏
が
陰
陽
道
と
は
何
か
を
考
え
る
際
の
大
前
提
と
し
て
 提
一
 
小
 す
る
 

の
は
、
㍉
陰
陽
道
 ル
 と
い
う
言
葉
は
中
国
は
も
と
よ
り
、
口
木
 と
 同
様
に
 

中
国
文
化
の
影
響
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
用
い
ら
 れ
る
こ
と
 

は
な
い
と
い
う
こ
と
」
、
す
な
 
ね
 ち
、
「
陰
陽
道
」
と
い
う
 
語
お
 よ
び
概
念
 

は
 、
日
本
に
お
い
て
生
ま
れ
、
日
本
に
の
み
存
在
し
て
い
た
の
 だ
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
山
下
氏
に
よ
れ
ば
、
口
木
 に
 お
い
て
「
陰
陽
道
」
 
と
い
う
 

語
 が
一
般
化
す
る
の
は
、
漸
く
十
世
紀
頃
か
ら
で
あ
り
、
し
か
 も
 、
こ
の
 

時
代
以
降
中
世
を
通
じ
て
の
「
陰
陽
道
」
と
は
、
紀
伝
道
・
 明
 経
道
 
・
 明
 

浅
道
・
算
道
な
ど
と
同
様
の
、
職
業
組
織
体
の
一
つ
で
あ
っ
た
 。
す
な
わ
 

ち
 、
史
実
に
即
し
て
言
 う
 な
ら
ば
、
古
代
・
中
世
 の
 
「
陰
陽
道
 」
は
 、
わ
 

れ
わ
れ
が
常
識
的
に
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
陰
陽
 道
で
は
な
 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
「
 陰
 陽
 
・
五
行
 

陰れははたをがも 陽は " 吉宗 墓 あ の 村二 第 べり " " 以 か前神謀中る 」 後砥に核さ 所要 究を教」に 仏る説 

無 の う る展在 なの な 方 し 肩山事 

「 陽武 、 古で れ 陽 の ・ な術期 く の げゆ陽 

か でで 武   ほ で ろそ響 五道号場や数矢 
側廷 こ と れ っ 掌 つる 比あ ぅ の 、 行のえ道学 ・ げ 
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面
 に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
村
山
・
 脊
古
 両
氏
が
 
「
中
世
 日
 

本
の
陰
陽
道
」
と
し
て
専
ら
に
問
題
と
す
る
の
は
第
三
の
民
間
 陰
陽
道
な
 

の
で
あ
る
が
、
こ
の
民
間
陰
陽
道
と
は
、
「
法
師
陰
陽
師
な
ど
に
 よ
る
 仏
 

教
 
・
神
祇
祭
祀
等
と
 
習
ム
ロ
 
し
た
陰
陽
道
」
お
よ
び
「
仏
教
・
 

修
 験
 
・
神
道
 

等
 、
他
の
宗
教
に
ふ
く
ま
れ
る
陰
陽
道
的
知
識
」
の
こ
と
で
あ
 り
、
習
ム
口
 

的
な
傾
向
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
 

中
世
宗
教
史
の
特
徴
は
そ
の
極
端
な
 習
 ム
ロ
化
に
あ
る
と
捉
え
る
 

村
山
 

氏
 
・
 脊
古
氏
は
 
、
中
世
陰
陽
道
の
特
徴
を
も
そ
の
 習
 ム
ロ
的
な
 
傾
 内
 に
求
め
 

る
 。
例
え
ば
、
牛
頭
天
王
の
信
仰
な
ど
も
、
日
本
中
世
に
お
け
 る
 神
仏
 習
 

4
 ロ
の
普
遍
化
の
な
か
で
の
、
陰
陽
道
と
他
の
思
想
・
信
仰
と
の
 
習
 ム
ロ
化
の
 

展
開
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 そ
し
て
、
 

習
合
思
想
を
基
調
と
す
る
中
世
の
思
想
・
宗
教
・
芸
能
に
は
 陰
 陽
道
の
様
 

々
 な
 影
響
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
村
山
・
有
吉
両
氏
 は
こ
れ
を
 

広
く
「
民
間
陰
陽
道
」
と
し
て
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。
 

た
だ
、
村
山
氏
・
 
脊
古
 民
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
全
て
を
闇
雲
 に
 陰
陽
 

道
 と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
「
ど
こ
ま
で
を
陰
陽
道
の
 範
 肩
に
含
 

め
て
考
え
る
べ
き
な
の
か
」
を
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 特
に
「
 近
 

世
に
土
御
門
 家
 傘
下
に
編
成
さ
れ
た
雑
多
な
宗
教
者
，
芸
能
者
 の
 -
 
刊
鼻
 の
 

中
世
に
お
け
る
姿
を
も
含
め
て
、
中
世
陰
陽
道
の
範
時
に
加
え
 る
こ
と
に
 

は
や
や
疑
問
が
あ
ろ
う
」
と
の
疑
義
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
 は
 、
陰
陽
 

通
史
の
み
な
ら
ず
、
神
道
 史
 
・
仏
教
主
，
修
験
道
 
更
 に
お
い
て
 も
 、
近
世
 

あ
る
い
は
近
代
以
降
の
実
情
を
中
世
以
前
に
投
影
し
、
当
時
の
 実
態
を
無
 

規
 し
た
議
論
の
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
見
ら
れ
る
の
を
警
戒
 し
て
の
こ
 

と
で
あ
ろ
う
。
 
同
 巻
の
所
収
論
文
解
説
「
中
世
陰
陽
道
研
究
の
 動
向
」
を
 

担
当
す
る
 
脊
古
氏
は
 
、
そ
こ
で
も
、
二
つ
だ
け
気
に
な
る
こ
と
 
を
 指
摘
 

   
 

し
て
お
く
と
、
近
世
に
土
御
門
家
が
組
織
化
し
た
、
ま
た
は
 組
 織
 化
し
よ
㎎
 

う
と
し
た
元
来
陰
陽
道
と
関
係
の
無
い
場
 ム
ロ
 
も
あ
る
雑
多
な
 宗
 教
 者
の
持
⑥
 

 
 

っ
 多
様
な
宗
教
内
容
か
ら
形
成
さ
れ
た
近
世
陰
陽
道
の
持
っ
 内
 容
 に
つ
い
 

て
の
知
識
が
、
中
世
陰
陽
道
を
考
え
る
際
に
も
反
映
さ
れ
て
い
 る
こ
と
が
 

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
里
田
 俊
雄
氏
の
 

「
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
 
b
 （
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
）
に
 

は
 、
日
本
 

中
世
の
宗
教
史
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
中
世
以
後
の
二
つ
の
 重
 大
な
歴
史
 

的
 変
化
、
す
な
わ
ち
近
世
に
お
け
る
仏
教
諸
宗
派
の
分
立
公
認
 お
よ
び
 教
 

学
の
整
備
と
、
近
代
に
お
け
る
神
仏
分
離
と
「
国
家
神
道
 b
 的
 感
覚
を
 、
 

認
識
の
前
提
に
せ
ず
評
価
の
基
準
に
も
せ
ず
に
、
中
世
に
最
も
 適
し
た
 範
 

肩
 で
把
握
す
る
こ
と
」
の
必
要
性
が
既
に
説
か
れ
て
い
た
が
、
 里
 田
 氏
の
 

こ
う
し
た
見
解
と
併
せ
考
え
て
も
、
村
山
・
 脊
古
 両
氏
の
警
告
 は
 、
傾
聴
 

す
べ
き
も
の
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

そ
し
て
、
村
山
氏
・
有
吉
元
が
右
の
如
き
点
へ
の
注
意
を
殊
更
 に
 喚
起
 

し
ょ
う
と
す
る
の
は
、
両
氏
が
、
中
世
の
陰
陽
道
と
近
世
の
陰
 陽
道
教
団
 

と
の
間
の
、
思
想
的
な
系
譜
の
連
続
と
教
団
・
組
織
と
し
て
の
 ま
と
ま
り
 

と
に
お
け
る
「
不
連
続
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
 の
 存
在
を
 

指
摘
し
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
村
山
・
 脊
古
 両
氏
に
よ
 

れ
ば
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
陰
陽
道
 史
 の
み
な
ら
ず
、
仏
教
主
 を
も
含
め
 

た
 宗
教
史
全
体
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
 事
 債
を
踏
ま
 

え
た
村
山
氏
・
有
吉
元
 は
 、
今
後
の
陰
陽
道
 史
 研
究
に
お
い
て
 は
 、
こ
の
 

断
絶
を
断
絶
と
し
て
認
め
、
そ
の
う
え
で
、
「
な
ぜ
断
絶
し
て
い
 
る
の
か
、
 

ど
の
よ
う
に
断
絶
し
て
い
る
の
か
」
を
問
う
べ
き
だ
と
し
て
い
 る
の
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第 

そ木 てい 教あ 分 「     
に
 陰
陽
師
を
扱
お
 う
 と
す
る
氏
の
方
法
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
 る
 。
 

ま
た
、
木
場
 氏
は
 、
近
世
陰
陽
道
研
究
あ
る
い
は
近
世
陰
陽
師
 研
究
に
 

つ
い
て
、
こ
れ
を
、
宗
教
研
究
の
一
環
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
 

近
 他
国
家
 

史
 研
究
・
近
世
社
会
史
研
究
・
近
世
科
学
史
研
究
・
地
域
支
所
 究
 
・
部
落
 

史
 研
究
・
宗
教
民
俗
学
研
究
な
ど
の
方
面
に
 、
 極
め
て
高
い
発
 展
性
を
内
 

包
 す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
さ
ら
に
、
 

同
 巻
の
所
収
論
文
解
説
 「
近
世
 陰
 

陽
道
の
研
究
成
果
と
課
題
」
に
お
い
て
は
、
近
年
の
近
世
陰
陽
 
道
 研
究
 

が
 、
土
御
門
陰
陽
道
の
研
究
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
「
近
世
蔭
 陽
道
の
 

国
家
史
的
意
味
、
中
世
唱
門
師
と
近
世
陰
陽
師
と
の
連
続
・
 不
 連
続
の
関
 

係
 、
必
ず
し
も
土
御
門
家
に
統
轄
さ
れ
て
い
な
い
陰
陽
道
要
素
 あ
る
い
は
 

陰
陽
師
系
宗
教
者
の
存
在
の
位
置
付
け
、
近
世
陰
陽
道
が
近
代
 社
会
へ
の
 

移
行
に
果
た
し
た
役
割
、
な
ど
に
課
題
を
置
く
方
向
に
発
展
し
 つ
 っ
あ
る
 

現
状
」
に
鑑
み
、
今
や
近
世
陰
陽
道
の
研
究
は
、
近
世
の
一
宗
 ゑ
要
素
 へ
 

の
 関
心
と
い
っ
た
域
を
脱
し
、
日
本
史
研
究
の
一
分
野
と
し
て
 0
 市
民
権
 

を
 得
た
も
の
と
し
て
い
る
。
 

第
四
巻
総
論
下
田
 積
興
 「
日
本
に
お
け
る
陰
陽
道
の
史
的
 

位
 相
 」
 

「
陰
陽
道
叢
書
 b
 の
総
論
の
な
か
で
評
者
が
最
も
興
味
を
覚
え
た
 の
が
、
 

こ
の
下
田
 氏
の
 
「
日
本
に
お
け
る
陰
陽
道
の
史
的
位
相
」
で
あ
 

る
 。
こ
の
 

総
論
に
お
い
て
、
下
出
 氏
は
 、
陰
陽
五
行
思
想
あ
る
い
は
陰
陽
 道
の
日
本
 

的
 受
容
お
よ
び
日
本
的
展
開
に
つ
い
て
、
か
な
り
巨
視
的
な
二
 つ
の
視
点
 

か
ら
、
総
体
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
舌
口
え
る
だ
ろ
う
。
 

 
 

古
代
の
外
来
文
化
に
つ
い
て
、
国
家
機
関
を
通
じ
、
支
配
属
 か
 ら
 支
配
④
 

 
 

層
 
へ
と
い
う
形
態
で
伝
来
し
た
仏
教
，
儒
教
は
、
典
型
的
な
い
 わゆ

る
 表
 

1
 

属
文
化
と
し
て
展
開
し
た
が
、
地
方
に
定
着
し
た
渡
来
人
か
ら
 日
本
の
在
 

1
 



 
 

釆
の
庶
民
へ
と
、
庶
民
層
か
ら
庶
民
 層
 へ
と
い
 5
 形
態
で
流
伝
 し
た
道
教
 

は
 、
い
わ
ば
典
型
的
な
基
層
文
化
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
 と
 捉
え
る
 下
 

山
兎
 は
、
 後
の
陰
陽
道
と
し
て
の
陰
陽
五
行
思
想
に
つ
い
て
は
 、
そ
の
 伝
 

来
が
 仏
教
に
随
伴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
表
層
文
化
と
し
 て
 展
開
し
 

て
い
く
方
向
を
と
っ
た
と
晃
敏
し
、
陰
陽
寮
な
る
官
司
の
存
在
 を
そ
の
証
 

拠
 と
す
る
。
 

し
か
し
、
下
出
 氏
に
よ
 
れ
ば
、
呪
術
と
し
て
の
陰
陽
道
は
 、
本
 来
 的
に
 

基
層
文
化
的
性
格
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
古
代
 に
お
い
て
 

表
層
文
化
的
あ
り
方
を
と
っ
た
と
は
い
え
、
新
し
い
技
術
の
呪
 法
 と
し
て
 

貴
族
 層
 に
専
有
さ
れ
る
体
制
が
平
安
時
代
に
な
り
次
第
に
弛
ん
 で
く
る
に
 

し
た
が
い
、
そ
の
本
来
的
な
基
層
文
化
的
性
格
を
あ
ら
わ
に
し
 て
い
く
の
 

で
あ
っ
た
。
十
世
紀
頃
か
ら
の
、
貴
族
社
会
外
に
お
け
る
、
 庶
 民
を
相
手
 

と
し
た
職
業
者
と
し
て
の
陰
陽
師
の
登
場
は
、
陰
陽
道
の
基
層
 文
化
的
方
 

向
へ
の
展
開
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
下
出
 氏
は
 、
中
世
以
降
の
伊
勢
神
道
・
両
部
神
道
・
 士
 ロ
田
仲
 

道
に
 陰
陽
道
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
 、
陰
陽
道
 

の
 習
合
化
傾
向
を
も
、
そ
の
基
層
文
化
的
性
格
か
ら
理
解
す
る
 。
民
族
 信
 

何
 と
し
て
日
本
最
大
の
基
層
を
構
成
す
る
神
祇
信
仰
を
母
体
と
 す
る
神
道
 

は
 、
基
本
的
に
典
型
的
な
基
層
文
化
な
の
で
あ
り
、
陰
陽
道
が
 そ
の
基
層
 

文
化
的
性
格
を
あ
ら
わ
に
し
っ
 っ
 あ
る
な
か
で
、
神
道
と
陰
陽
 道
 と
は
 極
 

め
て
結
び
付
き
易
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
 5
 わ
 げ
で
あ
る
。
 
さ
 ら
に
、
 諸
 

国
 の
い
わ
ば
職
業
的
な
陰
陽
師
の
民
間
で
の
活
動
が
著
し
く
な
 る
 近
世
に
 

は
 、
平
安
中
期
以
来
の
陰
陽
道
宗
家
の
系
譜
や
伝
統
を
引
く
表
 層
 文
化
的
 

陰
陽
道
で
は
な
く
、
基
層
文
化
的
陰
陽
道
が
主
流
に
な
っ
た
 と
 す
る
下
出
 

氏
は
 、
 近
 現
代
に
は
表
層
文
化
的
な
あ
り
方
の
陰
陽
道
は
そ
の
 存
在
を
完
 

 
 

全
 に
否
定
さ
れ
、
今
日
に
は
基
層
文
化
の
一
つ
と
し
て
の
陰
陽
 
道
の
み
が
 

1
9
 

 
 

残
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
 

4
2
8
 

 
 

と
こ
ろ
で
、
下
出
 氏
 に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
陰
陽
五
行
説
 ま
、
一
 

@
 

つ
の
世
界
観
と
し
て
人
々
の
考
え
方
の
な
か
に
溶
け
込
み
、
 
哲
 学
 
・
 宗
 

教
 
・
政
治
か
ら
占
星
・
 
雑
占
 
・
麿
な
ど
に
 い
 た
る
ま
で
、
社
会
 的
に
広
く
 

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
陰
陽
五
行
説
の
日
 本
へ
の
 伝
 

来
は
 、
そ
の
専
門
家
に
 よ
 る
も
の
で
は
な
く
、
僧
侶
に
よ
る
 付
 随
 的
な
も
 

の
で
あ
り
、
陰
陽
五
行
説
を
基
本
的
な
世
界
観
と
は
し
な
い
者
 に
 媒
介
さ
 

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
伝
来
が
支
配
 層
 に
よ
る
 方
術
の
理
 

解
 
・
研
究
と
い
う
か
た
ち
で
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
日
本
 で
の
陰
陽
 

五
行
思
想
の
受
容
が
そ
の
理
論
の
理
解
・
研
究
の
方
向
に
展
開
 せ
ず
、
 そ
 

れ
に
基
づ
く
具
体
的
な
優
れ
た
方
術
１
１
占
星
・
暦
法
，
 雑
占
 

予
知
 

吉
凶
判
断
な
ど
の
実
学
的
な
新
知
識
の
習
得
と
い
 
5
 方
向
 に
 展
開
し
 

て
い
く
こ
と
を
決
定
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
、
下
出
 氏
は
 、
呪
術
・
方
術
の
新
技
法
の
学
習
と
し
て
 は
じ
ま
 

っ
た
 陰
陽
五
行
説
の
受
容
の
方
向
は
、
律
令
体
制
が
成
立
し
た
 後
に
お
い
 

て
も
、
い
さ
さ
か
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
奈
良
時
代
 中
 期
 ま
で
に
 

決
定
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
見
る
。
天
文
・
暦
は
中
 国
の
世
界
 

観
 で
あ
る
陰
陽
五
行
思
想
を
理
論
的
に
具
現
す
る
も
の
と
し
て
 自
然
科
学
 

の
 一
分
科
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
ト
占
を
職
務
と
す
る
陰
陽
寮
 の
 職
掌
の
 

一
つ
と
さ
れ
た
の
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
天
文
・
暦
も
ま
た
 ト
 白
と
 同
 

じ
 方
術
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
認
識
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
 と
 い
う
の
で
 

あ
る
。
ま
た
、
下
出
 氏
に
よ
 れ
ば
、
陰
陽
寮
の
主
管
す
る
陰
陽
 
天
文
 



暦
は
 、
い
ず
れ
も
学
問
思
想
の
分
科
と
し
て
で
は
な
く
、
予
知
 や
 吉
凶
 判
 

断
の
方
術
の
分
科
と
し
て
仕
置
付
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
 に
 関
わ
り
 

を
 持
っ
も
の
ほ
、
次
第
に
技
能
の
い
わ
ば
職
業
的
な
性
格
を
強
 め
て
展
開
 

し
て
い
く
方
向
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
下
山
氏
 は
、
 こ
う
し
 

た
 職
能
と
し
て
の
方
向
で
の
展
開
が
定
着
し
て
い
っ
た
平
安
時
 伏
に
 、
大
 

陸
や
半
島
で
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
陰
陽
道
が
成
 立
し
て
い
 

っ
 た
と
説
く
の
で
あ
る
。
 

以
上
に
見
た
二
つ
の
視
点
か
ら
の
陰
陽
五
行
思
想
あ
る
い
 は
陰
 陽
道
の
 

日
本
的
受
容
お
よ
び
日
本
的
展
開
に
つ
い
て
の
下
山
氏
の
議
論
 に
は
、
今
 

後
、
か
な
り
の
発
展
性
が
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
 う
 し
た
議
論
 

を
 史
実
に
即
し
た
方
向
で
発
展
さ
せ
る
に
は
、
叢
書
第
一
巻
 所
 収
の
山
下
 

克
明
氏
の
論
考
「
陰
陽
道
に
お
け
る
典
拠
の
考
察
」
に
説
か
れ
 
る
よ
う
 

に
、
 「
わ
が
 国
 陰
陽
道
の
系
譜
 は
 、
従
来
説
か
れ
て
ぎ
た
如
く
 単
 
に
晴
唐
 

五
行
宗
 説
 の
み
を
祖
述
継
承
し
た
も
の
で
ほ
な
い
」
と
い
う
 事
 実
を
確
認
 

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
陰
陽
五
行
思
想
が
 直
接
に
 陰
 

陽
道
に
展
開
し
た
と
い
う
下
山
氏
の
陰
陽
道
理
解
 は
 、
古
典
的
 な
 陰
陽
道
 

理
解
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
図
式
的
な
の
で
あ
 る
 0
 

来
 

以
上
、
円
陰
陽
道
叢
書
 
b
 全
四
巻
の
総
論
あ
る
い
は
所
収
論
文
 解
説
に
 

よ
っ
て
、
現
在
第
一
線
で
活
躍
す
る
五
人
の
陰
陽
道
研
究
者
の
 陰
陽
道
に
 

分
 

つ
い
て
の
理
解
、
あ
る
い
は
、
陰
陽
道
研
究
に
お
け
る
 問
 題
意
識
を
ざ
 っ
 

紹
と
 見
て
ぎ
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
概
観
に
よ
っ
て
も
 窺
 
わ
れ
る
 
よ
う
 

 
 評

に
 、
現
在
の
陰
陽
道
研
究
１
１
特
に
古
代
・
中
世
陰
陽
道
 研
究
の
抱
 

言
 

え
て
い
る
最
大
の
困
難
は
、
「
陰
陽
道
」
と
い
う
概
念
を
明
 

確
に
規
定
す
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
古
代
の
陰
陽
道
に
つ
 い
て
は
 山
 

下
 氏
の
陰
陽
道
理
解
を
見
る
な
か
で
触
れ
た
通
り
で
あ
り
、
 ま
 た
 、
中
世
 

の
 陰
陽
道
に
つ
い
て
も
、
先
に
村
山
氏
・
有
吉
 氏
 が
中
世
の
諸
 事
象
に
っ
 

い
て
・
「
ど
こ
ま
で
を
陰
陽
道
の
範
時
に
含
め
て
考
え
る
べ
き
な
 

の
か
」
 を
 

問
題
と
し
て
い
た
こ
と
を
見
た
如
く
で
あ
る
。
元
来
、
陰
陽
道
 と
は
い
か
 

な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
 の
 陰
陽
道
 

研
究
だ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
研
究
対
象
た
る
「
陰
陽
道
 」
と
い
う
 

も
の
を
特
定
し
切
れ
な
い
と
い
う
困
難
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
そ
し
 

て
 、
こ
う
し
た
困
難
は
、
陰
陽
道
研
究
が
「
陰
陽
道
」
の
研
究
 と
し
て
の
 

陰
陽
道
研
究
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
容
易
に
克
服
し
得
る
も
 の
で
ほ
 な
 

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
因
み
に
、
宗
教
研
究
に
つ
い
て
も
、
 ヨ
 示
教
」
 を
 

め
ぐ
っ
て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
）
。
 

最
後
に
き
て
近
年
の
陰
陽
道
研
究
の
隆
盛
に
水
を
差
す
よ
う
な
 問
題
を
 

取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
が
浮
か
 ぴ
 上
が
っ
 

て
き
た
こ
と
自
体
、
陰
陽
道
研
究
が
着
実
に
進
展
し
て
い
る
こ
 と
の
証
左
 

な
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
今
回
の
日
陰
陽
道
叢
書
 b
 の
 刊
行
か
 

も
ち
、
進
展
し
っ
 
っ
 あ
る
陰
陽
道
研
究
の
確
か
な
足
取
り
を
 見
 る
こ
と
が
 

で
き
る
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
、
陰
陽
道
研
究
の
今
後
 の
よ
り
 
一
 

層
の
発
展
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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ど
 う
 ぶ
つ
桂
一
九
九
一
年
九
月
一
 
0
 日
刊
 

A
 王
制
一
二
一
八
頁
 
二
 0
0
0
 円
 

田
島
忠
 篤
 

本
書
は
、
副
題
が
示
す
 よ
う
 に
、
現
在
の
沖
縄
で
新
興
す
る
「
 沖
縄
 キ
 

リ
ス
ト
福
音
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
一
教
会
を
事
例
と
し
、
当
地
 の
 伝
統
的
 

宗
教
者
（
 ユ
 タ
）
の
救
済
活
動
と
比
較
し
な
が
ら
、
「
救
済
の
 

ダ
 イ
ナ
、
 、
、
 

ズ
ム
」
を
解
く
「
宗
教
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
」
で
あ
る
。
救
済
に
関
 し
て
は
、
 

既
に
東
北
を
舞
台
と
し
た
㍉
津
軽
の
 カ
 ミ
サ
マ
ー
救
い
の
構
造
 を
た
ず
ね
 

て
 b
 （
ど
 う
 ぶ
っ
 社
 、
一
九
八
七
年
）
 
に
 お
い
て
論
述
さ
れ
て
い
 る
 。
 そ
 

し
て
、
そ
の
時
に
提
示
さ
れ
た
、
救
済
と
い
う
「
生
き
た
宗
教
 現
象
」
を
 

理
解
す
る
た
め
に
、
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
「
文
化
」
 

文
化
に
よ
 

っ
て
悩
み
が
生
じ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
 

視
点
か
 

5
 分
析
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
「
救
 い
の
 文
化
論
」
と
い
う
 
テ
 １
％
 ま
 
@
 .
 

本
書
に
も
 息
 つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
テ
 l
 マ
は
次
に
 刊
 行
 さ
れ
た
 

「
民
俗
宗
教
と
救
い
 
｜
 津
軽
・
沖
縄
の
民
間
立
者
 L
 （
淡
交
 社
 、
 
一
九
九
二
 

年
 ）
に
継
承
さ
れ
る
。
こ
の
三
冊
は
、
ま
た
、
東
北
や
沖
縄
、
 民
俗
宗
教
 

や
 民
衆
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
う
に
、
中
央
志
向
の
現
代
社
会
 に
 取
り
残
 

円
 悪
霊
と
聖
霊
の
舞
台
 

沖
縄
の
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
救
済
世
界
 

b
 

池
上
長
正
善
 

さ
れ
た
マ
イ
ナ
ー
な
「
周
縁
か
ら
の
リ
バ
イ
バ
ル
」
を
見
よ
う
 と
い
う
 眼
 

㎝
 

 
 

差
し
で
も
貫
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

さ
て
、
本
書
の
内
容
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
「
 

プ
 コ
コ
 一
グ
 」
に
 始
 

④
 

ま
り
、
「
第
一
章
問
う
べ
き
も
の
」
で
は
、
沖
縄
の
キ
リ
ス
ト
 
教
 研
究
 

を
 レ
ビ
ュ
ー
し
な
が
ら
基
本
的
な
研
究
の
視
座
が
示
さ
れ
て
い
 る
 。
そ
の
 

一
つ
は
、
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
を
「
理
念
的
統
一
 体 」
と
 

し
て
所
与
の
実
体
と
見
ず
に
、
教
会
内
で
牧
師
と
信
者
の
間
で
 実
際
に
示
 

さ
れ
て
い
る
教
義
内
容
の
「
語
ら
れ
方
、
実
践
の
仕
方
、
受
 け
 と
め
ら
れ
 

方
の
総
体
」
と
し
て
捉
え
る
「
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
 視
 点
か
ら
 現
 

地
 調
査
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
こ
う
し
た
現
場
 の
 生
き
た
 

宗
教
現
象
で
あ
る
「
具
体
的
「
救
い
 L
 が
実
現
さ
れ
る
呪
術
・
 

士
 不
教
的
ダ
 

イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
を
理
解
す
る
に
 

は
 、
「
宗
教
的
人
間
観
」
を
 前
 提
 に
し
な
 

い
と
捉
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
 は
、
 「
 キ
 

リ
ス
ト
 杜
 曲
人
問
 甜
 」
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
救
済
宗
教
対
 土
着
の
迷
 

信
 体
系
と
い
う
「
実
践
的
課
題
 仁
 即
し
た
研
究
」
が
な
さ
れ
て
 き
た
り
、
 

ま
た
、
「
世
俗
的
人
間
観
」
を
自
明
と
し
て
社
会
適
応
や
社
会
 統
合
、
社
 

全
的
権
力
や
権
威
の
発
生
と
分
配
と
い
っ
た
、
社
会
や
文
化
の
 特
性
を
分
 

析
 す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
宗
教
現
象
を
扱
 う
 
「
実
証
的
研
究
 」
が
な
さ
 

れ
て
お
り
、
双
方
の
人
間
観
か
ら
で
 は
 宗
教
現
象
そ
の
も
の
の
 理
解
に
は
 

至
ら
な
か
っ
た
、
と
批
判
し
て
い
る
。
 

こ
の
「
宗
教
的
人
間
観
」
を
視
座
と
し
て
「
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
 」
を
 対
 

象
に
 、
以
下
「
第
二
章
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
」
「
第
三
上
 早
 
救
済
 

体
験
」
「
第
四
章
背
景
」
「
第
五
章
生
け
る
 
霊
 」
「
 ェ
ピ
ロ
 
l
 グ
 」
 へ
 

と
本
書
は
続
い
て
行
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
草
を
掻
い
摘
ん
で
説
明
 す
る
と
、
 



書評と紹介 

第
二
章
で
は
、
教
会
の
創
設
者
で
あ
る
仲
原
正
夫
の
宗
教
体
験
 を
 中
心
と
 

し
た
 ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
と
も
に
「
沖
縄
キ
リ
ス
ト
福
音
 
セ
ン
タ
 

一
 」
の
歩
み
、
そ
の
組
織
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
で
ほ
 、
 き
 者
の
 

現
地
調
査
と
牧
師
や
伝
道
者
の
説
教
、
信
者
の
「
証
し
」
（
罪
の
 

告
白
と
 

救
済
体
験
を
会
衆
の
前
で
話
す
）
の
テ
ー
プ
を
材
料
と
し
て
、
 沖
縄
の
伝
 

統
 的
な
救
済
世
界
と
比
較
し
な
が
ら
、
こ
の
教
会
の
特
色
が
 

「
 霊
 体
験
 

の
 重
視
」
「
罪
の
自
覚
化
」
「
世
俗
的
価
値
の
否
定
」
の
三
点
に
 

集
約
さ
れ
 

て
 説
明
さ
れ
て
い
る
。
 

第
四
章
の
「
背
景
」
で
ほ
、
「
沖
縄
キ
リ
ス
ト
福
音
セ
ン
タ
ー
」
 の
教
 

旅
帥
、
制
度
的
な
特
徴
が
諸
外
国
の
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
運
動
や
 ヵ
 リ
ス
マ
 運
 

動
 と
比
べ
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
教
会
の
内
部
 過
 程
 、
そ
し
 

て
 教
会
が
発
生
し
、
活
動
し
て
い
る
沖
縄
社
会
に
つ
い
て
も
、
 ，
 
」
れ
ま
で
 

の
 宗
教
研
究
の
成
果
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
特
に
 
、
，
 」
の
章
で
 

は
、
 他
の
研
究
成
果
を
安
易
に
あ
て
は
め
て
説
明
す
る
こ
と
の
 批
判
が
見
 

ら
れ
る
。
教
団
類
型
論
に
従
え
ば
、
こ
の
教
会
は
、
セ
ク
ト
に
 近
似
し
て
 

い
る
が
、
創
設
者
の
仲
原
は
教
祖
と
ほ
言
い
難
く
、
教
会
自
体
 閉
鎖
的
で
 

も
な
い
。
結
局
、
「
分
類
の
た
め
の
分
類
 

は
 た
い
し
た
意
味
が
 な
い
」
と
 

述
べ
て
い
る
。
教
会
の
内
部
過
程
で
あ
る
 霊
 体
験
の
重
視
、
「
 証
し
」
と
 

し
て
制
度
化
さ
れ
た
告
白
、
そ
し
て
性
的
罪
の
告
白
に
対
し
て
 
ヱ
ク
ス
 

タ
シ
ー
に
よ
る
社
会
統
合
や
草
 新
 、
性
の
言
説
化
に
よ
る
支
配
、
 

告
白
に
 

よ
る
主
体
形
成
、
被
支
配
階
級
へ
の
告
白
の
強
迫
に
よ
る
支
配
 
と
い
っ
 

た
 、
「
世
俗
的
人
間
観
」
を
基
に
し
た
理
論
で
は
、
現
場
で
掴
ん
 だ
 資
料
 

に
は
あ
て
は
め
ぎ
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
、
「
宗
教
現
象
の
生
 き
 生
 ぎ
と
し
 

た
 現
実
を
前
に
し
た
研
究
者
が
、
そ
の
最
も
大
切
な
部
分
を
損
 な
 う
 こ
と
 

無
く
理
解
す
る
」
の
に
ほ
ど
 う
 し
た
ら
い
い
か
、
「
本
当
に
ほ
 何
が
大
切
 

な
の
か
。
何
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
自
問
 す
る
こ
と
 

の
 重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
現
象
に
対
し
 て
 権
威
 や
 

権
力
の
分
析
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
研
究
者
自
ら
を
「
世
俗
的
人
 間
 」
と
し
 

て
 認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
「
自
解
釈
ほ
人
な
り
 
b
 で
あ
ら
ざ
る
を
 
え
な
い
」
 

と
 主
張
す
る
。
沖
縄
社
会
に
つ
い
て
、
こ
の
教
会
が
、
戦
争
に
 
よ
る
 家
 

族
 
・
親
族
の
解
体
、
行
政
権
の
日
本
復
帰
に
よ
る
ヤ
マ
ト
（
 
本
 土
 ）
ル
ル
、
 

沖
縄
島
内
の
都
市
化
と
い
っ
た
社
会
変
動
に
よ
っ
て
不
適
応
を
 起
こ
し
た
 

伝
統
社
会
の
人
が
 よ
 り
大
き
な
社
会
に
適
応
す
る
た
め
の
「
 社
 全
的
に
恵
 

ま
れ
な
い
人
々
の
機
密
室
」
と
し
て
こ
の
教
会
の
機
能
を
解
釈
 す
る
こ
と
 

は
 可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
信
仰
 
L
 と
い
う
営
み
を
通
し
 て
 、
自
生
 

き
 る
 ヒ
 こ
と
の
意
味
が
変
わ
っ
て
 し
 立
っ
た
」
と
い
う
現
実
を
 直
視
せ
ず
 

に
 、
こ
の
様
な
解
釈
を
す
る
事
 は
 、
直
視
す
る
こ
と
が
「
世
俗
 酌
人
間
」
 

の
 生
き
る
意
味
を
脅
か
す
も
の
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
自
分
達
 を
 安
心
、
 

納
得
さ
せ
る
安
易
な
解
釈
に
流
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
。
と
ど
 
の
つ
ま
り
 

「
生
き
た
宗
教
現
象
の
理
解
と
は
、
自
己
理
解
に
他
な
ら
な
い
」
 

と
 結
ん
 

で
い
る
。
 

第
五
章
は
、
伝
統
的
救
済
世
界
と
教
会
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
「
 救
済
の
 

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
を
提
示
し
て
い
る
。
 

ユ
 タ
に
代
表
さ
れ
る
 伝
 統
帥
救
済
 

世
界
の
構
造
を
、
「
自
己
を
コ
ス
モ
ス
に
つ
な
ぎ
と
め
る
様
々
 な
 神
秘
的
 

関
係
性
の
発
見
と
修
復
」
と
し
、
神
秘
的
関
係
性
の
特
徴
を
（
 一
）
宿
命
 

 
 
 
 

竹
原
理
（
不
変
）
と
情
意
的
原
理
の
共
存
（
共
音
共
感
の
世
界
 、
 可
一
か
 

@
@
 

）
 、
 

㈹
 

（
二
）
個
別
主
義
的
性
格
（
具
体
的
先
祖
 
｜
 子
孫
と
い
う
関
係
が
   

 
 

と
い
う
全
体
性
の
網
目
と
直
結
）
 
、
 （
三
）
直
感
的
性
格
（
 
霊
体
 験
な
ど
に
 



よ
っ
て
全
人
格
的
、
一
気
に
統
合
的
理
解
）
と
三
点
挙
げ
て
い
 る
 。
こ
れ
 

に
 対
し
て
、
第
三
章
で
述
べ
ら
れ
た
教
会
の
霊
体
験
の
重
視
 は
、
 災
因
を
 

外
在
化
し
た
霊
に
求
め
る
点
で
は
沖
縄
伝
統
社
会
と
重
な
る
が
 、
伝
統
 世
 

界
の
個
別
主
義
的
で
漠
然
と
し
た
霊
を
「
聖
霊
」
と
「
悪
霊
」
 
に
 峻
別
 

し
 、
 災
因
を
 
「
悪
霊
」
に
 
収
 赦
さ
せ
、
全
て
聖
霊
に
よ
っ
て
 そ
 れ
を
駆
逐
 

す
る
と
い
う
ふ
 う
 に
、
救
済
方
法
が
合
理
化
さ
れ
て
い
る
点
が
 異
な
る
と
 

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
伝
統
的
救
済
世
界
で
ほ
個
別
主
義
的
性
 格
 が
強
 い
 

た
め
に
個
々
の
 災
因
と
 コ
ス
モ
ス
と
の
修
復
が
複
雑
な
た
め
に
 「
象
徴
 
体
 

糸
 の
 日
 
自
家
中
毒
 b
 」
に
陥
る
危
険
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
 教
会
の
 

救
済
手
段
が
効
力
を
示
す
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
 。
ま
た
、
 

伝
統
世
界
同
様
に
霊
に
よ
る
 災
 困
の
外
在
化
に
よ
っ
て
自
己
 責
 任
か
ら
 解
 

放
さ
れ
る
が
、
教
会
で
は
、
悪
霊
の
仕
業
で
あ
る
罪
を
自
党
化
 す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
か
え
っ
て
「
責
任
主
体
と
し
て
の
個
の
自
覚
」
が
 促
 さ
れ
る
と
 

す
る
。
さ
ら
に
、
世
俗
的
価
値
を
否
定
し
、
聖
霊
の
働
ぎ
と
 さ
 れ
る
 愛
、
 

清
さ
、
正
義
を
実
行
す
る
と
い
う
、
伝
統
的
な
救
済
に
は
見
ら
 れ
み
 
-
 
は
い
亜
目
 

遍
 主
義
的
理
念
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
教
会
の
特
色
は
 
、
 優
れ
て
 

「
近
代
合
理
主
義
」
に
適
合
し
て
お
り
、
教
会
が
現
代
社
会
で
救
 済
 活
動
 

し
て
い
く
 ぅ
 え
で
自
然
と
生
ま
れ
た
教
義
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
様
な
 ユ
 タ
 的
 宗
教
者
と
教
会
の
救
済
世
界
の
分
析
を
通
し
 て
、
一
 

方
で
は
、
従
因
の
外
在
化
に
 ょ
 6
 個
の
責
任
を
軽
減
し
、
劣
等
 感
や
絶
望
 

で
 苦
し
む
自
尊
心
を
保
護
し
、
自
己
肯
定
と
自
我
実
現
を
は
か
 る
と
同
時
 

に
 、
他
方
で
、
罪
の
自
覚
化
に
よ
り
主
体
と
し
て
の
個
に
目
覚
 め
さ
せ
、
 

自
己
の
行
為
を
悔
い
改
め
さ
せ
、
肥
大
化
し
た
自
我
を
鎮
静
さ
 せ
 、
自
己
 

否
定
と
自
我
放
棄
を
は
か
る
、
と
い
う
二
律
背
反
の
動
的
過
程
 が
 見
ら
れ
 

る
と
。
こ
れ
を
「
救
済
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
と
呼
び
、
こ
れ
が
 自
己
肯
定
 

 
 

 
 

と
 自
我
実
現
の
充
足
と
挫
折
に
喘
ぐ
現
代
人
に
開
か
れ
た
も
の
 で
あ
り
、
 

1
 

「
肯
定
と
否
定
の
弁
証
法
に
よ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
切
り
結
ぶ
結
 節
点
在
 

聡
 

 
 
 
 

ふ
れ
 
人
 Ⅲ
れ
た
の
が
㍉
毒
血
 
b
 」
 ネ
し
 
あ
り
、
霊
に
 ト
よ
つ
 
十
し
 
ド
卜
じ
 
*
 り
 十 し
こ
の
 
二
律
背
 

反
す
る
過
程
が
実
現
す
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
々
が
 真
剣
に
生
 

き
 、
悩
み
、
救
済
さ
れ
る
現
実
の
中
に
こ
そ
「
霊
の
存
在
論
的
 次
元
」
が
 

あ
り
、
宗
教
を
扱
 う
 学
問
の
対
象
た
り
 ぅ
る
 、
と
結
論
し
て
い
 る
 。
 

こ
れ
ま
で
、
本
書
の
内
容
を
主
と
し
て
救
済
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
 と
そ
の
 

研
究
方
法
に
関
わ
る
点
を
中
心
に
紹
介
し
て
き
た
。
こ
の
研
究
 は
 、
地
理
 

的
 、
文
化
的
、
政
治
・
社
会
的
に
周
縁
に
位
置
す
る
一
教
会
の
 「
事
例
 研
 

究
 」
で
あ
り
、
そ
の
「
宗
教
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
」
で
は
あ
る
が
、
 我
々
研
究
 

者
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
と
り
わ
け
二
点
に
つ
い
 て
 述
べ
る
 

と
 、
ま
ず
、
第
一
点
は
、
宗
教
現
象
の
統
合
的
理
解
を
す
る
た
め
 

に
は
「
日
下
 

教
 的
人
問
 観
 」
を
視
座
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
済
 学
 が
経
済
 

人
 
（
ホ
モ
・
 
ヱ
 コ
ノ
ミ
ク
ス
）
を
前
提
に
研
究
す
る
よ
う
に
、
 

世
俗
的
人
 

間
観
や
 
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
か
ら
で
は
な
く
、
超
自
然
や
あ
 0
 世
に
開
 

か
れ
た
存
在
と
し
て
生
活
す
る
人
間
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
 よ
り
、
 
宗
 

教
 現
象
の
解
釈
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
解
釈
ほ
人
な
り
、
 即
ち
 、
研
 

先
考
自
身
の
生
き
様
を
晒
し
、
自
己
理
解
を
す
る
こ
と
、
と
着
 者
が
主
張
 

し
て
い
る
よ
さ
に
、
宗
教
現
象
を
解
釈
す
る
た
め
に
ほ
、
研
究
 者
 自
身
が
 

そ
れ
ら
に
も
開
か
れ
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
 示
 唆
し
て
い
 

る
 。
第
二
点
は
、
「
霊
の
存
在
論
的
次
元
」
を
提
示
し
た
こ
と
で
 
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
は
、
宗
教
的
人
間
観
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
言
 う
ま
 で
も
な
い
 

が
 、
宗
教
現
象
を
所
与
の
理
念
的
統
一
体
と
し
て
静
的
に
捉
え
 る
と
、
 
霊
 



書評と紹介 

  

」社の図 浮っ立感                             
が
 霞
ん
で
い
る
の
は
、
救
済
体
験
の
分
析
が
、
教
会
内
の
聖
職
 者
の
説
教
 

や
 信
者
の
「
証
し
」
と
い
う
舌
口
説
を
中
心
に
し
て
お
り
、
教
会
 
外
で
の
 信
 

者
の
生
活
が
見
え
て
こ
な
い
の
も
一
因
か
も
知
れ
な
い
。
 

以
上
、
紹
介
と
評
価
、
そ
し
て
感
想
を
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
 は
 沖
縄
 

の
 宗
教
研
究
や
民
衆
宗
教
、
救
済
体
験
な
ど
を
研
究
対
象
と
す
 る
 学
徒
だ
 

げ
で
は
な
く
、
広
く
宗
教
現
象
を
対
象
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
 て
も
、
 宗
 

教
の
統
合
的
理
解
の
方
法
に
関
す
る
実
例
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
 る
 指
南
書
 

と
し
て
精
読
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。
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青
弓
 桂
一
九
九
一
年
一
一
月
三
 
0
 
日
刊
 

口
上
 ハ
 利
一
九
七
頁
二
四
 0
0
 
円
 

碧
 

井
桁
 

ハ
ジ
ニ
 ン
ダ
 l
 マ
と
い
う
視
座
 

日
本
の
民
俗
宗
教
、
新
宗
教
を
関
心
の
対
象
と
す
る
研
究
者
た
 ち
の
 多
 

く
が
、
「
 巫
な
 」
に
注
目
し
、
調
査
・
研
究
に
精
力
を
注
い
で
 き
た
。
 
し
 

か
し
、
 彼
 
・
 彼
 な
ら
は
、
「
 巫
な
 」
と
な
っ
た
な
た
ち
を
、
 文
 化
や
時
代
 

状
況
の
な
か
で
 ハ
 生
き
る
主
体
）
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
 、
そ
の
 心
 

要
 が
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
「
成
立
」
へ
の
過
程
 や
 、
カ
ミ
 

や
ホ
ト
ケ
 
と
の
直
接
的
な
交
流
、
正
儀
を
行
う
能
力
に
つ
い
て
 説
明
す
る
 

に
 当
た
っ
て
は
、
「
 な
 性
は
生
来
的
に
感
じ
や
す
い
資
質
を
持
っ
 て
い
る
」
 

と
い
う
観
念
に
基
づ
く
、
百
本
文
化
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
 
イ
デ
 オ
ロ
ギ
 l
 

の
 一
表
現
型
）
で
あ
る
「
妹
の
 
力
 」
説
を
前
提
と
し
、
（
超
歴
史
 
的
 ）
に
 措
 

定
 さ
れ
た
日
本
文
化
の
（
固
有
性
）
へ
と
還
元
す
る
こ
と
で
、
 近
代
日
本
 

社
会
が
つ
く
り
出
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
築
 、
補
強
に
 

努
め
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。
 

本
書
屋
な
の
民
俗
学
１
１
な
の
（
 
カ
 ）
の
近
代
 ヒ
は
 、
「
生
物
 学
的
 

な
 性
差
に
、
文
化
が
意
味
賦
与
・
規
定
し
た
も
の
と
し
て
の
性
 き
 
・
 性
ィ
 

円
 巫
女
の
民
俗
学
１
な
 の
 （
乙
の
近
代
目
 

川
村
邦
北
署
 

メ
ー
ジ
」
を
 
意
未
 す
る
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
マ
と
い
う
用
語
を
直
接
 提
示
し
て
 

9
8
 

は
い
な
い
。
だ
が
、
な
の
（
 性
 ）
と
（
 土
 ）
の
根
拠
を
、
近
代
 の
知
の
権
 

1
 

力
 構
造
の
頂
点
に
位
置
づ
げ
ら
れ
た
科
学
と
し
て
の
（
生
物
学
 ）
に
委
託
⑭
 

 
 
 
 

し
、
 （
文
化
）
の
問
い
直
し
を
怠
っ
て
ぎ
た
過
去
の
巫
 な
 研
究
 領
域
に
 、
 

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
マ
と
い
う
新
た
な
視
座
を
拓
く
も
の
と
評
し
て
よ
 い
と
 
思
 

わ
れ
る
。
 

著
者
川
村
邦
九
民
 は
 、
従
来
の
「
 巫
な
 習
俗
」
の
調
査
・
研
究
 者
が
 、
 

そ
の
成
果
の
（
実
証
性
）
を
世
間
に
保
証
す
る
査
証
と
し
て
、
 巫
 な
の
 生
 

清
史
（
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）
の
記
述
を
特
権
化
し
、
「
 

よ
ぎ
 イ
ン
フ
ォ
 

｜
 マ
ン
ト
（
物
知
り
）
の
探
索
・
選
択
」
を
自
明
の
こ
と
と
し
 て
き
た
 

が
 、
実
際
そ
こ
で
な
さ
れ
た
の
は
、
研
究
者
の
調
査
基
準
に
 ょ
 る
 
「
イ
ン
 

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
選
別
」
で
あ
り
、
調
査
者
と
イ
ン
フ
ォ
ー
 マ
 ン
ト
 の
 関
 

係
は
 、
検
察
官
と
被
告
と
の
関
係
、
（
超
越
的
主
体
）
と
（
情
報
 
を
 提
供
 

す
る
従
属
的
客
体
）
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
 そ
 ぅ
 し
た
 折
 

免
者
の
認
知
的
な
実
践
の
構
図
に
決
定
的
な
錯
誤
が
あ
っ
た
 と
 指
摘
す
 

る
 。
そ
し
て
、
研
究
者
た
ち
は
、
自
ら
の
専
門
的
な
主
題
系
に
 整
序
し
 ぅ
 

る
も
の
だ
け
を
「
情
報
」
と
み
な
し
、
情
報
Ⅱ
「
こ
と
 は
 」
 を
 そ
の
話
し
 

手
か
ら
分
離
し
、
均
質
な
も
の
と
し
て
処
理
し
て
き
た
。
そ
れ
 ゆ
え
 彼
 

彼
 な
た
ち
は
、
（
イ
ン
フ
ォ
 
l
 
マ
ン
ト
の
こ
と
ば
）
を
、
「
他
者
 
の
 情
況
に
 

拘
束
さ
れ
た
主
体
的
な
」
そ
れ
と
し
て
設
定
せ
ず
、
そ
の
「
 社
 金
性
や
思
 

想
性
 、
ま
た
歴
史
性
を
問
う
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
。
 

か
く
批
判
す
る
川
村
氏
は
 、
 氏
の
調
査
地
域
に
お
い
て
「
 
オ
 ガ
 ミ
サ
 

マ
 」
と
呼
ば
れ
る
盲
目
の
巫
な
た
ち
を
、
単
な
る
情
報
の
提
供
 者
 と
は
と
 

ら
え
な
い
。
 
彼
 な
た
ち
を
「
実
践
的
な
（
民
間
の
知
）
の
担
い
 手
 」
と
 捉
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え
 、
社
会
的
・
文
化
的
な
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
 彼
 な
た
ち
 の
 営
み
を
 

知
ろ
う
と
す
る
。
氏
の
言
う
 立
 な
た
ち
の
担
う
（
民
間
の
知
 マ
 と
は
、
社
 

会
 
・
人
文
諸
科
学
が
把
握
で
き
る
と
考
え
て
ぎ
た
類
の
（
客
観
的
 

な
 真
実
）
 

で
は
な
い
。
 
巫
 な
た
ち
の
「
語
り
」
の
と
き
、
そ
の
場
で
構
成
 さ
れ
る
 生
 

き
 た
ハ
如
 マ
 で
あ
り
、
 彼
 な
た
ち
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
も
 、
 川
村
氏
 

と
 出
会
っ
た
、
そ
の
と
き
の
 彼
 を
た
ち
の
「
 今
 」
「
現
在
」
の
 境
 位
か
ら
、
 

呼
び
寄
せ
ら
れ
た
昔
、
未
来
に
向
け
て
構
築
さ
れ
た
自
分
の
生
 の
 軌
跡
を
 

意
味
す
る
。
 

盲
目
の
巫
な
た
ち
の
「
語
り
」
を
、
盲
目
の
な
性
た
ち
が
他
者
 
社
会
 

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
主
体
的
に
構
築
し
た
「
こ
と
は
」
と
し
 て
 聞
 き
取
 

ろ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
は
、
「
 

立
 な
た
ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
 土
地
の
 

こ
と
は
」
を
、
「
編
集
の
手
を
加
え
っ
 

っ
 、
な
お
可
能
な
か
ぎ
り
 そ
の
ま
 

ま
 」
文
字
化
す
る
と
い
う
試
み
に
も
っ
と
も
 よ
く
 示
さ
れ
て
い
 
る
 。
こ
れ
 

は
、
巫
な
 
習
俗
と
い
う
「
希
少
な
」
民
俗
文
化
を
記
録
と
し
て
 残
す
た
め
 

な
ど
で
は
な
く
、
明
治
以
降
の
政
府
の
標
準
語
化
政
策
に
よ
 
っ
て
「
 野
 

卑
 、
低
俗
な
こ
と
は
」
と
 姥
 め
ら
れ
、
他
の
地
方
の
人
々
が
「
 聴
 ぎ
と
り
 

に
く
い
」
と
侮
蔑
し
、
ま
た
自
ら
こ
れ
を
語
る
人
々
が
「
聴
き
 と
ら
れ
に
 

く
い
」
と
卑
下
し
て
 き
た
 
「
東
北
地
方
の
こ
と
は
」
の
置
か
れ
 

て
 ぎ
た
 歴
 

史
 
・
社
会
的
な
情
況
を
 
、
 浮
 き
 彫
り
に
す
る
た
め
の
戦
略
的
な
 記
述
様
式
 

な
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
戦
略
的
な
記
述
が
な
さ
れ
た
の
は
、
川
村
氏
が
 
、
 （
 白
日
日
）
 

の
 
（
 な
 ）
と
し
て
の
 
彼
 な
た
ち
の
「
生
の
軌
跡
」
は
 、
位
 な
た
 ち
 自
身
の
 

語
る
「
土
地
の
こ
と
ば
」
そ
の
も
の
か
ら
「
切
り
離
し
て
は
 埋
 解
 で
き
た
 

い
 」
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
試
み
が
「
読
者
に
 苦
痛
を
強
 

「
 立
 な
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
一
人
前
 

明
治
政
府
は
、
近
世
身
分
階
級
制
社
会
を
解
体
し
、
「
盲
人
を
 「
家
業
 

勝
手
」
へ
と
解
放
し
た
」
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
 
彼
な
 ・
彼
ら
が
 被
ら
ざ
 

る
を
得
な
い
社
会
的
障
害
へ
の
配
慮
は
無
く
、
盲
人
は
、
近
代
 国
家
・
 資
 

本
主
義
の
承
認
す
る
労
働
・
生
産
形
態
に
就
け
ぬ
「
不
能
、
不
要
 %
@
 

」
、
一
 

ゑ
 

れ
み
と
扶
助
の
対
象
へ
と
お
と
し
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
国
是
 た
る
「
 文
 

明
 開
化
」
「
旧
習
一
新
」
政
策
を
推
進
す
る
官
吏
、
知
識
人
、
同
 詣
 す
る
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
民
間
の
風
習
、
行
事
は
迷
信
 と
 そ
 し
ら
 

ね
 、
 狼
雑
 、
浪
費
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
漂
白
す
る
 梓
巫
 な
・
 市
 子
は
「
 乞
 

全
非
人
の
類
」
と
し
て
排
除
・
追
放
さ
れ
、
 巫
 な
に
 よ
 る
「
 死
 霊
 の
 口
寄
 

せ
 」
な
ど
の
習
俗
・
儀
礼
も
「
迷
信
」
「
悪
習
」
と
し
て
禁
じ
 
ろ
 れ
た
。
 巫
緩
 

な
は
政
治
・
統
治
を
混
乱
さ
せ
、
医
薬
な
ど
（
権
力
の
知
）
の
 普
及
を
妨
 

9
9
 

害
し
、
「
愚
民
を
惑
わ
す
象
徴
的
な
存
在
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
 
と
な
っ
 

1
 

い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
危
惧
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
 と
も
私
自
 

身
 は
そ
う
な
の
だ
が
、
読
者
も
ま
た
、
 

立
 な
た
ち
の
 
生
 、
彼
 な
 た
ち
の
 息
 

つ
か
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
「
こ
と
は
」
に
耳
を
す
ま
す
こ
と
に
 「
苦
痛
」
 

を
 感
じ
る
よ
り
、
む
し
ろ
「
こ
と
は
を
共
有
す
る
こ
と
」
に
よ
 る
 
「
 場
 」
 

の
 共
有
へ
の
可
能
性
を
感
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
 
て
氏
 と
共
 

に
 、
近
代
日
本
社
会
に
お
い
て
 巫
な
 習
俗
が
い
か
な
る
経
路
を
 た
ど
っ
た
 

か
 、
ま
た
、
 
巫
 な
た
ち
が
地
域
社
会
の
な
か
で
 い
 か
な
る
プ
ロ
 
セ
ス
 を
 得
 

て
 
「
 巫
 な
と
し
て
の
主
体
」
を
形
成
し
た
の
か
を
知
り
、
「
 巫
 な
 習
俗
の
 

構
成
す
る
社
会
 ｜
 文
化
的
な
世
界
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
 た
い
」
と
 

考
え
る
だ
ろ
う
。
 



た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
者
の
霊
魂
を
生
者
に
と
 り
つ
ぐ
 巫
 

女
 習
俗
は
「
民
俗
の
知
」
と
し
て
「
野
の
 力
 」
を
保
ち
続
け
た
 。
国
家
に
 

よ
 る
大
規
模
な
対
外
戦
争
、
戦
死
者
の
輩
出
を
背
景
に
、
地
域
 社
会
の
人
 

々
が
、
「
生
き
目
」
「
口
寄
せ
」
「
武
運
長
久
」
「
弾
丸
 
除
 げ
の
 祈
 願
 」
を
 業
 

と
す
る
巫
女
を
必
要
と
し
、
彼
女
た
ち
の
「
神
仏
の
加
護
を
施
 す
 霊
寵
」
 

を
 信
頼
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 

川
村
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
「
盲
人
の
近
代
」
に
つ
い
て
述
べ
、
 さ
ら
に
 

「
戦
時
体
制
」
下
に
あ
っ
て
、
巫
女
や
盲
僧
が
、
自
分
た
ち
を
 「
安
吉
江
林
 

序
 」
を
侵
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
み
な
し
、
弾
圧
を
加
え
る
 官
憲
に
対
 

し
 、
「
協
調
」
「
体
制
翼
賛
」
を
う
た
 
ぅ
 職
能
者
集
団
を
組
織
し
 た
事
例
に
 

触
れ
、
こ
れ
を
労
働
者
・
戦
士
た
り
得
ぬ
と
し
て
蔑
視
さ
れ
た
 者
た
ち
の
 

「
近
代
日
本
に
対
す
る
批
判
的
、
対
抗
的
な
結
社
 

二
 と
し
て
評
価
 す
る
。
 

た
だ
し
、
著
者
は
、
節
近
代
の
地
域
社
会
の
盲
人
た
ち
に
内
げ
 た
 眼
差
し
 

が
ハ
 差
別
的
 マ
 で
な
か
っ
た
と
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
 盲
 目
 」
は
 、
 

仏
教
的
因
果
応
報
思
想
を
受
容
し
た
社
会
か
ら
負
の
評
価
を
受
 げ
て
も
 ぃ
 

た
 。
そ
も
そ
も
、
近
世
農
漁
村
に
生
を
受
け
た
も
の
が
、
「
ひ
と
 と
し
て
 

一
人
前
に
な
る
」
こ
と
と
は
、
労
働
可
能
な
身
体
を
形
成
・
獲
得
 す
る
こ
 

と
で
あ
り
、
盲
人
た
ち
は
、
生
業
労
働
の
補
助
者
と
し
て
、
 地
 縁
 
・
血
縁
 

共
同
体
の
扶
助
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
「
一
人
前
」
に
 な
り
 得
 

ぬ
か
ぎ
り
、
不
安
定
で
「
寂
し
い
人
生
」
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
 か
っ
た
。
 

し
か
し
、
女
に
も
「
 男
 以
上
に
稼
ぐ
 人
 」
と
な
る
こ
と
を
期
待
 十
 ・
 
る
農
 

漁
村
社
会
は
、
盲
目
の
少
女
た
ち
が
「
寂
し
い
人
生
」
か
ら
 抜
 げ
 出
す
 回
 

路
を
開
い
て
い
た
。
川
村
氏
は
 、
彼
 な
た
ち
が
「
一
人
前
」
と
 し
て
「
 社
 

全
的
に
も
文
化
的
に
も
評
価
さ
れ
る
仕
組
入
が
地
域
社
会
に
埋
 め
 込
ま
れ
 

（
巫
女
の
力
）
の
近
代
１
１
死
者
と
生
者
の
共
同
体
 

本
書
の
な
か
で
何
人
か
の
巫
女
た
ち
が
語
る
「
巫
女
化
の
過
程
 」
 よ
 
@
 ）
 

「
弟
子
入
り
 
｜
 修
行
 ｜
 カ
ミ
ツ
ケ
儀
礼
 ｜
 礼
奉
公
 ｜
 身
上
が
り
 １
面
上
市
 

ハ
 
」
 

と
い
う
近
似
し
た
構
造
を
な
し
、
そ
れ
は
「
職
人
へ
の
徒
弟
 期
 間
 」
に
 類
 

似
 し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
著
者
の
視
座
、
問
題
設
定
 
の
 仕
方
 

は
 、
従
来
の
（
成
文
過
程
）
に
関
す
る
報
告
と
相
同
で
は
な
 

い
 。
 氏
 

は
 、
「
断
食
 
｜
 カ
ミ
ツ
ケ
儀
礼
 ｜
 御
祝
儀
」
と
い
う
三
段
階
か
 

ら
な
る
 

「
カ
ミ
ツ
ケ
儀
礼
」
に
、
「
場
所
ふ
さ
ぎ
」
「
重
荷
」
「
厄
介
」
と
 

¥
 
@
 
Ⅰ
十
八
 

つ
こ
 Ⅹ
 

盲
人
に
賦
さ
れ
る
負
の
 コ
一
ド
を
 解
体
し
、
盲
目
の
少
女
を
し
 て
 「
神
の
 

妻
 Ⅱ
巫
女
」
へ
と
再
生
さ
せ
る
、
「
社
会
的
文
化
的
に
は
（
 
ひ
と
 マ
 と
し
て
 

（
お
ん
な
）
と
し
て
」
再
構
築
す
る
「
し
か
げ
」
、
地
域
の
盲
人
 
観
を
 「
 
覆
 

し
 、
相
対
化
し
、
対
抗
す
る
」
、
巫
女
Ⅱ
 オ
ガ
 ミ
サ
 マ
 た
ち
の
 「
神
学
」
 

「
コ
 
l
 ド
」
の
創
出
を
読
み
と
ろ
う
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
 
カ
ミ
ツ
 ケ
 

儀
礼
が
「
女
の
障
り
」
以
前
、
初
潮
前
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
 @
 
」
と
も
、
 

「
血
の
敏
 
ね
 」
が
忌
避
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
身
体
的
成
熟
が
 
文
化
的
成
 

て
い
た
」
こ
と
に
注
目
し
、
親
や
近
親
者
、
地
域
社
会
の
人
々
 の
計
ら
い
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
「
盲
目
の
少
女
が
巫
女
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
、
儀
礼
は
 
、
こ
の
 仕
 

2
 

組
み
の
一
端
」
と
位
置
づ
け
る
。
盲
目
の
巫
女
た
ち
は
、
「
め
く
 ら
に
こ
⑥
 

 
 

れ
 以
上
の
仕
事
は
で
き
な
い
」
と
い
う
、
地
域
社
会
の
な
か
 
で
 
「
「
 
家
 」
 

を
 維
持
す
る
「
家
業
」
の
担
い
手
と
し
て
有
用
な
「
働
き
手
」
 Ⅱ
二
人
 

前
 」
に
な
り
え
な
い
」
盲
人
へ
の
蔑
視
を
自
ら
共
有
し
つ
つ
も
 、
「
巫
女
 

は
 最
高
の
商
売
」
「
女
の
位
階
と
し
て
最
高
」
と
い
う
誇
り
を
 
持
 
つ
こ
と
 

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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に 」 霊ろ 「 以前の 社ム のいて、 サマ 「世間 ） 力 の そし し、そ 能に 「稼ぐ たちを を 送 見るこ が八 % けた後、 古 

    
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
こ
に
は
「
 家
 」
秩
序
の
再
構
成
へ
の
企
図
 、
「
家
長
 

中
心
の
「
 家
 」
イ
デ
オ
ロ
ギ
 一
 と
で
も
い
う
べ
き
も
の
」
が
 介
 在
し
て
い
 

る
の
だ
が
、
不
在
の
死
者
と
生
者
の
八
い
の
ち
）
の
連
鎖
を
確
 保
し
よ
う
 

と
す
る
心
情
が
よ
り
強
く
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
 

春
初
 禧
 、
彼
岸
口
な
ど
生
者
・
家
族
の
守
護
、
巫
女
の
行
 う
カ
 
-
 
。
 事
 
・
 

ホ
ト
ケ
 事
に
か
か
わ
る
の
は
一
家
の
主
婦
、
姑
な
ど
、
ほ
と
ん
 
ど
 女
で
 

あ
り
、
「
新
口
」
「
二
度
の
梓
」
な
ど
死
者
の
霊
魂
に
対
し
て
 

配
 慮
 す
る
こ
 

と
が
、
女
の
役
割
と
さ
れ
る
の
は
、
「
出
産
・
誕
生
と
死
後
を
司
 る
の
が
 

女
の
 
（
 
力
 ）
と
す
る
観
念
が
根
強
く
存
続
」
し
て
い
る
か
ら
で
 あ
る
。
 女
 

た
ち
は
、
主
婦
と
し
て
母
と
し
て
「
死
者
と
生
者
の
霊
魂
へ
の
 配
慮
の
た
 

め
に
、
巫
女
の
世
界
に
通
暁
」
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
 「
現
世
の
 

生
者
の
八
い
の
ち
）
の
連
鎖
を
支
え
る
重
要
な
要
」
に
位
置
し
 て
い
る
。
 

「
口
寄
せ
の
場
」
は
 、
ホ
ト
ケ
 
を
先
祖
・
守
り
神
化
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
 

家
父
長
制
的
な
「
 家
 」
の
継
続
を
保
証
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
 発
 現
す
る
 場
 

で
あ
る
と
し
つ
つ
、
な
お
氏
は
、
こ
う
し
た
分
析
は
表
層
的
 す
 ぎ
る
と
い
 

う
 。
そ
し
て
、
口
寄
せ
の
場
に
集
ま
っ
た
女
た
ち
は
、
実
際
に
 は
 巫
女
の
 

こ
と
ば
で
は
な
く
、
 
ホ
ト
ケ
 の
こ
と
は
を
聴
い
て
い
る
の
で
 
あ
っ
て
 、
 

「
女
性
た
ち
が
 ホ
ト
ケ
 の
声
を
聴
 き
 、
成
仏
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
 こ
ろ
に
 

は
 、
巫
女
の
ハ
カ
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
千
を
生
み
育
て
る
 と
い
う
 再
 

生
産
の
要
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
（
女
の
力
）
が
不
可
欠
の
も
の
 と
し
て
 動
 

 
 

負
 さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。
 

 
 

巫
女
を
介
し
て
語
ら
れ
る
死
者
の
こ
と
ば
は
、
地
域
社
会
を
代
 
表
す
④
 

る
 、
そ
し
て
 
巫
 儀
の
場
に
集
 う
女
 た
ち
に
向
け
て
構
成
さ
れ
た
 「
語
り
」
㎝
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
「
語
り
」
こ
そ
、
（
男
の
歴
史
・
物
語
り
Ⅱ
 

ゴ
 @
 
の
 
。
 
の
 
（
 
0
 屯
 ）
 が
 



無
視
し
て
き
た
（
女
の
歴
史
・
物
語
り
Ⅱ
 す
め
 
「
・
の
（
 

0
 「
 
3
 
と
言
え
 よ
 う
か
 。
 

こ
の
女
た
ち
の
語
り
の
場
が
（
い
の
ち
）
の
連
鎖
を
は
ぐ
く
ん
 で
き
た
の
 

で
あ
り
、
「
死
者
は
生
者
に
よ
っ
て
生
 き
 続
け
、
生
者
は
死
者
 に
よ
っ
て
 

生
か
さ
れ
て
い
く
」
と
い
う
（
い
の
ち
）
の
思
想
を
担
っ
て
 き
 た
の
が
 女
 

た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
 ろ
 う
 。
 だ
 

が
、
 女
た
ち
が
そ
う
し
た
役
割
を
担
 う
 こ
と
は
、
こ
の
社
会
が
 必
要
と
し
 

た
 女
の
役
割
 ｜
 ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
、
女
自
ら
が
（
特
権
化
）
 

し
た
 @
 
」
と
を
 意
 

味
 す
る
の
で
は
な
い
か
。
川
村
氏
は
 、
巫
 な
た
ち
を
必
要
と
し
 な
く
な
っ
 

た
 現
代
社
会
に
 
、
 （
い
の
ち
 ノ
 の
連
鎖
の
思
想
の
衰
弱
を
見
て
い
 る
 よ
 う
 

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
、
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
、
 そ
う
で
あ
 

る
と
し
て
も
、
（
い
の
ち
）
の
連
鎖
を
担
 

う
 べ
 き
 は
、
生
物
学
 的
に
も
な
 

（
の
身
体
）
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
（
死
者
の
声
）
を
聴
く
べ
 

き
 は
 、
な
だ
 

け
の
責
務
で
は
な
い
。
男
が
あ
た
か
も
、
（
い
の
ち
）
の
連
鎖
 に
 無
関
係
 

で
あ
る
か
の
よ
う
な
位
置
に
自
己
を
定
位
し
て
ぎ
た
の
は
な
ぜ
 か
を
問
わ
 

ね
ば
な
ら
な
い
と
、
私
は
考
え
る
の
だ
が
、
氏
は
 、
 遠
か
ら
ず
 、
こ
の
 間
 

い
に
応
え
、
（
 笑
 ）
と
い
う
（
性
）
の
文
化
・
社
会
的
な
コ
ン
テ
 

ク
ス
ト
を
 

解
析
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
 

書
評
を
引
き
受
け
て
か
ら
、
随
分
と
時
間
が
た
っ
て
し
ま
い
、
 
著
者
 

は
 、
本
書
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
 
コ
オ
ト
メ
 の
祈
り
目
 円
よ
 
刀
ト
メ
 

の
 身
体
 目
 （
紀
伊
国
屋
書
店
）
の
押
書
を
世
に
送
っ
て
い
る
。
 

川
 村
 氏
に
 

は
 書
評
者
の
怠
惰
へ
の
宥
恕
を
乞
い
、
か
つ
読
者
諸
姉
妹
兄
弟
 
こ
 
@
@
 
%
 、
 

ハ
ジ
ヱ
ソ
グ
 ー
 ノ
 と
い
う
視
座
を
さ
ら
に
切
り
 妬
 い
て
い
る
と
 思
わ
れ
る
 

こ
の
 二
 書
を
併
読
さ
れ
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。
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「
宗
教
の
な
か
の
女
桂
皮
目
 

盲
目
桂
一
九
九
三
年
四
月
三
 
0
 日
刊
 

四
六
判
一
二
一
九
頁
二
四
七
二
円
 

田
川
建
三
 

著
者
た
ち
の
意
図
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
諸
宗
教
を
 検
討
し
 

直
す
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
壮
大
な
意
図
て
あ
る
。
し
か
 し
 、
そ
れ
 

に
し
て
は
知
識
の
幅
が
あ
ま
り
に
限
ら
れ
、
寄
せ
集
め
の
 文
 集
 と
い
う
 程
 

度
の
書
物
に
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
文
章
に
は
、
当
然
の
 ，
 」
と
な
が
ら
、
 

す
ぐ
れ
た
指
摘
も
、
他
方
、
程
度
の
低
 い
 論
述
も
、
そ
れ
ぞ
れ
 多
く
見
ら
 

れ
る
け
れ
ど
も
。
 

全
部
で
八
つ
の
文
章
が
の
っ
て
い
る
。
う
ち
、
八
番
目
の
田
 先
 乱
 さ
ん
 

（
以
下
敬
称
略
）
の
も
の
は
、
あ
ま
り
宗
教
と
関
係
の
な
い
 
文
章
て
あ
る
 

が
 、
「
従
軍
慰
安
婦
問
題
と
在
日
朝
鮮
人
の
女
の
生
活
か
ら
 
」
と
い
う
 副
 

題
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
の
問
題
を
扱
っ
て
い
て
、
い
ろ
 い
ろ
重
要
 

な
 指
摘
を
な
し
て
い
る
。
著
者
自
身
が
在
日
朝
鮮
人
女
性
で
あ
 る
と
い
う
 

位
置
か
ら
従
軍
慰
安
婦
の
問
題
に
取
り
組
め
ば
、
そ
の
問
題
の
 重
さ
 、
根
 

の
 深
さ
が
さ
ま
ざ
ま
に
、
か
つ
鮮
明
に
、
指
摘
さ
れ
る
こ
と
 に
な
る
。
 戦
 

後
半
世
紀
も
の
間
、
従
軍
慰
安
婦
の
問
題
を
直
視
す
る
ど
こ
存
在
す
ら
無
視
し
よ
う
と
し
て
ぎ
た
日
本
社
会
て
あ
っ
て
 

み
   

奥
田
暁
子
、
岡
野
治
子
編
著
 

(438)@ 202 



書評 ふ
 
Ⅰ
 
    紹介 

著
者
が
わ
が
こ
と
と
し
て
感
じ
る
痛
み
を
、
日
本
社
会
が
あ
る
 程
度
以
上
 

十
分
に
理
解
す
る
 よ
う
 に
な
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
日
本
人
の
側
 に
 多
大
な
 

努
力
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
 

次
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
こ
の
著
者
の
指
摘
す
る
重
要
な
 点
は
、
 

安
易
な
「
連
帯
」
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
 フ
ヱ
  
 

ム
 に
関
わ
り
を
持
つ
日
本
人
な
性
か
 t
@
?
 

「
連
帯
目
で
き
る
と
 
判
 断
 さ
れ
た
 

私
は
 、
 次
の
 ょ
 5
 な
発
言
を
聞
い
た
。
 彼
 な
は
白
日
本
人
に
 ょ
 る
 朝
鮮
人
 

差
別
に
つ
い
て
は
、
も
う
す
で
に
十
分
聞
い
て
き
た
の
よ
目
と
 語
っ
て
 か
 

ら
 、
こ
れ
か
ら
は
男
性
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
る
自
同
じ
な
性
 b
 と
し
て
、
 

問
題
を
共
有
し
、
連
帯
し
て
い
き
た
い
と
い
 5
 内
容
で
あ
っ
た
 。
要
す
る
 

に
、
ョ
 
な
の
視
点
 J
 を
よ
り
重
視
し
、
そ
こ
を
連
帯
の
接
点
に
し
 た
い
と
 

い
 5
 り
ク
ヱ
 ス
ト
で
あ
っ
た
」
（
三
一
二
頁
以
下
）
。
そ
れ
に
 
対
 し
て
著
者
 

は
 記
す
。
「
私
と
い
 
5
 在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
な
は
在
日
朝
鮮
人
の
 部
分
と
 

な
で
あ
る
部
分
と
が
真
二
つ
に
切
り
離
せ
る
存
在
で
は
あ
り
え
 な
い
。
 民
 

放
 と
性
を
切
り
離
し
て
問
題
を
設
定
し
ょ
う
と
の
呼
び
か
け
に
 、
 私
は
新
 

た
な
分
断
を
持
ち
込
ま
れ
る
危
険
性
を
感
じ
て
し
ま
う
。
 私
た
 ち
は
こ
れ
 

以
上
分
断
さ
れ
て
は
た
ま
う
な
い
の
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
日
本
人
な
 

性
フ
ヱ
、
く
 

キ
ス
ト
が
 円
男
 と
な
目
の
た
た
か
い
に
勝
利
し
た
と
し
て
も
、
 私
 に
と
っ
 

て
は
ス
カ
ー
ト
を
は
い
た
抑
圧
者
が
ズ
ボ
ン
を
は
い
た
抑
圧
者
 に
と
っ
て
 

伐
 っ
た
に
過
ぎ
な
い
」
（
三
一
四
頁
）
。
 

注
釈
を
必
要
と
す
ま
い
。
こ
れ
ま
た
、
確
か
に
、
今
や
世
界
中
 で
 耳
に
 

す
る
言
葉
で
は
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
白
人
な
性
の
 フ
ヱ
 ミ
ニ
ズ
 ム
 に
対
し
 

て
 黒
人
な
性
の
側
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
圏
の
一
部
（
一
部
に
す
ぎ
 な
い
し
、
 

本
来
は
イ
ス
ラ
ム
と
は
無
関
係
の
現
象
だ
が
）
に
あ
る
「
な
子
 割
礼
」
の
 

問
題
に
つ
い
て
西
洋
人
や
日
本
人
が
口
を
出
す
仕
方
に
っ
 
ぃ
 て
 ア
ラ
ブ
 

人
 、
ア
フ
リ
カ
人
の
な
性
の
側
か
ら
、
等
々
。
し
か
し
、
こ
れ
 ま
た
、
 諸
 

外
国
に
お
け
る
よ
り
も
特
に
日
本
人
が
自
覚
で
き
て
い
な
い
点
 の
 一
つ
で
 

あ
ろ
 5
 。
 

し
か
し
こ
の
著
者
に
一
つ
疑
問
を
呈
し
て
お
こ
う
。
著
者
は
そ
 れ
る
の
 

問
題
の
根
を
「
天
皇
信
仰
」
に
見
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
し
か
 
し
、
 確
か
 

に
 
「
天
皇
信
仰
」
は
そ
う
い
っ
た
日
本
人
の
意
識
を
集
中
的
に
 
表
現
し
た
 

一
つ
の
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
根
は
 

、
そ
 5
 い
 5
 
 「
天
皇
信
仰
 」
を
 生
 

み
 出
し
支
え
て
き
た
日
本
社
会
の
方
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 
 

ら
 、
「
天
皇
信
仰
」
と
直
接
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
に
も
同
じ
問
題
 は 深
く
 

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

以
下
、
順
不
同
に
他
の
文
章
を
見
て
い
こ
 う
 。
 

第
六
論
文
（
井
桁
 碧
 
「
「
な
の
役
割
目
権
力
へ
の
回
路
」
）
。
 前
半
 

は
 、
宗
教
に
関
係
の
な
い
、
日
本
の
国
家
主
義
と
家
制
度
に
つ
 い
て
の
 批
 

判
 で
あ
る
。
短
い
、
ス
ロ
 

一
 ガ
ン
的
な
文
章
。
続
け
て
、
電
文
 会
 に
つ
い
 

て
の
記
述
。
確
か
に
、
霊
友
会
は
日
本
の
新
宗
教
の
中
で
も
 際
 立
っ
て
 こ
 

の
種
の
国
家
主
義
と
家
意
識
を
強
調
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
 ら
 、
題
材
 

と
し
て
は
、
こ
の
著
者
の
目
的
に
と
っ
て
は
手
頃
で
あ
っ
た
だ
 ろ
 う
 。
 し
 

か
し
、
霊
友
会
に
つ
い
て
多
少
指
摘
し
た
あ
と
、
そ
の
霊
友
会
 の
 特
色
が
 

す
べ
て
の
新
宗
教
に
共
通
す
る
か
の
ご
と
く
に
一
般
化
し
、
新
古
 
示
教
 と
は
 

こ
 5
 い
 5
 も
の
だ
、
と
断
定
す
る
の
は
、
不
当
な
一
般
化
で
あ
 る
 。
 

 
 

0
5
 
一
つ
新
宗
教
を
扱
っ
た
も
の
が
、
芳
賀
あ
き
ら
「
 
創
 価
学
 会
 と
な
 

棚
 

性
 」
（
第
七
論
文
）
。
こ
ち
ら
は
著
者
自
身
の
創
価
学
会
経
験
に
 

 
 

書
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
説
得
力
が
あ
り
、
面
白
い
 。
ま
た
、
 

2
 



法
華
経
や
日
蓮
の
な
性
観
に
つ
い
て
の
指
摘
も
 、
 短
い
が
、
 
的
 確
 で
あ
 

る
 。
た
だ
し
、
も
う
少
し
詳
し
く
展
開
し
て
く
れ
て
も
よ
か
っ
 た
と
思
 う
 

 
  

 文
章
の
後
半
ほ
、
創
価
学
会
か
ら
い
わ
ば
被
害
を
受
け
た
な
性
 の
 実
例
 

を
い
く
 
っ
か
 。
し
か
し
そ
れ
ほ
本
当
に
創
価
学
会
の
問
題
な
の
 
だ
ろ
う
 

か
 。
創
価
学
会
以
外
に
も
大
量
に
存
在
す
る
日
本
的
実
意
識
と
 そ
こ
か
ら
 

生
じ
る
な
性
の
抑
圧
に
つ
い
て
、
創
価
学
会
の
信
者
の
場
合
に
 は
 、
そ
れ
 

が
 信
仰
の
問
題
と
か
ら
ま
っ
て
増
幅
す
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
 
と
だ
 る
 

ぅ
 。
そ
れ
を
、
創
価
学
会
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
か
の
ご
と
 く
 扱
う
の
 

は
 、
問
題
の
幅
を
倭
 小
 化
す
る
。
 

さ
て
、
こ
の
書
物
に
目
立
つ
の
は
両
性
具
有
税
で
あ
る
。
八
人
 の
 著
者
 

み
ん
な
が
そ
の
点
で
同
じ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
こ
 ろ
ど
こ
ろ
 

か
な
り
目
立
つ
。
し
か
し
、
男
に
も
男
性
性
だ
け
で
な
く
な
 性
 性
 が
あ
 

り
 、
な
に
も
な
 性
性
 だ
け
で
な
く
男
性
性
が
あ
る
、
と
い
う
 理
 居
 に
立
っ
 

て
 フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
築
こ
う
と
す
る
こ
の
姿
勢
は
、
一
時
期
 あ
 る
 程
度
は
 

や
っ
た
け
れ
ど
も
、
最
近
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
多
数
は
も
は
 や
 そ
 う
い
 

ぅ
 視
点
を
取
ら
な
い
。
そ
の
場
合
の
「
 な
性
性
 」
「
男
性
性
」
と
 
い
う
 理
 

念
 自
体
が
 、
 実
は
、
こ
れ
ま
で
の
 な
 性
差
別
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
 １
 の
中
で
 

作
ら
れ
て
 
き
 た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
る
 よ
う
 に
 た
 
っ
 た
か
ら
 

で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
流
れ
に
対
し
て
こ
の
本
の
著
者
た
ち
の
一
部
 が
な
お
 

両
性
具
有
税
に
固
執
し
た
い
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
ほ
御
自
由
 
で
あ
る
 

が
、
 少
な
く
と
も
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
当
然
両
性
具
有
 説
で
 あ
る
と
い
 

っ
た
よ
う
な
調
子
で
も
の
を
書
く
の
ほ
お
や
め
に
な
っ
た
方
が
 い
い
だ
 る
 
 
 

 
 

 
 
 
 

必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 
 

そ
の
典
型
が
芳
賀
あ
き
ら
の
文
章
に
出
て
来
る
。
「
悟
り
を
開
い
 

た
仏
 

の
 理
想
的
な
姿
」
は
「
あ
ぎ
ら
か
に
性
を
超
え
た
様
相
で
あ
る
 

。
男
で
も
 

 
 

 
 

像
 に
あ
る
種
の
両
性
具
有
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
を
、
も
う
 

少
し
き
っ
 

ち
り
論
証
し
て
も
ら
 

ぅ
 必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
 

-
 
」
の
著
者
 

が
あ
げ
て
い
る
例
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
ま
り
説
得
力
が
 

な
い
。
 
仏
 

は
 「
手
足
が
柔
ら
か
い
」
「
く
ち
び
る
が
赤
い
」
と
い
う
の
は
、
「
 

な
性
性
 
」
 

た
 な
ど
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
大
多
数
の
人
間
に
と
っ
て
労
働
 

が
 苛
酷
で
 

あ
っ
た
時
代
に
、
手
足
が
柔
ら
か
い
こ
と
は
、
労
働
せ
ず
に
す
 

む
 楽
な
生
 

活
の
願
望
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
従
っ
て
そ
れ
は
男
性
 

な
 性
の
問
 

題
 と
関
係
は
な
か
ろ
う
し
、
く
ち
び
る
の
赤
さ
は
単
に
健
康
な
 

血
色
の
良
 

さ
の
表
現
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
は
、
そ
う
い
う
「
 

仏
 」
 像
を
作
り
 

出
し
た
人
た
ち
が
こ
れ
を
「
 

な
性
性
 
」
の
象
徴
と
思
っ
て
い
た
か
 

ど
う
か
、
 

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
「
 

仏
 」
像
に
両
性
具
有
 

の
 理
念
を
 

読
み
込
む
こ
と
が
仏
教
史
上
あ
る
程
度
事
実
で
あ
っ
た
と
仮
定
 

し
て
も
、
 

そ
れ
が
仏
法
の
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
 

別
 0
 間
頭
 で
 



介
 

紹
 

と
 

評
 

書
士
 あ

る
。
そ
う
い
う
理
念
が
ど
の
程
度
仏
教
全
体
を
貫
く
墓
木
理
 念
 た
り
え
 

て
い
た
の
か
。
何
が
本
来
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
 う
 易
し
い
間
 い
で
は
な
 

い
 。
こ
の
著
者
は
、
自
分
個
人
が
た
ま
た
ま
理
想
と
信
じ
る
 両
 性
具
有
 

を
 、
こ
れ
こ
そ
仏
法
の
本
末
の
あ
り
方
「
で
あ
る
は
ず
だ
」
 
、
と
 単
純
に
 

決
め
っ
け
る
だ
げ
な
の
だ
。
 

自
分
個
人
の
思
想
は
自
分
個
人
の
思
想
と
し
て
自
分
で
責
任
を
 も
っ
て
 

主
張
す
る
が
よ
い
。
そ
 う
 す
れ
ば
、
も
う
少
し
説
得
力
を
持
っ
 た
か
も
し
 

れ
な
い
。
そ
れ
を
せ
ず
に
、
こ
れ
こ
そ
宗
教
の
本
末
の
教
え
、
 と
 宣
言
し
 

て
し
ま
っ
た
ら
、
実
は
自
分
の
思
想
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
神
棚
 に
ま
つ
り
 

上
げ
て
礼
拝
す
る
だ
け
の
こ
と
に
し
か
な
る
ま
い
。
宗
教
信
者
 の
 思
想
に
 

よ
く
あ
る
欠
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
思
想
そ
の
も
の
を
 て
い
ね
い
 

に
 論
証
す
る
こ
と
も
で
ぎ
ず
、
他
方
、
そ
の
宗
教
の
歴
史
的
実
 熊
 に
っ
 い
 

て
も
甘
い
見
方
し
か
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
書
物
の
何
人
か
の
 
著
者
に
 

は
、
 こ
 う
 い
っ
た
論
調
が
目
立
つ
が
、
い
ち
い
ち
こ
れ
以
上
例
 一
 
小
 す
る
 必
 

要
 も
な
か
ろ
う
。
 

第
二
論
文
（
河
野
信
子
「
 
女
 と
国
家
ョ
古
事
記
 ヒ
を
め
 ぐ
る
 観
 

念
 」
）
は
、
い
く
 っ
 か
か
な
り
面
白
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
 が
 、
こ
の
 

書
物
の
中
で
は
か
な
り
異
色
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
 批
評
の
対
 

象
 と
し
な
い
。
 

第
四
論
文
（
岩
田
 澄
江
 
「
キ
リ
シ
タ
ン
女
性
に
出
会
う
」
）
は
 
、
 プ
ロ
 

4
 ス
の
「
日
本
史
」
の
訳
本
の
六
 ｜
 八
巻
を
読
ん
で
、
そ
こ
に
 登
 場
 す
る
 

千
 リ
シ
タ
ン
の
女
性
に
つ
い
て
書
い
た
感
想
文
で
あ
る
。
た
だ
 
そ
れ
だ
 

托
 
著
者
は
こ
こ
に
出
て
来
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
 な
 性
の
う
ち
、
 奇
 跡
 的
に
 

油
気
（
主
と
し
て
精
神
疾
患
）
を
癒
さ
れ
た
と
信
じ
て
い
る
人
 た
ち
の
こ
 

と
を
、
「
仏
教
や
祈
 
禧
師
 に
よ
っ
て
は
救
わ
れ
な
か
っ
た
人
が
 、
 
キ
リ
ス
 

ト
 教
に
よ
っ
て
正
常
に
な
る
」
、
そ
れ
も
マ
リ
ア
と
い
う
「
 な
 性
神
 」
 を
 

信
じ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
か
ら
で
き
た
こ
と
、
と
解
説
し
て
い
る
 。
確
か
に
 

こ
の
場
合
に
は
、
そ
 う
 伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
似
た
よ
 う
 な
精
神
 

疾
患
の
治
癒
の
例
、
特
に
な
性
の
例
は
、
世
界
の
宗
教
史
上
あ
 ま
り
に
数
 

が
 多
い
。
そ
の
う
ち
の
多
く
は
、
支
配
的
な
宗
教
に
対
す
る
 
新
興
宗
教
 

（
ま
っ
た
く
の
新
興
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
力
 ト
リ
シ
ズ
 

ム
 の
よ
う
に
、
そ
の
王
地
で
は
新
興
宗
教
で
あ
る
場
合
も
あ
る
）
 

に
よ
っ
 

て
 ひ
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
多
数
の
例
を
考
慮
す
 れ
ば
、
 
こ
 

の
 著
者
の
よ
う
に
そ
れ
を
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
や
な
神
信
仰
の
特
性
 と
み
な
す
 

こ
と
は
せ
ず
に
す
ん
だ
だ
ろ
う
。
 

第
三
論
文
（
中
野
優
子
「
 な
 性
と
仏
教
」
）
は
曹
洞
宗
に
お
け
る
 女
性
 

差
別
に
つ
い
て
。
そ
の
限
り
で
は
、
必
要
な
資
料
が
わ
か
り
 易
 く
 提
供
さ
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
仏
教
一
般
に
 、
 更
に
日
本
的
母
性
 礼
讃
に
 
一
 

単
 に
拡
大
し
て
同
一
視
す
る
筋
道
が
論
理
的
に
 よ
 く
わ
か
ら
な
  
 

第
五
論
文
（
奥
田
暁
子
「
近
代
と
伝
統
の
相
克
」
）
は
、
表
題
は
 大
要
 

裟
 だ
が
、
清
水
素
 琴
と
 相
馬
黒
光
の
二
人
に
つ
い
て
、
す
で
に
 よ
く
知
ら
 

れ
て
い
る
伝
記
的
事
実
を
か
い
っ
ま
ん
で
並
べ
た
だ
け
の
文
で
 あ
る
。
 し
 

か
し
、
す
ぐ
れ
た
指
摘
も
多
少
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、
清
水
 紫
琴
が
古
 

花
山
直
と
結
婚
し
て
幸
せ
に
な
っ
た
、
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
 、
彼
 な
が
 

結
婚
し
て
か
ら
評
論
や
小
説
を
書
く
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
 の
は
、
 決
 

し
て
な
と
し
て
の
幸
福
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
 「
 妻
 、
母
川
 

だ
 げ
に
自
分
を
閉
じ
込
め
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
 無
 念

さ
 」
が
 

5
0
 

見
ら
れ
る
、
と
い
う
指
摘
な
ど
（
一
二
八
頁
）
。
た
だ
し
、
彼
女
 が
ぺ
ン
 

2
 



を
 捨
て
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
せ
い
だ
ろ
う
と
い
う
著
者
の
推
 測
は
説
得
 

力
 が
な
い
。
 

第
一
論
文
（
岡
野
治
子
「
 7
 ェ
ミ
ニ
ス
ト
視
点
か
ら
の
目
木
 ゐ
 
下
敷
 批
 

判
 」
）
。
日
本
史
上
の
す
べ
て
の
宗
教
を
過
去
か
ら
現
在
ま
で
、
 
僅
か
二
八
 

頁
で
 
「
批
判
」
し
ょ
う
と
い
う
大
変
な
論
文
。
ま
あ
ね
。
こ
の
 人
の
文
 

章
 、
そ
も
そ
も
日
本
語
と
し
て
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。
一
例
 。
「
原
始
 

的
な
精
霊
信
仰
と
祖
先
崇
拝
を
内
容
と
す
る
素
朴
な
民
族
宗
教
 で
あ
っ
た
 

神
道
が
、
日
本
史
の
始
ま
り
か
ら
今
日
ま
で
一
貫
し
て
、
万
世
 一
系
を
誇
 

る
 天
皇
の
カ
リ
ス
マ
と
、
日
本
人
の
国
家
的
世
界
観
を
支
え
て
 ぎ
た
事
実
 

は
、
 実
に
驚
く
べ
 き
 こ
と
で
あ
る
」
（
三
一
頁
）
。
ま
ず
、
「
 
民
 族
 宗
教
」
 

と
い
 5
 語
が
こ
の
文
の
中
で
何
を
意
味
す
る
の
か
理
解
で
き
た
 い
 。
し
か
 

し
 、
そ
れ
は
さ
て
お
 き
 、
日
本
神
道
が
「
日
本
史
の
始
ま
り
」
 か
ら
万
世
 

一
系
を
誇
る
天
皇
制
を
支
え
て
ぎ
た
の
だ
と
い
う
珍
説
を
信
奉
 す
 る
と
し
 

て
も
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
著
者
の
言
う
「
民
族
宗
教
で
 あ
っ
た
 神
 

道
 」
は
日
本
史
の
始
ま
り
以
前
の
ど
こ
か
他
の
と
こ
ろ
に
存
在
 し
た
こ
と
 

に
な
る
・
・
・
・
 

，
 
・
。
こ
の
種
の
無
意
味
な
文
に
満
ち
て
い
る
の
で
、
 
と
 て
も
論
 

評
の
限
り
で
は
な
い
。
 

全
体
を
通
し
て
、
著
者
た
ち
（
河
野
信
子
、
田
光
礼
の
二
人
は
 別
と
し
 

て
 ）
は
キ
リ
ス
ト
教
と
伝
統
仏
教
を
「
普
遍
宗
教
」
と
呼
び
、
 そ
の
中
に
 

あ
る
女
性
差
別
を
一
定
程
度
は
批
判
す
る
が
、
基
本
的
に
は
そ
 れ
を
女
性
 

解
放
の
原
理
と
み
な
し
て
護
教
し
ょ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
 点
は
宣
言
 

さ
れ
る
ば
か
り
で
、
ち
っ
と
も
論
証
さ
れ
な
い
。
ま
あ
、
護
教
 論
 と
は
そ
 

う
 い
 う
 も
の
だ
が
。
そ
の
一
方
で
、
新
宗
教
に
つ
い
て
は
千
把
 一
 か
ら
げ
 

に
し
て
く
そ
み
そ
に
悪
口
を
言
い
立
て
る
。
手
前
み
そ
。
 

序
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
多
様
性
を
 表
す
」
 

   
 

そ
う
だ
が
（
一
五
頁
）
、
む
し
ろ
、
田
光
礼
を
除
い
て
、
他
の
 
セ
 人
は
相
 

却
 

互
に
非
常
に
よ
く
似
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
固
執
し
て
い
る
。
 あ
 る
 種
の
女
物
 

 
 

佐
原
理
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
記
の
両
性
具
有
税
と
っ
た
 げ
 て
 
「
女
性
 

性
 」
を
称
揚
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
両
性
具
有
と
は
無
関
係
に
 単
に
「
 女
 

性
的
な
も
の
」
を
礼
讃
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
女
性
 原
理
に
固
 

執
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
が
世
界
の
 7
 ヱ
、
、
、
 

ニ
ズ
ム
の
流
れ
 
の
 一
つ
の
 

潮
流
と
し
て
存
在
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
 一
 つ
の
潮
流
 

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
方
で
は
そ
れ
よ
り
も
強
く
「
 女
 性
的
な
も
 

の
 」
の
克
服
を
主
張
す
る
 フ
ヱ
、
、
、
ニ
 

。
ス
ム
が
存
在
す
る
。
「
 女
 性
的
な
も
 

の
 」
と
は
人
工
的
に
作
ら
れ
て
、
女
性
に
押
し
付
け
ら
れ
た
 ィ
 -
 
ア
 オ
ロ
ギ
 

｜
 に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
著
者
た
 ち
が
 7
 ヱ
 

ミ
ニ
ズ
ム
の
多
様
性
を
口
に
す
る
の
な
ら
、
せ
め
て
自
分
た
ち
 と
は
だ
い
 

ぶ
 違
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
世
の
中
に
存
在
す
る
よ
、
と
い
う
 事
 実
を
指
摘
 

す
べ
ぎ
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
 

確
か
に
、
女
性
の
著
者
た
ち
の
書
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
現
在
 0
 日
本
 

社
会
に
存
在
す
る
女
性
差
別
に
つ
い
て
、
強
く
実
感
の
こ
も
っ
 た
 指
摘
も
 

い
ろ
い
ろ
な
さ
れ
て
い
る
。
男
性
の
読
書
は
そ
れ
に
学
ぶ
こ
と
 も
で
き
よ
 

ぅ
 。
も
っ
と
も
そ
れ
な
ら
ば
、
奇
妙
に
「
普
遍
宗
教
」
護
教
論
 と
 結
び
っ
 

い
た
本
書
よ
り
は
、
宗
教
と
は
無
関
係
に
女
性
差
別
そ
の
も
の
 を
 テ
ー
マ
 

と
し
た
他
の
女
性
の
著
者
た
ち
の
書
物
を
読
む
方
が
は
る
か
に
 勉
強
に
な
 

る
 だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。
 



0
 
 コ
 示
教
研
究
 日
 編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
六
年
七
月
二
日
（
土
）
午
後
六
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
岩
本
一
夫
、
島
 薗
進
 、
鈴
木
正
宗
、
 

棚
沢
正
 

和
 、
永
井
政
 之
 、
渡
辺
和
子
 

議
題
 

一
 、
刊
行
予
定
報
告
 

第
六
八
巻
第
一
 
輯
 
（
 二
一
 
0
0
 号
 ）
、
第
二
 輯
 
（
 三
 0
 
一
号
）
 

一
 、
編
集
方
針
 

第
六
八
巻
第
三
 輯
 
（
 三
 0
 二
号
）
以
降
 

第
六
九
巻
第
一
輔
（
 三
 0
 四
号
）
特
集
号
の
 
テ
 一
 ％
 に
つ
い
て
 

て
 
今
後
の
編
集
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
 

査
読
 報
告
の
作
成
お
よ
び
連
絡
方
法
、
書
評
の
有
効
期
間
等
に
 ブ
 
ノ
 

い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
六
年
七
月
九
日
（
土
）
午
後
一
時
 

場
所
山
上
会
館
 0
0
 

二
号
室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
石
田
慶
和
、
上
田
賢
治
、
 

上
田
 閑
 

照
 、
江
島
 恵
教
 、
金
井
新
三
、
木
村
清
孝
、
 

島
薗
進
 、
田
丸
 

徳
善
 、
中
村
 慶
 治
郎
、
長
谷
正
常
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
 

会
報
 

0
 理
事
会
 

日
時
 

場
所
 

出
席
者
 

平
成
六
年
七
月
九
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

山
上
会
館
 0
0
 二
号
室
 

洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 伸
 、
 家
塚
 高
志
、
石
田
慶
和
 

上
田
賢
治
、
上
田
 閑
照
 、
江
島
 恵
教
 、
小
川
圭
 治
 、
金
井
新
 

ニ
 、
何
彼
 昌
 、
木
村
清
老
、
補
正
弘
、
 

島
薗
進
 、
田
 賀
 龍
彦
 

 
 

田
中
英
三
、
田
九
徳
 善
 、
中
村
慶
治
郎
、
長
谷
正
常
、
藤
井
 
(
4
4
3
 

正
雄
、
藤
田
富
雄
、
藤
本
 陣
彦
 、
平
敷
今
治
、
宮
家
 準
 、
宮
 

0
7
 

 
 

日
豊
、
脇
本
子
 
也
 

宮
家
 準
 、
脇
本
子
 也
 

議
題
 

一
 、
今
後
の
学
ム
ス
運
営
に
つ
い
て
 

一
九
九
四
年
六
月
七
日
の
常
務
理
事
会
フ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
 一
  
 

で
の
討
議
を
 
ぅ
 げ
て
検
討
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
を
今
 後
 

の
 学
会
運
営
に
関
す
る
常
務
理
事
会
 集
 と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

一
規
宗
教
学
会
事
務
局
お
よ
び
事
務
所
を
、
来
年
四
月
以
降
、
 

然
る
べ
 き
 場
所
在
な
る
べ
く
す
み
や
か
に
移
転
す
る
。
 

二
 

こ
れ
に
伴
い
、
学
会
事
業
遂
行
の
た
め
の
役
員
、
事
務
職
 員
 

の
 配
置
・
分
担
を
再
構
成
す
る
。
 

三
 

来
年
度
 よ
 り
現
行
の
学
会
費
を
維
持
会
員
一
万
二
千
円
、
並
 
 
 

通
 会
員
八
千
円
、
準
会
員
七
千
円
に
そ
れ
ぞ
れ
値
上
げ
す
る
。
 

匹
 

以
上
の
措
置
に
伴
い
、
日
本
宗
教
学
会
会
則
を
一
部
変
更
 す
 

る
 0
 



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
六
年
七
月
九
日
（
 土
 ）
午
後
四
時
半
 

場
所
山
上
会
館
 0
0
 二
号
室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
石
田
慶
和
、
上
田
賢
治
、
 上
田
 閑
 

照
 、
金
井
新
三
、
島
 薗
進
 、
田
九
徳
 善
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
藤
 

井
 正
雄
、
藤
田
富
雄
、
宮
家
 準
 、
脇
本
子
 也
 

議
題
 

一
 、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
審
査
委
員
候
補
に
つ
い
て
 

こ
れ
ま
で
第
一
段
審
査
に
あ
た
っ
て
い
た
藤
井
正
雄
氏
の
任
期
 終
 

了
 に
伴
い
、
継
続
委
員
を
含
め
、
荒
木
美
智
雄
、
鈴
木
 範
久
 、
 藤
 

木
津
 彦
 、
金
井
新
二
の
四
氏
を
新
た
な
審
査
委
員
候
補
者
と
し
  
 

推
薦
し
た
。
ま
た
第
二
段
審
査
に
あ
た
っ
て
い
た
松
本
渡
 氏
が
 任
 

期
を
終
了
し
た
。
 

一
 、
今
後
の
学
会
運
営
に
つ
い
て
 

議
題
 

一
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第
五
三
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
認
 

二
九
四
名
の
発
表
者
が
承
認
さ
れ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
案
が
検
討
 
討
 

さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
一
二
一
人
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
今
後
の
学
会
運
営
に
つ
い
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こ
の
件
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つ
い
て
の
常
務
理
事
会
案
が
検
討
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れ
、
承
認
さ
れ
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孝、 

理
事
会
で
の
討
議
と
常
務
理
事
会
案
の
承
認
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 ぅ
 け
て
、
さ
ら
に
 
 
 

具
体
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
、
検
討
を
重
ね
た
。
 

0
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宗
教
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会
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賞
選
考
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員
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0
 日
本
宗
教
学
会
評
議
員
、
管
 井
 大
泉
先
生
 は
 平
成
六
年
七
星
 二
日
 

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
六
四
歳
。
こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
 を
 

表
し
、
 ご
 冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
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Analysis of the Arguments between 
Uchimura Kanzb and Foreign Newspapers 

Hiromu NAKAMURA 

Uchimura Kanz6 (1861-1930) was editor of the English section of 

the newspaper Yorozu Ch6h6 from 1897 to 1898. In this newspaper, 
he criticized the westernization of Japan devoid of a Christian spirit, 

while also inflicting harsh criticism on the immorality of foregin resi- 

dents in Japan based on his ideal of Christianity. This standpoint ap- 
pears to be inconsistent. 

Foreign newspapers in Japan, such as  The Rising Sun, Nagasaki 
Express, and The Nagasaki Shipping List, strongly refuted Uchimura's 

criticism of the immorality of foreign residents, declaring that Uchi- 

mura preached morality by making use of "blackguardly" words. These 
newspapers also hated Uchimura's dualism; for example, l i s  tend- 
ency to categorize foreigners as either foreign devils or foreign saints. 

Conversely, from the fact that foreign editorials expressed severe 

objection to Uchimura's criticism and such strong hatred for it, we 
are able to infer that Western residents were unequivocably convinced 

of their own cultural superiority to all other countries. This superior- 

ity had its root in Christian dogma; namely, that only Christians 
were saved, and other heathens were in darkness. Foreign editorials 
expressed approval when Uchimura found fault with Japanese tradi- 

tional spirituality. Foreign editors pointed to his criticisms of Japan 

as proof for their claim that foreign residents brought a superior cul- 

ture to Japan. Their approval, therefore, is further evidence of their 

self-proclaimed superiority. 

A crucial aspect of Uchimura's criticism centered on the fact that 
foreign residents often confused the material advancement of Western 

civilization with the cultural superiority of Christianity. Uchimura 
was particularly critical of westerner's Christian dogma, or supposed 

spiritual superiority. 
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He pointed out that Japanese did not have to imitate American or 
European missionary teachers, but that only Christianity rooted in the 
good aspects of Japanese tradition would improve the world. 



National Identity and Women 1 
A Look a t  Female Characters in the Works of Naguib Mahfouz 

Kumiko YAGI 

This article is an attempt to clarify the space women occupy ii 
he self-image of a nation by analyzing the works of an Egyptiai 
ovelist, Naguib Mahfouz. Mahfouz supports Egyptian territorial na 
ionalism as opposed to Pan-Islamism and Arab Nationalism. Never 
heless, he thinks that Islam cannot be negligible because most o 
:gyptian tradition, which plays a critical role in the establishmen 
f Egyptian national identity, is thought of in terms of Islam. 11 
ther words, any form of tradition is meaningful for him inasmucl 

.s it is recognized as Egyptian. 

Apparently, the newly depicted self-image of Egypt can be under 
tood as  the country's ideai Image for its rebirth in the modern world 

'hen, how does Mahfouz try to integrate its traditions with its future 
n his works, he imagines Egypt as a woman. A considerable numbe 

f female characters in his works stand for Egypt. As the weakes 

ar t  of the society, women can often be victims and scapegoats o 
ocial injustice. Being a protector of tradition as a result of her dis 
ance from drastic social change and, a t  the same time, a mother 

vho bears and brings up a new life from within the society, womeI 
ymbolize the integration of the past and future of Egypt and, thusly 
Sgypt itself. 



Rethinking Tang-ki 
Social Change and Shamanism in Singapore's Chinese Society 

Jun'ichi SUGII 

The current revival of religion in South East Asia provides a n  in- 
teresting subject for the study of religion and modernization. Singa- 
pore, in particular, has many religious phenomena worthy of study: 

the emergence of charismatic Christian groups, neo-Hindu cults, and 
the increasing interest in and number of Chinese mediums. The sub- 
ject of this paper is  the latter trend: the worship of tang-ki (Chinese 
spirit-mediums) in urban society. 

There are  several variations within this trend. One cult has organ- 

ized itself into a sect, while another draws upon Malay and Indian 

traditions. Still others have altered the traditional rituals of tang-ki. 
For example, male tang-ki practice possession not only by heavenly 

gods but also by hell spirits, a ritual normally performed by female 

tang-ki. Female tang-ki practice not only soul-raising but also self- 

mortification a t  festivals, a rite normally reserved for male tang-ki. 

This role-changing cannot be explained by the usual framework of 
religious interpretation. Further understanding of this unusual phenom- 

enon can best be sought through a careful analysis of Chinese 
religious thought. 



Sur le symbolisme du concept de "Roi" dans 
la doctrine tao'iste 

Liana TRUFAS 

En parlant des cultures traditionnelles, Mircea Eliade souligne 2 

maintes reprises le fait que, dans une telle culture, non seulement tout 

rituel, mais aussi toute institution et m&me tout acte humain sont 
fond& sur l'autorit6 d'un "arch6type9' ou d'un "moddle exemplaire" 

de nature divine ou tout au moins non pas purement et simplement 
humaine. 

I1 en va de mkme de l'institution et de la fonction royale. Le fond- 

ement premier de l'autorit6 et du droit des rois, ce grace A quoi d'une 

part ils exercaient leur fonction et, d'autre part, ils 6iaient obeis, 

craints et v6n6r6s, 6tait essentiellement, dans le monde de la Tradi- 
tion, leur qualit6 transcendante et non uniquement humaine. La con- 

ception purement politique de l'autoritt supr&me, l'id6e qu'elle a pour 
fondement la force ou bien des qualit6s naturalistes et s6culi2res com- 

me l'intelligence, 11habilit6, le courage physique-cette conception fait 

totalement d6faut dans les civilisations traditionnelles, elle n'apparait 

qu'a des 6poques post6rieures et d6cadentes. C'est aussi pourquoi l'id6e 

selon laquelle les pouvoirs sont conf6ri.s au roi par ceux qu'il gouverne, 
que son autorite est l'expression de la collectivit6 et sujette 21 la sanc- 

tion de celle-ci, est absolument 6trangere 2 de telles civilisations. En 

r6alit6, le fondement de l'autorit6 dans le monde de la Tradition a 

partout et toujours eu un caractdre spirituel. Dans cet article je me 

propose de montrer que dans la tradition chinoise-et plus precis6ment 

taoiste dans le sens que c'est 15 qu'en est expos6 le fondement-1' "ar- 

ch6type9', le mod2le exemplaire du Roi est le Saint taoiste: celui qui a 

atteint au degr6 supreme de la rblisation spirituelle. En d'autres mots 

e t  tout au moins en principe, le Roi digne de ce nom doit avoir a t -  
teint par lui-m&me 1'6tat spirituel de Saint, parce que seul celui-ci peut 

garantir l'accomplissement de la fonction royale de maniere exempla- 



ire. Bien que cette conclusion ressorte suffisamment clairement des 
textes classiques taoistes que je vais employer, je me propose aussi 
de montrer-ce qui jusqu'B prksent et tout au moins B ma connaissance 
a retenu moins l'attention-qu'elle dkcoule non moins clairement du 

symbolisme de l'idkogramme "Roi" lui-m6me. Autrement dit, je vais 
montrer que l'idkogramme "Roi", tout en 6tant le signe du Roi au 

sens propre du mot, est aussi en m6me temps le symbole de la plus 
haute rkalisation spirituelle et, par 12 m6me, l'embleme du Saint 

taoiste. 



Problemet Gjentagelse hos S. Kierkegaard 

Takahiro HIRABAYASHI 

I denne Artikel forsager jeg a t  tolke S. Kierkegaards Begreb Gjen- 

tagelse fra synspunktet af Begrebet Angest. Gjentagelsen bestemmes som 
handlings Gjentagelse sammenlignet med Erindring. Ved Gjentagelsen 

er dog dens genstand ikke handlings udvortes, men dens indvortes, 
d.v.s. dens frihed. Den frihed, som Kierkegaard krever gentage, er 
den uendelige frihed hos Begrebet Angest. Kierkgaard pistir, a t  fri- 
heden fengsler ved sig selv, sisnart den er bliver virkelig. Denne til- 

stand, hvori friheden i sig selv er f~ngs le t ,  nEvnes synden. I synden 

er friheden blevet tabt, og friheden skal derfor gentages. Frihedens 

muligheden kan dog kun gentage i kraft af transdens, d.v.s. af Gud, 
fordi friheden selv er blevet forstyrret i sig selv. I denne forstand er 

Gjentagelsen frihedens Gjentagesle, og syndens forsoning ved troen p i  

Gud som frelseren. I Gjentagelsens ajeblik viser forsoningen, evig- 
heden, sig som det tilkommende. Kierkegaards Gjentagelse er den 
kristelige begreb, der giver en egentlig betydning ti1 det tilkommende. 
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Meister Eckharts Verarbeitung von drei thomanischen 
Seinsbegriffen 

Mika MATSUDA 

In den Erorterungen des Thomas von Aquin konnen wir drei Seins- 
begriffe finden. Er benutzt jeden der drei Seinsbegriffe in einen 

anderen Zusammenhang, und jeder hat eine andere Bedeutung. Der 

erste Seinsbegriff bedeutet "Aktualitat" (actualitas) und wird dazu 

verwendet, Gott und alles andere zu bestimmen. Gott ist das "esse 
per se subsistens", alles andere dagegen partizipiert am Sein. Der zwei- 
te Seinsbegriff bedeutet "ganzes Sein" (totum esse) und wird einge- 
fuhrt um zu behaupten, dal3 Gott alles aus dem Nichts erschuf. Der 
dritte Seinsbegriff bedeutet das Sein im Gegensatz zum Werden(fieri), 
und mit Hilfe dieses Seinsbegriffs erklart Thomas, daB Gott das 

Geschaffene dem Sein gemaB, d.h. fortwahrend, am Sein erhalt. 
Inwiefern aber ubernimmt Eckhart die drei thomanischen Seins- 

begriffe? Ich mochte hier drei Texte Eckharts untersuchen, namlich 

zuerst den "Prologus generalis in opus tripartitum", dann den "Prolo- 
gus in opus propositionum" und zuletzt die zweite Lektiire der "Ser- 

mones et Lectiones super Ecclestiatici". Aus den Untersuchungen kann 

man folgendes herausstellen. Echkarts Seinsbegriff bedeutet die Ak- 

tualitat und zugleich das ganze Sein. Er enthalt noch dazu den Begriff 

der Einfachheit und Vollkommenheit Gottes, der das "esse per se sub- 

sistens" ist. Solcher mehrdeutige Seinsbegriff fiihrt Eckhart zum merk- 

wiirdigen Gedanken, daB Gott alles in das Sein, das Gott selbst ist, 
erschafft und alles in dem Sein existiert. Dieser Schopfungsgedanke 
enthalt den Erhaltungsgedanken in sich, namlich daB Gott das Ge- 

schaffene dem Sein gemal3 erhalt. 



The Range of Ideas in Abelard's Dialogue 

Toshiko OMICHI 

Dialogue is the only extant work which Abelard wrote in dialogue 

form. It consists of a disputation between a philosopher, a Jew, and 
a Christian. This paper is an attempt to elucidate Abelard's intention 

and purpose in Dialogue by analyzing the three characters' statements 
in order to ascertain the range of ideas presented, of which even the 

author may have been unaware. In the end, two directions to his 
thought are evident: one is to parenthesize the fact of historical 
revelation on which Christianity is based and to avoid its confrontation 
with rational criticism; another is to alter the substance of Christian- 

ity into ethical doctrines based on reason alone, which is a com- 

monly held view. In general, Abelard is well known as a liberal 

intellectual who adapted the dialectical method to theological thinking. 
But even he was not an exception to the medieval mind characterized 

by the conflict between revelation and reason. The two directions in 
Dialogue, which never intersect, represent Abelard's own internal 
conflict. 




