
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
め
小
数
的
経
験
の
諸
相
」
（
以
下
「
 

諸
 相
 」
と
略
す
 一
は
 、
出
版
さ
れ
る
や
い
な
や
多
く
の
 
人
 々
に
絶
賛
さ
れ
、
 
ム
 
「
 

日
 ま
で
宗
教
心
理
学
の
古
典
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
 

て
い
る
。
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
宗
教
感
情
の
客
観
的
 

な
分
析
に
尽
き
ず
、
 
神
 

桃
家
の
心
を
通
し
て
宗
教
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
 

評
 

 
 

宗
教
的
関
心
に
よ
っ
て
 

方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。
「
宗
教
は
私
の
人
生
の
大
き
 

な
関
心
事
で
あ
る
」
 

-
2
-
 
と
生
口
口
 
斗
夕
る
 
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
 て
 、
こ
の
関
心
は
「
 諸
   

序
 

八
 論
文
要
旨
 
V
 
 「
 0
4
0
 

「
・
す
の
由
の
片
」
と
い
う
 

ジ
 エ
イ
ム
ズ
自
身
が
 
編
み
出
し
た
独
特
の
術
語
の
意
味
を
解
明
し
、
そ
れ
を
手
掛
り
に
 し
て
か
れ
の
宗
教
 思
 

想
 に
接
近
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
造
語
に
は
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
理
解
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
 

か
 れ
の
宗
教
思
想
全
体
 

を
 照
ら
し
出
す
光
源
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 。
接
頭
辞
「
 0
 せ
の
「
」
は
、
個
人
の
人
格
を
そ
の
内
奥
か
ら
踏
み
越
 

え
る
 
（
よ
り
以
上
 

の
も
の
）
と
の
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
宗
教
的
経
験
の
源
 
と
 す
る
（
神
秘
的
 即
桟
リ
 と
の
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
 ヴ
 の
由
の
片
」
に
は
積
極
 

的
な
意
味
が
読
み
込
ま
れ
、
知
的
確
実
性
を
超
え
る
可
能
性
の
次
 
元
 に
自
己
の
全
体
を
賭
け
る
働
き
と
 

見
徴
 さ
れ
る
。
ジ
ェ
イ
 
ム
 ズ
 に
と
っ
て
、
宗
教
 

の
 根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
を
動
か
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
 0
 せ
の
「
・
 

す
の
 
由
久
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
っ
 っ
 も
 個
 人
を
超
え
る
力
と
 

出
会
う
経
験
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
（
世
界
の
故
 苗 ）
へ
と
 繋
 が
る
新
た
な
行
為
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
証
さ
 
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

ハ
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
o
 せ
ミ
 ・
 
6
%
 叶
 、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
神
秘
的
経
験
 、
潜
在
意
識
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 

，
 
0
4
 

目
と
目
の
（
 

，
と
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
 円
心
 
相
心
 

  
  

安
洋
幸
代
 



い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
立
場
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
 一
 
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
 ハ
底
層
 に
は
、
宗
教
的
関
心
が
 

貫
流
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
 
全
体
の
よ
り
深
い
理
解
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
 
点
 に
任
意
を
向
け
、
 そ
 

こ
か
ら
か
れ
の
宗
教
思
想
と
呼
べ
る
も
の
を
引
き
出
し
 
て
く
る
作
業
が
ま
ず
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

本
稿
は
、
「
 0
 ぺ
の
 
㍉
丑
の
目
の
こ
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
独
特
 
の
 術
語
か
ら
、
か
れ
の
宗
教
思
想
に
接
近
し
ょ
う
と
す
 
る
 試
み
で
あ
る
。
 こ
 

の
 術
語
は
、
「
諸
相
」
の
結
論
部
に
ま
と
ま
っ
た
論
及
が
 見
ら
れ
る
程
度
で
、
他
で
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
用
い
 
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
 

用
法
も
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
内
容
 
を
 確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
0
 ぺ
 の
 q
.
 
び
の
コ
 

の
 ヰ
 は
、
ジ
ェ
イ
 

ム
ズ
 の
宗
教
思
想
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
内
容
を
含
 ん
で
お
り
、
こ
の
思
想
の
鍵
 語
 と
呼
ぶ
に
値
す
る
位
置
 を
 占
め
て
い
る
と
考
え
 

ら
れ
る
。
 

第
一
に
 、
 0
 つ
め
 
㍉
丑
の
コ
音
に
関
す
る
論
及
を
「
諸
相
」
の
 
論
の
展
開
に
 昭
 ら
し
て
把
握
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
 
、
こ
の
独
特
の
概
念
 

が
 
「
諸
相
」
の
 佳
 点
と
も
い
う
べ
き
地
位
に
あ
る
こ
と
 
が
 見
て
と
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
全
て
の
宗
教
的
経
 
験
の
 
「
 
根
 と
中
心
」
を
 

「
神
秘
的
経
験
」
に
見
る
が
、
「
神
秘
的
領
域
」
に
つ
い
 て
 語
り
だ
す
と
き
、
か
れ
は
こ
の
術
語
を
も
ち
出
す
 
の
で
あ
る
。
第
二
に
 、
 

こ
の
概
念
は
、
「
諸
相
」
に
先
立
っ
て
著
さ
れ
た
「
 意
士
 
ど
 
の
「
 信
 」
芹
の
こ
の
こ
論
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
な
っ
 て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
 

宗
教
的
な
信
を
射
程
に
入
れ
て
、
知
的
な
確
実
性
に
 
ょ
 る
 制
限
を
超
え
て
玉
体
が
自
己
全
体
を
投
じ
る
「
賭
け
 
」
の
事
柄
と
し
て
、
 信
 

を
 弁
証
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
信
の
 
こ
の
よ
う
な
捉
え
万
は
、
宗
教
的
経
験
へ
の
関
心
と
と
 
も
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 

原 グ 
理 マ 

』・ テ 
@ こ イ 

お ズ 
け ム 
る 一 、 

多 「土日 心 「 
講 元 

  
流 宇 

れ宙 」』 
読 め 

や 幾 

  
本 の 
的 章 
経 で   

験は ゑ 、 
百片 訂 

集 直 
』 接 
の に 

宗教 中核 

を 的 
な な 
す 問 
「 題 
純 が 
粋 論 
経 究 
験 さ 

」 れ 
読 て   

る 

経し 験、 
か ま 

ら た 

初期 宗教 

を の 

捉え「 、ぃ 
る 理 
と 学 

  

相
 」
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
 
「
信
じ
よ
う
と
す
る
 
意
 モ
ど
（
以
下
書
早
生
と
略
す
 
一
 中
の
諸
論
文
や
「
プ
ラ
 

 
 



"Over ， belief"@ t 

問 佳 生 
題 に 題 
意 お な 

裁 い 取 

は て り 

、 目 上 
恵 介 げ 
遠 目 て 
に 臭 い 

広 め る 
が 信 こ   
つ （ に 

よる。 つあっ ま h 酊 （ 

  

  
  
  
  
つ つ 
二ロであ 冊 し @ @@ と 日 っ @ 

  自 る 科学 。 「 
的 こ 分 
証 の 自 

拠 よ 身   
あ な 責 

  

ぬ
よ
う
に
、
信
を
主
観
的
で
確
実
性
の
低
い
単
な
る
 

ド
ク
サ
 
ミ
 。
Ⅹ
巴
や
意
見
（
 0
 宮
田
。
 
こ
 
と
し
て
捉
え
 る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
 

 
 

Ⅰ
そ
の
積
極
的
な
意
味
を
追
求
し
ょ
う
と
す
る
。
 

そ
 れ
は
、
か
れ
が
最
初
か
ら
宗
教
的
な
企
信
仰
）
の
問
題
 
に
 繋
が
る
も
の
と
し
て
こ
の
 

の 宗教思想 

ジ 

  
  
ム - 
ズ   

了ひ @@ @ ン 

イ 初期 エ 
の ム 
哲 ズ 

  
  - ， 己 、 信 一 一 面 

.'0@   
    
c 蛋ナ 

rp お の の 

い Ⅱ ） 

て、自 
ら 。 司 

信じ 信 の 

二ム ぅ冊 よ 

な う 

展 と 開局 す 

思して る土 

い 士 @ む @ 

る し を 
か 手 
れ i 卦 
は り 

1C 
多 
  
  
教 
説 

が 

す 
る 

宗
教
論
を
方
向
付
け
る
も
う
一
つ
の
要
素
と
な
っ
て
 
い
 る
 。
 o
v
 

の
「
 

，
 
す
の
 
昌
 ㌔
は
、
個
人
の
宗
教
的
経
験
と
賭
け
 
と
し
て
の
 信
と
 

に
 位
置
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
 概
 念
の
解
明
を
通
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
の
骨
 
格
 に
迫
る
こ
と
 

る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
取
り
組
む
の
は
そ
の
 よ
う
な
作
業
で
あ
る
。
 

こ
の
作
業
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
に
と
ど
ま
ら
 ず
 
。
 、
そ
の
思
想
全
体
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
積
極
 的
な
意
味
を
 

あ
ろ
う
。
か
れ
の
思
想
自
体
、
「
経
験
」
と
「
 信
 」
と
 い
う
二
つ
の
中
心
主
題
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
よ
う
 
に
 思
わ
れ
る
か
 

る
 。
従
来
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
の
特
徴
は
、
「
経
験
」
 の
 重
要
性
を
強
調
す
る
点
に
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
 
し
 、
そ
れ
と
 並
 

「
信
じ
よ
う
と
す
る
意
志
」
と
い
う
舌
口
 
業
 に
表
れ
て
い
る
 よ
う
な
「
 信
 」
の
問
題
が
も
っ
意
味
も
見
逃
す
こ
と
 は
で
き
な
い
と
 

る
 。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
の
二
つ
の
柱
と
し
て
知
ら
れ
 る
 
「
根
本
的
経
験
論
」
お
よ
び
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 」
は
、
こ
の
 二
 

題
 と
の
連
関
で
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
 
か
 。
以
下
の
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
問
 
い
 を
も
射
程
に
 入
れ
る
も
の
で
 あ っ 居 ん ら も   
る の わ で で っ で 交 

。 主 れ 、 あ で き ， 占 ． 、 、 



を 万 矢口 え 

狂 画 主 に 
さ に 萎 ま 

な 存 者 ず 
い す た 証 

こ ろ ち 拠 
と に の を 

  
  で な 理 を求（安中 ほ それ 

め 養 を く 

る 

誤   
  
  
ら 学 な   

な 者 く こ 

い は て こ 

0 課 こ に 
で 謬 の 主 

る
も
の
し
か
信
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
、
 ゐ
示
 
教
を
私
事
に
す
ぎ
な
い
根
拠
の
な
 
い
 も
の
と
し
て
侮
蔑
 す
る
と
い
う
態
度
へ
と
 

繋
が
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
（
信
じ
る
）
 
と
い
 ぅ
 行
為
に
対
し
て
妥
当
な
態
度
で
あ
ろ
う
か
。
信
の
核
 
心
 に
あ
る
の
 
ほ
、
 信
じ
 

る
た
め
の
証
拠
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
信
じ
よ
う
と
す
 
る
 意
志
」
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
 
て
 、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 、
 

「
宗
教
的
な
事
柄
を
信
じ
る
態
度
を
採
る
権
利
の
擁
護
 」
 -
 
ミ
中
軍
、
「
信
仰
の
正
当
化
」
 -
 
ミ
 中
 
邑
の
可
能
 性
を
示
そ
う
と
試
み
る
 

の
で
あ
る
。
以
下
、
「
意
志
」
の
巻
頭
論
文
の
「
信
じ
よ
 う
と
す
る
意
志
」
を
主
な
手
掛
り
と
し
て
、
ジ
ェ
イ
 
ム
ズ
 の
 信
 論
の
要
諦
を
 

浮
び
 上
が
ら
せ
、
そ
れ
が
 0
4
0
 

「
。
 

匡
眩
 と
い
う
考
え
に
 

 
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 珪
越
論
は
 、
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
 ヤ
 ク
リ
フ
ォ
 
｜
ド
 ら
の
主
知
主
義
的
な
情
理
解
の
論
駁
か
ら
出
発
す
 
る
 。
か
れ
ら
の
考
え
 

で
は
、
確
か
な
知
に
支
え
ら
れ
な
い
信
は
、
非
論
理
的
 
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
 恥
 ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ハ
ッ
 ク
ス
リ
ー
 は
 
「
外
的
証
 

拠
 が
な
い
の
に
信
じ
る
の
ほ
最
も
低
級
の
背
徳
」
 
@
 
回
 「
「
一
で
あ
る
と
、
ま
た
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
 

は
 
「
何
で
あ
 れ
 不
十
分
な
証
拠
に
基
 

つ
い
て
信
じ
る
こ
と
は
、
い
つ
い
か
な
る
場
合
に
も
、
 

 
 

ま
た
誰
に
と
っ
て
も
過
ち
で
あ
る
」
目
印
 
-
8
 
一
 と
述
 

 
 

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
 

に
 、
科
学
的
証
拠
や
客
観
的
明
証
性
を
信
の
不
可
欠
の
 
条
件
と
見
な
す
こ
と
ほ
、
真
理
の
探
究
に
お
い
て
も
っ
 
と
も
な
態
度
で
あ
る
よ
 

 
 

う
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
 ば
 、
そ
こ
に
見
分
け
る
べ
き
な
の
 
ほ
 、
「
誤
謬
を
つ
か
 
む
 危
険
に
曝
さ
れ
る
く
 

ら
い
な
ら
、
む
し
ろ
真
理
を
取
り
逃
が
す
危
険
に
曝
さ
 
れ
る
方
が
ま
し
だ
」
目
下
の
 0
 一
 と
い
う
消
極
的
な
心
 理
 で
あ
る
。
信
じ
る
ま
 

  



で
あ
る
。
 

思
 

し
た
が
っ
て
 、
 （
信
じ
る
）
こ
と
の
意
味
を
捉
 

え
る
た
め
に
は
、
科
学
的
証
拠
の
み
を
支
え
と
す
る
 

知
 性
か
ら
そ
れ
を
解
放
す
る
こ
 

 
 

%
 
 と
が
必
要
で
あ
る
。
信
の
働
き
は
、
そ
の
よ
う
な
 
知
性
よ
り
も
広
く
か
つ
深
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 
、
そ
 れ
が
、
知
性
の
み
な
ら
ず
、
 

 
 

ば
 

「
意
志
的
本
性
」
 
オ
 。
 巨
 。
田
鼠
 旨
お
 ）
と
「
 情
 感
的
 本
性
」
 ず
 が
の
の
 

一
 
0
 田
き
 旨
 Ⅰ
の
）
と
が
協
同
す
る
 
「
全
人
」
（
 

ミ
オ
 
目
の
 ヨ
 が
ヒ
帥
 

力
む
 現
象
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
人
間
は
 
、
生
 活
 の
一
瞬
一
瞬
に
お
い
て
、
自
ら
選
び
と
る
と
い
う
 

仕
 方
で
世
界
に
関
わ
っ
て
い
る
 

の
で
あ
り
、
根
拠
や
証
拠
が
不
十
分
で
も
そ
の
つ
 

ど
 態
度
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
人
間
 

は
 不
断
に
「
賭
け
」
を
行
っ
 

ぬ
 
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
と
い
 

つ
 め
は
、
こ
の
意
味
で
、
人
間
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
 

密
接
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
 

 
 

り
あ
る
。
 

  

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
 

と
す
れ
は
そ
の
種
の
真
理
を
認
め
 

 
 

る
こ
と
を
絶
対
に
妨
げ
る
よ
う
  

 な
田
心
 老
ハ
 
し
 

  

規
則
は
非
合
理
  

 な
 規
則
で
  

 あ
る
」
一
ミ
 下
ピ
 -3
2
-
 

か
ら
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
の
探
究
に
お
い
て
、
「
私
 の
 意
志
的
本
性
を
度
外
視
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
わ
け
 
に
は
い
か
な
い
」
 
-
 
圭
下
 

の
 ）
一
の
で
あ
る
。
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
科
学
研
究
に
限
っ
た
 
こ
と
で
は
な
い
。
道
徳
や
宗
教
に
関
わ
る
信
の
真
理
性
 が
 問
題
に
な
る
場
面
 

で
は
、
私
の
意
志
的
本
性
を
度
外
視
で
き
な
い
こ
と
が
 
い
っ
そ
う
 顕
 わ
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
殺
人
行
為
 を
 正
当
な
人
殺
し
か
 ど
 

う
か
を
疑
っ
て
止
め
な
か
っ
た
人
は
、
判
断
の
誤
謬
を
 免
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
犯
罪
を
 
帯
助
 し
た
こ
と
に
な
る
 

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
証
拠
を
得
る
ま
で
 何
 も
 信
じ
な
い
と
い
う
態
度
が
不
道
徳
に
な
る
こ
と
も
あ
 り
 つ
る
の
で
あ
る
。
 
そ
 

ぅ
 で
あ
る
な
ら
、
道
徳
や
宗
教
に
関
わ
る
信
に
つ
い
て
 、
科
学
的
証
拠
が
な
い
か
ら
信
じ
る
に
値
し
な
い
と
し
 
て
 切
り
捨
て
る
三
知
工
 

 
 

義
者
た
ち
は
、
外
見
と
は
逆
に
、
合
理
性
を
欠
い
て
い
 
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
る
種
の
 真
理
が
事
実
存
在
す
る
 



し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 信
論
は
 
余
目
理
性
）
を
 排

除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
知
性
に
よ
っ
て
全
て
を
 
把
 握
 し
説
明
で
き
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
が
合
理
性
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
説
明
 は

、
 信
じ
る
当
人
を
考
慮
の
外
に
置
く
か
ら
で
あ
る
。
 世
界
の
捉
え
方
の
是
非
 

を
 判
断
す
る
の
は
、
そ
れ
が
主
体
に
も
た
ら
す
安
ら
ぎ
 

、
 寛
ぎ
、
満
足
感
と
い
っ
た
感
情
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
 
ム
 ズ
 は
そ
れ
ら
を
「
合
理
 

-
3
-
 

世
界
は
決
定
さ
れ
て
い
る
か
木
口
か
、
一
元
的
か
多
元
的
 か

と
い
う
よ
う
に
、
（
世
界
の
捉
え
 方
 ）
が
問
題
に
な
 る
と
き
な
の
で
あ
る
。
 

と
し
て
重
要
な
地
位
を
与
え
て
い
る
。
信
じ
る
と
い
う
 行

為
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
ら
の
生
を
真
に
生
き
た
 
も
の
と
す
る
た
め
に
、
 

自
己
の
全
て
を
賭
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
 

う
 人
間
の
あ
り
よ
う
に
根
ざ
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
 

信
じ
よ
う
と
す
る
き
生
心
 

 
 

 
 

に
お
い
て
は
、
（
感
情
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
 に

な
る
。
「
 幾
 っ
か
の
命
題
の
う
ち
の
一
つ
の
選
択
が
 、
そ
の
性
質
上
、
知
的
 

 
 

 
 

  

な
根
拠
に
基
づ
い
て
は
決
め
ら
れ
な
い
真
正
の
選
択
で
 あ

る
と
き
は
い
つ
で
も
、
我
々
の
情
感
的
本
性
に
よ
っ
 
て
 決
め
ら
れ
る
こ
と
が
 

 
 

  

合
法
的
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
 

な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
」
妻
戸
 
2
0
 
一
 。
音
写
心
は
感
情
に
動
 か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
信
 へ
と
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
音
生
心
の
働
き
 

が
 、
「
真
正
の
選
択
」
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
の
で
あ
 る
 。
「
心
情
は
理
性
の
知
 

ら
な
い
独
自
の
道
理
を
も
つ
」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
 @
 

葉
は
 、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
 
示
し
て
い
る
。
か
れ
の
 

信
論
は
 、
こ
の
「
独
自
の
道
理
」
に
道
筋
を
付
け
よ
う
 

と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
「
宗
教
的
な
事
柄
を
信
 
じ
る
態
度
を
採
る
権
利
 

の
 擁
護
」
へ
と
繋
が
る
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
感
情
を
も
ち
出
す
か
ら
と
い
っ
て
、
ジ
ェ
イ
 

ム
ズ
 は
 、
 信
を
極
私
的
で
非
合
理
的
な
現
象
へ
と
還
元
 
し
ょ
う
と
す
る
の
で
 

は
な
い
。
主
体
に
真
正
の
選
択
を
迫
り
、
そ
の
全
存
在
 を
 賭
け
さ
せ
る
も
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
主
体
自
身
 
を
も
含
め
て
こ
の
（
 世
 

界
 ）
全
体
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 本
 当

の
意
味
で
信
が
問
わ
れ
る
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
個
別
 
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
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こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
い
わ
ゆ
る
 

「
パ
ス
カ
ル
の
賭
け
」
に
、
「
信
じ
よ
う
と
す
る
 
昔
 里
心
 」

を
凝
縮
す
る
も
の
 

6
 



と ジェイムズの 宗教 居 、 想 "Over-belief   

  
よ
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 信
 論
の
独
自
性
が
よ
り
 鮮
や
 か
に
浮
か
び
上
が
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

論
文
「
信
の
確
定
」
三
で
パ
ー
ス
が
提
示
す
る
の
は
、
 

一
 舌

口
で
い
え
 ぼ
 、
真
理
の
探
究
と
は
探
究
者
自
身
が
信
を
 固
め
て
い
く
過
程
に
 

 
 

よ
 @
0
 舌
口
・
 

ま
 

他
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
 
ム
 の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
不
動
の
真
理
を
前
提
す
る
こ
 と
 は
て
き
 /
 
し
ィ
 @ 

絶
え
ざ
る
検
討
へ
と
開
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
し
て
 あ
る
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
固
め
ら
れ
る
。
 
「
科
学
の
方
法
」
は
こ
 

の
よ
う
な
探
究
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
経
験
 
的
な
意
見
ヌ
ー
ス
は
信
を
意
見
と
も
舌
ロ
 
い
 換
え
る
 

」
決
定
の
方
法
」
で
あ
 

-
5
 
一
 

る
 。
そ
し
て
、
「
究
極
的
に
探
究
者
全
員
に
よ
っ
て
向
丘
 
尽
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
意
見
こ
そ
が
、
真
理
と
い
う
 言
 葉
 で
意
味
さ
れ
る
も
の
」
 

  

も
 、
行
動
し
 

へ
の
意
志
」
 

れ
の
よ
う
な
 

に
規
定
し
よ
 よ

う
と
す
る
準
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
Ⅰ
の
生
日
の
の
の
（
 
o
a
c
 
（
 
一
 
」
 -
 
目
口
，
～
の
一
で
あ
り
、
信
じ
よ
う
と
す
る
意
志
 は
 
「
行
動
 

（
ミ
ヨ
コ
の
 
コ
 の
 
臼
 
（
 
o
 
a
c
 

（
一
で
あ
る
と
舌
口
わ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
だ
が
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
 標
博
 す
る
全
て
の
 円
心
想
が
木
げ
 

信
 論
を
要
請
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
 
、
プ
ラ
ク
マ
テ
ィ
ズ
 ム
 の
立
場
を
取
り
、
そ
こ
か
ら
 信
 を
積
極
的
 

う
と
す
る
パ
ー
ス
の
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ジ
ェ
 
イ
ム
ズ
の
考
え
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
 
。
そ
れ
に
 

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
 
信
 と
は
「
あ
る
 原
因
に
お
い
て
そ
の
順
調
な
結
果
が
あ
ら
か
じ
め
 
確
 か
め
ら
れ
な
い
場
合
に
 

と
す
る
の
で
は
な
い
以
上
、
信
に
つ
い
て
何
ら
か
の
 確
 証
 が
あ
り
 ぅ
 る
と
す
れ
ば
、
信
じ
る
者
が
信
に
よ
っ
て
 な
す
行
動
に
求
め
る
し
 

交
わ
り
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 信
 論
の
地
盤
に
な
っ
て
 い
 る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
信
の
捉
え
方
は
 、
 明
ら
か
に
 ジ
 エ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
繋
が
る
も
の
で
あ
 る
 。
信
は
知
を
前
提
 

性
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
に
 開
か
れ
た
立
場
こ
そ
が
合
理
的
な
の
で
あ
る
。
世
界
と
 
人
間
と
の
こ
の
よ
う
な
 

性
の
感
情
」
 @
 下
ま
・
ひ
ぬ
 

一
 と
呼
ん
で
い
る
。
世
界
の
 全
て
を
説
明
し
た
 

理
 的
で
は
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
世
界
は
 禾
 完
結
で
あ
っ
て
 、
 と

 舌
口
 
ぅ
 
会
ロ
 理
的
 ）
体
系
は
、
そ
れ
ゆ
え
本
当
の
意
味
 
で
 人
口
 

人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
べ
き
ま
だ
 
見
ぬ
 可
能
 



か
ら
す
る
と
、
「
固
執
の
方
法
」
 

ま
ち
 （
 
ア
 。
 巨
 o
f
 こ
コ
 a
c
@
 

（
し
と
し
て
最
下
位
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
 
は
 私
的
で
自
己
中
心
的
 

で
あ
り
、
自
分
の
信
を
強
め
る
助
け
に
な
り
そ
う
な
も
 
の
の
み
に
し
が
み
つ
き
、
そ
れ
に
反
す
る
も
の
に
は
 目
 を
 背
け
る
態
度
だ
か
ら
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
社
会
的
あ
り
方
に
反
し
て
お
 り
 、
現
実
に
は
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
舌
口
 

ぅ
 の
で
あ
 る
 。
 

し
か
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 と
 パ
ー
ス
の
立
場
が
こ
の
よ
う
 に
 分
か
れ
る
の
は
、
か
れ
ら
の
あ
い
だ
に
基
本
的
な
 前
 提
の
相
違
が
あ
る
か
 

ら
で
あ
る
。
信
を
真
理
探
究
の
過
程
に
す
ぎ
な
い
も
の
 
と
 見
な
す
パ
ー
ス
と
は
違
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
 
、
信
 と
は
真
理
探
究
 そ
 

の
も
の
を
鼓
舞
 し
 動
か
す
も
の
で
あ
る
。
「
信
は
真
理
の
 実
在
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
 
一
 要
因
 で
も
あ
る
」
（
目
下
の
 0
 一
 

と
い
う
舌
口
業
 は
 、
そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
。
信
を
本
質
 的
に
世
界
の
捉
え
方
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
 
ジ
 
エ
イ
ム
ズ
の
立
場
は
 、
 

信
は
 
（
実
在
を
生
み
出
す
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
 と
 結
び
付
い
て
い
る
。
 

信
 と
は
、
単
な
る
不
在
で
は
な
 く
 、
真
理
の
萌
芽
を
含
 

み
、
真
理
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
 ち
 、
そ
れ
は
、
不
在
な
る
も
の
が
信
じ
る
者
の
行
為
を
 
通
し
て
現
実
化
す
る
で
 

あ
ろ
う
と
い
う
「
前
も
っ
て
の
確
信
」
で
あ
り
、
そ
う
 
し
て
不
在
を
実
在
へ
と
呼
び
出
す
も
の
で
あ
る
。
 
そ
 の
 意
味
で
、
「
信
が
そ
れ
 

自
身
を
真
理
化
す
る
」
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
舌
口
う
の
で
あ
 
る
 。
信
が
真
偽
や
証
拠
の
有
無
を
凌
ぐ
も
の
で
な
け
れ
 
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
 

た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
信
の
も
つ
積
極
的
な
意
味
 
を
 称
揚
す
る
と
こ
ろ
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 信
 論
の
独
自
 性
が
あ
る
と
舌
口
わ
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
か
れ
に
と
っ
て
 、
信
 と
は
一
切
の
既
成
の
 も
の
を
踏
み
越
え
る
過
剰
を
背
負
う
も
の
で
あ
る
。
 人
 間
か
ら
「
信
じ
よ
う
と
 

す
る
意
志
」
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
 
は
 、
人
間
は
本
性
的
に
こ
の
よ
う
な
過
剰
に
突
き
動
か
 
さ
れ
、
そ
れ
を
現
実
化
 

れ 与 
て え 
い る 

<  v- 旦 Ⅰ 

べ 場 

き で 
素 あ 
枯 る @ 
す し 
ぎ か 
な し     
デ l 
ュ ス 

@  @, し 

イ と 

の っ 

- 論 ム て 
評 は 
@ 

  
ば亙あ 
  

ジ ま 

ェ で 

イ 探 
ム 先     
「 発 
信 点 
じ で 
ょ あ 
つ つ 

と て す 
る 探 
意 究 
志 の 
  過 
は 程 を 
パ 通   
ス て 

0 回 
立 め 
場 ら 
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な
の
で
あ
る
。
従
来
の
哲
学
の
伝
統
的
な
見
地
と
比
べ
 れ
ば
 、
こ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 信
論
 と
同
様
、
信
に
 積
極
的
な
意
味
付
け
を
 

 
 



                                と ジェイムズの 宗教思想 

    
考 責 め 力 き る こ 考 ま く   

  ぃ あ 一 ょ 

す 

0 な 

  よ も 

次 

  
「 ，   
せ 。 と 

3 ・ @ 
- コ 

の - よ     
0 円 つ 
」 て コ注 現実区別疑い から こつ @ @ @ 
と     
ラ ェ た り え れ の 8   に 去 な ） ジ す 
詩 ム 生 る れ を ェ 匹 
に ズ 
っ が   
  

し
て
世
界
を
新
た
に
す
る
よ
う
 

イ
ズ
ム
が
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
 

以
上
、
本
章
で
は
、
三
日
ギ
ロ
 

情
の
駆
り
立
て
に
よ
っ
て
主
体
 

を
現
実
化
す
る
べ
く
行
為
す
る
 

は
、
一
八
九
九
年
に
ボ
ー
ル
ド
 

「
そ
れ
は
、
本
質
的
に
 、
 既
に
 に

 促
さ
れ
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
 イ
ム
ズ
に
お
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
プ
ラ
グ
 
マ
テ
 

り
 、
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

で
 表
明
さ
れ
て
い
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 信
 論
を
扱
い
、
 
そ
 0
 基
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
感
 

を
 
（
全
人
）
的
に
突
き
動
か
し
、
世
界
全
体
の
あ
り
方
 に
 関
わ
っ
て
、
そ
の
ま
だ
存
在
し
な
い
可
能
性
 

よ
う
に
促
す
と
い
う
の
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
見
た
（
 信
 ）
の
真
相
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 

ウ
ィ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
「
信
じ
よ
う
と
す
る
 昔
釜
巴
は
 つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

あ
る
信
へ
の
自
己
満
足
、
同
意
、
勇
気
の
音
生
心
で
あ
る
 
が
 、
も
ち
ろ
ん
そ
の
 信
 と
は
、
絶
対
的
な
信
で
 



ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
 o
v
 轄
匡
 瑛
に
つ
い
て
纏
ま
っ
た
言
及
 な
し
て
い
る
の
は
、
「
諸
相
」
の
第
二
十
 講
 
「
結
論
」
 に
お
い
て
で
あ
る
。
 

そ
れ
以
外
の
箇
所
で
は
、
こ
の
語
は
僅
か
し
か
使
用
さ
 
れ
て
い
な
い
。
使
用
回
数
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
。
 せ
の
「
ま
匹
 

は
日
 と
い
う
 術
 

語
の
使
用
法
自
体
が
、
「
結
論
」
に
お
け
る
論
の
展
開
 と
 切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
 
し
 た
が
っ
て
、
ま
ず
第
一
 

に
 
「
諸
相
」
の
「
結
論
」
部
の
考
察
に
赴
き
、
そ
こ
で
 0
4
 轄
匡
 瑛
が
占
め
る
位
置
を
確
か
め
る
こ
と
が
 
必
 要
 で
あ
る
。
 

本
稿
の
冒
頭
で
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
「
諸
相
」
の
 全
 体
を
買
い
て
い
る
の
は
、
個
人
の
直
接
経
験
の
事
実
に
 
徹
底
し
て
宗
教
を
捉
 

え
て
い
く
立
場
で
あ
る
。
 

教
 説
や
制
度
は
、
ジ
ェ
イ
 ム
 ズ
 か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
直
接
経
験
に
後
か
ら
付
け
加
わ
 
る
 派
生
物
に
す
ぎ
な
い
 

こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
回
心
、
聖
者
、
祈
り
と
い
 
っ
た
 事
柄
が
、
「
純
粋
に
内
的
な
生
命
の
現
わ
れ
」
と
 し
て
、
具
体
的
な
事
例
 

に
 即
し
て
究
明
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
 
特
に
重
要
視
さ
れ
る
の
が
、
神
秘
的
経
験
で
あ
る
。
「
 神
 的
な
も
の
」
と
の
 合
 

-
8
-
 

一
の
経
験
が
、
宗
教
的
経
験
の
「
 根
 と
中
心
」
と
見
な
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
宗
教
的
経
験
に
関
す
る
そ
う
し
た
叙
述
を
受
け
 
と
め
、
そ
の
意
味
を
総
括
し
ょ
う
と
す
る
の
が
「
結
論
 
」
で
あ
る
が
、
そ
の
 

議
論
は
か
な
り
曲
折
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
 
で
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
個
人
の
経
験
を
強
調
し
な
が
ら
も
 、
宗
教
の
客
観
性
や
真
 

理
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
止
め
ず
、
万
人
に
共
通
す
 
る
 宗
教
的
経
験
の
「
真
理
内
容
」
を
抽
出
し
よ
う
と
す
 
る
 。
「
宗
教
の
科
学
」
 

ま
 の
の
の
一
の
拭
の
 

o
h
 
「
 キ
旧
 。
 捕
 ）
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
 試
み
が
、
「
諸
相
」
の
全
叙
述
か
ら
一
般
的
に
利
用
 可
 能
 な
成
果
を
引
き
出
す
 

も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
一
定
の
重
要
性
を
与
え
ら
れ
て
 
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
ジ
ェ
イ
 ム
 ズ
は
 、
宗
教
の
科
学
が
 

個
人
の
生
き
た
宗
教
に
取
っ
て
代
る
こ
と
は
け
っ
し
て
 
で
き
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
説
き
、
そ
れ
が
生
き
た
 宗
 教
 的
経
験
に
比
し
て
ど
 

(408)  
 

 
 

二
 

0
 

セ
ミ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
 



"Over ， belief     

れ
ほ
ど
貧
弱
に
見
え
る
か
を
強
調
し
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
 

ム
ズ
 の
論
述
は
こ
の
両
側
面
の
緊
張
の
な
か
で
進
む
の
 

で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
 

0
 づ
の
 
（
・
 

b
 の
 
ヱ
 の
 
片
 とい
う
術
語
が
も
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
 

 
 

宗
教
的
経
験
の
「
真
理
内
容
」
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
 

て
 、
ま
ず
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 
、
 全
て
の
宗
教
的
経
験
に
土
 
ハ
通
す
る
核
心
を
「
 
不
 

安
慰
」
 ざ
お
 第
三
 窃
 ③
と
「
そ
の
解
決
」
 宙
 （
の
の
 

0
 
ぎ
 %
 
0
%
 
 

安
方
 

E
-
4
0
0
 

）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
 

不
安
感
と
は
、
自
分
は
 

何
か
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
が
、
そ
う
感
じ
て
 

い
 る
か
ぎ
り
、
不
安
に
囚
わ
れ
た
者
の
内
に
は
、
す
で
 

に
 何
か
よ
り
高
い
も
の
 

が
 芽
生
え
て
い
る
。
宗
教
的
経
験
は
、
不
安
を
感
知
さ
 

せ
る
「
よ
り
高
い
も
の
」
こ
そ
が
真
の
自
己
で
あ
り
、
 

外
で
働
く
「
よ
り
以
上
 

の
も
の
」
 一
 
（
 
ア
 0
 ヨ
 0
 
（
⑪
に
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
感
 
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
分
裂
状
態
を
解
決
 

す
フ
つ
爪
り
う
 

Ⅰ
 
あ
フ
つ
 
。
 じ
ノ
エ
 

 
 

 
 

 
 

の
も
の
）
と
境
を
接
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
い
と
ど
う
し
て
舌
 
口
 
え
る
の
 

 
 

蚊
か
 。
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
 藷
竺
 の
 杢
珊
 で
も
幾
度
も
援
用
し
た
「
潜
在
意
識
」
一
の
 

目
す
 
n
o
 
コ
の
 

n
@
o
 

伝
 ）
の
考
え
を
持
ち
出
し
て
く
 

る
 。
こ
れ
は
、
意
識
は
自
己
に
閉
じ
た
も
の
で
は
 

 
 

な
く
、
そ
の
海
底
に
広
が
る
「
潜
在
意
識
」
へ
と
続
い
 

 
 

て
い
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
 

、
宗
教
的
経
験
に
関
す
 

こ
の
よ
う
に
心
理
学
上
の
事
実
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
 

て
 、
宗
教
的
経
験
に
科
学
的
な
支
え
を
与
え
、
そ
の
 
一
 
般
 的
、
客
観
的
な
内
容
 

を
 取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

こ
 う
し
て
、
宗
教
的
経
験
の
「
真
理
内
容
」
は
 
、
 次
の
よ
 う
 に
規
定
さ
れ
る
こ
と
   



一
 
9
 一
 

い
る
潜
在
意
識
的
連
続
で
あ
る
」
安
方
 史
 4
0
 
ヒ
 と
か
れ
 は
 舌
口
っ
て
い
る
。
こ
の
言
明
は
、
「
潜
在
意
識
的
連
続
 
」
が
宗
教
的
経
験
の
 

極
 的
内
容
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
 
、
「
向
こ
う
側
で
は
何
で
あ
れ
」
と
い
う
譲
歩
表
現
は
 、
潜
在
意
識
的
連
続
 

い
う
の
が
「
こ
ち
ら
 側
 」
か
ら
見
た
「
よ
り
以
上
の
も
 の
 」
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
 
。
宗
教
的
経
験
に
 お
 

て
、
 人
は
「
こ
ち
ら
側
か
ら
」
潜
在
意
識
と
い
う
一
般
 名
称
で
捉
え
ら
れ
た
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
に
 鎚
 る
の
 で
は
な
い
。
固
有
の
 

を
も
っ
た
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
そ
の
も
の
と
出
会
い
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
名
指
 
そ
う
と
す
る
と
き
、
 

エ
 イ
ム
ズ
は
 0
4
%
 ま
目
 玖
 と
い
う
術
語
を
も
ち
出
す
の
 で
あ
る
。
か
れ
は
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
戸
口
ロ
潜
在
 意
識
」
を
通
っ
て
 入
 

込
む
や
い
な
や
、
そ
し
て
、
周
縁
を
超
え
ゆ
く
我
々
の
 
意
識
に
し
た
が
っ
て
さ
ら
に
遠
く
へ
進
む
な
ら
ば
 
我
 々
は
ど
こ
ま
で
連
れ
 

い
か
れ
る
だ
ら
つ
か
、
と
尋
ね
る
や
 い
 な
や
、
 い
 ろ
 ぃ
 ろ
な
困
難
が
現
れ
て
く
る
。
（
 0
 つ
め
 
「
・
 

ヴ
 の
目
の
目
の
）
は
こ
こ
 

で
 始
ま
る
の
で
あ
る
 

-
 
七
ヵ
 

n
,
 

串
 
。
と
。
 

以
上
が
 0
 づ
ミ
 ・
 
0
0
 
目
 玖
が
 出
て
く
る
経
緯
で
あ
る
。
 以
 下
 、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
こ
の
 
街
 話
 に
託
し
た
意
味
 

探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
前
章
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 
が
 
（
 信
 ）
子
の
毘
の
片
一
に
積
極
的
な
意
味
を
読
み
込
ん
 
て
い
る
こ
と
を
明
ら
 

に
し
た
。
こ
こ
で
特
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 
は
、
 0
4
%
 と
い
う
接
頭
辞
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
ど
の
よ
う
な
事
態
が
 

わ
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
前
章
 
の
 議
論
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
 

ま
ず
第
一
に
確
認
で
き
る
の
は
、
 
0
 せ
の
「
。
 

ヴ
の
 
目
眩
は
宗
教
 0
 科
学
を
脅
か
す
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
 
あ
る
。
宗
教
の
科
 学 聞 か を 」 て り ジ 姿 い と 積 

し
か
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
れ
で
宗
教
的
経
験
の
全
て
 
を
 汲
み
尽
く
し
た
と
は
考
え
な
い
。
「
宗
教
的
経
験
に
 お
い
て
、
我
々
が
 結
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ば
れ
て
い
る
と
感
じ
る
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
は
 
、
向
 こ
 う
 側
で
は
何
で
あ
れ
、
そ
の
こ
ち
ら
側
で
は
、
我
々
 
の
 意
識
的
 生
 が
も
っ
て
 

る、 
か、 
き、 

  

文、 
字、 
通、 

  
客、 
観、 
的、 
@¥ 

真、 
で、 

あ 、 
る、 
と 

私 
c 
J 田 巳 、 

わ 
れ 
る   

不 胡歌 

的 

経験 

  
積 
極 
的 
  
容 
で 
あ 
る   
  
  
  
  
        
  

12 



    Over.be@ief" と ジェイムズの 宗教思想 

に 0 て れ 定 成 ら よ で し 

そ こ @ 自体よ 。、 しか り立 れる り似 他 「 六力   
とえ っ , 0 過 き に対 に対 

ぎ す し ば 

ノるて とこ 不よ 「 
い う 分 り 

  
で 一 う し 平 政 

限 ょ た 」 上 

のも うな 限定 臼 刃口 

    
そ 

    
、 呼 に と 

決め O くの んで なる 

  て 

へ と り 
巨岩注し 

義 
」 を 

き と 

る 古 

」 と は の 

あ 小 わ し   
る 「 ジ   す 
と 目 ェ れ 

た て で が ぃ 窯 ィ は 
らに でととで をの ジる ェ 。 一 人がやあ 、 う 」 ム   
あ っ る る イ の つ っ る そ 解 に ズ 
る て と る ム 人 て て 。 の 

。 、 い と ズ 間 、 き そ 限 「不当 釈が 込め が   

  

の
 試
み
は
、
特
定
の
信
仰
内
容
を
独
断
的
に
前
提
す
る
 
こ
と
な
く
、
諸
宗
教
を
公
平
に
捉
え
る
と
い
う
意
味
を
 も
っ
も
の
で
も
あ
る
。
 



こ
の
よ
う
な
困
難
に
あ
っ
て
、
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
 

0
 
づ
の
 

「
 
ま
の
ヱ
 

の
 
ト
 
に
つ
い
て
語
り
つ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
道
を
取
る
。
す
な
 

ね
 
ち
、
 

0
4
%
 

匡
 ㌔
を
語
る
 

自
分
の
舌
口
説
自
体
が
新
た
な
 

0
4
0
 

（
 
匡
 ㌔
を
一
つ
 

付
 
け
 
加
え
る
も
の
で
し
か
 

な
い
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
積
極
的
に
自
ら
 

の
 
言
説
を
差
し
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
 

奇
 
妙
な
や
り
方
に
見
え
る
 

が
 
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
か
れ
は
か
ろ
う
じ
て
自
ら
の
 

宗
教
研
究
を
 

0
 
づ
の
 

「
み
の
 

ヱ
 
の
 
ト
 
に
繋
げ
る
絆
を
保
つ
の
で
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

、
 

八
 
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
）
 

0
 
づ
の
 

「
ま
の
目
の
 

ト
 
の
内
容
を
探
る
 

ァ
 
」
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
が
 

0
4
%
 

み
の
目
の
 

ト
 
に
込
め
る
 

意
 
味
 
に
接
近
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

0
 
づ
の
 

Ⅱ
 
。
 
す
の
目
の
 

ト
 
を
 
0
 
づ
の
 

「
ま
の
目
の
 

ト
と
 

呼
ぶ
こ
と
自
体
が
、
か
れ
の
 

0
4
%
,
 

す
の
コ
 

の
 
ト
と
 

深
く
関
 

わ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
 

る
 
。
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
の
 

0
 
づ
の
 

「
。
 

す
 
三
 
%
 
ト
 
の
中
心
点
は
、
「
我
々
の
 

存
在
の
は
る
か
向
こ
う
側
の
限
界
」
は
 

、
 
単
な
る
悟
性
 

的
 
世
界
と
は
全
く
違
 

っ
た
 

次
元
に
食
い
込
ん
で
お
り
、
「
神
秘
的
領
域
」
 

や
 
「
超
自
然
的
領
域
」
と
名
付
け
う
る
も
の
だ
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

-
 
Ⅲ
 
-
 

観
念
的
に
導
き
出
さ
れ
た
「
唯
一
」
で
「
無
限
」
 

な
存
 

在
 
で
は
な
く
、
経
験
を
通
し
て
触
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
 

る
 
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
 

「
次
の
一
歩
を
任
せ
る
に
足
る
大
き
さ
で
あ
れ
ば
、
 

ど
 
ん
な
大
き
さ
で
も
よ
い
」
安
方
の
 

日
 
ど
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 

は
 
舌
口
 

う
 
。
と
は
Ⅱ
 

円
え
、
 

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
も
な
い
。
 

神
 
私
的
領
域
が
あ
く
ま
で
「
実
在
」
で
あ
る
こ
と
を
 

ジ
ェ
 

イ
ム
ズ
は
繰
り
返
し
 

強
 

調
 
し
て
い
る
。
「
実
在
の
軸
は
た
だ
自
己
が
関
わ
る
 

場
 
所
 
の
み
を
通
過
す
る
」
 

臼
勾
 

中
の
の
 

4
 
一
 
と
語
る
ジ
ェ
イ
 

ム
ズ
 

に
と
っ
て
、
実
在
 

 
 

経
験
の
内
奥
で
出
会
わ
れ
、
個
人
を
そ
の
根
底
か
ら
 

鼓
 
舞
し
 

、
世
界
に
新
た
な
 

行
為
を
付
け
加
え
る
よ
う
に
促
す
も
の
が
、
実
在
な
の
 

で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
述
べ
て
い
る
。
「
我
々
が
 

こ
 
の
 
領
域
「
神
秘
的
領
域
 

一
 

  



"Over-belief     と ジェイムズ 

い
る
が
、
こ
の
「
賜
物
」
と
い
う
表
現
は
そ
の
よ
う
な
 
意
味
を
伝
え
て
い
る
 
よ
う
 
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
 、
「
 0
4
 の
こ
を
 、
 信
が
 

「
超
理
性
的
領
域
」
（
神
秘
的
領
域
）
に
根
を
も
っ
て
 
い
 る
こ
と
の
 徴
 と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
 
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
 ジ
 

エ
イ
ム
ズ
の
 
o
v
 縛
 。
す
の
二
束
で
あ
っ
て
、
確
固
と
し
た
 基
 礎
 の
あ
る
立
場
の
よ
う
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
 

い
 。
だ
が
、
ジ
ェ
イ
 ム
 

)
 

 
 
 
 
 
 

六
が
 、
「
我
々
は
た
い
て
い
何
ら
か
の
仕
方
で
我
々
の
 哲
 学
の
上
に
 0
4
 の
「
と
の
目
の
 

ヰ
 を
接
木
し
て
い
る
つ
も
り
で
 い
る
が
、
実
は
哲
学
官
 

 
 

 
 

牙
 こ
そ
こ
の
信
仰
の
上
に
接
木
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
」
安
方
 申
 
4
0
7
 

一
 と
言
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
。
 4
 段
・
す
の
二
束
の
究
明
が
 

 
 

4
 目
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
 
の
で
は
な
か
ろ
向
か
。
あ
る
 

 
 

雑
草
稿
の
な
か
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
 0
4
 
目
と
の
 
ヱ
 の
 
ヰ
 は
 、
超
理
性
的
領
域
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
り
、
賜
物
 
%
 安
）
で
あ
る
」
と
記
し
て
 

 
 

り
 、
そ
し
て
我
々
の
再
生
的
変
化
に
続
い
て
、
そ
の
 
結
果
が
、
自
然
的
世
界
に
お
け
る
行
為
の
上
に
も
 

現
 わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 

 
 

花
方
 

n
,
4
0
 

の
 
一
 
。
別
の
論
文
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
個
人
 と
 神
秘
的
領
域
の
関
係
を
「
海
に
あ
る
 島
 」
の
 讐
 え
に
 よ
っ
て
描
い
て
い
る
 

こ
れ
に
従
え
ば
、
島
の
海
上
に
出
て
い
る
部
分
が
意
識
 的
 領
域
、
海
中
に
隠
れ
た
部
分
が
潜
在
意
識
的
領
域
、
 
そ
し
て
そ
れ
ら
全
て
 

浸
し
て
い
る
「
 目
 な
る
 海
 」
が
神
秘
的
領
域
に
相
当
す
 
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
母
な
る
海
が
 
、
救
 い
を
も
た
ら
す
「
 作
 

因
 」
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
諸
相
」
の
中
で
、
ジ
ェ
イ
 ム
ズ
 は
、
宗
教
的
経
験
を
「
霊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
 
流
 れ
 込
ん
で
く
る
経
験
 

し
て
描
写
し
て
い
る
が
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
 源
 と
な
 る
の
が
神
秘
的
領
域
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
考
え
か
ら
、
か
れ
が
 
o
v
 
の
 
「
。
 
匡
往
 と
い
う
術
語
に
込
め
る
意
味
を
推
測
す
る
こ
 
と
が
で
き
る
で
あ
 

う
 。
た
し
か
に
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
接
頭
辞
「
。
 v
 の
「
」
は
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
脅
か
す
へ
行
き
過
 ぎ
 ）
と
い
う
意
味
を
 

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
 
o
v
 

の
「
・
す
の
二
 

%
 を
も
つ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
て
は
、
こ
の
行
き
過
ぎ
は
 
、
自
己
の
深
 底
で
己
 

の
意
の
ま
ま
に
で
き
な
い
実
在
性
に
遭
遇
さ
せ
、
自
己
 を
 通
常
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
た
次
元
へ
と
（
超
え
）
 
さ
せ
る
経
験
と
裏
表
 に れ 台 ろ と 用 を 。 」 



ン
エ
 イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
を
理
解
す
る
上
で
不
可
欠
で
 あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
接
頭
辞
 
0
 づ
の
 
（
に
関
す
る
 以
上
の
解
釈
は
 、
 少
な
 

く
と
も
そ
の
足
掛
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

0
 お
 （
。
 

0
 匹
目
を
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
前
章
で
 
扱
っ
た
コ
目
 モ
心
 
」
に
お
け
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 
信
論
と
 の
 深
 い
 結
び
っ
き
が
 

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
占
に
つ
い
て
 
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
明
確
に
何
か
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
 
は
な
い
。
だ
が
、
ジ
ェ
 

ィ
ム
ズ
 の
考
え
る
信
が
、
誤
謬
の
危
険
も
承
知
の
上
で
 、
 知
の
明
証
性
を
超
え
て
自
己
の
全
体
を
賭
け
、
そ
れ
 
に
よ
っ
て
世
界
の
新
た
 

な
 可
能
性
を
切
り
開
こ
 う
 と
す
る
 曹
ギ
 心
で
あ
っ
た
こ
と
 を
 思
い
起
し
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
接
頭
辞
「
 
0
 つ
め
 
（
 」
を
、
こ
の
よ
う
な
 信
 

の
あ
り
万
を
あ
ら
た
め
て
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
 
理
 解
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
「
信
じ
よ
う
と
す
る
 昔
 生
心
 
」
を
め
ぐ
る
「
 意
 モ
ど
 

の
 議
論
は
、
宗
教
的
信
仰
の
権
利
を
擁
護
し
ょ
う
と
す
 
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
諸
相
し
の
考
察
は
、
宗
教
的
 経
験
を
扱
う
こ
と
に
よ
 

っ
て
、
こ
の
問
題
に
さ
ら
に
深
く
入
っ
て
い
か
ざ
る
を
 ヰ
ん
 
卜
は
く
卜
は
っ
 

七
几
レ
 

し
 @
 ロ
占
ん
ス
Ⅰ
。
 

信
 Ⅰ
 
し
ト
 
よ
う
 レ
 
し
士
 
ノ
ス
 
Ⅰ
昔
心
土
 

か
 け
は
 
「
向
こ
う
 側
 」
に
触
れ
 

る
 経
験
と
結
び
つ
き
、
そ
う
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 
、
自
 分
 自
身
の
 0
 つ
め
 
（
。
 
汀
 口
音
と
し
て
「
神
秘
的
領
域
」
に
 つ
い
て
詰
り
出
さ
ね
ば
 

な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 肩
 と
経
験
の
こ
の
よ
う
 な
 結
び
つ
き
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
の
核
心
が
  

 

か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

し
か
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
 
0
 く
の
 
（
・
 

ヴ
 の
甘
の
 

ト
 に
関
し
 て
 、
最
後
に
ま
だ
一
つ
重
要
な
事
柄
が
残
っ
て
い
る
。
 
か
れ
は
神
秘
的
領
域
 

の
 「
実
在
性
」
を
強
調
す
る
が
、
「
他
の
実
在
の
中
に
効
 
果
を
生
み
出
す
も
の
は
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
実
在
と
 
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
 い
 」
 臼
末
 m
.
4
0
 

③
と
い
う
の
が
実
在
性
の
基
準
で
あ
 

り
 、
神
秘
的
領
域
が
実
在
だ
と
言
え
る
の
も
そ
の
意
味
 
に
お
い
て
の
み
だ
と
 考
 

え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
索
を
進
展
 
さ
せ
る
重
要
な
契
機
が
あ
る
。
か
れ
は
神
秘
的
領
域
 
を
 
「
最
初
の
直
接
的
で
 

三
観
的
な
経
験
」
ミ
オ
の
 4
0
 
コ
に
 閉
じ
込
め
る
の
で
は
 な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
宗
教
研
究
は
 
一
 般
化
 不
可
能
な
数
々
の
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り
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
観
」
の
展
開
 を
 辿
る
と
、
こ
の
見
解
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
 
主
張
に
突
き
当
た
る
。
 

フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
至
の
最
終
 講
 
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
 ム
と
 宗
教
」
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
宗
教
論
 
と
 し
て
特
に
重
要
な
論
考
 

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
世
界
の
救
済
」
と
い
う
考
え
 
が
 展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
 
ジ
 エ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
 

は
 、
個
人
の
一
般
化
不
可
能
な
宗
教
的
経
験
と
世
界
全
 
体
の
救
済
と
い
う
二
極
に
跨
が
る
こ
と
に
な
る
と
 
思
 わ
れ
る
。
プ
ラ
グ
 
マ
テ
 

イ
ズ
ム
は
、
こ
の
両
極
を
い
か
に
し
て
媒
介
す
る
の
で
 
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
個
人
性
の
極
み
で
あ
 

る
か
に
見
え
る
 
0
 く
の
「
 

ヴ
 の
 =
 の
 ヰ
 と
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

最
重
要
視
す
る
立
場
と
は
快
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。
 
し
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
が
自
分
自
身
の
 0
 く
 目
ま
の
目
の
 

ヰ
 か
ら
 ブ
 ラ
 か

し
、
こ
れ
ほ
「
諸
相
」
の
「
結
論
」
で
い
き
な
り
 

グ
 マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
観
を
導
出
し
た
の
は
、
他
の
実
 

出
て
き
た
考
え
で
 
は
な
 

在
の
中
に
効
果
を
生
 

み
 出
す
も
の
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
実
在
で
あ
る
、
と
い
 
う
 考
え
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
個
人
が
そ
の
へ
 信
 ）
 の
 内
奥
に
お
い
て
「
よ
り
 

以
上
の
も
の
」
へ
と
開
か
れ
、
「
神
秘
的
領
域
」
に
 触
 れ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
見
た
 
0
 く
 目
ま
 呉
音
で
あ
っ
た
が
、
 
そ
 

の
神
秘
的
領
域
の
実
在
性
は
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
新
た
 な
 帰
結
を
通
し
て
の
み
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
 の
よ
う
な
考
え
に
よ
っ
 

て
 、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
諸
相
」
で
神
的
な
も
の
と
の
 
（
ム
ロ
一
）
に
繰
り
返
し
舌
口
 

反
 す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 神
秘
的
合
一
の
 洸
 惚
 き
 

い
 。
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
経
験
に
関
わ
る
「
諸
相
」
の
 
具
体
的
叙
述
の
中
に
、
こ
の
考
え
は
す
で
に
染
み
込
ん
 
で
い
 る
 よ
う
 に
思
わ
れ
 

る
 。
そ
の
点
を
辿
り
直
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
宗
教
思
想
 
に
お
け
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
位
置
付
け
を
も
う
 
一
 度
 考
え
て
み
よ
う
。
 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
 
よ
 る
 宗
教
的
経
験
の
叙
述
が
、
「
感
情
」
か
ら
「
行
為
」
 
へ
の
展
開
と
い
う
 線
 

に
 沿
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
「
結
論
」
で
は
、
 宗
教
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に
ほ
「
感
情
と
行
為
」
 
に
 留
意
し
な
け
れ
ば
な
 

  

  



      h 目お f     と ジェイ ソ、 九の宗教思想 

宗
教
的
経
験
が
も
た
ら
す
第
一
の
帰
結
は
、
感
情
の
転
 
変
 と
い
う
形
を
取
る
。
「
感
情
の
奥
底
、
す
な
わ
ち
 性
 格
 の
よ
り
暗
く
よ
り
 

盲
目
的
な
 層
 こ
そ
、
形
成
中
の
リ
ア
ル
 な
 事
実
を
捉
え
 
い
か
に
し
て
出
来
事
が
生
じ
る
か
、
い
か
に
し
て
 業
 が
 実
際
に
行
な
わ
れ
る
 

か
を
直
接
に
知
覚
す
る
、
世
界
に
お
け
る
唯
一
の
場
所
 で
あ
る
」
 臼
勾
申
 ひ
の
ひ
 

一
 
。
「
諸
相
」
で
描
か
れ
る
具
体
的
 な
 宗
教
的
経
験
は
 、
全
 

て
こ
の
感
情
の
転
変
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
 ぼ
 、
回
心
現
象
に
つ
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
多
く
を
述
べ
て
 
い
る
が
、
「
回
心
の
経
 

験
を
直
接
に
満
た
し
て
い
る
も
の
」
 
臼
お
の
 
-
1
 
の
㏄
 

一
は
感
 情
 で
あ
る
こ
と
を
い
つ
も
強
調
し
て
い
る
。
感
情
の
 
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
 

は
 、
第
一
章
で
見
た
「
 意
士
 ど
の
論
述
で
も
共
通
し
て
 
お
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
 
言
 え
よ
う
。
 

し
か
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
感
情
は
そ
こ
に
 留
 ま
り
浸
っ
て
い
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
 
そ
 れ
は
い
つ
も
、
主
体
 

を
 
（
行
為
）
へ
と
突
き
動
か
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
 て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
「
聖
者
」
の
存
在
 意
義
が
高
く
評
価
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
的
経
験
か
ら
得
た
霊
的
感
動
を
 
人
格
の
新
た
な
中
心
と
し
て
、
全
人
的
に
宗
教
的
実
 
践
 に
向
う
と
こ
ろ
に
、
 

「
聖
者
性
の
価
値
」
が
存
し
て
い
る
。
聖
者
の
行
為
は
 、
 自
己
自
身
の
徳
を
積
み
上
げ
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
 
は
な
く
、
共
に
生
き
る
 

人
々
に
影
響
を
も
た
ら
し
、
現
実
の
世
界
に
具
体
的
な
 効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
聖
者
の
徳
の
大
き
さ
は
 
、
そ
の
（
果
実
）
を
 通
 

し
て
の
み
測
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
真
の
宗
教
的
経
験
は
 、
新
 た
な
感
情
と
行
為
を
通
し
て
世
界
に
新
し
い
何
か
を
 付
 け
 加
え
る
と
こ
ろ
ま
 

で
 進
む
は
ず
だ
と
い
う
の
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
宗
教
思
想
 
0
 基
本
的
な
考
え
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
れ
の
 
0
 く
の
「
。
す
の
こ
の
 

ヰ
 は
 @
 
」
の
セ
 

%
 コ
 

え
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
プ
ラ
グ
 
マ
 テ
ィ
ズ
 ム
 へ
と
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
 信
を
本
質
的
に
（
世
界
 

の
 捉
え
 万
 ）
に
関
わ
る
も
の
と
見
な
す
エ
月
 士
 
ど
の
 主
 張
の
延
長
線
上
に
あ
る
考
え
で
も
あ
る
。
最
も
個
人
的
 
な
 宗
教
的
経
験
を
世
界
   

ら
な
い
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
 
臼
お
 中
の
の
Ⅱ
 
-
0
 



の
 救
済
に
繋
げ
よ
う
と
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
志
向
を
 
、
 こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 実
 際
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 、
信
 

が
 0
 く
簗
 ・
 
b
 の
コ
文
と
し
て
超
え
出
て
い
く
先
で
あ
る
「
 神
 磁
的
領
域
」
に
対
し
て
、
「
霊
的
な
宇
宙
」
や
「
よ
り
 広
大
な
存
在
の
世
界
」
 

と
い
う
呼
び
名
を
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
諸
相
 ヒ
 の
 
「
後
記
」
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
も
 
し
 我
々
の
日
常
の
意
識
 

人
間
に
 0
4
%
 
。
す
の
 

目
 往
を
授
け
る
「
よ
り
高
い
 
カ
 」
は
 

け
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
宗
教
的
 生
 の
 話
 

と
ぎ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
 カ
 が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
 

0
 世
界
よ
り
も
 よ
り
 広
大
な
存
在
の
世
界
が
あ
る
と
す
 、

世
界
を
救
済
す
る
力
で
も
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 そ
 

現
象
が
賛
意
を
表
す
よ
う
な
理
論
の
諸
要
素
を
も
つ
，
 

る
な
ら
ば
、
も
し
そ
の
よ
う
な
存
在
の
世
界
の
中
に
 、
 

て
も
し
こ
れ
ら
の
影
響
を
促
進
す
る
条
件
の
一
つ
が
「
 の

 働
き
か
け
に
応
じ
て
 

」
と
に
な
る
。
 

-
 
中
 

潜
在
意
識
」
の
戸
を
開
 

我
々
に
対
し
て
と
ぎ
れ
 

蜂
 
・
・
・
・
・
・
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
現
象
に
お
い
て
は
、
 
彼
岸
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
お
望
み
な
ら
神
が
 
、
 我
々
 の
 残
り
の
経
験
が
属
す
 

る
 自
然
的
世
界
の
中
に
、
直
接
的
な
影
響
を
生
み
出
す
 
か
の
よ
う
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
」
 臼
勾
史
 4
 ）
 
2
-
 
。
つ
ま
 り
、
 0
 せ
の
「
。
 

す
の
ヱ
 
の
 ヰ
 に
お
 

い
て
は
、
個
人
の
転
換
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
が
そ
こ
 で
 生
を
営
む
「
世
界
」
の
転
換
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 ヒ
 を
読
む
な
ら
ば
、
個
人
の
命
運
と
世
界
の
命
運
の
土
 ハ
尾
と
い
う
構
造
が
 
、
 

そ
の
論
述
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
 。
そ
し
て
そ
こ
に
、
個
人
の
信
の
覚
醒
と
世
界
の
改
新
 
と
の
連
関
を
基
本
と
す
 

る
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
の
構
造
が
、
如
実
に
映
し
 出
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
 プ
 ラ
グ
 マ
テ
ィ
ズ
 
ム
と
宗
 

教
 」
に
お
け
る
次
の
一
節
は
、
こ
の
連
関
を
は
っ
き
り
 
と
 言
 い
表
 わ
し
て
い
る
。
「
我
々
は
、
宗
教
的
経
験
が
 与
え
る
証
拠
に
基
づ
い
 

て
 、
よ
り
高
 い
カ
 が
存
在
し
、
我
々
自
身
の
理
想
と
同
 じ
よ
う
な
理
想
線
上
に
お
い
て
世
界
を
救
お
う
と
し
て
 
働
い
て
い
る
と
信
じ
て
 

 
 

領
域
か
ら
の
「
賜
物
」
で
あ
る
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 
述
 べ
て
い
た
が
、
個
々
の
 

個
々
の
人
間
が
自
己
の
命
運
を
充
足
さ
せ
る
と
き
、
 
そ
 れ
に
見
合
っ
て
、
か
れ
が
関
わ
っ
て
い
る
世
界
の
部
分
 は
 真
に
善
く
な
る
の
で
   



「
 
0
 
せ
の
「
臼
の
目
の
 

ト
 
」
と
い
う
独
特
な
術
語
に
着
目
し
て
 

ジ
エ
 
ィ
ム
ズ
 

の
宗
教
思
想
を
捉
え
よ
う
と
す
る
本
稿
の
試
 

み
は
、
以
上
の
よ
 

う
 

な
も
の
で
あ
る
。
序
で
触
れ
た
よ
 

う
 
に
、
こ
の
考
察
は
 

、
宗
教
思
想
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 

思
 
想
 
全
体
の
解
明
に
向
け
 

て
 
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

盟
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
非
常
に
微
妙
で
難
し
い
 

ぃ
，
 

問
題
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
両
者
の
間
に
論
理
的
 

連
関
は
何
も
な
い
こ
と
を
 

明
 

%
 
 
高
し
な
が
ら
も
 

弓
 ③
、
そ
の
一
方
で
、
プ
ラ
グ
 

マ
テ
ィ
ズ
 

ム
 
の
真
理
論
の
確
立
が
根
本
的
経
験
論
を
普
 

反
 
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
一
 

 
 

ぱ
 歩
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
室
ゴ
③
。
 

だ
が
、
本
稿
の
考
察
を
も
と
に
両
者
の
連
関
を
探
る
な
 

ら
ば
、
そ
こ
に
、
「
論
理
的
」
 

Ⅰ
連
関
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
の
 

問
題
関
心
を
凝
縮
す
る
強
 

い
 
絆
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
 

る
の
で
は
な
か
ろ
向
か
。
 

 
 

㎝
 る
 
。
他
方
、
根
本
的
経
験
論
は
、
直
接
に
経
験
さ
 

れ
て
い
る
も
の
自
体
に
即
し
、
経
験
に
立
脚
す
る
と
い
 

ぅ
 
立
場
を
徹
底
化
す
る
試
み
 

  

界 善 れ あ 
め く る る 
救 し べ 。 

終 

[C     
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イム < と一 ヨ 
ズ ぃ は そ 宗 うこの 
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居、 考 よ 

想 え つ , 
が は な 

要 、 脈 
請 皆 絡 
す で で 

る 世 理 

解さ 世 「 界を 
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「
超
越
的
な
も
の
へ
の
宿
ム
 蛭
 
と
い
う
「
二
重
の
含
み
」
を
こ
の
証
 
叩
に
 見
て
い
る
。
 
福
鎌
 達
夫
 訳
 
「
信
ず
る
 意
 き
日
本
教
 支
 社
、
 

一
九
六
一
年
、
三
 

三
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
高
木
き
よ
子
 
著
 
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
 
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
」
大
明
堂
、
一
九
七
一
年
、
一
九
 

 
 

 
  
 

ね
 た
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 Ⅱ
Ⅳ
 
-
 
毛
 二
目
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ふ
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蜘
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ミ
め
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ぬ
力
 
・
 円
 す
の
 毛
 0
 「
瓦
の
 
0
 （
 ミ
ヨ
団
ョ
 
Ⅰ
 リ
 ヨ
 お
，
 %
 安
。
 つ
 ・
い
口
 

-
 Ⅱ
 -
 
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
玉
帳
す
る
。
「
人
々
 

の
 様
々
な
 
0
 く
の
「
 
ヴ
の
コ
 
の
（
の
や
彼
ら
の
様
々
な
信
仰
の
冒
険
は
 
、
実
 際
 、
証
拠
を
生
み
出
す
 

た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
」
 

弓
 ・
 p
.
 

）
仝
 

ト
 ㍉
 



  

至 凡 な 
は そ 先 福 
『 本 行 沢   
凡 来 美 諭 キ 

裕 の 績 吉 は 
  
  

ほ の じ   
  
    

感 験 @ 福 

化 に 福 つ       
土日 

      宗教 

観、 

「 @   裕一 

  
諦   

  

道 
徳 
    

い 主 我 訪 不 い 、   
認 「 「 い 御 「 

めプ旨 らう 岨こ た す 金字   

アブ ア 

  

  
あま 
教 的 もりり 『 " 多 
宿 患 そ く 

仰 天 れ は 
に 居 、 の む 

小 婦 え い 

可 』 @ 
火 力 、 主 

 
 

守
屋
文
江
 

八
 論
文
要
旨
 
V
 
 福
沢
諭
吉
の
宗
教
観
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
 

彼
を
宗
教
に
 
盆
 関
心
な
人
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
多
い
。
 

し
 か
し
、
彼
が
真
宗
に
 

カ
 

点
を
置
き
な
が
ら
 

宗
孜
 油
虫
七
チ
 
牡
 発
表
し
て
い
た
こ
と
や
、
 

彼
 の
 宗
教
観
と
真
宗
の
「
真
俗
二
諦
」
論
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
 

は
ほ
と
ん
ど
顧
み
る
 

本
稿
で
は
、
福
沢
の
宗
教
論
説
か
ら
真
宗
に
 

関
 す
る
も
の
を
中
心
に
分
析
し
、
彼
の
宗
教
観
の
基
本
的
枠
組
み
が
 

真
宗
の
「
真
俗
 
二
 

諦
 」
論
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
福
沢
は
 

、
文
 明
 化
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
意
見
を
発
表
 

す
る
一
万
、
清
沢
 

満
 

 
 

 
 

 
 

福
沢
諭
吉
の
宗
教
観
 

｜
 真宗
を
中
心
に
 

 
 



そ
こ
で
本
稿
で
は
、
問
題
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
て
、
 福
沢
の
宗
教
観
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
く
考
察
し
て
み
た
 
 
 

第
一
に
、
福
沢
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
観
が
 
、
 真
宗
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
第
二
に
 
、
宗
 数
 に
対
し
て
無
関
、
心
 

と
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
ぜ
宗
教
の
有
効
性
を
論
じ
て
い
 
た
の
か
。
以
上
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

彼
の
仏
教
へ
の
関
心
は
、
特
定
の
宗
派
と
は
関
係
の
な
 
い
 も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
彼
が
数
 

々
の
論
説
で
特
に
真
 

宗
を
評
価
し
て
い
た
理
由
が
不
明
と
な
る
。
周
知
の
よ
 
う
に
、
福
沢
家
は
代
々
真
宗
の
檀
家
で
あ
る
し
、
彼
の
 
思
想
形
成
に
は
篤
信
の
 

反
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
上
記
の
よ
う
な
「
 
宗
教
的
信
仰
」
を
規
準
に
し
た
評
価
だ
け
で
は
 

を
 阻
ん
で
し
ま
い
か
 ぬ
 な
い
。
敬
虔
で
篤
信
の
信
者
像
 や
 明
白
な
信
仰
告
白
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
 か
 

に
く
く
さ
せ
て
し
ま
う
。
宗
教
の
「
プ
ラ
ク
マ
テ
ィ
 
ツ
 ク
な
 価
値
」
に
着
目
し
た
福
沢
の
宗
教
観
を
 、
 

る
た
め
と
説
明
す
る
だ
け
で
は
、
後
述
の
よ
う
な
宗
教
 
論
説
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
理
由
が
不
明
と
な
 

宗
教
的
信
仰
と
道
徳
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
視
 
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
 

は
じ
め
当
時
の
思
想
家
の
宗
教
論
に
は
、
ほ
と
ん
ど
み
 
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
 

0
 社
会
的
役
割
 や
 、
民
心
に
及
ぼ
す
道
徳
的
感
化
 
力
に
 つ
い
て
実
に
多
く
の
論
説
を
残
し
た
と
い
う
、
 

を
 、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
現
に
彼
 
の
 宗
教
論
説
に
惹
か
れ
て
慶
応
義
塾
へ
入
学
し
 

一
 
3
-
 

わ
ず
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
一
八
九
 0
 年
に
は
福
沢
の
 発
案
で
、
慶
応
義
塾
に
仏
教
青
年
会
が
発
足
し
 

、
福
沢
の
思
想
に
即
し
た
理
解
 

え
っ
て
彼
の
宗
教
観
を
理
解
し
 

単
に
彼
が
宗
教
に
無
関
心
で
あ
 

っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
 

も
、
そ
う
し
た
区
別
は
福
沢
を
 

、
 彼
が
新
時
代
に
お
け
る
宗
教
 

そ
の
淵
源
が
何
で
あ
る
の
か
 

た
僧
侶
や
寺
 族
は
 、
宗
派
を
問
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
 

こ
 

便 な 
し ほ ろ 

か 刑 罪 
し 朋 美 

、 し 意 

福 よ 誠三 
沢 う 」 
は と を 

自 す 欠 
ら る い 

の も て     
@,  Ⅰ @-  し " 

つ 過 彼 
い ぎ の 

宗教 詳 たして よ 、 
し と 論 
く い 説 

表 う な 

明 消 通 

す 極 覧 
る 的 し 

こ 評 て 

と 価 も 

はが な 一何 「   
が 的 も 

宗教を 、宗教 である @ 
よ 

る 
愚民 

道 
教 
  

徳   
的 手 
教 段 
  と 

@   
つ 
  
て 

て社 
-A- 

よ @ 
繰 

ム秩 

序 
  維 
返 持 
          
  方 

  



  観
 

教
 

十
ホ
 

 
 

 
 

1
 
 福
沢
の
「
御
文
仝
 量
 
理
解
 

本
節
で
は
、
福
沢
が
「
御
文
章
」
に
直
接
舌
口
 没
 し
た
 論
 説
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
一
八
八
四
年
一
 
0
 月
 二
日
、
三
日
の
 

「
時
事
新
報
」
で
、
福
沢
は
「
 宗
ヒ
 
旦
日
布
の
方
便
」
と
 題
 し
た
社
説
を
連
載
し
て
い
る
。
二
日
の
社
説
で
は
 主
 に
 キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
 

万
法
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
、
三
日
に
は
「
御
文
士
 量
 
を
 中
心
に
、
真
宗
の
布
教
方
法
の
利
点
を
紹
介
し
た
 内
 容
 と
な
っ
て
い
る
。
 

真
宗
の
布
教
方
法
が
有
益
で
あ
る
例
と
し
て
、
彼
は
「
 真
宗
の
仮
名
本
」
か
ら
か
な
り
長
い
引
用
を
行
い
、
も
 
っ
ぽ
ら
 現
世
に
お
け
   

  

福
沢
諭
吉
に
お
け
る
「
御
文
士
 早
 」
 

母
親
か
ら
の
 影
鈷
 ㌃
多
分
に
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
 
い
る
。
さ
ら
に
、
福
沢
が
清
沢
満
之
ら
に
よ
る
、
真
宗
 大
谷
派
の
い
わ
ば
草
の
 

根
か
ら
の
教
団
改
革
運
動
を
支
援
す
る
主
張
を
行
っ
て
 
い
た
こ
と
も
、
十
分
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

以
上
の
問
題
 訊
堅
 
王
に
即
し
て
、
本
稿
で
は
主
に
一
八
八
 0
 ｜
 一
八
九
 0
 年
代
の
福
沢
の
著
述
を
取
り
上
げ
る
。
 こ
の
時
期
は
彼
が
真
 

宗
に
 接
近
し
た
時
期
で
あ
り
、
か
つ
彼
の
宗
教
論
説
が
 集
中
し
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
て
、
福
沢
の
宗
教
観
を
 
探
る
う
え
で
最
も
適
切
 

だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
 

本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
 
福
 沢
が
 蓮
如
の
「
御
文
章
」
に
言
及
し
た
宗
教
論
説
を
 
取
り
上
げ
、
「
真
俗
 二
 

諦
 」
 論
 と
の
関
連
性
を
論
じ
る
。
第
二
節
で
は
、
代
表
 的
な
宗
教
論
説
に
み
ら
れ
る
宗
教
観
を
分
析
す
る
。
 
第
 一
元
 
即
 で
は
、
真
宗
大
谷
 

派
の
教
団
改
革
運
動
に
関
す
る
福
沢
の
論
説
を
通
し
て
 、
 彼
が
構
想
し
て
い
た
新
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
あ
り
 方
を
解
明
す
る
。
 

な
お
本
稿
で
は
、
福
沢
の
著
作
を
原
則
と
し
て
「
 
福
 沢
 諭
吉
全
集
」
（
慶
応
義
塾
 
編
 、
全
 三
 一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
 

九
五
八
 ｜
 一
九
六
四
 
年
 

「
以
下
、
「
全
集
し
と
略
す
ご
か
ら
引
用
し
た
。
ま
た
 「
全
集
」
等
で
使
用
さ
れ
て
い
る
旧
字
体
を
、
一
部
 新
 字
体
に
改
め
た
。
 



る
 信
者
の
振
る
舞
い
を
論
じ
た
箇
所
に
着
目
し
て
い
る
 
。
福
沢
に
よ
る
引
用
は
、
「
仮
令
 ひ
 牛
窓
と
は
云
は
る
 と
も
、
若
し
は
善
人
、
 

若
し
は
後
世
者
、
若
し
は
仏
法
者
と
見
ゆ
る
や
う
に
 
振
 舞
 べ
か
ら
ず
」
と
い
う
箇
所
を
は
じ
め
、
誰
彼
と
も
な
 く
 宗
教
教
義
の
論
争
を
 

し
た
り
、
真
宗
信
者
で
あ
る
こ
と
を
吹
聴
す
る
こ
と
を
 戒
め
た
内
容
の
も
の
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
自
己
の
宗
教
的
信
仰
を
 

世
間
に
 標
博
 し
な
い
こ
と
は
、
蓮
如
の
い
う
「
王
法
海
 本
 」
の
核
心
部
分
で
あ
る
。
 

「
御
文
土
星
中
の
「
王
法
馬
 本
 」
的
言
説
に
対
し
て
、
 福
 沢
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
内
に
信
心
を
包
蔵
 し
て
外
相
に
顕
す
を
 

禁
ず
る
」
と
い
う
教
え
は
、
ま
ず
「
 真
 信
を
固
く
し
て
 世
を
驚
か
す
こ
と
な
き
の
上
風
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
 
諸
神
諸
仏
を
軽
ろ
し
め
 

ず
 、
他
宗
を
誹
諾
せ
ず
、
 俗
 権
を
重
ん
ず
る
は
、
習
慣
 に
侠
々
し
て
人
を
憤
ら
し
む
る
こ
と
な
き
の
用
意
」
で
 あ
ろ
う
と
。
 

ま
た
「
御
文
 立
 
邑
の
中
に
は
「
人
を
勧
化
せ
ん
と
思
ふ
 
と
も
宿
善
元
宿
善
の
二
 つ
 を
分
別
せ
ず
ば
 徒
ら
 ご
と
な
 る
 可
し
」
と
い
う
 箇
 

所
が
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
「
宿
善
」
と
い
う
語
を
次
の
 
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
通
俗
に
訳
し
て
我
流
の
説
 を
 付
す
れ
ば
、
同
気
相
 

投
ぜ
ざ
る
も
の
に
 向
て
 漫
に
自
家
の
宗
旨
を
称
讃
す
る
 勿
れ
 、
 沖
も
勧
化
す
る
こ
と
は
叶
は
ず
し
て
 却
て
 害
を
 醸
す
可
し
と
の
 警
 な
る
 

が
 如
し
」
。
 

こ
の
よ
う
に
彼
は
「
御
文
 立
 
邑
を
引
用
し
な
が
ら
、
 
そ
 の
中
で
も
特
に
、
相
手
の
感
情
や
状
況
を
無
視
し
て
む
 や
み
に
説
教
す
る
の
 

で
は
な
く
、
「
徐
々
に
人
を
悦
ば
し
む
る
」
布
教
方
法
を
 論
じ
た
箇
所
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

彼
は
続
け
て
、
教
義
の
是
非
は
と
も
か
く
、
布
教
方
法
 
の
 う
 え
で
真
宗
の
方
が
優
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
「
 布
教
弘
道
の
一
法
 だ
 

け
を
伝
授
し
た
ら
ば
如
何
」
と
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
 た
め
に
方
策
を
講
じ
て
い
る
。
そ
し
て
真
宗
の
布
教
 
方
 法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
 

こ
そ
、
「
公
平
無
私
の
挙
動
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
 と
っ
て
も
大
き
な
利
益
に
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
 
ぃ
 る
 。
本
稿
で
は
詳
述
し
 

な
い
が
、
約
一
 0
 午
後
に
活
動
を
始
め
る
仏
教
 清
徒
同
 志
会
 
（
後
に
新
仏
教
徒
同
志
 会
 と
改
称
 一
が
 、
キ
リ
ス
 ト
 教
の
一
派
ュ
ニ
 テ
リ
   



福沢諭吉の宗教観 

ア
ン
と
緊
密
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
 、
当
時
ま
だ
対
立
関
係
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
 
の
 交
流
に
、
福
沢
が
先
 

鞭
 を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
佳
日
す
べ
き
で
あ
 
ろ
う
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
 、
 彼
が
真
宗
の
布
教
方
法
を
評
価
し
た
の
 は
な
ぜ
か
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
歴
史
的
に
み
て
、
現
在
の
 日
本
は
古
代
の
「
 宗
 

教
 惑
溺
、
野
蛮
の
時
代
」
と
比
べ
て
知
識
が
発
達
し
て
 お
り
、
布
教
方
法
も
「
淡
泊
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
 か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
 

の
も
、
人
々
は
宗
教
に
対
し
て
疑
惑
を
生
じ
や
す
く
な
 り
 、
か
つ
て
の
よ
う
に
「
軽
信
」
を
利
用
し
て
布
教
を
 
行
う
こ
と
は
も
は
や
 困
 

難
 と
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
福
沢
が
戒
め
る
の
は
、
「
 旧
微
一
洗
と
 称
し
て
仏
壇
を
焼
き
祖
先
の
位
牌
を
河
に
 
流
し
て
 追
て
又
 後
悔
 す
 

る
 」
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
る
。
甚
だ
し
い
 場
ム
ロ
 
は
急
進
 的
に
過
ぎ
て
、
文
明
化
に
逆
行
し
か
れ
な
い
「
野
蛮
 
流
 の
 軽
信
」
で
あ
る
と
 厳
 

し
く
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
真
宗
で
は
「
 
斯
 る
 濃
厚
な
る
 布
軋
弗
 げ
不
可
を
悟
り
」
、
新
た
に
「
 淡
 泊
 法
を
発
明
し
た
」
 の
 

だ
と
称
揚
し
て
い
る
。
 

こ
こ
で
、
頻
出
す
る
「
惑
溺
」
と
そ
の
反
対
語
の
「
 淡
 泊
 」
の
意
味
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
丸
山
真
男
の
分
析
を
 借
り
な
が
ら
整
理
し
 

て
お
こ
う
。
「
惑
溺
」
と
は
上
記
に
み
ら
れ
る
呪
術
や
佃
 
一
 
知
、
妄
信
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
「
特
殊
的
状
況
に
根
 ざ
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
 テ
 

イ
 ヴ
に
 捉
 わ
れ
、
「
 場
 」
に
制
約
せ
ら
れ
た
価
値
規
準
を
 抽
象
的
に
絶
対
化
し
て
し
ま
 
い
 、
当
初
の
状
況
が
変
 化
し
、
或
は
そ
の
規
準
 

の
 実
践
的
前
提
が
意
味
を
失
っ
た
後
に
も
、
是
を
金
科
 

 
 

え
に
知
識
人
で
あ
っ
て
 

も
 、
唯
一
の
価
値
規
準
を
絶
対
化
し
て
譲
ら
ず
、
他
の
 価
値
規
準
の
存
在
や
価
値
規
準
そ
の
も
の
が
変
容
す
る
 
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
 

な
い
教
条
正
義
 は
 、
「
惑
溺
」
の
部
類
に
入
る
こ
と
に
 な
る
。
 

一
方
「
淡
泊
」
と
は
、
「
価
値
判
断
の
相
対
性
の
主
張
」
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
つ
ま
り
「
時
代
 と
 場
所
と
い
う
の
 -
 
（
 
口
 

が
 （
 
@
0
 
コ
を
離
れ
て
価
値
決
定
は
な
し
え
な
い
」
と
い
う
 相
対
主
義
の
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
の
価
値
規
準
に
 
対
す
る
寛
容
を
生
む
。
 

  



し
が
し
単
な
る
無
原
則
な
状
況
へ
の
追
随
で
は
な
く
、
 
場
面
ご
と
に
不
断
の
価
値
判
断
を
行
 う
 だ
け
の
強
靭
な
 主
体
性
を
伴
 う
 も
の
で
 

あ
る
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
そ
の
根
底
に
は
「
自
己
の
。
 ハ
 ｜
 ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
背
後
に
、
な
お
他
の
パ
ー
ス
ペ
ク
 
テ
ィ
ヴ
を
可
能
な
ら
し
 

め
る
よ
う
な
無
限
の
奥
行
を
持
つ
た
客
観
的
存
在
の
世
 
界
 」
が
常
に
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
 

私
は
丸
山
の
解
釈
を
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
、
「
御
文
士
 量
 
に
即
し
て
「
惑
溺
」
と
「
淡
泊
」
の
意
味
を
考
察
 
し
て
み
た
い
。
私
の
 

み
る
と
こ
ろ
、
「
惑
溺
」
的
人
間
は
 、
 自
ら
の
信
心
が
 末
 だ
 固
ま
っ
て
お
ら
ず
不
安
定
な
た
め
、
信
心
の
あ
り
 
方
 に
つ
い
て
権
威
に
よ
 

る
 保
証
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
他
者
の
主
 
義
信
条
の
自
由
を
考
慮
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
他
の
宗
 
教
や
異
な
る
信
仰
を
も
 

つ
 者
に
対
し
て
警
戒
心
を
抱
い
た
り
、
画
一
性
を
尊
ぶ
 
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
「
元
宿
善
」
の
者
に
 ま
で
自
分
と
同
じ
信
心
 

を
 強
要
し
か
れ
な
い
あ
り
方
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
「
淡
泊
」
的
人
間
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
 を
 信
じ
て
念
仏
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
信
心
は
堅
固
な
 
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
 

か
ら
、
他
者
に
対
し
て
寛
容
と
な
る
だ
け
の
余
裕
が
生
 
ま
れ
、
あ
え
て
他
人
に
信
心
を
誇
示
し
て
保
証
を
求
 
め
る
執
着
心
も
な
く
な
 

る
 。
ま
た
、
各
自
の
「
宿
善
」
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
 
む
や
み
に
画
一
的
な
あ
り
方
を
相
手
に
押
し
つ
け
る
こ
 
と
が
な
い
。
知
識
の
進
 

歩
 に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
疑
心
に
も
、
余
裕
を
も
っ
て
 対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
福
沢
の
「
御
文
士
 量
 
解
釈
 0
 ポ
イ
ン
ト
は
、
「
宿
善
」
に
あ
る
と
い
え
る
。
彼
は
 
「
御
文
章
」
か
ら
、
 

各
人
の
「
宿
善
」
尊
重
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
 
よ
う
。
そ
こ
に
、
「
権
力
の
偏
重
」
に
対
す
る
厳
し
い
 批
判
が
生
ま
れ
、
彼
の
 

思
想
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
た
、
相
対
主
義
の
生
ま
れ
 
た
 源
泉
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
い
う
「
 
淡
泊
」
 な
 宗
教
と
は
、
 

「
信
を
固
く
し
て
」
い
る
た
め
に
、
権
威
へ
の
執
着
を
離
 れ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
人
知
の
発
達
に
即
す
る
事
 
が
で
き
る
も
の
だ
と
い
 

う
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

  



締
が
 明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
通
俗
的
な
万
法
を
用
 

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
明
化
を
幅
広
い
範
囲
の
人
々
 

に
ま
で
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
 
  

  

世 「 
  
通 
用   

の文 

体 
で 

執 
筆 
活 
動 
を 

行 う， 
  
と 

  

福 
  
@ 
と 

  
て 

世 「 
俗 
を 

文 
明 
@ 
導 
    
と 

  
つ , 
積 
極 
    

思議 

  
あ 
る 
    

と 

   
  

 

%
 
 

に
却
 て
ま
す
ま
す
俗
文
主
義
の
志
を
固
く
し
た
る
 こ
そ
是
非
な
き
次
第
な
れ
」
。
 

 
 

と
す
る
の
本
願
に
し
て
、
曾
て
初
一
念
を
変
じ
た
る
な
 き
 今
日
、
到
底
先
生
の
忠
告
に
は
 徒
 ふ
 
回
 ら
ず
と
覚
悟
 し
て
、
 
宜
釜
ゅ
告
 と
同
時
 

観
 

 
 

2
 
 「
世
俗
通
用
の
俗
文
」
 

-
9
 
一
 

一
八
九
七
年
発
行
の
「
福
沢
全
集
緒
言
 ヒ
 に
は
、
次
の
 よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
 曲
畢
朋
 
中
津
に
い
た
 頃
 、
「
和
文
の
仮
名
 
使
 

 
 

ひ
は
 真
宗
蓮
如
上
人
の
御
文
章
に
限
る
」
 
宅
 御
文
 士
量
 と
 書
い
て
「
オ
フ
ミ
サ
 マ
 」
と
よ
か
の
は
、
東
西
本
願
 青
 で
の
呼
称
の
相
違
を
 

無
視
し
た
よ
み
か
た
で
あ
る
が
、
「
全
集
」
に
従
っ
た
 、
守
屋
洋
一
と
聞
き
、
蓮
如
が
「
文
章
家
」
で
あ
る
こ
 
と
を
知
っ
た
。
数
年
後
 

江
戸
に
来
て
か
ら
「
御
文
章
の
合
本
一
冊
」
を
購
入
し
 
て
 読
ん
だ
所
、
「
如
何
に
も
平
易
な
る
仮
名
交
り
の
文
士
 
早
 に
し
て
甚
だ
 読
 易
し
。
 

足
 れ
は
面
白
し
と
て
幾
度
も
通
覧
熟
読
し
て
一
時
は
暗
 
記
し
た
る
も
の
も
」
あ
っ
た
。
「
御
文
士
量
に
よ
っ
て
 信
心
を
得
た
と
は
舌
ロ
 
い
 

難
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
仮
名
文
章
の
風
を
学
び
 得
 た
 」
の
だ
と
い
う
。
普
通
の
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
は
 
信
 心
の
教
え
を
説
い
た
 書
 

と
さ
れ
る
「
御
文
章
」
を
、
無
学
な
者
で
も
読
み
や
す
 
ぃ
 
「
仮
名
文
章
」
の
教
本
だ
と
す
る
、
実
用
的
な
関
心
 か
ら
着
目
し
て
い
た
と
 

表
明
し
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
、
福
沢
は
仮
名
交
じ
り
の
 俗
文
で
執
筆
を
始
め
た
が
、
知
識
人
に
ふ
さ
わ
し
く
 
格
 調
 あ
る
漢
文
で
執
筆
 

す
る
よ
 う
 勧
め
ら
れ
る
。
だ
が
俗
文
を
貫
こ
 う
 と
す
る
 彼
の
決
意
は
変
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
を
彼
は
こ
う
 
述
 べ
て
い
る
。
「
自
分
の
文
 

章
は
最
初
よ
り
世
俗
と
決
心
し
、
世
俗
通
用
の
俗
文
を
 
以
て
世
俗
を
文
明
に
導
く
こ
と
、
恰
も
真
宗
の
開
祖
 
親
 鸞
 上
人
が
自
か
ら
肉
食
 

し
て
肉
食
の
男
女
を
教
化
し
た
る
の
費
に
 敬
 ひ
、
何
処
 ま
で
も
世
俗
平
易
の
文
章
法
を
押
通
し
、
世
俗
と
共
に
 文
明
の
佳
境
に
達
せ
ん
 



評
し
て
お
り
、
こ
の
通
俗
性
重
視
は
、
親
鸞
と
蓮
如
が
 最
も
心
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
通
俗
 
性
が
あ
る
 

真
宗
は
国
内
で
最
多
数
の
門
信
徒
を
有
す
る
教
団
に
育
 
っ
 た
の
だ
と
し
て
、
福
沢
は
真
宗
の
隆
盛
を
「
経
世
上
 
天
に
十
号
 
ぶ
 

し
て
、
こ
れ
に
望
を
属
し
た
」
の
だ
と
語
っ
て
い
た
と
 
い
 ,
 
つ
ノ
 

0
 

少
し
遡
る
が
、
一
八
八
九
年
三
月
一
四
日
付
「
時
事
新
 報
 」
の
「
真
宗
の
説
教
」
と
い
う
社
説
で
も
、
福
沢
は
 
次
の
よ
 

い
ろ
。
真
宗
の
僧
侶
た
ち
は
、
無
知
無
学
の
門
徒
を
対
 象
 と
し
た
説
教
を
行
っ
て
き
た
た
め
に
そ
の
教
化
の
範
 囲
 が
広
範
 

た
そ
の
浸
透
度
も
深
く
、
こ
れ
は
大
い
に
評
価
す
べ
き
 
で
あ
る
。
真
宗
僧
侶
の
中
に
は
道
徳
的
に
問
題
の
多
い
 者
 も
い
る
 

-
 
は
 -
 

の
点
に
お
い
て
は
、
真
宗
は
他
宗
と
比
較
し
て
も
「
 進
 ん
で
事
を
為
さ
ん
と
し
て
真
手
段
に
乏
し
」
く
は
な
い
 。
例
え
ば
 

へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
て
「
善
男
善
女
の
随
喜
を
募
れ
 ば
 、
 幾
 百
万
の
財
宝
、
四
方
八
方
よ
り
到
来
」
す
る
ほ
 ど
だ
が
、
 

そ
の
教
生
我
が
「
我
国
俗
に
適
す
る
」
こ
と
と
、
特
に
「
 
僧
侶
が
説
教
に
巧
に
し
て
人
心
を
悦
ば
し
む
る
の
方
便
 
」
に
長
じ
 

だ
と
述
べ
て
い
る
。
 

か
ら
こ
そ
、
 

べ
き
次
第
に
 

う
に
述
べ
て
 

で
あ
り
、
ま
 

が
、
機
動
力
 

、
何
か
事
業
 

そ
の
理
由
は
 

て
い
る
た
め
 

宗
教
観
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
三
十
一
谷
 人
 」
（
組
合
わ
せ
る
と
「
世
俗
」
と
な
る
、
守
屋
 珪
 
と
い
う
印
を
用
い
て
い
 

た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
 

時
事
新
報
社
社
員
の
石
岡
 幹
 明
に
 よ
 れ
ば
、
福
沢
は
生
 前
 、
仏
教
諸
宗
派
の
中
で
も
最
多
数
の
信
者
を
も
つ
 東
 西
本
願
寺
に
つ
い
て
 

一
 
Ⅱ
 -
 

「
真
宗
祖
以
来
、
教
を
説
く
の
法
が
平
易
通
俗
を
旨
と
し
 て
 衆
人
の
心
に
入
り
易
く
、
凡
俗
を
感
化
す
る
に
 
恰
 当
の
宗
旨
で
あ
る
」
と
 

 
 

一
 
㈱
 -
 

 
 

の
 恵
沢
に
浴
せ
し
め
る
の
が
 其
 本
分
で
は
な
い
か
」
。
 
，
 」
の
よ
う
な
「
世
俗
」
や
「
通
俗
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
 彼
の
著
書
名
や
文
体
、
 

非
難
さ
れ
た
と
き
に
も
、
福
沢
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
 
て
い
る
。
「
一
体
学
者
た
る
者
は
無
智
蒙
昧
の
輩
を
し
 て
 少
し
で
も
多
く
文
明
 

  

可
能
と
な
り
、
文
明
が
普
遍
性
を
も
ち
得
る
か
ら
で
あ
 ろ
う
。
こ
の
緒
言
に
加
え
、
有
里
恵
意
か
ら
俗
文
で
の
 
執
筆
を
卑
俗
で
あ
る
と
 

 
 

 
 



し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
占
は
 
、
 彼
が
道
徳
的
教
化
に
関
心
を
寄
せ
本
願
寺
教
団
と
枠
組
 
み
を
同
じ
く
し
な
が
 

ら
 、
そ
の
内
容
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
 
ぅ
 。
と
い
う
の
も
、
維
新
 期
 に
お
け
る
真
宗
の
対
応
 と
し
て
、
「
王
法
仏
法
の
 

不
離
一
体
 め
珊
 
」
が
強
調
さ
れ
、
「
近
代
の
王
法
仏
法
一
致
 を
よ
り
強
調
す
る
 語
 と
し
て
」
、
「
真
俗
二
諦
」
論
が
 
使
用
さ
れ
る
 よ
う
 に
 な
 

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仏
法
Ⅱ
真
諦
 と
王
 法
 Ⅱ
俗
諦
の
「
二
諦
 相
資
 」
を
強
調
し
て
、
次
の
 よ
う
 に
も
述
べ
た
者
も
登
場
 

 
 

観
 

趨
 
し
て
い
る
。
「
王
法
 ノ
資
 ケ
ニ
 由
テ
 、
他
力
人
情
 ヲ
 成
就
ス
ル
者
、
必
四
恩
ニ
親
ス
ル
 
コ
ト
ヲ
如
か
 」
。
 
世
 俗
 権
力
の
「
 資
 ケ
ニ
 由
テ
、
 

紺
地
力
人
情
 

-
 
胡
 

ヲ
 成
就
ス
ル
」
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
 ら
 、
当
然
国
家
の
恩
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
 
と
 い
う
 論
理
が
導
か
れ
る
。
 し
 

献
 
が
し
、
福
沢
は
こ
の
論
理
と
は
一
線
を
画
し
て
い
 
た
 

  

論
 に
基
づ
い
た
説
教
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
 

が
、
幕
末
以
降
大
き
く
変
質
を
遂
げ
て
「
 真
 

う
 勧
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 

福
沢
が
真
宗
を
論
じ
る
と
き
に
信
仰
に
立
 

論
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
 

ぱ
ら
経
世
的
額
白
 に
 立
っ
て
道
徳
的
教
化
の
 

彼
は
「
真
俗
二
諦
」
的
宗
教
観
の
持
ち
王
で
 

宗
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
、
彼
を
「
「
真
俗
 で

あ
る
。
「
真
俗
二
諦
」
論
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
く
と
 、
蓮
如
の
説
い
た
「
王
法
馬
 本
 」
 

裕
二
諦
」
論
と
な
り
、
真
宗
で
は
世
俗
社
会
に
お
け
る
 道
徳
的
実
践
を
積
極
的
に
行
う
よ
 

ち
入
 る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
教
化
を
中
心
に
 述
べ
て
い
た
の
は
、
「
真
俗
二
諦
」
 

る
 。
従
来
、
福
沢
の
宗
教
利
用
論
に
つ
い
て
は
、
宗
教
 的
 信
仰
に
無
関
、
心
で
あ
っ
て
も
っ
 

み
を
論
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
「
真
俗
二
諦
 」
論
を
念
頭
に
お
い
て
み
る
と
、
 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
 福
沢
の
宗
教
論
説
を
明
治
期
の
 真
 

 
 

詰
 の
浩
生
蓬
の
信
奉
者
」
で
あ
っ
た
と
み
る
研
究
も
 、
 既
に
あ
る
。
 

こ
こ
で
、
福
沢
が
こ
の
よ
う
に
評
価
し
た
当
時
の
真
白
 小
本
願
寺
教
団
に
つ
い
て
、
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
と
 
し
よ
う
。
と
い
う
の
 

も
 、
柏
原
祐
泉
の
指
摘
に
 ょ
 れ
ば
、
当
時
の
本
願
寺
 教
 団
 で
は
「
王
法
烏
木
、
仁
義
 為
 先
の
教
法
」
か
ら
派
 生
し
た
、
「
真
俗
二
諦
」
 



二
 

福
沢
の
宗
教
論
説
 

1
 
 「
 ゆ
 に
て
り
あ
ん
」
寄
稿
論
説
 

本
節
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
あ
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
 
0
 機
関
誌
に
寄
稿
し
た
論
説
と
、
丸
山
真
男
に
よ
っ
て
 
「
唯
一
の
体
系
的
 原
 

 
 

論
 」
と
評
さ
れ
た
「
文
明
論
之
概
略
」
（
以
下
、
「
概
略
 
」
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
、
福
沢
の
宗
教
観
を
分
析
す
 
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

ュ
 

ニ
 テ
リ
ア
ン
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
ま
ず
ュ
ニ
テ
リ
ア
 ン
と
 真
宗
に
対
す
る
、
福
沢
の
評
価
の
内
容
に
共
通
点
 
が
 多
い
こ
と
か
ら
彼
の
 

宗
教
観
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
次
に
慶
応
義
 塾
 大
学
部
設
立
の
際
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
宣
教
師
が
多
大
 
な
 貢
献
を
し
て
お
り
、
 

，
 茂
 
-
i
 
,
 

福
沢
と
関
係
の
深
い
宗
派
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

ま
ず
、
一
八
九
 0
 年
三
月
創
刊
の
雑
誌
「
 ゆ
 に
て
 り
あ
 ん
 」
第
一
号
に
寄
稿
し
た
「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
雑
誌
に
寄
 
す
 」
を
み
る
。
福
沢
 

は
 、
自
分
の
宗
教
心
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
 身
 弱
 ら
英
宗
教
に
入
る
を
得
ず
。
或
は
人
の
為
め
に
 
自
 ら
 信
心
を
装
は
ん
と
 欲
 

す
れ
ど
も
、
斯
く
て
は
虚
飾
に
し
て
、
之
を
敢
て
す
る
 
に
 忍
び
」
な
い
。
さ
ら
に
、
自
分
の
道
徳
的
教
化
は
宗
 教
 よ
り
も
「
自
身
の
自
 

然
 」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
 

彼
は
現
今
の
宗
教
に
望
む
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
 
語
 っ
て
い
る
。
宗
教
家
は
多
く
の
場
合
、
死
後
の
世
界
に
 
つ
い
て
論
じ
て
い
る
 

が
 、
「
未
来
の
天
上
極
楽
に
往
生
し
て
霊
魂
不
死
な
ら
ん
 と
す
る
に
は
、
 
某
 初
歩
と
し
て
現
在
の
生
活
を
極
楽
 に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
。
 

つ
ま
り
道
徳
的
教
化
（
俗
諦
）
と
い
う
点
で
、
福
沢
と
 本
願
寺
教
団
は
同
じ
土
俵
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
 
福
沢
は
道
徳
的
教
化
 

の
効
 m
 を
論
じ
て
い
な
が
ら
も
、
次
節
で
み
る
如
く
 、
 政
治
権
力
の
恩
に
対
す
る
報
謝
な
ど
の
よ
う
に
、
「
 権
 力
 め
 偏
重
」
の
原
因
と
 

な
る
論
理
を
明
白
に
否
定
し
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
 結
果
的
に
両
者
を
違
っ
た
方
向
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
 
あ
る
。
 

  



現
世
の
極
楽
化
と
い
う
利
点
は
、
自
分
の
よ
う
な
「
 
凡
 夫
 」
か
ら
見
て
も
明
白
な
道
理
な
の
に
、
信
者
だ
け
で
 
な
く
時
に
は
宣
教
師
 

で
さ
え
、
「
専
ら
天
に
事
ふ
る
の
儀
式
義
務
を
説
 て
、
人
 に
 交
わ
り
家
に
居
る
の
法
を
等
閑
に
付
す
る
も
の
」
 
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
 

彼
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
活
動
目
的
が
現
世
に
重
き
を
 
お
い
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
「
人
類
の
位
を
 高
尚
に
し
て
、
智
力
の
 

働
き
を
自
由
に
し
、
博
愛
を
主
と
し
、
一
個
人
一
家
族
 
の
 関
係
に
至
る
ま
で
も
、
之
を
網
羅
し
て
善
に
向
は
し
 
が
 る
に
あ
り
と
の
こ
と
 

な
れ
ば
、
都
て
 足
 れ
現
在
の
人
事
に
し
て
、
余
輩
宗
教
 不
案
内
の
者
に
も
甚
だ
解
し
易
く
 、
 果
し
て
真
実
効
を
 奏
せ
ん
に
は
、
人
間
 至
 

大
の
幸
福
こ
れ
に
過
る
も
の
あ
ら
ず
」
。
中
で
も
公
共
 道
徳
を
進
め
る
こ
と
は
、
「
今
日
 我
 日
本
社
会
の
急
 要
に
 し
て
、
遠
き
に
至
る
は
 

近
き
よ
り
す
る
の
諺
に
違
は
ず
、
現
在
の
家
を
極
楽
に
 
せ
ん
こ
と
を
偏
に
希
望
す
る
 処
 な
り
」
と
結
ん
で
い
る
  
 

こ
こ
に
み
ら
れ
る
福
沢
の
宗
教
論
と
し
て
佳
日
す
べ
き
 は
 、
第
一
に
自
分
の
道
徳
的
感
化
は
、
宗
教
で
は
な
く
 
「
自
身
の
自
然
」
に
 

よ
っ
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
自
身
の
 自
然
」
と
は
、
実
は
彼
の
母
親
 お
 順
か
ら
の
影
響
を
意
 抹
 し
て
い
る
の
で
は
な
 

い
 だ
ろ
う
か
。
こ
の
占
に
関
し
、
「
福
翁
自
伝
 ヒ
 に
み
ら
 れ
る
よ
う
な
、
福
沢
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
育
ん
だ
 母
親
に
つ
い
て
、
「
 妙
好
 

 
 

人
の
典
型
」
だ
と
み
る
考
察
が
あ
る
。
 

第
二
に
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
活
動
が
「
社
交
、
道
徳
、
 宗
教
」
に
関
す
る
評
論
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
 
の
 知
徳
発
達
を
図
っ
 

て
 現
世
の
極
楽
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
 そ
れ
を
彼
が
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ュ
 
%
 テ
リ
ア
ン
は
、
周
知
の
 

よ
う
に
福
沢
が
唯
一
そ
の
存
在
意
義
を
認
め
た
キ
リ
ス
 ト
 教
の
一
派
で
あ
る
が
、
福
沢
が
指
摘
し
た
の
は
、
 
文
 開
 化
に
貢
献
し
、
経
世
 

観
 

%
 
 上
有
益
な
道
徳
を
教
え
る
、
現
世
主
義
的
な
宗
教
 
の
 条
件
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

 
 

社
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
道
徳
的
指
針
を
示
し
て
欲
し
 
い
と
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
 希
 

紐
 
望
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
目
標
は
遠
く
一
口
 
日
 尚
な
 レ
ベ
ル
に
 訊
 
歪
正
す
る
が
、
そ
こ
へ
至
る
た
め
に
は
 、
現
実
の
生
活
と
密
接
に
か
   



福
沢
に
と
っ
て
、
人
民
の
知
徳
の
進
歩
に
応
じ
て
簡
易
 
な
姿
 へ
と
変
化
し
た
宗
教
こ
そ
、
今
日
の
人
民
に
適
 
し
た
宗
教
の
姿
で
あ
 

り
、
 彼
に
よ
れ
ば
日
本
の
文
明
が
一
層
進
ん
で
現
在
の
 
「
一
向
宗
」
も
「
虚
誕
」
と
し
て
厭
 う
 よ
 う
 に
な
れ
ば
 、
「
必
ず
 又
別
 の
一
向
 

宗
を
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
」
の
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
 
、
文
明
社
会
を
規
準
に
す
れ
ば
、
後
に
も
ふ
れ
る
 
よ
う
 に
 現
在
の
本
願
寺
教
団
 

の
あ
り
方
は
相
対
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
文
明
社
会
へ
と
 進
歩
し
て
い
く
た
め
に
、
宗
教
者
に
知
徳
の
両
方
が
 
備
 わ
っ
て
い
る
こ
と
が
 要
 

来
 さ
れ
、
科
学
的
知
識
に
基
づ
い
た
学
問
的
素
養
を
も
 
っ
 、
文
明
人
の
名
に
値
す
る
宗
教
者
の
出
現
が
待
た
れ
 
て
い
る
。
 

そ
の
理
由
は
ま
ず
、
彼
が
科
学
的
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
 
た
 学
問
と
宗
教
は
、
相
互
に
乗
り
入
れ
合
 う
 関
係
に
あ
 る
と
い
う
認
識
に
立
 

一
 
2
-
 

っ
て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
 る
 。
 

 
 

続
い
て
、
一
八
七
五
年
刊
行
の
「
概
略
」
に
み
ら
れ
る
 
福
沢
の
宗
教
論
を
振
り
返
り
た
い
。
「
宗
教
は
文
明
 進
 歩
の
度
に
従
 て
其
趣
 

を
 変
ず
る
も
の
な
り
」
と
い
う
主
張
か
ら
明
ら
か
な
よ
 
う
に
、
い
か
な
る
宗
教
も
歴
史
的
変
遷
を
免
れ
な
い
も
 
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
 

る
 。
こ
の
歴
史
性
の
重
視
で
佳
日
す
べ
き
は
、
彼
が
 
ョ
 

・
キ
リ
ス
ト
教
史
を
概
観
し
て
「
宗
教
の
儀
 式
を
簡
易
に
改
め
」
 、
 

「
近
世
の
人
情
に
応
じ
」
た
も
の
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
ト
 の
勃
興
を
論
じ
た
す
ぐ
後
で
、
日
本
仏
教
 史
 の
 例
 を
 挙
げ
て
い
る
こ
と
で
 

あ
る
。
つ
ま
り
天
台
，
 き
 三
里
 不
 と
比
べ
て
「
不
思
議
を
 云
 ふ
こ
と
少
な
く
、
英
数
 風
 都
て
簡
易
 淡
薄
 」
 な
 
「
 一
 向
寒
」
が
興
っ
た
こ
と
 

を
 指
す
。
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
が
、
明
治
以
 
後
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
鎌
倉
新
仏
教
を
 
ョ
 ｜
 ロ
ッ
パ
の
宗
教
改
革
 

に
 比
定
し
た
り
、
真
宗
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
比
較
す
 
る
 論
、
あ
る
い
は
徳
川
幕
藩
体
制
下
の
「
封
建
」
仏
教
 
否
定
論
は
、
福
沢
に
よ
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文 
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(434) 

か
わ
る
卑
近
な
所
か
ら
道
筋
を
つ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
 
「
通
俗
」
重
視
が
、
こ
こ
で
も
み
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 



轍
 
%
 
 

諸
 歴
史
的
状
況
の
中
、
福
沢
は
日
本
仏
教
の
諸
宗
派
 
年
に
教
部
省
が
設
置
さ
れ
、
僧
侶
は
神
官
と
と
も
 

 
 

 
 

  

領
域
の
政
治
権
力
へ
 の
 凝
集
 」
Ⅰ
 

頃
向
 
-
 
，
 
-
2
 
 

に
対
す
る
「
殆
ど
 本

能
的
な
警
戒
 と
反
掩
 」
と
評
す
る
研
究
者
も
い
る
。
 

暉
 

 
 

 
 

宗
教
管
理
へ
の
批
判
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
 
す
べ
き
で
な
い
。
一
八
 セ
二
 

 
 
 
  
 

 
 

っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
当
時
、
地
動
説
 や
 地
球
球
体
調
に
対
す
る
、
佐
田
介
石
 ら
 仏
教
護
法
家
 か
ら
の
須
弥
山
 説
 に
よ
 

る
 反
発
な
ど
、
仏
教
関
係
者
の
反
科
学
的
論
争
が
あ
っ
 
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
よ
 う
 。
 

福
沢
は
宗
教
的
真
理
の
絶
対
性
や
超
歴
史
性
よ
り
も
、
 知
徳
の
進
歩
や
民
心
の
変
化
に
応
じ
て
宗
教
も
変
化
す
 
る
こ
と
を
強
調
し
て
 

い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
う
 一
 自
任
意
す
べ
き
は
、
 そ
 の
 変
化
を
起
こ
す
原
因
が
人
間
で
あ
る
と
し
て
も
、
 
人
 為
を
絶
対
視
す
る
こ
と
 

ほ
 つ
い
て
は
否
定
的
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
に
つ
 
い
て
は
「
学
者
の
 力
 」
や
「
政
府
の
権
を
用
 る
 」
べ
き
 で
は
な
く
、
「
 唯
 自
然
 

の
 成
行
に
任
 ず
 可
き
の
み
」
だ
と
い
う
。
「
故
に
書
を
著
 し
て
宗
旨
の
是
非
正
邪
を
論
じ
、
法
を
設
け
て
宗
旨
 
の
 教
を
支
配
せ
ん
と
す
 

る
 者
は
、
天
下
の
至
愚
 と
云
ふ
 可
し
」
と
手
厳
し
い
。
 と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
人
為
に
よ
る
宗
教
統
制
が
 
引
き
起
こ
す
問
題
と
し
 

て
、
 甚
だ
し
い
場
合
に
は
異
な
っ
た
宗
教
的
信
条
を
も
 
つ
 者
に
対
す
る
「
ペ
ル
セ
 キ
 ウ
シ
ョ
ン
」
を
招
く
こ
と
 に
な
る
か
ら
だ
と
さ
れ
 

る
 。
 

既
に
「
淡
泊
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
 、
福
沢
の
思
惟
方
式
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
相
対
主
義
で
 
あ
る
。
つ
ま
り
人
為
 

を
 肯
定
し
っ
 っ
 、
そ
の
人
為
に
対
し
て
不
断
に
疑
心
の
 眼
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
 
よ
っ
て
、
現
実
の
社
ム
ム
 

の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
智
者
善
人
の
世
の
中
と
誤
認
」
、
。
・
 

@
 
丑
 

す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
維
新
政
府
の
政
策
や
教
団
の
あ
 
り
 方
に
み
ら
れ
る
様
々
 

な
 矛
盾
を
指
弾
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
 
福
沢
の
こ
う
し
た
態
度
を
、
「
宗
教
・
学
問
・
芸
術
・
 経
済
等
あ
ら
ゆ
る
文
化
 



福
沢
は
、
清
沢
満
之
 ら
 教
界
時
言
 社
 に
よ
る
真
宗
大
谷
 派
 教
団
改
革
に
つ
い
て
早
く
か
ら
注
目
し
、
賛
同
を
表
 
明
し
た
社
説
を
幾
度
 

 
 

も
 掲
載
し
て
い
る
。
「
全
集
」
未
収
録
の
も
の
も
含
め
 て
 年
代
順
に
並
べ
る
と
、
「
東
本
願
寺
騒
動
の
始
末
」
（
 一
八
九
 セ
 年
三
月
一
九
 

日
 ）
、
「
本
願
寺
騒
動
の
鎮
撫
 
策
 」
二
三
月
三
一
日
）
 
、
 「
 
仏
教
の
革
新
」
（
四
月
四
日
一
、
「
本
願
寺
の
処
分
」
（
 
一
 二
月
五
日
Ⅰ
「
血
脈
 と
 

法
脈
と
の
分
離
」
 二
 
二
月
 セ
日
 一
、
「
注
連
万
歳
の
道
 
な
き
に
非
ず
」
 二
 
二
月
八
日
 -
 で
あ
る
。
 

既
に
一
八
 セ
 九
年
に
本
願
寺
派
で
は
、
法
主
大
谷
光
 尊
 と
 北
畠
 道
龍
 ら
が
中
心
と
な
っ
て
教
団
改
革
運
動
が
起
 
こ
っ
て
い
た
が
、
 福
 

「
宗
門
の
内
事
に
関
係
す
る
こ
と
は
真
下
御
細
」
 と

、
 全
く
取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
近
代
東
西
本
願
寺
の
 
教
団
改
革
運
動
を
比
較
 

し
た
研
究
に
よ
る
と
、
一
八
 セ
 九
年
の
本
願
寺
派
教
団
 改
革
は
い
わ
ば
上
か
ら
 の
 ク
ー
デ
タ
ー
て
あ
り
。
。
 

,
-
 

ち
 
-
2
 
 

一
方
 、

清
沢
 ら
 教
界
時
言
 社
 

 
 

の
 改
革
運
動
は
「
「
下
か
ら
の
改
革
」
路
線
」
で
あ
っ
 た
と
い
う
。
福
沢
が
非
常
な
関
心
を
示
し
、
か
っ
「
 
時
 事
 新
報
」
紙
上
で
間
接
 

的
な
支
援
を
送
っ
た
の
が
、
「
下
か
ら
の
改
革
」
を
 目
 指
し
た
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
佳
日
に
値
し
よ
う
。
 

1
 
 本
願
寺
法
主
へ
の
批
判
 

本
節
で
は
、
福
沢
に
 よ
 る
「
時
事
新
報
」
社
説
を
 、
清
 沢
 満
 2
 が
 執
筆
し
た
「
 教
 界
時
二
二
社
説
と
並
べ
て
 
み
て
い
く
こ
と
と
す
 

る
 。
 

一   一 " 

本
願
寺
教
団
改
革
の
支
持
 

い
 
二
旬
 宗
 」
で
さ
え
、
法
主
が
天
皇
家
と
姻
戚
関
係
 
を
 結
ん
で
「
門
跡
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
を
「
 
郡
劣
 」
 で
あ
る
と
指
弾
し
て
い
 

る
 。
「
僧
侶
は
菅
に
政
府
の
奴
隷
の
み
な
ら
ず
、
日
本
 国
中
既
に
宗
教
な
し
と
 
云
 ふ
も
 可
 な
り
。
（
宗
教
権
な
 し
こ
と
、
政
治
権
力
か
 

ら
 自
立
を
果
た
せ
な
い
仏
教
僧
侶
の
あ
り
方
を
非
難
し
 
て
い
る
。
 

  



   
 

 
 

「
華
族
の
進
退
を
監
督
す
る
」
権
限
を
も
っ
宮
内
省
に
よ
 る
 訓
戒
に
よ
り
、
伯
爵
で
あ
る
大
谷
家
法
主
の
不
行
 
状
を
処
分
す
れ
ば
 ょ
 

 
 
 
 

い
と
い
う
。
他
の
華
族
の
不
行
状
を
さ
し
お
い
て
、
 大
 谷
伯
に
 限
っ
て
処
分
す
る
こ
と
は
不
平
等
の
よ
う
だ
が
 
、
「
管
長
は
宗
教
道
徳
 

 
 
 
 
 
 

の
 泉
源
」
で
あ
り
「
満
身
一
点
の
汚
紘
を
留
め
。
 
す
 、
 某
 一
言
一
行
一
 
%
 
 一
笑
の
微
も
門
 末
 信
徒
の
模
範
と
為
り
 て
 未
来
に
衆
生
を
済
度
 

 
  

 

し
 現
在
に
世
安
を
維
持
し
て
 厳
 護
法
城
の
本
職
を
尽
す
 可
き
 筈
 」
で
あ
る
か
ら
当
然
の
処
置
だ
と
断
言
し
て
 
い
る
。
こ
の
点
、
「
 
教
界
 

「
時
事
新
報
」
社
説
「
東
本
願
寺
騒
動
の
始
末
」
、
色
 

3
 
 に
 よ
 れ
 ぼ
 、
改
革
派
の
要
求
は
表
面
的
に
は
会
計
や
布
教
 
問
 題
の
是
正
だ
が
、
「
 実
 

際
目
指
す
所
は
法
主
の
不
徳
下
口
非
行
 
に
 在
る
の
み
」
と
 い
 う
 。
既
に
一
八
八
七
年
に
、
い
ず
れ
も
福
沢
が
保
証
 
人
 と
な
っ
て
、
大
谷
光
 

 
 

勝
 の
 孫
 大
谷
策
試
 が
 慶
応
幼
稚
 舎
 に
人
社
し
、
翌
年
に
 は
 大
谷
光
 堂
 の
 七
 男
で
あ
る
大
谷
 螢
 温
も
幼
稚
 舎
 に
入
 社
 し
て
い
る
。
大
谷
家
 

と
の
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
沢
 は
 法
主
の
不
品
行
に
対
す
る
批
判
を
ゆ
る
め
て
い
な
い
  
 

教
団
に
お
け
る
法
主
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
「
俗
界
に
 於
け
る
君
主
と
同
じ
く
案
内
に
於
て
は
神
聖
祖
す
可
き
 

 
 

な
る
場
合
に
も
公
然
 其
 非
行
を
鳴
す
 呵
 ら
ず
」
と
、
 法
 主
の
猛
省
を
求
め
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
一
月
二
 
八
日
発
行
の
「
 教
 界
時
 

吉
旦
社
説
の
文
 彰
と
 酷
似
し
た
表
現
で
あ
る
。
 

「
時
事
新
報
」
社
説
に
 よ
 れ
 ば
 、
「
所
謂
衆
生
済
度
は
世
 安
の
必
用
」
で
あ
り
、
宗
教
ほ
ど
有
益
な
も
の
は
な
 
い
 。
中
で
も
真
宗
は
日
 

本
に
お
け
る
「
最
も
盛
な
る
宗
旨
に
し
て
天
下
の
大
部
 
分
を
領
し
」
て
お
り
、
今
回
の
騒
動
は
一
教
団
内
の
 
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
「
 実
 

に
 国
民
の
徳
義
に
関
す
る
一
大
事
件
」
と
い
え
る
。
 
ゆ
 え
に
「
本
願
寺
の
為
め
に
は
気
の
毒
な
が
ら
、
政
府
の
 力
を
以
て
速
に
鎮
定
を
 

試
み
」
、
教
団
の
崩
壊
を
防
ぐ
こ
と
が
先
決
と
な
る
。
 ，
 
」
れ
ま
で
政
治
と
宗
教
の
区
別
を
判
然
と
さ
せ
る
よ
う
 玉
帳
し
て
き
た
福
沢
が
 、
 

こ
こ
で
政
府
に
よ
る
干
渉
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
が
、
 果
た
し
て
そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
手
段
で
、
ど
の
よ
う
な
 理
由
で
行
わ
れ
る
べ
き
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上京 め祖る み 

さ の と 
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も お る 

信者 きた 、 め 
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を提 その 案 、なぜ ため、 る 。し 

  。 を さ 
ほ の な だ の 真 客 な 

あ 、 く と 源 俗 認 け 

時
 吉
旦
で
は
法
主
が
発
す
る
教
命
を
「
 門
 天
安
心
立
脚
 の
地
 」
と
位
置
付
け
て
い
た
が
、
「
時
事
新
報
」
で
は
 宗
教
道
徳
の
源
泉
と
し
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鮭
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。
 
新
の
機
会
に
こ
そ
あ
れ
ば
我
輩
は
今
度
 

教
 
界
時
言
 

社
 
に
よ
る
教
団
改
革
運
動
を
 

東
 
、
ヨ
 

本
願
 

 
 

 
 

  

妨
 
ぬ
 
%
 
 あ
り
、
今
後
は
他
宗
で
も
こ
う
し
た
「
動
揺
」
の
 起

こ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
最
後
に
彼
 
は
 、
「
 其
 動
揺
は
即
ち
宗
教
卓
 

3
9
)
 

 
 

 
 

今
は
楽
隠
居
の
身
に
し
て
資
産
 め
 
一
見
 

配
 は
な
く
、
財
政
問
題
は
速
や
か
 

ず
る
こ
と
な
く
ん
ば
、
会
計
は
日
 

の
 必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
 

こ
 

で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

次
に
「
仏
教
の
革
新
」
で
は
、
 

堕
落
の
一
途
を
た
ど
る
ば
か
り
で
 

仏
教
僧
侶
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
 

く
 、
品
行
面
で
も
信
者
へ
の
接
し
 

て
 病
院
や
学
校
を
建
設
す
る
，
」
と
 

に
 非
ず
し
て
 却
て
 人
に
恵
ま
る
 ュ
 

実
に
手
厳
し
い
。
 

こ
の
よ
う
に
僧
侶
の
堕
落
を
述
 

多
い
以
上
、
門
徒
が
不
平
を
も
た
 な

る
人
」
が
少
な
く
な
く
、
こ
つ
い
 う
 人
々
に
財
政
 運
 営
を
任
せ
れ
ば
堂
山
精
神
の
故
に
不
正
の
心
 

に
 処
理
さ
れ
、
「
算
盤
帳
簿
専
門
の
人
」
と
「
数
珠
 念
 仙
一
心
の
僧
侶
」
が
「
両
々
独
立
し
て
 
相
混
 

に
 豊
に
し
て
宗
門
の
内
は
い
よ
い
よ
清
浄
な
る
可
し
」
 
と
 、
「
法
務
と
俗
務
と
を
分
離
」
す
る
こ
と
 

れ
に
よ
っ
て
、
一
部
の
僧
侶
に
よ
る
蒸
煮
的
な
財
政
 
運
 営
 と
い
う
、
「
偏
重
」
の
弊
を
断
つ
こ
と
が
 

俗
人
の
社
会
が
漸
進
的
な
が
ら
も
改
良
進
歩
の
途
上
に
 
あ
る
一
方
、
僧
侶
の
口
理
行
は
こ
れ
と
は
逆
に
 

方
で
も
仏
教
僧
侶
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
特
に
キ
リ
ス
 

、
こ
こ
に
今
回
の
教
団
改
革
の
生
じ
た
理
由
が
あ
る
と
 
述
べ
て
い
る
。
 

ト
 教
で
は
、
教
会
が
み
ず
か
ら
財
産
を
投
じ
 

教
宣
教
師
は
、
「
一
通
り
文
明
の
教
育
を
受
け
て
共
に
 当
世
の
事
を
語
る
」
こ
と
の
で
き
る
者
が
多
 

に
 執
心
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
教
側
は
「
 只
 死
者
の
為
 め
に
追
弔
会
な
ど
営
み
真
実
際
は
人
を
恵
む
 

も
の
な
り
。
水
難
火
難
の
後
に
寺
の
本
堂
建
立
の
名
を
 利
用
し
て
坊
主
の
懐
を
温
む
る
な
り
」
と
、
 

べ
 立
て
た
後
、
「
無
学
不
徳
は
仏
教
の
本
色
」
で
は
な
い
 が
 、
「
俗
人
よ
り
も
 胆
 」
 ぃ
 僧
侶
が
現
実
に
 

な
 い
 は
ず
が
な
れ
。
つ
ま
り
今
回
の
改
革
運
動
は
 、
機
 会
を
得
て
先
に
大
谷
派
で
起
こ
っ
た
ま
で
で
 



い
る
が
、
事
実
、
清
沢
満
之
ら
の
教
団
改
革
運
動
は
全
 
国
 的
展
開
を
見
せ
、
一
八
九
 セ
年
 二
月
に
は
「
大
谷
 派
 事
務
革
新
全
国
同
盟
 

 
 

会
 」
が
結
成
、
以
後
各
地
に
地
方
支
部
が
続
々
と
設
け
 
ら
れ
て
い
る
。
 

一
昨
 
一
 

次
に
「
血
脈
と
法
脈
と
の
分
離
」
を
み
て
い
こ
 う
 。
 冒
 頭
 で
福
沢
は
、
 
束
 ・
西
本
願
寺
と
い
う
セ
ク
ト
主
義
を
 排
し
た
後
、
真
宗
の
 

社
会
的
影
響
力
は
甚
大
で
あ
る
が
、
肝
心
の
教
団
運
営
 
に
は
必
ず
し
も
模
範
的
な
法
主
が
あ
た
る
わ
け
で
は
な
 
い
と
述
べ
て
い
る
。
 
法
 

王
は
親
鸞
以
来
の
「
血
脈
」
を
受
け
継
ぐ
 大
 だ
が
、
「
 茸
 一
 
累
代
を
平
均
す
れ
ば
智
識
の
高
僧
は
甚
だ
 
少
 れ
に
し
 て
 、
凡
庸
の
も
の
多
き
 

の
み
か
、
人
間
生
理
の
原
則
よ
り
見
れ
ば
、
典
人
物
は
 次
第
に
下
り
て
次
第
に
劣
ら
ざ
る
を
得
ず
」
と
、
徹
底
 
し
て
法
主
の
偶
像
化
を
 

排
し
て
い
る
。
 

そ
こ
で
も
し
真
宗
の
「
法
脈
」
と
「
血
脈
」
を
比
較
し
 
て
 
「
法
脈
」
を
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
断
然
 双
方
を
分
離
し
て
 法
 

運
の
隆
盛
を
謀
る
」
こ
と
こ
そ
「
宗
祖
の
志
」
に
か
な
 ぅ
 の
だ
と
い
う
。
親
鸞
が
「
子
孫
万
世
必
ず
自
身
の
血
 脈
 に
伝
 ふ
 可
し
と
の
 遺
 

言
 」
を
残
し
た
な
ど
と
は
、
断
じ
て
あ
り
得
な
い
と
 
述
 べ
て
い
る
。
だ
が
福
沢
は
、
「
法
脈
」
か
ら
「
血
脈
」
 を
 分
離
す
る
案
は
「
 執
 

れ
の
点
よ
り
見
る
も
尤
も
至
極
の
説
」
で
あ
る
が
、
 即
 歴
 に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
 

一
 
%
-
 

そ
の
理
由
は
、
翌
日
の
社
説
「
注
連
万
歳
の
道
な
き
に
 非
ず
」
に
あ
る
。
分
離
案
は
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
が
 
、
ご
く
普
通
の
門
徒
 

は
 
「
古
人
旧
物
を
崇
拝
す
る
」
の
が
常
で
あ
り
、
彼
ら
 の
 生
き
仏
崇
拝
を
真
実
の
信
仰
で
は
な
い
と
一
蹴
し
た
 
所
で
、
「
 御
 開
山
様
の
 

脚
光
を
仰
ぐ
」
こ
と
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
 
。
よ
っ
て
「
法
脈
 党
 と
血
脈
 党
 」
が
分
裂
し
、
さ
ら
に
 全
国
的
な
騒
動
と
な
る
 

お
そ
れ
が
あ
る
。
ゆ
え
に
「
血
脈
法
脈
一
刀
両
断
の
説
 」
は
、
経
世
的
関
心
か
ら
い
っ
て
も
実
際
的
で
は
な
い
 
 
 

し
か
し
、
福
沢
は
改
革
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
 
な
い
。
「
今
後
新
進
の
信
徒
」
は
生
き
仏
崇
拝
と
は
 無
 縁
 だ
か
ら
、
法
主
の
 

不
徳
や
教
団
運
営
の
不
始
末
を
放
置
し
て
お
か
な
い
 事
 が
 明
白
で
あ
り
、
問
題
の
多
 い
 現
状
を
維
持
す
る
こ
と
 は
 、
早
晩
教
団
の
分
裂
   



  
で 唱 っ 

あ し ま 

ろ て り 

うい 。 た団 教 

「に 末お 
寺 け 
会 る 
議 故 

」 教 
や 分 

離の 「目早 

徒 提 
会 集 
" 百我 圭 と 

」 な 

と っ   
っ お   諸 
制 特   
改 注 
革 目   
べき 要求 - 三 

と @   
期 こ 

せ の 
ず 提 
し 案 
て が 

全 く教 『 
同 罪 
      口上 す 
内 官 

容 し 
と な 
な ど   
っ で 

て 改 
ぃ 革   
こ が 

と 提 

  

を
 招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
 

一
見
し
て
、
福
沢
の
主
張
は
二
転
三
転
し
て
い
る
よ
う
 だ
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
、
本
願
寺
教
団
の
「
現
実
」
 
に
 即
し
た
改
革
を
提
 

実
 し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が
無
字
な
「
善
男
善
女
」
 
た
ち
を
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
、
教
団
改
革
を
遂
行
す
 
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
た
 

こ
と
は
、
決
し
て
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
こ
 こ
か
ら
、
漸
進
的
で
あ
っ
て
も
、
確
実
に
教
団
全
体
の
 
改
革
が
行
わ
れ
る
道
を
 

模
索
し
て
い
た
、
彼
の
現
実
主
義
が
う
か
が
え
よ
 
う
 。
 だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
彼
の
主
張
が
明
瞭
で
は
な
 

続
い
て
、
教
団
機
構
の
 

改
革
に
つ
い
て
の
彼
の
意
見
を
み
て
み
よ
う
。
 

今
日
の
世
界
の
大
勢
は
、
君
主
制
か
ら
共
和
制
へ
の
 
移
 行
 に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ひ
と
り
英
国
は
例
外
 的
に
君
主
制
を
残
し
 

な
が
ら
、
「
臣
民
一
般
の
奉
戴
一
方
な
ら
ず
、
 苛
 め
に
 も
 不
平
反
対
の
声
を
聞
く
こ
と
」
が
な
い
。
し
か
も
 
英
 国
王
は
、
政
治
活
動
を
 

全
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
我
輩
の
望
む
 所
 は
 、
本
願
寺
の
仕
組
み
を
恰
も
英
国
の
例
に
 
倣
 ふ
て
、
 法
主
の
一
身
は
神
聖
 犯
 

す
司
 ら
ざ
る
も
の
と
し
て
 宗
政
 外
に
 其
 光
栄
を
全
う
せ
 し
め
れ
と
欲
す
る
の
み
」
と
彼
は
提
舌
口
 
し
 、
法
王
の
品
 行
 改
善
に
固
執
し
な
く
 

て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
法
主
の
不
 品
行
は
「
歴
代
の
大
和
尚
、
執
れ
も
大
同
小
異
」
で
あ
 
り
、
ム
フ
 
後
は
次
の
よ
う
 

に
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
 

教
団
運
営
は
あ
く
ま
で
も
「
役
僧
当
局
輩
の
責
任
」
と
 
し
 、
そ
れ
は
宗
教
と
は
別
の
次
元
で
あ
る
か
ら
行
政
・
 
立
法
レ
ベ
ル
の
問
題
 

と
し
て
処
理
す
れ
ば
よ
い
。
一
方
法
主
は
「
深
く
本
山
 
の
奥
の
一
間
に
と
 ぢ
 籠
り
」
、
始
終
念
仏
を
称
え
て
 清
 

  



あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 

由
を
推
測
す
る
に
、
宗
教
的
信
仰
よ
り
は
学
問
に
裏
付
 け
ら
れ
た
「
文
明
社
会
」
と
い
う
、
現
世
の
極
楽
を
実
 現
す
る
こ
と
が
念
頭
に
 

お
わ
り
に
 

以
上
、
福
沢
諭
吉
の
宗
教
観
に
つ
い
て
、
真
宗
と
の
 関
 係
を
中
心
に
概
観
し
て
き
た
が
、
彼
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
 
ッ
ク
 な
宗
教
観
は
 、
 

本
願
寺
教
団
の
「
真
俗
二
諦
」
論
の
影
響
下
に
あ
っ
た
 
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
が
あ
く
ま
で
「
世
俗
 
」
の
立
場
を
貫
き
続
け
 

て
 、
数
多
く
の
宗
教
論
説
で
宗
教
の
社
会
的
役
割
、
 
つ
 ま
り
真
宗
的
に
い
え
ば
「
俗
諦
」
に
関
す
る
議
論
を
発
 表
し
て
い
た
こ
と
は
、
 

決
し
て
彼
が
宗
教
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
  

 

教
団
外
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
で
、
福
沢
の
道
徳
的
 宗
 数
 論
は
教
団
の
そ
れ
と
異
な
り
、
国
家
権
力
か
ら
「
 
独
 立
 自
尊
」
を
達
成
す
 

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
の
「
真
諦
」
 が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
 は
な
か
っ
た
。
そ
の
 理
 

で
は
福
沢
が
後
年
、
「
清
僧
 

大
 に
奮
発
す
可
し
」
や
「
 
親
鸞
主
義
の
復
活
」
と
い
っ
た
社
説
を
発
表
し
、
有
志
 

の
 僧
侶
が
「
腐
敗
の
空
 

気
 を
一
掃
し
て
親
鸞
主
義
を
復
活
し
、
光
明
を
発
揮
せ
 

し
む
る
 @
 
」
と
」
一
生
ュ
が
肝
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
 

示
唆
す
る
に
止
め
る
。
 

し
か
も
こ
こ
で
福
沢
は
、
大
谷
家
の
爵
位
を
否
定
し
、
 

「
恰
も
犬
の
首
輪
に
等
し
き
俗
界
政
府
の
爵
位
」
な
ど
 

は
 「
寧
ろ
神
聖
を
漬
 

す
 可
き
邪
魔
者
と
し
て
、
此
方
よ
り
返
却
に
及
ぶ
可
き
 

か
 
り
 み
 」
と
 断
 舌
口
 
し
ナ
 
て
い
る
。
 

最
後
に
、
福
沢
は
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。
も
し
 

本
 願
 寺
が
こ
れ
以
降
何
ら
改
善
策
を
講
じ
よ
う
と
し
な
い
 

の
な
ら
、
忠
告
も
無
 

駅
 で
あ
る
か
ら
世
論
に
訴
え
、
「
 

敗
徳
 和
尚
の
放
逐
は
無
 
一
誌
、
本
山
の
根
底
よ
り
顛
覆
し
て
 

更
 ら
に
一
新
を
謀
 る
の
 法
 あ
る
可
し
」
と
 

い
 う
 。
彼
が
ど
の
よ
う
な
「
一
新
を
謀
る
の
 
法
 」
を
 構
 恕
 し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
る
 

こ
と
と
し
た
い
 
0
 こ
こ
   



福沢諭吉の宗教観 

@  @  @  一 @ j
 
王
 

-
1
 一
丸
山
真
男
「
福
沢
諭
吉
の
「
 哲
 め
こ
 
｜
 と
く
に
そ
の
時
事
 
批
判
と
の
関
連
 ｜
 」
三
国
家
学
会
雑
誌
」
第
一
八
一
巻
第
三
号
、
一
 
九
四
七
年
 -
 
、
二
九
頁
。
 

一
 
2
-
 

家
永
三
郎
「
日
本
近
代
思
想
史
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
 
一
九
五
三
年
、
一
八
三
 
｜
 
一
八
五
頁
。
 

@
-
 

例
え
ば
上
宣
 
法
 龍
や
釈
宗
演
、
今
村
 恵
猛
 、
 忽
 滑
合
怯
夫
 
で
あ
り
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
卒
業
後
は
開
明
的
見
地
に
立
っ
て
 国
際
的
に
活
躍
し
て
い
 

る
 。
 

（
 
4
-
 

慶
応
義
塾
大
字
仏
教
青
年
会
編
「
慶
応
義
塾
仏
教
青
年
会
 
八
十
年
史
」
慶
応
義
塾
大
学
仏
教
青
年
会
、
一
九
七
四
年
、
一
一
一
 

一
頁
。
 

-
5
-
 
小
泉
 仰
 
「
啓
蒙
思
想
家
の
宗
教
観
」
 
-
 
比
較
思
想
史
研
究
 
ム
 
ム
偏
「
明
治
思
想
家
の
宗
教
観
」
大
蔵
出
版
、
一
九
七
五
年
）
 

、
 -
 
八
七
 ｜
 六
八
頁
、
 

同
こ
侶
 

沢
 諭
吉
と
宗
教
」
三
福
沢
諭
吉
年
鑑
」
三
一
、
一
九
九
四
年
 
-
 
、
一
 一
一
一
二
八
頁
Ⅱ
 

一
 
6
-
 

橋
本
 峰
雄
 
「
福
沢
諭
吉
と
妙
好
人
の
母
親
」
三
図
書
」
 

二
 二
四
号
、
一
九
六
八
年
 
-
 。
 

一
 
7
@
 
 「
全
集
」
第
一
 
0
 巻
 、
一
九
六
 0
 年
 、
五
二
 ｜
 五
八
頁
。
 

-
8
 一
丸
山
真
男
、
前
掲
論
文
、
四
 ｜
一
 
三
頁
。
 

一
 
9
 一
 
「
 
全
佳
こ
 
第
一
巻
、
一
九
五
八
年
、
七
ー
八
頁
。
 

@
-
 

石
 河
幹
明
 
「
福
沢
諭
吉
仏
日
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
 

三
 二
年
、
六
四
二
頁
。
 

一
皿
一
同
、
七
三
ー
七
四
頁
。
 

五
一
「
全
集
」
第
一
二
巻
、
一
九
六
 0
 年
 、
六
八
頁
。
 

@
 
一
柏
原
祐
 泉
 
「
解
説
」
 
一
 
柏
原
祐
泉
編
ヨ
具
崇
史
料
集
成
」
 

第
一
一
巻
、
同
朋
 舎
 、
一
九
七
五
年
一
、
三
三
ー
三
五
頁
。
 

一
口
 -
 
藤
原
正
信
「
福
沢
諭
吉
の
宗
教
利
用
論
と
そ
の
宗
教
性
」
 

二
仏
教
史
学
研
究
」
第
三
二
巻
第
二
号
、
一
九
八
九
年
一
、
八
 

0
 頁
 。
 

-
 
片
 -
 
柏
原
祐
 泉
 、
前
掲
論
文
、
三
三
ー
三
四
頁
。
 

総
一
職
正
宗
 典
 
「
真
宗
二
諦
ム
ニ
（
柏
原
祐
泉
編
「
真
宗
史
料
 
集
成
」
第
一
一
巻
、
六
三
一
頁
よ
り
引
用
 一
 。
 

待
 一
丸
山
真
男
「
「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
」
 

干
 、
岩
波
書
 店
 、
一
九
八
六
年
、
三
一
三
頁
。
 

、
壁
宿
 問
映
 
一
編
・
 
訳
 
「
慶
応
義
塾
大
学
部
の
誕
生
 
L
 慶
応
義
 塾
 、
一
九
八
三
年
。
 

 
 

㎎
）
「
全
集
」
第
二
 
0
 巻
 、
一
九
六
三
年
、
三
六
八
ー
三
六
九
頁
   

 
 
 
 
 
  
 

架
 
橋
本
 峰
雄
 、
前
掲
論
文
、
一
二
頁
。
 

 
 

む
 
「
全
集
」
第
四
巻
、
一
九
五
九
年
、
一
 
0
 九
｜
 
一
五
八
頁
。
 

 
 

召
 
欧
州
視
察
中
の
島
地
黙
雷
に
つ
い
て
研
究
し
た
堀
口
良
一
 

に
よ
れ
ば
、
島
地
は
真
宗
を
日
本
の
「
新
教
」
で
あ
る
と
み
な
し
 
て
い
た
り
、
文
明
化
に
 



相
応
し
い
宗
教
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
 

「
概
略
」
を
「
素
朴
な
形
で
先
取
り
し
た
も
の
」
と
 

評
価
さ
れ
る
。
堀
口
 

良
一
「
長
州
出
身
者
の
反
キ
リ
ス
ト
教
論
 ｜ 木
戸
孝
允
・
青
木
間
 蔵
 
・
島
地
黙
雷
の
場
合
 
｜
 」
三
苗
塚
山
大
学
教
養
学
部
紀
要
」
 

第
 四
六
 輯
 、
一
九
九
 

%
 

六
年
Ⅰ
 
三
 0
 頁
 。
な
お
、
島
地
と
福
沢
の
交
流
関
係
に
つ
い
て
 
は
 不
明
で
あ
る
が
、
外
国
語
を
解
し
な
い
島
地
と
異
な
り
、
通
訳
 と
し
て
幕
末
に
欧
㎎
 

 
 

米
へ
 渡
り
、
さ
ら
に
西
洋
の
生
活
全
般
を
紹
介
す
る
書
物
を
著
し
 
た
 福
沢
が
 、
 期
せ
ず
し
て
島
地
と
同
様
の
見
解
を
も
っ
た
と
し
 ても
不
思
議
で
は
な
 

 
 

一
郎
）
柏
原
祐
 泉
 
「
日
本
近
世
近
代
仏
教
史
の
研
究
」
早
楽
奇
書
 

店
 、
一
九
六
九
年
、
三
三
五
 
｜
 三
三
六
頁
。
 

@
@
 
 

「
全
集
」
第
一
九
巻
、
一
九
六
二
年
、
五
八
 

ゼ
頁
 。
 

@
-
 

丸
山
真
男
、
前
掲
論
文
、
二
一
頁
。
 

元
一
時
事
新
報
社
社
員
の
起
筆
原
稿
に
福
沢
が
加
筆
し
て
い
る
 。
「
福
沢
諭
吉
年
鑑
」
 
二
 二
、
一
九
九
五
年
、
二
頁
。
 

-
 乙
 
石
岡
 幹
明
 、
前
掲
 書
 、
八
六
頁
。
 

-
 笹
 
森
能
古
「
一
八
七
九
年
七
月
一
四
日
１
本
願
寺
教
団
改
革
 の 政
治
史
的
意
義
 ｜
 」
ミ
日
本
宗
教
史
」
 
@
 

法
蔵
 館
 、
一
九
 -
 
八
七
年
一
。
 

（
笹
森
能
古
「
真
宗
教
団
改
革
の
二
形
態
」
三
森
能
古
著
作
 選
 集
 １
課
能
古
・
 
人
 と
思
想
 ｜
 」
東
洋
思
想
研
究
所
、
一
九
八
二
 

年
 -
 、
一
ゼ
 ゼ
 頁
。
 

-
 
㎝
 一
 
「
福
沢
諭
吉
年
鑑
」
 二
 二
、
一
六
 ｜
 
一
八
頁
。
 

繍
 -
 
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
 編
 
「
慶
応
義
塾
入
社
 帳
 」
第
五
巻
、
 慶
応
義
塾
、
一
九
八
六
年
、
四
一
 

0
 、
四
二
三
頁
。
 

-
 
花
 -
 
清
沢
満
之
「
 
師
命
論
 」
三
教
界
時
言
」
第
四
号
、
一
八
九
 ゼ字
 -
 、
一
 ｜
 三
頁
。
 

一
 
㏄
 @
 
 「
全
集
」
第
一
五
巻
、
一
九
六
一
年
、
六
四
一
 

｜
 六
四
二
 百
一
。
 

煎
 ）
「
福
沢
諭
吉
年
鑑
」
二
三
、
四
 ｜
 五
頁
。
 

-
 
弘
 @
 
 「
雑
録
」
ニ
教
界
時
言
」
第
五
号
。
 
@
 
林
 能
古
 編
コ
 真宗
 史
 料
 集
成
」
第
一
二
巻
、
同
朋
 舎
 、
一
九
七
五
年
、
五
二
二
 
｜
 五
二
 三
頁
よ
り
引
用
 
-
 。
 

（
㏄
 @
 
 「
 
全
佳
査
 第
一
六
巻
、
一
九
六
一
年
、
一
七
 0
 ｜
 
一
七
二
 頁
 。
 

-
 
切
 一
 
前
掲
 書
 、
一
ゼ
ニ
 ー
 
一
ゼ
六
頁
。
 

輔
一
 

拙
稿
「
近
代
ロ
本
に
お
け
る
仏
教
の
自
己
変
革
 ｜ 清
沢
 満
 之
の
教
団
改
革
運
動
 ｜
 」
 害
 宗
教
研
究
」
第
三
一
 
0
 号
 、
一
九
 

  

頁
 。
 

-
%
@
 
 
「
全
集
」
第
一
六
巻
、
五
六
 
ゼ
頁
 。
 



要 目 

部 本 
分 の 
か 宗 
ら 教 
そ 学   
教 お 
え し @ 
を て 
抽 は 
坦 夷 
し 学   
つ 教 え 
後 そ   
東 も 

学 の 
が に 

果 充 
た 分 
す な 
暦 注 
土日心ハ 一酌 か Ⅰ 甲 4 @ 

で 支 払 
割 わ   
淵 て 
源 ぃ 

を た 
と 

そ は 一 

三口、 教 の し 

え 離   中 
か 本 
ら 稿 
探 は ろ 
う 東 
と 学 
す め 
る 教 
試 典   
で 主 

  

  
元 朝 
一 群       
年 新 一 

キ l ので的と世 「、 長考主る あ 論 文 

の 宗 ワ l 天こ生えと『 」 れ思 「 し東旨 要 
ド 観が 想輔て経 V 
V で東が国の大 

あ 学ぅ 安 使令 東 

逼 る 

動 東 
に 学 

関 は 
与   
し 一 
た 八 
と 元 
さ 四 
れ 字 
て の 

お 甲 
9 年 
亜炭 

近 民 
代 戦 
朝 争 
鮮 に 
史 重 
で、 大 
そ な 
の 影 
影 響 

% 日 を 
を 与 

無視， ぇ 、 
す 東 
る 学 
こ の 

と 後 
は 身 
で で 
き め 
な る 
ぃ 天 
  道 

し 教 
か は     

  

東
学
と
そ
の
教
え
 

１
千
年
王
国
論
に
よ
せ
て
 

 
 



の
声
は
「
 憧
 れ
る
勿
れ
 、
催
 れ
る
勿
れ
」
と
舌
口
 

ぅ
 。
「
 
世
の
人
は
私
の
こ
と
を
上
帝
（
 
天
 ）
と
舌
口
 

ぅ
 。
汝
は
そ
れ
 を
を
知
ら
ぬ
か
」
 

て
も
で
き
な
い
。
す
る
と
忽
然
と
神
の
声
の
よ
う
な
も
 の
が
耳
に
入
っ
て
き
た
。
驚
い
て
 
了
 う
し
た
こ
と
だ
 」
と
問
え
ば
、
 そ
 

三
 

東
学
創
唱
１
１
崔
済
愚
の
生
涯
と
そ
の
教
え
 

一
 
2
 一
 

ま
ず
、
東
学
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、
教
典
で
あ
る
 
「
東
経
大
全
」
と
「
 龍
漬
遺
詞
 し
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 ま
 
た
 東
学
の
幹
部
自
ら
 

が
 書
い
た
「
東
学
史
」
「
天
道
教
創
建
 史
 」
も
 日
唾
車
詣
女
 

資
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
中
小
に
 
、
 他
の
研
究
も
援
用
し
な
 

-
 
Ⅰ
 一
 

が
ら
、
崔
済
愚
の
生
涯
と
東
学
の
教
え
の
概
略
を
以
下
 
で
 再
構
成
す
る
。
 

 
 

東
学
の
創
始
者
崔
済
愚
（
号
は
水
手
一
才
 

一
は
 、
一
八
二
四
 年
 十
月
 慶
 尚
道
慶
州
に
没
落
両
班
の
子
と
し
て
生
ま
れ
 た
 。
も
と
も
と
家
は
 

貧
し
か
っ
た
が
、
成
人
前
に
両
親
を
亡
く
す
不
幸
に
 
遭
 い
 、
益
々
困
窮
し
た
生
活
を
強
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
 
そ
の
後
失
火
に
よ
り
、
 

父
祖
伝
来
の
書
籍
と
わ
ず
か
ば
か
り
の
家
産
を
失
い
、
 
彼
は
妻
子
を
捨
て
て
放
浪
の
旅
に
出
た
。
こ
の
旅
で
 
彼
は
仏
教
・
儒
教
・
 道
 

教
 ・
陰
陽
道
や
さ
ら
に
は
天
王
 教
 
（
西
学
）
ま
で
修
学
 し
 、
勉
学
に
勤
し
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
三
十
五
 オ
 の
と
き
放
浪
生
活
に
 

ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
帰
郷
し
た
。
 

一
八
六
 0
 年
 四
月
、
彼
は
心
身
に
異
常
な
悪
寒
を
感
じ
 、
 何
や
ら
お
告
げ
の
よ
う
な
も
の
が
聞
こ
え
る
と
 

神
秘
体
験
を
し
た
。
 

「
 
天
 」
の
降
臨
を
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
「
大
全
」
に
 ょ
 る
と
そ
の
時
の
様
子
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

「
不
意
に
四
月
に
心
身
に
寒
気
を
感
じ
た
が
、
病
気
か
 と
 思
え
 ぼ
 そ
の
様
な
症
状
は
出
て
い
な
い
し
、
舌
口
業
 で
 舌
ロ
 
い
 表
そ
う
と
し
 

な 
お 

紙 
日田中 

  
都 
ム 

口上、 

歴史 

的 
事 
実 
  
確 
認 三山 

ま l@ 
自席 麻 
  
限 
@ 
と 

ど 

め 
た 

(446) 

あ
る
。
ま
た
、
東
学
思
想
と
一
般
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
 千
年
王
国
論
」
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
学
の
 
特
徴
も
別
出
し
た
 い
 。
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

西
洋
は
戦
え
ば
勝
ち
、
攻
め
れ
ば
取
り
、
旨
く
い
か
な
 
い
こ
と
な
ど
無
い
。
天
下
は
荒
ら
さ
れ
、
我
が
国
と
唇
 歯
の
間
柄
で
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

一
 
Ⅱ
 -
 

 
 

中
国
（
 清
 ）
が
敗
れ
、
嘆
か
ざ
る
を
得
な
い
。
 

輔
 国
安
 民
 の
計
は
、
今
ま
さ
に
出
て
来
よ
う
 

東
 

即
ち
東
学
 

さ
て
 彼
 

全
的
矛
盾
 

を
打
ち
立
 

輔
 国
安
 民
 

尭
舜
の
治
 

た
ら
ず
子
 

の
東
学
を
 

き
る
。
 

の
 創
唱
が
こ
れ
で
あ
る
。
 

が
 東
学
を
興
し
た
一
八
六
 0
 年
は
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
 戦
 争
 、
即
ち
ア
ロ
ー
戦
争
が
勃
発
し
た
年
で
あ
っ
た
。
 
彼
 は
 国
内
の
社
 

と
 対
外
的
危
機
を
同
時
に
認
識
し
て
お
り
、
「
 輔
 国
安
 民
 」
「
 広
済
 蒼
生
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 
ス
ロ
ー
ガ
ン
 

て
た
。
例
え
ば
国
内
的
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
「
一
世
上
 の
か
の
人
々
塗
炭
の
中
に
あ
ら
ず
や
死
地
に
陥
れ
 
る
 出
生
共
に
 

を
 如
何
せ
ん
」
と
歌
 う
 。
ま
た
、
当
時
の
朝
鮮
で
支
配
 

的
 だ
っ
た
儒
教
的
規
範
の
堕
落
に
つ
い
て
は
「
止
め
よ
 

こ
の
世
は
 

も
 施
す
に
足
ら
ず
孔
孟
の
徳
も
言
ふ
に
足
ら
ざ
る
 な
 

 
 

ら
ず
欠
文
 

干
 た
ら
ざ
る
を
日
夜
嘆
け
ば
 
%
 々
た
る
其
の
 

、
、
 

L
 懐
 
一
 
o
-
 
１
 

」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
見
る
と
、
 
崔
 済
 愚
は
自
分
 

称
揚
す
る
た
め
に
「
儒
教
」
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
 
る
の
で
は
な
く
、
儒
教
的
倫
理
の
失
墜
を
嘆
い
て
い
る
 事
 が
確
認
で
 

 
 

，
ハ
ノ
 

し
 」
 

と
 。
「
ど
う
し
て
私
に
話
し
か
け
た
の
か
」
と
聞
く
と
、
 「
私
は
世
の
人
を
救
 
う
 功
が
な
い
。
故
に
汝
を
こ
の
世
 に
 生
ま
れ
 さ
 

人
 に
こ
の
法
を
教
え
る
よ
う
に
言
う
の
だ
。
疑
う
勿
れ
 、
 疑
 う
 勿
れ
」
「
で
は
、
西
洋
の
教
え
（
西
道
一
を
 以
 て
 人
に
教
え
 

-
6
-
 

か
 」
と
問
う
と
、
上
帝
は
「
そ
う
で
は
な
い
。
仙
薬
で
 
あ
る
私
の
霊
符
を
受
け
よ
。
そ
の
形
は
太
極
で
、
再
再
 
で
あ
る
。
 
そ
 

人
の
疾
病
を
救
え
。
 
私
 （
天
一
の
呪
文
を
受
け
て
そ
れ
を
 
人
 に
教
え
広
め
る
な
ら
、
お
前
は
長
生
き
し
、
徳
が
天
 干
 に
広
ま
る
 

せ
、
 

る
の
 

し
て
 

た
ろ
 



世
 主
の
自
覚
が
芽
生
え
た
と
舌
口
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
 

例
 え
ま
、
 

@
 

天
の
の
た
ま
ひ
け
る
は
 
開
 闘
の
後
五
萬
年
来
 
汝
こ
 そ
 第
一
人
者
な
り
我
も
ま
た
 開
 闇
の
後
 
唯
 労
し
て
 助
 な
 

  

 
 

で
あ
る
と
か
、
「
大
我
を
世
に
出
し
わ
が
國
の
運
を
 
ぞ
 保
護
す
る
」
と
ま
で
舌
ロ
 
い
 切
る
。
彼
は
、
自
身
の
東
 学
を
明
確
 

に
 
「
 輔
 国
安
民
の
計
」
と
し
て
位
置
付
け
た
と
言
え
る
  
 

さ
て
、
彼
は
召
命
の
際
、
天
か
ら
呪
文
を
受
け
と
っ
た
 。
そ
れ
を
札
に
書
き
、
燃
や
し
灰
に
し
て
水
に
溶
か
し
 
て
 飲
め
 

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
東
学
の
教
勢
の
伸
張
過
程
は
正
 確
に
は
把
握
で
き
な
い
が
、
東
学
も
や
は
り
他
の
多
く
 
の
 新
宗
教
 

病
気
治
し
に
よ
り
拡
張
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
 
る
 。
「
大
全
」
に
は
、
 

-
 
Ⅱ
 -
 

こ
の
符
を
受
け
、
書
い
て
飲
め
ば
、
身
は
潤
い
病
は
癒
 え
る
。
ま
さ
に
そ
れ
が
仙
薬
で
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
 
る
  
 

と
あ
る
。
「
大
全
」
の
解
説
を
書
い
た
新
聞
記
者
の
細
 弁
事
 が
 
「
呪
文
 と
云
ひ
 、
箱
書
 と
云
ひ
 、
仙
薬
 と
云
ひ
 、
 降
話
と
 

-
 
五
 -
 

と
云
ひ
 、
 @
 
峰
 
誠
に
朝
鮮
人
の
心
性
に
投
合
す
べ
き
 好
 箇
の
標
語
で
あ
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
東
学
の
 
シ
ン
 ク
レ
 テ
 ィ
 

が
 指
摘
で
き
る
。
 
こ
桿
詞
 」
で
は
、
 

器
の
中
に
 之
 
（
呪
符
）
を
焼
き
清
き
水
を
ば
持
ち
 
来
 た
り
て
一
枚
を
飲
み
服
せ
よ
と
 

こ
の
我
聞
き
し
 後
 
速
や
か
に
一
枚
を
描
き
だ
し
 
水
 に
 溶
か
し
て
服
す
れ
ば
 

く
 

汝
を
得
 

な
自
覚
の
下
 

は
 病
気
が
治
 

と
同
じ
く
、
 

云
ひ
 、
霊
異
 

ッ
ク
 な
性
格
 

ミ立   
そ つ 

し て 
て い 

被 る 
@@ 丁卜 @   
  
述 

  
よ 

つ > 
な 
天 
か 

ら 

  
万 
民 
を 

救 
え   
と 

  
つ > 
召 
-&@ 
  
を 

受 
  
た 
と 

  

う自 

覚 
を 

全 
面 

に押 

  
  
す 

彼 
fc 
  
種 
  
救 

(448) 

と
 述
べ
る
。
こ
の
舌
口
葉
は
東
学
も
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
 の
 
「
商
勢
東
漸
」
の
状
況
下
に
生
ま
れ
た
「
時
代
の
子
 」

で
あ
っ
た
こ
と
を
 物
 
0
 

 
 



 
 

 
 

玉
帳
で
あ
る
。
彼
の
用
い
る
語
彙
に
は
「
 天
 」
「
天
主
 」
な
ど
、
一
見
カ
ト
リ
ッ
ク
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

そ
と
見
紛
 う
 よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
彼
は
同
じ
 言
 葉
を
使
っ
て
い
て
も
「
東
は
東
、
西
は
西
」
と
い
う
 
考
 え
を
全
面
に
押
し
出
し
た
。
 

 
 

 
  

 

 
 

幹
 

ま
た
彼
は
「
 陽
 」
で
あ
る
東
学
を
も
っ
て
「
 陰
 」
 

で
あ
る
西
学
に
打
ち
勝
と
う
と
も
舌
口
っ
た
。
つ
ま
り
 
彼
 は
 東
学
に
よ
る
「
精
神
的
 武
 

 
 

る が と 

皿
盆
賢
 無
臭
こ
の
上
な
く
無
味
な
る
こ
と
こ
の
上
無
し
 
か
れ
こ
れ
春
服
せ
し
霊
符
 

数
百
枚
に
の
 ぼ
 り
け
り
 
セ
 八
朔
を
過
ぎ
ぬ
れ
ば
 
痩
 せ
し
強
は
太
く
な
り
 

黒
き
顔
色
白
く
な
り
ぬ
あ
あ
世
上
の
人
々
よ
仙
風
 追
首
 は
我
 な
ら
ず
や
 

欣
 ば
し
き
か
な
 欣
 ば
し
き
か
な
こ
の
我
が
身
命
は
欣
 。
は
し
き
か
な
 

不
老
不
死
に
な
れ
る
と
は
 

も
 歌
っ
て
お
り
、
霊
符
の
効
能
を
称
え
て
い
る
。
後
述
 
す
る
東
学
の
呪
文
に
も
「
長
生
」
と
い
う
語
が
存
在
し
 
、
伝
統
的
長
生
思
想
 

横
溢
し
て
い
る
の
を
確
認
で
き
る
。
 

 
 

さ
て
、
崔
済
愚
は
自
分
の
教
え
を
「
東
学
」
と
名
乗
っ
 
た
 。
こ
こ
に
既
に
「
西
学
」
、
つ
ま
り
天
主
教
へ
の
 対
 抗
 意
識
が
読
み
取
れ
 

の
だ
が
、
こ
こ
で
彼
自
身
の
舌
口
葉
を
検
討
す
る
。
 

（
 
問
 ）
道
を
同
じ
く
し
た
な
ら
、
こ
れ
を
西
学
と
呼
ぶ
べ
 
き
で
し
ょ
う
か
。
 

戻
 ③
し
か
ら
ず
。
私
は
ま
た
東
に
生
ま
れ
東
に
教
え
 
を
 受
け
た
。
道
は
、
天
道
と
舌
口
え
ど
も
学
は
則
ち
東
学
 で
あ
る
。
 
い
 わ
ん
 

や
、
 地
は
東
西
に
分
か
れ
る
。
西
は
何
ぞ
 東
と
 舌
ロ
 
い
 、
 東
は
何
ぞ
 西
と
 言
う
だ
ろ
う
か
。
孔
子
は
魯
の
国
に
生
 ま
れ
那
の
国
に
教
 

え
を
広
め
た
。
そ
の
 郡
 魯
の
気
風
が
こ
の
世
に
伝
わ
っ
 て
い
る
。
吾
が
道
は
朝
鮮
で
受
け
て
朝
鮮
に
広
げ
る
。
 
ど
う
し
て
西
学
の
 



東
学
に
お
い
て
は
、
呪
文
を
紙
に
書
い
て
燃
や
し
、
 
水
 に
 溶
か
し
て
飲
め
ば
病
気
が
癒
さ
れ
る
と
 

-
 
Ⅱ
 -
 

0
 通
り
だ
が
、
そ
の
呪
文
と
舌
口
つ
め
は
ど
の
様
な
も
の
 
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
正
統
派
の
呪
文
と
さ
 

侍
 天
主
命
 我
 長
生
侍
天
主
我
を
し
て
長
生
せ
し
め
 

無
窮
無
窮
万
事
 知
 

無
窮
無
窮
万
事
を
知
る
 

王
気
 合
 至
願
 為
 大
陸
王
気
 ム 「
至
り
大
い
に
降
ら
ん
 
こ
と
を
願
う
 

 
 

侍
 天
主
造
化
宝
永
世
不
忌
万
事
 
知
侍
 天主
造
化
を
 定
め
永
世
忘
れ
ず
万
事
を
知
る
 

い
う
教
え
が
存
在
し
た
の
は
前
述
 

れ
る
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

一 一 一 

侍
 天
主
１
１
東
学
の
呪
文
 

装
 」
を
試
み
た
と
言
え
よ
う
。
も
 う
 少
し
舌
口
 
及
 す
れ
ば
 、
崔
済
愚
は
西
洋
の
武
力
に
つ
い
て
、
「
西
洋
人
は
銃
 器
を
発
達
さ
せ
て
お
り
、
 

 
 

朝
鮮
の
兵
隊
の
敵
う
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
東
学
 
だ
 け
 が
そ
の
類
い
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
 認
識
を
持
っ
て
い
た
。
 

物
理
的
で
は
な
く
精
神
的
武
装
と
い
っ
た
の
は
こ
の
よ
 う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
口
唱
 詞
 」
に
は
 、
「
 餌
歌
 」
と
い
う
も
の
 

が
 存
在
す
る
が
、
こ
れ
も
物
理
的
な
「
 剣
 」
に
よ
っ
て
 西
洋
と
戦
お
 う
と
 舌
口
う
よ
り
は
、
教
祖
の
教
え
を
 

芯
 の
 ）
剣
に
 讐
 え
て
い
る
 

と
さ
れ
て
い
る
。
 

-
o
-
 こ
こ
に
は
東
洋
の
精
神
的
優
位
で
も
 
っ
て
西
洋
に
打
ち
勝
と
う
と
し
た
志
向
性
が
見
て
取
れ
 る
 。
こ
の
よ
う
な
「
 精
 

神
 Ⅱ
東
洋
」
「
物
質
Ⅱ
西
洋
」
と
い
う
単
純
な
二
項
 村
 上
 
ユ
 図
式
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
に
共
通
の
心
性
と
い
え
  

 

し
か
し
彼
の
反
西
洋
（
 
学
 ）
と
い
う
 盲
至
思
が
 
伝
わ
ら
ず
、
 
官
憲
に
「
西
学
の
徒
」
と
見
な
さ
れ
逮
捕
、
処
刑
さ
れ
 
た
と
い
う
の
は
皮
肉
 

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
彼
の
抗
弁
は
通
じ
ず
、
 
一
 八
六
四
年
三
月
、
「
左
道
悪
 民
 」
の
程
に
よ
り
処
刑
さ
 ね
 、
 開
教
後
 わ
ず
か
 
四
 

年
 で
四
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
 

  



東学とその教え 

子 と 

の 歌 
問 わ   

" ム 

の 英聖 蒐百 

@ ギ ム 」 本 ロ 

て   
に 天 

て 

ま 

で   
Ⅲ 彦 
め 

え ィ可 

る 
    

と 
が 

進 

で か 
め   ら 

私 
  

了ひ @@ @ 
て 

    
  
  

る 

つ も @ 
  

          

口業 

  

で 
呪 
文 

天 
了ひ @@ @ 
ど 

つ 至 
主 
    

も 
な   

  思味 

存在 

な 
  

す   だ 
る ろ 

な つ , 
ら か 渉ら 生 って を知れ して、 暉 @   

き 大 と 「 ざ そ 
、 き い 今 る   

崔 
済 

外 く う 至 こ @@ 了ひ @ 愚 
立 」 と 我 

部 に化 「思 味 とな   と弟 

  

こ
の
呪
文
の
後
半
の
二
行
は
重
要
視
さ
れ
、
三
七
字
（
 3
X
7
n
 と
と
も
呼
ば
れ
る
。
特
に
最
後
の
 

万
事
 知
 」
の
十
三
字
は
呪
文
の
、
そ
し
て
東
学
の
教
え
 
の
 根
幹
と
さ
れ
、
 

我
 0
 市
望
む
所
は
天
を
の
み
専
ら
信
じ
 
解
蒙
 せ
ざ
 

我
 を
ば
信
ぜ
ず
し
て
天
の
み
を
信
ぜ
よ
汝
が
身
に
 侍
れ
ば
近
き
を
 捨
 き
て
遠
き
に
探
ら
ん
や
 

る
 汝
等
は
書
籍
は
専
ら
 Z
 を
廃
し
 

修
道
の
み
を
努
む
る
は
其
も
又
道
徳
な
り
文
章
と
 云
ひ
 道
徳
 と
云
ふ
 

虚
事
に
掃
せ
ん
こ
と
 危
し
 
十
三
字
を
極
む
れ
ば
 

万
 

 
 

「
 
侍
 天
主
造
化
 定
 永
世
不
忠
 



教
 、
殊
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
け
る
平
等
観
 

つ
 ま

り
唯
一
の
絶
対
者
と
対
 侍
 す
る
万
民
と
い
う
構
造
 

と
 比
定
す
る
こ
 

で
き
よ
う
。
教
典
に
お
い
て
は
 

天
 に
問
議
し
奉
る
に
天
日
へ
ら
く
汝
も
亦
 
人
 問
な
 り

 

何
を
知
ら
ん
億
兆
蒼
生
数
多
き
人
々
同
じ
く
 

一
 %
 
に
婦
 す
 

 
 

と
 表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
平
等
観
は
 、
 後
に
「
人
に
 事

 う
る
こ
と
天
の
ご
と
し
三
代
目
教
主
催
時
事
 こ
 

や
 
「
人
力
 ち
天
 
（
 

日
 教
主
 孫
衰
堅
 」
と
い
う
言
葉
に
結
実
す
る
。
こ
の
 平

等
観
が
 栓
 梧
下
の
民
衆
の
心
を
捕
ら
え
た
こ
と
は
 想
 像
 に
難
く
な
し
 一
 
8
 
れ
 

一
 
0
 

別
の
箇
所
に
も
、
 

外
部
に
も
接
す
る
霊
の
気
が
あ
り
、
内
部
か
ら
天
の
降
 

話
 が
あ
り
、
そ
れ
は
目
で
見
る
こ
と
も
耳
で
聞
こ
 う
と
 し

て
も
で
き
 

も
の
で
あ
っ
た
。
心
に
は
な
お
歴
訪
な
思
い
が
あ
っ
た
 

の
で
、
正
気
を
保
っ
た
。
そ
し
て
何
故
こ
の
様
な
こ
と
 が
 起
こ
る
の
 

-
 
四
 -
 

聞
い
て
み
た
。
す
る
と
天
は
「
私
の
心
と
お
前
の
心
が
 

同
じ
も
の
だ
か
ら
だ
」
と
答
え
た
 

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
天
理
教
の
中
山
み
き
や
 大
 本

の
出
口
な
お
の
「
神
が
腹
に
は
い
っ
て
語
り
出
す
」
 

召
命
と
の
類
似
性
 が か な 

と 
キ ナ ヒ 日 と か 0 三代   、 るき一 2 一 T 

も
そ
の
気
が
充
ち
て
い
る
事
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
 

で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
神
と
言
う
の
だ
と
 
ぃ
 う

こ
と
を
理
解
せ
 

よ
 」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
造
化
」
と
は
、
無
為
に
 

し
て
化
す
 
-
 無
為
 而
化
 ）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
@
 

瞠
 
「
 定
 」
と
は
、
 

@
 
峰
 
心
を
定
め
る
と
い
う
意
味
で
、
彼
方
の
天
を
信
 

じ
る
の
で
は
な
く
自
己
の
中
に
あ
る
天
を
信
ぜ
よ
と
 
ム
 叩
 じ
て
い
る
の
で
 

-
%
 
一
 

あ
る
。
 

こ
こ
の
く
だ
り
で
一
番
 圧
 目
さ
れ
る
概
念
は
「
 侍
 天
王
 」

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
人
の
内
部
に
も
と
も
と
へ
神
性
 

ま
由
 （
 
ヱ
 ）
が
存
在
 

し
 、
そ
れ
が
（
天
 
-
 
（
 
ア
 の
し
 由
 （
 
ち
 ）
と
は
同
一
の
も
の
 で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
仲
介
者
な
し
で
「
 天
 と
の
合
一
 

（
天
人
一
如
こ
が
可
能
 

 
 

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
人
は
皆
平
等
で
あ
る
の
で
あ
る
 

。
こ
れ
が
東
学
の
「
天
心
 即
 人
心
」
で
あ
る
。
こ
の
 様

な
構
造
は
キ
リ
ス
ト
 

  



東学とその教え 

か
い
 び
や
 {
 

四
 

後
天
聞
 開
 １
千
年
王
国
論
に
よ
せ
て
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

東
学
思
想
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
「
世
直
し
」
 、
と
 舌
口
う
よ
り
「
 
世
 直
り
」
、
つ
ま
り
今
ま
で
の
世
界
が
終
 わ
り
を
告
げ
て
、
 
新
 

 
 

た
な
世
の
中
が
始
ま
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
 
筆
者
が
「
 世
 直
り
」
と
い
う
造
語
を
用
い
た
の
は
、
 

 
 

こ
の
よ
う
な
平
等
思
想
が
李
朝
下
の
厳
し
い
身
分
利
 
に
 対
し
挑
戦
状
を
突
き
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
無
理
 
は
な
い
。
で
は
彼
等
 

が
 思
い
を
馳
せ
た
世
界
は
一
体
ど
の
様
な
も
の
だ
っ
た
 
の
 だ
ろ
う
か
。
 

 
 

舌
口
 
ぅ
 。
そ
の
天
は
、
最
終
的
に
「
天
の
心
は
即
ち
人
の
 
心
 。
何
ぞ
善
悪
な
ど
あ
ろ
う
か
」
と
結
論
づ
け
る
。
 存
 在
 自
体
に
善
悪
な
ど
 無
 

何
故
な
ら
ど
ん
な
も
の
も
万
物
の
根
源
た
る
 天
と
 分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
「
 
天
 」
は
舌
口
わ
ば
汎
神
論
 

的
な
「
 天
 」
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
東
学
に
は
人
格
 神
 的
な
「
 天
 」
 観
と
 汎
神
論
的
「
 天
 」
観
が
分
か
ち
が
 た
く
包
括
さ
れ
て
い
た
 

 
 

と
い
え
る
。
 

捕
 さ
れ
 

ム
肌
）
で
 

@
 」
 @
 」
 

い
う
白
 

き
超
越
 

別
 が
存
 

感
覚
が
 よ

う
。
つ
ま
り
、
別
の
人
格
が
（
乗
り
移
っ
て
）
自
分
 
の
 内
部
か
ら
語
り
か
け
る
と
い
う
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ス
 
テ
 ノ
ッ
ク
な
八
月
日
 

あ
っ
た
と
舌
口
え
る
元
 

-
0
3
 

で
、
東
学
に
お
け
る
「
 天
 （
 巴
 」
の
概
念
を
確
認
す
る
 。
東
学
の
「
 天
 」
は
、
上
記
の
よ
う
に
 預
 舌
口
者
に
呼
び
 掛
け
て
く
る
と
 

で
、
人
格
神
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
 し
 か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
東
学
の
「
 天
 」
は
、
聖
書
の
 
「
 
神
 」
の
ご
と
 

的
な
「
創
造
工
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
ュ
 ダ
ヤ
 ・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
神
と
被
造
物
の
間
 の
 絶
対
的
な
 区
 

在
し
、
両
者
の
間
の
距
離
は
遠
い
。
造
ら
れ
た
も
の
は
 
い
つ
ま
で
も
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
東
学
に
は
そ
の
 よ
う
な
被
造
物
 

-
 
㍉
 -
 

な
い
。
例
え
ば
、
崔
済
愚
に
話
し
か
け
て
き
た
「
 
天
 」
 は
 、
「
知
る
も
の
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
鬼
神
で
す
ら
 私
な
の
だ
」
と
 



は
 、
主
体
的
に
現
実
的
な
改
革
を
目
指
す
よ
り
は
、
 東
 学
の
教
え
を
信
じ
つ
つ
自
然
と
天
運
が
移
ろ
い
行
く
の
 
に
 任
せ
よ
う
と
い
う
 運
 

-
 
田
 -
 

奇
論
的
傾
向
が
顕
著
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
天
運
循
環
 
論
は
例
え
ば
、
「
 
惜
哉
於
 今
世
人
未
知
時
運
」
と
い
う
 よ
う
 に
表
さ
れ
て
い
る
。
 

今
の
世
の
人
は
新
し
い
時
運
、
つ
ま
り
東
学
の
時
代
に
 
な
っ
た
こ
と
に
ま
だ
気
付
か
な
い
と
崔
済
愚
は
嘆
い
て
 
い
る
の
で
あ
る
。
時
代
 

の
 変
革
は
、
崔
済
愚
に
よ
っ
て
 

天
 万
民
を
生
じ
た
れ
ば
必
ず
や
天
の
授
け
し
 
職
 あ
ら
  
 

命
は
乃
ち
 天
に
あ
れ
ば
死
す
る
憂
 い
 何
ぞ
あ
ら
ん
や
 

天
人
を
造
り
出
す
に
 
禄
 な
し
に
は
造
ら
ざ
る
な
り
 

何
ぞ
我
等
の
運
の
み
然
く
 奇
険
 な
ら
ん
や
 

富
み
か
つ
貴
き
人
過
ぎ
し
時
に
 貧
賎
 に
し
て
 

貧
し
く
か
っ
 醸
 し
き
人
来
ら
ん
時
に
富
貴
な
り
 

天
運
は
循
環
さ
れ
 

と
 、
貧
富
の
逆
転
が
行
わ
れ
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
 ま
 た
 別
の
箇
所
で
は
、
 

心
 急
な
る
諸
君
は
人
事
は
修
め
ず
し
て
天
命
を
の
 
み
こ
れ
望
む
 

卒
 富
貴
不
祥
と
は
 
萬
古
 の
 博
 舌
口
な
ら
ず
や
人
事
を
 修
め
て
天
命
を
待
つ
と
は
 

詳
細
に
知
れ
ど
も
何
ぞ
 急
々
な
り
や
。
 

し
力
く
 ニ
、
毎
 
「
 

と
 、
急
激
な
社
会
変
革
を
求
め
る
向
き
を
た
し
な
め
る
 
よ
う
な
く
だ
り
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
 
甲
 午
 農
民
戦
争
の
主
体
と
 

な
っ
た
東
学
信
徒
の
行
動
を
考
え
る
と
奇
異
に
思
え
る
 
か
も
知
れ
な
い
が
、
 

趙
景
 連
尺
が
指
摘
す
る
 よ
う
 に
 、
 元
々
内
省
的
な
修
行
法
   



東学 と   の 教え 

を
 推
奨
し
て
い
た
東
学
に
お
い
て
、
む
し
ろ
、
千
年
正
 国
的
 性
格
を
突
出
さ
せ
た
「
異
端
派
」
が
甲
午
農
民
戦
 
争
を
惹
起
さ
せ
た
の
だ
 

 
 

と
 見
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。
 

さ
て
、
東
学
の
上
記
の
よ
う
な
運
命
 親
 は
、
「
貧
者
は
 生
き
、
富
者
は
死
す
」
と
い
う
「
 
鄭
鑑
録
 」
的
運
命
 観
 か
ら
影
響
を
受
け
て
 

Ⅱ
 
卜
 る
と
舌
口
つ
め
は
、
 
先
め
 
子
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
て
あ
る
。
 

-
 
，
 
3
 

一
 
。
「
 鄭
鑑
録
 」
は
、
李
朝
の
滅
亡
を
予
言
し
た
 
識
緯
説
 で
、
こ
の
書
の
お
よ
そ
 

の
 内
容
は
、
李
朝
が
興
っ
て
五
百
年
た
ち
、
天
運
が
 
循
 環
 し
て
、
李
朝
は
滅
び
、
南
朝
鮮
か
ら
「
真
人
（
 
救
 坦
三
こ
た
る
「
部
民
」
 

と
い
う
人
物
が
現
れ
、
王
朝
を
開
き
、
新
た
な
楽
園
が
 築
か
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
天
運
循
環
論
と
易
姓
 
革
命
思
想
（
華
氏
Ⅰ
 鄭
 

艮
一
に
彩
ら
れ
た
「
 鄭
鑑
録
 」
信
仰
は
、
別
名
「
南
朝
 鮮
 信
仰
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
南
朝
鮮
か
ら
「
真
人
」
が
 
出
現
す
る
と
い
う
予
言
 

は
 、
農
業
の
先
進
地
域
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
相
対
的
に
収
 
奪
の
度
合
が
激
し
か
っ
た
朝
鮮
南
部
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
 
が
 反
映
し
て
い
た
で
あ
 

 
 

ら
れ
た
が
、
こ
の
 識
緯
 説
は
地
下
に
潜
り
、
数
々
の
 ヴ
 ア
リ
ア
ン
ト
が
生
じ
た
 

と
 舌
口
 
う
 。
こ
の
「
 鄭
鑑
録
 」
信
仰
を
東
学
が
吸
収
し
 、
 主
と
し
て
朝
鮮
南
部
 
釜
 心
宿
 
道
 ・
 全
羅
道
 ・
 慶
 尚
道
）
 の
 民
衆
の
期
待
を
一
身
 

に
 背
負
う
こ
と
と
な
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 

さ
て
東
学
の
運
命
 観
 が
ま
と
ま
っ
た
形
で
表
さ
れ
た
の
 ャ
 
力
 
Ⅰ
 ,
 

思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
運
に
 ょ
 っ
て
時
代
を
区
分
し
 、
 

東
学
創
唱
ま
で
を
「
先
天
の
世
」
と
し
て
、
東
学
創
唱
 
以
降
を
「
後
天
の
世
」
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
 東
学
が
新
し
い
時
代
を
 

切
り
開
く
Ⅱ
「
後
天
聞
 閾
 」
す
る
と
言
 う
 の
で
あ
る
。
 

「
大
全
」
に
 よ
 る
と
「
先
天
の
世
」
の
流
れ
は
、
ま
ず
 人
々
が
天
の
恩
恵
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
時
代
が
あ
り
 
、
 次
い
で
中
国
の
伝
 

説
の
五
帝
時
代
の
後
、
聖
人
（
孔
子
ら
）
が
出
現
し
て
 教
え
を
説
い
た
時
代
を
経
て
、
各
人
が
勝
手
に
振
る
舞
 
っ
て
天
に
従
わ
な
い
 現
 

往
 に
な
っ
た
と
舌
口
 
-
2
-
 

ぅ
 
4
 
 

。
 ま
と
め
る
な
ら
、
「
先
天
」
は
 、
 い
わ
ば
聖
人
が
天
に
代
わ
っ
て
人
々
を
導
い
た
時
代
 で
あ
っ
た
。
で
は
、
「
 後
   



天
 」
は
ど
の
様
な
時
代
な
の
か
。
そ
れ
は
、
天
が
直
接
 
人
 と
結
び
付
く
時
代
な
の
で
あ
る
。
「
天
人
合
一
」
 つ
 ま
り
「
 侍
 天
主
」
お
よ
 

び
 
「
後
天
聞
 闘
 」
の
時
代
な
の
だ
。
教
典
で
は
人
々
が
 皆
 尭
舜
の
よ
う
な
聖
人
で
あ
っ
た
世
界
に
回
帰
す
る
と
 
宣
喜
 目
 し
て
 し
 
@
 
0
 

一
 
る
 
3
-
@
 
 

他
の
 

箇
所
で
も
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
舌
ロ
 い
 難
い
が
、
 

心
を
正
し
道
を
修
め
よ
命
に
従
い
 行
 ひ
て
次
第
 次
 第
 に
教
ふ
れ
ば
 

無
窮
の
造
化
を
投
げ
註
し
徳
を
天
下
に
布
く
べ
け
れ
 

ば
 
次
第
通
法
そ
れ
の
み
な
り
 

法
を
定
め
文
を
制
し
入
道
せ
る
世
上
の
人
々
 
直
ち
 に
 君
子
と
な
り
 

無
為
に
し
て
化
す
べ
け
れ
ば
地
上
の
神
仙
波
 に
 非
ず
 や
と
 
一
 
4
 
4
 一
 

と
い
う
よ
う
な
万
人
が
神
仙
化
す
る
「
地
上
天
国
」
の
 
ビ
ジ
ョ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
こ
こ
で
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
少
し
触
れ
、
 東
 学
 思
想
と
対
照
さ
せ
て
み
る
。
千
年
王
国
運
動
の
特
徴
 
ほ
 つ
い
て
は
数
々
の
 

論
者
が
舌
口
 
反
 し
て
い
る
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
 N
.
 
コ
ー
ン
と
、
 B
.
 ウ
ィ
 
ソ
ン
 の
定
義
 
-
5
-
 

剥
ゴ
 
力
 参
考
に
 な

ろ
う
 0
 コ
ー
ン
は
も
 

と
も
と
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
千
年
王
国
論
 
を
 研
究
し
て
い
た
の
だ
が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
も
 
視
野
を
広
げ
、
洋
の
東
 

西
を
問
わ
ず
見
出
さ
れ
る
千
年
王
国
論
の
救
済
観
の
 特
 徴
を
以
下
の
よ
う
に
五
点
を
箇
条
書
き
に
し
た
。
 

①
信
者
が
全
体
で
享
有
す
る
と
い
う
点
で
「
共
同
体
的
 
」
で
あ
る
。
 

②
彼
岸
の
天
国
で
の
救
済
で
は
な
く
、
こ
の
地
上
に
お
 
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
現
世
的
」
 
で
あ
る
。
 

③
そ
れ
が
間
も
無
く
実
現
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
 
緊
 追
約
」
で
あ
る
。
 

④
そ
れ
は
地
上
の
生
活
を
完
全
に
変
え
て
し
ま
い
、
 
新
 し
い
制
度
は
現
状
の
改
善
で
は
な
く
、
完
壁
な
も
の
で
 
あ
る
と
さ
れ
る
 点
 

で
、
「
絶
対
的
」
で
あ
る
。
 

  



東学と その教え 

⑤
そ
れ
は
超
自
然
的
な
（
神
の
力
・
摂
理
 

力
 に
よ
っ
 て
 、
あ
る
い
は
そ
の
力
を
借
り
て
完
成
さ
れ
る
と
い
 
ぅ
 意
味
で
「
奇
跡
 

的
 」
で
あ
る
。
 

一
方
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
千
年
王
国
論
へ
到
る
道
筋
と
し
 て
 次
の
諸
点
を
挙
げ
た
。
 

1
 こ
の
世
は
救
い
よ
う
も
な
く
悪
い
。
 

Ⅱ
全
体
的
改
革
が
必
要
で
あ
る
。
 

Ⅲ
人
間
の
 力
 で
は
こ
の
改
革
は
実
行
で
き
な
い
。
 

Ⅳ
変
革
は
超
自
然
的
な
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
 

V
 新
し
い
秩
序
が
確
立
さ
れ
る
と
そ
の
中
で
信
者
は
最
 
も
 優
越
し
た
地
位
を
得
る
が
、
 敵
 
（
人
類
の
大
部
分
一
 は
 何
の
場
も
与
え
 

ら
れ
な
い
。
 

Ⅵ
こ
の
「
真
理
」
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
そ
の
信
仰
を
 公
 に
し
、
来
た
る
べ
き
変
革
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

二
人
の
論
者
の
整
理
は
大
変
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
 こ
れ
を
そ
の
ま
ま
東
学
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
 
か
ほ
 つ
い
て
は
検
討
 

を
 要
す
る
。
東
学
は
 、
 後
の
甲
午
農
民
戦
争
を
考
え
る
 と
 典
型
的
な
千
年
王
国
論
的
宗
教
に
思
わ
れ
る
が
、
 
前
 述
 の
よ
う
に
東
学
は
天
 

運
 循
環
論
を
背
後
に
持
つ
「
後
天
聞
 閾
 」
思
想
と
い
う
 
「
 
世
 直
り
」
思
想
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
コ
ー
ン
の
 定
 義
 ②
、
つ
ま
り
「
現
世
 

的
 」
と
い
う
の
が
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
 思
想
は
、
コ
ー
ン
の
定
義
の
③
の
「
緊
迫
的
」
と
い
う
 要
素
 や
、
 ⑤
の
「
奇
跡
 

的
 」
と
い
う
要
素
が
相
対
的
に
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
 
る
 。
東
学
の
用
語
で
は
「
無
為
 而
化
 
（
無
為
に
し
て
化
 す
こ
と
言
 う
が
 、
「
 後
 

天
聞
 閾
 」
と
い
う
思
想
に
は
、
東
学
の
教
え
が
広
ま
っ
 
て
い
き
 
"
 
自
然
と
 "
 世
の
中
が
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
 運
命
論
的
色
彩
が
濃
厚
 

な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
現
世
に
絶
望
し
た
 被
 抑
圧
 層
に
 希
望
的
未
来
像
（
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
は
あ
っ
て
も
、
冨
一
 
@
 的
 プ
ラ
ン
な
ど
無
い
   



つ
 と
い
う
な
ら
、
東
学
に
あ
っ
て
は
、
現
実
世
界
に
お
 
け
る
救
済
は
「
 天
 」
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
 
で
は
な
く
、
人
間
が
天
 

に
 感
応
し
、
そ
れ
と
の
融
合
、
一
体
化
を
成
し
遂
げ
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
内
省
正
義
は
他
の
面
 
で
も
表
れ
て
い
る
。
 
何
 

え
ば
、
幸
不
幸
に
つ
い
て
、
東
学
二
代
教
主
の
崔
時
事
 
は
 弟
子
た
ち
に
 

上
は
日
月
の
大
か
ら
、
下
は
微
塵
の
ち
り
 あ
 く
た
に
い
 
た
る
ま
で
、
天
道
の
霊
光
の
さ
さ
ぬ
も
の
は
な
い
。
 世
 0
 人
は
そ
の
様
な
 

原
理
を
知
る
こ
と
が
出
来
ず
 、
 山
を
拝
み
水
に
折
っ
た
 り
し
て
福
を
求
め
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
で
も
な
お
 霊
 験
 が
な
い
で
も
な
 

い
の
は
、
天
地
霊
妙
の
照
臨
し
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
 
証
 拠
 だ
。
し
か
し
、
 
禍
と
 何
と
は
決
し
て
外
物
に
原
因
 
が
あ
る
の
で
は
な
 

ぃ
 。
自
ら
の
心
で
自
ら
が
造
り
出
す
も
の
だ
。
だ
か
ら
 

 
 

と
 語
っ
て
い
る
。
心
が
現
実
の
状
態
を
作
り
出
す
と
い
 
う
 唯
心
論
的
思
考
様
式
は
 、
 広
く
新
宗
教
に
み
ら
れ
る
 が
 、
東
学
も
そ
の
よ
う
 

な
 思
考
様
式
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
 
よ
う
な
思
考
様
式
は
災
因
を
外
在
化
さ
せ
ず
自
己
の
内
 
部
 に
求
め
、
現
状
肯
定
 

に
 向
か
い
易
い
き
ら
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
も
、
超
自
然
 
的
な
力
に
よ
っ
て
、
一
気
に
こ
の
世
の
問
題
す
べ
て
（
 
こ
の
（
問
題
）
は
信
者
 

の
 
「
 
外
 」
に
存
在
す
る
）
が
解
決
さ
れ
る
と
す
る
一
般
 的
な
千
年
王
国
論
、
即
ち
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
定
義
の
Ⅲ
・
 
Ⅳ
と
は
合
致
し
な
い
だ
 

ろ
う
。
 

千
年
王
国
論
の
信
者
の
背
後
に
あ
る
危
機
感
は
、
一
般
 
に
 
「
外
圧
」
、
「
（
信
者
の
）
迫
害
」
、
「
下
層
民
衆
一
般
 の
 逼
迫
感
」
と
い
う
 

一
 
Ⅱ
 一
 

具
体
的
危
機
状
況
に
起
因
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
東
学
 
発
生
時
は
こ
れ
ら
の
諸
問
題
が
間
違
い
な
く
備
わ
っ
て
 
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
 

  
ま 面 が 
た を 重 
  キ手 要 
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東学とその教え 

こ
こ
ま
で
東
学
の
教
え
の
概
要
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
 
で
そ
藷
 性
格
を
ま
と
め
て
お
く
。
 

①
ま
ず
、
「
 輔
 国
安
 民
 」
「
 広
済
 蒼
生
」
と
い
う
ス
ロ
ー
 ガ
ン
が
示
す
通
り
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
 
な
 性
格
が
指
摘
出
来
 

る
 。
そ
の
排
外
性
の
矛
先
は
日
本
に
も
向
け
ら
れ
た
。
 例
え
ば
、
 

奇
険
 な
り
 

奇
険
 な
り
わ
が
国
の
運
 奇
険
 な
り
 

犬
畜
生
の
如
き
倭
の
人
々
汝
が
身
命
を
顧
み
よ
 

汝
 市
上
陸
 
-
 朝
鮮
侵
略
 ｜
 引
用
者
 註
 
し
て
何
の
恩
徳
 あ
 り
 し
 ゃ
 

 
 

我
 市
神
仙
と
な
り
て
飛
上
天
し
て
か
ら
天
の
造
化
受
 
け
て
 

 
 
 
 

 
 

犬
畜
生
 倭
 敵
を
 

一
 

 
  

 

と
い
う
よ
う
な
激
し
い
表
現
す
ら
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
 豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
を
想
起
し
て
の
警
句
で
あ
る
が
 
、
そ
の
後
の
運
命
を
言
 

五
 
ま
と
め
 

の
 
「
相
対
的
剥
奪
」
 

 
 

な
ら
な
い
。
東
学
の
 

た
の
で
は
な
い
か
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
 

迫
 感
を
欠
い
て
い
る
 

学
は
人
々
を
千
年
正
 と

も
言
え
る
諸
点
は
あ
く
ま
で
「
必
要
条
件
」
で
あ
っ
 
て
 、
「
十
分
条
件
」
で
は
な
い
こ
と
に
任
意
し
な
け
れ
  
 
了
ひ
 

@
 
@
@
 

「
後
天
聞
 闘
 」
思
想
も
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
と
同
様
、
「
 必
要
条
件
」
で
は
あ
っ
て
も
、
十
分
条
件
で
は
な
か
 
 
 

、
東
学
は
千
年
王
国
論
的
特
徴
を
多
く
持
つ
宗
教
で
あ
 
る
が
、
「
こ
の
世
の
終
り
」
と
い
う
よ
う
な
終
末
感
、
 緊
 

こ
と
か
ら
、
（
典
型
的
）
千
年
王
国
論
の
一
例
と
し
て
 挙
げ
る
の
は
難
し
い
と
舌
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
 東
 

国
 的
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
導
因
を
内
包
し
な
が
ら
、
 同
 時
に
そ
れ
を
否
定
す
る
論
理
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
  
 



い
 当
て
て
い
る
。
し
か
し
、
崔
済
愚
の
い
う
輔
け
る
べ
 
き
 
「
 国
 」
と
は
、
李
朝
政
権
で
は
な
く
、
生
活
の
場
 と
 し
て
の
「
 国
 」
で
あ
っ
 

た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

②
「
 侍
 天
主
」
「
天
心
 即
 人
心
」
思
想
を
中
心
に
し
た
 平
等
思
想
が
挙
げ
ら
れ
よ
 う
 。
こ
れ
は
、
自
分
の
内
部
 
の
 存
在
す
る
「
 心
 」
 

 
 

を
 重
視
す
る
内
省
的
な
修
行
法
と
も
繋
が
っ
て
い
く
。
 
例
え
ば
、
崔
済
愚
は
「
大
全
」
で
、
「
道
を
認
識
す
る
 能
力
で
あ
る
「
 明
 」
 の
 

所
在
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
遠
く
に
求
め
ず
自
分
を
見
 

 
 

「
苛
小
正
気
」
と
い
う
 

が
 、
こ
れ
は
人
が
そ
の
心
を
良
く
守
っ
て
こ
そ
、
正
し
 
い
 心
が
生
じ
、
人
が
「
気
運
」
を
た
だ
し
て
こ
そ
良
い
 
気
運
が
生
じ
る
と
い
う
 

 
 

意
味
と
さ
れ
る
。
 

③
そ
し
て
東
学
 開
 教
か
ら
こ
の
世
の
人
々
が
天
に
感
応
 し
、
 新
し
い
世
の
中
が
や
っ
て
来
る
と
す
る
「
後
天
聞
 
閾
 」
思
想
が
存
在
す
 

る
 。
こ
れ
は
前
章
で
詳
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
 
そ
の
「
 天
 」
観
に
は
、
人
格
神
的
な
も
の
と
汎
神
論
的
 な
も
の
が
並
存
す
る
。
 

興
味
深
い
こ
と
に
、
甲
午
農
民
戦
争
の
主
体
と
な
っ
た
 
異
端
派
の
南
 接
で
 唱
え
ら
れ
て
い
た
東
学
の
呪
文
は
 
、
 「
天
主
」
と
い
う
箇
所
 

 
 

が
 
「
上
帝
」
に
代
わ
っ
て
い
た
と
の
報
告
が
存
在
し
、
 

面
接
に
お
い
て
「
 天
 」
は
よ
り
人
格
神
的
な
と
ら
え
ら
 れ
 方
を
さ
れ
て
い
た
こ
 

と
が
推
測
さ
れ
る
。
 
北
 接
の
汎
神
論
的
「
 天
 」
観
に
対
 し
て
 南
 接
が
人
格
神
的
な
「
 天
 」
観
を
よ
り
強
固
に
保
 持
し
て
い
た
こ
と
は
、
 

南
 接
の
社
会
変
革
へ
の
志
向
性
の
 
一
 原
因
と
し
て
指
摘
 で
き
ょ
 ぅ
 。
 

④
宗
教
的
側
面
と
し
て
重
要
な
の
は
、
呪
文
・
呪
符
を
 
中
心
と
し
た
長
生
思
想
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
呪
文
 
や
、
 呪
符
の
飲
用
に
よ
り
 

病
気
が
癒
え
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
 

⑤
東
学
の
性
格
は
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
佳
酒
 
愚
 自
身
「
 吾
 道
は
儒
に
も
似
、
仏
に
も
似
、
仙
に
も
 似
 て
い
る
が
、
儒
で
も
 

-
 
弘
 -
 

な
く
、
仏
で
も
な
く
、
仙
で
も
な
 い
 」
と
い
う
。
こ
れ
 は
 崔
済
愚
が
 、
 勢
 い
の
 衰
え
た
三
つ
の
教
え
を
止
揚
す
 る
 東
学
の
優
位
性
を
言
   



 
 
 
 

ぬ
 

「
内
省
主
義
」
と
「
社
会
変
革
指
向
」
の
ダ
 ノ
 ブ
 ミ
ズ
ム
を
生
む
 @
 し
と
と
な
っ
た
と
舌
口
え
よ
 う
 。
ま
た
、
 

東
学
の
教
え
に
内
包
さ
れ
て
 

 
 

 
 

そ
い
た
東
ア
ジ
ア
全
体
に
対
す
る
危
機
感
は
 
、
 
後
に
 日

本
の
ア
ジ
ア
主
義
と
結
び
つ
く
回
路
を
準
備
し
、
 彼
 ら
の
後
に
果
た
す
歴
史
的
役
 
 
 

 
 

 
 

 
 

輯
 

割
の
遠
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
あ
る
論
者
は
東
学
は
儒
 数
 に
対
し
て
本
質
的
対
抗
性
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。
 確
か
に
崔
済
愚
は
 、
儒
 

教
の
倫
理
が
頽
廃
し
た
こ
と
を
嘆
い
て
は
い
る
。
し
か
 
し
そ
れ
は
第
二
章
で
見
た
よ
 う
 に
儒
教
の
全
面
的
否
定
 で
は
な
く
、
堕
落
し
た
 

 
 

儒
教
的
倫
理
へ
の
批
判
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
ほ
う
が
 
自
 然
 で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
儒
教
も
東
学
も
大
同
小
異
で
あ
 
る
と
い
う
意
識
を
彼
自
 

-
 
五
一
 

身
 が
表
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
他
 
に
も
「
仁
義
 礼
 智
は
先
の
聖
人
が
教
え
た
も
の
で
、
 私
 
（
崔
済
愚
）
は
甘
心
王
 

 
 

気
を
更
に
定
め
た
」
と
い
う
字
句
を
見
る
と
、
儒
教
を
 
丸
ご
と
 禾
巳
正
 
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
足
り
な
い
と
こ
 ろ
を
補
お
う
と
い
う
 崔
 

済
 愚
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
。
つ
ま
り
崔
済
愚
は
孔
子
 
へ
の
対
抗
意
識
を
燃
や
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
そ
の
後
 継
 者
を
自
認
し
て
い
た
 

と
 見
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
こ
の
 ょ
う
 な
東
学
の
補
 儒
 教
 的
な
性
格
は
、
当
時
の
衛
正
庁
邪
思
想
（
朱
子
学
を
 
唯
一
の
正
統
的
思
想
と
 

し
 、
そ
の
他
の
教
え
を
排
除
す
る
思
想
）
に
繋
が
る
 
回
 路
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
、
東
学
と
衛
正
庁
邪
思
想
の
 
決
定
的
な
相
違
点
は
 、
 

後
者
が
朝
鮮
王
朝
と
い
う
小
中
華
的
世
界
を
墨
守
し
よ
 
ぅ
 と
す
る
の
に
対
し
、
東
学
は
そ
の
小
中
華
的
世
界
の
 
堕
落
を
前
提
と
し
て
そ
 

 
 

の
 再
生
 

下
 後
天
聞
 闘
 ）
を
主
張
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
 両
者
が
同
じ
く
「
排
外
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
い
て
 も
 提
携
で
き
な
か
っ
た
 

根
本
的
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
 

最
後
に
ま
と
め
る
な
ら
、
元
々
運
命
論
的
な
「
 世
 直
り
 」
的
な
「
後
天
聞
 闘
 」
思
想
は
、
小
作
農
な
ど
の
逼
迫
 し
た
層
に
は
「
 世
直
 

し
 」
的
な
千
年
王
国
的
世
界
観
と
解
釈
さ
れ
、
汎
神
論
 的
 性
格
と
人
格
神
的
性
格
を
併
せ
持
つ
「
 天
 」
観
は
 、
 東
学
思
想
そ
の
も
の
に
 



註
 

了
 一
「
東
経
大
全
」
は
漢
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
主
に
儒
生
を
 対
象
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
有
徳
 文
 ・
識
字
 文
 ・
 修
 穂
丈
・
 不
 然
其
然
 
の
 主
四
篇
と
、
 

㎝
 

幾
つ
か
の
断
章
か
ら
な
る
。
そ
の
日
本
語
訳
と
し
て
は
、
「
東
経
 

正
義
」
 
宅
鮮
満
 叢
書
」
第
三
巻
・
五
巻
、
自
由
討
究
社
、
一
九
一
 

三
年
、
の
細
井
 肇
 

㎝
 

 
 
 
 

に
よ
る
も
の
）
と
、
全
潰
 
局
修
選
 
・
渡
辺
 彰
訳
 
「
東
経
大
全
和
訓
 三
宝
尺
 城
 、
一
九
一
八
年
 -
 が
存
在
す
る
。
漢
文
の
引
用
は
韓
国
 聖
文
献
研
究
所
編
 

「
車
掌
思
想
 廿
料
 集
書
三
 
-
 
亜
細
亜
文
化
社
、
Ⅱ
。
 百
 ：
一
九
七
九
 年
 一
に
拠
っ
た
 
-
 
以
下
、
「
大
全
 二
と
 略
す
 一
 。
こ
の
「
大
全
室
 
は
 、
逃
亡
中
の
東
 

学
 二
代
教
干
出
時
つ
が
一
八
八
三
年
に
発
行
し
た
も
の
で
、
教
祖
 
崔
済
愚
の
死
後
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
の
発
行
で
あ
る
か
ら
、
 

「
異
端
」
的
な
解
釈
 

を
里
付
す
る
た
め
の
「
正
統
派
」
の
教
典
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
 
で
あ
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
「
大
全
」
中
の
文
章
で
こ
れ
ま
で
 

の
 研
究
論
文
に
お
 

い
 て
書
き
・
 
下
 だ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
の
研
究
論
文
か
ら
そ
の
ま
 ま 引
用
し
た
も
の
も
あ
る
。
 

一
 
2
@
 
 「
 
龍
漬
遺
詞
 」
は
 純
 国
文
一
朝
鮮
文
 
-
 で
書
か
れ
て
お
り
、
 
音
読
に
調
子
良
く
で
き
て
い
て
、
王
と
し
て
民
衆
と
婦
女
子
を
 対
象
と
し
た
も
の
で
あ
 

ろ
う
。
 龍
漬
歌
 
・
安
心
 歌
 ・
教
訓
 歌
 ・
追
修
 歌
 ・
勧
学
 歌
 ・
夢
中
 老
少
問
答
歌
・
道
徳
 歌
 ・
 餌
歌
 
・
 興
比
 歌
か
ら
な
る
。
成
立
年
 代
は
 
「
大
全
」
と
ほ
 

ぼ
 同
時
期
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
日
本
語
訳
は
金
文
棚
「
訳
注
 
龍
障
 追
討
」
一
言
 丘
 学
会
編
「
 青
 正
字
 叢
 」
第
七
号
、
八
号
、
大
阪
 屋
 読
書
店
、
一
九
二
一
 

二
年
。
復
刻
版
が
国
書
刊
行
会
よ
り
一
九
七
一
年
 
に
 発
行
）
が
 あ
 る
 。
引
用
は
こ
れ
に
拠
っ
た
一
以
下
、
「
 
遺
 諦
三
 と
 略
す
㍉
 

（
 
3
 一
 
「
東
学
史
」
は
、
東
学
の
元
幹
部
 
呉
知
泳
 に
よ
っ
て
一
九
 
四
 0
 年
に
書
か
れ
た
も
の
 

エ
示
城
 、
永
日
日
書
館
 -
 で
、
日
付
な
ど
 
誤
記
が
散
見
さ
れ
る
が
、
 

正
統
派
の
東
学
幹
部
自
身
が
書
い
た
記
録
と
い
う
意
味
で
、
教
学
 
面
 を
う
か
が
う
に
も
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
梶
 
村
 秀
樹
に
よ
る
翻
訳
 

三
東
学
史
 ｜
 朝
鮮
民
衆
運
動
の
記
録
」
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
 セ 0
 年
 ）
が
あ
り
、
引
用
は
そ
の
訳
に
拠
り
、
真
数
は
そ
の
頁
で
 
あ
る
。
 

一
 
4
-
 
季
教
化
「
天
道
教
創
建
 史
 三
 -
 
天
道
教
中
央
 
宗
理
院
 、
京
 城
 、
一
九
三
三
年
 -
 は
、
初
代
崔
済
愚
、
二
代
教
主
催
時
事
、
一
一
 
一
代
教
主
 孫
茉
煕
 ま
で
の
 

東
学
一
天
道
教
一
の
沿
革
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

-
5
-
 両
班
と
は
、
官
僚
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
特
権
階
層
。
 

文
 百
 
-
 
東
田
 -
 と
武
官
一
四
班
 
-
 の
両
方
を
合
わ
せ
て
両
班
と
呼
ぶ
 

が
 、
文
官
の
方
が
地
位
 

は
 概
し
て
高
か
っ
た
。
し
か
し
両
班
内
で
も
大
き
な
格
差
が
あ
っ
 
 
 

一
 
6
@
 
 「
 弓
弓
 」
と
い
う
の
は
、
朝
鮮
時
代
の
識
 緯
説
 た
る
「
 鄭
 鑑
録
 」
に
「
 弓
弓
 Z
Z
 
」
と
あ
る
の
に
由
来
し
、
こ
れ
は
、
「
朝
熊
 

勝
強
 」
の
「
 弱
 」
の
 破
 

字
 
（
字
を
解
い
た
も
の
）
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
 

具
 長
根
「
 東
 学
 思
想
と
「
 鄭
鑑
録
 」
の
関
連
性
考
察
」
「
朝
鮮
奨
学
会
学
術
 

ユ
 珊
 文
集
第
 4
 往
 こ
 

一
九
七
四
年
、
同
「
手
引
 
4
 箱
。
 ヰ
窄
 袖
ヰ
一
郭
鋸
鎌
 
-
 字
 
せ
 豊
穏
 」
 同
 
「
甲
午
農
民
戦
争
原
因
込
型
亜
細
亜
文
化
社
、
Ⅱ
 

苦
、
 
一
九
九
三
年
、
参
 

暗
 も
 

-
7
 一
 
「
大
全
室
「
有
徳
 文
 」
。
原
文
は
「
不
意
四
月
心
寒
具
 
戦
疾
 下
侍
 執
症
 言
下
得
難
 状
之
際
有
何
 他
語
 忽
 大
貝
 中
 驚
起
探
問
別
口
 勿
催
勿
恐
 世
人
語
 我
 上
 

帝
汝
 不
知
上
帝
 耶
間
 其
所
 然
 日
食
 亦
 無
功
故
主
没
世
間
教
大
北
 法
 勿
疑
勿
 短
日
 然
則
 西
道
 以
 散
大
平
日
下
獄
春
官
憲
 符
 具
名
仙
薬
 且
 @
 
彰
大
極
文
彩
 
弓
弓
 



受
我
此
 待
酒
人
疾
病
 受
 我
先
文
教
人
為
我
 則
汝
 小
長
生
布
衝
天
下
 %
@
 

」
。
 

-
8
@
 
 
「
 
ゅ
退
詞
 
」
「
勧
学
，
 

歌
 」
。
 

了
一
目
提
訴
」
「
夢
中
老
少
門
火
口
歌
」
。
 

而
 @
 
 「
 
遺
記
し
 「
夢
中
老
少
問
答
歌
」
。
 

-
 
じ
「
大
全
日
「
和
徳
 文
 」
。
原
文
は
「
西
洋
戦
勝
攻
取
無
事
不
 
成
両
 天
下
 孟
滅
 小
小
熊
 唇
亡
之
歎
輔
 国
安
良
計
 格
 安
田
」
。
 

@
 
一
 
「
 
遺
記
し
 「
 
龍
樟
歌
 」
。
 

一
リ
 
@
 
 ヨ
星
詞
 
」
「
 
安
 、
 
虫
歌
 」
。
 

@
@
 
 「
大
全
」
「
和
徳
 
文
 」
。
原
文
は
「
 
受
 英
行
書
 以
 春
服
制
 潤
 息
差
捕
方
方
 知
 仙
薬
 英
 」
。
 

一
 
ト
一
細
井
 肇
 
「
侍
天
教
の
教
旨
」
「
 
鮮
満
 叢
書
第
三
巻
」
 
自
 由
 討
究
社
、
一
九
二
三
年
、
五
頁
。
 

一
ド
）
「
 
遺
 已
 
㍉
 
「
安
心
 
歌
 」
。
 

@
 
一
 
「
大
全
日
「
論
学
文
」
。
原
文
は
「
 

日
 同
道
言
文
別
名
真
西
 宇
山
口
布
 然
吾
 小
生
船
車
麦
松
東
道
雄
天
道
学
則
東
学
現
地
方
 東
 西
面
 何
謂
 東
夷
 伺
謂
西
 

孔
子
生
松
膏
風
船
郡
部
昌
之
風
伝
 道
於
期
せ
吾
道
 受
胎
新
市
 於
斯
 貴
司
 謂
 以
西
 名
 乞
者
 乎
 」
。
 

@
@
 
 同
上
。
原
文
は
「
 而
 洋
学
陰
地
、
東
学
陽
 也
 」
、
「
 
欲
 川
湯
 制
陰
 常
備
諸
説
 英
 」
。
 

正
一
「
日
省
 録
 」
高
宗
元
年
二
月
二
九
日
 条
 、
崔
済
愚
、
 問
招
 内
容
、
高
麗
大
学
校
、
亜
細
亜
問
題
研
究
所
「
亜
 網
 亜
研
究
 ヒ
第
 三
巻
第
一
号
所
収
。
 筆
 

者
は
末
見
な
の
で
 余
 栄
作
「
 韓
末
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
」
 東
 東
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
一
八
九
頁
か
ら
再
引
用
。
 原
 支
 は
「
此
間
 一
 
西
洋
 

人
 -
 善
人
攻
、
非
甲
兵
 所
敵
 、
 惟
 東
学
促
織
異
類
」
。
 

-
 型
金
文
御
前
掲
「
訳
注
 龍
漬
遺
詞
 」
「
吉
二
字
黄
口
第
八
号
 
、
大
阪
 屋
 読
書
店
、
一
九
三
二
年
、
一
六
五
頁
、
参
照
。
な
お
 一
 
靱
歌
 」
は
同
一
六
四
 ｜
 

一
六
五
頁
に
掲
載
。
 

万
一
こ
の
よ
う
な
二
分
法
は
「
十
体
面
 
用
 」
「
東
道
面
詰
」
「
 
和
 魂
 洋
才
」
な
ど
の
一
九
世
紀
末
の
東
ア
ジ
ア
各
国
で
の
西
洋
文
明
 
受
容
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
 

い
み
じ
く
も
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
 王
 義
 も
こ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
 ア
ザ
ア
 主
義
に
関
し
て
は
、
 古
典
だ
が
竹
内
好
 

「
ア
ジ
ア
主
義
の
展
望
」
岡
編
「
ア
ジ
ア
正
義
 -
 
現
代
日
本
思
想
 大
系
 9
 こ
 筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 導
火
線
と
な
っ
た
。
な
お
、
「
 
接
 」
と
は
東
学
教
団
の
大
き
な
 単
位
の
一
つ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
随
員
 達
 
「
東
学
農
民
運
動
 
と
 甲
午
農
民
戦
争
 

5
6
 

学
 

の
 歴
史
的
性
格
」
「
朝
鮮
 
史
 研
究
会
論
文
集
第
㎎
 
巻
 」
 龍
 淫
書
 杢
 尺
一
九
八
二
年
、
参
照
。
 

束
 



（
 乙
 
「
東
学
生
五
五
頁
。
東
学
の
呪
文
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
 つ
い
て
ば
平
木
賞
「
朝
鮮
の
東
学
思
想
に
お
け
る
 "
 祈
り
 "
 に
 つ
 い
 て
」
 
同
 
「
朝
鮮
社
会
 

 
 

 
 

文
化
史
研
究
 
目
 国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
、
三
九
一
 

｜
 三
九
一
一
 一
頁
、
参
照
。
 

 
  
 

-
 別
 @
 
 目
星
刮
目
「
 教
 叫
歌
 

w
 

」
。
 

 
 

 
 
 
 

（
 鉤
 
「
東
学
史
 目
 
一
七
 ｜
 
一
八
頁
。
 

@
@
 
 

「
大
全
」
二
冊
学
文
」
。
 

-
 と
 
「
 遺
詞
 」
「
教
訓
 歌
 」
。
 

元
一
東
学
を
近
代
朝
鮮
に
お
け
る
女
性
解
放
思
想
の
先
駆
け
と
 見
 な
す
論
調
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
金
賞
 玉
 
「
夷
草
思
想
 叫
 
女
性
 卸
 
近
代
化
」
、
 
李
 

舷
煕
 
「
夷
草
思
想
斗
束
軍
車
 ふ
旦
討
目
吾
屯
神
 
、
Ⅱ
 苦
 、
一
九
 

参
照
。
 

元
 @
 
 「
大
全
日
「
論
学
文
」
。
原
文
は
「
丹
石
 接
襄
 二
気
内
官
 降
 話
 二
教
規
二
本
 
見
聴
之
 下
聞
小
出
佳
詩
苛
小
正
気
市
門
口
同
篇
 
若
 然
 他
日
吉
 心
即
 波
心
」
。
 

@
 
）
崔
済
愚
の
八
召
命
Ⅴ
は
 偲
 仏
聖
シ
ヤ
ー
マ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
 

の
 途
中
過
程
の
一
例
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
佐
々
木
 
宏
幹
 
「
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
 

の
 現
状
と
課
題
」
 
同
 
「
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
類
字
 
目
 弘
文
学
、
 

一
九
八
四
年
、
参
照
。
 

釘
 ）
「
大
全
」
二
冊
学
文
」
。
原
文
は
一
知
天
地
面
無
知
鬼
神
鬼
 

神
着
音
也
」
。
 

一
リ
 -
 
同
上
。
原
文
は
「
日
天
心
 即
 人
心
 則
 何
百
善
悪
地
」
 

-
 ど
趙
景
達
 
「
東
学
に
お
け
る
正
統
と
 
里
む
価
 」
平
石
 直
昭
 池
編
 
「
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
 

5
 」
東
京
大
字
出
版
会
、
一
九
九
四
年
 、
六
二
頁
。
 
東
 羊
 
-
 天
 

道
教
）
の
「
 
天
 （
紳
一
観
念
」
の
変
遷
に
つ
い
て
は
手
柄
 
配
 
「
天
道
 教
目
 

神
鏡
 可
 

関
せ
研
究
 ｜
ユ
 

歴
史
的
変
遷
豊
中
 七
 。
一
旦
」
Ⅱ
音
大
学
 

校
 宗
教
学
研
究
会
「
宗
教
学
研
究
 目 第
 7
 輯
 、
Ⅱ
 音
 、
一
九
八
八
 
年
 、
参
照
。
 

（
利
 @
 
 「
大
全
日
「
市
街
 
文
 」
。
 

亮
 @
 
 「
 遺
詞
目
 
「
教
訓
 歌
 」
。
な
お
、
「
無
住
不
便
」
と
は
、
「
 往
 き
て
 復
 ら
ざ
る
沖
し
」
、
つ
ま
り
天
運
は
巡
り
巡
る
と
い
う
意
味
か
 

。
こ
の
こ
と
は
金
文
棚
 

前
掲
「
訳
注
 龍
潰
遺
詞
 
」
星
月
三
学
黄
口
第
七
号
、
大
阪
 
屋
 読
書
 店
 、
一
九
三
二
年
、
一
三
四
頁
、
参
照
。
 

冤
 -
 
「
 遺
詞
 」
「
追
修
 詞
 」
。
 

@
-
 

越
景
達
 前
掲
 註
お
 -
 論
文
参
照
。
 

輔
 @
 
 具
長
根
前
掲
論
文
、
金
栄
作
前
掲
 書
 、
 趙
景
達
 前
掲
論
文
 な
ど
を
参
照
。
 

@
 
）
「
東
学
史
」
一
一
 
0
 頁
の
梶
村
秀
樹
に
 
よ
 る
註
を
参
照
。
 

-
 如
 @
 
 具
長
根
前
掲
論
文
参
照
。
 

釜
一
 

「
後
天
聞
 
闇
 」
と
い
う
思
想
は
、
東
学
以
降
の
韓
国
の
新
 
ゐ
 小
我
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
例
え
ば
 

姜
甑
 山
を
始
祖
と
す
る
 甑
 山
教
 系
の
教
団
は
こ
れ
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と
も
 南
 接
の
異
端
性
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
 

ま
た
 南
接
の
 リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
 
全
睦
 準
の
造
語
に
「
寸
心
敬
 天
 」
一
本
来
は
「
寸
心
正
気
」
 -
 と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
 

「
 
守
 、
心
」
と
「
 
敬
 

㏄
 

天
 」
と
い
う
よ
う
に
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
、
前
者
は
東
 
学
 の
本
来
の
教
義
か
ら
遠
く
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
人
 
格
神
 た
る
「
 天
 Ⅱ
 上
 

㈲
 

 
 
 
 

帝
を
敬
す
る
」
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
 自
殊
 で
あ
る
。
と
い
う
の
も
 
、
後
者
を
正
統
派
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
と
「
自
分
の
内
に
あ
 
る
 天
を
敬
す
る
」
と
 

い
う
意
味
に
な
り
、
「
寸
心
敬
六
」
と
い
う
言
葉
は
同
語
反
復
に
 

近
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
 は
趙
景
達
 
前
掲
 註
 

一
 
㏄
 ニ
 冊
立
、
七
五
 ｜
 七
八
頁
、
参
照
。
 

繍
 @
 
 「
東
学
史
」
 二
 0
 頁
 。
 

総
 -
 
会
栄
作
前
掲
 書
 、
二
 0
 
一
｜
二
 0
 三
頁
。
 余
 栄
作
は
「
 儒
 者
の
堕
落
の
原
因
を
儒
教
そ
の
も
の
の
内
在
的
欠
陥
に
見
出
し
た
 
と
こ
ろ
に
、
じ
つ
は
 
東
 

学
の
儒
教
に
対
す
る
本
質
的
な
対
抗
性
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
 
 
 

（
㏄
 一
趙
景
達
 
「
畦
畔
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
明
」
「
 
思
 想
 」
岩
波
書
店
、
八
 
0
 八
号
、
一
九
九
一
年
一
 
0
 同
号
、
一
一
九
 
｜
 
一
二
 0
 頁
 。
 

-
 
研
一
「
大
全
」
「
 鋒
 碑
文
」
。
℡
丈
は
「
 寛
 末
夫
子
二
道
列
一
理
 
所
定
地
 輪
 異
性
 我
 二
道
列
大
同
市
小
異
 
也
 」
。
 

@
-
 

同
上
。
原
文
は
「
仁
義
 禧
智
 先
聖
二
所
教
官
 
心
 正
気
性
 我
 @
Z
 
更
 （
 
疋
 」
。
 

@
-
 

趙
景
達
 前
掲
 註
 -
 
㏄
 -
 論
文
、
一
二
 
0
 頁
 。
 

㊥
 -
 
後
に
問
題
と
な
っ
た
東
学
幹
部
の
親
日
性
の
淵
源
は
 
、
東
 学
 思
想
に
内
在
す
る
ア
ジ
ア
主
義
的
感
性
と
後
天
聞
 
闘
的
 感
性
に
 あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
こ
 

の
こ
と
は
拙
稿
「
「
国
家
」
 
観
 と
「
文
明
」
 
観
｜
 天
道
教
幹
部
「
 

 
 

九
六
年
、
参
照
。
 



先
の
拙
論
に
お
い
て
筆
者
は
、
革
命
期
メ
キ
シ
コ
の
 
カ
 イ
ェ
ス
政
権
 
-
 一
九
二
四
 
｜
 二
八
色
 で
 公
教
育
省
次
官
 と
な
っ
た
プ
レ
ス
ビ
 

テ
リ
ア
ン
信
者
モ
 ノ
 セ
ス
・
サ
エ
ン
ス
を
取
り
上
げ
、
 彼
が
推
進
し
た
教
育
改
革
を
、
メ
キ
シ
コ
の
国
民
統
合
 
策
 、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
 教
 

金
策
と
し
て
の
市
民
宗
教
の
創
造
と
位
置
づ
け
な
が
ら
 、
官
製
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 
信
者
が
寄
与
し
た
一
例
 

を
明
ら
か
に
し
た
。
一
二
 

彼
 以
外
に
も
、
カ
ラ
ン
サ
政
権
 

一
九
一
四
 
｜
二
 0
 年
 ）
で
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
ア
ン
ド
レ
ス
 
・
オ
ス
ー
 ナ
 が
連
邦
国
   

一
間
題
の
所
在
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
官
製
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
体
系
的
に
作
り
出
そ
 う
と
し
た
メ
キ
シ
コ
革
命
政
府
の
中
枢
に
、
数
人
の
プ
ロ
テ
ス
 
タ
ン
ト
信
者
の
姿
が
見
 

出
せ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
自
体
の
 
々
 シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
化
が
あ
っ
た
。
こ
の
い
わ
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 ・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

ほ
 つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
解
 
明
 が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
最
も
高
揚
し
た
革
命
の
建
設
 
期
 に
関
し
て
は
、
 
い
 

ま
だ
本
格
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
 

，
 
」
の
時
期
の
プ
ロ
テ
 ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 の
動
向
を
探
る
の
に
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
 

重
な
る
よ
う
に
し
て
 

刊
行
さ
れ
た
超
教
派
雑
誌
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
は
好
個
の
資
料
 
で
あ
る
。
そ
の
記
事
を
も
と
に
、
革
命
の
進
行
に
お
い
て
プ
ロ
 

-
 
ア
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 

が
 直
面
し
た
様
々
な
問
題
や
、
神
学
的
葛
藤
、
そ
れ
ら
へ
の
 対
 応
を
分
析
し
な
が
ら
、
次
第
に
革
命
政
府
の
全
面
的
支
持
へ
と
 傾
 く
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
 
ム
 、
メ
キ
シ
コ
革
命
、
超
教
派
雑
誌
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
 

メ
キ
シ
コ
革
命
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 

超
教
派
雑
誌
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
 

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

を
 通
し
て
 

大
久
保
 
教
宏
 



公
教
育
局
長
、
 サ
ェ
シ
 ス
の
 弟
 ア
ー
ロ
ン
・
 サ
ェ
シ
 ス
 が
 オ
 フ
 レ
ゴ
ン
政
権
二
九
二
 
0
 ｜
 二
四
色
、
カ
イ
エ
 ス
 政
権
で
外
務
大
臣
、
 

オ
 ル
テ
ィ
ス
・
ル
ビ
オ
政
権
二
九
三
 
0
 ｜
 三
三
ま
で
 

公
教
育
大
臣
等
を
歴
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ラ
ン
サ
 

期
 以
降
は
、
州
知
事
、
 

国
会
議
員
、
メ
キ
シ
コ
国
立
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
 様
 々
 な
 学
校
の
長
、
州
政
府
の
教
育
行
政
官
な
ど
に
も
 
プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
姿
が
 

顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
央
、
地
方
の
 
革
命
政
府
の
中
枢
、
特
に
官
製
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
創
造
 
の
 要
諦
と
な
る
教
育
 行
 

故
 に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
顕
職
に
あ
っ
た
原
因
 を
、
 単
な
る
偶
然
と
す
る
の
で
は
な
く
、
メ
キ
シ
コ
 革
 命
 と
い
う
時
代
状
況
に
 

お
け
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
あ
り
方
か
ら
探
れ
 
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
問
題
関
心
で
 
あ
る
。
 

そ
こ
で
注
目
し
て
い
る
点
は
、
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
 
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
倒
で
 あ
る
。
周
知
の
よ
う
 

に
、
旧
 ス
ペ
イ
ン
植
民
地
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
で
は
、
 カ
 ト
リ
ッ
ク
教
会
が
宗
教
制
度
と
し
て
支
配
的
な
影
響
力
 
を
行
使
し
、
一
九
世
紀
 

末
の
 
「
近
代
化
の
時
代
」
に
よ
う
や
く
メ
キ
シ
コ
の
 地
 を
 踏
ん
だ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
「
先
進
文
明
 
の
 保
持
者
」
と
さ
れ
な
 

が
ら
も
、
「
外
来
」
、
「
後
発
」
の
宗
教
で
し
か
な
く
、
お
 
よ
そ
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
縁
遠
い
存
在
に
見
え
る
 

メ
キ
シ
コ
 

革
命
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
積
極
的
な
 役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
そ
の
「
近
代
的
側
面
」
 
や
 
「
外
来
性
」
の
み
を
 見
 

て
い
た
の
で
は
十
分
に
理
解
し
え
な
い
。
メ
キ
シ
コ
 史
 上
 最
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
た
時
代
と
し
て
 
メ
 キ
シ
コ
革
命
が
捉
え
る
 

れ
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
に
関
わ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
 
イ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
は
 重
要
な
論
点
な
の
で
あ
 

る
 。
 

し
か
し
、
こ
こ
で
 ゅ
里
 
思
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
占
は
 、
 メ
キ
シ
コ
革
命
が
長
期
間
に
わ
た
る
革
命
で
あ
り
、
 革
 命
期
全
体
を
通
し
て
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
 
常
に
一
定
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

一
 般
 的
に
メ
キ
シ
コ
 革
ム
叩
 

は
 、
カ
ラ
ン
サ
政
権
に
よ
っ
て
革
命
憲
法
が
発
布
さ
れ
 た
 一
九
一
 セ
 年
を
境
に
、
そ
れ
以
前
を
動
乱
 期
 、
以
後
 を
 建
設
 期
 と
分
け
る
こ
   



     
  

 
 
 

 
 ム

コ
 

口
 

革
 

  」
 ,
 
ノ
ヰ
 
-
 
。
 

る
 官
制
 

グ
ン
 千
 

ど
む
ナ
 

と
が
で
き
る
が
、
こ
の
時
期
区
分
は
こ
こ
で
も
有
効
で
 あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
捉
え
ら
れ
る
現
象
 
は
 、
政
府
、
特
に
公
教
 

盲
管
が
中
心
と
な
り
、
官
製
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
創
造
 
を
体
系
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
た
建
設
 期
の
 カ
ラ
ン
サ
 政
権
、
オ
フ
レ
コ
ン
 政
 

権
 、
カ
イ
ェ
ス
政
権
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
ま
さ
に
 
こ
の
三
代
の
大
統
領
の
も
と
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
 が
 政
府
の
要
職
に
あ
っ
 

た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
 

で
は
、
革
命
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
こ
の
よ
 う
な
関
係
は
、
な
ぜ
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
そ
 も
そ
も
革
命
側
か
ら
 

の
 要
請
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
関
係
は
成
り
立
ち
え
な
か
 
っ
 た
で
あ
ろ
う
。
国
民
国
家
建
設
を
目
指
す
革
命
政
府
 は
 、
国
民
全
体
の
生
活
 

水
準
向
上
や
文
化
的
均
質
化
、
革
命
精
神
や
愛
国
心
の
 普
及
を
目
的
と
し
た
教
育
体
制
の
整
備
を
急
務
と
し
、
 
こ
の
作
業
を
託
す
べ
き
 

勢
力
を
求
め
て
い
た
。
革
命
以
前
の
メ
キ
シ
コ
に
お
い
 
て
 教
育
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
勢
力
と
し
て
は
 

ヵ
ノ
 
教
ム
立
し
Ⅰ
 

実
証
正
義
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
メ
キ
シ
コ
 
革
 命
 と
は
そ
れ
ら
の
打
倒
を
目
指
し
た
革
命
で
あ
っ
た
。
 
よ
っ
て
、
革
命
政
府
が
 

新
た
に
必
要
と
し
た
勢
力
は
、
旧
来
の
二
大
勢
力
に
対
 
抗
し
て
教
育
体
制
を
整
備
す
る
だ
け
の
能
力
を
有
す
る
 
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
 

し
か
し
、
必
要
条
件
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
国
民
国
 家
 建
設
の
た
め
に
尽
力
す
る
意
思
が
そ
の
勢
力
に
な
 
け
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
れ
ら
の
条
件
の
う
ち
教
育
能
力
の
点
に
関
し
て
は
、
 革
命
以
前
か
ら
す
で
に
メ
キ
シ
コ
の
教
育
領
域
に
一
定
 
の
場
を
占
め
て
い
た
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
が
 
-
2
-
 

、
 有
力
な
選
択
肢
と
し
て
 
政
府
の
目
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
 
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
 

穐
 ち
び
あ
る
意
思
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
 。
革
命
政
府
主
導
の
教
育
体
制
整
備
の
背
後
に
は
、
 
国
 民
国
家
建
設
を
意
図
す
 

%
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、
プ
ロ
 
-
 
ア
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 が
進
ん
で
そ
の
作
業
に
加
わ
る
こ
 と
は
、
プ
ロ
テ
ス
 

ズ
ム
 が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
是
認
し
た
こ
と
に
な
る
 。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
原
理
士
容
易
な
こ
と
で
は
な
 
ぃ
 は
ず
だ
。
こ
れ
 

，
た
め
に
は
、
世
界
宗
教
と
し
て
の
「
普
遍
主
義
」
を
 脇
 に
 置
き
、
万
人
の
救
済
や
天
上
に
求
め
て
い
た
神
の
 国
 と
あ
る
部
分
子
   



こ
の
こ
 

大
勢
力
、
 

ン
テ
ィ
ズ
 

な
い
 0
 こ
 

覆
い
隠
し
 

し
か
し
 

一
度
問
う
 

あ
ろ
う
。
 

中
に
生
き
 

同
様
の
 

で
問
題
と
 

の
い
わ
ば
 

か
な
う
こ
 

り
 、
メ
キ
 と

に
つ
い
て
は
、
政
治
戦
略
上
の
土
日
恵
決
定
が
な
さ
れ
 た
 結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
ま
ず
可
能
で
あ
ろ
う
 
。
旧
来
の
 一
 

特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
抑
え
て
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
 
影
響
力
あ
る
宗
教
集
団
と
し
て
の
地
位
を
得
る
こ
と
が
 
プ
ロ
テ
ス
タ
 

ム
 0
 宿
願
で
あ
っ
た
な
ら
、
革
命
政
府
か
ら
の
招
き
は
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て
絶
好
の
機
会
で
あ
 
っ
 た
に
違
い
 

の
よ
う
な
政
治
的
根
拠
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
 
昔
笛
心
 
決
定
に
際
し
て
の
重
要
な
基
準
と
な
り
、
時
に
神
 
学
的
葛
藤
を
 

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
単
な
る
政
治
団
体
で
は
 
な
い
か
ら
に
は
、
意
思
決
定
に
際
し
て
の
神
学
的
根
拠
 
ほ
 つ
い
て
 今
 

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
宗
教
は
何
ら
か
の
政
治
的
、
社
 全
的
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
神
学
的
葛
藤
に
陥
る
こ
 
と
は
頻
繁
で
 

だ
が
、
そ
の
葛
藤
に
は
や
が
て
何
ら
か
の
神
学
的
な
解
 
決
 が
与
え
ら
れ
、
諸
問
題
へ
の
対
処
方
法
が
提
供
さ
れ
 
る
 。
歴
史
の
 

る
 宗
教
は
こ
の
よ
う
な
葛
藤
、
解
決
を
繰
り
返
し
な
が
 
ら
 、
神
字
的
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
に
相
違
な
い
。
 

経
過
を
た
ど
り
な
が
ら
、
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
テ
ィ
ズ
 ム
 も
何
ら
か
の
変
化
を
遂
げ
て
き
た
は
ず
で
あ
 
る
が
、
こ
こ
 

す
る
そ
の
変
化
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
 
い
て
メ
キ
シ
コ
国
民
形
成
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
 
で
あ
る
。
 こ
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
は
 
、
メ
 キ
シ
コ
国
民
の
救
済
や
理
想
の
メ
キ
シ
コ
社
会
建
設
 
こ
 そ
が
神
意
に
 

と
で
あ
る
と
す
る
新
た
な
神
学
的
解
釈
を
生
じ
さ
せ
た
 
。
こ
の
変
化
は
、
一
時
的
な
政
治
的
選
択
に
よ
る
も
 
の
と
い
う
よ
 

シ
コ
伝
播
以
降
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
徐
々
に
 
遂
げ
て
き
た
神
学
的
強
調
点
の
推
移
に
よ
る
も
の
で
 
あ
る
。
そ
し
 

国 字 盾 
家 的 す   
設 藤 メ 

め が キ 
ィ 早 生 シ 

業 じ コ 
へ な 国 

と い 民 
参 訳 の 

加 は 救 
す な 済 
る い や       
居、 こ こ 

を の の 
回 よ 世 
め ぅ 的 
る な な 
こ 葛 煮 

と 藤 味 
が な で 

で 抱 の 
き え 善 
た な き 

の が 社 
で ら 会 
あ 、 の   
か シ を 

。 コ も 

0 弾 
プ 調 
ロ し 

テ て   
タ か 
ン な 

テ け   
ズ は   
ム な 
は ら 

い な   @ 
し @ 」 

て こ 

回 に 

氏 神 

  



 
 

 
 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
言
葉
を
引
き
出
す
の
が
こ
こ
 
で
の
上
作
業
と
な
る
。
が
 、
 

 
 
 
 
 
  
 

革
コ
 

そ
の
一
別
に
、
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
 

の
 
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
 ナ
 シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
前
史
に
つ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

テ
ス
タ
ン
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
発
展
の
準
備
段
階
と
 言
え
る
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
 絶
 頂
 へ
と
至
る
建
設
 
期
に
 

 
 

パ
 

彼
ら
の
研
究
が
及
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

ロ
タ
ン
ト
超
教
派
雑
誌
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
 
い
 ～
 

 
 

寒
ミ
 き
 
9
 み
 ～
 ぎ
 で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
研
 

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 が
直
面
し
た
諸
問
題
、
神
学
的
 葛
 究

 の
 姐
 上
に
載
せ
ら
れ
た
こ
 

藤
を
分
析
し
な
が
ら
、
つ
い
 

 
 

に
は
革
命
政
府
の
ほ
ぼ
全
面
的
支
持
へ
と
至
る
 プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
遷
を
明
ら
か
 に
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
に
 

 
 

お
い
て
好
個
の
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
 
こ
の
時
期
に
重
な
る
よ
う
に
、
一
九
一
九
年
か
ら
二
九
 年
 ま
で
出
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
 

 
 

 
 

て
 、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
 プ
 
 
 

的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
 
問
 ,
 
つ
 

問
題
に
直
面
し
、
ど
の
よ
う
な
葛
藤
に
陥
り
、
そ
れ
に
 
対
 

リ
ズ
ム
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
メ
キ
シ
コ
革
命
の
関
係
に
 

-
3
 
一
 

っ
て
精
微
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
 @
@
 

@
 
了
巳
 

は
な
い
が
、
先
の
間
い
に
解
答
を
出
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
 
@
 

 
 

ボ
 テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 は
革
命
政
府
主
導
の
国
民
国
家
 建
 設
の
作
業
に
も
積
極
 

べ
き
点
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
メ
キ
シ
コ
に
 
お
い
て
ど
の
よ
う
な
 

し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
た
か
、
そ
の
結
果
、
 
い
 か
に
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
 

つ
い
て
は
、
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
 と
い
 う
 二
人
の
先
学
に
よ
 

い
ず
れ
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
中
心
的
テ
ー
マ
 と
し
 て
 扱
っ
て
い
る
訳
で
 

は
な
り
う
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
解
答
 
は
 十
分
と
は
舌
口
え
な
 

｜
 ル
ド
ウ
ィ
ン
は
革
命
の
動
乱
 期
 に
関
心
の
比
重
が
あ
 り
 、
い
ず
れ
も
プ
ロ
 



し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
 
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
非
常
に
詳
細
な
跡
付
け
を
し
て
い
る
 。
ご
く
単
純
化
し
て
 言
 

え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
 
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
本
格
的
な
宣
教
を
開
始
し
た
の
は
   

ド
 ・
 デ
 ・
 テ
ハ
 ー
 ダ
 政
権
二
八
七
二
１
 %
 八
缶
が
米
国
 系
 宣
教
会
を
招
 跨
し
 、
近
代
化
の
推
進
と
反
カ
ト
リ
 
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
 

｜
的
 供
給
源
と
し
て
の
役
割
を
託
し
た
こ
と
に
よ
る
。
 
こ
の
と
き
か
ら
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
 ズ
ム
 に
と
っ
て
重
要
な
 

庇
護
者
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
次
の
大
統
領
デ
ィ
ア
ス
 
の
時
代
二
八
七
六
 ｜
 一
九
一
一
先
に
お
い
て
も
基
本
 的
に
継
承
さ
れ
た
。
 だ
 

が
 、
デ
ィ
ア
ス
は
そ
の
長
い
治
世
に
お
い
て
、
リ
ベ
ラ
 リ
ズ
ム
を
体
制
維
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
変
質
さ
せ
 
た
 。
そ
れ
が
典
型
的
に
 

表
現
さ
れ
た
も
の
が
、
実
証
正
義
者
の
献
策
に
よ
る
 
カ
 ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
「
和
解
政
策
」
で
あ
る
。
 
レ
ル
ド
 や
そ
の
前
任
者
フ
ァ
ン
 

ス
 0
 流
れ
を
汲
む
者
た
ち
は
、
デ
ィ
ア
ス
の
政
策
を
 
リ
 べ
 ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
裏
切
り
と
捉
え
、
反
体
制
活
動
 を
 始
め
る
。
国
家
の
優
 

先
 約
 庇
護
を
失
い
、
「
和
解
政
策
」
に
失
望
し
た
プ
ロ
 -
 
ア
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 も
、
反
体
制
派
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
 
と
 行
動
を
と
も
に
し
た
。
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
自
ら
の
闘
争
を
、
ス
ペ
イ
 
ン
 か
ら
の
独
立
、
一
八
五
 セ
年
 自
由
主
義
憲
法
、
フ
 ァ
 レ
ス
、
 レ
ル
ド
と
 続
く
 

「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
歴
史
」
に
お
け
る
闘
い
と
し
て
 位
 置
 づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
自
ら
の
 存
在
の
正
統
性
と
、
 カ
 

 
 

ト
リ
ッ
ク
教
会
攻
撃
の
根
拠
と
し
た
。
 

バ
ス
テ
ィ
ア
ン
は
こ
れ
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
 
三
 @
 
ロ
 
葉
 で
は
表
現
し
て
い
な
い
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
 ナ
 シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
発
展
 

の
 布
石
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
見
て
い
る
 。
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
で
は
、
独
立
記
念
日
や
対
 仏
 戦
争
勝
利
記
念
日
が
 ク
 

メ 

キ 
シ 
  
@ 」 

お 
  
る 
プ 
  
テ 
ス 

タ 

ン   
  
  
ズ 
ム 

  
起 
源 

及 
び 
  
期 
  

歴史 

@@ 了ひ @ 

メ 

キ 
ソ 
  

  
べ   
  
  
ズ 
ム 

と 

の関 

係 
を 

抜 
き 

@ 

(472)  
 

 
 

二
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 
一
 明
史
 



 
 

 
 

 
  

 
 
  

 
    

の
 政
府
へ
の
信
頼
に
も
大
き
な
揺
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
 
こ
の
時
期
を
扱
っ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
る
重
要
な
 指
摘
は
、
メ
キ
シ
コ
の
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
担
い
手
を
米
国
人
宣
教
師
 
と
 メ
キ
シ
コ
八
教
会
指
導
者
と
に
分
け
、
両
者
の
間
で
 意
見
の
不
一
致
が
生
じ
 

た
こ
と
で
あ
る
。
革
命
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
と
 
ぃ
 ぅ
 点
で
は
両
者
の
態
度
は
一
致
し
て
い
る
が
、
メ
キ
シ
 
コ
大
 指
導
者
が
積
極
的
 

な
行
動
に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
宣
教
師
 

は
 従
来
の
非
政
治
的
態
度
を
取
っ
た
。
彼
ら
が
明
ら
か
 

」
。
こ
の
 ょ
う
 な
態
度
を
公
に
示
し
た
こ
と
の
理
由
は
 、
 

は
，
 
」
れ
に
 焉
曙
 し
た
。
「
多
く
の
外
国
人
宣
教
師
は
 て
 

に
 て
 デ
ー
 ロ
 に
好
意
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
直
接
的
 

宣
教
師
自
身
が
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
報
復
 デ

ー
ロ
革
命
に
お
い
て
 

な
行
為
に
は
出
な
か
っ
 

を
 恐
れ
た
こ
と
、
神
学
 

-
6
-
 

」
政
治
を
混
同
す
る
，
」
と
に
拒
否
的
な
態
度
が
あ
っ
た
 
@
 
」
と
、
社
会
の
秩
序
を
乱
し
た
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
 
る
 」
。
さ
ら
に
ボ
ー
ル
   

  
存
在
を
体
制
 側
 へ
と
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
と
は
 い
 え
 、
革
命
の
初
期
は
、
徹
底
し
た
革
命
遂
行
に
 
蓬
逃
 す
 る
マ
 デ
ー
ロ
政
権
 
二
 

九
一
一
 ｜
一
 三
笠
に
対
す
る
各
勢
力
か
ら
の
攻
撃
、
 
及
 び
 反
革
命
の
勃
発
に
象
徴
さ
れ
る
動
乱
 期
 で
あ
り
、
 
プ
 
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 

  ム コ ラ さ 

と な に れ リ 

革 ム 
め る メ る ス 

  共 も キ カ マ 
@ 
よ 三 闘のシ で」コリ トス ヤ 
る   
教ム 反体 っと た 両ロ押ス プク @ 

。 か テ 父 タ 

コの 制派     せ タ ラ と 

べ 致 る ン ス 同 
小中 テ   様 
学 ィ カ に 

的 ズ サ 祝 
変 ム ス わ   化 を や れ 

干リ と 

  
美 音 ダ ； 
一 遍 ル ル 
歩 主 ゴ ヴ   

を 義 （ ィ 

踏 」 ノ ン 

み や キ や 
出 プ シ ゥ   さ ロ コ ェ 

、 ノ 世 
テ 界   
イ 目 の タ 運 l 

  ト小 りも 。Ⅹヰリ ノン手 ニ、 。 ノイ 動ハり指 

治 
  
ス   @ こ 一 フ 

テ 

  
タ リズム ンが分 「正統」 ついて 

ス 

を 

大 
き 

  

変え   
た べ 「   」 

ラ メ こ と 

在 リ キ の 見 
野 ズ シ よ な 



ド
ウ
ィ
ン
は
、
両
者
の
決
裂
を
決
定
づ
け
た
も
の
と
し
 
て
 、
一
九
一
四
年
に
メ
キ
シ
コ
宣
教
に
関
し
て
米
国
 
シ
 ン
シ
ナ
 
テ
ィ
で
開
催
さ
 

れ
た
会
議
を
指
摘
す
る
。
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
で
採
択
さ
れ
 た
 プ
ラ
ン
が
メ
キ
シ
コ
 大
 指
導
者
に
何
の
打
診
も
な
く
 決
め
ら
れ
た
こ
と
に
 反
 

発
 が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
宣
教
師
が
会
議
に
出
席
す
 
る
た
め
に
不
在
の
間
、
メ
キ
シ
コ
人
が
教
会
、
学
校
 
等
 の
一
切
を
取
り
仕
切
 

-
J
-
 

り
 、
自
信
を
深
め
た
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
両
者
の
態
度
の
ず
れ
は
、
世
界
規
模
で
の
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
動
向
に
も
関
連
さ
せ
て
 
説
 明
 で
き
る
と
筆
者
は
 

考
え
る
。
そ
れ
は
パ
ン
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
 と
 ナ
シ
ョ
ナ
 リ
ズ
ム
と
の
対
立
と
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
発
端
 
は
 
一
九
一
 0
 年
に
英
国
 

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
開
か
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
の
 世
界
宣
教
会
議
に
あ
る
。
こ
の
会
議
で
は
ラ
テ
ン
ア
メ
 
リ
カ
 が
す
で
に
キ
リ
ス
 

ト
 教
化
し
て
い
る
と
の
理
由
で
宣
教
地
か
ら
外
さ
れ
る
 
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
納
得
が
い
か
な
 
い
 ア
メ
リ
カ
大
陸
の
 プ
 

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
教
会
を
排
除
 し
て
独
自
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
宣
教
の
た
め
の
会
議
を
 
開
く
よ
う
に
な
る
。
 

シ
 

ン
シ
ナ
 
テ
ィ
会
議
も
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
開
催
さ
 れ
た
。
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
教
会
の
排
除
は
、
当
時
の
米
国
の
国
是
 と
も
一
致
し
て
、
米
国
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
会
の
 中
に
古
木
 教
版
 パ
ン
ア
 

メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
れ
が
具
現
化
し
た
 も
の
が
、
一
九
一
六
年
に
パ
ナ
マ
運
河
地
帯
で
開
催
さ
 
れ
た
超
教
派
の
ラ
テ
ン
 

・
キ
リ
ス
ト
教
活
動
会
議
 れ
 0
 コ
 窩
の
 

s
s
o
 

コ
れ
 プ
 「
 @
 
若
田
コ
ミ
 0
 吏
ぎ
 Ⅰ
 注
 ぎ
ト
ヨ
 培
は
 ㏄
で
あ
っ
た
。
 
こ
 の
会
議
で
ほ
ラ
テ
ン
ア
 

メ
リ
カ
に
お
い
て
い
か
に
体
系
的
に
宣
教
を
行
う
か
が
 議
論
さ
れ
、
宣
教
地
の
割
り
振
り
や
、
合
同
の
図
書
館
 
、
大
学
、
出
版
社
の
 設
 

立
な
ど
が
決
議
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
 は
 ラ
テ
ン
ア
メ
リ
 力
 め
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
パ
ン
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
 
ム
と
 教
会
一
致
運
動
と
 

-
@
-
 

い
う
 新
し
い
二
つ
の
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
た
点
で
重
要
 
で
あ
っ
た
。
 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
つ
の
意
識
は
そ
の
後
の
展
開
に
お
 
い
て
 相
 矛
盾
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
す
で
に
示
唆
 
し
た
よ
 う
 に
、
そ
の
 

  



メキ ソコ 革命と プロ テスタント   ナショナリズム 

運 勢 た 
動 力   
は な っ 

、 一 ま り 体化多く 、 
の さ メ 

宣 せ⑨ キ 
教 、 シ 

コ大 自 が 市 革命 

支 の 指 
持 社 導 
す 会 者 
る 建 が 
パ 段 車 
ン に 要 

ア 参 視     
カ て こ 
ニ い と 

ズ く は 
ム こ 、 
よ と 国 
り で 外 
は あ の 
" つ 教 ム % し二 官 一教 た 

会 メ の 
か キ 協 
ら シ カ 
ォ虫 コ ム 

立 人 り 

しキ旨 、 導 も 、 
現 者 メ 

地 に キ 
化 よ シ 
し っ コ 

た て 国 

プ 唯 円 
ロ 進 の 
テ さ プ 
ス れ ロ 

タ た テ   
毅 一   
合 致 ト 

  

原
因
は
各
地
の
教
会
の
主
導
権
が
徐
々
に
現
地
人
の
手
 
に
 移
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
筆
者
は
こ
こ
で
世
代
の
 
問
題
を
指
摘
し
た
い
。
 

メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
は
、
宣
教
会
の
メ
キ
シ
コ
入
り
当
 初
に
改
宗
し
た
メ
キ
シ
コ
入
信
者
を
第
一
世
代
と
す
る
 
な
ら
、
そ
の
子
供
た
ち
 

の
 第
二
世
代
が
宣
教
師
に
代
わ
っ
て
メ
キ
シ
コ
の
教
会
 を
 指
導
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
オ
ス
ー
ナ
、
 
サ
エ
 シ
 ス
ら
も
属
す
る
第
二
 

世
代
は
、
幼
少
時
よ
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
や
字
 校
 に
通
い
、
両
親
が
属
す
る
社
会
階
層
の
割
に
は
高
度
 の
 教
育
を
受
け
、
教
会
 

か
ら
米
国
留
学
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
 
よ
り
安
定
し
た
職
業
、
た
と
え
ば
、
教
師
、
公
務
員
 
、
医
師
、
 ム
ガ
護
 
士
、
技
 

師
 、
鉄
道
員
、
企
業
の
事
務
員
、
商
人
と
い
つ
た
新
興
 中
間
層
の
職
に
就
い
て
い
た
。
彼
ら
は
こ
の
社
会
的
上
 
昇
が
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
 

イ
ズ
ム
、
特
に
そ
の
教
育
の
恩
恵
で
あ
る
こ
と
を
身
を
 以
て
知
っ
て
お
り
、
社
会
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
プ
ロ
 
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 の
 

役
割
に
強
い
信
頼
感
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 彼
ら
が
受
け
た
教
育
も
、
職
業
教
育
の
他
に
は
将
来
 
プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
 

責
任
を
担
っ
て
い
く
た
め
の
神
学
・
師
範
教
育
が
王
で
 
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
が
メ
キ
シ
コ
の
教
会
を
指
導
 
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
 

は
宣
教
師
の
思
惑
通
り
で
も
あ
っ
た
。
 

革
命
の
一
翼
を
担
っ
た
中
間
層
に
と
っ
て
は
、
新
し
い
 社
会
建
設
の
作
業
に
い
か
に
参
加
し
て
い
く
か
が
大
き
 
な
 関
心
事
で
あ
っ
た
 

が
 、
中
間
層
の
出
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
 人
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 ト
 指
導
者
も
当
然
こ
の
問
題
に
は
大
き
な
関
心
が
あ
り
 
、
自
分
た
ち
が
求
め
る
 

理
想
の
メ
キ
シ
コ
社
会
像
を
描
き
出
し
、
そ
れ
を
革
命
 政
府
に
反
映
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
パ
ナ
マ
会
議
 
に
 始
ま
る
教
会
一
致
運
 

勤
 は
、
そ
れ
ま
で
分
裂
し
て
い
た
各
教
派
の
声
を
ま
と
 め
 、
革
命
政
府
に
効
果
的
に
影
響
を
及
 は
 す
た
め
に
 有
 効
 で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 



す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
 
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 に
ど
の
よ
う
な
意
見
が
広
く
共
有
さ
れ
て
 い
た
か
を
知
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
 

第
二
に
、
出
版
元
社
主
に
オ
ス
ー
ナ
、
初
代
編
集
長
に
 
モ
イ
 セ
ス
・
サ
エ
ン
ス
が
就
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 実
際
に
革
命
政
府
の
 

要
職
に
就
い
た
彼
ら
の
思
想
的
苗
床
と
し
て
こ
の
雑
誌
 
を
 位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
 
、
オ
ス
ー
 ナ
や
サ
ェ
ン
 

一
九
一
九
年
 セ
月
 、
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
が
創
刊
さ
れ
 た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
教
会
の
一
致
及
び
現
地
化
、
 
政
府
と
の
協
力
姿
勢
 

が
 強
ま
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
 
ま
さ
に
絶
頂
へ
と
向
か
う
途
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
 
。
こ
こ
で
こ
の
雑
誌
を
 

取
り
上
げ
る
意
義
は
二
点
あ
る
。
第
一
に
 、
 多
く
の
 プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
派
が
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
を
共
通
 
の
 機
関
誌
と
し
た
点
で
 

あ
る
。
そ
れ
ま
で
各
教
派
が
個
別
に
出
し
て
い
た
雑
誌
 
、
た
と
え
ば
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
「
キ
リ
ス
ト
教
弁
護
士
 
」
 由
 ～
 卜
ぎ
呵
 ぬ
も
 
0
 
 
の
ま
げ
 

 
 

～
 
ぎ
 n
o
 、
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
の
「
 灯
 ム
ロ
」
 
ミ
カ
ぬ
べ
 0
 は
 、
協
定
に
よ
り
出
版
を
停
止
し
た
。
諸
教
派
が
参
加
 
し
た
こ
の
雑
誌
を
分
析
 

コ
 教
会
の
正
式
な
独
立
ま
で
に
は
さ
ら
に
歳
月
を
要
し
 
た
が
、
メ
キ
シ
コ
で
の
活
動
の
第
一
線
は
、
宣
教
師
か
 
ら
 メ
キ
シ
コ
 
大
 指
導
者
 

 
 

へ
と
確
実
に
移
譲
さ
れ
て
い
っ
た
。
 

の
形
成
一
こ
れ
を
彼
ら
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
 呼
 ん
だ
 ）
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
 

時
を
同
じ
く
し
て
反
革
命
政
府
を
倒
し
た
カ
ラ
ン
サ
が
 
政
権
に
就
き
、
そ
の
散
ム
 見
 行
政
の
事
実
上
の
第
二
位
の
 要
職
に
オ
ス
ー
 ナ
 が
 

就
任
し
、
政
府
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
要
請
や
 
技
術
を
直
接
送
り
込
む
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
で
き
た
こ
と
 
は
 、
メ
キ
シ
コ
 人
 プ
ロ
 

テ
ス
タ
ン
ト
指
導
者
の
革
命
参
加
、
国
民
国
家
建
設
 参
 加
の
意
識
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
 
大
 指
 導
者
の
カ
ラ
ン
サ
支
持
 

の
 態
度
が
強
力
で
あ
る
と
悟
っ
た
宣
教
師
は
、
「
結
局
、
 メ
キ
シ
コ
人
牧
師
の
自
立
志
向
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
へ
の
傾
倒
を
認
め
、
 メ
 

 
 

キ
シ
コ
宣
教
と
カ
ラ
ン
サ
政
府
を
助
け
る
た
め
の
別
の
 
努
力
「
た
と
え
ば
、
米
国
で
の
ロ
ビ
ー
活
動
口
を
進
 
め
て
い
っ
た
」
。
メ
キ
シ
   



メキシコ革命と プ ロ テ苫 タント ・ ナツヨ ナリズム 

口
 

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
遷
 

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
は
一
号
二
四
頁
、
大
小
約
三
 0
 の
 記
事
を
掲
載
す
る
週
刊
誌
と
し
て
出
発
し
た
。
内
容
 
的
に
は
、
政
治
・
 社
 

会
 問
題
ば
か
り
で
な
く
、
教
義
や
信
仰
問
題
を
扱
っ
た
 
記
事
、
各
地
の
教
会
や
団
体
か
ら
の
報
告
な
ど
も
 
重
 要
 な
部
分
を
占
め
て
い
 

  

ト
教
 世
界
」
な
の
だ
。
 

次
項
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
で
特
に
関
心
が
一
口
 

日
 か
っ
た
教
育
問
題
を
中
心
に
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
 
に
 掲
載
さ
れ
た
有
名
、
 

無
名
の
執
筆
者
に
よ
る
記
事
を
 い
 く
 っ
か
 取
り
上
げ
て
 分
析
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 
展
 開
を
明
ら
か
に
し
て
い
 

 
 

ス
の
 記
事
は
少
な
く
、
大
部
分
は
「
無
名
信
者
」
の
 筆
 に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
。
 

ロ
 一
こ
の
こ
と
は
、
政
府
高
官
と
し
 
て
 諸
改
革
を
実
行
 

オ
ス
ー
 ナ
や
サ
ェ
シ
 ス
が
、
多
数
の
信
者
の
意
見
を
代
 表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
も
う
一
つ
の
顔
を
浮
 
か
び
上
が
ら
せ
る
 

が
 、
こ
れ
ら
の
信
者
は
「
無
名
」
と
は
言
え
、
教
会
内
 
部
 で
は
教
会
の
一
致
や
現
地
化
、
政
府
と
の
協
力
を
 
推
進
し
た
指
導
者
 

る
 。
政
府
高
官
で
も
あ
る
オ
ス
ー
 ナ
や
サ
ェ
シ
 ス
を
 こ
 の
 雑
誌
の
運
営
、
編
集
の
中
小
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
 政
府
と
の
パ
イ
プ
 

ン
 を
よ
り
堅
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
教
会
指
導
者
 た
ち
の
戦
略
的
意
図
が
、
そ
こ
に
は
窺
え
る
。
つ
ま
り
 
、
教
会
指
導
者
た
 

政
治
参
加
、
社
会
建
設
参
加
へ
の
希
求
が
 、
 「
キ
リ
ス
 ト
 救
世
界
」
発
刊
の
動
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
実
際
、
 
政
治
・
社
会
問
題
 

関
心
が
こ
の
雑
誌
に
は
溢
れ
、
聖
書
研
究
、
説
教
案
、
 教
義
解
説
と
い
っ
た
従
来
の
教
派
別
雑
誌
が
中
心
に
据
 
え
て
い
た
テ
ー
マ
 

駕
し
て
い
る
。
彼
ら
は
メ
キ
シ
コ
の
政
治
的
、
社
会
的
 状
況
に
敏
感
に
反
応
し
な
が
ら
、
国
全
体
の
ナ
シ
ョ
ナ
 
リ
ズ
ム
の
趨
勢
に
 

し
た
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
作
り
土
 げ
て
い
っ
た
が
、
恐
ら
く
そ
れ
が
最
も
明
瞭
に
文
字
化
 
さ
れ
た
場
が
「
 キ
 リ 呼 を へ ち う で 。 し 
ス 応 援 の の イ あ だ た 



葉
長
 サ
ェ
シ
 ス
の
言
葉
が
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
が
 持
つ
社
会
性
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
 

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
の
執
筆
者
た
ち
が
メ
キ
シ
コ
仕
ム
 
ム
め
 諸
問
題
の
解
決
の
た
め
に
提
示
す
る
方
策
は
 
、
専
 ら
 教
育
に
関
連
し
 

い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
原
因
も
教
育
に
 よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
る
場
合
が
 
多
 い
 。
彼
ら
が
頻
繁
 

提
示
す
る
そ
の
原
因
と
は
、
一
口
で
言
え
ば
メ
キ
シ
コ
 
の
 「
非
文
明
性
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
 牧
師
 エ
ピ
グ
メ
 ニ
オ
 

べ
 ラ
ス
コ
は
、
「
非
識
字
と
無
知
と
が
我
々
の
民
に
蔓
延
 し
て
い
る
。
 ロ
 ・
・
 

U
 文
明
的
な
生
活
に
参
加
す
る
こ
と
 は
 彼
ら
に
と
っ
て
 何
 

重
要
で
は
な
く
、
隅
に
押
し
や
ら
れ
な
が
ら
、
か
な
り
 
の
数
の
無
知
な
る
者
が
、
祖
国
の
進
歩
を
助
け
る
ど
こ
 
ろ
か
、
国
民
の
重
荷
 

 
 

な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
無
知
の
ゆ
え
に
 
メ
キ
 シ
コ
人
は
豊
か
な
資
源
を
使
う
術
を
知
ら
ず
、
外
国
人
 
の
 搾
取
を
受
け
る
。
 こ と ら ・ に て 

る
 。
ま
た
、
イ
ー
ス
タ
ー
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
母
の
日
 
な
 ど
に
は
特
集
号
が
組
ま
れ
る
。
独
立
記
念
日
の
よ
う
な
 
「
国
民
的
行
事
」
の
 
際
 

に
も
、
こ
れ
を
記
念
す
る
記
事
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
 
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
英
雄
た
ち
の
肖
像
が
表
紙
を
飾
る
こ
 
と
も
珍
し
く
な
 

し
か
し
、
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 は
、
 単
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
歴
史
の
称
賛
に
の
み
現
れ
 
る
も
の
で
は
な
い
。
 

む
し
ろ
そ
れ
は
、
メ
キ
シ
コ
国
民
を
い
か
に
作
り
上
げ
 
て
い
く
か
と
い
う
未
来
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
る
。
 記
 事
の
執
筆
者
た
ち
は
 メ
 

キ
シ
コ
社
会
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
を
指
摘
、
分
析
し
 
、
政
府
の
施
策
へ
の
批
判
も
厭
わ
ず
、
問
題
解
決
の
た
 
め
の
独
自
の
社
会
 像
を
 

提
示
す
る
。
そ
こ
に
は
頻
繁
に
 、
 「
メ
キ
シ
コ
の
た
め
 
に
 」
、
「
国
民
の
た
め
に
」
と
い
う
舌
口
説
が
見
出
せ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
「
社
会
性
」
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 が
 メ
キ
シ
コ
入
り
し
た
当
初
の
個
人
主
義
や
来
世
志
向
 
と
は
明
ら
か
に
異
な
 

る
 。
「
我
々
は
セ
ク
ト
主
義
者
で
は
な
い
。
我
々
は
 戦
 闘
の
教
会
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
 
い
 。
闘
う
た
め
、
教
義
 

を
 広
め
る
た
め
、
信
者
を
得
る
た
め
に
野
に
出
る
。
 
こ
 の
こ
と
を
な
す
の
は
、
人
々
が
キ
リ
ス
ト
を
救
世
主
と
 
し
て
認
め
る
必
要
が
あ
 

る
と
我
々
が
信
じ
て
お
り
、
ま
た
熱
意
の
な
い
美
徳
は
 
あ
り
え
な
い
と
の
確
証
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
 

@
@
-
 
 

五
 
-
@
 
 
Ⅱ
台
 

リ
 @
 号
 に
記
さ
れ
た
初
代
 編
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の
 多
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
 
質
 に
あ
る
。
こ
の
質
を
決
め
る
の
が
人
生
の
準
備
段
階
に
 あ
る
子
供
や
若
者
に
施
 

 
 

さ
れ
る
教
育
で
あ
る
」
と
し
、
教
育
の
重
要
性
を
強
調
 
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
「
文
明
 対
 無
知
」
の
図
式
は
 、
 多
く
の
 プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
論
者
が
好
ん
で
使
っ
て
い
る
。
「
文
明
 の
 使
者
」
と
し
て
の
 

自
負
が
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
メ
キ
シ
コ
に
 
お
け
る
活
動
の
正
当
化
に
有
効
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
 
ろ
 う
 。
ま
た
、
「
非
文
明
 

性
 」
を
「
人
種
的
分
裂
」
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
 捉
 え
る
者
も
い
る
。
メ
キ
シ
コ
市
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
 
高
等
学
校
オ
ラ
シ
オ
・
 

マ
ン
の
校
長
マ
ク
シ
ミ
ー
ノ
，
マ
ル
テ
ィ
ネ
 ス
 は
、
「
 
社
 全
的
、
政
治
的
次
元
で
の
第
一
の
救
済
策
は
、
先
住
 
民
を
助
け
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
彼
ら
は
 暗
 里
の
中
に
お
り
、
急
速
に
堕
落
し
つ
つ
 あ
る
。
こ
の
救
済
は
 、
一
 …
」
学
校
を
建
て
る
こ
と
に
 よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
 

あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
我
々
は
決
し
て
、
文
明
と
民
 
三
王
 義
 と
い
う
崇
高
な
る
場
に
至
る
こ
と
は
な
い
で
 
あ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
 

る
 。
さ
ら
に
マ
ル
テ
ィ
ネ
 ス
 は
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
を
 克
服
し
、
国
民
的
統
一
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
必
要
で
 
あ
る
と
続
け
る
。
三
井
 

識
字
者
や
先
住
民
を
国
民
へ
と
精
神
的
・
 

る
こ
と
は
、
社
会
大
衆
に
広
範
で
濃
密
な
文
化
を
広
め
 
る
こ
と
な
し
に
は
達
成
 

さ
れ
な
い
。
学
校
か
ら
発
し
、
知
か
ら
 抑
 へ
、
意
識
か
 ら
 意
識
へ
と
走
る
知
的
流
れ
な
し
に
は
、
四
散
 
し
、
見
 捨
て
ら
れ
た
人
々
が
 、
 

こ
の
よ
う
な
共
通
し
た
豊
か
な
考
え
や
、
民
衆
に
国
民
 
精
神
を
呼
び
起
こ
す
統
一
さ
れ
た
息
吹
へ
と
一
致
し
 
て
い
く
と
考
え
る
こ
と
 

は
、
 空
し
い
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
の
精
神
こ
そ
は
 
我
 々
の
地
に
互
い
に
隔
た
っ
て
住
ん
で
い
る
雑
多
な
 
人
 種
を
統
一
す
る
で
あ
ろ
 

う
 」
。
そ
し
て
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
従
来
の
教
育
が
 、
諸
問
題
の
解
決
に
無
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
 
。
「
真
実
を
告
白
す
れ
 

ば
 、
メ
キ
シ
コ
の
学
校
は
失
敗
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
 
そ
の
理
由
は
、
全
体
的
な
組
織
化
が
不
完
全
で
あ
っ
た
 
こ
と
と
、
教
育
者
が
働
 

い
て
い
る
環
境
が
悪
く
、
満
足
の
い
く
作
業
を
最
後
ま
 で
 な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
 
学
校
は
無
秩
序
に
無
秩
   

の
よ
う
な
状
態
か
ら
メ
キ
シ
コ
を
脱
却
さ
せ
る
た
め
、
 
「
あ
る
民
の
偉
大
さ
は
、
そ
の
領
土
の
広
さ
、
物
質
的
 豊
か
さ
、
産
業
、
人
口
 



 
 

育
 、
メ
キ
シ
コ
の
擁
護
を
目
指
し
て
国
家
と
協
力
さ
せ
 
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
」
。
 

序
を
重
ね
、
訳
も
わ
か
ら
ず
に
 つ
 ま
ず
れ
て
き
た
。
 
あ
 ら
ゆ
る
社
会
勢
力
を
良
い
方
向
へ
と
向
け
な
が
ら
、
 祖
 国
を
進
歩
へ
と
至
ら
せ
 

 
 

る
 先
導
者
の
役
割
を
果
た
す
は
ず
で
あ
っ
た
の
に
」
。
 

「
国
民
教
育
」
参
加
へ
の
意
識
を
高
め
た
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
ト
 た
ち
の
批
判
の
矛
先
は
、
政
府
の
具
体
的
な
施
策
 
に
も
向
け
ら
れ
る
。
 

た
と
え
 ぼ
 、
教
育
の
国
家
統
制
に
対
し
彼
ら
に
は
不
満
 
が
あ
っ
た
。
あ
る
匿
名
の
記
事
に
よ
れ
 
ば
 、
「
国
民
 教
 育
 に
と
っ
て
、
教
会
と
 

国
家
の
分
離
と
同
様
、
学
校
が
政
治
か
ら
分
離
さ
れ
る
 
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
役
所
の
も
と
に
教
育
の
 統
制
権
を
完
全
に
置
く
 

こ
と
は
、
学
校
を
政
治
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
 
る
 。
 一
 …
」
教
育
の
技
術
面
を
担
当
す
る
者
と
、
教
育
 
を
 運
営
す
る
者
と
の
間
 

の
 職
権
を
め
ぐ
る
争
 い
は
 、
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
こ
の
争
い
は
、
役
所
が
教
育
問
題
の
解
決
に
直
 接
 関
わ
ろ
 う
 と
す
る
 限
 

 
 

り
、
 絶
え
る
こ
と
は
な
い
」
。
 

革
命
憲
法
第
三
条
に
お
い
て
教
育
の
世
俗
化
が
規
定
さ
 
れ
た
こ
と
は
、
さ
ら
に
大
問
題
で
あ
っ
た
。
「
現
行
憲
 法
 第
三
条
の
よ
う
に
、
 

「
教
育
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
立
学
校
で
な
さ
れ
 る
 教
育
は
世
俗
的
で
あ
る
べ
き
で
、
同
様
の
こ
と
が
 私
立
学
校
で
の
教
育
に
 

も
 当
て
は
ま
る
」
と
定
め
る
こ
と
は
、
自
由
で
あ
れ
 
と
 言
い
な
が
ら
自
由
で
は
あ
る
な
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
 
も
の
で
、
矛
盾
し
て
お
 

り
 、
こ
の
こ
と
だ
け
で
こ
の
条
項
は
改
正
さ
れ
る
べ
き
 
と
 言
う
に
値
す
る
」
。
さ
ら
に
、
こ
の
条
項
が
メ
キ
シ
 コ
を
害
す
る
と
い
う
 結
 

論
 に
帰
着
す
る
。
「
私
立
学
校
に
お
い
て
宗
教
教
育
を
 妨
げ
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
民
間
に
教
育
作
業
へ
 
の
 協
力
を
あ
き
ら
め
さ
 

せ
て
し
ま
う
。
「
・
・
・
 

L
 だ
が
、
国
家
は
民
衆
の
教
育
を
民
 間
の
助
力
な
し
で
行
 う
 こ
と
は
で
き
な
い
。
「
：
Ⅰ
 
教
 育
 が
な
け
れ
ば
野
蛮
に
 

戻
る
し
か
な
い
。
教
育
は
あ
る
国
を
諸
国
の
列
の
最
後
 部
 に
置
か
な
い
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
「
 
口
 現
行
憲
 法
 第
三
条
の
改
正
は
 、
 

「
 
口
 教
育
を
自
由
に
し
、
全
て
の
メ
キ
シ
コ
人
を
彼
 
ら
の
気
力
を
削
ぐ
原
因
と
な
っ
て
い
る
迷
夢
か
ら
抜
け
 
出
さ
せ
、
民
衆
の
教
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正
義
者
」
と
は
実
証
主
義
者
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
 
れ
る
が
、
同
様
に
実
証
主
義
を
暗
に
非
難
す
る
表
現
 
は
 頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
 

「
メ
キ
シ
コ
で
は
知
力
を
人
間
性
の
全
て
と
捉
え
、
 知
 力
の
発
展
に
配
慮
を
す
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
 益
 と
な
 る
 全
て
の
こ
と
を
し
た
 

つ
も
り
に
な
り
、
心
、
音
字
 心
 、
人
格
の
養
成
が
こ
れ
と
 同
等
、
あ
る
い
は
 よ
 り
以
上
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
 知
 ら
ず
に
い
る
と
い
う
 重
   

体
 的
に
説
い
て
い
る
。
「
政
府
が
全
国
各
地
で
運
営
し
 て
い
る
公
立
学
校
が
、
生
徒
の
道
徳
的
成
長
、
ひ
い
て
 
は
 人
格
形
成
を
放
置
す
 

る
と
い
う
重
大
な
過
ち
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
 
万
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
公
立
初
等
 
学
校
は
、
知
力
の
発
展
 

に
 最
大
の
強
調
点
を
置
き
、
残
念
な
こ
と
に
、
道
徳
教
 育
 、
人
格
形
成
を
な
お
ざ
り
に
す
る
単
な
る
教
え
込
み
 
の
場
で
し
か
な
く
な
っ
 

て
い
る
。
初
等
学
校
か
ら
中
等
、
予
科
、
専
門
学
校
へ
 と
 目
を
移
す
と
、
道
徳
教
育
は
全
く
軽
視
さ
れ
て
い
る
 
。
そ
こ
は
単
純
に
教
え
 

 
 

込
み
が
行
わ
れ
る
だ
け
の
場
と
化
し
、
規
律
、
秩
序
、
 
道
徳
性
は
辱
め
ら
れ
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
 
で
あ
る
」
。
こ
の
 
ょ
う
 な
 

道
徳
の
欠
如
は
、
や
は
り
メ
キ
シ
コ
国
民
の
発
展
の
妨
 
げ
 と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
の
国
の
公
立
、
私
立
 の
 学
校
は
、
何
十
倍
、
 

何
百
倍
、
阿
千
倍
も
、
民
衆
の
道
徳
教
育
を
強
調
す
る
 
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
良
心
も
原
理
も
理
相
 心
も
人
格
も
な
い
啓
蒙
 
主
 

義
者
の
世
代
と
と
も
に
、
国
民
の
破
綻
に
至
る
で
あ
ろ
 
う
 。
国
民
生
活
を
こ
の
種
の
人
々
に
指
導
さ
せ
て
お
い
 
て
 、
い
か
に
し
て
祖
国
 

-
 
㌍
 -
 

を
 作
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
か
」
。
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
が
従
来
の
教
育
を
非
難
し
、
 道
 徳
を
強
調
す
る
理
由
の
一
つ
は
、
革
命
に
よ
っ
て
倒
さ
 
れ
た
は
ず
の
主
知
生
 

義
 的
実
証
主
義
の
影
響
力
が
、
メ
キ
シ
コ
の
教
育
に
末
 
だ
 強
力
に
残
存
し
て
い
る
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
先
の
 引
用
に
お
け
る
「
啓
蒙
 

一
 
%
-
 

よ
う
と
い
う
よ
り
高
い
意
識
、
執
意
を
持
っ
た
親
た
ち
 
の
 正
当
な
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
 べ
 ラ
ス
コ
は
さ
ら
に
 具
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
は
世
俗
教
育
、
公
教
育
の
欠
陥
 
を
 
「
道
徳
教
育
の
欠
如
」
と
捉
え
た
。
オ
ス
ー
 ナ
 の
 @
 葉
を
引
用
す
れ
ば
、
 

「
公
立
学
校
で
は
、
世
俗
学
校
 法
 が
出
さ
れ
て
、
適
正
 で
 十
分
な
道
徳
教
育
を
な
し
え
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
 
，
 
ぇ
 、
社
会
を
向
上
さ
せ
 



大
な
過
ち
を
犯
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
な
け
れ
ば
、
 伺
 人
 も
こ
の
世
に
お
け
る
目
的
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
 
い
の
に
」
。
 

そ
し
て
、
従
来
の
教
育
を
正
す
存
在
と
し
て
の
プ
ロ
テ
 
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
。
「
た
だ
 学
 校
 だ
け
が
、
民
衆
の
 

真
の
進
歩
に
と
っ
て
不
可
欠
な
二
つ
の
 翼
 、
す
な
わ
ち
 、
知
識
と
人
格
と
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
テ
 
ス
タ
ン
ト
教
会
は
こ
れ
 

を
 完
全
に
理
解
し
、
会
堂
に
隣
接
し
て
学
校
を
建
設
し
 
て
き
た
。
「
・
・
・
」
民
衆
に
 
、
 様
々
な
場
に
お
い
て
国
民
 
生
活
を
導
く
責
任
の
あ
 

る
 指
導
者
に
、
知
的
、
道
徳
的
資
質
を
与
え
る
た
め
に
 
召
命
さ
れ
た
も
の
は
学
校
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ロ
 
テ
ス
タ
ン
ト
学
校
は
真
 

に
 教
養
あ
る
人
間
の
こ
れ
ら
の
二
つ
の
側
面
を
発
展
さ
 
せ
る
こ
と
に
常
に
気
を
配
っ
て
き
た
」
 

コ
 
り
 
-
O
 

-
 

は
 上
の
よ
う
に
、
社
会
的
関
心
の
膨
張
や
実
証
主
義
 
へ
 0
 対
抗
を
理
由
と
し
て
、
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
テ
ィ
ズ
 ム
 は
道
徳
的
 

宗
教
へ
と
次
第
に
変
化
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
 
、
宗
教
性
を
押
し
の
け
て
優
位
に
立
と
う
と
す
る
道
徳
 
な
い
か
に
扱
う
か
と
い
 

一
お
 
-
 

ぅ
 神
学
的
葛
藤
を
生
じ
さ
せ
た
。
 

こ
れ
に
対
す
る
解
答
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
プ
ロ
テ
ス
 タ
ン
ト
学
校
で
の
教
育
は
 、
 特
に
道
徳
的
活
動
を
行
 わ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
 

 
 

宗
教
的
生
活
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
ほ
な
い
」
と
い
 
ラ
オ
ス
ー
 ナ
 の
言
葉
に
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
 、
道
徳
的
行
為
の
前
提
 

と
し
て
の
宗
教
が
強
調
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
 ょ
う
 な
 説
明
は
対
外
的
に
も
必
要
と
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
 
革
 命
の
経
過
と
と
も
に
 次
 

第
 に
勢
力
を
伸
ば
し
た
社
会
主
義
の
影
響
に
よ
り
、
 道
 徳
の
非
宗
教
性
が
頻
繁
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
 
一
九
二
五
年
一
二
月
、
 

「
宗
教
と
道
徳
」
と
い
う
匿
名
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
 の
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
目
 下
散
 と
 道
徳
の
関
係
は
 

密
接
で
生
き
た
も
の
で
あ
る
。
 ロ
 …
 一
 あ
る
民
衆
の
道
 偲
 は
そ
の
宗
教
的
活
動
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
良
心
に
 
負
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
 

ス
 に
よ
る
福
音
書
は
「
宗
教
は
民
衆
の
ア
ヘ
ン
で
あ
る
 
」
と
語
っ
て
い
る
。
ロ
 
U
 マ
ル
ク
ス
主
義
の
ド
ク
ト
 リ
ン
は
善
悪
の
絶
対
的
 

存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
あ
る
事
柄
が
 
善
 な
の
は
、
 
あ
 る
 時
代
、
あ
る
土
地
の
人
々
の
大
部
分
が
そ
れ
を
 
善
 と
 言
 う
 か
ら
で
あ
る
。
 

  



メキシ コ 革命とプロテスタント・ナショナリズム 

述
べ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
道
徳
の
強
 
調
 に
は
宗
教
的
な
根
拠
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
 

は
 上
の
よ
う
に
、
公
職
を
得
て
、
革
命
参
加
、
国
民
 形
 成
の
意
識
を
高
め
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
 
、
政
 府
の
方
針
と
の
相
違
 

を
か
え
っ
て
明
確
に
認
識
す
る
に
至
る
。
ま
た
、
世
俗
 
教
育
法
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
統
制
策
（
教
会
登
録
法
 
、
外
国
人
聖
職
者
の
司
 

式
に
よ
 る
宗
教
儀
式
を
禁
じ
る
法
、
聖
職
者
の
政
治
 介
 入
を
禁
じ
る
法
、
教
会
建
造
物
接
収
法
な
ど
）
の
適
応
 
を
 受
け
た
た
め
に
、
 教
 

育
 集
団
と
し
て
は
政
府
の
庇
護
を
受
け
る
が
、
宗
教
佳
木
 団
 と
し
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
全
く
同
様
に
法
的
制
 
限
の
対
象
と
な
る
と
い
 

う
 複
雑
な
立
場
を
強
い
ら
れ
た
。
さ
ら
に
実
証
主
義
の
 残
 津
や
社
会
主
義
の
萌
芽
と
も
直
面
し
、
初
期
の
「
 
キ
 リ
ス
ト
 教
 世
界
 ヒ
は
政
 

 
 

府
 批
判
の
言
葉
で
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
批
判
の
多
く
は
 
「
メ
キ
シ
コ
国
民
の
た
め
に
」
と
い
う
言
説
を
伴
っ
て
 な
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
 

う
な
政
府
批
判
の
噴
出
が
、
逆
説
的
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
ト
 ・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
促
進
し
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
次
第
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
革
命
 政
府
の
ほ
ぼ
全
面
的
支
持
へ
と
傾
い
て
い
く
。
宗
教
 
統
 制
の
規
定
に
抜
本
的
 

な
 変
更
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
 
る
 。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
宗
教
統
制
 
策
は
本
来
カ
ト
リ
ッ
ク
   

一
 
・
・
・
 

U
 あ
る
教
授
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
こ
の
 教
え
に
ょ
れ
ば
神
は
存
在
せ
ず
、
さ
ら
に
明
ら
か
な
，
 」
と
は
、
実
証
的
な
意
 

味
で
 善
や
悪
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
 
る
 」
。
こ
の
理
論
の
提
唱
者
た
ち
は
、
全
て
の
宗
教
を
 聖
職
者
に
よ
る
 欺
哺
 、
 

迷
信
、
無
知
な
る
者
へ
の
た
ぶ
ら
か
し
と
捉
え
た
皮
肉
 
尾
の
 ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
 や
、
 他
の
一
八
世
紀
の
合
理
主
義
 者
、
百
科
全
書
派
か
ら
 

抽
出
し
た
も
の
を
乱
用
し
て
、
思
い
上
が
っ
て
い
る
 超
 近
代
論
者
の
自
由
主
義
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
宗
教
と
 
道
 徳
 に
い
か
な
る
関
連
も
 

な
い
と
否
定
し
、
宗
教
抜
き
の
道
徳
の
可
能
性
の
み
な
 
ら
ず
、
道
徳
の
大
い
な
る
優
位
性
を
も
説
い
て
い
る
」
 0
 さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
 

革
命
と
ロ
シ
ア
革
命
を
批
判
し
た
後
、
「
あ
る
民
衆
の
 最
も
高
い
理
想
は
そ
の
宗
教
的
理
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
 
道
徳
を
通
し
て
具
現
化
 

 
 

さ
れ
、
表
現
さ
れ
る
。
宗
教
的
理
想
と
道
徳
的
理
想
と
 は
 分
離
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
方
が
崩
壊
す
れ
ば
、
 
他
方
も
崩
壊
す
る
」
と
 



教
会
を
撃
 附
 す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
例
外
的
事
例
 は
あ
る
も
の
の
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
対
し
て
 
は
 次
第
に
寛
大
な
措
置
 

が
 施
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
事
実
上
の
優
遇
策
が
 
、
政
 府
を
支
持
す
る
際
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
感
じ
 
て
い
た
た
め
ら
い
を
か
 

 
 

な
り
の
部
分
取
り
除
い
た
。
ま
た
、
教
育
と
宗
教
と
の
 連
続
性
を
認
め
る
か
否
か
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 
の
 態
度
は
政
府
と
相
容
 

れ
な
か
っ
た
が
、
サ
エ
ン
ス
が
公
教
育
省
に
お
い
て
 指
 導
 力
を
発
揮
し
、
様
々
な
改
革
を
推
進
し
た
こ
と
に
 
ょ
 り
 、
そ
れ
ら
が
表
向
き
 

は
 世
俗
性
を
掲
げ
な
が
ら
、
実
質
的
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
テ
ィ
ズ
 ム
 の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
改
革
で
あ
る
と
プ
ロ
 
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
は
 認
 

 
 

試
 し
、
世
俗
教
育
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
の
教
育
政
策
 
を
 支
持
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

さ
ら
に
、
政
府
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
双
方
に
 
お
い
て
 反
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
強
ま
り
、
両
者
の
大
同
団
 結
が
 容
易
と
な
っ
た
 

点
が
指
摘
で
き
る
。
カ
ラ
ン
サ
、
オ
ブ
レ
ゴ
ン
、
 
カ
ィ
 エ
ス
は
い
ず
れ
も
 反
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
策
を
推
進
し
た
 が
 、
そ
の
教
生
厄
は
代
を
 

追
う
ご
と
に
激
し
く
な
り
、
恐
ら
く
メ
キ
シ
コ
史
上
最
 
も
 苛
酷
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
弾
圧
し
た
で
あ
ろ
う
 
カ
 イ
ェ
ス
政
権
 期
 に
は
、
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
蜂
起
 
万
 リ
ス
テ
ー
ロ
ス
戦
争
 一
 に
 至
っ
て
い
る
。
 反
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 テ
ィ
ズ
 ム
 の
属
性
と
も
 

舌
口
え
よ
う
が
、
メ
キ
シ
コ
伝
播
以
来
、
選
択
的
に
強
調
 さ
れ
た
点
で
も
あ
る
。
 反
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
 標
傍
は
リ
 べ
 ラ
リ
ズ
ム
か
ら
す
早
ム
 

叩
 

へ
と
続
く
メ
キ
シ
コ
の
政
権
担
当
者
の
期
待
に
添
う
も
 
の
で
あ
り
、
政
府
に
お
い
て
 反
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
熱
が
強
 ま
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
 プ
 

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 が
唱
え
る
 反
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
 政
治
的
な
効
果
も
高
ま
る
の
で
あ
る
。
 

反
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
記
事
は
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
 世
界
」
創
刊
時
か
ら
す
で
に
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
 何
年
も
前
か
ら
 ロ
｜
 

マ
 主
義
教
会
は
宗
教
的
勢
力
で
は
な
く
な
り
、
政
治
的
 
、
商
業
的
制
度
と
化
し
、
宗
教
は
大
衆
を
支
配
す
る
 
た
め
の
口
実
で
し
か
な
 

い
 。
教
会
が
信
仰
と
原
理
と
を
死
滅
さ
せ
、
信
者
に
十
 
公
 な
道
徳
的
力
を
与
え
て
道
徳
化
の
担
い
手
と
す
る
 
能
力
が
な
か
っ
た
こ
と
 

が
、
 国
を
こ
の
 ょ
う
 な
状
態
に
し
て
い
る
。
我
々
の
国
 の
 住
民
が
大
部
分
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
た
め
、
 
プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 官
 一
教
 
が
   



鍍
 

我
々
の
民
の
性
格
を
形
成
す
る
こ
と
、
我
々
の
 
同
 胞
に
 キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
原
理
を
教
え
る
こ
と
で
あ
 
る
 。
 ロ
 
ロ
メ
キ
シ
コ
の
プ
ロ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

暉
 

テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
、
そ
の
原
理
に
関
し
て
堅
く
 
、
 法
と
政
府
に
対
し
て
従
順
で
、
優
れ
て
愛
国
的
、
 
優
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

る
 」
。
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で
 大
統
領
は
「
す
ば
ら
し
い
、
す
ば
ら
し
い
」
と
大
き
 な
 声
を
上
げ
た
）
」
。
 

こ
の
よ
う
な
政
府
支
持
の
態
度
は
、
大
統
領
へ
の
賛
辞
 や
 期
待
の
言
葉
に
も
見
出
せ
る
。
「
オ
フ
レ
ゴ
ン
将
軍
 は
に
わ
か
 じ
 こ
み
の
 

リ
ベ
ラ
ル
派
で
は
な
く
、
八
缶
の
甘
い
声
に
よ
っ
て
 支
 配
さ
れ
る
が
ま
ま
の
意
志
薄
弱
な
人
間
で
も
な
い
こ
と
 
は
 確
か
な
の
で
、
メ
キ
 

シ
コ
政
府
の
世
俗
的
伝
統
を
守
り
、
愛
国
的
か
つ
厳
密
 
に
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
で
あ
る
と
 
、
 我
々
は
期
待
し
て
い
 

-
 
℡
 -
 

る
 。
こ
の
こ
と
に
、
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
名
声
だ
け
 
で
な
く
、
国
民
の
幸
福
、
進
歩
も
か
か
っ
て
い
る
」
。
 

一
九
二
八
年
の
オ
フ
レ
ゴ
ン
暗
殺
の
際
、
「
キ
リ
ス
ト
教
 世
界
」
は
表
紙
に
哀
悼
の
記
事
を
載
せ
、
暗
殺
に
 
カ
 ト
リ
ッ
ク
教
会
が
関
 

 
 

わ
っ
て
い
る
と
し
て
糾
弾
し
て
い
る
が
、
同
様
に
 カ
ト
 リ
ッ
ク
教
会
が
関
係
し
て
い
た
と
さ
れ
る
カ
ラ
ン
サ
 暗
 殺
 時
に
は
こ
れ
と
言
っ
 

た
 言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
 
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 の
政
府
支
持
、
反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
態
度
 が
よ
り
前
面
に
打
ち
出
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て
称
賛
の
 対
象
は
 、
 何
と
言
っ
て
も
 カ
 イ
ェ
ス
で
あ
っ
た
。
カ
イ
 エ
ス
は
彼
の
政
府
に
 

揃
っ
て
加
わ
っ
た
サ
エ
ン
ス
兄
弟
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
 
た
 。
カ
イ
ェ
ス
の
息
子
と
サ
エ
ン
ス
の
 妹
 と
が
結
婚
し
 た
の
で
あ
る
が
、
プ
ロ
 

テ
ス
タ
ン
ト
式
に
行
わ
れ
た
そ
の
結
婚
式
の
様
子
を
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
は
「
全
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 教
会
に
と
っ
て
喜
ぶ
べ
 

き
 知
ら
せ
」
と
し
て
報
じ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
は
 司
 式
 し
た
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
牧
師
の
説
教
が
再
録
さ
れ
 
て
い
る
が
、
そ
の
説
教
 

に
は
政
府
が
定
め
た
法
と
そ
の
背
後
に
あ
る
道
徳
を
遵
 守
 す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
像
が
描
か
れ
、
さ
ら
 
に
そ
れ
を
支
援
す
る
 人
 

統
領
と
し
て
 カ
 イ
ェ
ス
が
登
場
し
て
い
る
。
「
…
市
民
 的
 権
利
と
し
て
婚
姻
を
語
る
な
ら
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
 
、
個
人
、
家
族
、
人
民
 

の
道
徳
は
展
開
す
る
…
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
不
肖
 私
 が
 代
弁
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
 、
 常
に
そ
の
道
 徳
を
愛
し
て
お
り
、
 

世
 

俗
 的
な
法
に
 ょ
 6
 手
続
き
を
踏
ん
で
い
な
い
夫
婦
に
 ょ
 る
 婚
姻
を
、
宗
教
的
に
認
め
る
こ
と
は
決
し
て
し
な
 
い
の
で
あ
る
・
・
・
。
 
一
 -
 
」
 こ
   



メキシコ 吊冊と テスタント   ナショナリズム 

        
    一 2  一・ l  , 三         

  

  

の ス タ     

ン ト プ   

    
編実 

で - ， 刃 

実 
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る
 政
府
の
全
面
的
支
持
に
転
換
し
た
こ
と
は
、
自
然
な
 

流
れ
で
あ
っ
た
と
舌
口
え
る
 

@
 
 
-
 
ム
じ
 
3
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 メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
教
会
一
致
運
動
の
最
初
の
具
体
的
な
 
成
果
は
、
一
九
一
七
年
七
月
の
合
同
神
学
校
の
設
立
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
神
学
校
に
は
、
 
メ
 

㈱
 

 
 

ソ
 ジ
ス
ト
、
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
、
キ
リ
ス
ト
交
会
 -
 
ク
エ
ー
カ
 
山
 、
デ
ィ
 サ
 イ
プ
ル
ズ
、
会
衆
派
、
 
Y
M
C
A
 

な
ど
八
組
織
が
 
参
加
し
た
。
ま
た
、
 

｜
 

メ
キ
シ
コ
の
全
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
学
校
を
統
括
す
る
役
職
が
 置
か
れ
（
モ
 
ノ
 セ
ス
・
 
サ
ェ
シ
 
ス
が
任
命
を
受
け
る
 -
 、
各
教
派
 か
ら
二
名
ず
つ
の
 

代
表
を
出
し
て
協
力
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
様
々
な
教
派
 
間
 協
力
活
動
が
開
始
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
 

丁
 。
芝
田
 二
ロ
 
，
ヒ
 
：
二
の
つ
つ
つ
。
Ⅱ
 

リ
 

0
 ぎ
 ㍉
・
 曲
ミ
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き
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ぉ
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以
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Ⅱ
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-
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u
 ロ
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 %
0
 忠
お
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u
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こ
の
傾
向
は
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
に
お
い
て
も
見
出
せ
 

る
 。
記
事
の
執
筆
者
を
ス
ペ
イ
ン
語
 名
 の
 者
 と
英
語
 名
 の
 者
 と
に
 分
け
て
み
る
と
、
第
一
 

吉
二
九
一
九
年
七
 ｜
 
一
二
月
一
で
は
ス
ペ
イ
ン
語
名
の
者
が
占
 

め
る
割
合
は
七
五
・
 
ニ
 パ
ー
セ
ン
ト
と
す
で
に
高
 い
 数
値
を
示
 し
て
い
る
が
、
日
取
 緒
 

養
二
九
二
九
年
一
 
｜
 
一
二
月
 -
 で
は
さ
ら
に
八
九
二
パ
ー
セ
 ン
ト
 を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
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「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
に
参
加
し
た
教
派
は
他
に
、
会
衆
 

派
 、
キ
リ
ス
ト
文
会
、
南
部
メ
ソ
ジ
ス
ト
、
南
部
プ
レ
ス
ビ
 テ
リ
 ア
ン
、
バ
プ
テ
ス
ト
な
 

ど
 、
超
教
派
的
性
格
の
団
体
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
書
協
八
ま
 

、
 エ
 プ
ワ
ー
ス
同
盟
、
キ
リ
ス
ト
教
 共
 勘
会
な
ど
が
あ
る
が
、
 
主
 専
権
 は
 メ
ソ
ジ
ス
ト
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 プ
レ
ス
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テ
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握
っ
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で
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四
人
の
歴
代
 
編
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両
派
の
代
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が
占
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て
い
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「
キ
リ
ス
ト
教
弁
護
士
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八
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一
八
八
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歴
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持
っ
こ
れ
ら
 D
 雑
誌
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キ
リ
ス
ト
教
世
界
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刊
行
し
よ
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社
会
性
、
道
徳
性
、
進
歩
主
義
と
い
っ
た
当
時
の
メ
キ
シ
 
コ
の
 
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
有
し
た
諸
特
徴
は
、
米
国
の
社
 全
的
福
音
と
の
関
連
を
 

想
起
さ
せ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
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め
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）
と
は
い
え
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
革
命
支
持
の
態
 度
を
翻
し
て
は
い
な
い
。
 

べ
 ラ
ス
コ
は
道
徳
教
育
の
必
要
性
を
説
 

く
 記
事
の
中
で
、
次
の
 

よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
一
九
一
 
0
 午
に
始
ま
り
、
末
だ
終
わ
り
 を
見
て
い
な
い
こ
の
我
々
の
革
命
は
 、
 罪
と
災
難
と
恥
ず
べ
き
 行
 為
の
塊
で
し
か
な
 

い
と
か
、
革
命
の
混
乱
に
お
い
て
は
何
ら
こ
れ
を
正
当
化
し
、
 

弁
 解
す
る
も
の
は
な
い
と
我
々
は
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
 

そ
，
 
っ
 で
は
な
く
て
、
 

多
 

く
の
災
難
を
通
し
て
、
よ
り
良
い
生
活
に
向
け
ら
れ
た
民
衆
の
出
 

変
局
な
息
吹
の
黄
金
の
糸
、
そ
し
て
、
そ
の
糸
が
、
真
理
、
正
義
 

自
由
、
民
主
主
義
 

へ
の
希
求
と
と
も
に
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
る
の
を
我
々
は
見
て
い
る
 

。
ま
た
、
革
命
の
偉
大
な
炎
の
輝
き
が
戦
い
を
始
め
、
理
想
を
獲
 
得
し
ょ
う
と
す
る
 

多
く
の
者
に
降
り
注
ぎ
、
 

高
 連
な
る
思
想
の
た
め
に
自
ら
の
土
ム
 
叩
を
差
し
出
す
姿
を
目
に
し
た
」
。
く
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「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
 口
 に
は
こ
れ
を
裏
付
け
る
記
事
は
見
 

当
た
ら
な
い
が
、
あ
る
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
宣
教
師
の
回
想
録
に
 は
こ
の
様
子
が
述
べ
 
ろ
 

れ
て
い
る
。
「
メ
キ
シ
コ
人
牧
師
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
す
 

ぐ
に
も
国
家
に
登
録
し
た
た
め
、
活
動
を
途
切
れ
さ
せ
る
こ
と
は
 
な
か
っ
た
。
 

-
 ：
 ム
 

教
 役
者
と
し
て
の
任
を
受
け
た
宣
教
師
も
活
動
に
お
い
て
深
刻
な
 
支
障
を
来
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
 
説
 教
 を
す
る
こ
と
は
 
許
 

回
 さ
れ
た
し
、
巡
回
に
お
い
て
は
、
外
国
生
ま
れ
の
 教
 役
者
に
 は
 禁
じ
ら
れ
た
司
牧
義
務
を
遂
行
す
る
メ
キ
シ
コ
人
を
帯
同
し
た
 か
ら
で
あ
る
。
 
教
 

会
 、
学
校
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
的
要
請
を
満
た
す
た
め
の
慎
重
 
な
 対
策
が
取
ら
れ
た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
法
が
誤
用
さ
れ
る
こ
 
と
が
あ
り
、
不
幸
に
 

ヮ
 ラ
ス
は
二
年
間
閉
鎖
さ
れ
た
。
 
し
 か
し
、
校
長
は
テ
ィ
ク
ス
ト
ラ
に
招
か
れ
、
そ
こ
の
政
府
系
 
師
 範
 学
校
で
教
え
る
，
」
 

 
 
 
 

と
と
な
っ
た
。
 
-
 
…
 -
 
一
九
二
九
年
、
ワ
ラ
ス
は
政
府
の
認
可
の
 

も
と
再
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
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末
期
の
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
に
は
世
俗
教
育
を
支
持
す
 
る
 記
事
が
次
々
と
出
て
い
る
。
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ア
の
「
㏄
 

凹
 @
 モ
史
 
0
 「
 
巴
 ・
 
0
 す
 「
の
 
拍
 ひ
コ
 
，
 。
 
由
 ミ
の
 -
 吋
つ
 
良
の
り
 す
エ
 一
口
の
）
 り
 ㌔
。
 つ
 ㏄
の
㏄
 

一
 
%
-
 

つ
 ・
Ⅰ
・
 
く
 ・
 
，
 @
 由
 -
 ド
㏄
。
 

ヒ
コ
り
 
（
 
0
 宙
匹
幅
 0
 コ
 0 Ⅰ
 
り
一
 
0
 す
 Ⅰ
。
 
幅
 ひ
コ
 
@
 由
 哀
れ
て
 態
葉
 0 紹
 0
 宙
の
）
の
り
の
。
 

ワ
の
ピ
 
を
参
照
。
 

釜
ど
ハ
リ
 目
白
 
プ
ひ
 
Ⅱ
Ⅱ
。
 

ド
 。
の
・
 
下
 ：
 紅
出
 
Ⅰ
 ヨ
り
 ㎡
 
コ
ヨ
 c
 コ
 -c
 （
 い
リ
二
 

。
の
・
 

9
%
 コ
ベ
 
。
 
-
,
 
田
ト
へ
 
の
・
㏄
。
宙
の
り
 
す
ユ
 一
口
の
 
-
0
 
り
 
0
-
 
て
心
Ⅰ
㏄
 

一
笹
 

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
 目
は
 
一
九
二
六
年
一
月
よ
り
一
号
 

一
 -
 ハ
頁
と
な
り
、
二
八
年
四
月
に
は
発
行
回
数
を
月
二
回
へ
減
ら
し
 
、
翌
年
Ⅰ
二
月
つ
い
に
 

「
休
刊
」
と
な
り
、
各
教
派
の
雑
誌
が
復
刊
さ
れ
た
。
こ
こ
に
教
 

ふ
 至
致
 運
動
の
行
き
詰
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
 

カ
 イ
ェ
ス
の
退
陣
、
 

ク
リ
ス
テ
ー
ロ
ス
戦
争
の
一
応
の
終
結
、
社
会
主
義
者
の
公
教
育
 
大
臣
就
任
な
 
ビ
 が
重
な
り
、
革
命
政
府
内
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
 

ズ
ム
 が
活
躍
す
る
 

場
 が
著
し
く
狭
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
プ
ロ
テ
ス
 

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
絶
頂
の
時
代
は
終
焉
し
た
。
 



①
大
村
英
昭
「
現
代
社
会
と
宗
教
１
 
@
 
上
木
敬
意
識
の
変
容
 目
 

一
九
九
六
年
一
二
月
五
日
刊
 

三
 一
 0
 頁
 

②
 
島
薗
進
 
「
現
代
宗
教
の
可
能
性
オ
ウ
ム
真
理
教
と
暴
 
カ
 」
 

一
九
九
 セ
年
セ
月
セ
 
日
刊
 

二
 0
 二
頁
 

③
脇
本
甲
 也
 
「
死
の
比
較
宗
教
学
」
 

一
九
九
七
年
五
月
六
日
刊
一
九
九
頁
 

④
湯
浅
泰
雄
「
宗
教
経
験
と
身
体
」
 

一
九
九
 セ
年
 
一
月
六
日
刊
二
三
七
頁
 

⑤
持
田
季
末
子
「
芸
術
と
宗
教
」
 

一
九
九
七
年
三
月
五
日
刊
一
八
九
頁
 

⑥
 ぬ
 二
化
秀
武
「
宗
教
と
科
学
的
真
理
」
 

一
九
九
 セ
年
 九
月
五
日
刊
 

二
 二
五
頁
 

⑦
村
上
陽
一
郎
「
奇
跡
を
考
え
る
」
 

一
九
九
六
年
一
一
月
五
日
刊
一
八
 0
 頁
 

⑧
高
橋
細
音
「
超
能
力
と
霊
能
者
」
 

一
九
九
七
年
二
月
五
日
刊
 

二
 二
四
頁
 

⑨
日
野
原
重
明
「
現
代
医
学
と
宗
教
」
 

一
九
九
七
年
八
月
六
日
刊
二
三
一
頁
 

書
評
と
紹
介
 

叢
書
「
現
代
の
宗
教
」
 
杢
 ㎎
 巴
 

岩
波
書
店
 

B
6
 

判
吾
一
五
 0
0
 円
 

こ
の
た
び
岩
波
書
店
か
ら
、
十
六
冊
か
ら
な
る
叢
書
「
現
代
の
宗
 
教
 」
 

が
 刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
王
 題
や
 ア
プ
ロ
ー
チ
は
 
、
き
 ね
 め
て
 

多
様
で
あ
る
し
、
叢
書
と
し
て
の
編
集
方
針
も
明
示
さ
れ
て
い
な
 
い
 o
 し
 

か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
は
 
、
 た
 
い
 へ
ん
個
性
的
で
あ
る
。
し
か
 
し
、
十
 

六
冊
全
部
を
通
読
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
著
作
に
は
、
そ
れ
ら
 
を
 ほ
 ほ
 

 
 
 
 

二
分
す
る
、
 

い
 く
つ
か
の
方
向
性
が
浮
上
す
る
。
た
と
え
ば
、
 

生
 
（
現
世
 

利
益
）
を
中
心
と
す
る
立
場
に
対
す
る
に
 
死
 
（
祖
先
崇
拝
 
-
 を
中
   

る
 立
場
、
普
遍
性
 -
 ユ
ニ
バ
ー
サ
リ
ズ
ム
 
-
 を
 中
心
と
す
る
立
場
 に
 対
す
 

阿
部
美
哉
 

⑩
間
瀬
 啓
允
 
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
宗
教
」
 

一
九
九
六
年
一
一
月
五
日
刊
 
二
 0
 四
頁
 

⑪
大
越
愛
子
「
女
性
と
宗
教
」
 一

九
九
七
年
六
月
五
日
刊
 
三
 一
四
頁
 

⑫
土
屋
恵
一
郎
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
政
治
と
宗
教
 口
 

一
九
九
八
年
五
月
二
二
日
刊
 
一
セ
 四
頁
 

⑬
中
村
 廣
 治
郎
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
現
代
」
 

一
九
九
七
年
一
一
月
五
日
刊
 
二
 二
四
頁
 

⑭
 
松
 最
有
 慶
 
「
仏
教
と
科
学
」
 

一
九
九
七
年
四
月
七
日
刊
 
三
 一
七
頁
 

⑮
 
井
門
富
 二
夫
「
カ
ル
ト
の
諸
相
 

1
 

｜
 キ
リ
ス
ト
教
の
場
 ム
旦
 

一
九
九
 セ
年
一
 0
 月
 六
日
刊
 
二
 二
四
頁
 

⑯
池
田
秀
三
「
自
然
宗
教
の
力
 
｜
 儒教
を
中
心
に
」
 

一
九
九
八
年
五
月
二
二
日
刊
 
二
 二
一
頁
 



近
代
性
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
 

現
代
の
宗
教
問
題
と
い
え
ば
、
そ
の
筆
頭
は
近
代
を
特
徴
づ
け
た
 
 
 

ス
ト
 教
的
 西
欧
の
世
界
支
配
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
工
 
義
の
 ム
ロ
頭
に
 

象
徴
き
れ
手
近
代
を
否
定
す
る
潮
流
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
サ
ミ
ュ
 

レ
 
j
 

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
「
文
明
の
衝
突
」
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
も
 

あ
る
。
 

中
村
、
井
 門
 、
大
越
、
お
よ
び
持
田
の
作
品
は
、
こ
う
し
た
潮
流
 
 
 

て
 、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ス
ラ
ー
ム
、
新
宗
教
 肛
動
 、
女
性
運
動
、
お
よ
 
 
 

る
に
個
別
性
 
@
 
テ
ィ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
）
を
中
心
と
す
る
立
場
 

 
 

権
利
を
重
ん
じ
る
立
場
に
対
す
る
に
集
団
へ
の
義
務
を
重
ん
じ
る
 
立
場
、
 

自
己
実
現
を
求
め
個
人
の
信
仰
を
基
本
と
す
る
立
場
に
対
す
る
に
 
国
 や
教
 

会
に
 殉
じ
て
 白
 己
を
滅
却
す
る
こ
と
を
貴
ぶ
立
場
、
現
代
宗
教
は
 
上
臼
小
り
力
木
 

教
 と
は
変
わ
っ
て
い
る
 

が
 進
ん
 

で
い
る
と
考
え
る
立
場
に
対
す
る
に
現
代
宗
教
と
伝
統
宗
教
 

0
 基
盤
 

 
 

踏
襲
 

超
越
性
が
基
本
だ
と
考
え
る
立
場
、
著
者
の
人
柄
を
感
じ
さ
 

せ
ら
れ
 

る
 軽
妙
な
あ
る
い
は
力
強
い
エ
ッ
セ
イ
に
対
す
る
に
実
証
的
な
宇
 
 
 

考
な
ど
で
あ
 
あ
 。
 

こ
れ
ろ
の
対
比
は
、
前
者
の
変
わ
る
と
い
う
方
向
性
が
め
る
く
 
ま
 と
ま
 

っ
て
お
り
、
後
者
の
変
わ
ら
な
い
と
い
う
方
向
性
も
ま
た
ゆ
る
く
 

ま
と
ま
 

る
 。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
主
観
的
な
主
 
張
 の
 強
 

い
も
の
と
客
観
的
な
観
察
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
も
の
と
の
二
つ
 

 
 

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
そ
う
で
あ
る
。
 

窓
意
 的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
 
叢
書
 全
 

体
を
大
雑
把
に
四
つ
の
ク
ル
ー
プ
に
分
け
て
紹
介
し
、
少
し
く
 
印
 象
 を
述
 

べ
て
み
た
 

0
 分
野
に
お
け
る
近
代
主
義
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
主
張
を
 
展
開
し
 

 
 

 
 

 
 

中
村
 廣
 治
郎
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
近
代
」
は
、
近
代
イ
ス
ラ
ー
ム
 の
理
眩
 

 
 
 
 

念
型
 と
し
て
「
伝
統
主
義
」
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
「
原
理
主
義
」
お
よ
 

 
 

オ
 
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
四
つ
の
類
型
を
提
示
し
て
、
「
わ
が
 

国
 の
 現
 

代
 イ
ス
ラ
ー
ム
の
研
究
に
欠
落
し
て
い
る
相
対
化
の
視
点
を
導
 入
 」
 す
 

る
 。
 

中
村
は
、
わ
が
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
が
著
し
く
伝
統
王
土
我
と
 

原
 理
主
 

義
の
視
点
に
傾
斜
し
て
い
る
と
批
判
し
、
第
四
の
類
型
す
な
わ
ち
 
 
 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
視
点
に
力
点
を
置
く
。
中
村
は
、
ネ
オ
。
モ
ダ
ニ
 

 
 

典
型
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
求
め
る
声
が
高
い
中
で
 宗
 教
 と
政
 

冶
 ・
国
家
の
結
び
つ
き
は
双
方
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
明
言
す
 

る
 M
 

S
.
 
ア
シ
ュ
マ
 ｜
 ウ
ィ
Ⅰ
イ
ス
ラ
ー
ム
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
解
釈
 
と
 改
革
 

を
 通
し
て
ア
 
ユ
 ー
ブ
・
カ
ー
ン
政
権
の
近
代
化
政
策
を
支
え
た
 

F
 
・
ラ
フ
 

マ
ン
、
最
近
の
歴
史
学
、
社
会
学
、
人
類
学
、
心
理
学
、
 

=
-
 

ロ
ま
曲
学
 
、
記
号
 

 
 

用
 す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
ア
ラ
フ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
そ
の
過
去
と
現
在
 
を
 明
確
 

に
 理
解
し
未
来
に
正
し
く
志
向
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
 
M
 
.
 ア
 

ル
ク
ー
ン
の
三
人
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
 

中
村
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
要
件
と
し
て
は
、
唯
一
な
る
 
神
 、
そ
の
 使
徒
 

ム
ハ
ン
マ
ド
、
お
よ
び
彼
が
伝
え
た
啓
示
へ
の
信
仰
を
考
え
る
に
 
と
ど
め
 

る
べ
き
だ
と
し
、
ム
ハ
ン
マ
ド
以
後
の
預
言
者
の
存
在
、
コ
ー
ラ
 
 
 

キ
ス
ト
の
具
体
的
内
容
や
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
、
政
教
一
致
 
と
  
 

問
題
は
オ
ー
プ
ン
に
し
て
お
く
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
る
こ
と
  
 

て
 、
特
定
の
立
場
を
前
提
と
す
る
独
断
的
判
断
を
避
け
、
分
派
や
 
 
 



と
ス
 

辞
 書

工
 

  

   
 の

 主
張
を
も
謙
虚
に
理
解
す
る
宗
教
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
主
張
す
 
る
 。
 中
 

村
は
 、
ネ
オ
 
"
 モ
ダ
ニ
ス
ト
の
な
か
に
そ
の
よ
う
な
立
場
に
接
近
 
し
つ
つ
 

あ
る
も
の
が
あ
り
、
将
来
的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場
と
宗
教
 
り
 
丁
の
立
場
 

と
は
、
一
致
す
る
も
の
に
な
る
と
期
待
す
る
。
 

本
書
は
、
伝
統
主
義
や
原
理
工
 義
 に
偏
重
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
 

研
究
 

の
 主
流
に
一
石
を
投
じ
、
宗
教
学
の
実
践
的
意
義
を
再
提
起
す
る
 
 
 

井
 市
富
二
夫
の
「
カ
ル
ト
の
諸
相
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
近
代
社
 
ム
 
五
の
 

内
側
か
ら
の
変
動
要
因
で
あ
る
カ
ル
ト
な
い
し
セ
ク
ト
の
問
題
を
 
 
 

 
 

井
門
は
 、
カ
ル
ト
の
古
典
的
な
用
法
は
、
家
族
、
村
落
、
部
族
、
 

共
同
 

体
 と
し
て
自
覚
さ
れ
る
国
家
な
ど
、
入
縁
、
地
縁
、
血
縁
、
共
同
 
意
識
の
 

特
殊
な
紐
帯
に
よ
っ
て
結
束
し
て
い
る
社
会
組
織
に
情
感
的
に
論
 
埋
 以
前
 

の
 共
生
感
を
訴
え
る
「
祭
祀
行
為
」
を
指
す
が
、
第
二
の
用
法
と
 
し
て
、
 

い
つ
の
時
代
に
も
ハ
イ
・
 
力
ル
 
チ
 ャ
 ー
（
上
位
文
化
一
に
対
す
る
 

ロ
 l
 ｜
 ・
 

カ
ル
チ
ャ
ー
 
-
 
下
位
体
系
 
-
 へ
の
軽
視
や
抑
圧
の
姿
勢
が
「
排
除
 

す
べ
き
 

も
の
」
と
し
て
の
カ
ル
ト
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る
と
い
う
。
 

ま
 た
、
破
 

壊
的
 カ
ル
ト
と
い
う
、
一
九
六
 
0
 、
 七
 0
 年
代
に
マ
ス
コ
ミ
で
 
広
  
 

さ
れ
た
分
類
概
念
が
あ
ろ
。
井
川
 は 、
カ
ル
ト
と
は
、
キ
リ
ス
ト
 

教
 の
 伝
 

統
 が
衰
退
す
る
時
に
、
そ
の
権
威
の
隙
間
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
 
く
る
 民
 

衆
 儀
礼
や
部
族
儀
礼
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
祭
祀
の
名
 
舷
 を
 軽
蔑
 

の
ま
な
ざ
し
を
込
め
て
指
す
言
が
㍉
、
あ
る
と
し
、
一
九
六
 

0
 年
皿
 桂
 の
 自
 

田
 理
念
を
調
 歌
 し
て
急
伸
し
た
新
示
教
の
な
か
に
は
、
自
由
概
念
 
が
 市
民
 

@
 し
て
の
自
立
に
よ
っ
て
こ
そ
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 
失
念
す
 

Ⅰ
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ラ
ッ
ト
レ
ー
ス
的
社
会
に
失
 

望
 し
て
 

げ
 ず
か
ら
確
固
た
る
意
志
も
無
く
参
加
し
て
し
ま
っ
た
若
者
が
 増
え
た
 

宗
教
と
科
学
の
分
離
 

宗
教
と
科
学
の
分
離
は
、
近
代
を
考
え
る
上
で
、
最
も
根
本
的
な
 
課
題
 

の
 一
 つ
 で
あ
る
。
こ
の
主
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
、
厄
年
化
、
 

村
上
、
 

松
長
 、
お
よ
び
湯
浅
の
作
品
で
あ
る
。
 

ぬ
 幸
代
秀
武
の
「
宗
教
と
科
学
的
真
理
」
は
、
は
じ
め
に
宗
教
と
 

科
 学
的
 

  

が
 、
他
方
彼
ら
を
 
逆
 洗
脳
の
技
術
を
行
使
し
て
取
り
戻
そ
う
と
す
 
 
 

も
 多
く
な
る
。
 
井
門
は
 、
宗
教
の
衰
え
か
ら
カ
ル
ト
が
出
現
す
 る
と
 捉
 

え
 、
 二
 0
 世
紀
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
 
由
横
 し
て
そ
れ
を
自
分
探
し
 
の
 運
動
 

と
 位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
地
球
化
時
代
の
新
宗
教
を
文
化
の
統
合
と
 
分
裂
の
 

間
 に
咲
く
徒
花
と
見
る
。
 

大
越
愛
子
の
「
女
性
と
宗
教
」
は
、
宗
教
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
 
と
差
 

別
に
論
点
を
絞
っ
て
い
る
。
大
越
は
、
女
性
の
性
的
奴
隷
化
は
宗
 
教
 に
お
 

い
て
は
信
仰
の
装
い
の
下
で
自
発
的
に
行
わ
れ
る
か
の
ご
と
く
 
話
 ら
れ
、
 

長
い
間
不
問
に
付
さ
れ
て
き
た
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
 

イ
 
ス
ラ
ー
 

ム
 、
新
宗
教
運
動
に
つ
い
て
検
証
を
進
め
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
 
、
 自
ら
の
 

中
に
構
造
化
さ
れ
て
い
た
女
性
差
別
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
顕
 
在
 化
し
 

て
い
く
こ
と
で
新
た
な
脱
皮
を
試
み
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
動
き
 
が
 地
み
 ホ
 

教
 に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
木
室
 

日
は
、
フ
 

ェ
 ミ
ニ
ス
ト
か
ら
の
既
成
宗
教
の
体
制
変
革
を
求
め
る
強
力
な
主
 
張
 に
な
 

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
持
田
季
末
子
の
 ヨ
五
術
 と
宗
教
」
は
 
、
 「
 
芸
術
は
 

宗
教
に
代
わ
り
う
る
か
」
と
い
う
挑
戦
的
な
主
題
を
掲
げ
る
。
 

中
村
、
井
市
富
二
夫
、
大
越
、
持
田
の
透
視
 図は
 、
い
ず
れ
も
 
近
  
 

と
 リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
肯
定
も
し
く
は
主
張
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
 
 
 

る
と
 @
-
 

ロ
 
え
よ
う
。
 



真
理
の
緊
密
な
か
か
わ
り
を
述
べ
、
次
い
で
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
 
っ
や
理
 

出
 で
科
学
が
宗
教
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
科
学
の
現
状
 
を
そ
の
 

内
側
か
ら
反
省
す
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
と
科
学
的
真
理
の
関
わ
り
 
を
 修
復
 

す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
 

古
代
文
明
社
会
で
は
、
 
垣
ニ
 化
に
 ょ
 れ
ば
、
科
学
的
思
考
は
宗
教
に
 

関
連
 

し
な
が
ら
発
展
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
諸
都
市
と
 へ
 レ
ニ
ズ
ム
の
 世
 界
 に
お
 

い
て
、
ポ
リ
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
を
持
っ
て
い
た
が
、
ポ
リ
 
ス
 か
ら
 

は
み
だ
し
て
あ
ち
こ
ち
移
り
歩
く
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
発
生
し
、
 

そ
の
中
 

に
 科
学
者
が
い
た
。
た
と
え
ば
、
前
五
三
 
0
 年
頃
か
ら
 南
 イ
タ
リ
  
 

ロ
ト
ン
に
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
相
学
・
科
学
・
宗
教
を
慕
う
人
々
が
 

集
ま
っ
 

て
 作
っ
た
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
で
は
、
数
学
・
官
妓
・
宗
教
が
 同
 時
に
研
 

究
 ・
修
得
さ
れ
て
お
り
、
信
奉
者
た
ち
は
一
種
の
理
性
神
を
創
出
 

し
、
各
 

ポ
リ
ス
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
ア
テ
ナ
や
ア
ポ
ロ
の
よ
う
な
ポ
リ
ス
 
 
 

を
 否
定
し
て
、
そ
の
神
が
ポ
リ
ス
を
介
す
る
こ
と
な
く
直
接
に
個
 
人
の
運
 

命
を
決
定
す
る
と
説
き
、
ポ
リ
ス
を
超
え
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
 
世
界
を
 

目
指
し
た
。
こ
れ
が
、
ボ
リ
ス
の
保
守
派
や
通
常
の
市
民
と
衝
突
 
す
る
。
 

プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
現
代
科
学
は
、
論
理
に
よ
っ
て
 
自
然
 

の
事
実
を
整
理
し
、
解
釈
し
、
体
系
化
し
よ
 

う
と
 努
力
す
る
占
に
 
お
い
て
 

相
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
重
要
な
相
違
点
は
 
、
 何
を
 研
究
対
 

象
 と
す
る
か
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
 

て
 白
球
 

ほ
 つ
い
て
の
事
実
は
王
と
し
て
過
去
に
、
素
材
は
自
分
の
頭
脳
の
 

中
に
あ
 

り
 、
未
来
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
代
科
学
 に
と
つ
 

て
、
貝
は
 未
来
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
お
り
、
現
代
の
科
学
者
 は、
新
 

し
い
観
測
・
実
験
に
よ
っ
て
、
 

自
 殊
は
常
に
新
し
い
事
実
を
知
ら
 

せ
て
く
 

れ
る
に
違
い
な
い
と
確
信
し
、
行
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 

中
世
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
と
関
わ
ら
な
い
決
心
を
し
て
修
道
院
 
 
 

っ
た
 人
々
か
ら
、
科
学
的
真
理
に
関
わ
る
観
想
・
実
測
・
実
験
が
 

 
 

で
た
。
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
と
自
炊
と
の
か
か
わ
り
は
、
ア
ル
ベ
 

 
 

 
 
 
 

マ
グ
ヌ
 ス
と
 
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
 

 
 

ル
ト
 は
、
古
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
錬
金
術
の
複
雑
な
体
系
の
 
不
合
理
 

で
 暗
く
黒
い
状
況
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
を
使
っ
て
明
快
 
に
虚
と
 

実
 と
を
判
別
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
誤
り
を
、
実
証
的
に
正
し
 
 
 

た
 。
ト
マ
ス
は
 
、
 「
 
ス
シ
 
マ
・
 
テ
オ
 ロ
ジ
カ
」
を
書
き
上
げ
、
 
キ
  
 

教
 中
世
の
三
大
成
果
、
建
築
、
音
楽
、
神
学
の
一
つ
の
柱
を
建
て
 
 
 

天
動
説
・
地
動
説
論
争
お
よ
び
進
化
論
論
争
が
、
科
学
の
宗
教
 
か
  
 

離
脱
の
引
き
金
に
な
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
通
じ
て
、
カ
ト
リ
 
ッ
ク
教
 

会
は
新
し
い
傾
向
に
常
に
寛
大
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ル
タ
ー
 
や
カ
  
 

ン
を
 初
め
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
激
し
い
批
判
の
的
と
な
 
つ
て
い
 

た
 。
 べ
 ラ
ル
ミ
ー
ノ
枢
機
卿
は
、
こ
こ
で
地
動
説
に
対
し
て
寛
大
 
に
 振
舞
 

う
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
激
し
い
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
に
違
い
な
い
 
と
 、
心
配
 

し
 、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
理
論
は
間
違
っ
て
い
る
と
断
定
し
て
、
 

論
 手
 に
決
 

着
を
付
け
る
の
が
も
っ
と
も
良
い
と
決
心
し
た
。
一
六
一
六
聖
一
 

一
月
五
日
 

に
 教
 ふ
 下
が
出
さ
れ
、
科
学
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
離
脱
す
る
 

歴
 史
 が
始
 

ま
る
。
進
化
論
は
天
動
説
・
地
動
説
論
争
よ
り
遥
か
に
複
雑
な
問
 
題
を
苧
 

ん
で
い
て
、
多
く
の
啓
蒙
主
義
者
や
保
守
的
科
学
者
を
論
争
に
 
巷
 き
 込
ん
 

だ
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
 
と
 メ
ン
デ
ル
と
い
う
二
人
の
天
才
が
も
っ
と
 

も
 大
切
 

な
 役
割
を
果
た
し
た
。
 

お
二
化
は
、
宗
教
か
ら
離
れ
、
国
や
企
業
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
発
展
 

し
続
 

け
て
い
る
科
学
的
真
理
は
技
術
と
結
ん
で
物
質
文
明
を
作
り
、
 

現
 在
 万
能
 

の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
が
、
万
能
で
は
な
い
と
断
言
す
る
。
 

な
ぜ
な
 



 
 

 
  

 
主
日
 

ら
ば
科
学
的
真
理
は
 
、
 愛
と
憎
が
か
ら
み
あ
い
、
貧
と
富
が
重
層
 
 
 

る
 生
の
間
題
を
理
解
で
き
ず
、
正
義
が
あ
る
か
な
い
か
に
も
答
え
 
ら
れ
ず
 

心
 豊
か
な
幸
福
な
生
活
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
、
ま
し
て
一
人
 
 
 

現
代
の
科
学
は
高
度
な
協
力
関
係
を
修
復
し
再
建
せ
ね
ば
な
ら
な
 

死
に
つ
い
て
何
の
回
答
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
 

生
 ・
 ア
 ・
正
義
・
愛
の
根
源
的
問
題
に
正
し
く
迫
る
よ
う
な
 

。
一
日
 

土
  
 
幸
ヒ
 

@
 

宗
教
と
 

 
 

ぅ
 。
 垣
 二
化
は
、
科
学
的
真
理
が
生
み
出
さ
れ
る
必
要
条
件
は
 

、
科
 学
者
が
 

い
る
こ
と
、
研
究
を
す
る
 
組
識
 が
あ
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
り
、
 
 
 

心
を
持
っ
た
科
学
者
個
人
、
科
学
者
集
団
を
ど
の
よ
う
に
生
み
出
 
す
か
 

人
間
全
体
を
考
え
る
組
織
を
ど
の
よ
う
に
し
て
組
み
上
げ
て
い
く
 
か
、
そ
 

れ
が
世
紀
末
か
ら
来
世
紀
に
か
け
て
最
大
の
課
題
と
な
る
、
 と
 主
張
す
 

る
 。
 

さ
て
本
来
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
タ
ウ
 マ
 」
で
も
、
一
驚
 き
 」
 

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
「
奇
跡
」
が
、
宗
教
と
の
関
係
で
、
 

ま
た
 科
 

学
 と
の
関
係
で
、
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
い
か
に
展
開
し
た
か
、
 

そ
し
て
 

科
学
と
宗
教
が
い
か
に
分
化
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
 
繍
 一
味
深
い
 

一
冊
が
、
村
上
陽
一
郎
の
「
奇
跡
を
考
え
る
 

L
 で
あ
る
。
 

村
上
は
、
奇
跡
と
宗
教
の
関
係
を
古
代
の
文
脈
、
中
世
の
文
脈
、
 

 
 

の
 文
脈
で
と
ら
え
る
。
奇
跡
と
科
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
村
上
 
 
 

リ
レ
オ
が
一
六
三
二
年
に
出
版
し
た
「
天
文
対
話
」
が
教
皇
庁
の
 
異
端
書
 

間
所
に
告
発
さ
れ
、
断
罪
さ
れ
た
「
ガ
リ
レ
オ
事
件
」
を
手
が
か
 
 
 

て
 論
じ
て
、
こ
の
事
件
が
、
宗
教
的
迷
妄
と
科
学
的
真
理
の
対
立
 お
よ
 

宗
教
の
側
の
弾
圧
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
は
解
釈
で
き
な
い
も
の
だ
 
っ
た
 

主
張
す
る
。
 

ス
コ
ラ
学
で
は
、
村
上
に
よ
る
と
、
神
は
二
つ
の
書
物
を
書
い
た
 
 
 

う
 言
い
方
が
通
用
し
て
い
て
、
一
つ
は
聖
善
を
、
も
う
一
つ
は
 
自
 然
 を
指
 

し
て
い
た
。
ガ
リ
レ
オ
は
「
神
は
数
学
の
舌
口
 
葉
 で
自
 朋
 と
い
う
 圭
 白
物
を
書
 

い
た
」
と
い
っ
た
が
、
ス
コ
ラ
学
で
も
似
た
よ
う
な
考
え
方
が
取
 
ら
れ
て
 

い
た
 0
 
ス
コ
ラ
学
が
成
立
し
て
間
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
大
学
 
が
 誕
生
 

し
 、
そ
こ
で
は
必
須
の
学
問
と
し
て
「
自
由
七
科
」
を
学
ぶ
こ
と
 
が
 求
め
 

ら
れ
た
。
「
七
科
」
は
、
「
三
科
」
す
な
わ
ち
論
理
学
、
修
辞
学
 
、
文
法
 

と
 、
「
四
科
」
す
な
わ
ち
天
文
学
、
幾
何
学
、
算
術
、
音
楽
と
に
 

 
 

ね
 、
「
三
科
」
は
 粟
 円
を
学
び
、
理
解
し
、
そ
の
内
容
を
他
の
人
   

え
る
た
め
に
修
得
す
べ
き
基
礎
的
な
「
技
芸
」
で
あ
り
、
「
四
科
 
」
は
 自
 

殊
を
学
び
、
理
解
し
、
そ
の
内
容
を
人
々
に
伝
え
る
た
め
に
修
得
 
す
べ
き
 

基
礎
的
な
「
 技
 十
一
万
」
で
あ
っ
た
。
「
三
科
」
は
聖
書
に
入
る
た
め
 の
 門
戸
 

で
あ
り
、
「
四
科
」
は
 自
 殊
に
入
る
た
め
の
門
戸
だ
っ
た
の
で
あ
 る
 。
 村
 

上
は
 、
こ
う
し
て
見
る
と
、
ガ
リ
レ
オ
事
件
は
、
 

自
殊
 
の
な
か
に
 ネ
 
主
日
き
こ
 

ま
れ
て
い
る
神
の
言
葉
を
聖
書
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
神
の
舌
口
業
 

に
 優
先
 

さ
せ
る
と
い
う
可
能
性
の
問
題
で
あ
 

つ
 た
こ
と
が
わ
か
る
と
舌
口
 う
   

レ
オ
の
主
張
に
則
れ
ば
、
被
造
物
の
世
界
に
関
し
て
は
、
そ
こ
に
 
あ
る
 淀
 

を
 知
る
限
り
、
 

神
 抜
き
で
話
が
済
む
、
と
い
う
解
釈
も
可
能
に
な
 
る
 。
 理
 

神
 論
的
な
傾
向
の
萌
芽
が
、
ガ
リ
レ
オ
の
主
張
の
中
に
隠
れ
て
い
 
 
 

あ
り
、
聖
書
の
言
葉
は
、
 
亡
 拙
の
舌
口
業
に
完
全
に
支
配
圏
を
譲
っ
 
て
し
ま
 

う
こ
と
に
な
り
得
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
 

、
 神
の
舌
口
業
を
自
殊
の
言
葉
 に
 ￥
 
-
a
 
み
 

替
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
道
を
開
い
た
の
で
あ
り
、
科
学
の
三
一
 

ロ
 葉
は
 、
 

多
義
性
の
否
定
と
、
法
則
に
対
す
る
冷
厳
で
忠
実
な
従
順
の
な
か
 にあ
る
 

 
 
 
 

か
亡
 、
村
上
は
、
そ
の
 
右
 だ
け
か
ら
舌
口
っ
て
も
、
「
奇
跡
」
は
 、
 科
学
の
 

 
 

中
に
全
く
自
分
の
場
所
を
持
て
な
く
な
る
と
言
う
。
 

 
 

し
か
し
、
村
上
は
、
人
間
が
自
然
と
対
時
し
た
時
、
あ
る
い
は
 
人
  
 



自
然
の
中
に
立
っ
た
時
、
人
間
に
聞
こ
え
て
く
る
自
然
の
声
、
 

人
 間
 の
 日
 

に
す
る
 自
 殊
の
姿
が
、
「
物
質
」
と
「
運
動
」
と
「
放
学
」
の
み
 

 
 

り
 立
っ
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
と
舌
口
 
う
 。
村
上
は
 、
超
 越
 者
で
 

は
な
い
人
間
が
、
あ
る
場
合
に
超
越
を
知
り
、
超
越
を
理
解
し
、
 

超
越
を
 

信
じ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
真
に
奇
跡
と
い
う
 べき
こ
 

と
な
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
超
越
者
を
人
間
の
言
葉
で
論
じ
る
 
こ
と
が
 

で
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
奇
跡
の
名
に
価
す
る
と
舌
口
う
の
で
 

あ
る
。
 

ぬ
 二
化
や
村
上
が
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
西
欧
の
宗
教
と
科
学
の
分
離
 

 
 

題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
お
よ
び
東
洋
に
お
い
 ては
そ
 

れ
ら
が
不
可
分
だ
と
す
る
の
が
、
伍
長
官
庫
 の
 
「
仏
教
と
科
学
 」
で
あ
 

る
 。
 松
長
は
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
近
世
に
お
い
て
 自
殊
 科
学
は
古
  
 

世
の
科
学
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
独
自
の
領
域
を
開
拓
し
、
宗
教
 
と
は
 異
 

な
る
次
元
に
お
い
て
進
展
を
遂
げ
た
が
、
ア
ジ
ア
各
地
で
は
近
代
 
 
 

る
ま
で
 自
殊
 科
学
は
宗
教
や
哲
学
と
同
じ
思
想
基
盤
の
中
で
処
理
 さ
れ
て
 

き
た
と
 =
@
 

ロ
ラ
 。
 

校
長
 は
 、
 唐
 低
に
玄
宗
皇
帝
に
迎
え
ら
れ
て
長
安
に
入
っ
た
一
行
 
 
 

が
 僧
侶
と
し
て
よ
り
以
上
に
天
文
学
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ
て
 
、
 故
字
に
 

0
 所
鎮
を
積
み
、
七
二
七
年
に
は
「
大
行
 暦
 」
を
完
成
し
て
帝
に
 
献
上
し
 

た
こ
と
、
イ
ン
ド
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
諸
国
で
は
 
一
行
 

に
 限
ら
ず
、
医
学
、
薬
学
、
数
学
、
天
文
学
、
動
植
物
学
な
ど
の
 
自
然
科
 

学
 が
宗
教
の
領
域
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
枠
内
で
行
わ
れ
て
 
ぃ
 た
こ
と
 

を
 指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
で
は
、
数
学
が
「
 
ヴ
エ
 ｜
ダ
し
 

聖
典
の
祭
式
 
字
に
 、
天
文
学
が
暦
法
学
に
、
医
学
が
「
ア
タ
 ル
ヴ
  
 

エ
 ー
ダ
」
の
呪
法
に
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
を
持
っ
て
い
た
し
、
チ
ベ
 

 
 

教
 で
は
、
白
球
科
学
が
仏
教
の
中
に
ま
だ
生
き
て
存
在
し
て
い
る
 
。
日
本
 

で
も
、
奈
良
、
平
安
時
代
に
禅
師
と
尊
称
さ
れ
た
人
々
は
、
座
禅
 
の
 目
連
 

者
 と
い
う
よ
り
も
、
天
皇
や
貴
族
の
医
療
に
あ
た
る
看
護
 僧
で
 

 
 

し
 、
天
文
学
は
星
宿
の
学
と
し
て
陰
陽
思
想
の
一
環
と
し
て
取
扱
 
わ
れ
て
 

 
 
 
 

い
 た
と
言
う
。
 

松
長
は
 、
村
上
が
明
ら
か
に
し
た
科
学
的
言
語
の
宗
教
的
言
語
 
か
  
 

分
化
を
前
提
と
す
る
近
代
科
学
の
西
欧
的
文
化
基
盤
か
ら
の
発
生
 
が
 亜
目
 
旧
魍
 

的
 原
理
で
あ
る
と
は
見
な
い
。
伍
長
 は 、
む
し
ろ
仏
教
に
は
、
 
近
 代
 科
学
 

を
 補
完
す
る
役
割
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
宗
教
と
科
学
の
関
係
 に
か
か
 

る
 科
学
史
の
専
門
家
で
あ
る
村
上
の
西
欧
を
基
盤
と
す
る
議
論
と
 
真
言
 密
 

教
 の
 博
燈
阿
闇
梨
 で
あ
る
伍
長
の
東
洋
を
基
盤
と
す
る
議
論
と
  
 

は
 、
興
味
深
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
比
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

湯
浅
泰
雄
の
「
宗
教
体
験
と
身
体
し
は
、
 

宗
牧
と
 科
学
の
問
題
を
 
哲
学
 

的
 
・
深
層
心
理
学
的
に
考
察
し
て
い
る
。
 

温
技
は
 、
近
代
の
人
間
 
観
 ・
 世
 

外
観
を
代
表
す
る
近
代
哲
学
は
、
科
学
の
発
展
 
与
 背
景
に
し
て
、
 
宗
教
的
 

権
威
に
支
え
ら
れ
た
神
学
的
人
問
 観
 ・
世
界
冊
を
打
破
し
て
生
ま
 
 
 

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
 
ム
 
7
 日
、
近
代
的
人
間
と
科
学
技
術
の
在
り
方
 
が
 問
題
 

と
し
て
問
わ
れ
て
く
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
宗
教
お
よ
び
科
学
の
 
前
提
 そ
 

の
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
 
、
そ
の
 

た
め
の
具
体
的
な
手
が
か
り
と
し
て
、
心
理
学
と
身
体
論
に
任
 
日
 し
た
と
 

い
，
っ
 

湯
浅
は
、
哲
学
・
宗
教
か
ら
心
理
学
、
東
洋
医
学
を
含
め
た
医
学
 
、
さ
 

ら
に
物
理
学
や
工
学
の
分
野
に
ま
た
が
る
学
際
的
な
組
織
、
人
体
 
科
 片
子
 
ム
云
 

を
 立
ち
あ
げ
て
、
臨
死
体
験
を
検
討
し
、
体
外
離
脱
体
験
や
修
行
 
七
の
幻
 

其
体
験
な
ど
を
桂
川
し
、
身
体
と
人
間
性
に
つ
い
て
の
詩
論
 
を
キ
 朝
 し
、
 

宗
教
性
と
科
学
に
つ
い
て
論
じ
る
。
湯
浅
は
、
身
体
に
は
主
体
的
 
身
体
と
 



は
 本
来
「
鎮
め
の
文
化
装
置
」
で
あ
っ
た
が
、
近
代
化
途
上
に
あ
 

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 

っ
て
 日
 

現
代
宗
教
に
対
す
る
見
方
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
要
素
を
重
 
祝
 す
 

る
か
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
要
素
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
 

対
昭
 的
な
展
 

開
を
示
す
。
大
村
の
作
品
が
前
者
の
代
表
だ
と
す
れ
ば
、
間
瀬
 
お
 ょ
び
土
 

犀
の
作
品
は
後
者
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
池
田
の
儒
教
論
も
 
後
者
に
 

 
 大

村
英
昭
の
「
現
代
社
会
と
宗
教
」
が
繰
り
返
す
主
題
は
、
日
本
 
宗
教
 

本
仏
教
は
世
の
「
煽
る
文
化
」
に
足
を
す
く
わ
れ
、
己
の
本
領
を
 
み
ず
か
 

ら
ド
ブ
 に
投
げ
捨
て
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
だ
、
 

と
壬
一
 

ロ
 う
に
あ
る
。
 

 
 

・
奈
良
の
府
県
境
に
あ
る
生
駒
の
某
神
社
に
月
に
 

二
度
 

 
 

私
は
と
く
に
々
 不
 

客
観
的
身
体
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
身
体
と
は
、
外
的
 
 
 

の
 世
界
と
内
的
な
心
の
世
界
と
が
接
す
る
場
な
の
で
あ
る
と
 @
-
 

ロ
 う
 。
 ま
 

た
 、
現
代
に
お
い
て
、
外
な
る
世
界
を
探
Ⅱ
す
る
知
を
代
表
し
て
 
 
 

は
 、
科
 学
 、
特
に
物
質
の
世
界
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
諸
 
々
不
 
教
 の
 多
 

様
な
儀
礼
や
傍
行
法
は
 、
 内
な
る
世
界
を
探
求
す
る
努
力
を
示
  
 

る
 。
ユ
ン
グ
は
、
物
理
学
が
将
来
物
質
の
神
秘
に
更
に
深
く
到
達
 
 
 

理
学
が
心
の
道
の
本
性
に
迫
っ
て
行
け
ば
、
こ
の
二
つ
の
分
野
  
 

て
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
探
求
の
対
象
が
一
致
し
て
く
る
の
を
発
見
す
る
 
よ
う
に
 

な
る
だ
ろ
う
、
と
予
想
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
「
 共
特
 性
 
ヂ
 ピ
コ
 

の
す
「
 

0
 三
色
（
 
ヱ
 」
と
い
う
独
特
な
概
念
で
示
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

湯
浅
の
作
業
は
、
東
西
の
融
合
、
科
学
と
宗
教
の
融
合
に
向
か
う
 
哲
学
 

の
 可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
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一
に
神
の
い
け
に
え
に
さ
れ
る
特
定
の
人
と
と
も
に
神
を
迎
え
る
 

ま
た
は
 

そ
の
依
り
代
に
な
る
人
が
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
市
聖
別
 さ
 れ
る
 -
 

史
上
最
初
の
個
人
で
あ
り
、
第
二
に
（
お
か
げ
と
た
た
り
の
コ
ン
 
 
 

ク
ス
 ）
の
う
ち
た
た
り
の
方
が
宗
教
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
え
る
 
上
で
ょ
 

り
 重
要
で
あ
り
、
た
た
り
意
識
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
よ
り
シ
ャ
ー
マ
ニ
 
 
 

方
 に
よ
り
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
醸
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
 
る
か
ら
 

だ
 、
と
述
べ
て
い
る
。
 

大
村
は
、
宗
教
の
近
代
化
な
ど
は
、
あ
り
得
な
い
し
、
あ
る
べ
き
 
で
な
 

い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

間
瀬
 啓
九
 の
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
宗
教
」
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
 の圭
 
貝
 

任
 と
い
う
問
題
意
識
を
根
底
に
置
い
て
い
る
。
間
瀬
は
、
自
然
と
 
 
 

関
係
は
自
 殊
 に
対
す
る
人
間
の
態
度
が
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
 
 
 

を
白
状
よ
り
優
位
の
立
場
に
お
い
て
き
た
が
、
人
間
中
心
の
立
場
 
か
ら
 自
 

妖
を
見
る
こ
と
は
自
然
を
支
配
す
る
考
え
に
通
じ
る
の
で
、
こ
れ
 
で
は
 問
 

題
は
解
決
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
人
問
関
 
、
 自
殊
 

観
、
価
値
観
を
確
立
す
る
必
要
が
で
て
く
る
と
主
張
す
る
。
 

間
瀬
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
優
位
と
舌
口
 
う
 人
間
中
心
の
二
元
 
論
的
 

な
 見
解
の
も
と
で
、
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
 
る
封
村
 
Ⅱ
伴
子
 

と
 技
術
の
実
質
的
な
発
展
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
、
近
代
 ョ
 ー
ロ
ッ
  
 

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
資
本
主
 
義
 内
生
 

産
を
肯
定
す
る
要
素
を
挺
子
に
、
生
産
の
拡
大
、
人
類
の
進
歩
と
 
 
 

理
念
を
持
っ
て
白
状
征
服
に
と
り
か
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
 
し
た
 伝
 

統
 の
も
と
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
は
、
 

ム
 「
日
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
  
 

題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
き
わ
め
て
不
都
合
な
教
え
で
あ
る
こ
と
 
は
 否
め
 

な
い
と
す
る
。
そ
こ
で
、
現
代
西
欧
の
 ェ
 コ
ロ
ジ
 ヵ
 ル
な
問
題
に
 敏
感
な
 

若
者
た
ち
や
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
東
洋
思
想
や
宗
 
教
 の
 根
 

幹
 に
あ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
パ
ン
セ
イ
ズ
ム
を
方
法
論
的
に
再
考
 
し
 よ
う
と
 

 
  
 

す
る
見
直
し
の
運
動
が
起
こ
っ
て
い
る
と
言
う
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

三
 の
な
 

か
に
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
態
度
を
積
極
的
に
神
学
の
射
程
の
な
か
 
に
お
さ
 

め
て
（
自
然
の
神
学
Ⅴ
を
新
た
に
構
築
し
よ
う
と
す
る
方
向
が
め
 
ざ
さ
れ
 

て
い
る
と
舌
ロ
い
、
そ
こ
で
は
 
自
殊
と
 
人
間
の
相
互
依
存
性
が
確
 誌
 さ
れ
 

て
 、
「
存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
」
が
自
覚
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
 い
る
と
 

指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
流
れ
を
継
承
す
る
ジ
ョ
ン
・
 

カ
ブ
 は
 、
  
 

キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
の
絶
対
性
を
捨
て
て
、
人
間
を
頂
点
と
す
る
 
健
全
な
 

生
命
体
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
抗
争
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
述
  
 

る
と
舌
口
 う
 。
そ
し
て
、
ア
ル
ド
・
レ
オ
ボ
ル
ド
が
、
人
間
を
と
り
 まく
 環
 

境
 の
う
ち
、
（
個
人
Ⅴ
と
八
社
会
Ⅴ
に
つ
い
で
第
三
の
要
素
で
あ
 
る
 
（
 土
 

地
 ）
に
ま
で
倫
理
則
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
進
化
 の道
筋
 

と
し
て
、
ま
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
立
場
か
ら
も
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
 
と
 舌
口
 
，
 
ノ
 
@
 

の
で
あ
る
。
 

近
代
社
会
は
、
間
瀬
に
 
ょ
 れ
ば
、
三
つ
の
対
立
関
係
を
パ
ラ
ダ
イ
   

し
て
運
営
さ
れ
て
き
た
。
第
一
は
自
然
と
人
間
の
対
立
、
第
二
は
 
 
 

互
の
対
立
、
第
三
は
人
間
に
お
け
る
理
性
と
感
性
の
対
立
で
あ
り
 
 
 

は
 、
 自
 殊
を
征
服
し
て
人
間
帝
国
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
、
 

柑
互
  
 

を
 尊
重
し
な
が
ら
競
争
し
て
社
会
を
進
歩
さ
せ
て
い
く
こ
と
、
 

そ
 し
て
 非
 

合
理
を
廃
し
て
ム
ロ
 理
 的
に
整
除
さ
れ
た
理
性
的
社
会
を
目
指
し
て
 進
歩
 発
 

接
 し
て
い
く
こ
と
の
三
つ
を
目
指
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
も
た
ら
 
さ
れ
た
 

の
は
、
第
一
に
大
規
模
な
自
然
環
境
の
破
壊
の
進
行
で
あ
り
、
 

第
 二
は
相
 

互
 不
信
と
相
互
抗
争
の
深
刻
化
で
あ
り
、
第
三
は
理
性
に
よ
り
 
抑
 圧
さ
れ
 



書評と紹介 

  
た
 感
情
の
噴
出
で
あ
っ
た
。
 

人
間
存
在
の
十
分
条
件
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ヘ
調
和
 
）
で
 

あ
る
。
間
瀬
自
身
が
目
論
む
（
暮
ら
し
の
中
の
哲
学
）
の
主
要
 な
課
題
 

は
 、
第
一
に
自
 
殊
と
 人
間
を
二
元
論
的
に
 
、
 別
々
の
も
の
と
理
解
   

と
す
る
考
え
に
対
し
て
批
判
的
な
考
察
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
 

第
二
は
 

自
然
と
人
間
の
あ
い
だ
に
成
り
立
ち
 ぅ
る
 倫
理
の
基
礎
付
け
を
 
与
 え
る
こ
 

と
で
あ
る
。
間
瀬
は
、
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
自
然
を
支
 
配
す
る
 

と
い
う
考
え
を
捨
て
て
白
状
と
の
共
生
と
い
う
考
え
に
転
じ
る
こ
 
と
、
自
 

然
 に
お
け
る
生
命
の
位
置
を
見
定
め
て
全
体
に
生
命
中
小
の
エ
コ
 

ン
ス
テ
 

ム
的
な
考
え
に
転
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
質
を
重
ん
じ
る
生
活
・
 

非
 物
質
的
 

な
 価
値
を
尊
重
す
る
生
活
に
転
じ
る
こ
と
の
三
白
 に
 要
約
で
き
 る
と
 @
-
 

ロ
 

 
 間

瀬
は
、
消
費
は
人
間
が
幸
福
を
得
る
た
め
の
手
段
で
は
あ
っ
て
 
 
 

目
的
で
は
な
い
。
理
想
は
、
最
小
限
の
消
費
で
、
最
大
限
の
幸
福
 
を
 得
る
 

こ
と
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 

土
屋
恵
一
郎
の
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
政
治
と
宗
教
 
目
は
 、
近
代
の
 
不
買
 

容
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
寛
容
に
向
か
う
流
れ
の
問
題
占
を
提
示
 
 
 

る
 。
近
代
の
不
寛
容
の
事
例
と
し
て
、
土
屋
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
 
 
 

リ
ム
と
結
婚
し
た
ゼ
ミ
卒
業
生
の
食
卓
上
の
タ
ブ
ー
に
触
れ
た
 
時
 の
 反
省
 

か
ら
書
き
始
め
、
次
に
植
民
地
主
義
の
死
者
に
対
す
る
非
礼
に
関
 
 
 

ン
デ
ィ
ア
ン
の
遺
骨
が
研
究
者
の
机
の
上
に
装
飾
品
の
よ
う
に
 

置
 か
れ
て
 

い
た
り
、
床
か
ら
天
上
ま
で
箱
に
詰
め
ら
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
 

遺
骨
が
 

慎
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
を
見
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
全
土
で
二
百
 
五
十
万
 

捺
 に
及
ぶ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
遺
骨
が
博
物
館
、
州
立
歴
史
教
会
、
 

 
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
 

知
 つ
た
「
 イ
ェ
 
ロ
ー
 
.
 

ど
も
、
そ
の
使
者
た
ち
の
魂
の
間
題
は
完
全
に
置
き
去
り
に
さ
れ
 

パ
ー
ド
」
に
よ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
遺
骨
埋
葬
を
要
求
し
た
運
動
 

を
 取
り
 

て
い
る
 

上
げ
て
い
る
。
土
屋
は
、
植
民
地
主
義
的
 慕奪
 に
よ
っ
て
形
作
ら
 
れ
た
 大
 

英
 博
物
館
を
見
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
を
初
め
と
す
る
ア
フ
リ
カ
、
 

ア
 ラ
ブ
の
 

展
示
室
は
、
死
者
の
博
物
館
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
に
遺
品
で
埋
 
 
 

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
歴
史
の
展
示
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
あ
 
 
 

と
 指
摘
す
る
。
仮
に
魂
の
存
在
に
関
心
が
 
血
 
い
と
し
て
も
、
そ
の
 
死
者
た
 

ち
を
敬
慕
す
る
者
た
ち
の
感
情
は
完
全
に
曲
視
さ
れ
て
い
る
、
 

と
 述
べ
て
 

い
る
。
 

土
屋
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
成
立
す
る
条
件
と
し
 て
、
 

「
共
有
さ
れ
た
記
憶
、
伝
統
と
習
慣
、
共
通
の
言
語
と
共
通
の
文
 

学
 が
も
 

た
ら
す
感
情
と
思
考
の
共
通
の
仕
方
」
を
掲
げ
、
強
調
さ
れ
る
の
 
は
 共
通
 

と
い
う
言
葉
で
あ
っ
て
「
異
質
」
な
も
の
へ
の
関
心
は
全
く
と
 
舌
 口
 っ
て
 
い
 

い
ほ
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
問
題
で
あ
っ
て
 た
と
 

え
ば
「
サ
テ
ィ
」
を
強
要
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
女
性
の
状
況
に
立
 っ
た
時
 

「
文
化
」
は
「
 死
 」
を
意
味
し
、
「
文
化
主
張
 
権
 」
の
基
盤
を
な
   

る
 文
化
が
極
め
て
抑
圧
的
な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
 
 
 

宗
教
は
、
世
界
の
ど
こ
で
も
、
こ
の
抑
圧
的
機
能
に
転
化
す
る
 
可
 能
 性
が
 

あ
る
と
言
 う
 の
で
あ
る
。
 

土
屋
の
目
標
は
、
文
化
と
共
同
体
へ
の
埋
没
に
は
な
い
。
そ
れ
ら
 
を
選
 

抗
 す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
を
離
脱
す
る
こ
と
も
で
き
る
時
に
 
こ
そ
、
 

 
 

文
化
と
共
同
体
自
身
も
、
そ
の
生
命
を
更
新
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
 
与
え
 ろ
 

 
 

れ
る
機
会
を
持
ち
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
土
屋
は
、
人
間
は
こ
 
の
 離
脱
 

の
力
 に
よ
っ
て
多
数
の
文
化
に
関
わ
り
、
多
数
の
宗
教
と
関
わ
り
 多
数
㎝
 

 
 

の
 生
命
と
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
共
同
体
か
ら
の
離
脱
 
を
 経
験
 



し
な
い
宗
教
者
な
ど
い
な
い
こ
と
は
、
イ
ェ
ス
を
み
れ
ば
す
ぐ
わ
 かる
こ
 

と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 

池
田
秀
三
の
「
自
然
宗
教
の
力
儒
教
を
中
心
に
」
は
、
儒
教
 

の
み
 丁
 

教
 性
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
儒
教
と
は
何
か
」
を
問
お
う
と
 
す
る
。
 

池
田
は
、
超
越
的
存
在
者
に
対
す
る
信
仰
、
お
よ
び
教
団
組
織
の
 
存
在
す
 

る
こ
と
あ
る
い
は
 
聖
 ・
俗
の
区
別
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
の
み
 

を
 宗
教
 

の
 要
件
と
し
て
挙
げ
る
。
池
田
は
、
儒
教
が
宗
教
で
あ
る
か
な
い
 
 
 

い
う
問
題
に
対
す
る
諸
学
者
の
見
解
は
、
肯
定
・
否
定
両
派
に
分
 
 
 

て
、
 未
だ
な
お
決
着
を
見
て
お
ら
ず
、
数
の
上
で
は
否
定
派
が
断
 
然
 多
数
 

を
 占
め
て
主
流
を
な
し
て
い
る
が
、
欧
米
で
は
相
半
ば
す
る
と
  
 

る
 。
 

池
田
の
儒
教
の
定
義
は
、
孔
子
を
は
じ
め
と
す
る
古
の
聖
人
の
圭
 

目
嶋
川
 

り
に
 

真
理
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
学
び
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
 
 
 

を
 陶
冶
 し
 得
る
と
信
じ
、
ま
た
そ
の
真
理
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
 天
 

下
 泰
平
が
実
現
で
き
る
と
い
う
信
念
を
持
つ
こ
と
、
で
あ
る
。
 

端
 的
に
 @
 

え
ば
、
孔
子
の
教
え
を
奉
じ
る
も
の
は
総
べ
て
儒
教
の
徒
で
あ
り
 
、
孔
子
 

の
 思
想
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
か
い
な
い
か
は
問
題
で
は
な
 

逆
 

に
 、
い
く
ら
儒
教
思
想
に
影
響
を
受
け
て
い
よ
う
と
、
孔
子
を
聖
 
人
 と
思
 

わ
ぬ
も
の
は
儒
教
の
徒
で
は
な
い
。
池
田
は
、
さ
ら
に
、
孔
子
の
 
言
 を
記
 

し
た
書
物
を
学
ぶ
こ
と
を
そ
の
要
素
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
儒
学
 
抜
き
の
 

儒
教
は
あ
り
え
な
い
と
言
 う 。
池
田
が
儒
教
の
担
い
手
は
読
書
人
 層
で
あ
 

る
と
言
い
続
け
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
儒
教
を
々
 

下
 教
 と
認
 

め
き
れ
な
い
の
も
、
こ
の
儒
教
の
学
問
的
本
質
の
故
で
あ
る
、
 

と
  
 

池
田
は
、
祭
祀
に
 
問
 Ⅰ
 る
 Ⅱ
 宇
 抜
き
で
は
、
儒
学
の
極
め
て
重
要
   

分
 が
す
っ
ぽ
り
欠
落
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
儒
教
論
は
こ
の
 
礼
め
子
  
 

死
と
 救
済
 

脇
本
が
宗
教
学
者
の
立
場
か
ら
、
日
野
原
が
宗
教
者
で
あ
る
臨
床
 
医
の
 

立
場
か
ら
死
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
 

島
 薗
は
宗
教
学
者
の
 
立
場
か
 

ら
 、
ま
た
高
橋
は
宗
教
者
で
な
い
精
神
科
医
の
立
場
か
ら
、
力
 
め
  
 

け
る
救
済
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
 

脇
本
甲
 也
は
 
「
死
の
比
較
宗
教
学
」
に
お
い
て
、
小
学
校
六
年
生
 

の
頃
 

か
ら
続
い
た
身
内
の
死
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
自
分
の
死
へ
の
 
関
  
 

ま
り
か
ら
説
き
起
し
、
学
徒
出
陣
予
定
者
と
し
て
死
地
へ
赴
く
に
 
当
た
っ
 

て
 与
え
ら
れ
た
岸
本
英
夫
の
は
な
む
け
の
言
葉
に
感
銘
を
受
け
た
 
こ
レ
 ス
 

そ
し
て
そ
の
爪
木
が
約
十
年
に
及
ぶ
 

癌
 と
の
闘
病
の
果
て
に
死
へ
 

の
 考
察
 

を
 深
め
な
が
ら
死
去
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
つ
つ
、
筆
を
進
  
 

る
 。
 

脇
本
は
、
岸
本
が
生
死
観
 る
 、
肉
体
的
生
命
の
存
続
を
希
求
す
 
る
も
 

の
 、
死
後
に
お
け
る
生
命
の
永
存
を
信
ず
る
も
の
、
自
己
の
生
命
 
を
、
そ
 

れ
に
 替
る
 限
り
な
き
生
命
に
托
す
る
も
の
、
現
実
の
生
活
の
中
に
 水連
 
の
 

生
命
を
感
得
す
る
も
の
、
と
言
う
四
類
型
に
分
ち
、
現
代
社
 ム
 ムは
、
 @
 
中
和
 

一
 、
第
二
の
類
型
の
生
死
観
よ
り
は
、
第
三
、
第
四
の
そ
れ
が
 次
第
に
 

優
位
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た
こ
と
を
引
用
し
て
い
る
 。
そ
し
 

て
 、
岸
本
自
身
が
死
に
つ
い
て
の
大
き
な
問
題
と
し
て
、
死
に
い
 たる
ま
 

で
の
肉
体
の
苦
痛
・
病
苦
、
 
凡
 そ
の
も
の
、
こ
の
、
今
、
意
識
し
 

て
い
る
 

自
分
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
の
恐
怖
、
そ
し
て
家
族
の
今
後
の
 
生
活
に
 

て
 語
ら
れ
な
さ
す
ぎ
た
と
い
う
。
池
田
の
議
論
は
、
神
道
が
宗
教
 
 
 

か
で
問
題
に
さ
れ
る
の
と
極
め
て
良
く
似
た
文
脈
に
お
い
て
、
 

変
 わ
る
こ
 

 
 

と
の
な
い
儒
教
の
政
治
へ
の
従
属
を
解
明
し
て
い
る
。
 

 
 

 
  
 



 
 

。
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つ
い
て
の
小
酌
 
と
 言
う
三
つ
の
こ
と
を
掲
げ
て
い
た
こ
と
を
示
す
 
 
 

本
書
は
、
岸
本
英
夫
の
死
と
い
う
具
体
例
を
手
が
か
り
に
、
岸
本
 
が
手
 

記
 に
残
し
た
よ
う
な
「
己
の
死
」
と
い
う
問
題
を
掘
り
下
げ
る
。
 

さ
ら
に
 

ア
リ
エ
ス
が
指
摘
し
た
「
汝
の
死
」
の
問
題
を
展
開
し
、
さ
ら
に
 「
社
会
 

成
員
の
死
」
の
問
題
を
展
望
す
る
。
 

脇
本
は
、
い
か
に
も
酒
税
な
清
々
し
い
文
章
で
本
書
を
締
め
く
く
 
っ
て
 

い
る
。
「
謝
恩
と
弔
慰
、
お
か
げ
と
た
た
り
、
恵
み
と
恨
み
と
い
 

 
 

極
 的
な
要
素
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
死
霊
崇
拝
に
共
通
し
て
い
る
 
 
 

こ
と
、
そ
れ
が
更
に
 
、
 死
の
問
題
の
全
体
に
漂
う
両
義
性
の
雰
 囲 気
に
つ
 

な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
両
極
性
な
い
し
両
義
 
 
 

宗
教
現
象
の
全
局
面
に
繰
り
返
し
現
れ
る
。
…
：
毛
の
よ
っ
て
 
来
 る
と
こ
 

ろ
の
因
由
は
 
、
 生
と
何
と
の
相
互
否
定
と
相
互
依
存
の
う
ち
に
  
 

る
 、
と
い
う
平
凡
な
真
実
に
帰
着
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

生
  
 

と
こ
ろ
に
死
は
な
い
。
死
の
あ
る
と
こ
ろ
に
生
は
な
 

ま
た
、
 

生
 が
な
け
れ
ば
死
は
な
い
。
生
が
あ
る
か
ら
死
が
あ
る
。
そ
し
て
 
逆
に
 、
 

死
 が
な
け
れ
ば
生
は
な
い
。
死
が
あ
る
か
ら
生
が
あ
る
。
だ
か
ら
 
、
 死
を
 

排
除
し
て
生
を
の
み
求
め
よ
う
と
す
る
文
化
は
、
い
つ
か
滅
ぶ
の
 
で
は
な
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
」
と
。
 

日
野
原
重
明
の
「
現
代
医
学
と
宗
教
」
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
 
臨
 床
屋
 

と
し
て
死
を
看
取
っ
て
き
た
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
 
0
 日
野
原
 は
、
日
 

今
の
医
学
教
育
に
お
い
て
は
臨
床
医
と
し
て
の
幅
広
い
臨
床
能
力
 

を
身
に
 

つ
け
さ
せ
る
教
育
が
、
宇
部
時
代
の
学
生
に
も
、
ま
た
卒
業
し
て
 

医
師
と
 

し
て
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
後
の
医
師
に
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
 

と
を
 強
 

 
 

日
野
原
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
科
学
は
客
観
的
な
対
象
と
し
 
 
 

物
質
を
扱
う
学
問
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
主
観
的
な
心
や
体
験
を
扱
 
う
 宗
教
 

と
は
全
く
別
の
分
野
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
二
分
法
に
は
再
検
 
討
 
-
 が
 迫
ら
 

れ
て
い
る
と
い
う
。
日
野
原
は
、
宗
教
上
の
儀
式
と
し
て
の
祈
願
 
 
 

は
 、
病
気
が
そ
の
た
め
に
癒
さ
れ
る
例
は
き
わ
め
て
希
で
あ
る
 と
し
て
 

も
 、
患
者
当
人
ま
た
は
近
親
の
者
に
よ
る
祈
願
が
患
者
の
も
つ
 
不
 思
議
な
 

内
的
治
癒
 力
 に
よ
い
影
響
を
与
え
る
可
能
性
は
否
定
で
き
る
も
の
 

で
は
な
 

い
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
聖
地
ル
ル
ド
に
 

自
 殊
に
湧
き
出
す
泉
が
あ
 り
、
そ
 

こ
に
は
多
く
の
病
院
が
作
ら
れ
た
り
、
障
害
者
や
病
人
が
集
ま
 つ
 て
き
 

て
 、
そ
の
聖
水
で
病
気
の
冶
癒
を
願
っ
た
り
し
て
い
る
。
多
く
の
 
巡
礼
者
 

に
は
、
目
に
見
え
た
治
癒
は
な
く
て
も
、
病
気
や
障
害
を
も
ち
な
 
 
 

強
く
生
き
よ
う
と
す
る
精
神
力
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 
肉
 体
 を
よ
 

い
 条
件
に
も
っ
て
い
く
事
実
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
現
代
の
 
医
学
 に
 

か
け
て
い
る
も
の
は
、
「
 
ル
力
 
に
よ
る
福
音
書
」
に
記
さ
れ
た
「
 よ
き
サ
 

マ
 リ
ヤ
 人
の
た
と
え
の
ご
と
く
、
民
俗
的
偏
見
を
越
え
た
隣
人
愛
 
や
、
婦
 

人
 、
罪
人
、
貧
し
き
も
の
に
対
す
る
社
会
的
関
心
で
あ
る
」
と
い
 
 
 

老
い
を
死
に
向
か
っ
て
落
下
す
る
姿
と
見
な
す
か
、
死
に
向
か
っ
 
て
 日
取
 

後
の
生
を
問
い
掛
け
る
の
か
。
そ
の
時
に
真
の
宗
教
を
持
っ
人
々
 
に
、
死
 

に
 立
ち
向
か
う
こ
と
が
救
い
へ
の
更
新
で
あ
る
と
い
う
信
仰
や
信
 
念
 が
生
 

じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
死
に
向
か
っ
て
成
長
す
る
最
後
を
迎
 
え
ら
れ
 

る
と
言
う
。
日
野
原
は
、
一
般
人
に
比
べ
て
医
師
の
間
に
宗
教
心
 
が
 高
 い
 

 
 

と
 言
わ
れ
る
の
は
、
患
者
の
死
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
医
師
に
 
、
 自
殊
と
 

 
 

 
 
 
 
 
 

宗
教
心
が
高
め
ら
れ
る
条
件
が
存
す
る
の
で
は
な
い
が
と
思
う
と
 
述
べ
、
 

自
ら
そ
の
死
に
関
わ
っ
た
鈴
木
大
拙
が
最
後
に
ど
の
よ
う
に
し
て
 

 
 

ら
れ
た
か
を
調
べ
、
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
死
に
方
を
字
ぶ
こ
と
 

は
 生
き
 



方
を
学
ぶ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
と
い
う
。
 

死
ん
で
い
く
も
の
に
は
、
必
ず
魂
の
苫
 痛 、
肉
体
の
苦
痛
が
伴
い
 
 
 

間
 と
し
て
の
試
練
に
直
面
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
た
っ
た
一
人
で
 
受
け
て
 

 
 

の
 理
想
 

的
な
場
を
い
ま
だ
に
作
り
だ
せ
な
い
で
い
る
。
日
野
原
は
、
医
療
 
o
 世
界
 

で
は
ケ
ア
と
い
う
こ
と
が
キ
ュ
ア
に
劣
ら
ず
、
時
に
は
キ
ュ
ア
 
以
 上
に
大
 

切
 で
あ
り
、
そ
の
ケ
ア
に
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
を
提
供
す
る
場
合
よ
 
り
も
 謙
 

虚
 な
精
神
が
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
霊
的
な
 
人
 問
と
 

い
う
視
円
 Y
@
 し
て
 宗
 抽
を
介
入
さ
せ
る
意
義
が
生
じ
る
も
の
だ
と
 い
う
 考
 

え
に
到
達
し
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
 

島
 直
進
 は
 、
「
現
代
宗
教
の
可
能
性
オ
ウ
ム
真
理
教
と
暴
力
 

三
 @
 

お
い
て
「
オ
ウ
ム
真
理
教
は
近
世
以
後
、
と
り
わ
け
近
代
の
日
本
 
の
 山
下
 

利
休
 

鵬
 

を
 支
配
し
た
現
世
主
義
と
は
異
な
る
特
徴
を
も
っ
宗
教
集
団
で
あ
 
 
 

死
を
見
つ
め
る
こ
と
と
出
家
に
よ
る
現
世
離
脱
を
求
め
、
社
会
 
空
 間
 と
隔
 

離
さ
れ
た
空
間
で
の
修
行
の
意
義
を
強
調
し
、
意
識
が
異
次
元
宝
 
間
 に
上
 

弄
 す
る
こ
と
に
高
い
意
義
を
認
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
 
オ
 
ウ
ム
 真
 

理
 教
の
超
越
志
向
性
は
、
新
宗
教
の
中
で
き
ね
だ
っ
て
い
る
」
と
 
観
察
す
 

る
 。
 

島
菌
は
 、
問
題
を
 、
 オ
ウ
ム
真
理
教
の
教
え
を
検
討
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
 

て
 、
麻
原
が
説
い
た
教
義
、
麻
原
と
中
核
信
徒
た
ち
が
共
有
し
て
 Ⅰ
い
た
 
-
-
 

ロ
 

調
を
オ
ウ
ム
の
刊
行
物
か
ら
読
み
取
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
 
し
て
 暴
 

力
 に
結
び
つ
い
た
か
を
論
じ
、
暴
力
と
の
関
わ
り
と
い
う
側
面
か
 
5
 オ
 ウ
 

ム
 真
理
教
の
信
仰
世
界
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
 

島
薗
は
 、
麻
原
が
「
①
 A
 君
は
 B
 君
に
暴
力
を
振
る
 
ぅ
 。
②
 A
 君
 は
そ
 

れ
に
よ
っ
て
自
己
に
悪
業
の
報
い
が
あ
る
こ
と
を
良
く
知
つ
て
い
 
 
 

し
か
し
 B
 君
が
地
獄
へ
落
ち
る
の
を
妨
げ
る
に
は
、
暴
力
を
振
る
 
 
 

な
い
こ
と
も
 
旬
 Ⅰ
て
い
る
と
い
う
条
件
の
下
で
は
、
 

A
 君
が
暴
力
 を
 振
る
 

う
こ
と
は
 
ヴ
ア
 ジ
ラ
 サ
 ー
 ナ
 の
実
践
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
。
」
と
 
 
 

 
 
 
 

説
 取
を
引
用
し
て
い
る
。
 
島
薗
は
、
 

オ
ウ
ム
真
理
教
の
タ
ン
 
ト
 一
 
フ
 ・
ヴ
ァ
 

シ
 ラ
 ヤ
 ー
 ナ
 の
教
え
と
実
践
は
こ
の
宗
教
の
信
仰
体
系
の
中
核
に
 

関
 わ
っ
 

て
お
り
、
近
代
市
民
社
会
の
常
識
と
は
厳
し
く
対
立
す
る
が
宗
教
 
的
な
 ョ
珊
 

坤
 と
し
て
は
ひ
と
ま
ず
筋
道
が
立
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
暴
力
と
殺
 
人
 を
安
 

易
 に
調
め
る
論
理
を
含
ん
で
お
り
、
自
他
の
生
命
と
心
に
畏
敬
の
 

念
 を
も
 

ち
人
間
同
士
の
相
互
性
を
尊
ぶ
と
い
う
道
徳
的
規
範
に
反
し
て
い
 
 
 

り
で
な
く
、
最
終
的
な
善
悪
の
基
準
が
超
人
的
と
さ
れ
る
個
人
の
 
信
念
に
 

委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
独
善
的
な
暴
力
へ
の
批
判
や
チ
ェ
ッ
ク
 
 
 

性
 が
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
自
己
中
小
的
、
白
 
己
 陶
酔
 

的
な
暴
力
の
正
当
化
に
対
す
る
教
義
的
な
歯
止
め
が
 
蛙
 
か
っ
た
 と
 指
摘
す
 

る
 。
 

島
薗
は
 、
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が
「
宗
教
と
暴
力
」
の
問
題
を
王
に
 
千
年
 

王
国
主
義
 

ミ
 レ
ネ
リ
ア
ニ
ズ
ム
 
-
 的
な
運
動
が
引
き
起
こ
す
 問
 頭
と
 捉
 

え
て
い
る
こ
と
に
 任
 目
す
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
に
は
、
そ
の
「
 現
世
 拒
 

否
 」
の
特
徴
に
加
え
て
、
「
悪
魔
の
陰
謀
」
観
に
よ
る
 

強
列
 な
「
 敵
 」
 の
 

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
闘
い
の
姿
勢
を
強
め
て
い
た
と
 
壬
一
 

ロ
車
 ノ
 
。
 そ
 

し
て
、
被
害
妄
想
的
に
こ
の
よ
う
な
「
 敵
 」
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
 背
後
に
 

は
 、
人
間
は
「
情
報
操
作
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
す
る
「
 不信
の
 

思
想
」
に
基
づ
く
特
異
な
人
間
観
が
あ
っ
た
と
説
明
す
る
。
さ
ら
 
に
、
島
 

薗
は
 、
宗
教
に
広
く
見
ら
れ
る
指
導
者
崇
拝
が
日
本
の
宗
教
の
場
 
今
 に
は
 

特
に
著
し
く
、
生
き
た
人
物
を
「
生
き
神
」
「
生
き
仏
」
と
し
て
 
信
仰
す
 

壬
 伝
統
が
新
宗
教
の
教
祖
・
教
主
崇
拝
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
 
見
  
 



書評と紹介 

麻
原
の
権
力
行
使
を
可
能
に
し
た
の
は
、
元
々
暴
力
へ
と
向
か
い
 
や
す
い
 

特
注
を
持
っ
て
い
た
こ
の
教
団
の
教
え
や
実
践
の
構
造
で
あ
る
 と
 考
え
 

る
 。
 

オ
ウ
ム
真
理
教
の
大
衆
宗
教
運
動
と
瞑
想
・
身
体
修
行
の
結
合
の
 
 
 

性
は
 、
 島
薗
 に
よ
れ
ば
、
阿
舎
 
宗
 の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
 

一
 
 
 

年
頃
か
ら
何
台
 
宗
は
 、
瞑
想
・
身
体
修
行
の
宗
教
と
し
て
の
性
格
 
 
 

し
 、
ま
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
信
者
獲
得
・
情
報
戦
略
組
織
を
構
 架
 し
た
 

が
 、
麻
原
は
、
阿
舎
 宗
に
 倣
っ
て
瞑
想
と
身
体
修
行
を
深
め
、
 

エ
 

は
 桐
山
や
佐
保
田
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
し
、
一
九
七
 
0
 年
頃
 ク

ス
タ
 

ま
で
に
 

テ
ィ
ッ
ク
な
体
験
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
強
い
現
世
 
否
定
 

現
世
離
脱
の
考
え
方
を
推
進
し
た
。
 

島
薗
は
 、
河
合
宗
の
桐
山
眉
 雄
 や
佐
 

保
田
鶴
冶
の
信
仰
世
界
は
現
世
主
義
的
な
性
格
を
濃
厚
に
止
め
  
 

が
 、
麻
原
は
現
世
主
義
の
信
仰
世
界
を
一
歩
踏
み
越
え
て
前
進
 し
 、
「
 皆
 

さ
ん
が
肯
定
し
よ
う
と
も
、
否
定
し
よ
う
と
も
、
必
ず
死
ぬ
と
 
い
 う
こ
と
 

を
ま
ず
前
提
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
何
と
無
常
を
強
 
謁
 し
、
 

生
死
の
超
越
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
 
、
こ
れ
 

発
展
し
た
ほ
と
ん
ど
の
日
本
の
新
宗
教
教
団
に
お
い
て
も
見
ら
れ
 
 
 

の
で
あ
る
と
特
記
す
る
。
 

島
薗
は
 、
ど
ん
な
に
理
不
尽
と
思
わ
れ
る
指
示
で
も
 ム叩
ム
 

Ⅰ
で
あ
る
  
 

従
う
べ
き
だ
と
す
る
組
織
と
集
団
行
動
を
優
先
す
る
考
え
方
、
 

い
 つ
も
 敵
 

を
 明
確
な
も
の
と
し
 
敵
と
 戦
う
と
い
う
目
標
を
絶
対
的
所
与
と
し
 て
 集
団
 

の
 結
束
を
強
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
な
ど
は
、
オ
ウ
ム
と
抑
圧
的
軍
 
隊
 の
 顕
 

著
 な
共
通
点
で
あ
り
、
オ
ウ
ム
真
理
教
は
新
宗
教
の
現
世
主
義
 
か
  
 

却
の
方
向
を
指
し
下
し
た
よ
う
に
見
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

集
 団
 行
動
 

主
義
と
い
う
点
で
は
日
本
近
世
・
近
代
の
現
世
主
義
の
「
成
果
」
 

を
 無
残
 

な
形
で
反
復
し
て
し
ま
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

高
橋
納
音
 
の
 
「
超
能
力
と
霊
能
者
」
は
、
日
本
脱
力
ル
ト
研
究
 

ム
 
ム
の
理
 

事
も
務
め
る
精
神
病
理
学
者
が
、
現
代
宗
教
の
提
起
す
る
諸
問
題
 
の
 解
説
 

を
 試
み
る
も
の
で
あ
る
。
高
橋
は
、
 

島
薗
 と
は
対
比
的
に
精
神
垣
 学
 の
 立
 

場
か
ら
オ
ウ
ム
を
検
討
す
る
。
 

高
橋
に
よ
れ
ば
、
オ
ウ
ム
の
神
秘
体
験
は
、
長
期
間
の
修
行
を
必
 
要
と
 

す
る
古
典
的
な
意
味
で
の
神
秘
体
験
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
精
神
 
医
学
で
 

比
較
的
簡
単
に
説
明
で
き
る
「
異
常
体
験
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
 
 
 

で
も
オ
ウ
ム
で
行
っ
て
い
る
よ
う
な
過
激
な
「
修
行
」
を
す
れ
ば
 
、
そ
の
 

よ
う
な
異
常
体
験
を
経
験
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
あ
 
 
 

教
祖
や
幹
部
信
者
の
「
 気
 」
や
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
そ
れ
を
お
こ
 

さ
せ
た
 

か
の
よ
う
に
演
出
し
、
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
身
に
つ
け
て
き
た
 思
考
を
 

「
観
念
」
と
し
て
退
け
、
そ
れ
を
打
ち
砕
く
こ
と
で
修
行
が
進
む
 

と
 教
え
 

込
ま
れ
、
心
を
操
作
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
 

 
 

う
を
何
万
回
も
唱
え
る
、
五
体
投
地
と
い
う
動
作
を
二
時
間
以
上
 
休
み
な
 

く
 行
う
な
ど
単
純
な
動
作
を
繰
り
返
し
行
う
と
、
人
は
精
神
医
学
 
 
 

庄
一
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
 
-
 と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
る
症
状
に
陥
 る
と
い
 

う
 。
常
同
症
は
か
な
り
進
行
し
た
精
神
分
裂
病
者
に
お
い
て
し
ば
 
し
ば
 見
 

ら
れ
る
現
象
で
、
同
じ
動
作
や
行
為
を
い
っ
ま
で
も
繰
り
返
す
意
 
 
 

節
 障
害
と
い
う
症
状
で
あ
り
、
み
か
け
は
同
一
意
志
が
持
続
し
て
 
、
 長
く
 

同
じ
動
作
や
行
為
を
反
復
持
続
し
て
い
る
よ
 う に
見
え
る
が
、
 

こ
 れ
は
土
日
 
@
 

 
 

志
 が
強
固
で
あ
る
た
め
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
意
志
の
調
節
力
 
む
 い
し
 支
 

 
 

配
力
 が
弱
ま
っ
た
た
め
、
大
脳
に
本
来
備
わ
っ
て
い
た
精
神
 
｜
運
 動
 性
の
 

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
統
制
か
ら
解
除
さ
れ
て
自
動
的
に
な
り
、
意
味
の
 
な
 
い
反
 

㏄
 

 
 

復
 と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
解
さ
れ
る
現
象
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
 
る
 。
 同
 



じ
 行
為
だ
け
を
宮
司
的
に
繰
り
返
す
と
、
簡
単
に
言
う
と
「
行
為
 
 
 

と
り
歩
き
が
お
き
る
。
自
己
の
行
為
が
自
己
に
所
属
し
て
い
る
と
 
い
う
成
心
 

党
 が
麻
 痩
 す
る
。
オ
ウ
ム
の
修
行
法
は
、
こ
れ
を
実
際
に
行
っ
た
 ので
あ
 

る
 。
オ
ウ
ム
が
や
っ
て
し
ま
っ
た
薬
物
に
よ
る
 把冊
 Ⅲ
イ
ニ
シ
エ
 
 
 

ン
 で
、
最
終
的
に
使
用
し
た
の
は
 

L
S
D
 
と
覚
醒
剤
の
組
み
合
わ
 
せ
で
あ
 

っ
た
 。
シ
ロ
 
シ
ン
や
 L
S
D
 
、
メ
ス
カ
リ
ン
、
コ
カ
イ
ン
な
ど
は
 知
覚
 変
 

容
剤
 、
な
い
し
幻
覚
 剤
 と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
覚
醒
剤
は
強
 い
 気
分
 

の
 高
揚
を
も
た
ら
す
。
し
た
が
っ
て
「
神
秘
体
験
」
を
人
工
的
に
 
 
 

す
と
い
う
点
で
ま
さ
に
「
理
に
か
な
っ
た
」
方
法
だ
っ
た
の
だ
と
 
=
@
 

ロ
ラ
 。
 

高
橋
は
、
カ
ル
ト
の
特
徴
の
第
一
は
、
教
団
信
者
た
ち
が
ほ
と
ん
 
 
 

外
曲
 く
 教
団
や
信
者
た
ち
は
す
べ
て
教
祖
の
た
め
に
存
在
す
る
と
 
考
え
て
 

い
る
こ
と
だ
と
言
う
。
カ
ル
ト
の
特
徴
の
第
二
は
、
暁
夫
に
内
部
 
で
 行
わ
 

れ
て
い
る
こ
と
を
信
者
に
さ
え
見
せ
な
い
、
絶
対
服
従
と
情
報
 
遮
 断
 で
あ
 

る
と
言
う
。
第
三
の
、
入
信
に
始
ま
っ
て
、
一
人
前
の
メ
ン
バ
  
 

り
 、
さ
ら
に
新
規
の
メ
ン
バ
ー
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
 
カ
  
 

家
 に
共
通
し
て
い
る
問
題
性
の
高
い
特
徴
は
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
 レ
 
@
 

と
 言
う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
と
言
い
、
そ
の
手
順
は
、
第
一
の
 
ア
  
 

チ
の
 ス
テ
ー
ジ
、
第
二
の
記
憶
段
階
の
ス
テ
ー
ジ
、
第
三
の
初
期
 
洗
脳
 段
 

階
の
 ス
テ
ー
ジ
、
第
四
の
後
期
洗
脳
段
階
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
 進
 む
と
 説
 

く
 。
高
橋
は
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
駆
使
す
る
カ
ル
ト
 
教
団
に
 

対
し
て
、
カ
ル
ト
で
あ
っ
て
も
そ
の
宗
教
的
立
場
を
尊
重
す
る
と
 い，
つ
 
い
 

わ
ゆ
る
相
対
手
義
は
取
ら
な
い
と
そ
の
立
場
を
明
示
し
、
そ
の
 
理
 由
は
、
 

潰
乱
や
リ
ス
ク
ト
ー
ク
、
情
報
操
作
な
ど
の
詐
欺
的
な
伝
道
形
式
 に
 お
，
る
 

こ
と
を
強
調
し
た
い
と
言
い
、
破
壊
的
カ
ル
ト
は
、
布
教
の
 
パ
ワ
 ｜
に
頼
 

る
だ
け
で
、
人
格
の
成
軌
を
助
け
な
い
、
と
い
う
よ
り
は
成
軌
を
 
 
 

曲
を
隷
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
破
壊
的
カ
ル
ト
へ
の
警
戒
 
を
 続
け
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
必
要
だ
と
玉
帳
す
る
。
 

 
 

確
か
に
、
高
橋
が
拠
っ
て
立
つ
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
 とカ
ル
   

 
 
 
 

結
び
付
け
る
見
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
Ⅰ
 
E
U
 
な
ど
の
 議
 ム
五
郎
 

鞭
 生
口
 

書
や
 マ
ス
コ
ミ
で
は
、
か
な
り
広
く
流
布
し
て
お
り
、
事
実
、
 

フ
 
ラ
ン
ス
 

そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
 
や
  
 

の
 危
険
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
公
益
団
体
が
設
置
さ
れ
て
、
そ
う
 
し
た
 活
 

動
 の
た
め
に
公
金
の
支
出
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
 
よ
う
な
 

見
方
の
根
底
に
あ
る
、
真
正
の
宗
教
は
自
発
的
に
加
入
す
る
も
の
 
で
あ
る
 

が
 、
カ
ル
ト
は
洗
脳
も
し
く
は
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
 

 
 

せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
は
 
、
 必
ず
し
も
学
界
の
 
支
持
を
 

得
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
の
「
心
理
学
の
 
社
会
的
 

倫
理
的
責
任
に
関
す
る
委
員
会
」
が
 、
反
 カ
ル
ト
、
 
反
 
マ
イ
ン
ド
 コ
ン
ト
 

ロ
ー
ル
説
の
王
 
唱
 者
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
シ
ン
ガ
ー
の
「
 欺
蝦
的
 

間
接
 

的
な
説
得
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
法
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
オ
ー
ス
 
」
が
 提
 

出
し
た
最
終
報
告
を
一
九
八
七
年
五
月
十
一
口
に
却
下
し
、
「
 
ヵ
  
 

を
 宗
教
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
 
 
 

は
 容
認
で
き
る
心
理
学
理
論
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
結
論
を
下
 
し
た
こ
 

と
 、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
最
大
の
反
カ
ル
ト
団
体
、
カ
ル
ト
・
ア
ウ
 エ ア
 ネ
 

ス
 
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
一
九
九
六
年
に
破
産
し
た
こ
と
な
ど
も
、
 

当
然
 触
 

れ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
偏
り
 
 
 

の
 何
冊
か
の
著
書
に
お
い
て
も
気
に
な
っ
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
叢
書
が
現
代
の
宗
教
の
課
題
を
そ
れ
ぞ
れ
 
 
 

場
か
ら
見
事
に
提
示
し
た
功
績
は
大
き
い
。
最
後
に
、
あ
え
て
 
血
  
 

だ
り
を
す
る
と
す
れ
ば
、
現
代
宗
教
そ
の
も
の
の
叫
び
で
あ
る
。
 

る
 ホ
教
 の
 



中
か
ら
宗
教
を
見
る
労
作
が
 

  

も
う
少
し
あ
っ
た
な
ら
、
隔
靴
掻
痒
の
感
が
 

だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

0
 

 
 



書評と紹介 

教
典
研
究
は
長
い
間
、
主
と
し
て
文
献
学
・
歴
史
学
等
々
に
依
拠
 
 
 

つ
 、
各
教
典
の
成
立
事
情
や
教
義
の
形
成
に
つ
な
が
る
教
典
の
吉
 
想
 的
内
 

容
 に
関
心
を
よ
せ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
研
究
は
そ
れ
な
り
に
 
意
 義
 を
も
 

つ
が
、
宗
教
学
と
し
て
は
も
う
少
し
 

別
な
怪
 か
ら
の
問
い
が
あ
 
っ
て
も
 

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
以
前
か
ら
そ
れ
と
な
く
 
予
 思
 さ
れ
 

て
い
た
。
つ
ま
り
教
典
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
宗
教
が
実
際
の
 
教
団
 生
 

活
を
営
ん
で
い
く
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
 
 
 

か
 、
さ
ら
に
一
般
に
、
宗
教
現
象
に
お
い
て
教
典
に
期
待
さ
れ
る
 
意
味
は
 

ビ
 れ
く
ら
い
の
幅
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
教
典
は
宗
教
 
に
と
つ
 

て
 絶
対
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
の
が
な
ど
の
Ⅱ
い
で
あ
る
。
こ
れ
 
ら
の
 問
 

い
 に
導
か
れ
た
本
来
の
宗
教
学
的
教
典
論
の
試
み
は
、
一
九
八
 
0
 年
代
に
 

始
ま
り
、
種
々
の
成
果
を
あ
げ
な
が
ら
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
 
一
 拙
稿
 

博
 

土
屋
 

・
鎌
田
 繁
編
 

冨
 主
典
 と
 人
間
」
 

大
明
堂
一
九
九
八
年
三
月
二
八
日
刊
 

A
5
 判
二
六
五
頁
三
三
 0
0
 円
 

「
教
典
論
の
新
し
い
可
能
性
」
「
宗
教
研
究
し
二
五
八
号
、
一
九
八
 

三
年
 

九
五
 ｜
 
一
一
四
頁
参
照
）
。
本
書
は
、
そ
の
方
向
に
そ
っ
た
関
心
 

を
 共
有
 

す
る
日
本
で
は
じ
め
て
の
論
文
集
で
あ
る
。
ち
な
み
に
評
者
は
 こ
れ
ま
 

で
、
「
聖
典
」
で
は
な
く
、
「
教
典
」
と
い
う
舌
口
葉
を
用
い
て
き
た
 
。
 m
 三
 込
 
@
 Ⅲ
 

二
分
法
は
有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
文
書
と
結
び
つ
 

け
て
 実
 

体
化
 ・
固
定
化
す
る
の
は
避
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
「
 

聖
 典
 」
は
 

耳
か
ら
聞
い
た
と
き
「
正
典
」
と
混
同
し
や
す
く
、
正
典
は
あ
く
 
ま
で
 教
 

典
 の
ひ
と
つ
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
 
そ
の
 理
 

出
 で
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
は
、
一
貫
し
て
「
聖
典
」
が
 
m
 
い
ら
  
 

る
の
で
、
こ
の
書
評
で
も
、
以
下
の
記
述
に
お
い
て
は
、
混
乱
を
 
回
避
す
 

る
た
め
に
、
そ
れ
に
従
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
 

「
は
じ
め
に
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
編
者
の
ね
ら
 

ぃ
 は
、
聖
典
が
 
世
界
 

の
 諸
文
化
の
中
で
果
た
す
役
割
に
着
目
し
、
聖
典
の
も
つ
多
面
的
 
な
 姿
を
 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
「
あ
る
宗
教
文
化
を
ひ
と
 つの
 閉
 

じ
た
意
味
体
系
と
し
て
捉
え
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
 
聖
 興
る
位
 

置
 づ
け
る
と
い
う
 
視
占
 」
が
採
用
さ
れ
る
。
全
部
で
一
三
の
論
文
 が 収
録
 

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
聖
典
と
社
会
の
相
関
」
お
よ
び
「
 
聖
典
 解
 

釈
の
思
想
」
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
分
類
  
 

は
 、
最
近
 S
.
 
ビ
 ダ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
聖
典
研
究
に
 お
け
る
 

二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
 
と
 機
能
論
 

的
 ア
プ
ロ
ー
チ
を
下
敷
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

第
一
部
 
-
 
「
聖
典
と
社
会
の
相
関
 
ヒ
は
 七
つ
の
論
文
か
ら
成
り
立
 

っ
て
 

 
 
 
 

 
 

 
 第

一
論
文
 
-
 
松
尾
 剛
次
 
「
叡
尊
の
思
想
 
｜
 西大
寺
叡
尊
像
納
入
 
文
書
 

な
ど
を
使
っ
て
」
 一
は
 、
「
聖
者
と
さ
れ
た
人
の
像
の
中
に
 
、
 そ
の
 聖
 



者
に
関
係
す
る
文
書
や
物
な
ど
を
納
入
す
る
こ
と
」
を
「
聖
典
化
 
0
 行
為
 

の
 一
つ
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
一
事
例
と
し
て
、
叡
尊
の
寿
像
 

 
 

納
入
さ
れ
た
諸
文
書
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
も
し
 
そ
れ
ら
 

の
 網
人
文
書
が
聖
典
化
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
当
然
叡
尊
の
思
 
想
 そ
の
 

他
を
理
解
す
る
重
要
史
料
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
従
来
そ
の
 
ょ
 う
に
 扱
 

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
著
者
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
 

納
 人
文
書
 

に
任
 目
す
る
新
た
な
視
覚
に
基
づ
く
と
、
叡
尊
の
救
済
思
想
に
 ヰ
み
 

，
 
、
 
@
 、
「
  
 
一
 

見
、
多
元
的
な
立
場
を
つ
ら
ぬ
 

く
 、
思
想
的
な
一
貫
性
」
が
見
出
 さ
れ
る
 

こ
と
に
な
る
。
著
者
に
 
ょ
 れ
ば
、
そ
れ
は
「
 
悉
有
 仏
性
説
・
同
一
 
仏
性
説
 

の
 立
場
に
立
ち
つ
つ
、
「
悲
華
経
」
に
依
拠
す
る
釈
迦
信
仰
を
中
 
核
 と
し
 

て
い
た
」
の
で
あ
る
。
「
聖
典
化
の
行
為
」
と
い
う
着
眼
目
 

は
新
 鮮
 で
あ
 

り
 、
佳
日
に
価
す
る
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
ど
れ
く
 の
 

規
模
の
社
会
集
団
が
そ
の
意
味
を
共
有
し
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
 され
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
部
の
表
題
が
示
す
 
よ
う
 に
 、
 聖
典
化
 

は
 社
会
的
出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

第
二
論
文
 
-
 福
嶋
信
吉
「
近
代
日
本
の
新
宗
教
に
お
け
る
信
仰
 形  
 

「
教
え
」
金
光
教
の
布
教
者
、
湯
川
安
太
郎
の
場
合
１
１
」
 
-
 斗
 
@
@
 

よ
 ,
 

聖
典
化
を
も
う
少
し
動
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
「
 
聖
典
 形
 

成
 過
程
に
あ
る
金
光
教
の
歴
史
と
湯
川
の
よ
う
な
庶
民
の
信
仰
 
生
 活
の
場
 

に
 即
し
た
考
察
」
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
の
考
察
の
手
が
か
り
と
さ
 
 
 

が
、
 広
い
意
味
で
の
「
教
え
」
の
言
葉
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
 
 
 

は
 
「
金
光
教
の
「
教
え
」
の
言
葉
が
教
祖
自
身
の
「
お
か
げ
」
 

の
 体
験
に
 

基
づ
い
て
い
る
」
こ
と
を
重
視
し
、
そ
の
「
事
実
性
と
実
践
性
」
 

を
 彼
自
 

身
の
体
験
を
通
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
「
教
え
 
」
は
 天
 

地
の
神
の
「
教
え
」
で
あ
り
、
教
祖
自
身
の
、
そ
し
て
湯
川
自
身
 の 
「
お
 

か
げ
」
の
体
験
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
性
、
実
践
性
、
普
遍
性
が
 
保
証
さ
 

れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
や
が
て
湯
川
の
著
作
も
ま
た
、
正
典
的
 
な
 
「
 
金
 

光
 教
教
 曲
ビ
に
 対
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
機
能
す
る
と
と
も
 に
、
彼
 

 
 

の
 弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
聖
典
的
な
位
置
を
占
め
る
に
い
た
る
 。
本
稿
 

は
 、
日
本
の
新
宗
教
に
広
く
見
ら
れ
る
体
験
主
義
と
聖
典
化
と
の
 
結
び
っ
 

き
を
、
金
光
教
の
事
例
に
そ
く
し
て
明
ら
か
に
し
た
論
考
で
あ
る
 
 
 

第
三
論
文
 
-
 
池
澤
 優
 
「
 
祀
 字
の
伝
統
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
を
生
成
 す
る
 

場
魏
首
 南
北
朝
時
代
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
指
南
書
辞
に
つ
 
 
 

｜
 」
 -
 も
 同
じ
く
聖
典
化
を
問
題
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
創
唱
 に
よ
る
 

テ
キ
ス
ト
が
先
行
せ
ず
「
解
釈
あ
っ
て
の
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
 性
格
を
 

も
つ
 儒
 宇
の
聖
典
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
聖
典
論
の
視
点
か
ら
 

整
 理
す
る
 

こ
と
」
が
試
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
漢
代
以
降
、
唐
 代
以
  
 

ヨ
 %
 ヒ
 0
 分
野
、
そ
の
中
で
も
祖
先
祭
祀
に
係
わ
る
分
野
」
が
 事
例
と
 

な
る
。
著
者
に
 
ょ
 れ
ば
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
「
特
定
テ
キ
ス
 

ト
 を
里
 

典
 と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
時
間
的
社
会
的
制
約
を
越
え
 
て
 現
実
 

に
 対
し
力
を
持
つ
こ
と
の
承
認
で
あ
り
、
同
時
に
現
実
一
人
間
一
 

が
 常
に
 

そ
の
中
に
水
大
不
変
の
真
理
を
求
め
る
よ
う
な
関
係
性
の
設
定
」
 

な
の
で
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
解
釈
は
聖
典
と
現
実
を
繋
ぐ
フ
ィ
ル
タ
ー
 
 
 

な
も
の
で
あ
り
、
聖
典
は
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
の
み
把
握
 
可
能
」
 

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
適
切
な
聖
典
論
的
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
 
既
存
の
 

学
識
を
見
な
お
す
と
い
う
作
業
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
 
論
文
は
 

そ
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
な
る
。
 

第
四
論
文
一
近
藤
光
博
「
 宍
ガ
バ
ア
 
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
」
と
 
ガ
 ン
デ
 

イ
 ー
 ｜
 神が
戦
士
に
闘
い
を
促
す
「
ヒ
ン
ド
ウ
聖
典
」
を
非
暴
 
 
 

途
 は
い
か
に
読
ん
だ
か
と
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
「
ギ
ー
 タ
 １
ロ
 と
 



 
 

 
 

書
あ
 -
 

0
 対
話
を
深
め
て
い
く
過
程
で
、
自
ら
の
価
値
観
と
聖
典
と
の
 
間
 に
 生
じ
 

る
 矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
解
消
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
 
、
現
  
 

教
 的
状
況
と
の
関
連
の
中
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
結
 
払
冊
 
に
よ
 

れ
ば
、
 目
ギ
 ー
タ
ー
」
に
帰
依
 し
、
 q
 ヒ
ン
ド
ゥ
 」
で
あ
る
こ
と
 を
 自
負
 

し
 続
け
た
態
度
が
真
の
重
み
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
極
限
 
 
 

お
け
る
自
己
犠
牲
を
も
っ
て
対
話
と
調
和
の
原
則
を
貫
き
通
そ
 う
と
す
 

る
 、
当
事
者
と
し
て
の
精
神
力
を
通
じ
て
の
み
な
の
で
あ
っ
た
」
 

 
 

こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
文
は
、
聖
典
解
釈
の
努
力
を
、
言
葉
よ
り
 
 
 

ろ
 事
実
上
の
社
会
的
実
践
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
と
ら
え
 方
  
 

に
 、
第
一
部
に
分
類
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

第
五
論
文
 
-
 市
川
裕
「
ユ
ダ
ヤ
教
聖
書
解
釈
の
宗
教
学
的
意
義
 
 
 

的
 強
制
と
自
発
的
意
志
の
葛
藤
」
 一
は
 、
近
代
国
家
の
成
立
 に
よ
つ
 

て
 ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
自
治
体
制
が
崩
壊
し
、
ト
ー
ラ
ー
の
実
定
法
 
上
 の
 権
 

威
 が
失
墜
し
た
い
わ
ゆ
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
」
の
事
態
の
中
で
、
 

耽
 二
曲
 
@
 
の
 

意
義
を
あ
ら
た
め
て
問
 い
 な
お
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
 

ま
 -
 い
著
 

者
は
、
「
神
約
強
制
」
と
「
自
発
的
意
志
」
と
い
う
一
見
対
立
す
 
る
 二
つ
 

の
 概
念
を
手
が
か
り
に
す
る
。
前
者
は
「
唯
一
神
の
啓
示
宗
教
  
 

て
 、
「
預
言
者
」
の
 範
時
で
 
捉
え
ら
れ
る
人
物
に
共
通
す
る
特
徴
 」
で
あ
 

り
 、
「
克
己
の
道
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
 
は
、
近
 

代
の
宗
教
意
識
の
特
徴
で
あ
り
、
 

孟
 一
 
眼
 に
創
造
的
な
個
人
の
高
 揚
 し
た
 

ロ
マ
ン
的
意
志
こ
そ
が
神
で
あ
る
と
い
う
観
念
」
に
基
づ
く
「
 
王
 観
の
神
 

格
 化
」
と
結
び
つ
く
。
著
者
は
、
「
特
定
の
時
代
に
還
元
で
き
な
 
い
 啓
示
 

晋
遍
 的
価
値
」
を
聖
典
に
求
め
る
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
、
今
日
も
依
然
 
 
 

宗
教
的
権
威
の
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
と
玉
帳
し
た
い
よ
う
 
 
 

 
 

第
六
論
文
一
山
中
 弘
 
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
ス
ト
と
民
衆
 
的
福
 

昔
 主
義
の
展
開
」
 -
 は
 、
「
一
八
世
紀
か
ら
大
き
く
再
編
さ
れ
る
よ
 

う
に
な
 

る
と
考
え
ら
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
構
造
に
お
い
て
民
衆
的
 
宗
教
 世
 

界
 が
ど
の
よ
う
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
を
、
民
衆
的
存
立
 

日
工
 萎
め
 

代
表
的
な
担
い
手
で
あ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
フ
・
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
た
ち
 
の
 &
 本
 皓
笘
 

世
界
の
言
説
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
」
と
す
る
も
  
 

る
 。
初
期
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
・
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
た
ち
の
宗
教
世
界
 
は
、
民
 

衆
の
信
仰
世
界
と
連
続
し
て
い
る
が
、
同
時
に
民
衆
の
伝
統
的
な
 
生
活
様
 

式
や
娯
楽
に
厳
し
い
批
判
の
目
を
向
け
て
い
た
と
い
う
著
者
の
論
 
旨
は
、
 

そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
聖
典
論
と
は
直
接
結
び
 
 
 

 
  

 第
七
論
文
 
-
 深
澤
 英
隆
 
「
創
出
さ
れ
る
聖
典
 

0
,
S
.
 

 
 

の
 
「
エ
ッ
ダ
の
謎
」
の
解
釈
学
 

｜
 
」
 一
は
 、
本
書
の
中
で
も
と
   

傑
出
し
た
精
密
な
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
伝
統
の
創
出
の
 一
 環
 と
し
 

て
の
、
「
聖
典
の
創
出
」
の
事
例
考
察
」
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
 

と
  
 

ら
れ
た
事
例
は
「
「
エ
ッ
ダ
」
を
今
日
に
お
い
て
 

冨
 主
典
化
し
し
 よ
う
と
 

し
た
試
み
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
 
ゲ
  
 

正
義
宗
教
運
動
か
ら
生
ま
れ
た
エ
ッ
ダ
解
釈
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
 

ロ
イ
タ
 

１
 0
 
「
エ
ッ
ダ
の
謎
 と
 ア
ー
リ
ア
の
 
原
 信
仰
」
二
九
二
二
ー
 
二
 三
年
 -
 

が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
詳
し
く
紹
介
す
る
余
裕
  
 

が
 、
著
者
に
よ
れ
ば
、
 
近
 現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
伝
統
創
出
の
場
 
は
 
「
 聖
 

 
 

典
 創
出
の
場
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
 ，
キ
  
 

 
 

教
 的
な
聖
典
空
間
に
対
し
て
対
抗
関
係
に
あ
る
と
同
時
に
、
い
わ
 
ぼ
 
。
 
「
 転
 

移
 」
の
関
係
に
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
成
功
し
た
と
は
言
い
 

 
 

も
の
で
あ
り
、
著
者
は
、
こ
の
聖
典
創
出
の
「
挫
折
」
の
事
例
を
 「
近
代
 



の
 聖
典
創
出
が
抱
え
る
原
理
的
な
困
難
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
 よ
う
と
 

す
る
。
こ
れ
は
既
存
の
問
題
設
定
を
一
歩
越
え
出
る
き
わ
め
て
 
重
 要
 な
指
 

摘
 で
あ
り
、
今
後
の
聖
典
論
に
お
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
 
ば
な
ら
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
 

以
ヒ
で
 第
一
部
が
終
わ
り
、
次
に
第
二
部
 -
 
「
聖
典
解
釈
の
思
想
」
 -
 と
 

し
て
、
六
つ
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
 

第
一
論
文
 
-
 鈴
木
健
郎
「
道
教
に
お
け
る
聖
典
そ
の
多
様
性
 

 
 

規
定
性
」
 - は
 、
道
教
を
儒
教
と
と
も
に
「
中
国
人
お
よ
び
 中
国
社
 

会
の
産
出
し
た
総
合
的
な
文
化
複
合
体
」
と
見
な
し
、
三
道
蔵
」
 

 
 

い
く
つ
か
の
基
本
的
な
経
典
の
記
述
の
検
討
」
を
通
し
て
「
「
 
道
 教
口
 @
F
 

Ⅰ
 

品
玉
 ぬ
 臼
を
形
成
・
構
成
す
る
中
心
的
な
思
考
枠
組
」
を
明
ら
か
  
 

う
と
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
思
考
枠
組
は
三
道
」
と
「
 片
苅
 
」
 の
 

世
界
観
・
 
形
而
ヒ
学
 、
特
に
「
 道
 」
Ⅰ
ヨ
三
丁
万
物
」
の
生
成
 論
 で
あ
 

る
 。
そ
の
さ
い
「
自
立
的
で
不
変
の
本
質
と
し
て
そ
れ
を
把
握
す
 る
こ
と
 

は
 妥
当
で
は
な
く
、
一
定
の
連
続
性
定
常
性
を
保
持
し
つ
つ
も
 
常
 に
 変
容
 

し
 続
け
る
、
多
様
な
方
向
性
と
可
能
性
を
内
包
し
た
可
変
的
な
 
シ
 ス
テ
ム
 

と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
 @
 わ
れ
る
。
し
か
し
、
 
こ
 れ
は
そ
 

も
そ
も
道
教
の
聖
典
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
論
文
 
-
 
水
 ノ
尾
 倍
倍
「
バ
ラ
モ
ン
伝
承
に
お
け
る
聖
典
 

ヴ
ェ
 

｜
ダ
 観
念
の
拡
張
と
空
洞
化
」
 -
 は
 、
イ
ン
ド
社
会
の
伝
承
  
 

次
第
に
ヴ
ェ
ー
ダ
観
念
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
 、
 「
 

モ
ン
達
が
ヴ
ェ
ー
ダ
の
権
威
を
高
め
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 
イ
  
 

精
神
世
界
で
、
ひ
い
て
は
世
俗
的
な
世
界
に
お
い
て
も
独
占
的
地
 
位
 を
確
 

保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
も
ま
た
イ
ン
ド
 
 
 

見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
長
 い
 歴
史
を
も
っ
た
い
く
つ
か
の
 
宗
 散
で
 類
 

供
 し
た
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

第
三
論
文
 
-
 大
川
玲
子
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
啓
示
 現
 

 
 

ヒ
は
 、
ク
ル
  
 

 
 
 
 

が
 自
ら
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
ク
ル
 
ア
  
 

自
己
認
識
に
関
す
る
章
句
の
解
釈
を
通
し
て
、
ム
ス
リ
ム
の
啓
示
 
観
 を
さ
 

ぐ
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
さ
い
著
者
は
、
ム
ー
サ
ー
 一
 モ
ー
セ
 -
 が
 
「
神
と
 

詰
っ
た
」
の
に
対
し
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
「
神
を
見
た
」
と
す
る
 ハデ
ィ
 

｜
ス
 を
手
が
か
り
に
し
て
、
「
見
神
」
の
問
題
に
 

佳
 占
を
合
わ
せ
 
る
 。
 そ
 

し
て
フ
ァ
フ
ル
ソ
デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ー
ズ
 

イ
 ー
の
「
不
可
視
界
の
鍵
 
」
に
 見
 

ら
れ
る
 ク
 
ル
ア
ー
ン
解
釈
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
著
者
に
 よ
 れ
 。
は
 
、
 「
 ラ
 

｜
ズ
イ
 ー
の
解
釈
は
、
視
覚
的
に
啓
示
が
下
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
 ム
 

ン
マ
ド
の
精
神
的
段
階
に
も
注
目
し
て
説
明
し
た
独
自
の
も
の
 」
で
あ
 

り
 、
「
人
間
が
神
に
直
接
会
う
こ
と
を
避
け
な
が
ら
、
神
を
「
 
見
 る
 」
 可
 

能
 性
を
示
唆
し
て
い
る
」
。
こ
れ
は
確
か
に
考
慮
す
べ
き
「
啓
示
 
観
 」
で
 

あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
「
聖
典
 観
 」
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
さ
ら
 に
な
お
 

若
干
の
説
明
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

第
四
論
文
一
鎌
田
 
繁
 
「
不
可
知
界
へ
の
参
入
 

モ
ツ
 
ラ
ー
・
 

 
 

 
 

 
 

「
限
ら
れ
た
量
の
啓
示
の
舌
口
葉
か
ら
無
限
の
解
釈
を
引
き
出
そ
う
 

と
す
る
 

極
め
て
解
釈
学
的
な
宗
教
体
系
」
で
あ
る
と
の
理
解
の
上
に
立
っ
 
て
、
シ
 

｜
ア
 派
神
秘
思
想
に
お
け
る
 
ク
 ル
ア
ー
ン
解
釈
を
事
例
と
し
て
と
 
 
 

る
 。
具
体
的
に
は
、
モ
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー
の
「
不
可
知
弁
の
 
鍵
 口
 か
 
@
 @
@
@
 

ヒ
 

の
た
め
の
資
料
と
な
る
。
著
者
は
そ
こ
に
、
聖
典
の
文
字
ど
お
り
 
の
 意
味
 

の
 重
視
が
説
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
 、
 「
し
か
も
、
そ
れ
に
止
ま
 
る
こ
と
 

を
 拒
み
、
さ
ら
に
深
 い
 来
世
的
意
味
を
目
指
し
て
進
む
」
方
向
性
 が
現
わ
 



書評と紹介 

1.. 、 沖 l.@ れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
の
 一
 層
 柔
軟
 

な
 見
方
の
提
示
で
あ
る
と
と
も
に
、
聖
典
と
な
る
文
書
が
字
義
的
 
解
釈
を
 

要
求
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
そ
れ
を
越
え
た
形
で
教
団
生
活
の
 
中
に
受
 

容
 さ
れ
て
い
く
と
い
う
事
実
を
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
そ
く
し
て
明
ら
 
 
 

た
 占
で
、
聖
典
論
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
論
文
と
言
え
よ
う
。
 

第
五
論
文
 
-
 鶴
岡
 賀
雄
 
「
「
読
む
こ
と
目
か
ら
「
 -
@
 

ロ
 
う
こ
と
」
 

へ
  
 

十
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
 家
 た
ち
の
雅
歌
解
釈
」
 -
 は
、
 「
 
 
 

る
 神
秘
主
義
の
伝
統
に
あ
っ
て
は
聖
典
解
釈
は
第
一
義
的
意
義
を
 
持
た
な
 

い
 」
と
い
う
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
理
解
を
再
検
討
し
ょ
う
と
す
る
 
試
み
を
 

通
し
て
、
聖
典
論
の
本
質
的
問
題
の
ひ
と
つ
に
迫
っ
て
お
り
、
 

第
 二
部
の
 

中
核
を
な
す
論
文
で
あ
る
。
著
者
は
前
述
の
よ
う
な
理
解
を
「
 
西
   

な
い
し
近
代
的
な
知
の
枠
組
み
の
中
で
成
立
し
た
も
の
」
で
、
 

歴
 史
的
実
 

態
 に
は
合
わ
な
い
も
の
と
考
え
、
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
 
と
 十
字
架
 

の
 

不
の
雅
歌
解
釈
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
 ぅ
と
す
 

る
 。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
の
「
神
変
号
目
 に
 は
 、
「
 通
 

 
 

常
の
知
解
 力
 を
越
え
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
彼
女
が
感
じ
る
 あ
る
 理
 

解
 」
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
来
の
特
徴
は
「
そ
う
し
た
 "
 王
 観
的
 "
 

 
 

意
味
を
読
み
込
む
際
の
、
彼
女
の
聖
句
へ
の
関
わ
り
 
万
 」
に
あ
る
 。
つ
ま
 

り
 、
彼
女
に
と
っ
て
聖
書
の
三
思
 味
 が
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
 は
 、
「
 聖
 

  

句
を
自
分
自
身
の
言
葉
と
し
て
言
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
 な
  
 

る
 。
ま
た
十
字
架
の
 ョ
 ハ
不
の
「
霊
の
讃
歌
口
は
 
、
 「
ヨ
ハ
ネ
に
 よ
る
 雅
 

ま
の
「
演
奏
 口
公
コ
 （
の
「
 

づ
 「
の
（
の
（
 

一
 
0
 こ
 」
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
讃
歌
 を
 
「
 歌
 

Ⅱ
作
詞
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
の
魂
の
具
  
 

・
境
涯
を
、
雅
歌
の
花
嫁
の
そ
れ
に
重
ね
て
い
る
」
の
で
あ
る
 

。
こ
れ
 

,
 二
つ
の
事
例
を
見
る
と
、
「
聖
書
の
本
来
の
意
味
は
、
多
様
 

多
 彩
 な
解
 

釈
 が
な
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
わ
ば
事
後
的
・
遡
行
的
に
 
形
成
さ
 

れ
る
」
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
文
は
、
聖
典
解
釈
を
解
釈
者
の
「
 
@
-
 

口
 ,
@
,
@
 

」
 

行
為
に
そ
く
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
典
論
の
立
 
脚
 す
べ
 

き
 地
平
を
説
得
的
に
解
明
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
 ぅ る
で
あ
ろ
う
  
 

最
後
の
第
六
論
文
一
飯
田
篤
司
「
聖
典
と
い
う
問
題
系
「
 

信
  
 

理
性
の
相
克
 ロ
の
一
 断
面
１
１
」
 -
 は
 、
今
日
聖
典
と
い
う
概
念
 が
 
「
 形
 

式
 に
お
い
て
も
内
実
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
そ
の
受
容
の
さ
れ
 
万
 

史
的
文
化
的
特
殊
性
、
特
に
キ
リ
ス
、
 

教
 
～
聖
僧
」
観
念
と
の
 連
 

が
 問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
「
近
代
に
お
け
る
「
 
圭
 

は
 
「
西
欧
世
界
内
在
的
に
生
成
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
ま
ず
「
 

て
 、
そ
の
問
題
系
の
幅
を
見
 き
ね
 め
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
 

聖
 

て
も
実
に
多
種
多
様
な
様
相
」
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
 

日
き
 記
さ
 

続
性
 」
 

典
 概
念
 

出
発
し
 

そ
の
 歴
 

 
 

れ
印
刷
さ
れ
た
文
室
こ
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
在
り
方
」
、
「
近
代
 

特
有
の
 

宗
教
・
空
性
の
存
在
様
式
と
の
関
係
性
」
な
ど
の
問
題
系
と
も
つ
 
な
が
っ
 

て
い
 く
。
著
者
の
考
察
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
近
代
に
お
け
る
 

聖
 典
へ
の
 

視
線
」
は
種
々
の
二
項
対
立
へ
と
引
き
裂
か
れ
て
き
た
が
、
 そ
 こ
に
は
 

「
あ
る
種
の
共
役
性
」
も
見
出
さ
れ
る
。
広
範
囲
に
わ
た
る
根
本
 

的
 問
題
 

が
や
や
 禾
 整
理
な
形
で
並
置
さ
れ
て
い
る
き
ら
 ぃ
 は
あ
る
が
、
今
 
後
の
聖
 

典
論
が
「
「
近
代
世
界
に
お
け
る
宗
教
の
在
り
方
 

目
 自
体
と
い
う
   

問
題
 劫
堅
疋
 
」
を
要
請
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
す
る
著
者
の
見
通
し
 
は
、
そ
 

ぬ
 な
り
に
的
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
宗
教
学
的
聖
典
論
を
目
ざ
し
て
 
多
角
 

 
 

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
野
心
的
か
つ
開
拓
的
 
な
 論
文
 

集
 で
あ
り
、
題
材
の
選
び
方
に
は
日
本
な
ら
で
は
の
特
徴
が
現
 
わ
 れ
て
い
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
諸
論
文
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
史
的
字
家
 
を
手
が
 



か
り
に
し
な
が
ら
も
、
結
果
的
に
は
、
い
く
つ
か
の
占
で
そ
の
 
個
  
 

越
え
た
聖
典
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
た
め
、
全
体
と
し
て
は
ま
さ
 
に
和
三
曲
 
@
 

論
の
新
し
い
方
向
を
提
唱
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
 
な
 土
日
 

@
@
 

義
 

を
 認
め
た
上
で
、
な
お
も
残
さ
れ
た
課
題
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
を
 
 
 

い
く
つ
か
あ
げ
て
お
き
た
い
。
 

一
一
 -
 「
あ
る
宗
教
文
化
を
ひ
と
つ
の
閉
じ
た
意
味
体
系
と
し
て
 

捉
  
 

そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
聖
典
を
位
置
づ
け
る
」
と
い
う
本
 
書
 の
 基
 

木
杓
 視
占
は
 、
考
察
の
第
一
段
階
に
あ
っ
て
は
一
応
是
認
さ
れ
る
 
 
 

も
、
 次
の
段
階
で
は
、
や
は
り
そ
の
意
味
体
系
は
何
ら
か
の
形
で
 
開
か
れ
 

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
 
る
 。
 聖
 

典
 が
特
定
の
文
化
を
越
え
て
伝
え
ら
れ
受
容
さ
れ
る
場
面
を
想
 走
 す
れ
 

，
は
 
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
特
に
現
代
に
お
け
る
宗
教
 

つ
 め
 ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
実
は
本
質
的
に
重
な
り
 
合
っ
て
 

を
 検
討
 

の
 射
程
に
入
れ
る
と
き
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
 
を
 真
正
 

面
か
ら
と
り
あ
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
聖
典
論
の
必
要
性
 
が
 浮
か
 

び
 上
が
っ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
で
あ
る
 
 
 

二
 二
聖
典
研
究
の
方
法
と
し
て
、
 

ピ
 ダ
ー
マ
ン
風
の
二
つ
の
 ア
 プ
ロ
 

｜
チ
を
 採
用
す
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
 
、
も
う
 

一
度
よ
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
の
諸
論
文
は
「
 

聖
 典
と
社
 

会
の
相
関
」
と
「
聖
典
解
釈
の
思
想
」
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
 
分
 け
ら
れ
 

て
い
る
と
は
い
え
、
実
理
に
は
そ
の
境
界
は
さ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
 一
 

い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
特
定
の
文
書
の
あ
る
解
釈
が
広
 
く
 共
感
 

な
 よ
ぶ
と
い
う
形
で
成
功
を
お
さ
め
、
教
団
生
活
の
中
へ
受
け
入
 
れ
ら
れ
 

て
い
つ
た
と
き
、
そ
こ
で
聖
典
化
が
起
こ
る
か
、
も
し
く
は
聖
血
 

@
 
化
が
再
 

確
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
社
会
的
立
 
来
 事
な
 

の
で
あ
る
。
 

二
 こ
聖
典
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
 11
2
 

事
例
は
古
今
東
西
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
幅
の
広
さ
は
 
確
か
に
 

 
 
 
 

欧
米
の
研
究
書
に
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
 
 
 

仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
い
わ
ゆ
る
世
界
宗
教
の
主
要
な
聖
典
を
 
、
正
統
 

意
識
と
か
か
わ
ら
せ
っ
つ
考
察
す
る
試
み
は
、
こ
こ
に
は
あ
ま
り
 
見
ら
れ
 

な
い
。
聖
典
の
イ
メ
ー
ジ
が
多
か
れ
少
な
か
れ
聖
書
を
モ
デ
ル
 
と
 
し
て
き
 

た
こ
と
が
再
三
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

聖
 書
 や
仏
 

典
 を
め
ぐ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
従
来
の
研
究
の
成
果
と
の
き
わ
め
て
 
骨
 の
 折
 

れ
る
対
決
を
、
聖
典
論
は
避
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
 
欠
け
て
 

い
る
 視
 占
を
発
見
す
る
こ
と
こ
そ
、
聖
典
論
の
本
来
の
役
割
な
の
 では
な
 

い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
少
し
 

視
 占
を
変
え
れ
ば
 
、
世
界
 

宗
教
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
重
層
的
に
形
成
さ
 
れ
て
き
 

た
 聖
典
の
場
合
に
は
、
聖
典
そ
れ
自
体
の
中
に
も
す
で
に
一
種
の
 
前
王
 
曲
 @
 
仏
師
 

が
 見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ム
フ
後
 残
さ
れ
た
課
題
を
整
理
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
の
 
諸
山
 

を
も
何
ら
か
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
の
 
領
域
に
 

お
け
る
研
究
の
さ
ら
な
る
展
開
を
期
待
し
な
が
ら
、
新
鮮
な
問
題
 
意
識
に
 

み
 ち
た
本
書
を
広
く
推
薦
し
た
い
と
思
う
。
 



 
 評

と
 

@
 
主
日
 

現
在
は
「
情
報
時
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
流
さ
れ
る
情
報
の
 
質
を
 

た
び
た
び
疑
問
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
宗
教
 
に
 関
す
 

る
 情
報
を
読
む
と
き
、
不
正
確
な
も
の
が
歩
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
 
。
宗
教
 

団
体
の
信
者
数
、
新
宗
教
教
団
の
団
体
 数 と
い
っ
た
基
本
的
な
 
デ
  
 

は
じ
め
、
た
び
た
び
実
施
さ
れ
て
い
る
宗
教
意
識
調
査
の
分
析
な
 
ど
で
、
 

「
情
報
」
の
誤
解
や
誤
用
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
本
書
は
宗
教
 

に
 関
す
 

る
 誤
っ
た
情
報
を
指
摘
し
、
正
確
な
情
報
を
一
般
読
者
に
提
供
す
 
モ
 た
め
 

に
 書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

第
一
章
で
は
、
世
論
調
査
に
み
ら
れ
る
戦
後
の
宗
教
意
識
の
変
化
 
が
検
 

記
 さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
二
つ
の
大
き
な
前
提
が
提
示
さ
 
れ
て
い
 

る
 。
そ
の
第
一
は
 、
 「
あ
な
た
は
何
か
信
仰
を
も
っ
て
い
ま
す
か
 

」
と
い
 

う
 質
問
が
宗
教
意
識
を
調
べ
る
た
め
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
  
 

 
 

リ
 、
戦
後
五
十
年
間
に
行
な
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
世
論
調
査
の
中
 
で
の
こ
 

の
 質
問
に
対
す
る
答
え
が
、
日
本
人
の
「
ゆ
る
や
か
に
低
下
す
 る
 信
仰
 

心
 」
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
の
 
前
提
と
 

ロ
バ
ー
ト
・
 
キ
 サ
ラ
 

窟
 o
r
 

の
ユ
木
 

吊
ト
 ア
ト
 
-
 

新
理
性
一
九
九
七
年
九
月
二
五
日
刊
 

四
六
判
二
三
八
頁
二
四
 0
0
 円
 

石
井
研
土
着
 

「
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
現
代
日
本
人
の
め
示
教
 

戦
後
印
年
の
宗
教
意
識
と
宗
教
行
動
 

し
て
、
「
自
覚
的
意
識
的
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
日
本
人
 
の
 山
下
 

村
払
 

払
 

意
識
や
宗
教
行
動
」
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
「
信
仰
の
有
無
」
  
 

神
 
・
仏
の
存
在
、
生
活
に
お
け
る
宗
教
の
重
要
性
な
ど
宗
教
と
関
 

保
 す
る
 

複
数
の
質
問
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
世
論
調
査
で
実
 
際
に
設
 

け
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 
二
  
 

提
を
踏
ま
え
て
、
著
者
は
咄
後
世
論
調
査
の
結
果
を
詳
し
く
分
析
 
す
る
。
 

ま
ず
、
調
査
の
性
格
お
よ
び
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
戦
後
五
十
年
が
 
 
 

二
十
年
代
、
昭
和
三
十
年
代
・
四
十
年
代
、
お
よ
び
昭
和
五
十
年
 
代
 以
降
 

と
い
う
三
つ
の
期
間
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
第
一
期
の
昭
和
二
十
 
年
代
に
 

行
わ
れ
た
調
査
と
し
て
、
時
事
通
信
に
よ
る
「
日
本
 
民
 王
化
の
歩
 み
に
 関
 

す
る
世
論
調
査
」
、
迷
信
調
査
協
議
会
に
よ
る
「
国
民
慣
習
 -
 
光
 信
 ・
 俗
 

信
 -
 調
査
」
、
ま
た
は
読
売
新
聞
に
よ
る
「
全
国
世
論
調
査
」
が
 

 
 

れ
て
お
り
、
前
者
二
件
は
五
回
ま
た
は
三
回
と
継
続
的
に
行
わ
れ
 
た
 調
査
 

な
の
に
対
し
、
読
売
新
聞
が
計
画
し
た
調
査
は
一
九
五
二
年
に
一
 

 
 

実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
調
査
の
目
的
に
旧
し
て
、
石
井
底
 
は
 読
売
 新
 

聞
を
代
表
と
し
、
次
の
よ
う
な
引
用
を
す
る
。
「
敗
戦
と
い
う
 
禾
 6
 日
有
ハ
 
り
 

事
態
に
直
面
，
国
民
の
思
想
が
大
き
く
動
揺
、
そ
の
間
隔
に
乗
じ
 
て
 幾
多
 

の
 新
興
宗
教
が
発
生
し
た
。
 

-
 中
略
 -
 こ
う
し
た
不
安
な
世
相
に
 対
し
て
 

既
成
の
宗
教
教
団
は
国
民
の
悩
み
を
自
己
の
悩
み
と
し
（
生
き
た
 
宗
教
）
 

と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
国
民
の
信
仰
 
と
信
 念
の
中
 

七
 を
ど
こ
に
求
め
る
か
は
思
想
界
の
重
大
な
課
題
と
い
え
る
。
」
 

調
査
の
 

 
 

名
称
や
日
的
に
お
い
て
こ
の
時
期
の
世
論
調
査
は
宗
教
に
対
す
る
 
消
極
的
 

 
 

な
 態
度
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
信
仰
の
有
 
無
 」
 を
 

問
う
質
問
に
対
し
て
、
大
半
の
人
は
信
仰
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
 
宗
教
教
 

，
 

1
 
H
 

回
 に
関
す
る
評
判
は
良
か
っ
た
、
と
若
者
は
昭
和
二
十
年
代
に
行
 
 
 



調
査
の
結
果
を
ま
と
め
 
壬
 。
 

第
二
期
一
昭
和
三
十
年
代
・
四
十
年
代
）
を
代
表
す
る
調
査
と
し
 
 
 

統
計
数
理
研
究
所
に
よ
る
「
日
本
人
の
国
民
性
調
査
」
と
教
育
教
 
養
 委
員
 

会
に
よ
 る
「
青
少
年
の
宗
教
意
識
に
関
す
る
調
査
」
が
あ
げ
ら
  
 

る
 。
統
計
 牡
 理
研
究
所
の
調
査
は
一
九
五
三
年
か
ら
五
年
ご
と
に
 
実
施
さ
 

れ
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
の
「
厳
密
さ
や
継
続
性
」
を
著
者
は
評
 
 
 

い
ろ
。
後
者
の
調
査
は
日
本
宗
教
学
会
が
計
画
し
た
も
の
で
あ
り
 対
象
 

は
 青
少
年
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
 
実
 施
さ
れ
 

た
 大
規
模
な
調
査
研
究
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
 

と
 著
者
 

は
 言
う
。
 

第
三
期
一
昭
和
五
十
年
以
降
一
で
は
、
統
計
数
理
研
究
所
の
調
査
 
 
 

に
 N
H
K
 世
論
調
査
部
に
よ
る
「
日
本
人
の
意
識
」
と
い
う
継
続
 
的
な
調
 

査
と
 、
読
売
 新
間
 
・
朝
日
新
聞
・
毎
日
新
聞
な
ど
の
機
関
に
よ
る
 

 
 

質
問
項
目
を
利
用
し
時
折
行
わ
れ
た
調
査
が
み
ら
れ
る
。
著
者
は
 
同
時
に
 

第
二
期
と
第
三
期
の
調
査
結
果
を
検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
特
に
議
 
 
 

と
な
る
の
は
一
九
七
三
年
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
回
帰
」
で
あ
 
 
 

H
K
 世
論
調
査
部
が
実
施
し
た
第
一
回
の
調
査
二
九
七
三
年
）
 
と
 第
二
 

回
の
調
査
二
九
七
八
年
 
-
 と
の
間
に
、
戦
後
 低
 卜
し
た
 宗
 故
意
  
 

復
の
兆
し
を
み
せ
、
そ
の
た
め
に
一
九
七
 0
 年
代
以
降
の
「
 宗
 教
ブ
｜
 

ム
 」
が
定
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
は
そ
の
「
 
回
復
」
 

の
 規
模
に
疑
問
を
示
し
、
ま
た
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
、
公
害
問
題
、
 

科
学
的
 

合
理
主
義
に
対
す
る
不
信
な
ど
「
宗
教
回
帰
」
現
象
の
説
明
と
し
 
て
た
び
 

た
び
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
「
世
論
調
査
の
結
果
か
ら
導
き
 
出
さ
れ
 

た
も
の
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
、
 

N
H
K
 

世
論
調
査
部
な
ど
調
査
 

報
土
 ロ
の
 

執
筆
者
独
自
の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
と
断
言
す
る
。
 

第
二
章
で
は
、
「
信
仰
の
有
無
」
以
外
の
諸
観
点
か
ら
「
現
代
日
 
本
人
 

の
 宗
教
性
」
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
宗
教
性
の
特
徴
と
し
て
 

 
 

慣
習
に
な
っ
て
い
る
行
動
の
重
視
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
正
月
 
0
 例
 
目
 幸
田
 

 
 
 
 

や
お
盆
の
墓
参
り
の
よ
う
に
、
季
節
の
節
目
に
行
な
わ
れ
る
年
中
 
行
事
や
 

人
生
の
折
り
目
に
実
施
さ
れ
る
通
過
儀
礼
な
ど
、
日
本
人
の
生
活
 
に
 溶
け
 

込
ん
だ
宗
教
行
動
は
全
般
的
に
実
施
率
が
高
い
。
他
方
、
「
礼
拝
 

布
教
 ヒ
 

冨
 正
書
・
経
典
」
「
座
禅
・
瞑
想
」
な
ど
、
自
覚
的
意
識
的
な
 

宗
 数
行
動
 

は
 、
日
本
人
の
一
部
に
支
持
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 

」
第
二
、
 

「
仏
壇
や
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
る
」
や
「
お
墓
参
り
を
す
る
」
 

な
  
 

齢
 す
る
に
 
つ
 れ
て
次
第
に
宗
教
性
が
増
す
「
伝
統
型
パ
タ
ー
ン
 」
と
、
 

「
正
月
に
初
詣
に
い
く
」
や
「
 
易
 、
占
い
を
す
る
」
な
ど
加
齢
 す 
る
に
つ
 

れ
て
次
第
に
そ
の
割
合
が
減
少
し
て
い
く
「
若
者
型
パ
タ
ー
ン
」
 

 
 

二
つ
の
形
態
の
宗
教
性
が
見
ら
れ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
 
は
 更
に
 

学
歴
、
性
別
、
お
よ
び
都
市
化
と
宗
教
意
識
と
の
関
係
を
こ
の
 
車
 で
 検
討
 

す
る
。
 

第
三
章
「
宗
教
団
体
と
信
者
数
」
で
著
者
は
文
部
省
が
編
集
刊
行
 
 
 

い
 る
 
ヨ
 下
散
年
鑑
」
の
読
み
方
を
解
説
し
、
特
に
新
宗
教
教
団
の
 

数
に
関
 

す
る
誤
っ
た
報
道
一
著
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
二
十
三
万
の
新
 
宗
 教
 教
団
 

か
あ
る
と
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
多
 い
一
 が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
こ
 れ
に
 対
 

し
て
著
者
は
「
宗
教
年
鑑
」
と
「
新
宗
教
教
団
・
人
物
 群
ぬ
ヱ
 

（
 
井
上
 順
 

幸
也
 編
 、
弘
文
覚
 -
 を
つ
き
あ
わ
せ
、
そ
の
結
果
新
宗
教
の
団
 対 数
 を
ひ
 

と
ま
ず
三
八
七
団
体
と
す
る
。
ま
た
、
同
様
な
方
法
で
著
者
は
新
 
白
下
 
散
の
 

信
者
数
を
約
三
千
万
人
と
す
る
。
 

第
四
章
で
は
宗
教
意
識
の
国
際
比
較
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
日
本
 
で
実
 

施
さ
れ
た
国
際
比
較
調
査
と
し
て
国
際
価
値
会
議
事
務
局
に
 
よ
 る
 
「
十
二
一
 



書評と紹   

レ - 
ケ
国
 価
値
観
調
査
」
一
一
九
七
九
年
 
-
 お
よ
び
余
暇
開
発
セ
ン
タ
  
 

る
 
「
日
米
欧
価
値
観
調
査
」
二
九
八
一
年
 -
 が
紹
介
さ
れ
て
 ぃ
 る
 。
 著
 

者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
調
査
を
含
め
て
、
多
く
の
国
 
際
 比
較
 

調
査
は
外
国
か
ら
輸
入
し
た
も
の
で
、
日
本
の
研
究
者
が
自
ら
 
進
 ん
で
こ
 

う
し
た
 浦
 什
を
計
画
し
た
ケ
ー
ス
は
希
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
 
、
こ
れ
 

ら
の
調
布
が
「
 
暖
 味
な
」
意
識
を
示
し
、
日
本
の
状
況
が
正
確
に
 反映
さ
 

れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
 

こ
  
 

調
査
か
ら
得
た
結
果
を
分
析
す
る
と
き
に
も
、
 

一
 そ
れ
ぞ
れ
の
 
文
  
 

全
的
背
景
や
歴
史
的
展
開
」
を
十
分
に
考
慮
し
、
「
日
本
人
の
血
 

宗
教
化
」
 

な
ど
に
つ
い
て
早
急
に
結
論
を
出
す
こ
と
に
対
す
る
警
戒
が
示
さ
 
 
 

 
 第

五
章
「
近
年
の
 
&
 
小
数
問
題
」
で
は
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
以
降
 

の
 宗
教
 

意
識
、
お
よ
び
宗
教
法
人
法
の
改
正
に
関
す
る
新
聞
社
な
ど
複
数
 
0
 機
関
 

に
よ
る
世
論
調
査
の
結
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
 
 
 

査
は
性
急
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
著
者
の
分
析
も
乏
し
い
よ
う
に
 
思
わ
れ
 

る
 。
オ
ウ
ム
事
件
以
降
の
宗
教
状
況
を
包
括
的
か
っ
正
確
に
把
握
 
で
き
る
 

よ
う
な
世
論
調
査
が
ま
だ
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
章
を
省
略
 
 
 

本
書
全
体
の
価
値
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
 

最
後
に
、
資
料
と
し
て
読
売
新
聞
な
ど
の
宗
教
意
識
調
査
の
質
問
 
項
目
 

と
 単
純
結
果
、
「
宗
教
年
鑑
」
に
基
づ
い
た
「
包
括
宗
教
団
体
制
 
被
 包
括
 

宗
教
団
体
・
教
師
・
信
者
数
」
、
お
よ
び
「
「
新
宗
教
教
団
・
人
物
 

許
由
 @
 
」
 

記
載
の
新
宗
教
教
団
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
 

戦
後
実
施
さ
れ
た
主
な
宗
教
意
識
調
査
の
結
果
が
一
冊
 に
ま
と
め
ら
れ
 

」
い
る
こ
と
で
、
「
デ
ー
タ
ブ
ッ
 
タ
 
現
代
日
本
人
の
宗
教
」
は
 
重
 要
な
参
 

百
 資
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
は
講
義
の
準
備
や
論
文
の
執
 
筆
に
際
 

し
て
既
に
こ
の
本
の
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
資
料
を
探
し
 
て
い
る
 

外
国
の
研
究
者
に
薦
め
た
こ
と
が
何
回
も
あ
る
。
ま
た
、
著
者
の
 
慎
重
な
 

分
析
に
よ
っ
て
日
本
の
宗
教
意
識
の
現
状
に
関
す
る
よ
り
正
確
な
 
情
報
が
 

一
般
読
者
の
手
に
も
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
評
価
で
き
 

る
で
あ
 

ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
意
識
調
 
査
 の
 結
 

果
 を
み
る
と
、
日
本
の
宗
教
状
況
を
多
様
な
側
面
か
ら
正
確
に
 
把
 損
 し
、
 

そ
れ
を
外
国
の
宗
教
事
情
と
有
効
に
比
較
す
る
調
査
は
 
未
 だ
に
 見
 当
た
ら
 

な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
 
る
と
 

著
者
自
身
は
そ
の
よ
う
な
調
査
を
計
画
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
 

そ
 の
 成
果
 

を
 期
待
し
た
い
と
思
う
。
 

  



花
岡
氏
の
多
年
に
わ
た
る
宗
教
哲
学
に
関
す
る
研
究
と
実
践
の
成
 
果
で
 

あ
る
「
宗
教
哲
学
の
根
源
的
探
究
」
が
出
版
さ
れ
、
慶
賀
に
た
 
ぇ
  
 

本
書
は
一
九
九
一
年
か
ら
数
年
間
に
わ
た
っ
て
、
著
者
が
雑
誌
と
 
か
 研
究
 

論
集
と
か
、
共
同
で
執
筆
し
た
書
物
と
か
に
寄
稿
さ
れ
た
諸
論
文
 
、
な
ら
 

び
に
い
ろ
い
ろ
な
学
会
で
発
表
し
た
詰
論
稿
か
ら
な
っ
て
い
る
。
 

数
年
間
 

と
い
う
比
較
的
短
期
間
と
は
い
え
、
精
神
の
集
中
に
お
い
て
書
か
 
 
 

の
で
あ
る
 故
 、
「
新
教
の
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
る
と
同
時
に
 

、
 禅
に
 生
き
る
 

者
 」
 @
 
貝
 -
 で
あ
る
著
者
の
、
多
年
に
わ
た
る
真
摯
な
学
問
的
 
研
究
と
、
 

キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
な
ら
び
に
禅
の
修
行
と
い
う
宗
教
的
実
践
を
 
通
し
て
 

到
達
さ
れ
た
著
者
の
宗
教
哲
学
思
想
は
 、
 既
に
独
自
の
境
地
を
開
 
括
 さ
れ
 

た
 観
を
読
者
に
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
 
し
た
 境
 

地
か
ら
、
古
今
東
西
に
わ
た
る
該
博
な
知
識
を
駆
使
し
て
、
論
じ
 
来
た
り
 

論
じ
去
る
そ
の
筆
致
は
、
大
胆
か
つ
雄
滝
で
あ
り
、
感
服
の
他
は
 
 
 

著
者
の
独
自
の
境
地
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
 

西
 田
 幾
多
 

郎
 、
田
辺
元
、
西
谷
智
治
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
宗
 
教
 百
手
 

的
伝
統
と
ホ
 
ブ
 イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
有
機
体
の
哲
学
」
へ
の
深
い
理
 
解
と
洞
 

山
本
誌
 
作
 

北
周
出
版
一
九
九
八
年
六
月
一
五
日
刊
 

A
5
 判
 
姐
 十
三
三
 0
 頁
 
-
 
ハ
 
0
0
0
 円
 

花
岡
水
子
 著
 

「
宗
教
哲
学
の
根
源
的
探
究
」
 

察
 に
基
づ
い
て
到
達
さ
れ
た
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
い
う
吾
一
 
 
 

 
 

に
よ
っ
て
、
表
現
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
決
し
て
読
み
や
 
す
 
い
本
 

H
 

で
は
な
い
が
、
著
書
の
こ
う
し
た
独
自
の
境
地
を
掴
み
、
そ
こ
に
 
参
 @
 入
す
 

 
 
 
 

る
こ
と
が
、
本
書
を
理
解
し
解
釈
す
る
 鍵 と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

本
書
は
全
部
で
十
 セ
 章
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
次
に
各
章
の
要
 
ヒ
 日
を
 笛
同
 

単
に
解
説
す
る
と
と
も
に
、
最
後
に
二
三
の
問
題
点
 
は
 つ
い
て
、
 
筆
者
の
 

批
判
を
述
べ
て
、
著
者
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
 

第
一
章
は
「
絶
対
生
の
神
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
出
会
 
 
 

｜
 」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
新
教
の
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
る
と
同
時
に
 
禅
 の
 修
 

行
者
で
あ
る
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
が
対
話
し
出
会
 う
接
占
 

を
 、
「
絶
対
生
の
神
」
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
 一
 体
 、
絶
 

対
 位
の
神
と
は
何
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
 し
て
そ
 

れ
は
「
至
る
所
に
絶
対
の
中
心
が
あ
っ
て
、
周
辺
な
き
無
限
大
の
 
球
 と
い
 

う
あ
り
方
で
成
り
立
っ
て
い
る
世
界
の
場
」
 

-
 九
頁
）
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
 

は
人
間
的
自
己
は
唯
一
独
自
の
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
地
方
 
物
 と
一
 

体
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
絶
対
の
無
限
の
開
け
そ
れ
 
 
 

も
 呼
ば
れ
、
絶
対
 無
 と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
真
実
在
の
自
覚
 が
、
キ
 

リ
ス
ト
 我
 と
仏
教
と
の
根
底
に
あ
る
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
 
キ
  
 

教
的
 宗
教
伝
統
の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
と
、
「
絶
対
右
と
し
て
の
 
 
 

な
神
 」
と
な
り
、
そ
し
て
ま
た
、
仏
教
的
な
空
蛇
の
思
想
に
基
づ
 
 
 

的
伝
統
に
お
い
て
、
西
田
哲
学
に
例
を
取
れ
ば
、
「
絶
対
照
 
と
表
 現
さ
れ
 

る
 」
 三
 

一
頁
 -
 
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詰
ら
れ
て
い
 る
 
「
 絶
 

対
の
無
限
の
開
け
」
と
い
う
概
念
が
 
、
 色
々
に
潤
色
さ
れ
彫
琢
 さ
 れ
て
、
 

著
者
の
根
本
の
境
地
と
し
て
、
以
下
の
諸
 章 に
お
い
て
通
底
土
日
と
 

な
っ
て
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
章
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
に
つ
い
て
 

 
 

教
 と
の
出
会
い
に
お
い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
 
 
 

に
よ
る
実
在
の
把
握
に
五
つ
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
が
、
述
べ
 ろ
  
 

る
 。
す
な
わ
ち
絶
対
 右
 、
存
在
 
-
 宿
あ
る
い
は
相
対
的
存
在
Ⅰ
 
非
存
在
 

虚
無
そ
し
て
絶
対
 亜
 
で
あ
る
三
三
頁
㍉
 そ
し
て
 

キ
リ
ス
ト
教
は
従
来
、
絶
対
有
の
人
格
的
神
を
信
じ
る
信
仰
の
立
 
場
 と
考
 

え
ら
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
神
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
 
神
  
 

だ
 」
と
い
う
実
存
的
叫
び
に
よ
っ
て
既
に
刺
殺
さ
れ
た
の
で
あ
り
 そ
れ
 

以
来
、
「
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
し
て
 

の
 
「
 
根
 

源
約
 
一
」
の
経
験
が
 、
 神
と
か
 仏
 と
か
 空
 と
か
絶
対
軸
と
し
て
 
表
 

ら
 、
根
本
的
に
は
自
己
同
一
と
し
て
「
至
る
所
に
交
錯
し
て
い
 る
 」
一
同
 

現
さ
れ
 

る
に
至
っ
た
」
 
三
 二
頁
Ⅰ
と
著
者
は
王
 張
 し
て
い
る
。
 

 
 

第
三
章
は
「
禅
に
お
け
る
始
原
と
二
朗
一
切
 
ヒ
と
 題
さ
れ
 

禅
に
 

お
け
る
始
原
の
問
題
の
宗
教
哲
学
的
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
こ
で
 

は
 、
 廓
庵
 禅
師
の
「
十
牛
図
」
と
道
元
の
「
正
法
眼
蔵
」
と
か
 
良
 寛
 や
苗
 

蕉
の
詩
歌
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
始
原
と
い
 
う
 言
葉
 

の
 含
む
根
源
、
根
拠
、
原
理
等
の
意
味
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
根
源
 
約
一
 
と
 

し
て
の
始
原
と
そ
の
分
裂
し
た
も
の
と
し
て
の
多
の
、
表
面
的
な
 
対
立
や
 

矛
盾
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一
で
あ
る
こ
と
を
 
究
明
す
 

る
 方
向
」
三
九
頁
）
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
根
源
的
 
一
と
、
 
多
 と
し
 

て
の
「
現
象
界
の
森
羅
万
象
」
 

-
 
四
六
頁
 -
 と
は
、
相
互
に
対
立
 し
な
が
 

も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
が
実
は
、
「
絶
対
の
毎
限
の
開
け
 」
に
 他
 

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
水
運
の
 
今
 」
と
も
い
わ
れ
、
そ
こ
で
は
 

禅
  
 

ゆ
る
「
大
死
一
番
乾
坤
新
た
な
り
」
と
い
う
言
い
回
し
で
表
現
さ
 

れ
る
 ょ
 

つ
む
 、
人
間
の
古
き
自
己
に
死
し
て
新
し
い
自
己
に
生
き
る
絶
対
 
皿
 の
 自
 

寛
 が
成
立
す
る
。
 

第
四
章
は
「
 自
殊
と
 小
の
間
 題
 」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
 ヰ
ひ
、
 

@
@
 

「
人
間
の
自
己
が
絶
対
の
曲
に
な
り
き
り
、
 

毎
常
性
 そ
の
も
の
に
 
生
き
抜
 

く
 時
に
 、
 却
っ
て
逆
に
、
 
毎
常
が
 克
服
さ
れ
て
、
絶
対
の
無
限
の
 
 
 

 
 

彼
方
か
ら
 自
 ず
か
ら
 執
か
 成
る
仕
方
で
開
け
て
き
て
、
生
死
の
世
 
界
か
ら
 

そ
の
ま
ま
 浬
 枯
山
 世
押
 に
な
る
」
 

一
 -
 
八
一
頁
）
 、
と
 主
張
さ
れ
て
い
 
る
 。
 

第
五
章
は
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
問
題
」
が
検
討
さ
れ
て
い
る
 
 
 

対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
は
、
「
 

一
 か
ら
多
へ
の
分
節
と
、
 
多
 か
ら
 
一
 

 
 

へ
の
帰
還
と
が
相
即
的
に
、
白
状
な
仕
方
で
性
起
し
て
い
る
」
 

-
 
七
九
頁
 一
 

の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
自
炊
 
-
 世
界
 -0
 

次
元
と
人
間
 と
 超
越
 

一
 伸
 -
 の
各
次
元
と
は
相
互
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
絶
対
的
に
自
己
 
同
一
な
 

も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
相
即
性
と
か
 
自
 己
 同
一
 

性
が
 
「
妨
害
さ
れ
る
と
き
に
は
、
い
ず
れ
か
一
万
、
即
ち
 

、
 
一
の
  
 

多
の
側
面
か
が
調
和
を
破
っ
て
偏
重
さ
れ
た
り
、
等
閑
視
さ
れ
 る
 」
 -
 
七
 

九
頁
）
結
果
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
現
れ
て
く
る
。
例
え
ば
、
超
越
の
 
次
元
を
 

と
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
、
従
来
の
キ
リ
 
ス
ト
 教
 

の
よ
う
に
絶
対
右
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
、
他
方
に
お
い
て
、
 

ニ
 ｜
ヱ
 
Ⅰ
 エ
 

に
お
け
る
よ
う
に
、
絶
対
右
と
し
て
の
神
が
否
定
さ
れ
て
虚
無
に
 
取
っ
て
 

替
わ
ら
れ
る
結
果
、
両
極
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
 ニヒ
  
 

が
 ム
ロ
 頑
 し
て
く
る
。
著
者
に
 
ょ
 れ
ば
、
超
越
の
次
元
が
こ
う
し
て
 

絶
対
右
 

と
虚
毎
 と
の
二
元
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
根
源
的
に
 一
で
あ
 

る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
絶
対
の
毎
限
の
開
け
に
わ
れ
わ
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

つ
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
真
に
克
服
さ
れ
得
る
の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

来
ら
Ⅳ
 

 
 

な
い
哲
学
 ｜
 」と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
人
間
 

と
 世
界
 



と
 神
と
の
総
合
が
破
れ
、
三
者
が
分
離
し
た
と
こ
ろ
か
ら
ニ
ヒ
リ
 
 
 

生
じ
て
く
る
」
 
二
 
0
 
二
頁
一
目
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
が
 、
 「
 純
粋
 経
 

験
 」
か
ら
、
「
自
覚
」
を
へ
て
、
「
場
所
の
論
理
」
へ
と
展
開
す
る
 

西
田
哲
 

学
 に
お
い
て
は
、
個
と
世
界
と
の
、
一
と
多
と
の
絶
対
矛
盾
的
 
自
 己
 同
一
 

性
の
立
場
が
 
、
 舌
ロ
 
い
 換
え
る
と
、
絶
対
の
曲
限
の
開
け
と
し
て
の
 絶
対
 無
 

の
場
所
が
 露
 現
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
ニ
ヒ
リ
。
 

ス
 ム
 の
 克
 

服
 を
標
 梼
 し
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
呪
縛
か
ら
 
完
全
に
 

は
 開
放
さ
れ
て
い
な
い
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
と
比
較
し
 て
、
 「
 ニ
 

ヒ
リ
ズ
ム
の
真
の
克
服
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
」
と
玉
帳
さ
れ
て
 
 
 

「
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
「
表
現
」
と
「
絶
対
 
無
 ど
を
め
ぐ
 
っ
て
 

」
と
題
さ
れ
て
い
る
第
七
章
に
お
い
て
は
、
田
辺
に
よ
っ
 て
 、
「
 種
 

の
 論
理
」
の
欠
如
を
批
判
さ
れ
た
西
田
哲
学
に
も
、
 

類
 、
 種
 、
 個
  
 

て
の
種
が
 
-
 
形
 」
と
い
う
概
念
で
考
察
さ
れ
て
い
る
占
が
指
摘
さ
 
 
 

る
 。
そ
し
て
同
時
に
、
前
哲
学
の
比
較
の
試
み
に
お
い
て
、
西
田
 
哲
学
は
 

「
根
源
的
 

一
 か
ら
多
へ
の
分
化
」
二
四
八
頁
 -
 の
方
向
に
 、
他
 方
 に
お
 

い
て
、
田
辺
哲
学
は
「
多
か
ら
 一
 へ
の
帰
還
」
一
同
上
 -
 の
方
向
 
に
、
そ
 

れ
ぞ
れ
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
西
田
の
出
発
 
占
 
で
あ
る
 

よ
う
な
根
源
的
 
一
は
 、
田
辺
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
最
後
の
到
達
 点と
な
 

っ
て
い
る
」
二
四
二
頁
）
と
の
注
目
す
べ
き
論
白
が
な
さ
れ
て
   

第
八
章
で
は
、
「
田
辺
元
の
哲
学
」
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
 

こ
 
こ
で
 

も
ま
た
、
前
章
の
論
点
を
踏
ま
え
て
、
一
か
ら
多
へ
の
方
向
の
西
 
田
 哲
学
 

が
 垂
直
的
次
元
に
成
立
す
る
に
反
し
、
多
か
ら
 一
 へ
の
方
向
の
田
 辺
 哲
学
 

は
 水
平
次
元
に
お
い
て
成
立
す
る
旨
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 
 
 

両
 哲
学
は
、
方
向
を
逆
に
し
な
が
ら
、
現
実
の
人
間
の
真
の
生
活
 よ、
こ
 

@
 

れ
ら
両
方
向
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
絶
対
の
皿
 

限
 の
 開
  
 

正
 す
る
が
ゆ
え
に
、
 
両
 哲
学
者
に
謙
虚
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
の
 み
、
 
わ
 

れ
わ
れ
は
二
十
一
世
紀
へ
向
か
っ
て
の
人
生
の
指
針
と
展
望
を
開
 

 
 

が
で
き
る
旨
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

第
九
章
は
、
「
西
谷
宮
治
の
哲
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
 
 
 

ま
ず
「
根
源
的
主
体
性
の
哲
学
」
か
ら
出
発
す
る
西
谷
哲
学
が
 、
 「
 、
王
｜
 

客
の
対
立
以
前
に
し
て
知
情
意
の
分
離
以
前
の
」
二
六
九
頁
 -
 絶
対
曲
 

限
の
開
け
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
西
田
哲
学
の
「
純
粋
経
験
」
に
 
 
 

て
い
る
旨
が
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
根
源
的
主
体
性
 
の
 哲
学
 

か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
徹
底
的
な
解
明
と
超
克
を
踏
ま
え
て
、
空
の
 
立
場
へ
 

と
超
 出
し
て
い
る
西
谷
哲
学
が
、
西
田
哲
学
の
絶
対
無
の
場
所
の
 
論
理
 と
 

田
辺
哲
学
の
種
の
論
理
と
が
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
否
定
 
転
換
さ
 

れ
る
と
い
う
仕
方
で
交
錯
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
 
占
 
が
、
指
 

捕
 さ
れ
て
い
る
。
 

「
西
谷
哲
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
」
と
題
さ
れ
た
第
十
 
章
で
 

は
 、
二
成
り
つ
つ
、
成
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
仏
教
者
し
で
あ
る
 と
 同
時
 

に
 、
「
成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
る
三
 

-
 一
八
五
頁
）
 
と
 自
称
し
 

て
い
る
西
谷
が
、
「
西
田
哲
学
に
お
い
て
等
閑
に
付
さ
れ
た
 

ニ
ヒ
  
 

の
 徹
底
的
な
究
明
を
通
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
真
の
克
服
と
し
て
 
の
力
工
 め
 

立
場
、
つ
ま
り
絶
対
の
曲
の
開
け
を
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
 
根
源
」
 

と
し
て
の
禅
に
見
出
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

第
十
一
章
は
「
 禅
と
 キ
リ
ス
ト
教
西
田
・
 
大
拙
 
・
久
松
・
 
西
  
 

場
合
 

｜
 」と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
久
松
真
一
の
「
 
救
 清
山
り
 弘
珊
 

埋
 」
、
鈴
木
大
拙
の
「
即
非
の
論
理
」
、
西
田
幾
多
郎
の
「
絶
対
曲
 

の
場
所
 

の
 論
理
」
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
立
場
が
回
三
的
に
相
人
し
て
い
る
 
西
 谷
 宮
治
 

の
 
「
空
の
論
理
」
が
話
題
に
な
り
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
 

禅
 と
 キ
リ
 



 
 

 
 

 
  

 圭
 

  
ス
ト
 教
 と
の
関
係
が
、
多
彩
に
論
及
さ
れ
て
い
る
。
 

「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
宗
教
性
 

B
 」
と
題
さ
れ
た
第
十
二
 章
で
 

は
 、
著
者
の
与
・
午
に
わ
た
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
を
踏
ま
え
て
 

、
 艦
蓄
 

が
 傾
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
先
立
つ
 諸
章
 と
の
関
連
に
お
い
て
 
特
に
留
 

貢
 す
べ
き
は
、
宗
教
的
実
存
が
「
水
連
 の
 ア
ト
ム
」
と
し
て
の
時
 
の
 一
瞬
 

一
瞬
に
成
立
す
る
と
す
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
、
著
者
の
 

一
 
言
う
絶
 

対
の
無
限
の
開
け
が
成
立
す
る
「
、
水
連
の
 
今
 」
と
い
う
概
念
と
密
 接
 に
結
 

び
つ
い
て
い
る
点
で
は
な
い
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
 

第
十
三
章
以
下
第
十
 セ
章
 ま
で
は
、
「
絶
対
無
の
宗
教
哲
学
と
 A
.
 

N
.
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
」
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
 
角
度
か
 

ら
 比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
同
じ
問
題
 
領
 域
 を
取
 

り
 扱
っ
て
い
る
の
で
、
一
緒
に
纏
め
て
論
評
を
試
み
た
 

ま
ず
、
第
十
三
章
か
ら
最
終
章
ま
で
の
各
章
節
の
 クィ
 ト
ル
を
 紹
  
 

 
 

哲
学
を
 

介
し
て
 

｜
 」、
「
 
神
 理
解
の
問
題
 

・
田
辺
 

哲
学
に
お
い
て
」
、
「
田
辺
哲
学
と
有
機
体
の
問
題
１
 
@
 場
所
 の
払
珊
理
 

を
 介
し
て
」
、
「
文
明
論
の
問
題
西
田
哲
学
と
ホ
ワ
イ
ト
   

を
め
ぐ
っ
て
」
、
「
実
在
の
問
題
 

田
 の
 哲
 

学
を
介
し
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
 

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
け
る
著
者
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
 
取
  
 

い
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
著
者
が
「
有
機
体
の
哲
学
」
を
論
 
 
 

当
た
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
西
田
、
田
辺
、
西
谷
の
思
想
を
 

、
他
 方
 に
お
 

い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
と
か
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
を
視
野
に
入
れ
な
 
 
 

ま
こ
と
に
気
宇
壮
大
な
文
脈
の
な
か
で
大
胆
に
捉
え
よ
う
と
し
て
 

い
る
 占
 

は
、
 高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
大
胆
 
さ
が
 

例
え
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
思
想
の
細
部
に
わ
た
る
著
者
の
理
 
解
 に
関
 

し
て
、
時
に
暴
走
逸
脱
と
い
う
形
で
現
れ
て
く
る
こ
と
は
、
遺
憾
 
の
 極
み
 

で
あ
る
。
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
は
、
世
界
を
構
成
す
る
最
終
の
事
物
と
し
て
 
現
実
 

的
 実
質
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
も
と
も
と
量
子
力
学
の
素
粒
子
に
 
 
 

た
 概
念
で
あ
る
が
、
人
間
的
経
験
に
適
用
さ
れ
る
と
「
 ム
 「
 、
こ
 こ
で
の
 

私
 」
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
世
界
に
お
か
れ
て
、
そ
れ
 
に
よ
っ
 

て
 限
定
さ
れ
な
が
ら
自
ら
を
限
定
し
終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 「
 満
足
」
 

に
 達
す
る
と
、
自
ら
に
死
し
て
後
継
者
に
生
き
る
と
い
う
仕
方
で
 
、
 自
ら
 

を
 越
え
出
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
 
は
 
「
 
経
 

験
の
主
体
」
と
し
て
の
現
実
的
実
質
を
い
つ
も
「
主
体
 
｜
 自
己
 超
 越
体
 」
 

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
著
者
は
こ
う
し
た
自
己
超
越
 
体
 に
言
及
し
 て
、
二
 

九
八
頁
で
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
そ
し
て
自
己
超
越
 
体
は
、
 神
の
原
 

切
的
本
性
と
結
果
的
本
性
と
の
切
り
結
ぶ
と
こ
ろ
の
、
常
に
創
 
吐
 
坦
 的
な
神
 

の
 自
己
超
越
的
本
庄
と
し
て
働
い
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
 
可
 能
 で
あ
 

る
 。
そ
こ
で
、
こ
の
自
己
超
越
体
は
神
の
自
己
超
越
 
体
 と
理
解
で
 き
る
の
 

か
な
ら
ず
、
神
と
一
つ
で
あ
る
」
と
。
こ
う
し
た
著
者
の
指
摘
は
 
 
 

イ
ト
ヘ
ッ
ド
を
絶
対
蛇
の
場
所
の
立
場
に
立
つ
西
田
等
と
同
一
線
 
上
に
 捉
 

え
よ
う
と
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
ま
た
、
白
球
 

と
 人
問
と
超
 越
 と
が
 

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
成
立
し
て
い
る
と
さ
れ
る
絶
対
の
亜
 
限
 の
 開
 

け
に
立
つ
と
な
す
考
え
方
に
基
づ
く
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
思
想
 
の
 牽
強
 

 
 

附
会
な
解
釈
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
筆
者
は
危
惧
し
て
い
る
。
 

ホ
  
 

 
 

ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
有
限
な
現
実
的
実
質
は
そ
の
自
己
超
越
 
体
 

 
 

て
そ
の
都
度
、
世
界
の
形
成
作
用
の
佳
 

点
 に
立
ち
な
が
ら
、
決
し
 
 
 

一
つ
に
な
る
の
で
は
な
く
、
神
と
「
対
照
的
な
対
立
者
と
し
て
 

要
 求
 し
合
 



う
 」
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
既
に
、
著
者
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
理
解
に
関
し
て
筆
者
の
 
 
 

右
 が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
著
作
の
全
体
を
通
計
 

-
m
 
し
て
み
 

て
 、
あ
と
二
三
の
批
判
を
申
し
述
べ
て
、
著
者
の
御
教
示
を
え
た
 
い
と
 
思
 

う
 。
ま
ず
第
一
に
、
著
者
は
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
い
う
 
概
 念
 を
取
 

り
 上
げ
て
、
そ
れ
を
あ
る
時
は
、
絶
対
何
と
か
神
と
呼
び
、
ま
た
 
あ
る
 時
 

は
 、
絶
対
盆
の
自
党
と
同
一
視
し
て
い
る
一
一
六
頁
そ
の
他
㍉
  
 

対
虻
と
 絶
対
柾
の
自
覚
と
は
、
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
 
田
山
，
 

つ
，
 

そ
う
し
て
区
別
し
た
上
で
、
絶
対
何
と
言
っ
て
も
、
そ
の
人
間
に
 
よ
る
 自
 

党
を
度
外
視
し
て
は
、
何
処
に
も
な
 い
 こ
と
が
、
主
張
さ
れ
る
べ
 
き
だ
と
 

思
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
著
者
が
し
ば
し
ば
そ
う
し
て
い
る
よ
う
 
 
 

対
 佃
を
神
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
絶
対
 佃が
 絶
対
曲
 限
 の
 開
  
 

す
れ
ば
、
神
は
こ
う
し
て
無
限
に
開
か
れ
て
い
る
場
と
し
て
の
 
世
 界
 と
同
 

一
 規
 さ
れ
る
汎
神
論
に
帰
趨
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
方
  
 

て
 、
絶
対
の
佃
限
の
開
け
に
お
い
て
、
神
と
人
間
と
は
絶
対
に
対
 
立
し
な
 

が
ら
、
絶
対
的
な
自
己
同
一
性
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
 
ら
れ
る
 

神
人
同
性
の
神
秘
正
義
思
想
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
 
 
 

指
摘
し
た
、
著
者
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
解
釈
の
問
題
点
も
 
、
 煎
じ
 ま
 -
m
 

め
れ
 

ば
 、
こ
の
同
じ
問
題
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

も
う
一
つ
批
判
占
を
述
べ
て
み
よ
う
。
著
者
は
こ
う
述
べ
て
い
  
 

「
根
源
的
 
一
 と
多
と
は
、
絶
対
的
に
相
対
立
し
、
 

相
 矛
盾
し
て
い
 
る
に
も
 

か
か
わ
ら
ず
、
根
源
的
に
は
常
に
同
時
に
自
己
同
一
的
で
あ
る
。
 

こ
れ
を
 

一
例
を
も
っ
て
示
せ
ば
、
根
源
的
な
生
命
、
つ
ま
り
宇
宙
的
生
命
 

は
、
動
 

植
物
や
人
間
の
個
々
の
生
命
と
は
、
主
客
分
離
の
対
象
化
の
世
界
 
 
 

て
は
、
 
相
 矛
盾
し
、
相
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
主
客
 
分
離
 以
 

前
の
世
界
に
お
い
て
は
、
自
己
同
一
的
で
あ
る
」
二
三
 

0
 五
頁
 一
 と
 。
 こ
 

の
よ
う
な
玉
帳
 
は
 、
本
書
の
随
所
に
認
・
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
 
王
 張
 を
額
 

面
 ど
お
り
受
け
取
れ
ば
、
著
者
は
主
客
分
離
ヒ
王
吉
木
分
離
と
の
 
次
元
を
 

 
 
 
 

こ
と
に
し
た
二
元
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
し
て
 

正
客
分
離
の
立
場
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
日
常
生
の
立
場
で
あ
る
  
 

ら
 、
主
客
未
分
離
の
立
場
に
お
い
て
初
め
て
可
能
な
絶
対
の
無
限
 
 
 

の
教
説
は
 、
日
常
生
と
は
次
元
を
こ
と
に
し
た
、
特
別
の
修
業
を
 
 
 

び
と
の
み
に
参
入
で
き
る
秘
教
的
 教説
 に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 
 

か
も
、
主
客
分
離
の
立
場
で
絶
対
に
矛
盾
対
立
し
た
一
と
多
 、
 世
界
と
 

個
 、
神
と
人
間
と
が
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
は
、
絶
対
 
 
 

自
同
一
性
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
全
て
 
は
 
一
緒
 

 
 

、
本
書
 

の
真
の
意
図
に
関
し
て
、
青
紫
に
当
た
っ
て
い
な
い
筆
者
の
単
 
な
 る
杷
憂
 

に
 過
ぎ
な
い
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。
著
者
の
御
叱
声
を
乞
う
 
次
第
で
 

あ
る
。
 



里評 と紹 " 

- " -   

近
年
、
国
の
内
外
を
通
じ
て
、
西
田
哲
 学
に
 対
す
る
関
心
が
ま
す
 
ま
す
 

高
ま
り
、
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
様
々
な
研
究
・
論
文
が
発
表
さ
 
ね
 、
 薯
 

物
が
 刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
一
九
九
五
年
は
西
田
 幾
キ
郎
 

没
後
五
十
周
年
に
当
り
、
国
内
で
は
東
京
や
京
都
を
中
心
に
種
々
 
の
も
 
円
八
芯
 

行
事
が
催
さ
れ
た
が
、
実
は
、
本
書
の
成
立
も
こ
の
事
と
浅
か
ら
 
ぬ
 Ⅲ
 繰
 

が
あ
る
。
本
書
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
ば
、
編
者
に
よ
っ
て
「
 

毎
月
定
例
の
研
究
 
丑
加
 も
た
れ
、
研
究
発
表
と
活
溌
な
討
論
が
 

W
 究
 ム
三
の
ブ
ル
ー
 
/
 
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
平
成
五
年
四
 

あ
と
が
 

 
 

 
 

き
 」
で
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
本
研
究
論
文
集
 
 
 

に
 当
っ
て
も
、
こ
の
西
田
の
五
十
年
忌
が
決
定
的
な
要
因
の
一
つ
 
に
な
っ
 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
論
集
も
そ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
成
立
 
 
 

こ
の
論
集
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
二
つ
の
研
究
 
 
 

プ
の
 協
同
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
上
智
 
大
学
に
 

お
け
る
門
脇
住
吉
 
氏
 、
清
水
惇
氏
等
を
中
心
と
す
る
西
田
の
場
所
 論 を
研
 

究
 テ
ー
マ
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
他
は
上
田
間
 
照
 氏
を
代
表
  
 

王
 と
し
て
東
洋
大
字
哲
学
科
の
研
究
者
た
ち
を
中
心
と
し
 た 
「
西
田
哲
学
 

築
山
修
道
 

北
面
出
版
一
九
九
七
年
七
月
一
 
0
 日
刊
 

A
5
 判
三
三
 0
 頁
五
 0
0
0
 円
 

阿
波
巨
編
著
 

「
場
所
論
の
種
々
相
 

西
田
哲
学
を
中
心
と
し
て
 

てを 二種に所期たった   
。 親戚 0 た視バ こ ま宿老 

禅 る 対字 

    
              理                     

              哲   珊 @                     
九 七五 三 0  八二       
  

  
二四   七 五九七           三 の ら の は れた 

  



以
上
の
よ
う
な
本
書
の
成
立
事
情
と
構
成
か
ら
し
て
、
本
書
は
 
、
 最
初
 

か
ら
統
一
さ
れ
た
あ
る
主
題
の
下
に
体
系
的
に
組
織
さ
れ
企
画
さ
 
れ
て
 
一
 

冊
の
書
物
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
各
収
載
 
論
文
相
 

互
の
内
的
関
連
性
や
一
つ
の
書
物
と
し
て
の
統
一
性
な
い
し
論
旨
 
の
 
一
貫
 

性
 に
欠
け
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
 

し
 か
し
こ
 

ぅ
 し
た
 難
占
 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
単
な
る
研
究
論
文
集
 で
は
な
 

く
 、
「
一
つ
の
書
物
」
と
し
て
の
意
義
を
十
分
に
有
す
る
一
冊
の
 
研
究
書
 

と
し
て
評
価
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
か
る
意
義
を
明
ら
か
 
に
す
る
 

こ
と
を
本
書
評
の
第
一
の
観
点
と
し
た
い
。
 

次
に
、
本
来
な
ら
ば
各
論
文
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
論
評
を
 
 
 

る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
許
さ
れ
た
紙
面
の
制
約
か
ら
、
ま
た
 
収
載
論
 

文
の
主
題
の
多
様
性
と
広
範
囲
か
ら
し
て
評
者
の
能
力
を
越
え
て
 
い
る
面
 

も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
方
法
は
控
え
た
い
。
そ
れ
に
 
 
 

て
 、
各
論
文
は
そ
の
ス
タ
ン
ス
及
び
方
法
に
は
差
異
が
あ
る
に
し
 
て
も
、
 

徹
底
的
批
評
主
義
の
ゆ
く
え
 

厳
密
な
学
と
し
て
の
西
田
哲
学
板
橋
勇
 仁 …
 三
 一
  
 

高
山
岩
男
の
場
所
的
論
理
「
 万
 所
約
論
 埋
と
 

呼
応
の
原
理
」
を
巡
っ
て
相
楽
 

勉
 ・
・
二
三
九
 

一
九
 

務
合
 
理
作
の
「
場
所
」
概
念
中
里
 
巧
 

二
五
九
 

「
 
住
 」
１
場
所
的
主
体
性
 ｜
 論
考
西
田
「
場
所
論
」
を
め
ぐ
 る
 
 
 

大
乗
仏
教
的
基
盤
に
お
け
る
考
 

察
阿
 
波
 

昌
 ・
・
二
八
 
0
 
 
 

デ
ュ
ー
イ
の
「
 
場
 」
 論
 と
 

西
田
哲
学
の
「
場
所
論
」
蜂
鳥
畑
 雄
 ・
・
・
三
一
 

 
 

あ
と
が
き
 

三
 二
九
 

  
  

よ弗り 

的ど 学でもろこ タ とか 録て   占 てにいれ者 

      
                                                              て 観た し 題詐 れる い 

  



書評と   

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
ご
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
本
書
に
「
一
つ
 の
 書
物
」
 

と
し
て
の
全
体
的
統
一
性
な
い
し
一
貫
性
を
欠
落
せ
し
め
、
か
く
 
し
て
 本
 

書
を
単
な
る
研
究
論
文
の
寄
せ
集
め
の
よ
う
に
も
見
せ
し
め
て
い
 
る
 。
 確
 

か
に
、
一
見
そ
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
 

し
た
 評
 

価
は
皮
相
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
巻
頭
に
上
田
論
文
が
置
か
れ
て
  
 

は
 、
本
書
の
構
成
上
か
ら
も
ま
た
内
容
面
か
ら
見
て
も
、
本
書
に
 「
一
つ
 

の
 書
物
」
と
し
て
の
意
義
を
与
え
て
い
る
点
に
お
い
て
重
要
な
役
 
割
 を
担
 

っ
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
上
田
論
文
は
西
田
哲
学
全
体
を
見
通
す
 
中
で
 

そ
の
骨
格
を
な
す
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
 
棺
 互
 の
 思
 

想
的
 連
関
性
を
、
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
現
代
哲
学
の
問
題
状
況
と
 
 
 

つ
つ
、
一
つ
の
セ
ッ
ト
 

一
 
非
連
続
の
連
続
と
し
て
の
相
関
佳
一
 

と
 し
て
 説
 

明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
田
の
哲
学
的
思
索
の
歩
み
が
「
純
粋
 
経
験
」
 

と
い
う
考
え
方
か
ら
出
立
し
 
、
 次
に
「
自
覚
」
と
い
う
考
え
方
へ
 

と
 回
転
 

し
 、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
場
所
」
と
い
う
考
え
方
に
展
開
し
て
い
く
 
 
 

る
が
、
そ
う
し
た
哲
学
的
道
程
の
中
で
、
何
故
に
西
田
が
「
場
所
 
」
と
い
 

う
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
彼
が
「
場
所
」
と
 
=
@
 

ロ
う
よ
 

う
に
な
っ
た
時
の
考
え
方
の
独
自
性
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
と
こ
 
ろ
を
 本
 

論
文
は
解
き
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
論
述
は
根
 
本
 的
に
 

し
て
精
微
、
簡
明
で
、
実
に
要
を
得
た
説
明
で
あ
る
。
 

当
 論
文
は
  
 

本
書
の
「
羅
針
盤
」
で
あ
り
、
ガ
イ
ド
で
あ
り
、
「
機
関
車
」
で
 

も
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
の
他
の
諸
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
主
題
の
多
様
性
、
立
場
 
、
ス
タ
 

シ
 ス
お
よ
び
万
法
の
神
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
一
つ
の
中
、
心
 

 
 

っ
て
 収
唆
 せ
し
め
ら
れ
る
位
置
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
求
心
力
を
 なし
て
 

い
る
の
が
西
田
哲
学
の
「
場
所
論
」
で
あ
り
、
そ
し
て
西
田
哲
学
 
に
お
け
 

る
 
「
場
所
」
の
理
解
の
た
め
に
一
番
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
そ
の
こ
 

と
を
 考
 

え
 説
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
上
田
論
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 
性
格
を
 

も
つ
本
書
は
 、
 単
な
る
研
究
論
文
集
で
は
な
く
、
各
執
筆
者
が
 西
田
哲
 

学
 、
と
く
に
そ
の
「
場
所
的
論
理
」
に
つ
い
て
あ
る
理
解
を
共
 有
し
合
 

い
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
西
田
哲
学
と
の
何
ら
か
の
関
連
に
お
い
 

て
、
各
 

自
 の
三
題
を
論
究
し
展
開
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
本
研
究
 
論
文
集
 

は
 、
西
田
哲
学
を
め
ぐ
る
研
究
の
「
多
様
性
と
統
一
性
」
、
な
い
 
し
 
「
 
多
 

次
元
性
」
を
 
証
 示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
 

西
 田
 哲
学
 

の
も
つ
哲
学
的
可
能
性
あ
る
い
は
射
程
を
開
示
し
、
そ
の
思
想
的
 
根
源
性
 

な
い
し
深
大
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
う
し
た
 
西
田
哲
 

学
 と
の
関
連
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
各
論
文
の
王
 
題
が
、
そ
 
の
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
い
か
に
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
か
を
逆
に
 
照
明
さ
 

れ
て
い
る
。
本
書
の
書
名
「
場
所
論
の
種
々
相
」
と
副
題
「
西
田
 
哲
学
を
 

中
心
と
し
て
」
は
か
か
る
事
態
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
と
は
吾
一
 

口
 え
な
い
 

で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
占
に
、
わ
れ
わ
れ
は
本
書
の
「
 一
 つ
の
重
目
 

物
 」
と
し
て
の
意
義
を
認
 
取
 す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

次
に
、
第
二
の
観
 白
 で
あ
る
筆
者
に
よ
る
西
田
哲
学
の
「
場
所
」
 

の
理
 

解
の
妥
当
性
と
い
う
論
評
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
 
て
は
 既
 

に
 言
及
し
た
よ
う
に
、
各
筆
者
が
研
究
会
の
参
加
メ
ン
バ
ー
 
と
い
 う
こ
と
 

で
 相
互
に
あ
る
一
定
の
理
解
を
共
有
し
合
っ
て
い
る
の
で
、
多
少
 
の
 温
度
 

差
 は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
深
い
理
解
を
も
っ
て
 
、
 自
ら
の
 主
 題
 を
論
 

究
 し
て
い
る
こ
と
が
各
論
文
を
読
ん
で
看
取
さ
れ
る
。
と
く
に
、
 

松
丸
論
 

 
 

支
 は
そ
の
表
題
「
西
田
に
お
け
る
初
期
の
「
場
所
目
的
論
理
に
関
 
す
る
 者
 

 
 

察
 」
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
西
田
の
場
所
的
論
理
を
正
面
か
ら
 (
5
2
 

げ
 、
西
田
哲
学
初
期
の
「
場
所
」
と
い
う
考
え
万
が
ど
の
よ
う
な
 
哲
学
的
 

2
3
l
 

状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
し
、
 

ま
 た
 ど
ん
 



な
 性
格
と
働
き
を
も
つ
も
の
な
の
か
な
ど
、
通
俗
的
な
場
所
の
理
 
 
 

り
 易
い
誤
解
な
ど
を
指
摘
し
つ
つ
、
慎
重
な
考
察
を
加
え
、
繊
密
 
な
 論
究
 

を
 展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 

当
 論
文
は
、
西
田
初
期
の
「
 場
  
 

理
解
の
た
め
に
は
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
但
し
、
筆
者
 
自
身
も
 

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
 
当
 論
文
は
王
に
全
集
第
四
巻
に
収
録
さ
れ
 て
い
る
 

「
場
所
」
お
よ
び
「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」
に
依
拠
し
て
論
究
さ
 

 
 

い
わ
ば
西
田
哲
学
に
お
け
る
初
期
の
場
所
的
論
理
の
元
型
と
も
い
 

う
べ
き
 

も
の
で
、
後
期
の
現
実
の
世
界
の
論
理
構
造
、
実
在
の
論
理
、
宗
 
教
 的
世
 

外
観
の
根
拠
に
な
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
と
し
て
 
は
 展
開
 

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
判
断
論
、
包
摂
関
係
、
意
識
の
間
 
題
 と
の
 

連
関
で
場
所
論
が
論
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
扱
う
テ
キ
ス
ト
 
の
 範
囲
 

を
 限
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
視
野
は
狭
く
な
っ
て
い
る
が
、
当
面
 
0
 間
 題
 

の
 焦
点
が
絞
ら
れ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
事
柄
自
身
は
明
確
に
な
 っ
た
と
 

い
う
利
貞
も
あ
る
。
 

板
橋
論
文
も
西
田
哲
学
を
そ
れ
自
体
と
し
て
正
面
か
ら
論
究
し
て
 
 
 

も
の
で
あ
る
が
、
五
題
の
着
眼
 
占
 、
 論
 ヒ
日
の
明
確
さ
お
よ
び
論
究
 0
%
 
密
 

さ
 、
「
場
所
」
の
理
解
な
ど
の
点
に
お
い
て
佳
日
に
価
す
る
論
文
 

で
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
 
当
 論
文
は
、
西
田
哲
学
の
論
理
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
れ
 
 
 

な
る
も
の
で
あ
る
か
を
西
田
哲
字
の
方
法
論
と
の
関
連
に
お
い
 て
 考
察
 

し
 、
そ
の
よ
う
な
 
考
 榛
を
通
し
て
、
西
田
独
自
の
論
理
一
場
所
的
 
論
理
）
 

の
 論
理
性
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
明
ら
 
 
 

っ
 た
こ
と
は
、
 

西
 m
 哲
 宇
の
論
理
の
学
的
厳
密
性
で
あ
り
、
そ
の
 よ
う
な
 

西
田
哲
学
の
立
 埠
は
門
 ら
の
根
底
へ
と
ど
こ
ま
で
も
哲
学
的
反
 省
 を
重
 

ね
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
を
も
更
に
徹
底
し
そ
れ
を
超
え
た
「
 
徹
   

評
 主
義
」
の
立
場
で
あ
り
、
か
く
し
て
西
田
哲
学
は
自
ら
を
「
 厳
密
な
 

字
 」
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
つ
時
 
 
 

わ
れ
は
「
西
田
哲
学
の
根
本
的
枠
組
を
正
当
に
評
価
し
、
そ
の
 
独
 
 
 

意
義
を
知
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
」
三
一
二
頁
 一
と
 筆
者
は
 

 
 
 
 

語
っ
て
い
る
。
 
当
 論
文
に
お
け
る
筆
者
の
「
場
所
」
の
理
解
に
も
 見る
べ
 

き
も
の
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
読
み
応
え
の
あ
る
論
文
の
一
つ
で
 
あ
る
。
 

但
し
、
 
当
 論
文
も
依
拠
す
る
テ
キ
ス
ト
が
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
 
る
 
-
 
主
 

に
 
「
場
所
」
と
「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
し
の
で
、
そ
れ
は
西
田
 哲
学
に
 

お
け
る
初
期
の
「
場
所
」
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
 
 
 

要
 が
あ
ろ
う
。
 

ま
た
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
場
所
的
論
理
」
の
も
つ
意
義
の
深
 
さ
を
 

理
解
し
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
摂
取
し
 
、
 自
ら
の
 
王
 題
 を
究
 

明
 す
る
論
理
的
根
拠
と
し
て
い
る
論
文
と
し
て
、
清
水
、
小
野
 寺
 、
山
 

下
 、
河
 波
 論
文
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
西
田
哲
学
に
 
対
す
る
 

ス
タ
ン
ス
に
は
相
違
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
小
野
寺
論
文
は
西
田
 
の
 
「
 場
 

前
約
論
理
」
を
自
ら
の
神
字
的
・
宗
教
哲
学
的
課
題
を
遂
行
す
る
 
た
め
に
 

積
極
的
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
 は
 、
「
 西
 

田
 哲
学
の
遺
産
で
あ
る
「
場
所
的
論
理
口
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
 
、
さ
ら
 

に
こ
れ
を
批
判
的
に
展
開
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
は
、
日
本
に
 
 
 

キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
 、
 
一
つ
の
試
金
石
と
し
て
迫
る
重
要
課
 題
 で
あ
 

る
 。
」
 -
 
八
五
頁
 -
 と
言
い
、
「
私
に
と
っ
て
西
田
の
い
う
「
 

ト
ボ
 
ロ
ギ
ー
 

神
め
ニ
 
と
は
「
聖
霊
神
学
」
で
あ
り
」
 

二
 
0
 
四
頁
 -
 、
「
西
田
の
 絶
対
 盆
 

の
場
所
の
論
理
は
、
将
来
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
も
、
実
に
決
定
 
的
な
意
 

義
 を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
 
-
 一
 0 六
頁
 -
 と
考
え
る
。
そ
し
て
 
更
 に
、
 「
 
そ
 

の
 意
味
で
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
と
場
所
的
論
理
」
は
、
こ
う
し
た
 
 
 

要
請
に
基
づ
く
一
つ
の
試
論
で
あ
り
、
日
本
の
神
学
確
立
に
向
け
 
て
の
 模
 



書評と 

索
の
試
み
で
あ
る
」
 

二
 
0
 六
頁
 -
 と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
 う
な
 筆
 

者
の
言
説
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
筆
者
が
西
田
哲
学
に
お
け
る
 
場
 前
約
論
 

理
へ
の
深
い
関
心
と
理
解
の
次
元
を
越
え
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
 
課
 題
 で
あ
 

る
 聖
霊
神
学
確
立
の
不
可
欠
な
要
件
と
す
べ
く
、
い
わ
ば
受
肉
化
 
 
 

る
の
を
 認
取
 す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
筆
者
は
、
西
田
哲
学
の
「
 
場
所
的
 

論
理
」
を
も
は
や
自
己
の
神
学
的
論
理
と
し
て
自
己
化
し
て
い
る
 
。
論
題
 

の
 
「
キ
リ
ス
ト
教
と
場
所
的
論
理
」
は
、
西
田
 

最
 晩
年
の
「
場
所
 
約
論
理
 

と
 宗
教
的
世
界
観
」
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
で
、
筆
者
に
お
い
て
 
 
 

ス
ト
 教
 と
場
所
的
論
理
は
本
源
的
な
相
関
性
を
な
す
も
の
と
な
 つ
て
い
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
第
二
お
よ
び
第
三
の
観
点
か
ら
 舌
口
っ
て
 

も
 、
本
論
文
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

他
 の
諸
論
文
も
ま
た
別
の
意
味
で
そ
れ
ぞ
れ
注
目
に
値
す
る
も
の
 
で
あ
 

る
が
、
清
水
論
文
の
場
合
に
は
、
創
作
活
動
に
お
い
て
見
ら
れ
る
 
よ
う
な
 

そ
の
創
造
的
精
神
と
現
代
科
学
の
成
果
に
基
づ
く
知
識
の
豊
か
さ
 正
確
 

さ
 お
よ
び
筆
者
自
身
の
関
心
の
広
さ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
意
欲
的
 
 
 

営
み
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
思
考
活
動
は
読
者
 
 
 

動
か
し
説
得
す
る
力
が
あ
る
。
本
論
文
は
、
「
創
作
的
 
観
 占
か
ら
 場
所
と
 

そ
の
場
所
的
個
物
と
し
て
の
自
己
と
の
関
係
を
論
じ
る
」
も
の
 で
、
「
 創
 

作
 的
場
所
論
の
主
要
な
目
的
は
場
所
的
創
作
の
論
理
の
発
見
で
 あ
る
。
」
 

し
た
が
っ
て
、
「
創
作
の
過
程
が
必
 

殊
 的
に
問
題
の
中
心
に
な
る
 。
 こ
 

た
め
に
、
創
作
的
場
所
論
は
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
と
は
異
な
る
 
論
理
的
 

ツ
ー
ル
と
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
場
所
的
創
作
の
論
理
の
重
 
要
 な
特
 

徴
 は
そ
の
論
理
的
自
己
舌
口
友
佳
に
あ
る
。
」
 二
 一
九
頁
 一
 と
筆
者
は
 五
曲
Ⅱ
 
ワ
、
 

西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
に
対
し
て
は
、
「
場
所
的
創
作
の
観
 
占
 か
ら
 見
 

る
と
、
西
田
哲
学
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
、
す
な
わ
ち
「
一
郎
 
多
 、
 多
 

即
一
 し
の
創
出
は
、
創
作
の
結
果
が
満
た
す
条
件
を
示
し
た
こ
と
 
に
 相
当
 

す
る
。
し
か
し
、
創
作
の
過
程
で
重
要
な
の
は
、
「
創
作
が
こ
の
 
条
件
を
 

満
た
せ
ば
場
所
的
創
作
が
生
ま
れ
る
ご
と
い
う
創
作
の
十
分
 条
 件
 で
あ
 

る
が
、
西
田
哲
学
は
ま
だ
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
は
っ
き
り
は
 
示
し
て
 

い
な
い
」
三
一
九
頁
 -
 と
 考
え
る
，
そ
し
て
本
論
文
は
、
場
所
的
 創
作
を
 

論
理
的
構
造
が
等
価
な
具
体
的
 現
忠
 と
し
て
「
即
興
劇
」
を
取
り
 
上
げ
、
 

即
興
劇
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
問
題
を
考
察
し
、
主
題
を
 展
開
す
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
本
論
文
は
読
 廿
に
 多
く
の
こ
と
を
教
示
し
て
く
 れ
る
と
 

共
に
、
ま
た
一
つ
の
場
所
論
と
し
て
独
自
な
論
理
を
展
開
し
て
い
 
て
 難
解
 

な
 点
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
創
造
的
思
考
は
実
に
注
目
す
べ
き
 
 
 

あ
り
、
大
い
に
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
西
田
 
哲
学
の
 

場
所
論
と
の
関
連
に
お
い
て
言
え
ば
、
い
く
つ
か
の
疑
問
な
い
し
 
問
題
 占
 

も
 感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
も
基
本
的
な
疑
問
点
を
 一
つ
挙
 

げ
る
と
、
創
作
的
場
所
論
に
お
け
る
「
場
所
」
と
そ
の
場
所
的
 
個
  
 

て
の
「
自
己
」
と
の
関
係
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
 於
 い
て
 あ
る
も
 

の
 」
と
そ
の
 
於
 い
て
あ
る
も
の
の
「
場
所
」
、
な
い
し
「
世
界
」
 

と
「
 自
 

己
 」
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
絶
対
否
定
を
媒
介
と
し
 
た
 絶
対
 

ム
ガ
証
 
法
的
な
い
し
内
在
的
超
越
の
関
係
と
し
て
は
見
ら
れ
て
い
な
 
 
 

は
な
い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
創
作
的
場
所
論
に
お
け
 る
 
「
 
場
 

所
 」
と
「
自
己
」
と
の
関
係
は
本
質
的
に
は
外
的
な
関
係
を
脱
却
 
す
る
こ
 

と
が
不
可
能
と
な
り
、
両
者
の
場
所
論
は
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
 
相
 果
 す
る
 

 
 

こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
両
者
の
「
自
己
」
の
見
方
の
相
星
 

 
 

 
 

に
 現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
真
の
「
自
己
」
 

は
 
「
 我
 

な
し
」
の
自
己
 
@
 
絶
対
血
の
自
己
限
定
と
し
て
の
「
自
己
な
 
 
 

己
 」
 -
 で
あ
る
が
、
他
方
創
作
的
場
所
論
に
お
け
る
自
己
は
 、
自
 己
 中
心
 



的
 自
己
と
場
所
中
心
的
自
己
と
い
う
機
能
的
な
二
中
心
構
造
を
も
 
 
 

と
し
て
想
定
さ
れ
、
自
己
中
心
的
自
己
は
デ
カ
ル
ト
的
自
己
に
 
相
 目
 す
る
 

と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
出
者
が
西
田
 
哲
学
に
 

お
け
る
「
場
所
」
お
よ
び
「
場
所
一
世
界
 
-
 と
自
己
の
関
係
」
を
 
 
 

う
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
Ⅰ
者
が
論
文
中
で
 
時
々
 言
 

反
 し
て
い
る
西
田
の
場
所
論
に
つ
い
て
の
批
判
的
言
評
を
考
え
る
 
と
き
、
 

上
記
の
よ
う
な
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 
こ
の
こ
 

と
と
関
連
し
て
も
う
一
つ
要
望
を
舌
口
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
本
論
文
 

 
 

西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
と
創
作
的
場
所
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
 
幾
分
 踏
 

み
 込
ん
だ
論
考
を
加
え
た
一
節
を
設
け
て
欲
し
か
っ
た
よ
う
に
 円
心
よ
り
如
此
 

る
 。
と
い
う
の
も
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
哲
学
な
い
 
 
 

場
所
論
に
対
す
る
批
判
的
言
辞
 も
 
一
層
説
得
力
を
も
つ
と
と
も
に
 
、
上
記
 

の
よ
う
な
疑
問
も
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
 

最
後
に
、
本
書
の
編
者
で
あ
る
阿
波
論
文
に
つ
い
て
紙
面
の
許
す
 
 
 

是
非
舌
口
 
反
 し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
、
長
年
西
洋
哲
学
、
と
く
に
 
宗
教
 哲
 

学
の
分
野
に
お
い
て
 
探
い
研
 鎮
を
重
ね
、
こ
れ
ま
で
に
比
較
思
想
 や
 宗
教
 

哲
学
に
関
す
る
多
数
の
秀
れ
た
研
究
成
果
を
発
表
し
て
来
ら
れ
た
 
大
 で
あ
 

る
 。
そ
し
て
そ
れ
と
並
行
し
て
若
い
時
か
ら
、
浄
土
教
を
中
心
と
 
し
て
 大
 

乗
 仏
教
に
も
強
い
関
心
を
寄
せ
熱
心
に
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
 
。
そ
う
 

し
た
学
究
的
歩
み
の
中
で
、
筆
者
は
、
東
洋
精
神
の
伝
統
を
担
い
 
つ
つ
、
 

西
洋
思
想
を
批
判
的
に
受
容
し
そ
れ
と
対
決
し
、
そ
の
よ
う
な
 
哲
 学
的
 思
 

索
を
通
し
て
、
東
西
の
精
神
世
界
を
媒
介
し
得
る
世
界
の
精
神
史
 
か
ら
 見
 

て
も
独
自
な
哲
学
を
確
立
し
た
西
田
哲
学
へ
深
 い
 関
心
を
寄
せ
、
 
そ
れ
に
 

感
化
さ
れ
て
自
分
の
専
門
分
野
の
研
究
を
積
ん
で
来
ら
れ
た
人
で
 
も
あ
る
 

が
 、
本
論
文
は
こ
う
し
た
筆
者
の
学
問
的
関
心
と
背
景
を
如
実
に
 
物
語
る
 

も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
五
題
の
設
定
、
王
題
の
論
究
の
方
法
 西
田
 

哲
学
に
対
す
る
共
感
的
ス
タ
ン
ス
な
ど
は
い
ず
れ
も
そ
の
こ
と
を
 

 
 

て
い
る
が
、
と
く
に
論
題
は
そ
れ
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
。
 

そ
 し
て
 本
 

 
 
 
 

論
文
は
、
 

一
 「
 
住
 」
場
所
的
主
体
に
つ
い
て
、
 
二
 
「
 
住
 」
成
 @
 

の
場
所
論
的
構
造
１
法
界
と
絶
対
無
の
場
所
、
三
包
摂
 
的
 主
体
 

の
 展
開
の
三
章
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
章
に
お
い
て
も
 
筆
者
は
 

大
乗
仏
教
経
典
か
ら
の
 
&
 量
目
な
引
用
資
料
を
駆
使
し
、
そ
れ
ら
を
 

言
語
学
 

的
に
分
析
し
た
り
、
ま
た
比
較
思
想
的
方
法
に
よ
っ
て
考
察
を
し
 
、
あ
る
 

い
は
宗
教
哲
学
的
解
釈
を
す
る
な
ど
し
て
、
遠
大
な
見
通
し
の
中
 
で
 三
題
 

の
 論
究
を
遂
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
筆
者
に
よ
る
 西
 田
 哲
学
 

な
い
し
「
場
所
論
」
の
理
解
に
は
大
変
深
い
も
の
が
 認
放
 さ
れ
 、
教
示
 

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
評
価
を
前
提
に
し
た
上
で
あ
 
 
 

し
か
し
同
時
に
、
い
く
つ
か
の
疑
問
も
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
  
 

「
 
住
 」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
、
筆
者
の
言
う
よ
う
な
「
 場
 前
約
 主
 

体
 」
の
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
そ
し
て
、
筆
者
の
言
 
う
 
「
 
住
 」
の
 概
 

念
 自
体
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
二
仏
 
住
  
 

「
空
柱
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
別
問
題
で
あ
る
が
ご
あ
る
 ぃ
 は
、
大
 

乗
 仏
教
の
「
法
界
」
と
い
う
概
念
が
そ
の
ま
ま
西
田
の
「
絶
対
 蛙
の
場
 

所
 」
に
対
応
し
つ
る
の
か
 

一
 
そ
の
場
合
に
は
西
田
の
「
世
界
」
と
 

，
つ
こ
 

と
を
含
め
て
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
一
な
ど
。
い
ず
れ
 にし
て
 

も
 、
本
論
文
は
教
示
的
で
あ
る
と
同
時
に
 、
よ
い
 意
味
で
論
争
的
 で
も
あ
 

る
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。
本
論
文
は
こ
の
よ
う
な
二
重
の
 
意
味
で
 

佳
日
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
、
限
ら
れ
た
論
文
に
つ
い
て
少
し
く
批
評
を
加
え
て
み
た
が
 他
 

の
 諸
論
文
も
そ
れ
ぞ
れ
に
注
目
す
べ
き
特
徴
を
有
す
る
力
作
ば
か
 
 
 



る
 。
 

  



 
 

土
戸
 計
 
@
 

本
書
は
、
著
者
の
学
位
論
文
に
「
多
少
の
手
を
加
え
」
 

て
 出
版
さ
 ね
 た
 

も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
メ
ス
の
星
目
白
日
を
単
 
な
る
 自
 

伝
 と
し
て
で
は
な
く
、
「
明
確
な
主
題
を
持
っ
た
思
想
の
書
」
と
 

し
て
 捉
 

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
の
題
名
が
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
 
告
白
」
 

の
 哲
学
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

著
者
は
、
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
、
「
こ
れ
ま
で
の
研
究
三
上
口
 

白
 目
こ
 
@
 

関
す
る
。
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
が
補
っ
た
。
以
下
同
様
 
一
 は
ど
ち
ら
  
 

ぇ
ば
 
三
ロ
 白
 」
を
、
回
心
物
語
を
初
め
と
す
る
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 
 
 

生
涯
に
お
け
る
主
要
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
っ
た
自
伝
と
捉
え
、
 

彼
  
 

理
解
の
た
め
の
い
わ
ば
補
助
的
手
段
と
し
て
用
い
る
傾
向
が
多
い
 
よ
う
に
 

思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
豊
か
で
緊
密
な
 思
想
内
容
を
秘
 

り
た
書
物
で
あ
る
。
明
確
な
三
題
を
持
っ
た
思
想
の
書
と
し
て
 

解
  
 

Ⅱ
 能
 性
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
 一
 つ
の
 話
 

稲
垣
不
二
 麿
 

創
立
 社
 

一
九
九
七
年
一
 0
 月
一
 0
 日
刊
 

A
5
 判
 

二
 二
九
頁
 

四
 0
0
0
 
円
 

ま
え
が
き
 

第
一
章
ニ
ロ
 白
 」
の
主
題
と
形
式
 

第
一
節
執
筆
の
時
期
と
背
景
 

第
二
節
主
題
と
統
一
性
 

第
三
節
神
と
の
対
話
 

第
二
章
不
安
と
神
探
求
 

第
一
節
不
安
な
 り
 

第
二
節
「
ホ
ル
テ
ン
シ
 ウ
 ス
ロ
体
験
 

第
三
章
 

マ
 二
教
の
克
服
 

第
一
節
黒
と
は
何
か
 

第
二
節
信
仰
と
理
性
 

第
四
章
ミ
ラ
ノ
体
験
と
回
心
 

第
一
節
ミ
ラ
ノ
体
験
と
は
何
か
 

第
二
節
 
迫
 と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
 

第
三
節
意
志
の
自
由
と
人
格
的
統
一
 

第
五
章
内
面
の
世
界
 

第
一
節
記
憶
論
の
構
造
 

岡
野
呂
雑
著
 

「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
定
ロ
 白
 」
の
哲
学
」
 

み
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
 
で
あ
ろ
 

ぅ
が
 、
歴
史
学
的
・
文
献
学
的
な
視
占
か
ら
で
は
な
く
、
何
よ
り
 
 
 

中
略
・
・
・
・
・
・
 

方
 法
 で
、
 

「
告
白
」
の
全
体
を
読
み
抜
い
た
、
い
わ
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 

 
 

話
の
記
録
で
あ
る
」
 
-
v
-
 と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
書
の
 
性
格
が
 

よ
く
舌
ロ
Ⅱ
 
卜
 あ
ら
れ
さ
れ
て
Ⅱ
 い
 る
。
 

本
書
は
 、
 次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
 

  



第
三
手
 に
 、
著
者
が
 
ア
ウ
 ク
ス
テ
イ
 
ヌ
ス
 
の
 
星
口
白
 」
を
ど
の
よ
 
う
 な
 

書
 と
し
て
捉
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
述
べ
ら
れ
て
  
 

で
、
そ
の
所
説
を
聞
い
て
み
た
い
。
 

著
者
は
、
「
仝
ロ
口
」
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
涯
の
ど
の
よ
う
 

な
時
 

期
に
 、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
書
か
れ
た
か
を
問
題
に
す
る
。
 

 
 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
、
お
よ
び
諸
家
の
説
を
検
討
し
て
、
 

「
生
ロ
 
白
 」
 

執
筆
の
時
期
を
お
お
よ
そ
 
四
 0
0
 
年
頃
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
 

と
、
ア
 

ウ
グ
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
は
四
六
歳
、
し
た
が
つ
て
回
心
経
験
か
ら
一
四
 
年
 た
っ
 

 
 

Ⅰ
り
目
塞
 
亦
 

に
な
っ
て
か
ら
九
年
、
さ
ら
に
司
教
に
な
っ
て
か
ら
四
年
経
過
  
 

る
 。
そ
の
頃
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
 、
マ
 
二
教
批
判
に
精
力
的
 
 
 

く
み
、
多
く
の
 
マ
 
二
教
批
判
の
文
書
を
著
し
て
い
る
。
著
者
は
、
 

そ
う
し
 

た
 著
述
活
動
の
な
か
で
三
日
自
」
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 
注
 目
し
て
 

 
 著

者
は
、
「
 対
マ
 
二
教
論
争
は
 、
彼
 
（
 ア
ウ
 ク
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
一
に
 と
つ
 

第
二
節
心
と
内
 

第
六
章
達
 と 時
間
 

第
一
節
時
間
と
は
何
か
 

第
二
節
神
の
こ
と
ば
 

あ
と
が
き
 

註
 

参
考
文
献
 

索
引
 

英
文
要
旨
 

て
 特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
  
 

「
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
が
青
年
時
代
の
九
年
間
を
 

マ
 二
教
徒
と
 し
て
 過
 

Ⅸ
 

ご
し
（
た
と
え
聴
聞
者
と
し
て
に
せ
よ
て
ま
た
多
く
の
友
人
た
 

ち
を
そ
 

樹
 

 
 

の
 仲
間
に
誘
い
込
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
7
%
 

教
 に
対
す
る
彼
の
激
し
い
批
判
は
 

、
 単
な
る
宗
教
上
の
教
義
を
め
 ぐ
る
 理
 

論
 闘
争
で
は
な
く
、
そ
の
宗
教
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
自
己
の
過
 ちに
 対
 

す
る
激
し
い
自
己
批
判
で
あ
り
、
回
心
経
験
に
よ
っ
て
新
し
く
 
獲
 得
し
た
 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
を
確
立
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
全
人
的
 
な
 闘
 い
 

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 マ
 二
教
 批
  
 

マ
 二
教
の
誤
謬
を
理
論
的
に
攻
撃
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
 

マ
三
礼
 
秋
 

に
と
ら
わ
れ
て
い
た
自
ら
の
過
去
を
清
算
す
る
と
い
う
意
味
を
含
 
 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
の
 
ょ
う
 な
作
業
を
通
し
て
、
回
心
を
契
機
と
す
 
 
 

新
し
い
思
想
の
形
成
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

よ
り
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
経
る
こ
と
な
し
に
は
、
彼
は
新
し
 思
想
 

形
成
の
可
能
性
を
開
く
道
に
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
 
、
 と
 言
う
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
の
論
争
と
は
異
な
る
 

マ
 二
教
批
判
の
特
別
な
 
意
味
を
 

理
解
し
、
そ
こ
に
 

宝
 口
口
」
執
筆
の
一
つ
の
動
力
を
見
る
こ
と
が
 

必
要
で
 

あ
る
」
一
七
百
 ご
 。
 

筆
者
は
、
 
宝
口
白
 」
を
 ア
ウ
 ク
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
の
自
己
理
解
の
表
現
 
と
 ろ
 

そ
こ
に
彼
の
居
想
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
が
あ
る
と
み
て
 
 
 

「
告
白
」
は
、
自
伝
的
記
述
 

-
 第
一
巻
 ｜
 第
一
 0
 巷
 -
 と
 創
世
記
 解
釈
 

-
 
第
一
一
巻
 ｜
 第
一
三
巻
 -
 の
 二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
 

い
 る
 。
 そ
 

の
こ
と
に
関
し
て
、
前
者
を
「
告
白
」
の
主
要
部
分
と
考
え
る
 
見
 方
 も
あ
 

る
 。
翻
訳
に
際
し
て
後
者
を
省
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
 
た
 。
 こ
 

の
 書
を
「
自
伝
」
と
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
見
方
も
で
き
る
で
あ
 
ろ
う
。
 



書評と紹介 

  ヶ田         し
か
し
、
昔
者
は
そ
う
し
た
見
方
を
せ
ず
、
三
ロ
 

白
 」
全
体
を
一
 
 
 

と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
㌧
 て
 最
も
大
き
な
関
心
は
、
自
己
と
  
 

か
、
 神
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
カ
ッ
シ
 
キ
  
 

対
話
篇
以
来
の
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
 
 
 

「
秩
序
 ぬ
 哩
で
は
、
「
哲
学
の
課
題
は
二
 つ
 で
あ
る
。
一
 
つ
は
魂
  
 

て
、
 他
は
神
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
者
は
、
わ
れ
わ
れ
に
わ
れ
わ
 
れ
 自
身
 

を
 
認
識
さ
せ
、
後
者
は
わ
れ
わ
れ
の
根
源
を
認
識
さ
せ
る
」
 
-
 一
一
◆
 一
 

八
・
四
 セ
 -
 と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
「
ソ
リ
 
ロ
キ
ア
ヒ
 
で
は
、
「
 
わ
  
 

 
 

一
 ・
 セ
 ）
 

と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
 

宝
ロ
 白
目
に
お
 
 
 

貫
か
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た
は
私
に
と
㌧
 

て
 何
者
に
ま
し
ま
す
か
 
 
 

し
を
あ
わ
れ
み
、
語
ら
し
め
た
ま
え
。
あ
な
た
は
わ
た
し
に
、
 

あ
 な
た
を
 

愛
 す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
そ
 
う
 し
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
に
向
か
 

っ
て
 怒
 

り
を
発
し
、
大
い
た
る
わ
ざ
わ
い
を
も
っ
て
お
び
や
か
さ
れ
ま
す
 が
 

づ
た
い
こ
の
わ
た
し
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
何
者
な
の
で
し
ょ
 う
か
」
 

一
一
・
五
・
五
㍉
自
己
と
は
何
か
 

、
 神
と
は
何
か
、
自
己
と
そ
   

ほ
 つ
い
て
の
問
い
が
、
神
に
向
か
っ
て
告
白
す
る
と
い
う
行
為
を
 

通
し
て
 

深
め
ら
れ
て
い
く
道
程
、
す
な
わ
ち
自
己
と
神
の
探
究
が
 、
こ
 小
リ
三
口
 

白
ヒ
 
と
い
う
書
物
の
王
 
題
 で
あ
る
、
と
著
者
は
捉
え
て
い
る
。
 

著
者
は
、
主
ロ
白
し
一
三
巻
全
体
を
、
「
第
一
巻
か
ら
第
九
巻
ま
で
 

 
 

回
心
経
験
を
中
心
に
し
て
、
時
間
的
な
生
の
中
に
神
と
の
出
会
い
 
 
 

っ
 れ
た
の
に
対
し
て
、
第
一
 
0
 巷
で
は
、
自
己
を
超
え
て
、
神
に
 お
い
て
 

℡
を
見
出
す
と
い
う
、
自
己
超
越
的
な
方
向
に
そ
れ
が
求
め
ら
   

Q
 。
そ
し
て
、
第
一
 
0
 巷
 後
半
の
す
べ
て
を
費
や
し
て
、
神
を
問
   

6
 者
、
神
の
こ
と
ば
を
聞
く
者
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
万
を
徹
底
 
 
 

抹
 し
た
つ
え
で
、
第
一
一
巻
か
ら
、
い
よ
い
よ
伸
の
こ
と
ば
と
し
 
て
の
 聖
 

書
 に
聞
き
入
り
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
 

営
 み
に
取
り
か
か
る
の
で
あ
 
る
 」
と
 

要
約
し
て
い
る
ヱ
ハ
 
0
 頁
 以
下
一
。
三
口
 白
口
 
全
体
を
神
探
究
の
深
 ま
り
と
 

と
ら
え
、
全
巻
に
統
一
的
な
構
造
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
 
ろ
に
、
 

本
書
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
し
て
、
こ
の
毒
が
、
「
上
口
 白
 」
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
 と
に
 

関
し
て
、
著
者
は
、
「
神
は
わ
た
し
に
と
っ
て
、
わ
た
し
の
根
源
 
と
し
て
 

存
在
し
、
わ
た
し
は
そ
の
神
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
わ
た
し
と
し
て
 
存
在
す
 

る
亡
 
す
な
 ね
 ち
、
神
と
自
己
と
は
関
係
的
に
存
在
し
、
そ
の
関
係
 
が
 愛
と
 

い
う
最
も
人
格
的
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

、
 神
と
は
  
 

い
う
問
い
か
け
は
、
こ
の
関
係
の
中
で
、
つ
ま
り
神
を
愛
し
つ
つ
 

 
 

語
り
か
け
る
、
神
と
の
対
話
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

そ
の
よ
う
な
 
営
 み
が
、
ま
さ
に
「
告
白
す
る
」
こ
と
な
の
で
は
な
 
い
 で
あ
 

ろ
う
か
。
「
告
白
」
は
単
な
る
文
学
形
式
で
は
な
く
、
神
と
は
 

阿
  
 

う
 問
い
か
け
が
、
 
尼
殊
 
的
に
求
め
る
道
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
 て
い
る
 

ご
 一
五
頁
以
下
一
。
 

第
二
章
か
ら
は
、
二
ロ
 
目
 」
の
内
容
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
。
 

そ
こ
 

に
は
多
く
の
説
得
的
な
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 

著
 者
の
長
 

午
 に
わ
た
る
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
本
書
を
「
 
ア
  
 

テ
ィ
 
メ
 ス
と
の
対
話
の
記
録
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
 

深
く
う
 

 
 

な
ず
か
れ
る
。
本
書
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
  
 

 
 

章
は
 、
著
者
自
身
の
翻
訳
に
よ
る
。
そ
こ
に
は
、
翻
訳
の
文
章
に
 
時
と
し
 

て
み
ら
れ
る
硬
さ
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
が
原
文
を
 

 
 

ん
 で
 い
 る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
翻
訳
と
い
う
作
業
は
 原
文
と
 



0
 対
話
で
あ
る
と
 
@
@
 

ロ
 え
よ
う
。
そ
の
人
が
原
文
を
ど
れ
だ
け
よ
く
 
*
-
m
 

ん
 で
 

い
 る
か
は
、
そ
の
訳
文
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
る
。
 

思
想
理
解
の
上
に
お
い
て
も
、
ま
た
訳
業
の
上
に
お
い
て
も
、
 

そ
  
 

う
な
対
話
が
さ
ら
に
続
け
ら
れ
て
 

い
 く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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最
近
、
特
に
気
づ
く
こ
と
は
、
地
球
化
時
代
を
迎
え
る
キ
リ
ス
ト
 
教
の
 

課
題
と
し
て
、
ア
ジ
ア
や
日
本
文
化
と
の
接
点
は
ど
こ
に
あ
る
か
 
 
 

「
文
化
的
受
肉
 
-
 イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
こ
の
問
題
が
 、
一
 
層
切
 

実
さ
を
増
し
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

し
か
し
実
際
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
文
化
の
間
に
は
、
こ
れ
 
 
 

っ
て
意
気
投
合
す
る
 
接
占
 
は
ま
だ
見
出
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
神
学
 
 
 

も
不
十
分
で
、
現
在
は
全
く
模
索
の
段
階
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 

 
 

そ
の
意
味
で
「
神
の
和
の
神
学
へ
向
け
て
」
と
題
す
る
本
書
は
 
、
 
 
 

ス
ト
教
で
最
も
重
要
と
さ
れ
て
い
る
三
位
一
体
の
教
理
を
、
日
本
 
的
 思
考
 

0
 枠
組
み
で
 再
 解
釈
し
、
そ
れ
に
生
命
を
吹
き
こ
も
う
と
す
る
 人 胆
 な
試
 

小
野
寺
 

功
 

宮
平
 
望
著
 

「
神
の
和
の
 

一
 
一
 

神
学
へ
向
け
て
 

佑
一
体
か
ら
三
間
一
和
の
神
論
へ
 

す
ぐ
書
房
一
九
九
セ
年
 
一
 0
 月
一
五
日
刊
 

A
5
 判
二
九
五
頁
四
六
 0
0
 円
 

み
と
し
て
、
実
に
画
期
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
 

著
者
自
身
の
後
記
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
元
来
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
 
 
 

ィ
 ク
リ
フ
ホ
ー
ル
神
学
大
学
で
、
 

A
.
E
.
 

マ
グ
ラ
ス
博
士
を
指
 
導
 教
官
 

 
 
 
 

と
し
て
書
か
れ
た
博
士
論
文
の
日
本
語
版
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
し
て
 

が
 明
確
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
 

こ
の
中
の
王
 要
 論
文
は
、
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
日
本
で
も
発
表
 

い
る
が
、
今
回
は
じ
め
て
著
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
 

最
初
序
章
を
読
む
と
、
そ
こ
に
は
本
書
執
筆
の
動
機
と
ね
ら
い
と
 

教
は
日
 

さ
れ
て
 

る
 。
 

方
法
 

本
 で
は
深
く
根
付
か
な
い
の
か
」
と
い
う
根
本
的
疑
問
に
由
来
す
 
 
 

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
根
本
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
か
ね
て
か
 
ら
 関
心
 

を
 抱
い
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
を
な
す
三
位
一
体
読
 と、
日
 本
文
化
 

の
 関
係
が
研
究
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
 自
 

体
 す
で
に
す
ぐ
れ
た
着
眼
で
あ
る
と
思
 う
 。
 

な
ぜ
な
ら
 N
.
 
ベ
ル
ジ
ャ
エ
フ
も
言
う
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
 

草
な
 

る
 唯
一
神
論
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
神
人
論
的
，
三
位
一
体
読
 
的
 な
 宗
教
 

だ
か
ら
で
あ
る
。
三
位
一
体
と
い
っ
て
も
、
日
本
で
は
な
じ
ま
な
 
Ⅰ
 
い
 甘
口
土
耳
 

木
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
 
 
 

り
 啓
示
さ
れ
た
神
は
 
、
 父
と
子
と
聖
霊
の
三
つ
の
位
格
を
有
し
、
 

 
 

同
一
の
本
質
を
共
有
し
、
唯
一
の
実
体
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
 
教
 主
我
で
友
 
り
 

る
 。
 

こ
の
教
義
の
基
礎
は
す
で
に
新
約
聖
書
の
中
に
認
め
ら
れ
る
が
、
 

そ
れ
 

が
 ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
 
へ
 レ
ニ
ズ
ム
文
化
と
出
会
う
こ
と
に
よ
 

っ
て
 次
 

第
 に
教
義
化
さ
れ
、
異
端
や
異
説
の
戦
 

い
を
 
通
し
て
究
極
の
信
条
 に
牡
和
 
日
郎
 

し
 、
総
合
さ
れ
て
い
っ
た
教
会
の
努
力
の
成
果
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
こ
の
神
学
用
語
は
、
今
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
教
 
義
と
 



序
章
 

第
一
部
一
一
一
位
一
体
諦
三
つ
の
位
格
と
一
つ
の
実
体
 

第
一
章
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー
ス
ス
の
三
位
一
体
読
と
「
所
有
」
概
念
 
八
 
@
 
り
 
,
 

第
二
章
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
 
ヌ
ス
 の
三
位
一
体
読
と
「
存
在
」
概
念
 念
 ，
 

 
 

第
三
章
バ
ル
ト
の
三
位
一
体
読
と
「
生
成
」
概
念
 

 
 

 
 

第
二
部
一
一
一
間
一
和
読
三
つ
の
間
と
一
つ
の
 和 

評
 

第
四
章
神
の
和
の
神
学
の
風
土
的
基
盤
 

 
 

し
て
、
世
界
中
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
 
し
 実
際
 

の
と
こ
ろ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
神
学
に
お
い
て
も
、
三
位
一
 

俳
論
 は
 

人
知
の
及
ば
ぬ
神
秘
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
だ
け
で
、
生
き
た
触
発
 
力
 を
失
 

い
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
位
格
 一
 
ペ
ル
ソ
ナ
 一
 と
か
 実
 

体
 と
か
い
う
舌
口
業
に
な
じ
み
の
な
い
日
本
の
精
神
風
上
に
お
い
て
 

は
、
そ
 

の
ま
ま
受
容
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
誤
解
さ
え
招
き
か
れ
な
い
 

 
 

こ
の
理
由
か
ら
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
要
と
で
も
い
う
べ
き
 
三
 佳
 
一
 

体
読
 は
 、
世
界
各
地
の
文
化
的
枠
組
み
で
再
構
築
さ
れ
、
日
本
人
 の 山
心
 
考
 

万
法
で
解
説
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
 
強
く
 提
 

起
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
今
ま
で
誰
も
思
い
及
ば
な
か
っ
た
 
日
本
 キ
 

リ
 ス
卜
者
と
し
て
の
本
格
的
問
い
で
あ
る
と
 

七
う
 。
ま
た
そ
れ
と
 
同
時
に
 

本
書
は
、
「
神
の
和
の
神
学
に
向
け
て
」
と
い
う
表
題
が
示
す
よ
 
う
に
、
 

三
位
一
体
読
に
焦
点
を
絞
っ
た
著
者
の
「
日
本
の
神
学
」
形
成
の
 
試
み
を
 

示
す
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

大
体
以
上
が
私
の
理
解
し
た
限
り
で
の
本
書
の
ね
ら
 い
 と
思
わ
 
れ
る
 

が
 、
つ
ぎ
に
 
王
な
 論
点
と
内
容
の
展
開
を
み
る
た
め
に
、
細
部
 は
 省
略
 

し
、
 主
な
草
立
て
と
日
次
の
み
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
 

こ
の
よ
う
に
、
全
体
の
構
想
と
し
て
は
「
三
位
一
体
か
ら
三
間
一
 

 
 

神
 論
へ
」
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
「
神
の
和
の
 
伸
 せ
す
」
 

 
 

て
も
 最
 

初
 、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
文
化
の
影
響
の
も
と
で
、
東
方
 
や
 西
方
 

の
 三
位
一
体
読
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
歴
史
的
に
み
る
 
必
要
が
 

あ
る
。
そ
れ
が
第
一
部
の
内
容
で
あ
る
が
、
著
者
は
敢
え
て
概
説
 
約
説
明
 

を
さ
け
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー
ス
ス
、
ア
ウ
グ
ス
 チヌ
ス
 、
バ
ル
ト
 
の
 三
人
 

の
神
字
者
の
著
作
に
絞
っ
て
事
例
研
究
を
行
つ
て
い
る
。
 

そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
神
学
者
た
ち
が
「
三
位
一
体
読
」
を
 
基
 礎
づ
 

け
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
哲
学
に
依
拠
 
し
 、
そ
れ
 

を
利
用
 

し
て
完
成
に
努
め
て
い
る
こ
と
を
見
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
 
る
 。
 

第
一
章
の
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー
ス
ス
に
関
す
る
章
で
は
、
彼
の
「
 
プ
 
ラ
ク
 

セ
ア
ヌ
ス
 反
論
」
を
中
心
に
 
、
 彼
が
い
か
に
ア
リ
ウ
ス
 
や
サ
ベ
リ
  
 

代
表
さ
れ
る
唯
一
神
論
的
な
御
子
の
従
属
説
や
様
相
説
を
克
服
し
 
、
三
位
 

一
体
的
な
新
た
な
解
答
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
 

彼
 以
前
の
初
代
教
父
の
神
学
者
た
ち
は
、
父
と
子
と
聖
霊
の
関
係
 
を
理
 

解
す
る
た
め
に
、
聖
書
の
「
ひ
と
り
 子
 」
「
み
こ
と
ば
」
「
 像
 」
と
  
 

言
葉
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
 
、
 父
と
子
の
区
別
を
引
き
出
し
た
。
し
か
 
 
 

 
 
 
 

関
係
を
ど
う
把
握
す
る
か
は
 依殊
 
と
し
て
未
解
決
の
問
題
で
あ
っ
 
た
 。
 こ
 

れ
に
対
し
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー
ス
ス
は
 

、
 Ⅲ
専
制
支
配
と
経
論
 @
 
コ
 ソ
 .
.
.
 

1
-
 
と
の
区
別
、
㈲
発
出
と
子
を
も
う
け
る
こ
と
、
㈹
所
有
と
 
存
 在
な
ど
 

第
五
章
神
の
和
の
神
字
の
神
学
的
基
盤
 

第
六
章
神
の
和
の
神
字
の
聖
書
的
基
盤
 

結
草
 



の
 考
察
か
 白
 
「
統
一
に
お
け
る
 区
別
」
と
い
う
生
き
た
関
係
の
論
 

-
 

理
 を
引
 

き
 出
し
、
こ
れ
に
ヰ
巨
（
 
い
 の
と
い
う
言
葉
を
あ
て
た
。
 

彼
に
よ
れ
ば
「
 父
 」
で
あ
る
た
め
の
条
件
は
「
 子
 」
を
持
つ
こ
と
 
で
あ
 

り
 、
こ
の
世
吉
父
と
子
は
区
別
さ
れ
る
が
区
分
さ
れ
ず
、
両
者
の
 
区
別
に
 

お
い
て
一
で
あ
り
、
父
と
子
よ
り
発
出
し
た
も
の
が
聖
霊
と
解
さ
 
れ
る
の
 

で
あ
る
。
ま
た
彼
が
預
言
者
の
言
葉
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
 て
、
 「
 ヨ
叩
 

6
 者
と
語
ら
れ
る
者
と
語
る
相
手
」
は
違
う
と
明
確
に
三
一
的
 
構
 造
 を
定
 

式
 化
し
た
こ
と
は
、
 
霊
 性
的
自
覚
の
論
理
の
確
立
の
上
で
先
駆
的
 
業
績
で
 

あ
る
と
い
え
る
。
 

著
者
に
よ
れ
ば
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー
ス
ス
の
こ
の
定
式
は
、
西
洋
の
 
主
要
 

な
 
三
位
一
体
論
の
下
地
に
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
ア
ウ
グ
ス
 チ
  
 

「
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
者
と
愛
そ
の
も
の
」
と
か
、
バ
ル
ト
の
 

「
 
政
 ロ
赤
 

す
る
者
と
啓
示
さ
れ
る
者
と
啓
示
そ
の
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
 

本
質
的
 

影
響
を
与
え
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
ま
と
 
 
 

い
て
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
 
l
 ヌ
ス
が
、
い
か
に
ス
ト
ア
哲
学
の
援
 
m
 に
よ
っ
 

て
 新
た
な
発
想
に
至
っ
た
か
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
 

つ
い
で
第
二
章
で
は
、
「
三
位
一
体
読
」
の
確
立
に
寄
与
し
、
 

西
 方
教
 

会
の
神
学
に
決
定
的
な
影
粋
を
与
え
た
 ア
ウ
ク
ス
チ
メ
 
ス
が
取
り
  
 

て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
 
チ
メ
 ス
も
テ
ル
ト
ゥ
 
リ
 ア
ー
ス
ス
の
「
三
つ
 
 
 

ソ
ナ
 
年
 2
 
 つ
の
 
乙
 0
 コ
ぃ
 
②
一
つ
の
実
体
 
さ
団
 s
u
 

す
の
亡
い
ヨ
口
 

二
 
の
 教
義
 

を
 継
承
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
解
釈
を
一
段
と
深
め
て
い
る
 
 
 

彼
の
独
自
性
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
父
と
子
と
 

耶
王
 
幸
一
五
」
 

と
い
う
三
つ
の
 
ぺ
 ル
ソ
ナ
を
 、
 神
の
存
在
（
唯
一
性
）
そ
の
も
の
   

る
 関
係
概
念
と
し
て
把
握
し
た
点
に
あ
る
。
 

こ
の
関
係
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
五
巻
か
ら
八
巻
で
あ
る
 
 
 

こ
れ
が
ア
ウ
グ
ス
 
チ
メ
 ス
の
「
三
位
一
体
読
」
の
最
も
重
要
な
部
 
分
 で
あ
 

 
 

る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
論
旨
に
従
え
 
ぼ
、
 
例
え
ば
ヨ
ハ
ネ
 福
士
目
ま
日
 

に
 
「
父
と
子
と
は
一
つ
で
あ
る
」
 
二
 
0
.
 
三
 0
 ）
と
あ
る
よ
う
   

 
 

と
 子
と
聖
霊
は
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
関
係
は
二
つ
以
上
の
も
の
 
に
成
立
 

す
る
も
の
で
、
神
に
お
い
て
父
と
子
の
関
係
が
成
立
す
る
た
め
に
 
は
、
関
 

係
 と
実
体
は
 

区
別
し
て
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
 

-
 

即
ち
 、
 父
は
自
己
に
関
し
て
は
実
体
的
に
神
で
あ
る
が
、
子
と
の
 
関
係
 

に
お
い
て
は
父
で
あ
る
。
子
も
同
じ
く
実
体
的
に
神
で
あ
り
な
が
 
自
 、
 父
 

に
 対
し
て
子
な
の
で
あ
る
。
聖
霊
も
ま
た
同
一
で
あ
り
、
父
と
子
 
 
 

に
お
い
て
息
吹
か
れ
る
 
霊
と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

ア
ウ
ク
 
ス
チ
 メ
 
ス
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
具
体
的
な
愛
に
よ
っ
て
 説
明
 

し
 、
ヨ
ハ
ネ
第
一
の
手
紙
に
お
け
る
「
神
は
愛
で
あ
る
」
 -
 
四
・
 
 
 

基
づ
き
、
愛
に
は
「
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
者
と
、
両
者
を
結
ぶ
 
愛
 」
 の
 

三
つ
の
要
素
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
構
造
は
ア
ウ
グ
ス
 
チ
ヌ
 つ
ハ
 
の
中
円
心
 

想
の
根
本
図
式
と
い
っ
て
よ
く
、
テ
ル
ト
ウ
リ
ア
ー
ス
ス
の
立
場
 
を
 
一
層
 

精
密
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
彼
は
三
位
一
体
  
 

は
 、
啓
示
と
信
仰
の
も
と
に
お
い
て
も
理
性
的
把
握
は
困
難
と
考
 
 
 

間
の
記
憶
と
知
解
と
意
志
、
精
神
と
認
識
と
愛
な
ど
の
三
位
一
体
 
0
%
 
比
 

に
よ
る
認
識
を
考
え
て
い
る
。
 

こ
れ
を
み
る
と
、
教
会
の
伝
承
と
と
も
に
、
存
在
解
釈
に
お
け
る
 
ブ
 ラ
 

ト
ン
 
糞
的
 哲学
の
援
用
は
歴
 
焦
 と
し
て
お
り
、
ア
ウ
グ
ス
 
チ
ヌ
 ス
は
そ
 

の
 最
深
の
総
合
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

つ
ぎ
の
第
三
章
で
は
、
現
代
を
代
表
す
る
最
大
の
神
学
者
と
し
て
 

 
 

｜
ル
 
，
バ
ル
ト
の
三
位
一
体
読
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 

彼
 の
神
片
子
 

は
 
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
「
絶
対
帰
依
の
感
情
」
と
は
 

対
昭
  
 



紹
介
 
と
 
ナ
 
ハ
 
-
 
，
 

評
 

上
口
Ⅱ
 以

上
の
よ
う
な
西
洋
の
主
要
な
神
学
者
に
よ
る
三
位
一
体
読
の
 
考
 察
の
 

後
、
第
二
部
で
は
、
こ
れ
が
関
係
志
向
的
な
日
本
の
「
神
の
和
の
 
神
 が
子
」
 

に
 向
け
て
、
ど
う
生
か
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

そ
こ
で
著
者
が
日
本
の
人
間
論
 や
 、
共
同
体
に
お
け
る
和
の
概
念
 を
検
 

訂
 す
る
た
め
に
最
初
に
取
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
和
辻
哲
郎
の
「
 
 
 

学
 と
し
て
の
倫
理
学
」
で
あ
る
。
こ
の
著
書
は
、
和
辻
が
「
風
土
 
」
で
 描
 

き
あ
げ
た
人
間
の
「
倫
理
学
」
を
形
成
す
る
た
め
の
方
法
論
の
確
 
立
 を
め
 

ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

、
も
、
 単
な
る
社
会
的
人
間
な
の
で
も
な
く
て
、
そ
の
相
互
の
関
 
係
、
す
 

和
辻
に
よ
る
と
日
本
語
に
よ
る
「
人
間
」
は
 、 単
な
る
孤
立
し
た
 
 
 

廿
 わ
ち
「
 人
 と
人
と
の
間
柄
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 
解
釈
は
 

ロ
 本
人
の
伝
統
的
人
間
観
を
最
も
よ
く
 射
 あ
て
た
も
の
で
、
そ
こ
 
に
こ
そ
 

「
神
の
言
葉
」
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
 

 
 

か
し
聖
書
が
「
神
の
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
人
は
い
か
に
 
 
 

 
 

旨
 に
か
な
う
時
と
何
に
従
っ
て
「
神
の
言
葉
と
な
る
」
か
の
「
 
生
 成
 」
 が
 

問
題
と
な
る
。
 

宮
平
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
バ
ル
ト
の
三
位
一
体
読
に
お
け
 る
生
 

成
の
概
念
が
 
、
へ
｜
 
ゲ
ル
哲
学
か
ら
深
く
啓
発
さ
れ
た
も
の
で
 あ
る
こ
 

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
 へ
｜
 ゲ
ル
の
「
幸
一
皿
 
、
精
神
 

@
 田
り
（
 
-
 」
と
そ
の
展
開
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
 バ
ル
 ト
 の
場
 

合
 、
世
界
の
弁
証
法
的
、
歴
史
的
過
程
は
、
あ
く
ま
で
も
三
位
一
 

 
 

竹
生
命
の
反
映
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
バ
ル
ト
は
 
、
へ
｜
ゲ
 
ル
 哲
学
 

的
 キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
 
著
 者
の
独
 

自
な
見
解
で
あ
る
。
 

倫
理
成
立
の
根
拠
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

そ
し
て
こ
れ
を
徹
底
し
て
い
く
と
、
「
己
を
否
定
し
て
個
と
な
り
 
更
に
 

個
を
否
定
し
て
全
体
に
還
る
と
い
う
運
動
」
を
す
る
「
弁
証
法
 的
 全
体
 

性
 」
「
絶
対
的
否
定
性
」
「
 空
 」
と
い
っ
た
思
想
に
行
き
つ
く
こ
 と
に
な
 

る
 。
こ
れ
は
西
田
幾
多
郎
が
「
皿
の
自
党
的
限
定
」
で
展
開
し
た
 「
絶
対
 

無
の
場
所
」
か
ら
汲
ん
だ
も
の
で
、
西
田
哲
 学 と
の
深
い
つ
 
む
 が
 り
を
み
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ま
た
著
者
は
こ
の
ほ
か
に
、
和
辻
の
人
間
 
論
 を
さ
ら
に
具
体
的
に
 
発
展
 

さ
せ
た
手
者
と
し
て
、
木
村
 敏
の
 
「
 人
 と
人
と
の
 
間
 」
と
浜
口
 
恵
俊
の
 

「
日
本
ら
し
さ
の
再
発
見
」
に
お
け
る
「
間
人
主
義
」
を
取
り
あ
 

 
 

変
 興
味
深
く
紹
介
し
て
い
る
。
 

そ
こ
で
期
せ
ず
し
て
三
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
矛
盾
相
即
的
 
 
 

た
は
縁
起
的
な
関
係
志
向
型
の
思
考
方
法
と
 い
 え
る
。
例
え
ば
 
木
 村
政
 に
 

よ
る
と
、
日
本
語
な
い
し
は
日
本
人
の
思
考
方
法
に
お
い
て
は
、
 

「
自
分
」
 

と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
自
己
の
存
在
基
盤
は
、
自
分
に
も
 
 
 

も
な
い
。
む
し
ろ
関
係
が
主
体
に
先
立
ち
、
あ
る
種
の
場
を
形
成
 
 
 

る
の
で
あ
る
。
浜
口
恵
俊
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
論
的
人
間
理
解
 
を
 
「
 
間
 

人
主
義
」
と
名
づ
け
、
西
洋
の
「
個
人
」
に
対
す
る
独
自
な
意
義
 
づ
け
を
 

 
 

宮
平
氏
は
以
上
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
間
人
主
義
に
お
い
て
具
体
 
 
 

最
も
尊
重
さ
れ
る
徳
目
は
「
 和
 」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
特
質
を
聖
 徳
 太
子
 

 
 

の
 十
七
条
憲
法
に
お
け
る
「
似
札
 為
貴
 」
ま
で
 湖
 っ
て
考
察
し
て
 お
ら
れ
 

 
 

る
 。
そ
し
て
そ
の
上
で
改
め
て
日
本
人
の
伝
統
的
思
考
の
枠
組
み
 
で
あ
る
 

「
 
間
 」
と
「
 和
 」
が
 、
 果
し
て
三
位
一
体
の
よ
り
深
い
理
解
と
日
 
本
 的
な
㏄
Ⅰ
 

「
和
の
神
字
」
の
形
成
に
活
用
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
 

第
五
章
 



で
 追
求
さ
れ
て
い
る
根
本
問
題
で
あ
る
。
 

著
者
は
こ
れ
を
解
明
す
る
万
法
と
し
て
、
そ
の
手
が
か
り
を
初
代
 
教
父
 

ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
の
「
受
肉
論
」
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
 
 
 

有
名
な
言
葉
「
徳
 -
 
御
子
 -
 は
人
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
 

 
 

な
る
た
め
で
あ
る
。
」
に
要
約
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
 

，
 
 
 

ま
た
一
九
八
七
年
に
完
成
し
た
「
聖
書
新
共
同
調
」
は
、
ヨ
ハ
ネ
 
福
音
 

善
一
章
一
四
節
を
「
御
言
葉
は
人
間
と
な
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
 
間
 に
宿
 

っ
た
 」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
日
本
的
風
土
 
 
 

る
 人
間
と
し
て
は
、
ま
さ
し
く
「
 人
 と
人
と
の
 間
 」
に
宿
っ
た
 
と
 解
さ
れ
 

る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
 

で
は
な
に
故
に
「
御
言
葉
」
は
人
間
性
を
と
り
、
「
 

人
 と
人
と
の
 
ぬ
引
」
 

ロ
ト
 

括
 るこ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
 、 何
よ
り
も
キ
リ
ス
 
 
 

間
性
が
 、
 父
と
子
と
聖
霊
が
共
有
し
て
い
る
「
神
の
間
」
 

-
 一
性
 一
 と
深
 

く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
宮
平
氏
は
こ
の
真
実
 
旺
を
証
 

萌
 す
る
た
め
に
、
東
方
教
会
の
ギ
リ
シ
ャ
教
父
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
 
 
 

三
位
一
体
論
を
紹
介
し
、
こ
れ
と
日
本
人
の
人
間
論
と
は
非
常
に
 
類
似
す
 

  

そ
れ
は
前
者
の
場
合
 に
 神
は
三
位
一
体
の
関
係
に
お
け
る
存
在
 で
あ
 

り
 、
後
者
に
お
い
て
人
間
は
相
互
の
関
係
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
 
。
そ
し
 

て
こ
の
場
合
の
「
間
」
と
は
、
 

他
 と
の
関
係
を
内
包
す
る
場
と
し
 

て
、
差
 

異
性
の
概
念
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
著
者
は
、
日
本
の
精
神
風
土
に
お
い
て
、
「
 
人
  
 

と
の
 間
 」
に
生
き
る
者
が
「
人
間
」
と
呼
ば
れ
る
な
ら
、
父
と
子
 
と
 聖
霊
 

し
 Ⅰ
十
ん
 

の
 三
つ
の
間
か
ら
な
る
神
も
「
 
仲
 間
」
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
の
 

か
と
 

一
歩
踏
み
こ
ん
で
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
こ
の
発
想
は
 

、
 従
来
の
 

神
人
関
係
に
新
し
い
解
釈
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 ら
 
「
 人
 

 
 

間
 」
が
人
そ
の
も
の
と
人
間
関
係
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
「
仲
間
 」
も
神
田
 

そ
の
も
の
と
、
父
と
子
と
聖
霊
に
お
け
る
神
の
内
的
関
係
を
意
味
 
す
る
も
 

 
 
 
 

の
と
し
て
、
そ
こ
に
深
い
神
学
的
対
応
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
 

さ
ら
に
宮
平
氏
は
、
三
位
一
体
の
神
が
「
三
間
」
の
み
で
な
く
、
 

「
 一
 」
 

で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
尋
ね
、
こ
れ
を
「
 
和
 」
と
す
べ
き
こ
と
を
 
提
唱
し
 

て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
ラ
テ
ン
教
父
ノ
ウ
 
ァ
 テ
ィ
ア
 ｜
  
 

「
三
位
一
体
読
」
に
先
例
を
見
出
し
、
彼
の
「
 
私
 」
㊤
。
 子
 n
o
 邑
 一
ぃ
 
-
 の
 

概
念
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
は
「
父
と
子
と
聖
霊
を
根
源
的
に
統
 一
 す
る
 

概
念
で
あ
る
」
二
四
二
頁
 一
 と
み
な
し
て
い
る
。
 

要
す
る
に
第
五
章
の
「
神
の
和
の
神
学
の
神
学
的
基
盤
」
に
お
け
 
る
著
 

者
の
王
 張
は
 、
従
来
神
の
三
位
一
体
に
お
け
る
「
一
体
性
」
は
 
、
 初
代
教
 

父
 以
来
実
体
 あ
仁
 す
の
（
 
ぃ
コ
 
（
 芭
 
と
か
本
質
⑧
の
の
の
 
コ
 （
 巳
 
と
い
う
  
 

表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
日
本
の
精
神
風
土
に
お
い
て
は
「
 
和
 」
 -
 
の
 0
 コ
 

n
o
 
「
 臼
 し
な
い
し
は
「
禅
和
」
と
呼
ぶ
の
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
 い
う
に
 

あ
る
。
 

そ
し
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、
神
に
お
け
る
「
間
」
と
「
 
和
 」
の
 関
  
 

総
合
し
て
、
「
三
間
一
和
」
と
い
う
定
式
化
が
可
能
な
は
ず
で
あ
 
 
 

た
が
っ
て
こ
れ
こ
そ
が
日
本
的
思
考
の
枠
組
み
で
三
位
一
体
の
神
 
を
 理
解
 

す
る
正
統
な
道
で
あ
り
、
教
理
史
的
に
み
て
も
妥
当
な
も
の
で
あ
 
る
と
い
 

う
の
が
本
章
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
般
に
懸
念
さ
れ
 
る
よ
う
 

に
 、
福
音
を
日
本
の
風
土
に
よ
っ
て
希
薄
化
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
 
く
、
逆
 

に
 福
音
に
よ
っ
て
一
層
豊
か
に
さ
れ
、
創
造
的
に
変
革
さ
れ
る
こ
 
 
 

で
あ
る
。
 

こ
の
意
味
で
最
後
の
第
六
章
は
、
著
者
の
見
解
の
総
仕
上
げ
と
い
 

っ
て
 



 
 

評
 

 
   

よ
く
、
「
三
間
一
和
」
の
神
論
の
内
容
を
 

、
 最
も
神
学
的
な
 ヨ
ハ
 ネ
 %
 
一
 土
日
 

書
を
用
い
て
、
綿
密
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

 
 

(
3
)
 

 
 

人
 と
人
と
の
間
の
和
と
し
て
、
す
べ
て
聖
書
に
即
し
て
「
三
問
 一
 
 
 

裏
づ
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
叙
述
も
生
々
と
し
て
お
り
、
本
主
 

目
 で
は
 最
 

も
 生
彩
に
め
 @
 
田
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
著
者
の
 

一
一
一
一
弘
 

冊
 

的
観
 占
か
ら
、
従
来
あ
ま
り
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
聖
霊
論
的
契
機
 
 
 

あ
て
ら
れ
て
お
り
、
生
命
の
泉
が
さ
ぐ
り
あ
て
ら
れ
た
感
が
し
、
 

啓
発
さ
 

れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
 

例
え
ば
「
父
は
私
よ
り
も
偉
大
な
方
」
二
四
・
二
八
一
と
は
「
 
ね
 た
 

し
を
信
じ
る
者
は
、
わ
た
し
が
行
う
業
を
行
い
、
ま
た
、
も
っ
と
 
大
き
な
 

事
業
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
」
二
六
・
七
 -
 と
い
う
ヨ
ハ
ネ
伝
 の
聖
句
 

き
 、
三
一
誌
 的
観
 占
か
ら
ビ
ラ
解
釈
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の
白
箸
 者
の
解
 

 
 

ま
た
著
者
は
、
確
立
さ
れ
た
「
三
問
一
和
の
神
学
」
の
 
観
 占
か
ら
 、
西
 

欧
 に
お
け
る
極
端
な
個
人
主
義
化
の
傾
向
と
と
も
に
、
日
本
人
 の
 集
団
 

性
 、
排
他
性
、
強
制
的
平
等
性
に
流
れ
易
 い
 弱
点
を
手
き
び
し
  
 

し
 、
そ
の
変
革
の
鍵
を
 
、
 神
の
和
を
反
映
し
た
人
間
の
福
音
的
 和
  
 

み
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
次
の
イ
ェ
ス
の
 
@
 葉
と
深
く
 呼
応
す
 

る
も
の
で
あ
る
。
 

「
あ
な
た
が
た
に
新
し
い
捉
を
与
え
る
。
互
い
に
愛
し
合
い
な
さ
 
 
 

わ
た
し
が
あ
な
た
万
を
愛
し
た
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
互
い
に
 
愛
し
含
 

 
 

い
な
さ
い
。
」
二
三
・
三
四
）
 

こ
の
よ
う
に
、
神
が
 
御
 自
身
の
「
三
問
一
和
」
の
中
に
弟
子
た
ち
 を
摺
 

さ
人
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
弟
子
た
ち
は
相
互
に
愛
し
合
い
 

 
 

以
上
私
な
り
の
理
解
で
書
評
を
試
み
て
き
た
が
、
果
し
て
こ
れ
が
 
著
者
 

の
 真
意
に
か
な
 
う
 も
の
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
 

た
 だ
い
さ
 

さ
か
難
解
で
あ
る
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
文
化
の
核
 小 を
つ
き
 

合
わ
せ
、
両
者
の
伝
統
的
理
解
か
ら
も
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
 

大
 胆
 に
現
 

伏
日
本
の
文
化
的
受
肉
の
課
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
 
心
 か
ら
 敬
 

意
を
表
し
た
 

ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
 読
と
 、
日
本
文
化
の
関
係
志
向
的
   

構
造
と
の
間
に
、
共
通
な
論
理
的
対
応
性
を
見
出
し
た
の
は
卓
見
 
で
あ
る
 

と
 思
う
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
の
本
書
執
筆
の
動
機
 
が
 
「
 な
 

ぜ
 キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
で
は
深
く
根
付
か
な
い
の
か
」
に
あ
っ
た
 
と
す
れ
 

ば
 、
著
者
は
こ
の
労
作
を
通
し
て
、
一
条
の
光
を
見
出
し
、
 

豊
餅
 な
 未
来
 

を
 予
感
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
私
が
本
書
を
一
読
し
 
て
の
月
収
 

初
の
印
象
で
あ
る
。
 

ま
た
も
う
一
つ
本
書
を
読
ん
で
斬
新
と
思
わ
れ
た
占
は
、
三
位
一
 

俳
論
 

を
 扱
わ
れ
た
た
め
に
、
従
来
日
本
で
は
あ
ま
り
省
み
ら
れ
な
か
っ
 
た
 東
方
 

教
会
系
の
ギ
リ
シ
ャ
教
父
の
考
え
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
で
、
 

こ
 れ
で
 
一
 

段
と
 キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
文
化
の
共
通
項
が
見
え
て
き
た
感
じ
で
 
あ
る
。
 

た
だ
一
面
、
バ
ル
ト
の
三
位
一
体
 読と
へ
｜
 ゲ
ル
哲
学
の
関
係
を
 
扱
い
 

な
が
ら
、
同
じ
く
三
位
一
体
論
の
構
想
の
も
と
に
書
か
れ
、
バ
ル
 
 
 

に
 諸
宗
教
の
対
話
に
関
、
 _
]
 
を
示
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
組
織
神
学
 
」
 や
シ
 

 
 

ェ
 リ
ン
グ
と
の
関
係
な
ど
に
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
気
に
な
る
 

 
 

 
 

和
を
昧
 め
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
 
そ
 キ
リ
 

ス
ト
教
の
精
髄
が
あ
る
。
 



ま
た
も
う
一
つ
、
著
者
が
日
本
人
の
関
係
 
渦
 的
な
人
間
理
解
を
示
 
す
も
 

の
と
し
て
、
和
辻
の
「
間
柄
」
 

や
 浜
ロ
 恵
 佳
 い
 
「
間
人
主
義
」
を
  
 

げ
た
の
は
適
切
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
「
伸
の
和
の
神
学
」
を
め
 ざ
す
 以
 

上
 、
和
辻
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
「
 毎
 」
と
か
「
 空
 」
と
い
っ
た
 
宗
教
 哲
 

学
的
背
景
と
の
 
接
 渉
は
避
け
難
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
い
 が
 湧
 い
 

て
く
る
。
 

な
ぜ
な
 円
 キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
 読
は
 、
ア
ウ
 ク
ス
チ
メ
 
ス
 や
  
 

ゲ
ル
が
 操
く
 洞
察
し
た
よ
う
に
、
啓
示
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
 霊性
 的
 自
覚
 

の
 机
辿
と
冊
綾
 の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
の
研
究
 
を
 徹
底
 

し
て
い
く
場
合
、
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
的
論
理
」
と
の
 
接
渉
は
 避
け
 難
 

い
も
の
に
な
る
と
考
え
る
。
 

し
か
し
と
も
あ
れ
、
私
は
本
書
を
通
し
、
久
々
に
キ
リ
ス
ト
教
 
と
 日
本
 

文
化
の
問
題
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
多
く
の
 
啓
 発
 を
受
 

け
た
こ
と
を
改
め
て
著
者
に
感
謝
し
た
い
と
思
う
。
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「
戦
後
の
社
会
変
動
と
神
社
神
道
」
 

  



書評と紹介 

書
 が
理
論
的
に
何
を
切
り
開
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
へ
の
 
キ
イ
  
 

に
も
な
っ
て
い
る
。
 

本
書
の
構
成
は
、
第
一
部
が
「
研
究
 史
編
 」
で
、
第
二
部
が
「
 実
証
 

編
 」
と
な
っ
て
お
り
、
最
後
に
結
論
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
 

 
 

先
 史
 編
 」
の
第
一
章
「
戦
後
の
神
道
研
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
で
 
は
、
戦
 

後
の
神
道
研
究
の
基
本
的
動
向
が
紹
介
さ
れ
、
第
二
章
「
近
代
化
 
と
 神
社
 

神
道
」
で
ほ
、
そ
の
個
別
の
テ
ー
マ
に
舌
口
 
及
 さ
れ
て
い
る
。
戦
後
 
に
お
け
 

8
 代
表
的
な
研
究
を
整
理
し
っ
 

っ
 、
そ
の
問
題
点
が
列
挙
さ
れ
て
 

 
 

第
二
部
「
実
証
 編
 」
で
は
、
神
社
神
道
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
研
究
   

マ
が
 提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
関
係
し
た
 デ｜
  
 

介
さ
れ
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 
第
三
章
 

「
「
 
家
 」
の
宗
教
性
の
変
容
」
で
は
神
棚
祭
祀
が
、
第
四
章
「
 通
 通
儀
礼
 

と
 年
中
行
事
」
で
は
 セ
 五
三
、
神
前
結
婚
式
、
初
詣
が
、
ま
た
 第
五
章
 

「
地
域
社
会
と
神
社
神
道
」
で
は
氏
子
意
識
や
神
社
の
形
態
の
変
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
 
王
 た
る
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
現
代
の
  
 

道
 、
神
職
に
と
っ
て
き
わ
め
て
身
近
な
問
題
を
扱
つ
て
い
る
。
 

以
上
の
構
成
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
神
学
的
、
思
想
的
問
題
は
ほ
 
 
 

ど
 関
心
の
対
象
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
社
会
学
的
分
析
、
統
計
的
 
推
 計
 が
主
 

た
る
関
心
で
あ
る
。
抽
象
的
、
理
念
的
論
議
で
は
な
く
、
実
情
に
 
 
 

議
論
が
本
書
の
特
徴
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
研
 
究
 者
の
 

か
な
ら
ず
、
神
社
神
道
に
実
践
的
に
関
わ
つ
て
い
る
人
々
に
と
っ
 

て
も
、
 

興
味
深
い
内
容
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
収
録
さ
れ
た
各
種
の
 
 
 

は
 、
 視
占
 に
よ
っ
て
は
か
な
り
面
白
い
分
析
が
で
き
る
の
で
、
 

ゐ
亦
 
教
 社
会
 

学
的
な
関
心
か
ら
は
、
大
変
便
利
な
本
と
舌
口
え
る
。
地
域
社
会
に
 

お
け
る
 

村
落
共
同
体
の
崩
壊
と
都
市
化
こ
そ
が
、
神
社
神
道
の
伝
統
的
基
 
盤
 を
揺
 

る
が
し
て
い
る
と
す
る
著
者
の
見
解
は
、
こ
と
さ
ら
新
し
い
も
の
 
で
は
な
 

い
が
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
見
解
に
 
奥
行
き
 

  

た
だ
、
随
所
に
多
く
の
資
料
・
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
 
 
 

ら
ず
、
著
者
の
分
析
は
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
る
。
 

デ
  
 

提
示
の
ス
ペ
ー
ス
に
見
合
っ
た
結
論
は
用
意
さ
れ
て
い
る
と
は
 
限
 ら
ず
、
 

今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
部
分
が
目
に
つ
く
。
つ
ま
り
、
個
々
 
の
 現
象
 

に
関
す
る
実
証
的
研
究
が
、
ま
だ
ま
だ
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
、
 

繰
り
返
 

し
 指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
堅
実
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
 
あ
ろ
う
 

が
 、
正
直
舌
口
っ
て
、
も
の
足
り
な
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
確
か
で
 

あ
る
。
 

さ
て
、
内
容
を
順
次
紹
介
し
て
み
よ
う
。
第
一
章
「
戦
後
の
神
道
 
研
究
 

を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
で
は
、
神
道
研
究
が
き
わ
め
て
自
由
に
な
っ
 
た
 戦
後
 

に
お
い
て
、
実
証
的
研
究
が
出
始
め
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
 
は
 当
時
 

の
 新
た
な
研
究
動
向
一
般
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

一
九
四
 

八
 

（
昭
和
二
三
年
に
創
設
さ
れ
た
神
道
宗
教
学
会
の
機
関
誌
の
 創
刊
号
 

に
 注
目
し
、
そ
こ
に
実
証
性
と
比
較
研
究
の
重
要
性
を
述
べ
た
論
 
文
 が
含
 

ま
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
 

社
会
変
動
と
神
道
に
関
す
る
調
査
は
、
昭
和
二
 
0
 年
代
に
先
駆
的
 
研
究
 

が
 見
ら
れ
、
 

三
 0
 年
代
に
本
格
的
研
究
が
出
現
し
た
と
さ
れ
る
。
 

そ
の
 具
 

体
的
 例
を
示
す
た
め
に
、
一
九
六
二
年
に
行
わ
れ
た
神
道
宗
教
学
 
会
 の
 学
 

御
大
会
の
共
同
討
議
「
近
代
化
と
神
道
」
、
お
よ
び
翌
年
の
同
字
 
 
 

 
 

会
 で
の
共
同
討
議
「
神
社
神
道
の
現
状
と
将
来
」
の
内
容
が
分
析
 
さ
れ
て
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

そ
れ
ら
の
議
論
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
   

る
 。
 



「
変
化
す
る
時
代
へ
の
高
い
関
心
と
対
応
へ
の
努
力
の
存
在
に
も
 
伺
 わ
 

ら
ず
、
正
確
な
意
味
で
の
実
状
の
把
握
と
理
論
的
分
析
は
合
致
し
 
な
い
ま
 

ま
 、
時
代
へ
の
適
応
が
模
索
さ
れ
る
傾
向
が
存
在
し
た
」
 

「
近
代
化
と
神
道
の
問
題
は
、
両
者
を
結
ぶ
実
証
性
が
看
過
さ
れ
 
た
ま
 

ま
 、
一
方
で
抽
象
的
な
 
胡
論
 と
し
て
成
立
す
る
と
と
も
に
、
他
方
 で
 神
道
 

教
化
と
い
う
現
実
の
問
題
へ
と
、
二
極
分
化
す
る
可
能
性
を
持
っ
 
て
 以
後
 

も
 進
む
こ
と
に
な
る
」
二
八
頁
 -
 

第
二
章
「
近
代
化
と
神
社
神
道
」
で
は
、
戦
後
の
神
道
研
究
に
  
 

て
 、
「
社
会
変
動
と
神
田
」
の
テ
ー
マ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
 
た
 時
期
 

が
 三
回
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
で
の
議
論
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
 
。
三
回
 

と
い
う
の
は
、
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
 - 午
か
ら
翌
年
に
か
け
て
 
の
神
道
 

宗
教
学
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
共
同
討
議
、
一
九
六
五
年
に
開
 
催
さ
れ
 

た
 第
一
回
神
道
研
究
国
際
会
議
、
そ
し
て
六
六
年
に
開
催
さ
れ
た
 
第
二
回
 

神
道
研
究
国
際
会
議
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
二
回
の
神
道
 
研
究
 回
 

際
会
議
で
の
議
論
が
主
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
 

八
百
 
議
 で
は
近
代
化
の
概
念
規
定
が
問
題
と
な
り
、
さ
ら
に
神
社
 
神
 迫
め
 

基
盤
が
変
化
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
っ
た
。
変
化
 
の
 理
由
 

ほ
 つ
い
て
考
察
し
た
研
究
者
の
う
ち
、
岸
本
英
夫
と
平
井
直
属
 
の
 議
論
が
 

や
や
細
か
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
岸
本
の
神
道
研
究
に
つ
い
て
 は
 、
「
 現
 

状
の
分
析
を
も
と
に
し
た
上
で
の
概
念
化
と
い
う
よ
り
は
、
岸
本
 
の
 宗
教
 

観
を
反
映
し
な
が
ら
、
西
欧
世
界
で
の
文
化
の
領
域
で
の
変
動
を
 
あ
て
は
 

め
て
考
察
し
た
も
の
」
一
四
一
頁
）
と
い
う
分
析
を
ほ
ど
こ
し
て
 
 
 

つ
ま
り
、
岸
本
が
も
つ
近
代
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
神
道
を
議
論
 
 
 

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

平
井
直
 肩
 は
、
過
疎
化
が
神
社
神
道
に
与
え
た
影
響
を
「
民
族
 
宗
 教
の
 

内
部
伝
道
の
崩
壊
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
実
証
的
な
研
 
究
 と
は
 

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
「
た
と
え
平
井
が
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
 
に
 
見
聞
Ⅸ
 

し
た
多
く
の
知
識
を
背
景
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
 
ま
で
 個
 

 
 

人
の
経
験
や
情
報
で
あ
っ
て
、
客
観
化
さ
れ
た
事
実
と
は
い
い
に
 
 
 

平
井
の
実
証
性
は
、
国
勢
調
査
と
労
働
力
調
査
、
そ
し
て
氏
子
数
 
、
神
職
 

数
 、
神
社
数
に
関
す
る
神
社
本
庁
の
資
料
に
依
拠
し
て
お
り
、
 

そ
  
 

数
値
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
都
市
化
・
過
疎
化
が
神
社
神
道
に
与
 えた
 影
 

響
 き
 、
近
代
化
に
沿
っ
て
抽
出
し
た
こ
と
に
な
る
」
 

-
 
四
三
頁
 -
 と
 述
べ
 

 
 

そ
の
他
、
森
岡
清
美
に
よ
っ
て
一
九
六
五
年
に
拍
 
江
と
 三
鷹
に
お
  
 

行
わ
れ
、
都
市
に
お
け
る
伝
統
宗
教
の
衰
退
を
結
論
づ
け
た
実
証
 
 
 

究
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
森
岡
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
の
 
時
日
 
で
 

は
 妥
当
だ
が
、
事
例
が
都
市
近
郊
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
 

て
、
ム
 「
 

日
 議
論
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
 

べ
 ラ
ー
の
  
 

と
 神
道
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
も
触
れ
、
 

べ
 ラ
ー
は
昭
和
二
 
0
 年
 ま
で
 

の
 日
本
を
も
と
に
し
て
お
り
、
昭
和
三
 

0
 年
代
以
降
、
日
本
を
た
 
 
 

訪
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
 こ
と
を
 

指
摘
し
て
い
る
。
 

第
二
章
の
議
論
に
よ
っ
て
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
す
る
 
 
 

の
 視
点
は
明
確
に
な
る
。
近
代
化
と
神
道
に
つ
い
て
は
、
一
時
期
 
盛
ん
に
 

議
論
さ
れ
た
も
の
の
、
「
実
証
性
の
欠
如
」
に
よ
っ
て
、
説
得
的
 
な
 議
論
 

に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
神
道
研
究
に
 
お
い
て
 

は
 、
と
か
く
理
念
的
議
論
、
か
く
あ
る
べ
し
と
い
っ
た
議
論
が
少
 
な
か
ら
 

ず
 見
ら
れ
る
。
個
人
的
な
体
験
の
一
般
化
も
、
ま
ま
見
ら
れ
る
 O
@
@
@
-
@
 

十
八
ナ
 

ハ
 

し
 、
「
個
人
的
な
経
験
や
情
報
」
に
か
な
り
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
 
 
 



の
は
、
現
代
宗
教
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
避
け
ら
れ
な
い
こ
 と
で
あ
 

る
 。
 

歴
史
的
宗
教
の
研
究
は
文
字
資
料
が
基
本
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
 
昔
 @
 
味
で
 

誰
も
が
同
じ
レ
ベ
ル
の
対
象
で
議
論
で
き
る
。
し
か
し
、
現
代
仝
 

不
 教
の
場
 

合
 、
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
が
あ
る
。
文
字
資
料
以
外
に
も
、
研
究
の
 
対
象
と
 

な
り
 ぅ
 る
も
の
は
数
多
く
あ
る
。
生
き
た
人
間
の
行
動
、
あ
る
 
問
  
 

し
て
詰
ら
れ
る
舌
口
 業
 、
刻
々
と
変
わ
る
 盾
 景
な
ど
。
そ
れ
ら
に
  
 

「
客
観
的
」
と
い
う
表
現
を
使
え
る
場
合
 

は
、
 実
は
そ
う
 黄
 く
は
 な
 い
 

問
題
は
、
議
論
し
た
い
事
柄
に
応
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
対
地
 
甘
避
 
ぬ
か
で
 

あ
る
。
そ
の
点
は
、
著
者
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

第
二
部
 

に
お
け
る
議
論
が
、
そ
れ
へ
の
回
答
の
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
 
と
 考
え
 

ら
れ
る
。
 

第
二
部
で
は
、
著
者
自
身
の
研
究
の
成
果
と
方
向
性
が
示
さ
れ
 
 
 

る
 。
ま
ず
、
冒
頭
で
議
論
の
土
俵
が
あ
ら
た
め
て
提
示
さ
れ
る
。
 

問
題
と
 

な
る
近
代
化
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
社
会
学
者
富
永
健
一
の
図
式
 
に
 基
づ
 

き
、
産
業
化
と
都
市
化
を
近
代
化
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
た
 
上
で
 

-
 三
で
の
五
題
 は
 
「
社
会
変
動
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

こ
こ
か
ら
の
議
論
の
前
提
に
は
、
任
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
 ら
 む
 

ぃ
 。
日
本
に
お
け
る
近
代
化
は
政
治
領
域
で
の
変
動
を
契
機
に
し
 
 
 

 
 

 
 

領
域
、
社
会
的
領
域
、
文
化
的
領
域
に
お
け
る
近
代
化
が
進
ん
だ
 
 
 

第
二
次
大
戦
後
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
社
会
変
動
が
神
社
神
道
 
に
 及
ぼ
 

し
た
影
響
を
考
察
す
る
な
ら
、
戦
後
の
変
動
を
分
析
対
象
 と
す
る
の
が
 
適
 

と
 

当
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
 

 
 

こ
う
し
た
議
論
の
場
の
設
定
は
、
著
者
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
た
 
 
 

@
 
主
日
 

で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
異
を
は
さ
む
必
要
は
な
 

い
 の
か
も
し
れ
な
 
 
 

が
 、
明
治
期
に
お
け
る
、
ま
さ
に
「
二
か
ら
の
近
代
化
」
に
よ
っ
 
て
、
 
中
 
ネ
 

社
 神
道
が
ど
の
よ
う
な
変
容
を
受
け
た
か
と
い
う
議
論
が
、
ま
っ
 
た
く
 視
 

野
 に
収
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
神
社
神
道
の
ど
の
部
分
が
 

、
長
  
 

に
 乗
っ
て
い
る
の
か
が
看
過
さ
れ
ろ
 結
里
 に
な
る
。
そ
れ
が
木
室
 目
 小
り
 
議
払
珊
 

0
 弱
点
に
も
関
係
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

第
三
章
か
ら
五
章
に
か
け
て
が
、
本
書
の
中
心
的
部
分
で
あ
る
。
 

ま
ず
 

第
三
章
「
「
末
ロ
 

の
 宗
教
性
の
変
容
」
に
お
い
て
は
、
神
社
神
道
   

る
 家
の
宗
教
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
神
棚
祭
祀
の
変
容
が
 
検
討
さ
 

れ
て
い
る
。
多
く
の
デ
ー
タ
を
つ
き
合
わ
せ
る
と
、
神
棚
の
あ
る
 
家
は
減
 

少
 傾
向
に
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
、
そ
の
要
因
 
を
 探
っ
 

て
い
る
。
職
業
、
家
族
構
造
、
学
歴
、
住
居
形
態
と
の
関
係
が
 検
討
さ
 

ね
 、
産
業
構
造
の
変
化
に
と
も
な
う
学
歴
社
会
の
登
場
、
地
域
社
 
会
 の
 崩
 

壊
 、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
さ
ら
に
は
家
の
法
的
変
化
が
 
、
  
 

影
響
を
与
え
た
と
し
て
い
る
。
 

「
あ
る
時
日
ま
で
は
都
市
化
に
よ
る
人
口
の
流
動
化
、
家
族
構
造
 
の
変
 

化
 、
都
市
的
生
活
様
式
の
発
生
と
浸
透
」
（
九
三
頁
 

一
 が
減
少
の
 
理
由
と
 

す
る
が
、
現
在
の
事
態
は
、
も
っ
と
複
雑
な
事
情
が
介
在
し
て
お
 
り
、
文
 

仕
 変
容
、
つ
ま
り
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
ど
ん
な
生
き
方
を
選
ぶ
か
 
 
 

た
こ
と
が
関
係
し
て
く
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
か
の
 
伝
 統
 宗
教
 

へ
の
関
心
へ
の
欠
落
は
「
 
複
 ム
ロ
的
で
可
逆
的
」
と
表
現
さ
れ
て
い
 
る
 。
 要
 

す
る
に
、
伝
統
宗
教
へ
の
関
心
が
 

、
 人
に
よ
っ
て
は
今
後
強
ま
る
 こ
と
も
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

な
お
、
評
者
の
所
属
す
る
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
・
宗
教
意
識
調
 
査
プ
 

㏄
 

 
 

ロ
ジ
ェ
ク
 ト
 で
は
、
一
九
九
五
年
よ
り
毎
年
四
 

0
 程
度
の
大
字
 
専
門
 字
 



校
の
学
生
四
 
@
 
六
千
人
前
後
を
対
象
に
、
宗
教
意
識
調
査
の
ア
ン
 
 
 

調
査
を
行
っ
て
い
る
。
毎
回
そ
の
結
果
は
小
冊
子
に
し
て
公
刊
し
 
て
い
る
 

が
、
九
セ
年
 
と
九
八
年
の
調
査
で
は
、
学
生
の
実
家
に
お
け
る
 
神
  
 

壇
の
保
有
率
を
調
べ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
神
棚
は
九
 セ
 午
が
 四
三
・
七
 

拓
 、
九
八
年
が
四
四
・
四
 
%
 
で
あ
っ
た
。
学
生
が
所
属
す
る
学
校
 が
 宗
教
 

系
 で
あ
つ
て
も
、
非
宗
教
系
で
あ
っ
て
も
、
数
値
は
ほ
と
ん
ど
 
変
  
 

な
か
っ
た
。
ラ
ン
ダ
ム
調
査
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
最
近
 
o
 日
本
 

人
の
神
棚
所
有
率
を
推
定
す
る
に
は
参
考
に
な
る
数
値
と
考
え
る
 
 
 

第
四
章
「
通
過
儀
礼
と
年
中
行
事
」
で
は
、
第
一
節
で
 
セ
 五
三
、
 
第
二
 

節
 で
神
前
結
婚
式
、
第
三
節
で
初
詣
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
 
る
 。
 

七
五
三
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
源
等
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
が
 
な
さ
 

れ
た
の
ち
、
最
近
の
二
つ
の
変
化
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
 。
一
つ
 

は
 、
十
一
月
十
五
日
で
あ
っ
た
 セ
 五
三
の
日
に
ち
が
、
そ
の
前
後
 に 拡
散
 

す
る
傾
向
で
あ
り
、
こ
れ
は
昭
和
五
 0
 年
代
か
ら
顕
著
に
な
っ
  
 

う
 。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
 
 
 

変
化
、
家
族
構
造
の
変
化
や
子
ど
も
の
数
が
減
少
し
た
こ
と
の
 
影
 響
な
ど
 

が
 想
定
さ
れ
て
い
る
。
細
か
な
数
値
を
あ
げ
て
、
日
に
ち
の
変
化
 
が
 詳
細
 

な
 デ
ー
タ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
 

も
う
一
つ
は
氏
神
社
以
外
の
著
名
な
神
社
へ
の
参
拝
の
傾
向
で
あ
 
る
 。
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
氏
子
意
識
の
希
薄
化
を
背
景
に
し
た
現
象
で
あ
 
る
こ
と
 

が
 述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
は
そ
れ
以
上
の
原
因
は
説
明
で
き
な
 
 
 

て
 、
明
確
な
結
論
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。
 

次
に
神
前
結
婚
式
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
の
諸
説
が
紹
 
介
さ
 

れ
て
か
ら
、
戦
後
の
挙
式
の
傾
向
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
神
前
緒
 
婚
式
は
 

昭
和
三
 0
 、
 四
 0
 年
代
に
盛
ん
で
、
 
五
 0
 年
代
か
ら
は
減
少
し
 、
  
 

ト
 教
会
式
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
 理
 

由
を
説
明
す
る
た
め
の
資
料
は
不
十
分
と
し
な
が
ら
も
、
 

ィ
 
エ
意
 識
 が
薄
 

れ
て
、
結
婚
式
が
個
人
と
個
人
の
つ
が
が
り
と
い
う
側
面
を
強
く
 
も
つ
よ
 

 
 
 
 

う
に
な
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
 

し
か
し
、
イ
エ
意
識
の
薄
れ
と
神
前
結
婚
式
の
減
少
と
を
結
び
つ
 
 
 

の
は
、
著
者
も
言
 
う
 よ
う
に
「
推
測
」
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

そ
も
そ
 

も
 神
前
結
婚
式
が
村
落
共
同
体
が
 29
 

強
固
で
、
 

ィ
 
エ
意
識
が
強
 、
っ
 
力
た
 
@
 

時
代
に
根
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
の
産
物
、
大
正
 
時
代
に
 

盛
ん
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
神
前
結
婚
式
の
衰
退
 をイ
エ
 

意
識
と
の
関
係
で
議
論
す
る
こ
と
自
体
が
、
お
か
し
な
話
に
思
わ
 
れ
る
。
 

戦
後
の
変
化
に
話
し
を
限
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
戦
後
世
代
が
も
 
つ
 
「
 伝
 

統
 」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
係
で
考
え
る
方
が
、
ま
だ
適
切
で
は
 
な
か
ろ
 

 
 

ま
た
、
日
本
の
結
婚
式
は
披
露
宴
を
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
 
 
 

挙
式
が
神
道
 式
 で
あ
ろ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
戒
で
あ
ろ
う
と
、
 

披
 露
 宴
の
 

五
体
は
依
 殊
 と
し
て
、
「
 0
0
 
家
 」
と
な
っ
て
い
る
の
が
大
半
で
 あ
る
こ
 

と
は
、
日
常
的
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
道
 
式
 と
か
キ
リ
ス
 
ト
 数
式
 

と
か
は
、
別
の
要
因
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

最
後
に
初
詣
 は
 つ
い
て
、
警
察
庁
の
発
表
デ
ー
タ
、
神
社
本
庁
の
 

公
表
 

す
る
デ
ー
タ
な
ど
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
神
社
に
よ
っ
て
 
、
初
詣
 

者
数
が
変
化
す
る
理
由
 や
 、
初
詣
が
一
社
集
中
す
る
傾
向
に
っ
 

ぃ
 て
検
 討
 
-
 

さ
れ
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
神
社
外
的
要
因
と
し
て
、
地
理
的
立
地
的
要
因
と
、
 

社
 全
的
 

要
因
の
二
つ
が
、
ま
た
神
社
内
的
要
因
と
し
て
、
神
社
の
空
間
 
構
 成
 
・
 規
 

標
的
要
因
と
人
的
要
因
の
や
は
り
二
つ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
 れ
ぞ
れ
 



書評と紹介 

  
  、 れ 常経時 が日現 九 ての がて 関 l の さ変動 

り
 避
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
高
層
化
に
つ
い
て
、
数
件
の
事
例
 
報
土
 ロ
と
 

そ
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
社
殿
の
高
層
化
は
昭
和
三
 
0
 年
代
 か
ら
 始
 

ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
昭
和
五
 
0
 年
代
に
本
格
的
な
神
社
建
築
の
 
 
 

時
代
を
迎
え
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
芝
大
神
宮
 
、
御
嶽
 

神
社
、
八
百
神
社
、
朝
日
稲
荷
神
社
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
 
 
 

東
京
都
に
お
け
る
社
殿
の
高
層
化
を
検
討
し
て
、
そ
の
理
由
が
六
 
点
あ
 

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
の
い
ず
れ
も
が
、
程
度
の
差
こ
そ
 
あ
れ
、
 

戦
後
の
東
京
の
都
市
化
と
関
係
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
 都
市
化
 

し
た
か
ら
高
層
化
し
た
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
当
殊
の
緒
論
に
な
 って
 い
 

る
 。
 

最
後
の
結
論
「
社
会
変
動
と
神
社
神
道
の
解
明
に
向
け
て
」
で
は
 
、
戦
 

後
の
欧
米
の
宗
教
社
会
学
で
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
世
俗
化
 
理
 論
 と
そ
 

0
 日
本
に
お
け
る
扱
わ
れ
方
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
 

本
 串
 
主
日
の
 
テ
 

１
で
 で
あ
っ
た
、
社
会
変
動
と
神
道
、
近
代
化
と
神
道
の
問
題
  
 

て
 、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
ほ
 

ぼ
 共
通
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
 占
、
 す
な
わ
 

ち
 、
地
域
社
会
の
崩
壊
と
神
社
神
道
の
衰
退
で
、
地
域
共
同
体
を
 
基
盤
と
 

し
て
き
た
神
社
神
道
は
都
市
化
や
過
疎
化
に
よ
っ
て
 
、
 大
き
く
そ
 
の
 基
盤
 

を
 失
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
を
追
認
し
つ
つ
、
著
者
が
「
 
実
 証
的
 」
 

に
 論
じ
た
、
神
社
ご
と
の
「
格
差
が
増
大
し
た
」
と
い
う
占
を
再
 
度
 述
べ
 

 
 

ぬ
 
一
 
#
-
@
 

田
 な
資
料
・
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
の
、
戦
後
の
神
社
神
道
の
変
 
 
 

 
 

様
子
は
、
よ
く
分
か
り
、
類
書
の
少
な
い
研
究
で
も
あ
る
。
そ
の
 
意
義
を
 

 
 

充
分
承
知
し
た
上
で
、
二
点
ほ
ど
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お
き
た
い
 

 
 

は
 著
者
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
「
実
証
的
」
 

な
 研
究
の
中
身
で
あ
 
 
 

か
に
こ
の
分
野
の
宗
教
社
会
学
的
な
蓄
積
は
乏
し
く
、
学
問
的
な
 
関
 、
心
に
 



基
づ
い
た
調
査
が
必
要
な
こ
と
は
言
 う ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
 
戦
 後
に
お
 

け
る
神
社
神
道
の
変
化
の
諸
現
象
と
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
て
い
 
る
 社
会
 

変
動
の
お
お
よ
そ
が
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
問
題
は
 
、
よ
 り
 限
定
 

さ
れ
た
 視
占
に
 基
づ
く
実
証
的
研
究
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
 

そ
 れ
ぞ
れ
 

の
 テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
の
「
実
証
的
」
研
究
が
 
必
要
な
 

の
か
に
つ
い
て
の
、
も
う
少
し
具
体
的
示
唆
が
求
め
ら
れ
る
，
 

お
そ
ら
く
そ
こ
で
は
、
何
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
音
 
料
 
・
デ
ー
タ
 が
必
 

要
か
 、
と
い
う
祝
日
 
が
 必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 
初
 詣
や
七
五
一
 一
の
問
題
 

に
し
て
も
、
そ
れ
が
神
社
神
道
に
と
っ
て
、
経
営
上
の
意
味
以
外
 
 
 

よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
と
い
っ
た
議
論
も
当
 
殊
 必
要
と
な
っ
 
て
こ
よ
 

う
 。
参
拝
者
が
増
え
た
と
か
減
っ
た
と
か
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
 

神
社
経
 

営
七
 の
問
題
に
す
る
の
と
、
そ
れ
と
も
仲
仕
へ
の
崇
敬
の
度
合
い
 

 
 

題
 に
す
る
の
と
で
は
、
収
集
す
べ
き
資
料
・
デ
ー
タ
の
質
が
異
な
 
っ
て
 こ
 

ざ
る
を
得
な
 

仮
に
神
仕
へ
の
崇
敬
と
か
信
仰
の
内
実
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
 

著
 者
が
 

除
外
し
て
い
る
思
想
的
、
神
学
的
課
題
を
導
入
し
な
け
れ
ば
、
 

充
 分
 な
議
 

論
 に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
神
社
本
庁
が
求
め
る
崇
敬
、
個
々
 

 
 

が
 求
め
る
崇
敬
、
神
道
神
学
者
が
定
義
す
る
崇
敬
、
多
く
の
日
本
 
 
 

っ
て
の
神
社
崇
敬
、
そ
し
て
研
究
が
定
義
す
る
崇
敬
の
内
容
は
 

、
  
 

 
 

ま
た
、
意
識
調
査
で
神
道
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
人
の
割
合
が
せ
 
 
 

い
 三
、
四
 %
 
と
い
う
数
値
と
、
本
書
で
示
さ
れ
た
数
値
と
の
間
に
 
横
 た
わ
 

る
 問
題
こ
そ
、
よ
り
深
い
考
察
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
 
る
の
で
 

あ
る
が
。
 一

白
 は
 、
近
代
化
と
神
社
神
道
を
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
、
 

戦
 後
に
 

            ろ さ にの し講社が なほ 広で 代 象の 
@ こ ど ま は化の み 

道ンく   評 者。 たる 凍 て、 論っんお 的 たで け け る 神も後は 道 七のな   
        あ は 若道 欲に儀 り 化さ にけ 近対 

  



 
 評

 

 
  

 
 
 

  

一
 
は
じ
め
に
 

本
書
は
、
菅
原
 
宿
 海
底
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
て
き
た
日
本
居
 相 
 
 

伝
習
合
関
係
の
論
文
を
ま
と
め
て
、
一
九
九
六
年
に
刊
行
し
た
も
 
の
で
あ
 

る
 。
氏
は
一
九
九
二
年
に
「
山
王
神
道
の
研
究
 口 -
 
春
秋
社
）
を
  
 

山
王
神
道
関
係
の
論
文
を
集
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
書
は
そ
の
 
続
編
と
 

し
て
神
仏
習
合
思
想
の
研
究
を
総
括
し
た
も
の
と
 い
 え
る
。
前
主
 白
で
も
そ
 

う
で
あ
っ
た
が
、
本
書
で
も
文
献
学
的
研
究
を
主
体
と
し
な
が
ら
 
、
古
代
 

か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
幅
広
い
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
 
在
来
信
 

仰
が
様
々
な
局
面
で
外
来
宗
教
に
よ
っ
て
変
質
し
て
い
く
過
程
を
 
知
り
得
 

る
好
書
 と
い
え
る
。
宗
教
研
究
に
も
重
要
な
立
義
を
持
つ
と
考
え
 
ら
れ
る
 

本
書
に
つ
い
て
、
 
編
 佳
木
部
か
ら
書
評
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
は
今
年
 

二
九
 

九
八
年
）
四
月
で
あ
っ
た
。
既
に
二
年
も
の
歳
月
を
経
て
時
機
を
 
逸
し
て
 

し
ま
っ
た
感
が
あ
っ
た
上
、
氏
の
通
時
代
的
な
研
究
す
べ
て
を
 
評
 す
る
こ
 

」
が
で
き
な
い
の
で
、
一
時
は
辞
退
し
ょ
う
と
し
た
の
で
 

あ
る
が
、
評
者
 

u
 神
道
・
仏
教
の
両
方
を
研
究
し
て
い
る
一
人
と
し
て
、
本
書
を
 
よ
り
 多
 

、
 の
方
々
に
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
お
引
き
受
け
し
た
 
次
第
で
 

正
 

三
橋
 

序
論
・
中
世
の
神
仏
習
合
思
想
 

I
 

厄
神
 朝
 儒
学
伝
来
 説
 新
 考
 

神
宮
寺
の
成
立
と
そ
の
諸
相
 

伊
勢
神
宮
寺
と
そ
の
信
仰
 

仏
神
本
辺
関
係
に
お
け
る
釈
迦
 

「
本
朝
神
仙
伝
」
撰
述
に
関
す
る
疑
問
 

「
本
朝
神
仙
伝
」
慈
覚
大
師
伝
の
考
察
 

「
 陽
勝
 仙
人
伝
」
の
形
成
 

平
安
末
の
日
光
山
と
額
口
僧
都
寛
仁
 

I
 
I
 

三
輪
涜
神
道
に
お
け
る
二
大
系
譜
 

吉
田
兼
倶
と
「
北
斗
 元
霊
経
 」
 

吉
田
神
道
と
北
斗
信
仰
 

日
光
東
照
宮
の
奥
 
院
 宝
塔
 中
 神
道
 秘
式
 

山
王
一
実
神
道
の
特
質
 

乗
 因
の
神
道
諦
 
と
 道
教
 

春
秋
社
一
九
九
六
年
一
月
一
八
日
刊
 

A
5
 判
三
八
二
頁
 
九
 0
0
0
 円
 

三
 

内
容
の
概
説
 

先
ず
、
目
次
を
提
示
し
て
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た
い
 
 
 

菅
原
 信
海
著
 

「
日
本
思
想
と
神
仏
習
合
」
 

あ
る
。
紙
面
の
都
合
と
評
者
の
力
量
不
足
か
ら
、
十
分
な
紹
介
 が
で
き
 

ず
、
 氏
の
意
図
を
十
分
に
伝
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
と
 
思
わ
れ
 

る
。
予
め
お
 
断
 わ
り
し
て
お
き
た
 
い
 。
 

  



序
論
「
中
世
の
神
仏
習
合
思
想
」
は
、
高
度
に
発
達
し
た
教
義
を
 
持
つ
 

外
来
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が
、
日
本
の
神
祇
信
仰
を
如
何
に
包
摂
 
 
 

っ
 た
か
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。
も
と
も
と
「
国
文
学
解
 

釈
と
鑑
 

め
旦
 
七
七
五
号
に
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、
平
易
で
わ
か
り
や
す
 
{
 、
こ
 

 
 

る
と
 

更
に
近
世
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
通
史
的
見
解
を
示
し
て
い
た
だ
 
き
た
か
 

 
 本

論
は
、
古
代
（
平
安
時
代
末
ま
で
一
の
神
仏
 %
 台
現
象
を
扱
 ネ
ノ
 
I
I
 

と
 、
中
世
・
近
世
の
仏
教
に
よ
る
神
道
説
を
扱
う
Ⅱ
と
の
二
部
構
 
成
 と
な
 

っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
個
別
的
な
考
察
と
し
て
独
立
し
 

て
い
る
 

が
 、
三
題
に
よ
り
 
幾
 っ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
 

そ
  
 

じ
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

I
 冒
頭
の
「
厄
神
明
儒
学
伝
来
 説
新
考
 」
は
、
応
神
天
皇
十
六
年
 に
 王
 

仁
が
 渡
来
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
儒
学
が
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
「
 日
本
書
 

紀
 」
の
記
事
に
つ
い
て
、
氏
族
の
出
自
や
伝
承
と
の
関
係
で
考
察
 
 
 

の
 。
代
々
史
官
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
て
き
た
渡
来
系
の
王
氏
一
族
 
の
 伝
承
 

が
 史
書
に
採
用
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
氏
族
の
功
績
が
あ
っ
た
 
午
 の
 干
支
 

を
 遡
ら
せ
て
設
定
さ
れ
た
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て
お
り
、
日
本
に
 
 
 

調
律
説
の
受
容
に
つ
い
て
考
え
る
上
に
も
有
益
で
あ
る
。
 

「
神
宮
寺
の
成
立
と
そ
の
諸
相
」
「
伊
勢
神
宮
寺
と
そ
の
信
仰
」
の
 

一
一
 
%
 届
 

は
 、
古
代
の
神
仏
智
台
を
考
え
る
上
で
最
も
重
要
な
神
宮
寺
に
つ
 
 
 

論
考
。
前
者
で
は
、
霊
亀
元
年
一
七
一
五
 -
 に
創
建
さ
れ
た
 
気
比
 神
宮
寺
 

他
 と
の
比
較
考
察
を
行
な
い
、
成
立
の
由
来
に
よ
っ
て
 
、
 ①
神
宮
 

が
 文
献
上
で
神
宮
寺
と
称
さ
れ
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 
確
 誌
 し
 

 
 

い
で
建
て
ら
れ
た
神
廟
寺
と
し
て
の
神
宮
寺
、
②
菩
薩
号
を
奉
ら
 
れ
た
 菩
 

産
官
と
し
て
の
神
宮
寺
、
③
本
地
主
 迩
説
 に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
 
本
 地
神
宮
 

寺
 、
と
い
う
三
つ
に
分
類
す
る
。
後
者
で
は
、
神
宮
寺
の
成
立
 
史
 14
4
 

の
 伊
勢
神
宮
寺
の
位
置
付
け
を
試
み
る
。
続
く
「
仏
神
本
辺
関
係
 
 
 

 
 
 
 

る
 釈
迦
」
は
、
平
安
時
代
以
降
に
展
開
す
る
本
地
主
 
迦
 説
の
中
で
  
 

を
 本
地
と
す
る
伸
 -
 仲
仕
一
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
背
景
に
あ
 5 法
華
 

信
仰
や
仏
舎
利
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

呂
 本
朝
神
仙
伝
」
撰
述
に
関
す
る
疑
問
」
と
「
「
本
朝
神
仙
伝
」
 

悪
党
 

大
師
伝
の
考
察
」
は
「
本
朝
神
仙
伝
」
に
つ
い
て
の
論
考
。
「
 
本
  
 

伝
 」
は
、
院
政
期
最
大
の
文
人
貴
族
大
江
匡
房
の
著
作
と
さ
れ
な
 
 
 

「
江
談
抄
」
「
 
続
 本
朝
往
生
伝
」
と
比
べ
て
研
究
の
対
象
に
取
り
   

れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
氏
が
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
」
四
八
号
 （
一
九
 

六
四
年
一
に
掲
載
し
た
両
論
文
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
本
格
的
な
 
検
討
が
 

な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
研
究
史
上
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
っ
 
 
 

こ
こ
で
、
三
善
 
為
康
 
「
拾
遺
往
生
伝
」
 

巷
 上
冒
頭
の
善
作
・
吉
草
 伝
 の
 尾
 

に
 付
さ
れ
た
「
 今
按
 、
 帥
江
 納
言
、
以
 庇
 両
人
、
入
神
仙
 伝
 、
 」
と
あ
 

る
 注
は
為
 康
 の
も
の
で
な
く
、
そ
う
す
る
と
「
本
朝
神
仙
伝
」
を
 
三
房
 撰
 

と
す
る
 紺
ポ
な
 史
料
は
鎌
倉
時
代
 よ
 り
前
に
見
出
せ
な
い
、
 
と
問
 題
 提
起
 

す
る
。
そ
し
て
採
録
さ
れ
た
詳
伝
の
記
述
を
詳
し
く
検
討
し
、
 

そ
 
こ
に
 多
 

く
の
加
筆
、
典
拠
の
不
正
確
な
使
用
、
更
に
 
匡
房
 な
ら
ば
犯
さ
な
 
 
 

ろ
 う
 重
大
な
誤
り
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
、
結
論
と
し
て
 
匡
房
 非
撰
説
 

の
 可
能
性
を
提
示
す
る
。
円
仁
 

伝
 に
関
す
る
論
考
で
も
、
こ
の
間
 

題
は
継
 

続
 し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 
匡
房
非
撰
説
は
 
つ
い
て
は
既
に
反
 
ぬ
 
 
 

れ
て
お
り
 

一
 後
述
Ⅰ
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
 諸
 伝
 に
つ
 

い
て
の
厳
し
い
文
献
学
的
研
究
の
態
度
は
継
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
 
ろ
う
。
 

続
く
「
「
 陽
勝
 仙
人
伝
」
の
形
成
」
も
「
本
朝
神
仙
伝
」
に
唯
一
   



書評と紹     

廿 ，Ⅰ ・ と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
吉
野
 

m
 の
 僧
陽
 勝
の
伝
に
つ
い
て
考
察
 し
た
も
 

の
 。
こ
こ
で
 陽
 勝
の
伝
記
を
二
系
統
に
分
類
し
て
整
理
す
る
と
 土 
 
 

の
よ
う
な
仏
教
と
神
仙
思
想
と
の
融
合
か
ら
成
り
立
つ
説
話
の
源
 
流
 が
中
 

国
 の
信
広
 
宅
梁
 高
僧
伝
臼
な
ど
）
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
 
て
い
る
。
 

中
国
の
神
仙
 説
が
 仏
教
を
媒
介
に
し
て
日
本
に
受
容
さ
れ
た
と
い
 
う
 指
摘
 

は
 重
要
で
あ
る
。
 

「
平
安
末
の
日
光
 m
 と
額
田
 僧
都
寛
仁
」
は
、
 
寛
 伝
の
日
光
山
川
 当
就
 

任
は
 つ
い
て
歴
史
的
背
景
を
考
察
し
、
源
頼
朝
の
東
国
制
覇
へ
の
 

布
石
で
 

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

Ⅱ
冒
頭
の
「
三
輪
涜
神
道
に
お
け
る
二
大
系
譜
」
は
、
中
世
の
代
 
表
的
 

な
 仏
教
神
道
 説
 
-
 
仏
家
神
道
）
の
一
 
つ
 で
あ
る
三
輪
 涜
 神
道
を
取
 
り
 上
げ
 

る
 。
三
輪
涜
神
道
は
、
鎌
倉
時
代
 中
 
，
後
期
に
叡
尊
が
大
神
神
社
 
の
神
宮
 

手
 で
あ
る
大
御
 輪
 寺
を
拠
点
と
し
て
伊
勢
神
道
に
両
部
神
道
を
交
 え
た
 神
 

通
説
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
そ
の
弟
子
党
 乗 ・
 幸
 円
ら
 に
よ
っ
 

て
 教
理
的
な
整
備
や
組
織
化
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
 

が
 、
そ
の
相
承
血
脈
は
す
べ
て
三
輪
山
平
等
寺
の
開
祖
 
慶
 円
か
ら
 

ぃ
 側
面
に
光
を
あ
て
た
論
考
で
あ
る
。
な
お
、
三
輪
涜
神
道
に
 始

ま
る
 

つ
い
て
 

系
譜
と
な
っ
て
お
り
、
 
慶
 円
を
三
輪
涜
神
道
の
創
唱
者
と
す
る
 説
 詰
 も
 形
 

成
さ
れ
る
。
氏
は
こ
の
占
に
着
目
し
て
、
三
輪
 流
 に
平
等
 寺
系
と
 大
御
 輪
 

寺
 系
の
二
つ
の
系
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
神
祇
 濯頂
 血
脈
の
 綿
密
な
 

調
査
に
よ
り
、
後
者
が
三
輪
涜
神
道
の
系
譜
か
ら
姿
を
消
し
た
の
 
は
 近
世
 

に
お
け
る
中
絶
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
 
論
証
し
 

て
い
る
。
秘
儀
・
秘
説
の
伝
授
と
い
う
、
中
世
思
想
研
究
の
極
め
 
て
 難
し
 

 
 

は
、
 氏
の
新
穂
「
三
一
輪
涜
神
道
の
形
成
と
発
展
」
三
神
仏
習
合
 

思
 想
 の
 展
 

旦
 
-
 
汲
 古
書
院
 -
 所
収
 -
 も
 参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

「
吉
田
兼
倶
と
「
北
斗
充
電
 
経
ヒ
 
と
「
吉
田
神
道
と
北
斗
信
仰
」
 

ま
、
 

f
 

室
町
時
代
 u
 吉
田
兼
倶
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
た
吉
田
神
道
 -
 
唯
一
 神
道
 -
 

に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
前
者
は
、
吉
田
文
庫
に
あ
る
道
教
経
典
 「
北
斗
 

元
霊
経
 」
と
中
国
の
道
蔵
本
と
を
綿
密
に
比
較
し
、
注
文
の
み
な
 
ら
ず
 経
 

丈
 に
ま
で
改
変
や
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
 
が
兼
倶
 

に
よ
っ
て
 窓
意
 的
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
 

兼
倶
 は
ま
た
 、
 除
註
 

「
北
斗
 元
霊
経
 &
0
 巻
 五
 だ
け
を
切
り
離
し
、
別
本
と
し
て
「
 神
 舐
 通
電
 

荷
印
」
を
作
成
す
る
が
、
そ
こ
で
は
同
じ
図
柄
を
掲
げ
な
が
ら
、
 

当
時
の
 

日
本
社
会
に
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
配
列
の
順
番
を
変
え
て
い
 
る
 。
 そ
 

れ
は
後
者
の
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
「
北
斗
 

経
 =
 書
写
に
 伴
 う
 書
き
 

換
え
と
同
様
、
中
国
で
流
行
し
た
北
斗
九
星
を
基
本
と
す
る
構
成
 
を
 改
め
 

て
 、
日
本
で
定
着
し
て
い
た
北
斗
セ
里
信
仰
へ
の
適
合
を
は
か
っ
 
 
 

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
 
二
 篇
の
論
文
に
よ
っ
て
、
 
兼
 倶
に
よ
る
  
 

神
道
説
の
形
成
が
道
教
の
教
理
に
基
づ
く
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
 
だ
け
で
 

な
く
、
そ
の
摂
取
の
過
程
が
詳
細
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

最
後
の
三
篇
は
、
江
戸
時
代
、
天
海
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
 
m
 王
 一
実
 

神
道
を
扱
っ
た
論
考
。
そ
れ
は
、
 

天
 ム
ロ
軍
内
に
相
伝
さ
れ
て
き
た
 天
 ム
ロ
 
教
 

埋
に
 基
づ
く
仏
家
神
道
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
徳
川
家
康
を
東
 
昭
 大
権
現
 

と
し
て
神
に
祀
り
、
そ
の
神
意
に
よ
っ
た
徳
川
幕
府
の
支
配
体
制
 
の
 安
泰
 

と
 徳
川
家
の
子
孫
繁
栄
を
祈
願
し
た
、
政
治
色
の
強
い
、
全
く
新
 
し
 Ⅱ
ト
占
 

不
 

教
 で
あ
っ
た
。
「
日
光
東
照
宮
の
奥
 
院
 宝
塔
 中
 神
道
 秘
式
 」
「
山
王
 一
実
 神
 

 
 

道
の
特
質
」
の
 
二
篇
 で
は
、
か
か
る
教
義
に
関
す
る
考
察
が
な
）
 

ビ
 れ
る
と
 

 
 

共
に
、
元
和
三
年
二
六
一
 
セ
 -
 家
康
を
日
光
山
に
 遷
 葬
す
る
際
 は
 行
な
 

わ
れ
た
神
道
秘
儀
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
「
 
乗
 因
 め
 神
道
 

説
舐
 

と
 道
教
」
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
乗
 因
 に
よ
る
修
験
一
実
需
 
宗
神
 道
 に
つ
 



Ⅰ
一
本
書
の
特
色
 

本
書
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
神
仏
習
合
の
様
相
に
 
つ
 

て
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
様
々
な
問
題
占
を
抽
出
し
、
 

詳
  
 

究
 し
て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
論
文
で
は
、
歴
史
学
・
文
学
・
仏
教
 
学
 ，
 神
 

道
学
，
宗
教
学
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
研
究
が
領
掌
さ
れ
た
 
ヒ
 に
 、
 氏
独
 

白
の
調
査
に
よ
る
新
た
な
資
料
に
つ
い
て
の
文
献
学
的
考
察
が
な
 
さ
れ
て
 

お
り
、
こ
の
分
野
の
開
拓
者
の
一
人
で
あ
る
氏
の
面
目
躍
如
と
 
ぃ
 っ
た
感
 

が
あ
る
。
三
輪
涜
神
道
や
山
王
一
実
神
道
に
つ
い
て
は
、
つ
か
み
 
 
 

い
 仏
家
に
よ
る
神
道
説
を
分
析
す
る
だ
け
で
な
く
、
秘
儀
・
秘
説
 
 
 

や
 伝
授
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
 

特
筆
す
べ
き
は
、
と
も
す
れ
ば
日
本
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
の
出
 
来
車
 

と
し
て
捕
ら
え
が
ち
な
こ
の
テ
ー
マ
を
 、
 常
に
中
国
に
お
け
る
 
思
 目
じ
 

オ
  
 日
下
 

散
状
況
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
し
て
い
る
占
で
あ
ろ
う
。
「
 

陽
勝
 仙
人
伝
」
 

の
 研
究
で
は
、
神
仙
化
さ
れ
た
僧
侶
の
伝
記
を
取
り
上
げ
、
そ
の
 
原
形
が
 

中
国
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
吉
田
神
道
の
研
究
 
で
は
、
 

吉
田
家
に
伝
わ
る
道
蔵
経
典
を
精
査
さ
れ
、
元
の
経
典
と
の
異
同
 
と
 改
変
 

の
 意
図
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
 

兼
倶
が
 偽
書
 
一
 仮
託
言
）
を
作
成
 し
て
 自
 

ら
の
神
道
の
正
統
性
を
主
張
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
 

教
説
 の
基
と
 

な
っ
た
経
典
に
ま
で
改
変
の
手
が
及
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
布
教
の
 
 
 

遠
望
深
慮
が
悔
い
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
新
鮮
か
つ
重
要
で
あ
 
る
 O
 こ
 

い
て
、
山
王
一
実
神
道
を
継
承
し
な
が
ら
も
「
老
子
」
を
所
依
の
 
経
典
 と
 

し
 、
道
教
色
を
濃
く
し
た
教
義
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
 
す
る
。
 

な
お
、
山
王
神
道
と
山
王
一
実
神
道
に
関
し
て
は
、
氏
の
前
書
「
 
 
 

道
の
研
究
」
も
併
せ
て
 
参
昭
 し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

れ
は
、
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
中
世
宗
教
家
の
頭
脳
構
造
の
解
剖
 
 
 

て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
神
道
，
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
 

日
 本
思
想
Ⅱ
 
6
 

を
 研
究
し
よ
う
と
志
す
者
は
、
本
書
に
示
さ
れ
た
氏
の
研
究
態
度
 
を
見
習
 

 
 
 
 

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

問
題
 占
 Ⅰ
疑
問
点
も
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
 多
  
 

先
学
諸
説
に
対
す
る
検
討
を
怠
ら
な
い
と
い
う
氏
の
研
究
態
度
と
 
も
 関
連
 

す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
氏
の
説
が
明
確
に
提
示
さ
れ
 てい
な
 

い
 部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
宮
寺
に
関
す
る
論
考
で
は
 
、
 新
た
 

な
 考
察
が
な
さ
れ
る
も
の
の
、
結
論
的
に
は
、
辻
善
之
助
が
「
 
日
 本
仏
教
 

史
 」
第
一
巻
 L
 巨
篇
（
岩
波
書
店
）
な
ど
で
提
示
し
た
神
仏
 
習
ム
 ロ
の
 発
展
 

段
階
、
す
な
わ
ち
神
は
衆
生
の
一
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
菩
薩
へ
、
 

更
に
仏
 

へ
と
発
展
す
る
、
と
い
う
古
典
的
な
図
式
に
帰
着
し
て
し
ま
っ
て
 

 
 

伊
勢
神
宮
寺
に
つ
い
て
も
田
中
 卓
 
「
伊
勢
神
宮
寺
の
創
建
」
一
者
 
作
集
第
 

四
巻
 
-
 
国
書
刊
行
 ム
芭
 
所
収
 -
 と
結
論
的
に
一
致
し
て
い
る
が
、
 

そ
う
だ
 

と
す
れ
ば
、
そ
の
論
文
で
展
開
さ
れ
て
い
る
道
鏡
政
権
の
浮
沈
に
 
 
 

勢
 神
宮
寺
の
位
置
付
け
が
変
化
す
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
も
、
 

氏
 の
 見
 

解
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
論
考
の
中
 で、
 橘
 

諸
兄
に
よ
る
伊
勢
参
宮
を
天
平
十
二
年
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
 い
 な
が
 

ら
 、
そ
の
論
拠
と
な
る
「
大
神
宮
諸
雑
事
記
」
に
記
さ
れ
た
伊
勢
 
と
 大
日
 

の
 同
体
読
 は
 つ
い
て
の
考
案
 
は
暖
昧
に
 終
わ
っ
て
い
る
。
思
想
史
 o
 間
頭
 

と
し
て
は
参
宮
の
事
実
以
上
に
こ
ち
ら
が
重
要
で
、
そ
の
神
仏
 
習
 令
史
上
 

へ
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

「
本
朝
神
仙
伝
」
に
つ
い
て
の
論
文
は
、
日
本
思
想
大
系
「
往
生
 
伝
 

法
華
験
記
」
の
優
れ
た
翻
刻
が
な
さ
れ
る
以
前
に
出
さ
れ
た
も
の
 
で
、
 そ
 

の
 詳
細
な
文
献
批
判
と
大
江
匡
房
 非
撰
説
 が
学
界
に
与
え
た
衝
撃
 は
 大
き
 



 
 

 
 

 
  

 

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
氏
の
匡
戸
井
 
撰
説
 に
は
 果
宝
 
「
 
我
 慢
 抄
し
 

の
 見
解
が
影
響
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
氏
が
提
 
示
し
た
 

問
題
点
に
つ
い
て
は
、
平
林
感
得
「
「
本
朝
神
仙
伝
日
大
江
匡
房
 
非
撰
説
 

つ
い
て
」
三
聖
と
説
話
の
史
的
研
究
」
 

-
 吉
川
弘
文
館
 -
 所
収
 -
 に
よ
 

っ
て
一
つ
一
つ
吟
味
さ
れ
、
 
非
撰
 説
の
成
立
し
な
い
こ
と
が
示
さ
 
 
 

る
 。
ま
た
、
近
年
の
辞
書
の
類
で
も
 匡
房
 撰
述
 書
 と
さ
れ
、
否
定
 
的
な
見
 

解
 は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
氏
が
論
証
さ
れ
た
「
 本
  
 

伝
 」
に
特
異
な
記
載
の
数
々
は
、
 

匡
肩
 が
文
人
と
し
て
の
想
像
力
 を
 還
し
 

ノ
 
、
し
て
害
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
 

一
方
で
 

は
、
 氏
が
「
仏
神
本
辺
関
係
に
お
け
る
釈
迦
」
で
 匡
房
撲
 と
し
て
 論
 を
進
 

め
て
い
る
「
扶
桑
名
月
 
集
 」
に
つ
い
て
、
 
匡
 戸
井
 撲
 と
す
る
見
解
 
が
 佐
藤
 

貫
入
「
広
大
江
匡
房
 撰
 
「
扶
桑
名
月
 集
 」
に
つ
い
て
」
三
神
道
宗
 教
 」
 
一
 

一
八
ロ
三
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
補
任
な
 

ど
で
 上
 

記
 諸
論
考
を
抑
介
し
て
い
る
が
、
初
出
時
の
文
章
に
手
を
加
え
る
 こと
は
 

さ
れ
て
い
な
い
。
 
匡
 房
は
日
本
吉
 
想
 史
に
お
い
て
重
要
な
人
物
で
 

あ
る
だ
 

け
で
な
く
、
 伸
 伝
習
合
史
上
に
お
い
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
 
 
 

指
摘
も
あ
る
。
現
在
の
氏
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
す
 
る
反
描
 

を
 期
待
し
た
が
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
 

最
後
の
乗
 因
は
 つ
い
て
の
論
考
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
 

る
 。
 

氏
は
 、
小
林
健
三
「
日
本
神
道
史
の
研
究
」
一
毛
文
学
 

-
 の
指
摘
 を
 発
展
 

さ
せ
る
形
で
、
 
乗
 因
の
神
道
諦
 が
 道
教
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
天
台
 宗
か
ら
 

里
 市
価
 
祝
 さ
れ
た
原
因
で
あ
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
る
。
し
か
し
、
 

そ
 の
道
教
 

的
な
要
素
は
ご
：
一
部
で
、
 

乗
因
 が
天
ム
 巳
 亦
か
ら
異
端
 と
 さ
れ
た
理
由
は
 

U
 し
ろ
 天
 ム
ロ
 
宗
 側
の
体
制
変
化
に
あ
る
と
の
指
摘
も
近
年
提
出
さ
 
 
 

0
-
 曽
根
原
理
「
山
王
一
実
神
道
の
展
開
 ｜
乗
 因
を
対
象
と
し
 て
 ー
」
 

    
  

「
神
道
研
究
し
一
四
三
ロ
 こ
 。
乗
田
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
れ
 以
  
 

王
 一
実
神
道
の
展
開
と
も
関
連
し
、
等
閑
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
 

い
と
 思
 

わ
れ
る
。
ま
た
、
近
世
神
道
世
界
全
体
に
お
け
る
山
王
一
実
神
道
 
0
 位
置
 

付
け
、
更
に
は
仏
家
神
道
終
焉
の
様
相
に
亡
い
て
も
・
ご
前
説
を
 
 
 

 
 



関
わ
り
を
考
察
し
た
三
崎
良
周
「
密
教
と
神
祇
思
想
」
 -
 
創
立
 社
 -
 が
ま
 

と
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ
に
氏
の
一
事
口
を
得
た
こ
と
で
、
こ
の
分
野
 

 
 

0
 発
展
が
大
い
に
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
で
も
氏
の
研
 
究
は
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
人
々
の
思
惟
や
精
神
構
造
に
ま
で
迫
ろ
う
と
 
 
 

の
で
、
真
に
思
想
研
究
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
よ
う
。
 

氏
は
既
に
早
稲
田
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
、
学
生
の
指
導
に
あ
た
 っ
て
 

お
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
で
き
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
後
 
進
 の
た
 

め
に
、
序
論
に
提
示
さ
れ
た
よ
う
な
形
で
、
近
世
に
至
る
ま
で
の
 
通
史
を
 

ま
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。
 

  
  



 
 

土
戸
 計
 
@
 

本
書
は
、
著
者
の
学
位
論
文
に
「
多
少
の
手
を
加
え
」
 

て
 出
版
さ
 ね
 た
 

も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
メ
ス
の
星
目
白
日
を
単
 
な
る
 自
 

伝
 と
し
て
で
は
な
く
、
「
明
確
な
主
題
を
持
っ
た
思
想
の
書
」
と
 

し
て
 捉
 

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
の
題
名
が
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
 
告
白
」
 

の
 哲
学
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

著
者
は
、
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
、
「
こ
れ
ま
で
の
研
究
三
上
口
 

白
 目
こ
 
@
 

関
す
る
。
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
が
補
っ
た
。
以
下
同
様
 
一
 は
ど
ち
ら
  
 

ぇ
ば
 
三
ロ
 白
 」
を
、
回
心
物
語
を
初
め
と
す
る
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 
 
 

生
涯
に
お
け
る
主
要
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
っ
た
自
伝
と
捉
え
、
 

彼
  
 

理
解
の
た
め
の
い
わ
ば
補
助
的
手
段
と
し
て
用
い
る
傾
向
が
多
い
 
よ
う
に
 

思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
豊
か
で
緊
密
な
 思
想
内
容
を
秘
 

り
た
書
物
で
あ
る
。
明
確
な
三
題
を
持
っ
た
思
想
の
書
と
し
て
 

解
  
 

Ⅱ
 能
 性
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
 一
 つ
の
 話
 

稲
垣
不
二
 麿
 

創
立
 社
 

一
九
九
七
年
一
 0
 月
一
 0
 日
刊
 

A
5
 判
 

二
 二
九
頁
 

四
 0
0
0
 
円
 

ま
え
が
き
 

第
一
章
ニ
ロ
 白
 」
の
主
題
と
形
式
 

第
一
節
執
筆
の
時
期
と
背
景
 

第
二
節
主
題
と
統
一
性
 

第
三
節
神
と
の
対
話
 

第
二
章
不
安
と
神
探
求
 

第
一
節
不
安
な
 り
 

第
二
節
「
ホ
ル
テ
ン
シ
 ウ
 ス
ロ
体
験
 

第
三
章
 

マ
 二
教
の
克
服
 

第
一
節
黒
と
は
何
か
 

第
二
節
信
仰
と
理
性
 

第
四
章
ミ
ラ
ノ
体
験
と
回
心
 

第
一
節
ミ
ラ
ノ
体
験
と
は
何
か
 

第
二
節
 
迫
 と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
 

第
三
節
意
志
の
自
由
と
人
格
的
統
一
 

第
五
章
内
面
の
世
界
 

第
一
節
記
憶
論
の
構
造
 

岡
野
呂
雑
著
 

「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
定
ロ
 白
 」
の
哲
学
」
 

み
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
 
で
あ
ろ
 

ぅ
が
 、
歴
史
学
的
・
文
献
学
的
な
視
占
か
ら
で
は
な
く
、
何
よ
り
 
 
 

中
略
・
・
・
・
・
・
 

方
 法
 で
、
 

「
告
白
」
の
全
体
を
読
み
抜
い
た
、
い
わ
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 

 
 

話
の
記
録
で
あ
る
」
 
-
v
-
 と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
書
の
 
性
格
が
 

よ
く
舌
ロ
Ⅱ
 
卜
 あ
ら
れ
さ
れ
て
Ⅱ
 い
 る
。
 

本
書
は
 、
 次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
 

  



第
三
手
 に
 、
著
者
が
 
ア
ウ
 ク
ス
テ
イ
 
ヌ
ス
 
の
 
星
口
白
 」
を
ど
の
よ
 
う
 な
 

書
 と
し
て
捉
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
述
べ
ら
れ
て
  
 

で
、
そ
の
所
説
を
聞
い
て
み
た
い
。
 

著
者
は
、
「
仝
ロ
口
」
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
涯
の
ど
の
よ
う
 

な
時
 

期
に
 、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
書
か
れ
た
か
を
問
題
に
す
る
。
 

 
 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
、
お
よ
び
諸
家
の
説
を
検
討
し
て
、
 

「
生
ロ
 
白
 」
 

執
筆
の
時
期
を
お
お
よ
そ
 
四
 0
0
 
年
頃
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
 

と
、
ア
 

ウ
グ
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
は
四
六
歳
、
し
た
が
つ
て
回
心
経
験
か
ら
一
四
 
年
 た
っ
 

 
 

Ⅰ
り
目
塞
 
亦
 

に
な
っ
て
か
ら
九
年
、
さ
ら
に
司
教
に
な
っ
て
か
ら
四
年
経
過
  
 

る
 。
そ
の
頃
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
 、
マ
 
二
教
批
判
に
精
力
的
 
 
 

く
み
、
多
く
の
 
マ
 
二
教
批
判
の
文
書
を
著
し
て
い
る
。
著
者
は
、
 

そ
う
し
 

た
 著
述
活
動
の
な
か
で
三
日
自
」
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 
注
 目
し
て
 

 
 著

者
は
、
「
 対
マ
 
二
教
論
争
は
 、
彼
 
（
 ア
ウ
 ク
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
一
に
 と
つ
 

第
二
節
心
と
内
 

第
六
章
達
 と 時
間
 

第
一
節
時
間
と
は
何
か
 

第
二
節
神
の
こ
と
ば
 

あ
と
が
き
 

註
 

参
考
文
献
 

索
引
 

英
文
要
旨
 

て
 特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
  
 

「
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
が
青
年
時
代
の
九
年
間
を
 

マ
 二
教
徒
と
 し
て
 過
 

Ⅸ
 

ご
し
（
た
と
え
聴
聞
者
と
し
て
に
せ
よ
て
ま
た
多
く
の
友
人
た
 

ち
を
そ
 

樹
 

 
 

の
 仲
間
に
誘
い
込
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
7
%
 

教
 に
対
す
る
彼
の
激
し
い
批
判
は
 

、
 単
な
る
宗
教
上
の
教
義
を
め
 ぐ
る
 理
 

論
 闘
争
で
は
な
く
、
そ
の
宗
教
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
自
己
の
過
 ちに
 対
 

す
る
激
し
い
自
己
批
判
で
あ
り
、
回
心
経
験
に
よ
っ
て
新
し
く
 
獲
 得
し
た
 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
を
確
立
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
全
人
的
 
な
 闘
 い
 

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 マ
 二
教
 批
  
 

マ
 二
教
の
誤
謬
を
理
論
的
に
攻
撃
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
 

マ
三
礼
 
秋
 

に
と
ら
わ
れ
て
い
た
自
ら
の
過
去
を
清
算
す
る
と
い
う
意
味
を
含
 
 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
の
 
ょ
う
 な
作
業
を
通
し
て
、
回
心
を
契
機
と
す
 
 
 

新
し
い
思
想
の
形
成
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

よ
り
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
経
る
こ
と
な
し
に
は
、
彼
は
新
し
 思
想
 

形
成
の
可
能
性
を
開
く
道
に
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
 
、
 と
 言
う
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
の
論
争
と
は
異
な
る
 

マ
 二
教
批
判
の
特
別
な
 
意
味
を
 

理
解
し
、
そ
こ
に
 

宝
 口
口
」
執
筆
の
一
つ
の
動
力
を
見
る
こ
と
が
 

必
要
で
 

あ
る
」
一
七
百
 ご
 。
 

筆
者
は
、
 
宝
口
白
 」
を
 ア
ウ
 ク
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
の
自
己
理
解
の
表
現
 
と
 ろ
 

そ
こ
に
彼
の
居
想
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
が
あ
る
と
み
て
 
 
 

「
告
白
」
は
、
自
伝
的
記
述
 

-
 第
一
巻
 ｜
 第
一
 0
 巷
 -
 と
 創
世
記
 解
釈
 

-
 
第
一
一
巻
 ｜
 第
一
三
巻
 -
 の
 二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
 

い
 る
 。
 そ
 

の
こ
と
に
関
し
て
、
前
者
を
「
告
白
」
の
主
要
部
分
と
考
え
る
 
見
 方
 も
あ
 

る
 。
翻
訳
に
際
し
て
後
者
を
省
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
 
た
 。
 こ
 

の
 書
を
「
自
伝
」
と
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
見
方
も
で
き
る
で
あ
 
ろ
う
。
 



書評と紹介 

  ヶ田         し
か
し
、
昔
者
は
そ
う
し
た
見
方
を
せ
ず
、
三
ロ
 

白
 」
全
体
を
一
 
 
 

と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
㌧
 て
 最
も
大
き
な
関
心
は
、
自
己
と
  
 

か
、
 神
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
カ
ッ
シ
 
キ
  
 

対
話
篇
以
来
の
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
 
 
 

「
秩
序
 ぬ
 哩
で
は
、
「
哲
学
の
課
題
は
二
 つ
 で
あ
る
。
一
 
つ
は
魂
  
 

て
、
 他
は
神
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
者
は
、
わ
れ
わ
れ
に
わ
れ
わ
 
れ
 自
身
 

を
 
認
識
さ
せ
、
後
者
は
わ
れ
わ
れ
の
根
源
を
認
識
さ
せ
る
」
 
-
 一
一
◆
 一
 

八
・
四
 セ
 -
 と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
「
ソ
リ
 
ロ
キ
ア
ヒ
 
で
は
、
「
 
わ
  
 

 
 

一
 ・
 セ
 ）
 

と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
 

宝
ロ
 白
目
に
お
 
 
 

貫
か
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た
は
私
に
と
㌧
 

て
 何
者
に
ま
し
ま
す
か
 
 
 

し
を
あ
わ
れ
み
、
語
ら
し
め
た
ま
え
。
あ
な
た
は
わ
た
し
に
、
 

あ
 な
た
を
 

愛
 す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
そ
 
う
 し
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
に
向
か
 

っ
て
 怒
 

り
を
発
し
、
大
い
た
る
わ
ざ
わ
い
を
も
っ
て
お
び
や
か
さ
れ
ま
す
 が
 

づ
た
い
こ
の
わ
た
し
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
何
者
な
の
で
し
ょ
 う
か
」
 

一
一
・
五
・
五
㍉
自
己
と
は
何
か
 

、
 神
と
は
何
か
、
自
己
と
そ
   

ほ
 つ
い
て
の
問
い
が
、
神
に
向
か
っ
て
告
白
す
る
と
い
う
行
為
を
 

通
し
て
 

深
め
ら
れ
て
い
く
道
程
、
す
な
わ
ち
自
己
と
神
の
探
究
が
 、
こ
 小
リ
三
口
 

白
ヒ
 
と
い
う
書
物
の
王
 
題
 で
あ
る
、
と
著
者
は
捉
え
て
い
る
。
 

著
者
は
、
主
ロ
白
し
一
三
巻
全
体
を
、
「
第
一
巻
か
ら
第
九
巻
ま
で
 

 
 

回
心
経
験
を
中
心
に
し
て
、
時
間
的
な
生
の
中
に
神
と
の
出
会
い
 
 
 

っ
 れ
た
の
に
対
し
て
、
第
一
 
0
 巷
で
は
、
自
己
を
超
え
て
、
神
に
 お
い
て
 

℡
を
見
出
す
と
い
う
、
自
己
超
越
的
な
方
向
に
そ
れ
が
求
め
ら
   

Q
 。
そ
し
て
、
第
一
 
0
 巷
 後
半
の
す
べ
て
を
費
や
し
て
、
神
を
問
   

6
 者
、
神
の
こ
と
ば
を
聞
く
者
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
万
を
徹
底
 
 
 

抹
 し
た
つ
え
で
、
第
一
一
巻
か
ら
、
い
よ
い
よ
伸
の
こ
と
ば
と
し
 
て
の
 聖
 

書
 に
聞
き
入
り
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
 

営
 み
に
取
り
か
か
る
の
で
あ
 
る
 」
と
 

要
約
し
て
い
る
ヱ
ハ
 
0
 頁
 以
下
一
。
三
口
 白
口
 
全
体
を
神
探
究
の
深
 ま
り
と
 

と
ら
え
、
全
巻
に
統
一
的
な
構
造
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
 
ろ
に
、
 

本
書
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
し
て
、
こ
の
毒
が
、
「
上
口
 白
 」
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
 と
に
 

関
し
て
、
著
者
は
、
「
神
は
わ
た
し
に
と
っ
て
、
わ
た
し
の
根
源
 
と
し
て
 

存
在
し
、
わ
た
し
は
そ
の
神
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
わ
た
し
と
し
て
 
存
在
す
 

る
亡
 
す
な
 ね
 ち
、
神
と
自
己
と
は
関
係
的
に
存
在
し
、
そ
の
関
係
 
が
 愛
と
 

い
う
最
も
人
格
的
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

、
 神
と
は
  
 

い
う
問
い
か
け
は
、
こ
の
関
係
の
中
で
、
つ
ま
り
神
を
愛
し
つ
つ
 

 
 

語
り
か
け
る
、
神
と
の
対
話
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

そ
の
よ
う
な
 
営
 み
が
、
ま
さ
に
「
告
白
す
る
」
こ
と
な
の
で
は
な
 
い
 で
あ
 

ろ
う
か
。
「
告
白
」
は
単
な
る
文
学
形
式
で
は
な
く
、
神
と
は
 

阿
  
 

う
 問
い
か
け
が
、
 
尼
殊
 
的
に
求
め
る
道
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
 て
い
る
 

ご
 一
五
頁
以
下
一
。
 

第
二
章
か
ら
は
、
二
ロ
 
目
 」
の
内
容
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
。
 

そ
こ
 

に
は
多
く
の
説
得
的
な
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 

著
 者
の
長
 

午
 に
わ
た
る
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
本
書
を
「
 
ア
  
 

テ
ィ
 
メ
 ス
と
の
対
話
の
記
録
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
 

深
く
う
 

 
 

な
ず
か
れ
る
。
本
書
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
  
 

 
 

章
は
 、
著
者
自
身
の
翻
訳
に
よ
る
。
そ
こ
に
は
、
翻
訳
の
文
章
に
 
時
と
し
 

て
み
ら
れ
る
硬
さ
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
が
原
文
を
 

 
 

ん
 で
 い
 る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
翻
訳
と
い
う
作
業
は
 原
文
と
 



0
 対
話
で
あ
る
と
 
@
@
 

ロ
 え
よ
う
。
そ
の
人
が
原
文
を
ど
れ
だ
け
よ
く
 
*
-
m
 

ん
 で
 

い
 る
か
は
、
そ
の
訳
文
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
る
。
 

思
想
理
解
の
上
に
お
い
て
も
、
ま
た
訳
業
の
上
に
お
い
て
も
、
 

そ
  
 

う
な
対
話
が
さ
ら
に
続
け
ら
れ
て
 

い
 く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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永
井
美
紀
子
 

天
理
教
の
教
祖
「
中
山
み
き
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
書
は
 
、
 み
き
 生
誕
 

二
 0
0
 
午
を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
中
山
み
き
 を
め
ぐ
 

っ
て
の
、
教
団
円
と
教
団
外
の
研
究
者
ら
に
よ
る
論
文
お
よ
び
 

舶
 破
か
ら
 

成
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
天
理
教
の
教
祖
を
扱
っ
た
著
書
や
払
 

佳
日
す
べ
き
は
、
教
団
内
外
の
双
方
の
立
場
か
ら
の
論
文
が
ひ
と
 

彩
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
に
 

し
て
少
な
く
は
な
く
、
教
団
円
と
教
団
 外 い
ず
れ
の
立
場
か
ら
も
 珊

又
 は
 決
 

様
々
な
 

お
い
て
 

つ
の
 著
 

書
 に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
し
か
も
研
究
者
た
ち
 
に
よ
る
 

鼎
談
を
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
企
画
の
 発
起
人
 

で
、
教
団
内
に
属
す
る
研
究
者
で
も
あ
る
池
田
尻
 
は
 、
教
祖
み
き
 
の
 生
き
 

ざ
ま
は
、
信
仰
者
に
と
っ
て
も
、
信
仰
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
 
 
 

と
つ
の
意
味
が
あ
る
ほ
ず
で
あ
る
と
述
べ
、
本
書
を
教
団
内
外
の
 
研
究
者
 

が
 執
筆
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の
意
味
を
問
お
 
う
 と
し
て
い
る
。
 

本
書
の
構
成
は
四
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
池
田
氏
の
書
き
 
下
ろ
 

し
 論
文
が
あ
り
、
次
に
、
 
島
薗
氏
が
 
以
前
発
表
し
た
論
文
と
、
 
そ
 の
 論
文
 

を
こ
の
度
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
新
た
に
付
さ
れ
た
 
後
 記
が
あ
る
 

-
 

。
そ
し
 

池
田
七
郎
・
 島
薗
進
 
・
関
一
敏
 

「
中
山
み
き
・
そ
の
生
涯
と
思
想
 

救
い
と
解
放
の
歩
み
 

明
石
書
店
一
九
九
 

四
六
判
二
四
七
十
 

八
年
四
月
一
八
日
刊
 

五
頁
二
五
 0
0
 
円
 

て
 、
 島
 画
論
文
と
同
様
に
既
に
発
表
済
み
の
 関
 氏
の
論
文
と
書
き
 
下
ろ
し
 

 
  

 

の
後
記
が
あ
り
、
最
後
に
著
者
た
ち
に
 

よ
 る
鼎
談
が
収
め
ら
れ
て
 
 
 

 
 

そ
れ
ゆ
え
、
新
旧
と
り
ま
ぜ
た
論
考
が
並
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
つ
 
 
 

 
 
 
 

で
 後
記
や
鼎
談
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
 

、
各
部
 

の
時
系
列
的
な
 
ズ
レ
は
 あ
ま
り
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
後
記
や
 鼎
談
を
 

読
む
こ
と
で
各
論
文
と
の
往
還
が
さ
か
ん
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
 てそ
れ
 

ぞ
れ
を
一
層
深
く
読
み
込
む
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
 
え
る
。
 

そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
、
信
仰
者
、
非
信
仰
者
、
双
方
の
侶
 口が
 か
ら
み
 

あ
い
な
が
ら
、
み
き
と
い
う
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
志
向
し
て
い
る
 
様
子
は
 

非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
、
各
部
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
追
っ
て
み
た
い
。
 

第
一
部
の
「
教
祖
の
軌
跡
」
は
池
田
氏
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
論
文
 
で
あ
 

る
 。
池
田
論
文
で
は
、
王
に
教
団
公
認
の
「
教
祖
 伍
 し
を
 
べ
｜
  
 

て
 、
そ
れ
ら
 
小
 
り
な
 人
 
T
 卜
に
み
ら
れ
る
 乙
 
ひ
き
小
り
舌
口
動
が
 
、
ど
小
 い
よ
う
な
 
形
で
周
 

り
に
受
け
取
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
 
佳
 点
が
当
て
る
 
れ
て
お
 

り
 、
当
時
の
歴
史
的
・
社
会
的
な
状
況
に
立
ち
か
え
っ
て
そ
れ
ら
 
を
 解
釈
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
視
点
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
 
え
ま
 
@
  
 

「
貧
に
落
ち
切
れ
」
と
叫
び
、
施
し
を
実
践
す
る
彼
女
の
姿
は
 

、
  
 

ら
 
「
お
ろ
か
だ
」
あ
る
い
は
「
気
で
も
ふ
れ
た
か
」
と
い
う
侮
蔑
 

の
み
な
 

ら
ず
、
他
国
の
も
の
を
村
に
呼
び
込
む
危
険
な
行
為
を
し
て
い
 る
と
し
 

て
 、
村
人
に
非
常
な
不
安
を
す
ら
抱
か
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
 
,
 っ
 点
 ，
 
な
 

ど
で
あ
る
。
ま
た
、
「
 
貧
 」
に
し
て
も
単
な
る
貧
し
さ
で
は
な
く
 、
そ
こ
 

に
は
、
村
を
と
り
ま
く
被
差
別
部
落
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
 
、
 み
き
 

自
身
、
物
質
的
困
窮
の
み
な
ら
ず
、
差
別
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
 
意
味
合
 

い
で
「
 貧
 」
を
と
ら
え
、
そ
れ
ら
 
被
 差
別
の
人
々
の
 
視
占
に
 立
っ
 て
 救
い
 



評
 

 
   
  

を
 唱
え
た
の
だ
と
い
う
。
 

と
 -
 
」
ろ
で
、
こ
の
 被
 差
別
民
衆
と
み
き
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
 
一
九
 

九
六
年
 
に
 出
版
さ
れ
た
著
者
の
「
中
山
み
き
と
 被
 差
別
民
衆
 L
-
 明
石
菖
 

広
 -
 が
あ
り
、
本
論
文
は
明
ら
か
に
こ
の
著
作
の
延
長
線
上
に
位
 
 
 

ら
れ
る
。
本
論
文
は
書
き
下
ろ
し
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
 

そ
  
 

は
、
 先
の
著
作
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
著
の
エ
ッ
セ
ン
 ス
を
 取
 

り
 出
し
て
、
内
容
を
さ
ら
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
論
文
と
い
 
 
 

で
あ
る
。
著
者
の
関
心
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
「
な
ぜ
、
み
き
 

や
 そ
の
家
 

 
 

 
 

著
者
は
そ
の
疑
問
の
答
え
を
、
み
き
の
言
動
が
当
時
の
価
値
観
 
と
 大
き
く
 

異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
差
別
の
タ
ブ
ー
を
踏
み
越
 
え
た
 占
 

に
 求
め
た
う
え
で
、
み
き
の
言
葉
を
当
時
の
社
会
的
・
歴
史
的
 
文
  
 

か
で
と
ら
え
る
た
め
に
、
み
き
に
関
す
る
被
差
別
部
落
で
の
伝
承
 
な
ど
を
 

取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
み
き
や
 彼 ま
を
巡
る
人
々
 
 
 

を
 的
確
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
，
本
書
と
併
せ
て
前
著
 を
旺
 -
m
 

め
 

ば
 、
本
論
文
の
背
景
に
あ
る
 彼
 差
別
民
衆
を
取
り
巻
く
当
時
の
社
 令 状
況
 

0
 具
体
的
な
様
相
が
さ
ら
に
深
く
理
解
さ
れ
よ
う
。
 

み
き
の
言
葉
や
行
動
を
当
時
の
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
 
と
ら
 

え
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
は
 

、
 自
ら
信
仰
す
る
宗
教
の
教
祖
を
 出
来
る
 

だ
け
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
い
う
態
度
の
表
れ
で
も
あ
る
。
教
団
 
 
 

い
て
は
、
や
や
も
す
る
と
信
仰
者
と
し
て
の
正
親
的
な
視
点
か
ら
 
の
 研
究
 

に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
研
究
ば
か
り
で
は
、
教
団
 
に
都
 ム
ロ
 

の
よ
い
独
り
よ
が
り
の
教
祖
理
解
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
 
、
教
団
 

の
中
に
お
い
て
で
さ
え
共
通
し
た
理
解
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
は
 
困
難
で
 

あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
、
教
団
外
に
あ
る
者
に
共
感
を
与
え
る
こ
 

 
 

可
能
で
あ
ろ
う
。
天
理
教
の
内
部
に
お
い
て
も
、
出
来
る
だ
け
 
客
 観
 的
に
 

教
祖
み
き
を
取
り
巻
く
状
況
の
把
握
に
努
め
よ
う
と
す
る
動
き
は
 
あ
る
。
 

一
九
九
一
年
 に
 出
さ
れ
た
石
崎
正
雄
編
「
教
祖
と
そ
の
時
代
入
 
理
数
 史
 

0
 周
辺
を
読
む
 L
-
 天
理
教
道
文
 社
 ）
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
現
れ
 で
あ
ろ
 

ぅ
 。
こ
れ
は
、
教
祖
み
き
が
活
動
し
て
い
た
時
代
に
お
け
る
 
彼
ま
  
 

巻
い
て
い
た
社
会
状
況
を
 、
 残
さ
れ
て
い
る
当
時
の
資
料
等
に
 基
づ
い
 

て
 、
歴
史
学
的
な
視
占
か
ら
検
討
し
把
握
し
ょ
う
と
志
向
し
た
 
論
 文
 を
集
 

め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
著
に
お
い
て
著
者
も
執
筆
者
 
 
 

り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
著
者
の
そ
う
し
た
姿
勢
は
以
前
か
 
 
 

の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
 

さ
て
、
も
う
一
度
「
教
祖
の
軌
跡
」
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
 、
「
 神
 

め
 や
し
ろ
」
と
な
っ
た
後
の
孤
独
な
み
き
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
 
。
当
時
 

の
 理
想
の
ま
性
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
み
き
は
、
「
神
の
 

や
し
ろ
」
 

以
後
、
そ
の
評
価
を
反
対
に
す
る
ほ
ど
言
動
が
変
わ
り
、
親
戚
、
 

そ
し
て
 

村
社
会
か
ら
疎
遠
に
さ
れ
、
嫌
悪
さ
れ
、
軽
蔑
さ
れ
る
対
象
と
な
 っ
た
と
 

い
う
。
さ
ら
に
、
 
彼
ま
 自
身
も
自
分
の
変
化
に
悩
み
、
自
分
が
置
 
 
 

状
況
に
困
惑
す
る
。
こ
の
よ
う
に
 彼
 ま
が
疎
外
さ
れ
る
原
因
は
 、
 差
別
の
 

タ
ブ
ー
を
踏
み
越
え
た
こ
と
に
よ
る
と
著
者
は
主
張
す
る
。
つ
ま
 
 
 

女
の
言
動
は
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
と
は
異
な
り
、
そ
の
相
違
に
 
 
 

同
体
に
災
い
を
も
た
ら
し
か
れ
な
い
と
し
て
、
周
り
か
ら
忌
避
の
 
対
象
と
 

な
っ
た
と
い
う
。
著
者
の
こ
の
三
振
 は 、
前
著
か
ら
引
き
続
い
て
 
な
さ
れ
 

て
い
る
も
の
だ
が
、
当
時
の
大
和
地
方
の
社
会
文
化
的
、
あ
る
い
 
は
 歴
史
 

 
 
 
 

的
 状
況
が
考
慮
さ
れ
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
閉
鎖
的
な
村
社
 
会
 に
あ
 

っ
て
 、
 村
の
秩
序
を
乱
す
者
が
い
か
に
嫌
悪
さ
れ
た
か
、
と
り
わ
 
1
5
5
 

な
か
で
も
富
裕
な
名
家
の
王
 
婦
 が
突
如
、
共
同
体
の
価
値
観
に
対
 抗す
る
 



の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
内
蔵
が
出
て
き
た
 
時
に
は
 

身
重
だ
っ
た
こ
と
、
一
時
期
、
針
の
師
匠
に
な
り
お
針
子
を
と
 つ た
こ
と
 

な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
実
際
に
ど
の
程
度
、
家
族
を
始
め
と
し
て
 
 
 

ら
 隔
絶
さ
れ
て
い
た
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
 

そ
し
て
次
に
 、
 
み
き
の
お
こ
な
っ
た
癒
し
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
 
 
 

障
害
を
負
っ
た
忌
子
を
持
つ
母
と
い
う
立
場
か
ら
、
自
ら
が
 
樟
生
 0
 者
の
視
 

野
 に
立
つ
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
み
き
が
指
摘
さ
れ
た
。
女
性
に
 
関
す
る
 

様
々
な
タ
フ
ー
に
関
し
て
も
、
自
ら
の
出
産
を
通
し
て
そ
れ
ら
 
タ
 フ
 ー
を
 

の
り
こ
え
、
ま
た
、
遊
女
や
精
神
病
者
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
へ
も
 
救
 い
の
手
 

を
さ
し
の
べ
 
て
い
 
く
み
き
が
示
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
社
会
か
 
ら
 疎
外
 

さ
れ
て
い
た
人
々
を
 晒
 す
こ
と
は
、
「
社
会
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
 

た
 病
気
 

や
 病
者
へ
の
差
別
に
対
す
る
明
確
な
反
対
の
意
思
表
示
」
と
な
り
 ひ
 

て
は
、
み
き
の
教
え
が
「
社
会
を
変
革
す
る
宗
教
運
動
に
な
ら
ざ
 
る
を
 得
 

な
か
っ
た
」
の
だ
と
著
者
は
主
張
す
る
。
疎
外
さ
れ
て
い
る
底
辺
 
 
 

を
も
徹
底
し
て
救
お
う
と
す
る
行
為
は
、
宗
教
家
に
と
っ
て
は
ご
 
 
 

り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
を
文
化
・
社
会
的
な
文
脈
 
 
 

で
と
ら
え
て
、
行
為
自
体
が
当
時
の
社
会
へ
の
反
対
姿
勢
を
示
す
 
こ
と
に
 

な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。
 

さ
ら
に
、
「
社
会
を
変
革
す
る
宗
教
運
動
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
 

っ
た
 」
 

み
き
の
教
え
だ
が
、
彼
女
の
意
図
し
た
世
直
し
と
は
、
心
を
入
れ
 
替
え
る
 

こ
と
に
よ
 
コ
 て
な
す
人
間
の
再
創
造
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
 
こ
こ
 

で
も
、
世
直
し
の
視
点
は
、
あ
く
ま
で
も
 
被
 差
別
民
衆
の
存
在
に
 
あ
る
と
 

 
 

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
一
に
百
姓
 

救
 け
た
い
」
と
い
う
教
え
も
 
単
に
 

百
姓
を
た
す
け
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
枝
差
別
民
衆
へ
の
差
別
 
す
る
 心
 

を
 持
っ
て
い
る
こ
と
自
体
に
対
し
て
、
彼
ら
の
そ
の
意
識
を
変
え
 る
こ
と
 

こ
そ
が
、
み
き
の
考
え
て
い
る
た
す
け
な
の
だ
と
い
う
。
た
だ
 
残
 念
 な
が
 

ら
 、
本
論
文
で
は
そ
の
よ
う
な
百
姓
の
心
を
実
際
に
変
え
ら
れ
た
 
1
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
枝
差
別
民
衆
に
対
し
て
常
に
小
を
運
ん
 で
 

た
 
み
き
だ
が
、
彼
女
自
身
も
社
会
か
ら
差
別
さ
れ
疎
外
さ
れ
た
 
存
 在
 で
あ
 

っ
 た
こ
と
が
、
当
時
の
社
会
状
況
下
か
ら
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
 、
「
一
万
 

初
ま
り
の
話
」
に
お
い
て
、
神
が
人
間
を
創
り
だ
し
た
物
語
は
 
、
  
 

貧
富
や
貴
 賎
 の
 差
 な
く
「
 旨
 き
ょ
 ぅ
だ
ぃ
 」
で
あ
る
と
い
う
確
信
 を
 信
者
 

に
 与
え
た
が
、
日
本
が
強
固
な
天
皇
制
国
家
を
造
ろ
 う と
し
た
 過
 程
に
あ
 

っ
て
は
、
真
正
面
か
ら
の
反
体
制
神
話
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
 

彼
 女
が
説
 

い
た
人
間
観
で
は
、
神
の
働
き
が
み
ち
て
い
る
身
体
が
語
ら
れ
る
 
 
 

し
 、
当
時
の
社
会
で
は
、
文
明
開
化
の
最
中
で
病
気
観
も
変
化
し
 
、
国
家
 

の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
近
代
的
な
考
え
方
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
 
o
@
 」
 

よ
う
な
状
況
下
で
、
病
気
の
原
因
は
心
に
あ
る
と
す
る
彼
女
の
 病
気
 観
 

は
 、
こ
の
国
家
の
後
押
し
す
る
と
こ
ろ
と
は
逆
の
も
の
を
志
向
  
 

た
 。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
当
時
の
知
識
階
級
か
ら
の
 
蔑
 視
 を
当
 

吠
 呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
庄
屋
豪
農
の
王
 
婦
が
、
 

神
の
使
命
を
受
け
、
枝
差
別
民
衆
に
視
点
を
あ
て
「
 貧 」
に
落
ち
 

、
知
識
 

階
級
か
ら
も
共
同
体
か
ら
も
蔑
視
さ
れ
疎
外
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
 

 
 

説
く
言
葉
に
は
力
が
つ
き
、
教
え
に
耳
を
傾
け
る
人
が
で
て
き
  
 

う
 。
そ
し
て
、
彼
女
の
生
き
方
は
、
無
力
な
る
も
の
の
力
強
さ
を
 
%
 
ま
相
つ
 

て
い
る
の
だ
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
 
被
 差
別
 民
 

衆
の
中
に
は
、
み
き
の
教
え
に
従
う
も
の
は
い
な
か
っ
た
ら
し
い
 
 
 

だ
け
、
彼
ら
に
心
を
寄
せ
て
い
た
み
き
な
の
に
、
そ
の
教
え
が
 
彼
 ら
に
 共
 

感
を
呼
ば
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
 

最
 佐
の
鼎
談
に
お
い
て
 
著
者
は
 



 
 

 
 評

 

 
 

  真
宗
詰
組
織
の
固
い
結
束
が
そ
の
原
因
だ
と
し
て
い
る
が
、
本
当
 
に
そ
れ
 

だ
け
の
理
由
な
の
だ
ろ
う
か
。
興
味
の
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
 
 
 

次
は
、
一
九
七
八
年
に
発
表
さ
れ
た
 島
薗
 論
文
「
疑
い
と
信
仰
の
 
 
 

中
山
み
き
の
 
救
 け
の
信
仰
の
起
源
 
｜
 」
と
、
そ
の
後
記
と
し
て
 
ム
 「
同
事
 
目
か
 

れ
た
「
中
山
み
き
と
差
別
・
解
放
」
で
あ
る
。
論
文
で
は
、
中
山
 
み
き
が
 

教
団
外
の
立
場
か
ら
の
 

碍
 で
、
歴
史
上
の
ひ
と
り
の
人
物
と
し
 

て
 扱
わ
 

れ
て
い
る
。
彼
女
が
神
が
か
り
以
後
実
践
し
た
「
貧
へ
の
落
ち
 
き
  
 

の
 過
程
を
 、
 み
き
が
自
ら
の
信
仰
を
練
り
上
げ
て
い
く
重
要
な
期
 
間
で
あ
 

っ
 た
と
と
ら
え
て
、
そ
の
意
義
を
問
題
に
し
て
い
る
の
が
本
論
 文
 で
あ
 

る
 。
 

著
者
は
ま
ず
、
教
団
側
の
公
式
的
教
義
で
は
、
こ
の
過
程
を
「
 
神
 的
存
 

在
 で
あ
る
み
き
」
と
い
う
 

操
 で
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
し
て
 

、
そ
れ
 

と
は
違
う
視
点
を
と
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
公
式
的
教
義
と
は
 
相
 容
れ
 

な
い
と
こ
ろ
を
含
む
、
信
仰
者
に
伝
わ
る
伝
承
に
目
を
向
け
、
 

そ
  
 

中
か
ら
、
み
き
の
「
貧
へ
の
落
ち
き
り
」
の
意
義
に
関
す
る
解
釈
 
を
、
三
 

タ
イ
プ
に
ま
と
め
た
。
第
一
は
、
自
己
の
幸
せ
を
犠
牲
に
し
て
 
人
 々
の
 苦
 

難
を
身
代
わ
る
存
在
と
し
て
の
み
き
を
生
み
出
し
た
と
い
う
も
の
 第
二
 

は
 、
当
時
の
家
な
ど
の
し
が
ら
み
か
ら
精
神
を
開
放
す
る
た
め
に
 
必
要
な
 

っ
 た
と
い
う
も
の
、
そ
し
て
第
三
は
、
教
祖
と
し
て
宗
教
的
共
同
 
生
活
を
 

始
め
る
準
備
が
行
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
 
は
こ
れ
 

ら
の
解
釈
で
は
い
ず
れ
も
一
面
の
み
を
詰
る
に
す
ぎ
ず
、
み
き
の
 
 
 

側
に
入
っ
て
の
解
釈
で
は
な
い
よ
う
だ
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
 
 
 
 
 
・
 
ま
、
こ
 

@
 

れ
ら
の
解
釈
は
、
い
ず
れ
も
、
み
き
の
神
が
か
り
に
よ
り
天
理
教
 
は
 実
妹
 

生
 ま
れ
た
の
だ
と
い
う
教
団
側
の
見
解
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
 
い
，
っ
 
。
 

そ
こ
で
、
著
者
は
こ
の
見
解
を
と
ら
ず
、
こ
の
事
件
は
以
前
か
ら
 
蓄
積
さ
 

れ
て
き
た
夫
と
息
子
と
み
き
の
間
に
あ
っ
た
心
の
ゆ
き
ち
が
い
か
 
ら
 引
き
 

趣
 こ
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
立
場
を
と
る
。
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
 
、
 -
 
Ⅰ
 

神
 が
か
り
事
件
は
他
の
人
間
の
諸
行
動
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
 
こ
と
が
 

で
き
、
同
時
に
そ
の
後
の
み
き
の
宗
教
意
識
も
理
解
が
可
能
に
な
 
る
と
す
 

る
 。
こ
こ
で
，
著
者
は
教
団
の
視
点
に
立
た
な
い
こ
と
を
示
し
て
 
 
 

者
に
と
っ
て
の
み
き
で
は
な
く
、
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
み
 
キ
 -
 
を
 検
討
 

す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
 

そ
の
後
、
苦
者
は
、
「
貧
へ
の
落
ち
き
り
」
の
過
程
が
み
き
の
 

信
  
 

確
立
を
促
す
投
 割
 を
果
た
し
た
大
変
重
要
な
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
 
を
 再
度
 

指
摘
し
、
な
か
で
も
以
下
の
三
つ
の
要
素
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
 
と
 説
く
。
 

ま
ず
、
み
き
が
伸
が
か
り
の
不
条
理
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
う
ち
に
 
 
 

事
象
が
神
の
意
思
の
顕
現
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
 
@
 
@
 と
、
そ
 

し
て
、
心
の
葛
藤
の
原
因
で
あ
る
家
を
な
く
す
こ
と
で
み
き
は
 
チ
 、
の
 呪
縛
 

か
ら
解
放
さ
れ
、
新
し
い
生
活
の
な
か
で
単
純
な
喜
び
の
中
に
新
 
し
い
 希
 

望
 と
生
き
方
を
感
得
し
え
た
と
い
う
こ
と
、
最
後
に
 
、
 新
し
い
 タ
  
 

生
活
空
間
を
も
っ
た
信
徒
と
の
接
触
が
可
能
に
な
り
彼
ら
の
新
し
 
い
 希
望
 

と
 生
き
方
が
具
体
化
す
る
た
め
の
空
間
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
と
い
 うこ
と
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
 

三
 要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
補
 い
 支
え
合
 う
 こ
と
に
 

よ
っ
て
 、
 み
き
の
信
仰
が
確
立
さ
れ
た
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
 

こ
 の
 一
二
妻
 

素
と
、
 先
に
著
者
が
否
定
し
た
三
タ
イ
プ
と
の
間
に
は
あ
ま
り
 
太
 き
な
 差
 

は
な
い
。
著
者
も
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
 三 要
素
は
先
 
の
 一
二
ヵ
 

ノ
 

 
 

イ
 ブ
 を
土
台
と
し
て
考
察
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
 
 
 

 
 

も
の
を
立
場
を
変
え
て
再
度
み
つ
め
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
新
 た
な
 解
 

釈
を
見
出
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
著
者
が
か
ね
て
よ
り
 

 
 

て
い
る
、
研
究
者
に
よ
る
内
在
的
理
解
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
 
萌
 -
 
牙
が
 ，
つ
 



 
 

そ
し
て
最
後
に
は
、
本
論
文
を
通
し
て
考
察
し
て
き
た
天
理
教
と
 い ,
 
っ
 

新
し
い
宗
教
思
想
が
発
生
し
た
過
程
が
 、
 碩
を
追
っ
て
八
つ
の
 
段
 階
 に
ま
 

と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
内
容
は
上
の
三
 
要
素
を
 

抽
出
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
「
貧
へ
の
落
ち
き
り
」
過
程
を
八
つ
 
 
 

に
 分
け
ま
と
め
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
天
理
教
 
の
 根
本
 

で
あ
る
み
き
の
信
仰
が
、
ど
う
し
て
従
来
の
宗
教
と
は
異
な
っ
た
 
特
徴
を
 

も
つ
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
二
点
に
分
け
て
 
 
 

な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
 
、
 み
き
の
信
仰
は
決
し
て
突
外
の
悟
り
 

や
超
白
 

 
 

 
 

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は
 
 
 

 
 

な
 生
活
 

の
中
で
働
く
神
に
脱
皮
 
し
 、
首
尾
一
貫
し
た
意
思
を
も
つ
創
世
主
 幸
伸
 ま
 

で
な
っ
た
の
は
、
み
き
に
よ
っ
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
 
う
こ
と
 

で
あ
る
。
こ
の
 
二
 占
の
指
摘
も
、
教
団
の
公
式
Ⅱ
解
か
ら
で
は
 
認
め
ら
 

れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
教
団
の
外
部
か
ら
、
み
き
の
生
涯
を
検
討
 
す
る
こ
 

と
で
見
出
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
 

次
は
、
 島
薗
氏
に
よ
 
る
後
記
で
あ
る
が
、
先
の
論
文
執
筆
時
に
は
 
 
 

て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
「
差
別
と
解
放
」
と
い
う
祝
日
 

か
 ら
、
先
 

の
 論
文
で
扱
わ
れ
た
題
材
が
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
池
田
氏
の
 
前
 著
 で
あ
 

る
 
～
中
山
石
き
と
非
差
別
 民
ぬ
 
否
を
受
け
た
も
の
で
、
暉
生
口
者
と
 
 
 

一
つ
の
祝
月
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ま
ず
、
障
害
者
と
い
う
 視
 占
か
ら
 

は
、
 み
き
の
息
子
秀
司
の
存
在
に
任
 目
 が
な
さ
れ
る
。
池
田
氏
 
は
 み
き
が
 

秀
司
を
導
い
て
彼
を
生
ま
れ
替
わ
ら
せ
た
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
 
 
 

島
貢
氏
 
は
み
き
か
ら
秀
司
へ
の
働
き
か
け
だ
け
で
は
な
く
、
反
対
 
に
、
障
 

生
口
者
で
あ
っ
た
秀
司
の
存
在
が
み
き
へ
働
き
か
け
る
も
の
も
あ
っ
 

た
と
 考
 

察
す
る
。
そ
し
て
、
女
性
と
い
う
 視
 占
か
ら
は
、
み
き
が
新
し
く
 
1
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し
た
「
 講
 」
と
い
う
共
同
体
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 共同
体
 

 
 
 
 

解
放
と
い
う
観
点
を
考
察
し
て
い
る
。
初
期
の
天
理
教
女
性
信
者
 

が
も
つ
、
相
互
扶
助
や
自
己
形
成
の
場
と
い
う
特
徴
を
通
し
て
、
 

女
性
の
 

の
 生
涯
 

で
、
そ
の
女
性
が
性
別
役
割
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
家
族
 
以
  
 

ぃ
 人
間
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
親
密
で
対
等
な
夫
婦
関
係
を
築
 
い
  
 

様
子
に
目
を
向
け
る
。
そ
し
て
、
み
き
が
提
示
し
た
こ
の
よ
う
な
 
 
 

家
族
の
あ
り
方
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
削
ら
れ
て
い
く
家
族
 
像
 と
は
 -
 
珪
 

う
 家
族
と
夫
婦
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
著
者
 
よ
、
こ
 

@
 

れ
る
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
 
、
 み
き
が
「
生
涯
を
通
し
て
近
代
日
本
に
 

投
げ
か
 

け
た
」
ひ
と
つ
の
問
い
で
あ
る
と
玉
帳
し
、
そ
の
普
遍
性
を
問
  
 

る
 。
 

さ
て
、
第
三
部
は
関
一
敏
氏
の
「
教
祖
の
帰
還
 
｜
 中
山
み
き
の
 
生
 涯
に
 

み
る
通
過
儀
礼
的
構
成
と
そ
の
意
味
 ｜ 」
二
九
八
四
年
発
表
 -
 と
 附
記
、
 

そ
し
て
、
そ
の
後
の
研
究
の
ま
と
め
で
あ
る
「
は
じ
ま
り
の
事
態
 
」
か
ら
 

成
っ
て
い
る
。
前
半
の
論
文
で
は
、
 

J
.
 
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
英
雄
 
神
 諸
分
析
 

枠
組
み
を
援
用
し
て
、
一
人
の
教
祖
が
誕
生
す
る
過
程
が
検
討
さ
 
 
 

信
仰
の
あ
る
べ
き
姿
の
手
本
と
し
て
信
者
に
示
さ
れ
て
い
る
「
  
 

た
 」
と
し
て
の
教
祖
み
き
の
生
涯
を
、
ひ
と
つ
の
英
雄
神
話
と
し
 て
と
ら
 

几
 る
こ
と
で
解
釈
へ
の
道
を
探
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

ま
ず
、
著
者
は
、
「
ひ
な
が
た
」
と
し
て
の
み
き
の
生
涯
に
対
す
 
る
理
 

解
は
 ，
天
理
教
的
世
界
観
の
根
本
に
関
わ
る
と
同
時
に
諸
問
題
を
 
0
 字
 む
 

と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
歴
史
 
性
 と
並
 日
 

適
性
に
関
し
て
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
神
意
の
発
現
と
発
見
に
 
関
し
て
 



と
子
 

 
 害

る
 

紹介 

  か で
あ
る
。
前
者
で
は
、
信
仰
の
あ
り
方
と
し
て
手
本
で
あ
る
は
ず
 
の
 
「
 ひ
 

な
が
た
」
に
お
い
て
、
布
教
の
実
践
方
法
は
示
さ
れ
て
い
な
い
 
レ
 -
 い
 ，
つ
こ
 

と
が
述
べ
ら
れ
、
援
者
で
は
、
神
格
が
論
じ
ら
れ
る
教
団
公
式
 
見
 解
 と
し
 

て
の
「
完
成
形
と
し
て
の
教
祖
」
と
、
人
格
の
視
占
か
ら
論
じ
 ら
れ
る
 

「
完
成
途
上
の
教
祖
」
と
い
う
二
つ
の
教
祖
 

像
 が
示
さ
れ
て
い
る
 
 
 

次
に
、
著
者
は
「
出
発
」
 
｜
 
「
試
練
」
 ｜
 
「
帰
還
」
と
 

キ
ャ
 

ン
ベ
ル
の
英
雄
神
話
の
類
型
的
枠
組
み
を
用
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
 
対
 し
て
、
 

「
長
男
秀
司
の
治
ら
ぬ
 病
 ・
中
山
家
の
没
落
 

を
び
や
 

許
し
・
扇
の
さ
づ
け
」
 
｜
 
「
つ
と
め
場
所
普
請
 
三
 あ
し
き
は
ら
 

と
し
て
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
見
解
で
あ
る
「
啓
示
伝
達
の
困
難
」
「
 

カ
 の
 翻
弄
」
 

 
 

歌
 と
手
振
り
・
「
み
か
 
ぐ
 ら
う
た
ご
と
い
う
み
き
の
生
涯
を
当
 
て
は
め
 

る
 。
先
の
二
つ
の
教
祖
 
像
は
 、
こ
の
類
型
の
う
ち
「
試
練
」
の
部
 分 に
論
 

占
が
 置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
特
に
、
「
完
成
途
上
の
教
 
祖
 」
と
 

い
う
視
点
か
ら
の
「
試
練
」
に
目
を
向
け
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
 

は
、
み
 

き
の
生
活
者
と
し
て
の
試
練
と
宗
教
者
と
し
て
の
試
練
の
併
存
が
 
 
 

前
者
の
克
服
が
同
時
に
後
者
の
克
服
に
通
じ
て
い
る
と
指
摘
し
た
 
。
 ，
 
」
 れ
 

は
 、
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
主
張
す
る
、
実
は
「
帰
還
」
へ
の
移
行
こ
そ
 
が
 最
大
 

の
 試
練
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
困
難
 
な
 状
況
 

「
周
囲
の
誤
解
・
無
関
心
」
と
い
う
三
点
が
挙
げ
ら
れ
、
み
き
の
 

場
合
は
 

そ
の
な
か
で
も
伝
達
の
課
題
が
大
き
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
伝
達
の
課
題
は
 

、
 み
き
が
見
出
し
た
楡
に
よ
っ
て
 

解
決
 

さ
れ
、
「
帰
還
」
が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
 

る
 。
「
 み
 

ぐ
 ら
う
た
口
に
み
ら
れ
る
信
仰
者
夫
婦
の
普
請
の
い
き
い
き
と
し
 
た
様
 

に
 着
目
し
、
そ
の
具
体
的
な
描
写
が
途
中
で
比
倫
 的 表
現
に
転
じ
 
 
 

箇
所
に
圧
目
す
る
。
そ
こ
で
は
、
夫
婦
に
よ
る
普
請
が
、
世
界
の
 「
 ，
か
 

し
ん
」
や
心
の
「
ふ
し
ん
」
を
同
時
に
喚
起
す
る
よ
う
な
表
現
に
 
 
 

さ
ら
に
「
ふ
し
ん
」
に
伴
う
数
々
の
建
築
用
語
と
い
う
地
楡
 
的
媒
 介
 を
獲
 

得
し
て
後
、
そ
れ
以
前
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
ひ
と
つ
の
世
界
観
 
を
 提
示
 

し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
独
自
の
世
界
観
の
提
示
を
同
時
 
に
 伴
っ
 

た
 比
倫
 的
 媒
介
の
獲
℡
、
そ
の
比
倫
 的
 媒
介
の
発
見
こ
そ
が
み
き
 
を
 教
祖
 

と
し
て
「
帰
還
」
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
教
祖
 
伝
 を
ひ
 

と
つ
の
神
話
と
見
城
 
し
 、
そ
れ
を
神
話
解
釈
の
枠
組
み
を
使
っ
て
 解釈
を
 

施
そ
う
と
し
た
著
者
の
手
法
は
、
教
祖
伝
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
 
て
の
 新
 

た
な
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
教
祖
 
伝
 そ
れ
 自
 体
 の
 歴
 

史
的
真
偽
等
に
は
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
物
語
と
し
て
の
教
祖
 
伝
 分
析
の
 

み
に
専
心
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
元
亀
 薗
 氏
の
目
指
し
た
 
 
 

理
解
と
は
ま
た
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
 

と
い
 え
る
で
あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
、
著
者
は
再
録
に
あ
た
っ
て
附
記
を
寄
せ
、
先
の
論
文
で
 
 
 

地
楡
 的
 媒
介
と
し
て
建
築
用
語
の
み
に
 

圧
 目
し
た
が
、
そ
の
他
の
 
用
語
群
 

に
も
目
を
配
る
べ
く
、
当
時
落
と
し
て
い
た
 

参
暗
 
す
べ
き
論
文
を
 
 
 

て
い
る
。
ま
た
、
天
理
教
に
お
け
る
楡
の
構
造
を
 
、
 「
 う
れ
 」
「
 な
 る
 」
 を
 

表
象
す
 モ
 
「
 
元
 初
ま
り
の
 話
 
-
 」
に
代
表
さ
れ
る
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
 

ツ
 ク
な
古
 

層
と
、
 
「
つ
く
る
」
を
表
象
す
る
「
み
か
 
ぐ
 
ら
う
た
」
に
代
表
さ
 れ
る
 ょ
 

り
 新
し
い
 層
 と
の
重
層
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
 

 
 

中
央
に
あ
る
「
か
ん
 
ろ
 だ
い
」
と
、
こ
れ
を
軸
に
「
 か
 ぐ
 る
づ
と
 め
 」
 を
 

朋
 石
井
 件
が
 、
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
 
 
 

  

 
 
 
 

さ
て
、
最
後
の
「
は
じ
ま
り
の
事
態
」
で
は
、
み
き
が
ど
こ
に
 
舌
 
口
 
一
菜
 
や
 

行
為
の
源
泉
を
求
め
た
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
契
機
で
こ
の
事
 

 
 

じ
さ
せ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
軸
に
 

、
 み
き
が
獲
得
し
た
 
@
 語
や
  
 



ど
の
伝
達
媒
体
が
検
討
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
教
祖
み
き
に
 
関
す
る
 

記
憶
を
、
時
間
を
越
え
て
信
者
間
で
共
有
す
る
際
、
空
間
的
な
場
 
 
 

方
や
 、
身
体
的
な
所
作
の
持
っ
重
要
性
が
主
張
さ
れ
た
。
 

手
 お
ど
  
 

ぐ
 ち
づ
 と
め
な
ど
の
踊
り
を
通
し
て
、
陽
気
ぐ
ら
し
へ
の
構
え
は
 
体
得
さ
 

ね
 、
確
信
さ
れ
、
さ
ら
に
は
再
確
認
を
も
さ
れ
て
い
た
。
最
後
に
 
、
 み
き
 

の
 生
涯
の
持
つ
普
遍
的
意
味
に
つ
い
て
触
れ
、
み
き
の
生
涯
は
 
、
 神
の
存
 

在
 な
く
し
て
、
彼
女
が
理
想
と
し
て
掲
げ
た
よ
う
な
社
会
が
実
現
 
さ
れ
 得
 

る
の
か
と
い
う
問
い
を
世
俗
社
会
へ
投
げ
か
け
て
い
る
の
だ
と
 
王
 損
 し
て
 

 
 

最
後
の
第
四
部
に
は
、
池
田
氏
、
島
 薗
氏
 、
関
 氏
 に
よ
る
鼎
談
が
 
 
 

ら
れ
て
い
る
。
み
き
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
今
後
の
教
団
の
あ
 
 
 

ど
 話
題
が
多
方
面
に
わ
た
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
先
の
そ
れ
 
ぞ
れ
の
 

部
 に
比
ベ
ス
ト
レ
ー
ト
に
、
宗
教
者
と
宗
教
学
者
の
立
 
堤
が
 出
て
 
い
る
よ
 

っ
に
 感
じ
る
の
は
評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
 

 
 

う
な
形
で
双
方
が
話
し
合
い
の
席
に
着
き
、
お
互
い
の
立
場
か
ら
 
の
 論
を
 

展
開
す
る
様
は
と
て
も
興
味
深
い
。
時
に
は
、
前
の
部
で
書
か
れ
 
た
 内
容
 

の
 補
足
的
な
発
言
も
あ
り
、
論
文
の
部
分
が
よ
り
把
握
し
や
す
く
 
な
る
。
 

反
対
に
 、
 先
の
部
分
と
矛
盾
す
る
 発
 舌
口
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
鼎
談
  
 

形
式
上
し
か
た
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
 

本
書
で
は
、
教
団
外
部
の
人
間
で
あ
る
研
究
者
が
、
ど
こ
ま
で
 
信
  
 

あ
り
方
の
根
幹
に
ま
で
迫
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
 
い
と
 、
同
時
 

に
 、
教
団
内
部
の
人
間
で
あ
る
研
究
者
が
ど
こ
ま
で
客
観
的
に
自
 
ら
の
 信
 

仰
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
 問
い
が
 投
げ
か
け
ら
れ
て
 
 
 

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
教
祖
 伝
 に
関
す
る
、
三
者
の
扱
い
方
を
比
 

べ
て
み
 

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
池
田
氏
は
、
被
差
別
部
落
で
の
聞
き
取
り
 
を
 基
に
 

社
会
史
的
文
脈
の
中
で
み
き
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
画
期
的
な
指
 
摘
 を
な
 

し
た
。
が
、
一
方
で
、
論
文
で
は
教
団
公
式
見
解
で
あ
る
教
祖
 
伝
 を
そ
の
 

ま
ま
土
台
に
据
え
て
展
開
し
て
い
た
。
 

島
薗
氏
は
 
、
教
祖
 伝
を
引
 用
 し
つ
 

 
 
 
 

つ
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
な
ど
に
も
目
を
配
っ
て
い
た
。
そ
し
 

て
、
関
 

氏
の
論
文
で
は
、
教
祖
伝
の
歴
史
性
に
あ
ま
り
重
き
が
置
か
れ
。
 

ず
 、
教
祖
 

伝
は
 
一
種
の
神
話
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
論
 

丈
 に
お
 

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
角
か
ら
天
理
教
教
祖
で
あ
る
中
山
み
き
 
は
 見
事
 

に
 論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鼎
談
を
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う
 
に
、
そ
 

れ
ぞ
れ
が
他
の
論
文
か
ら
得
て
い
る
も
の
は
大
き
い
。
さ
ま
ざ
ま
 
 
 

エ
 ル
で
宗
教
間
対
話
が
展
開
さ
れ
て
い
る
今
日
、
本
書
の
よ
う
な
 
宗
教
者
 

と
 宗
教
学
者
と
の
対
話
も
も
っ
と
行
わ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
 だ
ろ
う
 

か
 。
少
な
く
と
も
、
本
書
が
そ
の
晴
夫
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
 
い
 で
あ
 

ろ
う
。
 



 
 

 
 

 
 

評
 

圭
 

本
書
は
、
全
一
二
巻
 
-
 
別
巻
一
冊
一
に
も
及
ぶ
、
「
講
座
日
本
の
 

伝
承
 

文
学
 ヒ
 の
な
か
の
第
五
巻
で
あ
る
。
 
各
 巻
の
編
者
を
見
渡
す
な
ら
 
、
伝
承
 

文
学
の
著
名
な
研
究
者
の
名
を
眼
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
 
講
座
は
 

こ
れ
ま
で
の
伝
承
文
学
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
 
な
 研
究
 

法
 が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
で
き
よ
う
。
 

本
書
の
編
者
は
、
福
田
晃
三
中
世
語
り
物
文
士
 
至
 
「
神
道
集
説
話
  
 

立
し
、
美
濃
部
 
重
克
宅
 中
世
伝
承
文
学
の
諸
相
 し
 、
村
上
草
 
-
 
高
日
我
物
 

語
の
基
礎
的
研
究
三
の
三
名
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
中
世
物
語
 の
 研
究
 

者
と
し
て
馴
染
み
深
い
人
た
ち
で
あ
る
。
ま
ず
は
本
書
の
全
体
的
 
な
 構
成
 

を
 
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
「
総
論
」
と
し
て
、
福
田
「
宗
教
伝
承
の
 

始
原
」
、
 

村
上
「
伝
承
と
教
義
の
は
ざ
ま
」
の
三
論
文
が
巻
頭
を
飾
り
、
 つ
い
で
 

「
 巫
 親
系
伝
承
」
二
 
三
 論
文
 -
 、
「
道
教
系
伝
承
」
三
三
論
文
一
、
「
 神
 道
糸
 伝
 

承
 」
 宍
 論
文
 -
 、
「
仏
教
系
伝
承
」
二
八
論
文
一
と
続
い
て
い
る
 

。
「
 宗
教
 

伝
承
」
と
し
て
、
正
親
系
・
道
教
系
・
神
道
系
・
仏
教
系
 
 
 

シ
 ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
 

福
田
晃
「
宗
教
伝
承
の
始
原
」
で
は
、
 

N
H
K
 

の
番
組
「
心
と
 

脳
 」
 シ
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 々
小
我
伝
承
の
世
界
」
 

福
田
晃
・
美
濃
部
 重
克
 
・
村
上
掌
編
 

リ
ー
ズ
の
六
回
目
に
あ
た
る
「
果
て
し
な
き
 
悩
 宇
宙
 ｜
 無意
識
 と
刮
刷
吐
姐
 

性
 」
が
導
き
と
な
り
、
宮
古
島
の
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
・
眼
間
ツ
ル
 
子
か
ら
 

 
 

聞
い
た
 成
巫
 過
程
、
「
如
意
識
の
世
界
か
ら
神
の
コ
ト
バ
も
と
 

-
 
 
 

付
注
 一
 汲
み
あ
げ
る
過
程
」
を
「
神
の
シ
ラ
シ
」
「
罹
病
」
「
 

入
 巫
 」
「
 修
 

業
 」
「
成
立
」
「
正
美
開
始
」
「
神
の
糠
 依
と
 
コ
ト
バ
」
に
分
け
て
 
詳
細
に
 

記
し
て
い
る
。
こ
の
 成
巫
 過
程
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
 し
て
、
 

「
幻
覚
の
な
か
で
神
が
 糠
体
 す
る
と
き
…
・
・
・
当
初
、
日
常
的
な
 

コ
  
 

示
さ
れ
た
の
に
対
し
、
つ
い
に
膝
を
叩
い
て
神
の
コ
ト
バ
を
韻
文
 
体
で
語
 

る
と
き
、
完
全
に
神
と
一
体
化
し
た
、
つ
ま
り
「
 
神
 開
き
」
し
た
 
」
こ
と
 

 
 

教
 体
験
 

と
 コ
ト
バ
」
「
 
@
=
 

ロ
 
ま
帥
表
現
」
「
イ
メ
ー
ジ
 

一
 
幻
視
・
 幻
映
二
 
「
身
体
 表
現
」
 

ほ
 つ
い
て
、
福
田
の
調
査
・
観
察
、
ま
た
映
像
資
料
を
通
じ
て
 

き
め
 組
 

か
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
 

-
 
」
の
柚
釜
 思
識
 世
界
か
ら
 
汲
  
 

ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
 

一
 コ
ト
バ
・
韻
律
・
イ
メ
ー
ジ
・
身
体
表
現
 

-
 斗
 
@
 よ
 ,
 

人
間
の
芸
術
活
動
の
源
泉
を
な
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
。
少
な
 

く
と
も
そ
の
立
者
の
発
す
る
コ
ト
バ
が
宗
教
文
学
と
深
く
か
か
わ
 
り
、
そ
 

 
 

の
 韻
律
が
宗
教
音
楽
を
生
み
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
 -
 
幻
視
・
 幻
映
 -
 が
 宗
教
 

絵
画
、
そ
の
身
体
表
現
が
宗
教
舞
踊
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
 
は
 疑
え
 

な
い
」
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
福
田
の
論
文
は
「
宗
教
伝
承
の
始
原
」
と
題
さ
れ
て
い
る
 
 
 

か
し
、
「
宗
教
伝
承
」
ま
た
そ
れ
と
「
始
原
」
と
の
関
係
に
つ
い
 

て
は
な
 

 
 

ん
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ケ
ー
ス
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
奄
美
 
の
 ユ
タ
 

 
 

の
場
合
、
ひ
と
り
の
男
性
を
親
 

ユ
 タ
と
す
る
弟
子
が
三
名
あ
げ
ら
 

 
 

る
 。
ま
た
、
宮
古
島
の
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
は
二
名
あ
げ
ら
れ
て
い
 

 
 

れ
る
の
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
奄
美
の
 ュ タ
 に
お
 



い
て
は
、
師
弟
間
に
「
宗
教
伝
承
」
と
呼
べ
る
も
の
が
な
か
っ
た
 
め
 だ
 る
 

う
か
。
宮
古
島
の
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
で
は
、
若
い
ほ
う
の
カ
ン
カ
 
 
 

｜
が
神
 ダ
ー
リ
 ィ
 に
な
っ
た
と
き
、
島
内
の
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
を
 

訪
れ
て
 

い
る
が
、
ケ
ー
ス
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
も
う
一
方
の
カ
ン
カ
カ
リ
 
サ
 ー
を
 

訪
れ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
奄
美
の
 ユ
 タ
の
場
合
は
 、
唱
 
え
る
舌
口
 

葉
や
太
鼓
の
叩
き
方
な
ど
に
お
い
て
、
師
資
相
承
の
も
の
が
数
多
 
 
 

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
 

神
 ダ
ー
リ
 ィ
 の
仕
方
や
 

そ
の
際
 

に
 現
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
奄
美
や
宮
古
島
の
宗
教
も
 
 
 

関
 わ
っ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
が
、
そ
れ
も
「
宗
教
伝
承
」
の
 
対
 象
 と
は
 

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
論
文
の
な
か
で
は
、
「
始
原
」
と
い
う
舌
口
業
に
ど
の
よ
う
な
 

意
味
 

合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
 

ュ
 タ
や
カ
 

シ
 カ
カ
リ
ヤ
ー
は
こ
の
「
始
原
」
な
る
も
の
か
ら
「
宗
教
伝
承
」
 

を
 受
け
 

継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
 論
文
 

の
 締
め
括
り
の
文
章
か
ら
、
ま
た
「
果
て
し
な
き
 脳 宇
宙
」
の
「
 
不
ア
ン
 

デ
ル
タ
ー
ル
人
の
小
は
、
わ
た
し
ど
も
の
無
意
識
の
世
界
に
生
き
 
続
け
て
 

い
ま
す
。
そ
の
深
い
 
蛆
 意
識
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
わ
た
く
し
た
 ち
 現
代
 

人
の
疲
れ
た
心
を
い
や
し
て
く
れ
る
大
き
な
力
を
秘
め
て
い
る
の
 
で
す
」
 

と
い
う
番
組
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
 、
こ
 

「
始
原
」
と
は
「
無
意
識
の
世
界
」
の
こ
と
で
あ
る
と
推
測
す
る
，
 

し
と
も
 

で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
に
も
つ
な
が
る
 「
民
族
 

や
 時
代
を
越
え
た
人
類
に
共
通
す
る
無
主
 
思
 識
の
世
界
」
を
「
始
原
 」
と
す
 

る
 
「
宗
教
伝
承
」
と
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
 

 
 

口
ィ
ト
や
 
ユ
ン
グ
以
来
、
「
無
意
識
の
世
界
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
 

方
 法
 に
よ
 

っ
て
探
究
さ
れ
、
今
や
大
脳
生
理
学
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
 

と
し
て
 

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
宗
教
伝
承
」
の
研
究
に
「
無
意
識
の
 

世
界
」
 

と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
視
角
を
提
唱
 
1
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い
え
る
。
 

 
 
 
 
 
 

村
上
草
「
伝
承
と
教
義
の
は
ざ
ま
 

親
鷺
 伝
説
を
例
と
し
て
」
 
 
 

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
伝
承
文
学
研
究
で
あ
る
。
「
門
徒
も
の
知
ら
 

ず
 」
と
、
 

も
っ
と
も
近
代
的
な
教
義
を
発
展
さ
せ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
浄
土
 
真
宗
に
 

お
い
て
、
雑
多
な
神
仏
習
合
的
信
仰
、
民
間
信
仰
が
排
除
さ
れ
て
 いる
と
 

考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
の
通
り
で
は
な
か
っ
た
 。
そ
れ
 

は
 、
明
治
期
以
降
と
く
に
昭
和
三
 
0
 年
伐
 に
 、
清
沢
満
之
の
教
 説
 に
従
 

っ
て
、
教
義
の
近
代
化
を
推
進
し
て
以
降
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
 

 
 

前
の
江
戸
時
代
末
期
に
、
真
宗
の
教
義
が
整
備
さ
れ
、
本
願
寺
に
 
よ
っ
て
 

統
制
さ
れ
た
以
降
、
昔
話
を
真
宗
の
教
義
に
も
と
づ
い
て
変
形
 
さ
 せ
て
、
 

布
教
が
 行
せ
 わ
れ
て
も
い
た
。
た
と
え
ば
、
蓮
如
に
 

よ
 る
大
蛇
 
-
 能
文
 -
 

済
度
の
伝
説
が
あ
る
。
全
国
各
地
に
流
布
す
る
蛇
身
得
脱
の
 モチ
  
 

な
く
、
罪
業
を
自
覚
し
、
阿
弥
陀
仏
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
救
 わ
れ
る
 

と
 説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
蓮
如
何
に
現
わ
れ
る
 
嫁
 威
し
の
 肉
付
き
 

面
の
話
も
、
読
経
や
祈
 禧
姦
力
 に
よ
っ
て
済
度
さ
れ
る
の
で
は
 
 
 

老
婆
の
繊
 悔
と
 称
念
に
よ
っ
て
鬼
面
が
外
れ
る
と
い
う
筋
に
な
 
っ
て
 
い
 

る
 。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
の
話
は
真
宗
王
国
と
い
わ
れ
る
 
北
 陸
地
方
 

で
も
数
少
な
い
の
で
あ
る
。
村
上
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
伝
承
 
と
 教
義
 

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
「
近
世
の
親
鸞
伝
記
」
「
平
太
郎
伝
承
の
 

諸
相
 三
 

「
在
地
の
親
古
伝
承
 

｜
 経塚
と
大
蛇
済
度
の
場
合
」
と
い
う
 具
 体
 例
を
 

検
討
し
な
が
ら
論
述
し
て
い
る
。
い
ず
れ
で
も
、
研
究
史
を
踏
ま
 
え
て
 手
 

堅
い
文
献
の
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
、
初
期
の
 
親
窩
伝
 

で
は
、
親
鸞
の
舌
口
動
に
対
す
る
記
憶
が
強
固
で
あ
っ
た
た
め
、
 

在
 地
 の
 信
 



書評と紹 

モ， V@l ナ 仰
や
伝
承
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
「
時
が
経
ち
、
原
始
真
宗
 
教
団
が
 

拡
散
変
質
す
る
に
つ
れ
て
、
在
地
の
信
仰
や
伝
承
と
の
妥
協
の
度
 
が
 進
展
 

し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
見
解
が
呈
示
さ
れ
て
い
 
る
 。
 そ
 

し
て
、
特
に
「
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
 
二
 十
四
章
 

伝
説
が
形
成
さ
れ
、
 
扶
 文
観
音
三
十
三
箇
所
巡
礼
と
対
抗
す
る
 形 で
 二
十
 

四
華
巡
歴
が
盛
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
親
鸞
の
験
者
化
は
更
に
 
促
進
さ
 

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
巡
礼
者
の
思
想
を
支
え
て
い
た
の
 
 
 

な
 真
宗
の
教
義
で
は
な
く
、
霊
地
結
縁
の
発
想
に
見
ら
れ
る
よ
う
 
に
 白
状
 

宗
教
的
な
要
素
が
基
底
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
 想
 像
 が
付
 

く
 」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
で
は
、
秩
父
三
十
三
観
 
昔
 巡
礼
 

と
 二
十
四
輩
巡
歴
と
の
対
抗
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
 
こ
と
は
 

惜
し
ま
れ
る
。
村
上
は
、
親
鸞
の
験
者
化
や
霊
地
結
縁
の
発
想
な
 
ど
の
 在
 

地
の
信
仰
・
伝
承
と
の
妥
協
、
そ
れ
と
 親
甘
 に
も
と
づ
い
た
真
宗
 
独
白
の
 

教
義
、
こ
の
「
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
の
も
と
に
親
鸞
伝
説
は
変
化
 
 
 

た
 」
と
、
親
鸞
伝
説
の
い
わ
ば
歴
史
的
な
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
 
o
@
 Ⅰ
 

「
せ
め
ぎ
合
い
」
に
こ
そ
、
教
義
と
唱
導
 

-
 
布
教
）
、
そ
し
て
 信
  
 

史
的
推
移
を
研
究
す
る
宗
教
史
の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
 

い
 だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
「
時
代
の
経
過
に
と
も
な
 

ニ
 変
化
と
教
 義
 の
 変
 

質
と
 、
そ
の
下
を
潜
っ
て
人
々
の
感
情
の
 ギ
 線
を
揺
さ
ぶ
っ
て
 
止
 ま
な
い
 

集
団
 血
 生
息
 
識
 的
な
原
型
の
要
素
と
を
ど
の
よ
う
に
析
出
す
る
か
。
 

宗
教
 伝
 

奉
文
芸
の
分
析
は
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
」
と
い
っ
た
舌
口
業
で
、
 

最
後
が
 

結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
「
集
団
 丑
 生
息
 
識
 的
な
原
型
の
要
素
」
に
つ
 
 
 

 
 

な
ん
ら
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
村
上
論
文
は
限
定
さ
れ
た
 

テ
 １
で
を
 

勝
つ
て
お
り
、
は
た
し
て
「
総
論
」
と
し
て
適
切
だ
っ
た
ろ
う
か
 

 
 

つ
ぎ
に
、
 各
 系
の
宗
教
伝
承
に
関
す
る
研
究
を
簡
潔
に
み
て
み
よ
 
 
 

正
 親
系
に
お
い
て
、
川
島
秀
一
「
積
重
・
神
人
成
立
 譚
を
  
 

て
 」
は
東
北
地
方
の
シ
ャ
ー
マ
ン
と
そ
の
宗
教
伝
承
を
探
っ
て
 い る
 。
 現
 

花
 で
も
活
動
し
て
い
る
シ
ャ
ー
マ
ン
と
伝
説
化
さ
れ
た
シ
ャ
ー
 
マ
 ン
 の
事
 

側
 が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
聞
き
書
き
が
報
告
さ
れ
て
 ぃ る
が
 

に
く
く
、
「
成
 立
譚
 」
の
分
析
に
終
始
し
て
い
る
き
ら
れ
が
あ
る
 

シ
 ヤ
ー
マ
ン
に
な
る
「
成
立
 
譚
 」
と
宗
教
伝
承
と
の
結
び
つ
き
が
 。

そ
れ
 

 
 

に
し
て
も
、
「
侍
童
，
神
人
」
と
い
う
論
文
名
は
ど
の
よ
う
な
 

所
  
 

け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
高
橋
一
郎
「
巫
女
・
 

ユ
 タ
奄
美
の
  
 

成
立
儀
礼
と
 カ
 ミ
グ
 チ
 」
で
は
、
川
島
論
文
と
同
じ
よ
う
な
 モ
 チ
ー
フ
 

で
、
ユ
タ
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
 
。
研
究
 

書
 を
ま
と
め
た
一
般
的
な
も
の
と
著
者
の
調
査
し
た
も
の
が
あ
げ
 
ら
れ
て
 

い
 る
が
、
や
や
長
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

ヵ
 ミ
グ
 チ
 に
 っ
  
 

っ
と
 細
故
を
割
い
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
た
。
 

カ
 ミ
グ
 チ
 を
 記
し
 

た
 ノ
ー
ト
を
互
い
に
見
せ
合
う
「
カ
ミ
祭
の
場
は
ユ
タ
に
と
っ
て
 
伝
承
と
 

学
習
の
場
で
も
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
 

親
 ユ
タ
 と
 の
 関
係
 

と
と
も
に
、
こ
こ
に
重
点
を
置
い
て
考
察
し
た
な
ら
、
ユ
タ
の
  
 

「
宗
教
伝
承
の
世
界
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
一
層
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
 

 
 

な
か
ろ
う
か
。
岩
田
勝
 -
 
故
人
 -
 「
神
子
と
法
右
近
世
前
期
  
 

る
 郷
村
祭
祀
の
祭
司
 
層
 」
は
、
近
世
前
期
の
中
国
地
方
の
神
楽
で
 
 
 

子
 と
法
者
が
 
ぺ
ア
 に
な
っ
て
、
氏
神
祭
祀
だ
け
で
な
く
、
村
方
 
祭
  
 

楽
 
・
湯
立
て
 ，
 ト
占
，
 祈
肩
 と
と
も
に
、
死
霊
鎮
魂
儀
礼
 ｜
 浄
土
 神
楽
を
 

 
 

執
行
し
て
い
た
こ
と
を
、
史
料
を
駆
使
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
 
。
そ
し
 

 
 

て
 、
寛
文
五
年
 -
 論
文
冒
頭
の
部
分
で
は
、
寛
文
人
 午
 と
な
っ
て
 い
る
Ⅰ
 

幕
府
が
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
を
制
定
し
た
以
降
、
吉
田
神
道
の
祭
 

 
 

通
 し
て
い
く
な
か
で
、
死
霊
鎮
魂
の
神
楽
が
失
わ
れ
、
神
楽
の
場
 
 
 



子
が
退
い
て
男
の
社
人
が
中
心
と
な
っ
て
い
き
、
氏
神
祭
祀
・
 

村
 市
祭
祀
 

が
 大
き
く
転
換
し
て
い
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
宗
教
伝
承
が
断
絶
 
 
 

つ
 た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
 

道
教
系
で
は
「
神
仙
思
想
」
「
陰
陽
思
想
」
「
庚
申
信
仰
」
と
い
う
 

論
文
 

名
 が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
適
切
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
も
大
ざ
 っぱ
過
 

ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
村
史
は
浦
島
 子
 説
話
が
始
祖
伝
承
 か
ら
 異
 

郷
 訪
問
詰
 
に
 変
質
し
、
「
丹
後
国
風
土
記
し
に
記
録
さ
れ
て
、
 

神
  
 

問
譚
 と
な
っ
た
こ
と
を
、
記
紀
神
話
は
も
と
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

東
南
 

・
沖
縄
・
中
国
な
ど
の
類
似
し
た
事
例
を
あ
げ
て
考
察
  
 

る
 。
だ
が
、
「
類
例
」
が
ど
の
よ
う
な
万
法
論
に
基
づ
い
て
列
挙
 
さ
れ
た
 

の
か
、
不
鮮
明
で
あ
る
。
伝
承
の
変
容
も
し
く
は
重
層
性
と
い
っ
 

た
 祝
日
 

か
ら
、
古
代
の
神
仙
思
想
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
付
け
て
考
察
 
し
た
ほ
 

う
が
有
意
義
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
浦
俊
介
「
陰
陽
 
回
心
 
相
小
｜
 

｜
 
「
 
篭
墓
 内
仏
」
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
「
 
篭
算
 内
仏
し
に
記
さ
 れ
た
 牛
 

頭
 天
王
の
説
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
牛
頭
天
王
と
他
の
鬼
神
と
の
 
習
ム
ロ
、
 

梓
邪
 の
た
め
の
年
中
行
事
に
関
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
「
 

管
篤
 円
仁
 し
 

で
は
、
牛
頭
天
王
説
話
に
お
い
て
行
疫
神
「
金
神
」
を
 蘇
民
将
 来
 の
 兄
 

「
 
巨
旦
 大
王
」
と
同
体
の
存
在
と
し
て
 習
ム
コ
 
さ
せ
る
こ
と
が
編
者
 
0
 目
的
 

の
 一
つ
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
は
「
金
神
」
へ
の
恐
怖
と
そ
の
 

子
 防
 法
と
 

し
て
の
五
節
供
の
実
践
、
牛
頭
天
王
信
仰
を
喧
伝
し
て
い
た
祇
園
 
社
 の
 陰
 

場
師
や
宿
曜
道
の
一
派
が
関
わ
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

五
節
供
 

で
の
食
べ
物
「
節
食
」
や
正
月
の
門
松
に
関
す
る
興
味
深
い
指
 摘
も
あ
 

る
 。
だ
が
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
「
金
枝
篇
」
を
引
い
て
、
「
粉
食
品
 
を
毛
 

皮
膚
・
 肉
 ・
青
 
-
 
や
骨
髄
 -
 と
観
ず
る
占
で
、
古
代
ア
ー
リ
ア
人
 の
 
「
 
動
 

物
 供
犠
」
 や
 ア
ズ
テ
カ
の
「
 
テ
オ
ク
ア
ロ
 
-
 
神
を
食
う
 儀
 -
 と
 
「
 
篭
篇
 」
 

の説信 、   
  



紹
介
 

 
 

評
 

キ
 
土
日
 

勇
一
比
丘
尼
な
ど
に
よ
っ
て
生
み
た
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
 6
0
 「
 
曲
且
 

入
寺
縁
起
」
二
七
六
一
年
）
の
鏡
掛
松
伝
説
に
見
え
る
小
野
 草
 の
妻
の
 

伊
勢
参
り
か
ら
、
熊
野
比
丘
尼
の
活
動
を
指
摘
し
た
点
は
興
味
深
 
 
 

が
 、
「
 勢
陽
 雑
記
」
（
一
六
五
六
年
）
な
ど
に
は
、
ど
う
し
て
小
野
 

豊
の
妻
 

が
 登
場
し
て
い
な
い
の
か
、
さ
ら
に
探
究
し
て
み
る
余
地
が
あ
ろ
 
，
つ
 
。
 里
 

木
 祥
子
「
八
幡
信
仰
「
八
幡
宮
巡
拝
 記
 」
を
め
ぐ
っ
て
」
で
 
斗
よ
 

｜
 
@
 ,
  
 
一
 

二
六
 0
 年
代
に
編
纂
さ
れ
た
「
八
幡
宮
巡
拝
 記
 」
を
、
「
巡
礼
的
 縁
起
的
 

部
分
」
「
利
生
譚
」
「
霊
験
 譚
 」
に
分
け
て
考
察
し
、
個
人
的
な
現
 世 利
益
 

0
 面
、
い
わ
ば
「
福
神
」
信
仰
、
宇
佐
地
方
の
山
岳
修
験
的
な
 
八
 幡
 信
仰
 

や
 
「
都
会
的
な
編
者
の
個
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
曽
根
原
理
「
 

山
王
 信
 

仰
 

「
日
吉
山
王
利
生
記
」
を
中
心
に
」
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
 

に
 作
成
 

さ
れ
た
「
日
吉
山
王
利
生
記
」
か
ら
、
当
時
の
山
王
信
仰
の
諸
相
 
を
 分
析
 

す
る
。
山
王
権
現
の
性
格
と
し
て
、
王
法
と
仏
法
の
守
護
神
、
 

天
 白
玉
や
天
 

照
 大
神
に
勝
る
権
威
者
、
帰
依
者
（
縁
故
者
，
叡
山
僧
）
の
擁
護
 
者
を
あ
 

げ
 、
ま
た
記
家
の
文
献
「
山
家
要
略
記
 L
 と
比
べ
て
、
具
体
的
な
 

一
宗
 内
 

部
 ほ
と
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
を
も
っ
た
「
利
生
」
を
説
き
、
中
世
 
社
会
に
 

「
山
王
神
の
概
念
」
を
広
げ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
個
別
 

の
 権
門
 

を
 超
え
た
、
宗
教
的
な
権
威
創
出
の
動
向
を
読
み
取
る
余
地
は
な
 
い
 た
 る
 

ぅ
か
 」
と
、
す
ぐ
れ
た
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
 
宗
教
的
 

な
権
威
創
出
」
が
日
吉
山
王
 社
 ・
十
禅
師
の
巫
 
槻
 
-
 廊
御
こ
 
や
 樹
下
 

僧
 、
ま
た
八
王
子
の
閉
籠
衆
の
活
動
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
 
ほ
 つ
い
 

て
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
川
崎
剛
志
「
熊
野
信
仰
 

熊
野
縁
 

起
 」
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
「
熊
野
山
略
記
 

目
 に
掲
載
さ
れ
た
二
種
 の
 縁
起
 

を
 取
り
上
げ
て
、
そ
の
編
纂
方
法
を
検
討
し
、
縁
起
の
編
纂
と
い
 
ぅ
 営
み
 

自
体
が
新
た
な
縁
起
を
創
出
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
 
。
福
田
 

晃
 
「
天
神
信
仰
「
北
野
天
神
縁
起
目
の
方
法
」
は
、
「
総
論
 
」
と
は
 

異
な
っ
て
、
一
転
し
て
着
実
な
文
献
考
証
に
よ
る
研
究
で
あ
る
 。
「
北
野
 

天
神
縁
起
 口
 建
久
 本
 と
承
久
本
を
研
究
史
を
踏
ま
え
て
、
子
細
 に
 検
討
 

し
 、
両
者
と
も
に
慈
円
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
真
下
美
弥
子
 「
 
一
 
御
幸
 血
 

信
仰
「
牛
頭
天
王
縁
起
口
を
中
心
に
」
で
は
、
「
牛
頭
天
王
 

縁
起
」
 

を
 祇
園
社
・
感
禅
院
の
信
仰
や
祭
祀
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
す
る
 とと
も
 

に
 、
こ
の
縁
起
が
京
洛
の
祭
祀
空
間
な
か
で
ど
の
よ
う
に
上
演
さ
 
れ
た
の
 

か
を
考
察
す
る
。
真
下
は
、
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
た
ん
な
る
 

テ
 ク
ス
ト
 

と
し
て
扱
 う
 の
で
は
な
く
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
着
目
し
て
 

、
牛
頭
 

天
王
の
縁
起
も
物
語
も
「
祭
礼
と
の
密
接
な
関
わ
り
」
か
ら
語
ら
 
れ
 演
じ
 

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
呪
術
的
な
性
格
が
内
在
さ
れ
る
」
と
 
指
 摘
 す
る
 

の
で
あ
る
。
 

仏
教
系
に
お
い
て
、
 
渡
逼
昭
五
 

「
阿
弥
陀
信
仰
「
選
択
本
願
 念仏
 

集
 」
を
中
心
に
」
で
は
、
「
選
択
本
願
念
仏
集
 

ヒ
 な
ど
を
あ
げ
て
 、
法
然
 

の
教
説
 つ
ま
り
専
修
念
仏
Ⅱ
浄
土
門
の
提
唱
、
そ
の
動
揺
、
阿
弥
 

陀
号
の
 

人
名
化
に
よ
る
阿
弥
陀
信
仰
の
通
俗
化
、
そ
し
て
「
阿
弥
 
号
 の
 零
 落
 に
よ
 

る
観
 土
日
信
仰
」
へ
の
転
換
な
 ビ
 が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
 な
 宗
教
 

思
想
史
的
な
記
述
に
終
始
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
美
濃
 

部
重
克
 

呂
 長
谷
寺
観
音
 験
記
 」
の
世
界
」
は
、
観
音
霊
験
譚
の
伝
承
 世
 界
 の
な
 

か
で
「
長
谷
寺
観
音
 
験
記
 」
が
霊
験
の
主
題
と
モ
チ
ー
フ
、
ま
た
 イ
デ
オ
 

ロ
ギ
ー
に
関
わ
る
次
元
で
も
っ
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
特
に
 

長
谷
寺
 

の
 
「
隠
り
く
の
泊
瀬
」
と
呼
ば
れ
た
場
所
性
に
ま
つ
わ
る
「
古
層
 

」
に
 由
 

 
 

来
す
る
面
と
し
て
、
「
日
光
感
 
情
の
 モ
チ
ー
フ
」
を
も
つ
長
谷
 観
 昔
の
申
 

撰
 

し
子
譚
 、
亡
者
と
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
他
界
霊
地
と
す
る
伝
承
 
を
 踏
ま
℡
 

え
 た
 鞘
遁
 
・
再
会
 譚
 、
ま
た
長
谷
寺
の
外
護
の
王
法
と
の
関
わ
り
 をイ
デ
 



オ
ロ
ギ
ー
的
に
強
調
す
る
面
を
指
摘
し
、
霊
験
譚
の
伝
承
の
深
層
 
に
 潜
ん
 

だ
 宗
教
的
お
よ
び
政
治
的
な
世
界
に
奥
深
く
分
け
入
っ
て
い
る
。
 

杉
山
友
 

美
 
「
地
蔵
説
話
の
伝
承
「
地
蔵
流
し
」
霊
験
譚
の
伝
播
に
っ
 
い
て
」
 

は
 、
「
紙
片
に
印
 摺
 し
た
地
蔵
尊
像
を
河
海
に
流
し
て
供
養
す
る
 」
地
蔵
 

流
し
を
題
材
と
し
た
霊
験
譚
の
伝
播
経
路
、
「
説
話
の
通
っ
た
 
道
 」
を
 尋
 

ね
て
い
る
。
中
央
 
一
 
江
戸
 一
 か
ら
地
方
へ
、
ま
た
地
方
か
ら
 中
 東
一
一
ポ
 

阪
一
 へ
と
い
う
伝
播
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
と
と
も
に
、
臨
済
宗
の
寺
 

院
 が
伝
 

播
 の
 拠
占
 と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
橋
本
章
 彦
 
「
毘
沙
門
天
の
 伝
承
 ｜
 

｜
 
「
鞍
馬
 蓋
 奇
縁
起
」
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
「
鞍
馬
毒
手
縁
起
 
」
を
 詳
 

し
く
検
討
し
、
 
原
 
「
鞍
馬
寺
縁
起
」
の
復
元
を
試
み
、
「
鞍
馬
寺
 
の
 始
原
」
 

と
し
て
山
岳
仏
教
家
が
毘
沙
門
天
を
「
水
神
の
統
制
」
の
た
め
に
 
祀
っ
た
 

こ
と
を
指
摘
す
る
。
渡
辺
信
和
「
大
和
に
お
け
る
太
子
伝
承
 

大
蔵
 寺
 

蔵
 聖
徳
太
子
絵
伝
を
対
象
と
し
て
」
で
は
、
大
蔵
 
寺
蔵
 聖
徳
太
子
 絵
伝
の
 

説
話
や
図
像
を
他
の
聖
徳
太
子
絵
伝
と
と
も
に
検
討
し
、
南
都
に
 
伝
承
さ
 

れ
た
聖
徳
太
子
伝
を
受
け
て
絵
伝
が
南
都
絵
所
に
よ
っ
て
制
作
さ
 
れ
た
こ
 

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
大
森
恵
子
「
宗
祖
・
高
僧
信
仰
 

「
弘
法
 

大
師
行
状
絵
詞
 ロ
と
 稲
荷
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
「
弘
法
大
 

 
 

絵
詞
 ヒ
に
絵
と
 
詞
を
通
じ
て
表
わ
さ
れ
た
弘
法
大
師
と
稲
荷
明
神
 の
 知
遇
 

伝
承
と
稲
荷
山
勧
請
・
祭
祀
伝
説
を
も
と
に
し
て
、
教
化
活
動
 を
 展
開
 

し
 、
東
寺
の
鎮
守
稲
荷
と
し
て
の
伏
見
稲
荷
の
信
仰
圏
を
全
国
的
 に
 拡
大
 

し
て
い
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
「
宗
祖
 高
僧
 信
 

仰
 」
と
い
う
よ
り
稲
荷
信
仰
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
 、
「
海
神
 

稲
荷
」
や
「
仏
教
的
稲
荷
信
仰
」
な
ど
と
い
っ
た
独
自
の
用
語
 
と
と
も
 

に
 、
「
稲
荷
明
神
と
弘
法
大
師
が
宗
教
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
」
 

な
ど
と
 

い
っ
た
稲
荷
信
仰
の
論
じ
方
に
少
な
か
ら
ず
疑
問
を
抱
く
の
は
 
私
  
 

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 

以
上
、
二
 0
 論
文
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
 コメ
 1
6
6
 

な
し
て
き
た
。
「
宗
教
伝
承
の
世
界
」
の
奥
深
さ
を
あ
ら
た
め
て
 知
る
こ
㎝
 

 
 
 
 

と
が
で
き
た
反
面
、
そ
の
研
究
法
の
困
難
さ
も
否
応
な
く
思
 
い
知
 ら
さ
れ
 

た
 。
編
者
た
ち
に
は
、
「
総
論
」
の
な
か
で
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
 「
々
小
ヰ
 

寡
 

伝
承
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
説
明
し
、
 

各
 系
の
分
類
を
ど
の
よ
 
う
 な
 観
 

点
か
ら
行
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
記
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
四
つ
の
 
系
へ
の
 

分
類
や
そ
の
命
名
、
ま
た
 各
系
 に
取
り
上
げ
ら
れ
た
信
仰
 
ノ
思
相
   

し
て
適
切
で
あ
っ
た
か
も
検
討
す
る
余
地
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
 
こ
 ,
 
つ
 

し
た
基
本
的
な
作
業
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
い
く
つ
か
興
味
 
深
く
す
 

ば
ら
し
い
論
文
も
あ
っ
た
が
、
 

窓
意
 的
で
散
漫
な
印
象
し
か
与
え
 な
 
い
論
 

文
集
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 



0
 第
五
七
回
学
術
大
会
 

口
木
宗
教
学
会
第
五
 
セ
 同
学
術
大
会
は
、
九
月
一
三
日
 -
 
ロ
 -
@
 一
 五
日
 

一
人
一
に
か
け
て
、
龍
谷
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
催
き
れ
 

、
 -
 
、
 

0
0
 
人
の
参
加
者
、
二
九
六
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 

九
月
一
三
口
一
日
一
大
宮
学
舎
 

一
 三
時
 ｜
一
 三
時
三
 0
 分
 

開
会
式
 

公
開
講
演
会
 

一
 三
時
三
 0
 分
 @
 
一
五
時
三
 0
 分
 

「
宗
教
哲
学
の
課
題
日
本
宗
教
学
会
と
 
龍
 谷
大
学
」
 

龍
 谷
大
学
名
誉
教
授
石
田
慶
和
 

「
蓮
如
上
人
と
本
願
寺
教
団
」
 

龍
 谷
大
学
名
誉
教
授
干
葉
菜
 隆
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
三
時
三
 
0
 分
｜
 
一
五
時
三
 0
 分
 

本
願
寺
拝
観
室
田
尻
、
飛
雲
閣
等
）
一
六
時
 ｜
 
一
七
時
 

一
七
時
三
 0
 分
｜
 
一
九
時
三
 0
 分
 

理
事
会
 

九
月
一
四
口
一
月
 @
 
 深
草
学
舎
 

九
時
 @
 
一
二
時
 

研
究
発
表
 

評
議
員
選
考
委
員
会
一
 
0
 晴
三
 0
 分
 @
 
一
二
時
 

一
二
時
 ｜
一
 三
時
三
 0
 分
 

評
議
員
会
 

一
 三
時
三
 0
 分
｜
 
一
六
時
一
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
六
時
二
 0
 分
 @
 
一
七
時
四
 0
 分
 

会
員
総
会
 

一
八
時
 @
 二
 0
 時
 

懇
親
会
 

九
月
一
五
口
一
人
 一
 
深
草
学
舎
 

z" 
ニス 

報 

一
九
九
八
年
度
学
会
賞
選
考
委
員
会
報
告
 

杉
村
靖
彦
 

寮
都
 大
学
助
教
授
一
の
研
究
業
績
に
つ
い
て
 

審
査
対
象
「
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
思
想
意
味
の
探
索
」
 

 
 

一
 副
文
社
、
一
九
九
八
年
二
月
刊
 -
 

 
 

本
書
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
思
想
を
 

Ⅰ
 
勺
 
*
 し
ぼ
 

そ
の
全
体
に
わ
た
っ
て
見
渡
し
、
全
思
索
を
貫
く
根
本
的
な
問
題
 

 
 

に
 即
し
て
理
解
し
ょ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
著
者
は
そ
れ
を
「
 
 
 

0
 
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
一
九
九
八
年
九
月
一
三
日
一
日
 
-
 一
 三
時
三
 0
 分
｜
 
一
五
 時
コ
 一
 

 
 

場
所
 
龍
 谷
大
字
比
興
一
 
0
 
三
教
室
 

出
席
者
 
島
薗
進
 、
立
川
武
蔵
、
寺
国
書
 基
 、
西
山
茂
、
藤
田
正
 
勝
、
 

宮
田
 登
 

書
面
参
加
一
松
本
 滋
 

議
事
 

一
 、
今
年
度
学
会
賞
受
賞
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
業
績
の
審
査
 

そ
の
結
果
、
 ム
 「
年
度
は
杉
村
靖
彦
 著
 
「
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
 
思
 印
相
 

心
 

意
味
の
探
索
」
を
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
推
薦
理
由
 
 
 

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
時
 @
 
 一
二
時
 

研
究
発
表
 

「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
一
二
時
 
｜
一
 三
時
四
 0
 分
 

一
 三
時
三
 0
 分
 @
 
一
六
時
五
 0
 分
 

研
究
発
表
 

閉
会
式
 



｜
ル
 思
想
の
統
合
的
理
解
」
と
よ
ん
で
い
 こ
 。
現
代
苦
学
の
み
 な
ら
 

ず
 、
人
文
科
学
社
会
科
学
の
き
わ
め
て
広
 い
冊
 囲
の
諸
問
題
に
積
 極
的
 

に
 関
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
注
目
す
べ
き
業
績
を
あ
げ
て
 
キ
  
 

ク
ー
ル
で
あ
る
が
、
そ
の
諸
著
作
を
論
じ
る
場
合
、
そ
の
思
想
の
 
中
核
 

に
は
理
解
が
及
ん
で
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
う
し
た
研
究
状
況
 
 
 

で
、
著
者
は
リ
ク
ー
ル
思
想
の
中
核
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
を
明
ら
か
 に
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
の
諸
領
域
で
の
仕
事
が
よ
り
適
切
 
に
埋
 

解
 で
き
る
よ
う
に
な
る
と
主
張
す
る
。
 

で
は
、
そ
の
思
想
の
中
核
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
 
 
 

ず
、
 ①
（
行
為
し
受
容
す
る
人
間
の
自
己
了
解
）
と
い
う
点
に
 
求
め
 

る
 。
世
界
に
距
離
を
取
り
、
認
識
の
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
出
発
 
占
 
を
確
 

足
 し
よ
う
と
す
る
近
代
哲
 学
 で
優
位
を
占
め
た
立
場
と
異
な
り
 

世
界
 

に
 密
着
し
て
日
々
行
為
し
て
い
る
人
間
が
立
ち
止
ま
っ
て
（
自
己
 ） を
 

問
い
、
自
ら
の
あ
り
か
た
を
（
了
解
）
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
 
ら
哲
 

学
は
始
ま
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
ま
た
、
②
悪
の
経
験
を
重
ん
 じな
 

が
ら
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
根
源
的
肯
定
へ
と
っ
 

な
ぐ
 
（
意
味
を
 

こ
う
し
た
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
の
主
題
が
直
接
に
追
求
さ
れ
る
 領
 

贈
与
 

域
 

す
る
言
葉
）
へ
の
信
頼
と
い
う
占
に
も
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 
行
為
 

す
る
人
間
が
、
困
難
な
生
に
出
会
い
、
受
苦
し
つ
つ
、
そ
れ
を
 
超
 
え
て
 

（
 ョ
 一
口
 

朋
 ）
の
 力
 を
信
じ
、
意
味
を
探
索
し
つ
つ
行
為
し
て
い
く
 
過
 樺
を
 

解
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
の
全
体
を
貫
く
主
題
 であ
 

り
 、
独
自
性
で
あ
る
と
す
る
。
 

を
 、
著
者
は
初
期
の
「
意
志
の
哲
 学
 」
か
ら
近
年
の
「
 
他
 と
し
て
 
0
 目
 

己
 1
 自
身
 ヒ
に
 至
る
ま
で
、
と
き
に
潜
在
し
つ
つ
太
い
柱
を
な
し
 て
き
 

た
 
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
し
て
く
く
り
出
す
。
そ
し
て
こ
の
独
自
 

の
哲
 

学
的
人
間
学
の
主
要
な
影
響
 源
が
 、
哲
学
的
（
反
省
）
の
源
泉
を
 行
為
 

的
 主
体
に
生
ず
る
自
然
な
自
己
了
解
に
求
め
る
、
ナ
ベ
ー
ル
 
ら
 の
  
 

省
 哲
学
」
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
哲
学
的
人
間
学
か
ら
出
発
し
 
な
が
 

 
 
 
 

ら
 、
そ
の
徒
の
リ
ク
ー
ル
は
象
徴
や
言
葉
を
媒
介
と
し
た
 へ
 具
体
 的
皮
 

省
 ）
の
遂
行
と
し
て
の
解
釈
学
へ
と
進
む
。
そ
こ
で
の
主
題
 
は
、
  
 

の
 実
存
の
根
源
的
な
は
た
ら
き
を
 昭 ら
し
出
す
言
葉
の
創
造
的
な
 

作
用
 

の
 解
明
と
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
介
し
て
人
間
が
悪
を
超
え
、
 

根
  
 

肯
定
へ
の
 憧
 景
を
（
自
己
化
）
す
る
と
い
う
事
態
の
解
明
で
あ
る
   

そ
れ
ら
も
、
実
は
（
行
為
し
生
苦
す
る
人
間
の
自
己
了
解
）
 

と
い
 
う
哲
 

学
的
人
間
学
の
主
題
に
深
く
 

凹
 わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
続
い
 

て
、
 

著
者
は
リ
ク
ー
ル
思
想
の
独
自
性
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
 
な
 も
 

つ
 倫
理
思
想
と
存
在
論
に
つ
い
て
論
じ
、
最
後
に
 
、
 彼
の
哲
学
が
 
 
 

ス
ト
教
理
解
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
  
 

る
 。
 

リ
ク
ー
ル
の
全
著
作
を
統
合
的
に
理
解
し
、
再
構
成
す
る
と
い
う
 
著
 

者
の
意
図
は
十
分
に
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
 
占
 @
 
で
 

本
書
が
高
い
価
値
を
も
つ
こ
と
、
ま
た
著
者
の
宗
教
学
者
と
し
て
 
0
 ム
 フ
 

後
の
仕
事
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
 
だ
 る
 

う
 。
評
価
が
分
か
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
、
こ
の
書
物
が
ど
の
よ
 
う
 な
 

意
味
で
宗
教
学
的
と
い
え
る
の
か
と
い
う
占
に
 
関
七
る
 。
著
者
は
 
こ
の
 

書
物
を
哲
学
者
リ
ク
ー
ル
の
思
想
を
読
み
解
く
試
み
と
し
て
位
置
 
 
 

て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
読
解
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
宗
教
 
理
解
 

 
 

し
か
し
、
著
者
は
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
が
、
伝
統
的
に
宗
教
理
解
の
 
中
 

小
的
主
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
き
た
人
間
の
実
存
的
な
自
己
 

更
 親
に
 



 
 

場
所
 
龍
 谷
大
宇
 西
費
 大
会
議
室
 

日
時
一
九
九
八
年
九
月
一
三
日
一
日
一
一
七
時
三
 0
 分
 @
 
一
九
 時
三
 

報
 

 
 

0
 理
事
会
 

焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
を
 
強
調
 

し
て
つ
ま
な
い
。
リ
ク
ー
ル
思
想
の
核
心
を
な
す
反
省
哲
学
や
哲
 
学
的
 

人
間
学
の
中
心
的
テ
ー
ゼ
で
あ
る
、
悪
の
経
験
や
へ
意
味
を
贈
与
 
す
る
 

言
葉
）
の
重
視
と
い
う
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
実
存
的
な
自
己
 
更
 親
に
 

関
 わ
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
自
身
 は 
つ
ね
に
宗
教
的
な
も
の
 
を
背
 

景
 と
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の
緊
張
関
係
の
も
と
に
哲
学
的
思
索
を
進
 
め
て
 

き
た
こ
と
も
第
 
5
 章
で
説
得
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
論
じ
 
 
 

て
い
る
事
柄
の
多
く
ほ
 
、
 実
は
宗
教
理
解
に
深
い
つ
な
が
り
が
あ
 る
も
 

の
で
あ
る
。
 

著
者
は
リ
ク
ー
ル
の
思
想
全
体
を
こ
の
悪
を
ま
め
が
れ
る
こ
と
の
 
 
 

き
な
い
人
間
存
在
と
そ
の
自
己
超
越
の
経
験
に
引
き
寄
せ
て
理
解
 
 
 

う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
長
所
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
点
を
強
 
調
し
 

す
ぎ
て
い
る
の
で
ほ
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
な
い
で
も
な
い
 
 
 

か
し
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
占
に
こ
そ
リ
ク
ー
ル
恵
和
 

こ
 
の
七
 %
 

教
学
ら
し
い
捉
え
方
が
あ
る
も
の
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
る
こ
 と
も
 

で
き
る
。
実
存
へ
の
問
い
と
実
存
に
関
わ
る
経
験
を
重
ん
じ
て
き
 
た
日
 

本
の
宗
教
哲
学
の
伝
統
に
 
、
 新
し
い
方
向
性
を
切
り
開
 -
 
」
う
と
す
 
る
可
 

能
 性
を
も
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

以
上
の
理
由
か
ら
、
本
委
員
会
 は 本
書
を
一
九
九
八
年
度
日
本
 宗
 教
 

学
会
学
会
賞
を
授
賞
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
業
績
で
あ
る
と
判
断
す
 
る
 。
 

      一議   
席 
者 

藤治 
事 よ 一口 呂 

結 明選 選っ調度     
果 が考 挙 い さ の 七 
  な委結 て れ 収 年 

度 
  
庶 
務 
報 

田範 坂間 市智 
  と "   

  
報土     
混一 ロ     ら続     

  



一
 、
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
七
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
名
誉
ス
 %
 具
に
 つ
い
て
 

本
年
度
は
櫻
井
徳
太
郎
氏
を
名
誉
会
員
に
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
 
 
 

た
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

名
古
屋
市
の
南
山
大
学
に
お
い
て
一
九
九
九
年
九
月
一
七
日
 
-
 
金
 -
 

@
 
一
九
日
一
日
 -
 に
開
催
の
予
定
で
あ
る
こ
ど
が
、
同
大
学
の
青
山
 
玄
 

理
事
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
続
い
て
同
大
学
の
甘
 3
2
 
ミ
 ・
ヱ
臼
 四
幅
 

評
議
員
よ
り
、
公
開
講
演
会
に
替
え
て
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
と
 
土
、
 
,
 

同
で
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
予
定
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
い
く
つ
 
か
 

0
 分
科
会
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
催
を
企
画
し
て
い
  
 

こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
 

従
来
編
集
委
員
で
あ
っ
た
石
井
研
 士
 、
岩
本
一
夫
、
棚
 
次
 正
和
、
 ノ
弘
 

井
政
之
 、
中
別
府
温
和
、
藤
田
正
勝
の
六
氏
に
代
わ
っ
て
 
、
 新
た
  
 

声
名
定
道
、
安
達
義
弘
、
菊
多
雅
子
、
小
坂
 国
継
 、
阪
本
是
丸
、
 
 
 

何
枚
男
の
 人
 氏
に
編
集
委
員
を
委
嘱
し
た
こ
と
、
ま
た
、
石
井
研
 士 

氏
 に
は
総
目
録
号
の
作
成
の
た
め
に
、
一
年
間
編
集
委
員
を
続
け
 
 
 

い
た
だ
く
こ
と
が
 
井
門
 会
長
よ
り
報
告
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
将
来
構
想
に
つ
い
て
 

学
会
の
活
性
化
な
ら
び
に
幅
広
い
年
齢
の
会
員
に
学
会
業
務
を
分
 
担
 

で
き
る
よ
う
、
新
た
に
四
つ
の
委
員
会
（
将
来
構
想
委
員
会
、
庶
 
務
 

委
員
会
、
国
際
委
員
会
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
 委
 -
 
貝
ム
 
至
を
作
る
考
え
 
 
 

あ
る
こ
と
が
金
井
常
務
理
事
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
会
員
問
   

0
 評
議
員
選
考
委
員
会
 

日
時
一
九
九
八
年
九
月
一
四
日
一
月
）
 
一
 0
 時
三
 0
 分
 @
 
一
二
 時
 

場
所
 龍
 谷
大
字
三
一
号
館
 
五
 0
 四
教
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
石
田
慶
和
、
上
田
 閑
照
 、
 金
井
 

新
 三
 、
佐
々
木
 宏
幹
 、
 島
薗
進
 、
田
丸
徒
書
、
長
谷
正
常
、
 

華
園
聴
麿
 
、
藤
井
正
雄
、
渡
辺
 学
 、
井
 門
富
 二
夫
 

議
事
 

一
 、
新
評
議
員
の
選
考
（
第
二
回
 -
 な
 行
っ
た
。
評
議
員
の
年
齢
 こ
つ
 

@
 

い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
、
本
年
度
の
選
考
委
員
会
集
と
し
て
、
 

次
 回
 

T
 一
 
O
0
 

一
年
）
の
役
員
改
選
の
時
期
ま
で
に
、
評
議
員
に
っ
 

い
  
 

も
 
一
種
の
定
年
制
を
と
る
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
 

ム
云
 

長
 に
提
案
さ
れ
た
。
 

連
絡
を
密
に
す
る
た
め
に
も
、
研
究
動
向
や
会
員
の
業
績
等
を
掲
 
載
 

 
  

 

す
る
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行
が
井
 門 会
長
よ
り
提
案
さ
れ
た
。
 

 
 

 
  

 

協
議
の
結
果
、
理
事
会
で
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

 
  

 
 
 

Ⅰ
 
I
A
H
R
 

に
つ
い
て
 

五
月
二
二
日
 @
 

二
五
日
に
ド
イ
ツ
の
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
で
開
か
れ
 

 
 

国
際
宗
教
学
会
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
区
学
術
大
会
、
国
際
委
員
会
、
並
 
び
 

に
 
執
行
委
員
会
に
つ
い
て
荒
木
美
智
雄
常
務
理
事
よ
り
報
告
が
あ
 
 
 

 
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

一
二
月
八
日
に
行
わ
れ
る
哲
学
研
速
王
 

催
の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
 
テ
 
 
 

で
 、
並
び
に
本
学
会
か
ら
高
橋
 渉
氏
 に
講
演
を
依
頼
し
た
こ
と
が
 
華
 

国
穂
 麿
 常
務
理
事
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
（
別
記
参
照
 
-
 



O
 総
会
 

日
時
一
九
九
八
年
九
月
一
四
日
 -
 
月
一
一
六
時
二
 0
 分
｜
 
一
七
 時
四
 

報
 

 
 

 
 

場
所
 
龍
 谷
大
学
頭
 真
館
 

0
 評
議
員
会
 

日
時
一
九
九
八
年
九
月
一
四
口
 -
 
月
 -
 一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

場
所
熊
谷
大
学
二
一
号
館
 五
 0
 二
教
室
 

出
席
者
九
一
名
 

議
事
 

一
 、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
 -
 

一
 、
会
計
報
告
 一
 金
井
常
務
理
事
 -
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 -
 
堀
越
選
挙
管
理
 
委
員
 

艮
一
 

評
議
員
選
考
委
員
会
の
審
議
状
況
な
ら
び
に
役
員
選
考
の
方
針
  
 

つ
い
て
 
@
 
押
川
金
時
 @
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
（
 寺
国
 学
会
賞
選
考
委
員
長
 
-
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

一
 
青
山
理
事
一
 

一
 、
編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
（
 井
門
 会
長
 -
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
道
 は
 つ
い
て
一
 車
国
 常
務
理
事
 -
 

名
誉
会
員
に
つ
い
て
（
 井
門
 会
長
 -
 

一
、
 I
A
H
R
 
に
つ
い
て
 
宰
 ル
木
常
務
理
事
一
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
 に
つ
い
て
 

六
月
二
二
日
に
行
わ
れ
た
宗
教
学
研
道
正
 催の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
 
 
 

い
て
宮
家
宰
常
務
理
事
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
数
五
六
五
名
、
定
足
数
一
八
九
名
、
出
 店
者
 

数
一
 委
任
状
提
出
者
を
含
哲
二
八
七
名
、
よ
っ
て
総
会
は
 

成
立
し
た
。
 

議
事
 

一
 、
開
会
 

一
 、
議
長
に
 龍
 谷
大
学
教
授
の
渡
 逼
 隆
生
評
議
員
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 
金
井
常
務
理
事
一
 

一
 、
会
計
報
告
 一
 
金
井
常
務
理
事
一
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 -
 
堀
越
選
挙
管
理
 
委
員
 

長
 -
 

評
議
員
選
考
委
員
会
の
審
議
状
況
な
ら
び
に
役
員
選
考
の
方
針
  
 

つ
い
て
 
-
 
升
 門
 会
長
 -
 

一
 、
新
評
議
員
の
選
任
一
別
記
参
照
）
 

一
 、
新
評
議
員
に
よ
る
理
事
、
監
事
の
互
選
と
選
任
（
別
記
参
照
 
 
 

場
所
 
龍
 谷
大
字
二
号
館
 一
 0
 三
教
室
 

出
席
者
新
評
議
員
六
七
名
 

一
 、
新
理
事
に
よ
る
常
務
理
事
の
互
選
と
選
任
 -
 
別
記
参
照
）
 

場
所
 
龍
 谷
大
学
二
号
館
 一
 0
 三
教
室
 

出
席
者
新
理
事
三
四
名
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

寺
国
 学
会
 貫
 選
考
委
員
長
の
説
明
の
後
、
杉
村
靖
彦
氏
の
業
績
に
 
対
 

す
る
第
三
三
回
日
本
宗
教
学
会
賞
の
授
与
が
行
わ
れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
三
目
凹
理
事
 
-
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

一
井
門
 会
長
 -
 

一
、
 I
A
H
R
 
に
つ
い
て
 
塞
 爪
木
常
務
理
事
一
 

171@ (569) 



0
 
 ヨ
 小
数
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
一
九
九
八
年
九
月
一
五
日
 -
 
人
 -
 一
二
時
 ｜
一
 三
時
四
 0
 分
 

場
所
 
龍
 谷
大
学
二
一
号
館
 五
 0
 四
教
室
 

出
席
者
声
名
定
道
、
安
達
義
弘
、
石
井
研
 

士
 、
市
川
裕
、
 
岩
 不
 
一
 

夫
 、
薄
井
 篤
干
 、
気
 多
 雅
子
、
小
坂
国
綱
、
佐
藤
憲
昭
、
下
 

田
 正
弘
、
鈴
木
 岩
弓
 、
鈴
木
正
 崇
 、
 棚
大
 正
和
、
永
井
政
 

之
 、
中
別
府
温
和
、
藤
田
正
勝
、
星
川
皆
無
、
弁
円
高
二
夫
 

議
事
 

一
 、
刊
行
報
告
 

第
七
二
巻
第
二
韓
三
一
七
口
 巴
 
掲
載
本
数
は
論
文
四
本
、
展
 胡
 正
一
 

本
 、
書
評
一
一
本
。
 

一
 、
編
集
方
針
 

第
七
二
巻
第
三
 
輯
 
圭
一
八
口
 芭
 
以
降
の
投
稿
論
文
に
対
す
る
 

査
 -
 
十
 
-
 
眈
 

者
を
決
定
し
、
書
評
 本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

編
集
委
員
会
よ
り
七
月
一
一
日
の
理
事
会
に
提
案
し
た
総
目
録
写
 
 
 

成
 に
係
わ
る
組
織
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
費
用
等
に
つ
い
て
石
井
 
委
 員
 

よ
り
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

日
本
人
の
氏
名
の
ロ
ー
マ
字
表
記
を
三
一
八
号
よ
り
 
姓
 ・
名
の
順
  
 

変
更
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
は
 つ
い
て
 
-
 
宮
家
常
務
理
事
一
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
 
-
 
車
国
常
務
理
事
一
 

一
 、
閉
会
 

0
 
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
究
連
絡
委
員
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
が
 下
記
 

 
  

 

の
 
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
 

 
 

 
  
 

日
時
一
九
九
八
年
一
二
月
八
日
 -
 
人
）
 
一
 三
時
 @
 

一
七
時
 

 
 

 
  
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

テ
ー
マ
「
転
換
期
に
お
け
る
人
間
」
 

演
題
及
び
演
者
 

「
人
間
の
転
換
的
本
質
に
つ
い
て
」
 

篠
 
憲
二
一
東
北
大
学
教
授
一
 

「
歴
史
の
終
り
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
」
 

佐
藤
康
 邦
 
-
 東
京
大
学
教
授
一
 

「
 ゃ
 
一
コ
 
術
と
 テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
「
転
換
」
の
意
味
 
を
ョ
寺
 

ね
て
」
 

小
林
信
之
二
足
都
市
立
芸
術
大
学
助
教
授
 
-
 

「
転
換
期
に
お
け
る
中
国
士
大
夫
の
思
考
様
式
」
 

池
田
秀
三
 
-
 京
都
大
学
教
授
一
 

「
親
鸞
に
お
け
る
 加
罪
と
 救
い
」
 

田
中
 教
照
 
-
 武
蔵
野
女
子
大
学
教
授
一
 

天
 併
存
の
時
代
）
に
お
け
る
人
問
と
宗
教
」
 

高
橋
 

渉
 
-
 宮
城
学
院
女
子
大
学
教
授
一
 



会 報 

0
 
一
九
九
七
年
度
庶
務
報
告
 

一
事
業
 

 
 

第
五
六
回
学
術
大
会
は
一
九
九
七
年
九
月
一
三
日
よ
り
一
五
日
   

三
日
間
、
慶
応
義
塾
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
詳
細
は
 ヨ
 コ
 
。
 

教
 研
究
」
三
一
四
号
に
掲
載
。
 

㈲
日
本
宗
教
学
会
賞
 

一
九
九
七
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
は
、
下
田
正
弘
氏
 

-
 東
京
大
学
 

助
教
授
）
の
「
 浬
架
 経
の
研
究
大
乗
経
典
の
研
究
方
法
 
試
 

%
 型
に
対
し
て
授
与
さ
れ
た
。
 

二
ム
万
ム
 口
 

総
会
二
回
Ⅰ
常
務
理
事
会
二
回
 
-
 、
理
事
会
三
回
Ⅰ
 評
 議
 

貫
合
二
回
 一
 、
学
会
賞
選
考
委
員
会
Ⅰ
一
回
 -
 、
「
宗
教
研
究
」
 編
 

集
 委
員
会
三
回
 -
 、
計
一
一
回
の
会
合
が
開
か
れ
た
。
詳
細
 
 
 

「
宗
教
研
究
」
三
一
二
号
 @
 
三
一
四
号
に
掲
載
。
 

三
会
計
 -
 
ぬ
 発
行
状
況
 

「
宗
教
研
究
」
三
一
二
号
 

一
 
第
七
一
巻
第
一
揖
）
 
@
 
三
一
五
号
 
一
 
第
 

七
一
巻
第
四
 
輯
 -
 が
 刊
行
さ
れ
、
論
文
二
一
本
、
書
評
二
七
本
、
 

第
 

五
六
回
学
術
大
会
公
開
講
演
二
本
、
研
究
発
表
二
七
七
本
が
掲
載
 
 
 

れ
た
。
 

0
 日
本
宗
教
学
会
役
員
名
簿
二
九
九
八
 

入
会
長
 V 
 
丼
門
富
 二
夫
 

ハ
 常
務
理
事
 V
 
 
阿
部
美
哉
 

大
村
英
昭
金
井
新
三
 

佐
々
木
 宏
幹
島
 貢
進
 

田
島
照
久
田
丸
徒
書
 

長
谷
正
常
幸
国
穂
 麿
 

渡
 遺
賢
 陽
 

ハ
 理
事
 V 
 

青
山
立
 

建
 

荒
井
 

献
 

伊
藤
 
幹
治
 

伊
藤
 
唯
真
 

瓜
生
 津
隆
 真
大
貫
 
隆
 

小
田
淑
子
葛
西
 
實
 

何
彼
 

昌
倉
 淫
行
 洋
 

阪
本
是
丸
櫻
井
治
男
 

白
山
背
太
郎
末
木
立
夫
 
士
 

関
一
敏
芹
川
博
通
 

高
木
 
訴
 元
高
田
信
良
 

立
川
武
蔵
谷
口
茂
 

鶴
岡
 
賀
 雅
音
国
書
 基 

中
村
恭
子
西
村
急
信
 

甘
ヨ
 安
安
・
 
エ
の
 
一
の
 

一
め
 橋
本
武
人
 

藤
本
陣
 彦
 

平
敷
台
 治
 

堀
尾
 

孟
 

間
瀬
 
啓
允
 

松
本
溺
水
垣
 
渉
 

安
 蘇
合
正
彦
 

池
上
泉
 正
 

井
上
順
孝
 

大
事
 

顧
 

加
藤
智
見
 

幸
木
 

貢
 

佐
藤
憲
昭
 

鈴
木
右
目
 

薗
田
 

稔
 

竹
沢
尚
一
郎
 

塚
本
啓
 祥
 

中
牧
 

弘
光
 

西
村
浩
太
郎
 

花
岡
水
子
 

星
野
英
紀
 

校
長
官
 慶
 

宮
田
元
 

荒
木
美
智
雄
 

木
村
清
孝
 

鈴
木
 

範
久
 

土
屋
 

博
 

藤
井
正
雄
 

新
井
昭
 廣
 

 
 宇

都
宮
輝
夫
 

岡
 

亮
二
 

川
崎
信
定
 

古
賀
相
剋
 

 
 鈴

木
正
宗
 

日
貨
龍
彦
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1997 年度 日本宗教学会 決算報告   く支出 ノ 

会費 16,821,500 会読直接刊行 費 G.@g5.GlG 

賛助会費 840,000 会読発送 費 1,053.771 

会話売上金 37,100 編集諸費 317,760 

第 56 回大会参加費 1,749,230 第 56 回大会費用 2,200 ． 000 

出版助成金 400,000 日本宗教学会賞賞金 200,000 

岸本・諸声・ 石津・ 堀 学会賞諸費 252,335 

埴谷             基金利子 34.482 会合 費 397,222 

預金利子 5.732 通信連絡 費 634,317 

前年度繰越金 1,288.03g 事務用品 費 437,398 

印刷費 384,115 

本部 費 4r543 。 2G0 

関係学会費 120,685 

事務所 費 1.541,769 

名簿作成準備 費 312,320 

次年度繰越金 1.@95,5l5 

き十 21,176,083 計 21 。 176.083 

1998 度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く支出 ノ 

会費 16,800.000 会話直接刊行 費 7,000,000 

賛助会費 910,000 会詫 発送 費 1,l00 ． 000 

会話売上金 30,09 口 編生 諸費 300,000 

第 57 回大会参加費 1.560.00% 第 n7 回大会費用 2,200 『 000 

出版助成金 400,000 日本宗教学会賞賞金 200,000 

岸本・諸 声 ・石津・ 堀 学会賞諸費 250,000 

増谷             基金利子 30.000 選挙関係費 400,000 

預金利子 5.000 会合資 400,000 

著作権 使用料 100,000 通信連絡 費 600,000 

前年度繰越金 1,8g5,515 事務用品 費 400,000 

印刷費 400,000 

本部 費 41500 ， 000 

関係学会費 120,000 

事務所 費 1,500 ， 000 

名簿作成費 650,000 

総目録与作成準備 費 460,000 

予備費 1,250 ， 5L5 

計 2l.730 ， 515 I+@ 21,730,515 
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La Revoluci6n Mexicana y el nacionalismo protestante : 
A traves del 6rgano interdenominacional protestante 

El Mundo Cristiano 

OKUBO Norihiro 

En el sen0 del gobierno revolucionario mexicano, que tuvo intenci6n de 

producir sistemsticamente un nacionalismo oficial, se encontraron algunos 

protestantes, lo que se explica por el desarrollo de la tendencia nacionalis- 

ta en el protestantismo mexicano, es decir, el nacionalismo protestante, 

con el que no debia de ser inconciliable el universalismo protestante. 

Algunos autores, como Bastian y Baldwin, ya han tratado este tema en 

parte, per0 con poca suficiencia en cuanto a la 6poca en que el nacionalis- 

mo protestante estuvo en su apogeo. Este ensayo, utilizando algunos 

articulos de El Mundo C~ist iano,  6rgano interdenominacional protestante 

publicado durante la misma Ppoca, analiza 10s problemas politico-sociales 

y las dificultades teolSgicas con 10s que se enfrentaba el protestantismo, y 

aclara la formaci6n del nacionalismo protestante como consecuencia de 

todo ello. 



Dong-Hak and its Way of Thoughts : 
Referring to Millenarianism 

KAWASE Takaya  

Dong-Hak ($39) is generally recognized as Korea's first "new religion". 

The  founder, Choi Je-Woo (&%,&), declared his religion as new "Eastern 

Teaching" in 1860 and Dong-Hak exerted a strong influence on the 

peasants in southern Korea. 

Dong-Hak has two major scriptures titled Dong-Gyeog Dae-jeon (%%% 
f and Yong-Dan Yu-Sa (%@38). We can find in these scriptures the 

following characteristics : 

I )  Nationalistic thought. We can see such slogans a s  "Assist the nation 

and save the people" (%El??.R). We can confirm that  Choi Je-Woo and 

others felt the threat of the West a t  that time. 

2 )  Egalitarian thought. The  thought that everyone has inner deity ( i 3 X  

2 )  is the base of Dong-Hak egalitarianism. It was this thought that 

challenged Lee Dynasty feudal system. 

3) Millenial thought. Dong-Hak presents millenial thought called Hu 

Cheon Gae Byeok (f&XElM). 

4 )  The  importance of incantation. Dong-Hak emphasized the power of 

incantation. We can recognize it a s  a kind of traditional belief. 

5) Co-Confucianism. Choi Je-Woo insisted that his religion was greater 

than any other religion because he extracted the essence of Confucianism, 

Buddhism, and Taoism. He blamed corrupt ethic of Confucianism, but he 

also said "My teaching is very similar to Confucianism." He recognized 

himself as  the successor to Confucius. 

This paper attempts to  introduce the essence of Dong-Hak's thoughts 

and to search out resources concerning the roll that Dong-Hak played in 

modern history of Korea. 

( 5 i 6 )  iii 



Fukuzawa Yukichi's View on Religion : 
A Study of His Essays on Shinshu Buddhism 

MORIYA Tomoe 

In former studies of Fukuzawa Yukichi's view on religion, Fukuzawa 

has been criticized too generally as indifferent to religion, or that his 

interest in religion was a mere pragmatic line of thought. However, such 

critics have neglected the insight of his favorable comments on Shinshu 

and the close relationship to Shinshu in his life history. 

This article focuses on his essays on Shinshu and uncovers the influence 

of the moral code of modern Shinshu, the "Shin-zoku nitai" ideology, on 

his ideas of "religion." Fukuzawa presented in Jiji-shinpo not only his 

perspective on future "civilized" religion, but also his collaborative essays 

on the reconstruction of the Shinshu Otani sect lead by Kiyozawa Manshi 

and the Kyokaijigen-sha society. 

"Shin-zoku nitai" ideology influenced Fukuzawa's views on religion, but 

his understanding of the ideology was far different from the nationalistic 

submission of Shinshu orthodoxy. Therefore, it may be estimated that 

Fukuzawa's way of "Shin-zoku nitai" acted as another possibility of 

modern Shinshu Buddhism. 



Over-belief and James' Religious Thought 

YASUZAWA Sachi yo 

The aim of this article is to  approach James' religious thought by way 

of his original notion of "over-belief." In summarizing the fundamental 

structure of religious experience, this notion helps us to  comprehend the 

way James understands religion. 

On the one hand, "over" points to "the more," the subconscious continua- 

tion of our conscious life. This is the region James characterized as  

"mystical," from which religious experiences come. 

On the other hand, "belief" is considered so positively in James' thought 

as  to be identified with the wager of our whole self on the possible beyond 

objective evidence. 

Superimposing these two factors, "over-belief" constitutes the basic 

experience we find a t  the core of all religions. "The more," opened up by 

this experience in the depth of our interior existence, will be "verified" 

only by our inspired actions leading to the "salvation of the world." Here 

lies the religious significance of James' pragmatism. 




