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と
の
対
話
を
重
視
し
て
い
た
。
当
時
、
私
は
、
ジ
ョ
ン
・
カ
ブ

氏
か
ら
招
待
さ
れ
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
相
対
性
理
論
を
討
議

す
る
別
の
学
会
に
出
席
し
て
い
た
。
ク
レ
ア
モ
ン
ト
滞
在
中
は

さ
ま
ざ
ま
な
面
で
延
原
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
が
、
同
氏
が
米

国
宗
教
学
会
に
新
し
く
設
置
さ
れ
た
西
田
哲
学
に
関
す
る
セ
ク

シ
ョ
ン
の
も
つ
基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
に
は
強
く
惹
か
れ
た
。
西

田
哲
学
に
は
学
生
時
代
か
ら
深
い
関
心
が
あ
り
、
こ
の
哲
学
を

日
本
と
い
う
特
殊
な
場
を
離
れ
て
、
世
界
と
い
う
普
遍
的
な
場

で
討
論
し
た
い
と
い
う
望
み
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
ナ
ハ
イ
ム
で
行
わ
れ
た
米
国
宗
教
学
会
の
第
一
回
の
会
合

で
は
、
私
は
ス
イ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
フ
リ
ッ
ツ
・

ブ
リ
氏
の
レ
ス
ポ
ン
ス
を
勤
め
た
。
当
時
、
す
で
に
彼
は
八
〇

歳
を
越
え
て
い
た
と
思
う
が
、
京
都
学
派
の
哲
学
者
達
の
仕
事

一
九
八
五
年
米
国
宗
教
学
会
︵
Ａ
Ａ
Ｒ
︶
の
な
か
に
西
田
幾

多
郎
と
所
謂
「
京
都
学
派
」
の
哲
学
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
部

会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
部
会
は
、
米
国
加
州
の
ク
レ
ア

モ
ン
ト
大
學
で
当
時
教
鞭
を
執
っ
て
お
ら
れ
た
延
原
時
行
氏
が

開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
は
ア
ナ
ハ
イ
ム
で
、
次
の

年
は
ア
ト
ラ
ン
タ
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
も
数
年
に
わ
た
っ
て

米
国
宗
教
学
会
の
中
で
続
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
西
田
哲
学

と
対
話
す
る
キ
リ
ス
ト
教
側
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
プ
ロ
セ
ス

神
学
の
立
場
に
属
す
る
神
学
者
達
が
多
く
参
加
さ
れ
た
。
プ
ロ

セ
ス
神
学
と
は
、
西
田
幾
多
郎
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
英
国
の
哲
学

者
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ー
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
と

そ
の
影
響
下
で
生
ま
れ
た
米
国
独
自
の
神
学
で
あ
り
、
そ
の
代

表
者
の
一
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
カ
ブ
氏
は
、
と
く
に
仏
教
哲
学

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

Ⅱ

 
 

無
の
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教

田
中 

裕



7 

を
ド
イ
ツ
語
で
紹
介
す
る
大
部
の
書
物
「
仏
陀
‐
キ
リ
ス
ト
‐

本
来
的
自
己
の
主
」
と
い
う
本
を
二
年
前
に
出
版
し
た
ば
か
り

で
あ
り
、
そ
の
本
の
英
訳
を
刊
行
す
る
計
画
が
ア
メ
リ
カ
で
も

す
す
め
ら
れ
て
い
た
。

い
ま
で
も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
ブ
リ
氏
が
研
究
発

表
の
中
で
引
用
し
た
西
田
の
「
叡
知
的
世
界
」
に
か
ん
す
る
や

り
と
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
眞
に
絶
對
無
の
意
識
に
透
徹
し

た
時
、
そ
こ
に
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い
」
と
い
う
西
田
の
文

の
後
で
引
用
さ
れ
て
い
た
禅
の
所
謂
開
悟
の
偈
の
解
釈
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。

萬
仭
崖
頭
撒
手
時
、
鋤
頭
出
火
焼
宇
宙
、

身
成
灰
儘
再
蘇
生
、
阡
陌
依
然
禾
穂
秀

ブ
リ
氏
は
こ
の
詩
を
「
中
国
の
禅
詩
人
の
詩
」
と
し
て
紹
介

し
て
い
た
の
で
、
私
は
、
こ
の
偈
に
つ
い
て
調
べ
、
こ
れ
は
白

隠
門
下
で
公
案
修
行
を
し
て
い
た
古
郡
兼
通
と
い
う
居
士
の
も

の
で
あ
り
、「
如
何
是
見
聞
覚
知
之
性
」
と
い
う
公
案
を
与
え
ら

れ
た
彼
が
、
お
そ
ら
く
は
畑
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
に
鋤
が
石

に
当
た
っ
て
火
花
を
出
し
た
と
き
開
悟
し
た
そ
の
経
験
を
詩
文

で
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
申
し
上
げ
た
の
を
記
憶
し
て
い

る
。そ

う
い
う
書
誌
学
的
な
事
実
は
別
と
し
て
、
私
は
、
西
田
が

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
開
悟
の
偈
を
『
叡
知
的
世
界
』
と
い
う
彼
の

中
期
哲
学
を
代
表
す
る
論
文
の
も
っ
と
も
重
要
な
箇
所
で
引
用

し
た
の
か
、
そ
れ
を
さ
ら
に
深
く
知
り
た
い
と
思
っ
た
。『
叡
知

的
世
界
』
の
主
題
そ
の
も
の
は
、
西
欧
の
形
而
上
学
の
源
流
と

も
い
う
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
。
西
田
は
、
カ
ン
ト
及
び
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
的
な

形
而
上
学
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
「
批
評
主
義
」

を
根
柢
ま
で
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
形
而
上
学
そ
の

も
の
の
基
礎
付
け
を
も
試
み
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
西

田
は
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
現
象
学
、
と
く
に
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
、

ノ
エ
ー
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
い
う
用
語
を
借
り
つ
つ
、
ノ
エ
マ
の

方
向
に
超
越
す
る
の
で
は
な
く
、
ノ
エ
ー
シ
ス
の
方
向
に
超
越

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
欧
形
而
上
学
に
本

来
の
意
味
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
同

時
代
の
新
カ
ン
ト
派
の
価
値
哲
学
の
議
論
も
念
頭
に
お
き
つ
つ
、

眞
善
美
と
い
う
価
値
と
宗
教
が
如
何
な
る
関
わ
り
を
持
つ
か
も

論
じ
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
な
構
成
を
も
つ
『
叡
知
的
世
界
』
と
い
う
哲
学
論

文
の
宗
教
論
に
お
い
て
、
禅
の
開
悟
の
偈
が
引
用
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
読
者
に
よ
っ
て
は
、
な
に
か
し
ら
唐
突
な
印

象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
見

か
け
上
の
唐
突
さ
が
、
か
え
っ
て
私
自
身
を
限
り
な
く
惹
き
付

け
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
開
悟
の
偈
は
、
後
々
ま
で
私
に
と
っ
て
、

西
田
哲
学
を
自
己
の
問
題
と
し
て
思
索
す
る
と
き
の
「
公
案
」

の
如
き
も
の
と
し
て
、
心
に
刻
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
う
い
ち
ど
、『
叡
知
的
世
界
』
の
本
文
の
文
脈
の
中
に

こ
の
開
悟
の
偈
を
置
い
て
み
よ
う
。
叡
知
的
世
界
︵m

undus 

intelligibilis

︶
と
は
、
感
性
的
世
界
︵m

undus sensibilis
︶ 
の
彼

岸
に
超
越
す
る
永
遠
な
る
イ
デ
ア
の
世
界
で
あ
り
、
西
洋
の
伝

統
的
な
形
而
上
学
の
主
題
と
す
る
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
認

識
論
に
と
ど
ま
ら
ず
に
形
而
上
学
へ
と
一
歩
を
進
め
た
西
田
は
、

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
洋
哲
学
の
根
本
問
題
を
、
宗
教
的
自
己
の

自
覺
の
論
理
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
的

自
己
の
自
覺
を
、「
場
所
的
」
自
覺
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ

が
『
叡
知
的
世
界
』
の
独
自
の
方
法
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
場

所
」
と
い
う
用
語
を
い
か
に
理
解
す
る
か
が
、
こ
の
論
文
の
理

解
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『
叡
知
的
世
界
』
で
は
、そ
れ
に
先
行
す
る
論
文
に
お
い
て
「
相

対
的
有
の
場
所
」「
相
対
的
無
の
場
所
」「
絶
対
無
の
場
所
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
場
所
の
三
層
構
造
が
、「
判
断
的
一
般
者
」「
自

覺
的
一
般
者
」「
叡
知
的
一
般
者
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
者
の

三
層
構
造
と
し
て
捉
え
か
え
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
重
層

的
で
あ
っ
て
、
三
つ
の
異
な
る
一
般
者
が
有
る
と
い
う
の
で
は

な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ノ
エ
マ
的
な
対
象
界
の
広
さ

︵
遠
心
性
︶
の
次
元
と
と
も
に
内
包
的
な
経
験
の
深
さ
︵
求
心
性
︶

の
次
元
が
同
時
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
田
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
、「
判
断
的
な
一
般
者
」
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
相
対
的

な
有
の
世
界
の
「
底
に
超
越
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
基

底
に
さ
ら
に
深
く
包
括
的
な
相
対
的
な
無
の
一
般
者
が
自
覚
さ

れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
以
前
に
は
自
覚
さ
れ
な
か
っ
た
新
し

い
一
般
者
の
世
界
に
古
い
一
般
者
の
世
界
が
包
摂
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
自
覺
の
深
ま
り
が
、
同
時
に
思
惟
可
能
な
世
界

の
拡
が
り
と
同
時
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
場
所
と
い
う
言
葉

か
ら
我
々
が
往
々
に
し
て
連
想
す
る
静
的
な
含
意
は
そ
こ
に
は
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な
い
。
そ
れ
は
常
に
根
柢
へ
と
深
さ
を
求
め
る
意
識
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
表
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

判
断
的
一
般
者
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
対
象
的
世
界
を
可
能

な
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
自
覺
的
一
般
者
で
あ
る
。
観
念
論
的

な
哲
学
で
云
う
超
越
論
的
主
観
は
、
対
象
的
な
有
で
は
な
い
か

ら
、
判
断
的
一
般
者
の
限
定
と
し
て
語
ら
れ
る
世
界
に
は
属
さ

な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
超
越
論
的
主
観
そ
の
も
の
が
、
そ

れ
を
越
え
る
如
何
な
る
一
般
者
の
限
定
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る

か
を
西
田
は
問
題
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
場
所
の
論
理

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
観
念
論
の
哲
学
の
超
越
論
的
主
観
を
も

突
破
し
て
、
西
田
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
自
覺
的
一
般
者
を
さ

ら
に
深
く「
底
に
超
越
す
る
」こ
と
に
よ
っ
て
叡
知
的
一
般
者︵
知

的
直
観
の
一
般
者
︶
に
至
る
と
い
う
図
式
を
我
々
は
西
田
の
議

論
の
展
開
の
中
に
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
に
は
、
当

時
、
新
カ
ン
ト
派
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
形
而
上
学
の
意
味
を
、

西
田
の
立
場
か
ら
回
復
す
る
と
い
う
動
機
も
読
み
と
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
西
田
の
論
文
は
、
決
し
て
、
近
代
以
降
に

お
い
て
失
わ
れ
た
西
洋
形
而
上
学
の
伝
統
の
復
権
と
い
う
こ
と

を
も
っ
て
足
れ
り
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
の
議

論
は
、
様
々
な
る
知
の
成
立
す
る
場
所
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
記
述
分
類
す
る
作
業
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
諸
學
の

學
と
し
て
の
形
而
上
学
を
も
ち
だ
す
と
い
う
作
業
に
収
ま
る
も

の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
西
田
は
形
而
上
学
を
超
経
験

的
な
対
象
世
界
の
事
柄
と
は
決
し
て
考
え
な
い
。
形
而
上
学
と

は
、
経
験
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
普
通
に
我
々
が

経
験
と
考
え
て
い
る
も
の
の
基
盤
を
深
く
尋
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
経
験
の
地
盤
を
ふ
か
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
開
示
さ
れ
る
形
而
上
学
的
世
界
と
宗
教
と
の
関
係
に
言
い

及
ぶ
と
き
、
西
田
の
議
論
の
有
つ
独
特
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

一
転
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
導
い
て
き
た
「
叡
知

的
世
界
」
そ
の
も
の
を
突
破
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
よ
う
に

見
え
る
。
そ
し
て
、
禅
の
開
悟
の
偈
は
、
そ
の
よ
う
な
形
而
上

学
的
世
界
の
突
破
と
い
う
文
脈
の
中
で
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
偈
の
で
て
く
る
直
前
の
文
章
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

知
的
直
観
の
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
、
即
ち
叡
智
的
世
界

は
尚
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
の
對
立
の
世
界
で
あ
り
、
ノ
エ
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マ
的
に
限
定
せ
ら
れ
得
る
か
ぎ
り
、
一
般
者
は
尚
限
定
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。此
故
に
、之
に
於
て
あ
る
最
後
の
も
の
は
、

自
己
自
身
に
矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
眞
に
最
後

の
も
の
を
包
む
と
云
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。

叡
知
的
世
界
の
形
而
上
学
も
「
ノ
エ
マ
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
」

も
の
で
あ
る
以
上
、
究
極
で
は
な
い
と
い
う
事
は
、
形
而
上
学

の
世
界
は
西
田
の
考
え
る
宗
教
的
世
界
と
い
う
「
最
後
の
も
の

を
包
む
」
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
に
源
を
発
す
る
形
而
上
学
、
真
・
善
・
美
の
イ
デ

ア
を
知
的
に
直
観
す
る
形
而
上
学
を
も
っ
て
『
叡
知
的
世
界
』

は
終
わ
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
哲
学
の
究
極
と
も
い
う
べ
き
形
而

上
学
的
世
界
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
超
越
は
い
か
に
し
て
為
さ
れ

る
の
か
。
西
田
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

神
と
は
意
識
一
般
と
同
様
の
意
味
に
於
て
、
叡
智
的
世
界
の

超
越
的
主
観
で
あ
る
。
而
し
て
所
謂
経
験
界
が
意
識
一
般
の

綜
合
統
一
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
如

く
、
叡
智
的
世
界
は
神
に
よ
っ
て
創
造
せ
ら
れ
、
神
に
よ
っ

て
支
配
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
斯
く
し
て
宗
教
的

世
界
観
と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
心
理
的
自
己

を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
一
般
の
超
越
的
主
観
が

考
へ
ら
れ
る
如
く
、
神
は
叡
智
的
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
的
超
越

に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
る
超
越
的
主
観
な
る
が
故
に
、
神
は
絶

對
的
眞
、
善
、
美
の
統
一
と
し
て
、
叡
智
的
自
己
と
い
へ
ど

も
神
の
前
に
は
平
伏
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
絶
對
歸
依
の
感
情

が
宗
教
的
感
情
と
考
へ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
唯
、
自
己
を

亡
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
神
に
於
て
生
き
る
と
云
ふ
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

知
的
直
観
に
よ
っ
て
自
覺
さ
れ
る
叡
知
的
世
界
に
達
し
た
西

田
は
、
は
じ
め
は
、
そ
の
よ
う
な
叡
知
的
自
己
の
「
ノ
エ
シ
ス

的
超
越
」
に
よ
っ
て
突
破
し
て
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
超

越
神
論
の
神
へ
と
到
る
方
向
性
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
か

つ
て
「
自
覺
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
の
最
後
に
西
田
が
示
唆

し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
な
い
し
神
秘
主
義
へ
の
道

を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
場
所
的
自
覺
の
立
場
を
確
立
し
た

後
の
、『
叡
知
的
世
界
』
で
は
、
西
田
は
こ
の
神
秘
主
義
の
キ
リ

ス
ト
教
を
さ
ら
に
突
破
し
て
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
続
け
る
。

併
し
私
は
か
ゝ
る
宗
教
観
は
尚
、
甚
深
な
る
も
の
と
は
考
へ

な
い
。
意
識
一
般
が
叡
智
的
自
己
と
し
て
は
尚
自
己
自
身
の



78 

内
容
を
有
せ
な
い
如
く
、
未
だ
眞
の
宗
教
的
直
観
に
達
せ
な

い
、
唯
、
叡
智
的
世
界
に
即
し
て
考
へ
ら
れ
た
宗
教
観
た
る

に
過
ぎ
な
い
。
眞
に
絶
對
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ

に
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い
。
而
も
そ
れ
は
絶
對
無
な
る
が

故
に
、
山
は
是
山
、
水
は
是
水
、
有
る
も
の
は
有
る
が
儘
に

有
る
の
で
あ
る
。

前
に
引
用
し
た
禅
の
開
悟
の
偈
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お

い
て
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
判
断
的
一
般
者
か

ら
自
覺
的
一
般
者
へ
、
そ
し
て
自
覺
的
一
般
者
か
ら
叡
知
的
一

般
者
へ
と
、「
ノ
エ
シ
ス
的
超
越
」
の
道
を
辿
っ
て
き
た
西
田
に

と
っ
て
、
叡
知
的
一
般
者
の
「
超
越
的
主
観
」
と
も
い
う
べ
き

神
の
立
場
を
も
突
破
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
こ

の
偈
は
、
あ
た
か
も
晴
天
の
霹
靂
の
如
く
、
当
時
の
西
田
を
撃

っ
て
、
百
尺
竿
頭
さ
ら
に
一
歩
を
進
ま
せ
る
役
割
を
果
た
し
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。

西
田
が
、
そ
の
哲
学
論
文
の
な
か
で
禅
の
語
録
か
ら
直
接
に

引
用
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
引
用
だ
け
を
見
れ

ば
、
ス
コ
ー
ト
ス
・
エ
リ
ゲ
ナ
や
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
よ
う
な

西
欧
の
古
代
中
世
の
キ
リ
ス
ト
者
の
言
葉
の
引
用
の
ほ
う
が
目

立
っ
て
居
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
の

数
少
な
い
禅
か
ら
の
直
接
引
用
は
、
若
い
と
き
に
禅
の
修
行
に

専
念
し
た
西
田
に
と
っ
て
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

私
自
身
に
と
っ
て
は
、『
叡
知
的
世
界
』
で
引
用
さ
れ
た
禅
の

開
悟
の
偈
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
内
容
的
に
興
味
深
い
も
の

で
あ
っ
た
。
日
本
語
の
原
文
で
読
ん
だ
と
き
に
は
見
落
と
し
て

い
た
あ
る
重
要
な
事
柄
を
、
英
訳
で
そ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
見
出
し
た
か
ら
で
も
あ
る
。　

フ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
氏
は
、
シ
ン
チ
ン
ゲ
ル
の
翻
訳
に
従
っ
て
、

古
郡
兼
通
の
偈
をZ

en Poem
 

と
よ
び
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い

た
。Th

e poet says: From
 the cliff,

Eight tim
es ten thousand feet high,

W
ithdraw

ing your hand--       
Fram

es spring from
 the plough,

 W
orld burns,

Body becom
es ashes and dirt,

A
nd Resurrects,

Th
e rice row

s are as ever,
A

nd the rice ears stand high.
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こ
の
英
訳
に
あ
る
、B

ody becom
es ashes and dirt,/A

nd 

Resurrects 
と
い
う
一
節
は
、
私
に
と
っ
て
の
青
天
の
霹
靂
で
あ

っ
た
。「
身
體
が
灰
燼
に
帰
し
た
の
ち
に
復
活
す
る
」
と
い
う
こ

の
イ
メ
ー
ジ
を
、
禅
の
語
録
の
中
に
発
見
す
る
こ
と
を
予
想
し

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
氏
は
こ
の
偈
を
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
る
―
―
こ
の
偈
の
冒
頭
の
句
は
人

生
に
於
け
る
様
々
な
矛
盾
に
遭
遇
し
て
苦
し
み
、
一
切
の
逃
げ

道
を
断
た
れ
た
人
の
心
境
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、

断
崖
絶
壁
か
ら
落
下
し
な
い
よ
う
に
必
死
に
岩
︵
古
き
自
我
の

象
徴
︶
を
つ
か
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
力
救

済
の
努
力
を
放
下
し
、
そ
の
手
を
離
し
た
瞬
間
︵
古
き
自
我
に

死
す
る
と
き
︶
彼
の
一
切
の
世
界
は
焼
き
尽
く
さ
れ
、
身
体
は

灰
燼
に
帰
す
る
。
と
こ
ろ
が
驚
く
べ
き
事
に
、
彼
は
そ
の
よ
う

な
絶
対
無
の
た
だ
な
か
か
ら
復
活
し
、
甦
っ
た
眼
で
も
う
い
ち

ど
古
き
世
界
を
そ
こ
に
発
見
す
る
の
で
あ
る
。　

私
は
米
国
宗
教
学
会
の
後
で
ブ
リ
氏
と
個
人
的
に
こ
の
偈
に

つ
い
て
も
う
一
度
話
す
機
会
を
得
た
が
、
死
―
復
活
と
い
う
経

験
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
仏
教
に
於
い
て
も
本
来
的
自
己

に
到
る
う
え
で
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
彼
の
キ

リ
ス
ト
者
と
し
て
の
読
み
方
に
深
く
感
銘
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
死
・
復
活
の
経
験
と
禅

門
で
い
う
「
大
死
一
番
絶
後
に
甦
る
」
と
い
う
開
悟
の
経
験
の

間
に
は
明
ら
か
に
質
的
な
違
い
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ

の
違
い
を
い
か
に
的
確
な
言
葉
で
表
現
す
る
か
、
ま
た
そ
れ
が

両
者
の
倫
理
的
・
宗
教
的
な
実
践
に
お
い
て
如
何
な
る
差
異
を

も
た
ら
す
か
、
そ
う
い
う
問
題
は
ま
だ
十
分
に
は
究
明
さ
れ
て

は
い
な
い
と
思
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

ブ
リ
氏
は
私
と
別
れ
る
前
に
、
彼
の
著
書
「
仏
陀
‐
キ
リ
ス

ト
‐
本
来
的
自
己
の
主
」
を
私
に
贈
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、

私
は
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
後
で
、
そ
れ
を
読
み
返
し
た
。
ブ
リ

氏
自
身
は
、
一
九
八
二
年
にReligion and N

othingness 

と
し
て

英
訳
さ
れ
た
西
谷
啓
治
の
「
宗
教
と
は
何
か
」
に
触
発
さ
れ
た

こ
と
も
知
り
、
私
は
、
西
谷
啓
治
を
初
め
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ

た
所
謂
京
都
学
派
の
仕
事
を
、
あ
ら
た
め
読
み
直
す
こ
と
を
自

分
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
幸
い
、
帰
国
し
て
直
ぐ
に
、
西

谷
啓
治
そ
の
ひ
と
が
当
時
創
設
さ
れ
て
間
も
な
い
東
西
宗
教
交

流
学
会
で
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
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連
続
講
演
を
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
を
聴
い
た
。
私
は
、
こ
の
学

会
の
発
起
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
土
居
真
俊
氏
に
お
願
い
し
て
、

こ
の
学
会
に
入
会
さ
せ
て
頂
い
た
。
東
西
宗
教
交
流
学
会
に
入

会
で
き
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私

は
、
文
字
通
り
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
で
思
索
さ
れ
て
き

た
実
に
多
く
の
諸
先
生
、
諸
先
達
と
知
り
合
う
こ
と
が
出
来
た

か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
秋
月
龍
珉
老
師
か
ら
は
禅
の
有
つ
現
代

的
な
意
味
に
つ
い
て
ご
教
示
頂
い
た
。

あ
れ
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
氏
も
秋
月

龍
珉
老
師
も
亡
く
な
ら
れ
た
。
そ
の
間
、
欧
米
に
於
け
る
西
田

哲
学
研
究
も
格
段
の
進
歩
を
見
せ
た
。
南
山
宗
教
文
化
研
究
所

を
中
心
と
す
る
京
都
学
派
の
紹
介
、
も
ろ
も
ろ
の
国
際
学
会
の

企
画
、
欧
文
で
書
か
れ
た
研
究
書
の
刊
行
も
相
次
い
で
行
わ
れ

た
。
私
自
身
も
、
一
九
八
八
年
に
バ
ー
ク
リ
、
一
九
九
二
年
に

ボ
ス
ト
ン
で
開
か
れ
たSociety for Buddhist C

hristian Studies 

の
国
際
学
会
で
発
表
す
る
機
会
を
得
た
し
、
ま
た
日
本
国
内
で

も
、
そ
の
後
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
上
智
大
学
哲
学
科
で
、

毎
年
、
西
田
幾
多
郎
、
田
邊
元
、
西
谷
啓
治
と
い
う
三
人
の
哲

学
者
を
中
心
に
演
習
を
す
る
よ
う
に
な
り
今
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
所
謂
京
都
学
派
の
原
点
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
の
テ

キ
ス
ト
は
、
簡
単
な
要
約
を
許
さ
ぬ
そ
の
思
索
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
の
ゆ
え
に
、
何
時
読
ん
で
も
、
最
初
に
そ
れ
を
読
ん
だ
と
き

と
同
じ
く
、
常
に
新
し
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
そ
し
て
、

私
が
、
常
に
た
ち
か
え
る
基
本
的
な
課
題
の
一
つ
は
、
依
然
と

し
て
、
最
初
に
ブ
リ
氏
と
対
話
し
た
と
き
に
、
深
く
印
象
づ
け

ら
れ
た
西
田
哲
学
の
場
所
的
自
覺
の
も
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
な
自
覺
の
論
理
が
、
プ
ラ
ト
ン
的
な

形
而
上
学
に
そ
れ
相
応
の
意
味
を
回
復
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ

の
叡
知
的
世
界
を
も
突
破
し
て
宗
教
的
世
界
に
至
る
プ
ロ
セ
ス

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
禅
に
於
け
る
「
死
‐
復
活
」
と
い

う
出
来
事
の
も
つ
宗
教
的
な
意
味
の
探
求
も
、
ま
た
、
禅
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
そ
の
「
死
‐
復
活
」
と
い
う
出
来
事

の
有
つ
倫
理
的
・
実
践
的
意
味
の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い

う
こ
と
も
依
然
と
し
て
私
の
課
題
で
あ
る
。

「
死
‐
復
活
」
と
い
う
言
葉
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
宗

教
的
意
味
を
尋
ね
る
場
合
、
禅
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
で

は
、
両
者
の
成
立
し
た
歴
史
的
背
景
の
相
違
を
踏
ま
え
る
べ
き

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
秋
月
龍
珉
老
師
に
よ
れ
ば
、
禅
仏
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教
と
は
仏
教
の
根
本
精
神
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
る
。
葬
儀
儀

礼
と
現
世
利
益
の
加
持
祈
祷
を
こ
と
と
し
て
い
る
日
本
の
現
実

の
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
想
像
も
つ
か
ぬ
事
で
あ
る
が
、
本

来
、
仏
教
は
現
世
の
幸
福
を
祈
り
、
来
世
の
救
済
を
説
く
教
え

で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
、
呪
術
的
祈
祷
で
こ

の
世
の
幸
福
を
祈
願
し
た
り
、
こ
の
世
の
不
幸
を
来
世
の
幸
福

で
埋
め
合
わ
せ
す
る
よ
う
な
安
直
な
教
え
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
幻
想
そ
の
も
の
か
ら
の
目
覚
め
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
、

い
う
な
れ
ば
「
こ
の
世
か
ら
の
超
越
」
だ
け
で
は
な
く
、「
あ
の

世
か
ら
も
超
越
す
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
点
で
老
師
は

徹
底
し
て
お
り
、
葬
儀
儀
礼
を
本
来
の
仏
教
に
関
係
な
い
も
の

と
見
な
さ
れ
、
御
自
分
の
葬
式
も
必
要
な
い
と
仰
っ
て
居
ら
れ

た
。
老
師
が
尊
敬
さ
れ
て
い
た
久
松
真
一
は
、「
大
死
す
る
な
ら

ば
私
の
葬
式
に
来
る
必
要
は
な
い
」
と
門
弟
に
告
げ
た
と
い
う

が
、
秋
月
老
師
も
全
く
そ
れ
に
同
感
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
原
始
仏
教
に
関
す
る
様
々
な
研
究
文
献
を
読
む
に
つ
れ

て
こ
の
よ
う
な
秋
月
老
師
の
見
方
に
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

云
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
、
輪
廻
転
生
の
サ
イ
ク
ル
そ
の
も

の
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
、
涅
槃
を
究
極
と
す
る
教
え
で
あ
り
、

こ
の
世
の
延
長
に
過
ぎ
ぬ
来
世
に
執
着
す
る
ご
と
き
救
済
を
説

か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
救
済
思
想
か
ら
の
解
放
こ
そ
が
禅
の
有

つ
現
代
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
善
行
に
は
必
ず
善
き
報
い
が
、

悪
行
に
は
か
な
ら
ず
悪
し
き
報
い
が
あ
る
と
い
う
倫
理
的
な
因

果
応
報
思
想
が
、
現
世
の
不
幸
を
来
世
の
幸
福
で
埋
め
合
わ
せ

る
宗
教
思
想
へ
と
展
開
す
る
の
は
多
く
の
伝
統
的
宗
教
に
共
通

す
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
来
世
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
な

い
し
人
間
の
霊
魂
が
不
死
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
こ
と

が
、
宗
教
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
考
え
て
き
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
宗
教
と
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
批
判

を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
極
楽
や
天
国
と
い
う
ご
と
き
来
世
に
よ

っ
て
現
世
の
不
幸
を
来
世
の
幸
福
で
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
と
理

解
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
実
は
、
本
来
の
仏
教
は
、
そ
う

い
う
教
え
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
禅
門
で
い
う
「
大
死
一
番

絶
後
に
甦
る
」
と
い
う
と
き
の
「
甦
り
」
は
、来
世
に
お
け
る
「
甦

り
」で
は
な
く
、そ
の
よ
う
な
来
世
を
さ
ら
に
超
越
し
て
、「
来
世
」

か
ら
再
び
「
こ
の
世
」
へ
と
帰
還
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い

ま
此
処
で
直
接
に
経
験
可
能
な
、
二
つ
と
な
い
現
実
世
界
で
の

「
甦
り
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、禅
に
於
け
る
「
死
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‐
復
活
」
の
宗
教
経
験
の
特
色
は
、
復
活
し
て
こ
れ
ま
で
と
全

く
次
元
の
異
な
る
世
界
の
住
人
に
な
る
の
で
は
な
く
、
以
前
と

お
な
じ
娑
婆
の
世
界
、
同
じ
感
覚
的
な
現
実
の
支
配
す
る
日
常

的
世
界
に
、
翻
さ
れ
た
眼
を
以
て
復
活
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。

西
田
幾
多
郎
は
嘗
て
、
独
逸
に
留
学
し
よ
う
と
し
て
い
た
滝

沢
克
己
に
む
か
っ
て
、
当
時
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
「
死
に

向
け
ら
れ
た
実
存
」
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
を
批
評
し
て
、「
死
」

を
い
ま
だ
実
現
し
な
い
可
能
性
と
し
て
論
じ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
れ
を
現
実
性
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
死
か
ら
の
実
存
」
と
い

う
こ
と
も
同
時
に
説
く
べ
き
こ
と
を
の
べ
た
と
云
う
。
そ
の
西

田
の
考
え
方
の
根
本
に
は
、「
死
‐
復
活
」
を
、
現
世
と
来
世
と

い
う
二
世
に
ま
た
が
っ
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
今
此
処
に
於

い
て
直
接
に
証
し
さ
れ
る
べ
き
原
事
実
と
し
て
捉
え
る
禅
仏
教

の
伝
統
が
生
き
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
原
事
実
は
ど
の

よ
う
に
証
し
さ
れ
る
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
死
‐
復
活
は
キ

リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
経
験
の
核
心
に
あ
る
事
柄
で
も
あ
る
。
そ

れ
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
叡
知
的
な
哲

学
の
立
場
か
ら
連
続
的
に
出
て
く
る
こ
と
の
決
し
て
な
い
宗
教

的
世
界
で
あ
る
。
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
流
れ
の
中
で
は
、

そ
れ
は
根
本
的
に
理
性
に
よ
っ
て
達
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
信

仰
の
神
秘
と
し
て
、
哲
学
的
神
学
︵
自
然
神
学
︶
と
は
区
別
さ

れ
た
啓
示
神
学
に
属
す
る
問
題
と
考
え
ら
れ
て
き
た
事
柄
で
あ

っ
た
。
叡
知
的
世
界
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
不
生
不
滅
、
す
な

わ
ち
永
遠
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
而
上
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
受

肉
も
神
の
子
の
死
も
復
活
も
語
り
得
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
ま
た
、
受
肉
、
死

―
復
活
と
い
う
信
仰
の
核
心
を
為
す
事
柄
に
つ
い
て
は
、
叡
知

的
世
界
の
形
而
上
学
を
さ
ら
に
一
歩
こ
え
て
、
今
一
度
感
性
的

な
世
界
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
、

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
西
田
の
論
文
『
叡
知
的
世
界
』
を
読

み
か
え
し
、
そ
こ
に
ギ
リ
シ
ャ
の
形
而
上
学
的
思
惟
を
越
え
る

宗
教
的
世
界
の
風
光
が
、
禅
仏
教
の
立
場
か
ら
独
自
な
形
で
捉

え
か
え
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

西
田
は
、
そ
の
独
特
の
宗
教
的
自
覺
の
深
ま
り
に
よ
っ
て
、

判
断
的
一
般
者
↓
自
覺
的
一
般
者
↓
叡
知
的
一
般
者
と
い
う
よ

う
に
、
次
々
と
「
ノ
エ
シ
ス
的
超
越
」
の
道
を
辿
り
つ
つ
、
最
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後
に
は
哲
学
の
究
極
と
も
云
う
べ
き
叡
知
的
世
界
を
成
立
さ
せ

る
ノ
エ
ー
シ
ス
︵
知
的
直
観
︶
の
立
場
さ
え
も
乗
り
越
え
た
。

私
は
そ
の
よ
う
な
西
田
の
思
索
の
徹
底
を
、
メ
タ
・
ノ
エ
ー
シ

ス
と
名
付
け
て
も
良
い
と
考
え
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

メ
タ
・
ノ
エ
ー
シ
ス
を
自
己
の
哲
学
と
し
た
の
は
『
懺
悔
道
と

し
て
の
哲
学
』
以
後
の
田
辺
元
で
あ
る
が
、西
田
は
す
で
に
『
叡

知
的
世
界
』
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
も

い
え
よ
う
。
西
田
哲
学
を
、
素
朴
な
現
象
即
実
在
論
か
ら
根
本

的
に
区
別
す
る
も
の
は
、
そ
の
絶
対
無
‐
絶
対
否
定
の
契
機
で

あ
る
。
単
純
な
「
即
」
と
い
う
同
一
性
で
は
な
く
「
即
非
」
と

い
う
絶
対
否
定
を
介
し
た
同
一
性
が
西
田
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
。

西
田
の
い
わ
ゆ
る
内
在
的
超
越
の
立
場
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を

徹
底
す
れ
ば
、
知
的
直
観
︵
ノ
エ
ー
シ
ス
︶
の
一
般
者
を
も
越

え
て
、「
絶
対
無
」の
場
所
に
お
け
る
自
覺
に
到
る
。「
死
―
復
活
」

と
い
う
宗
教
的
経
験
の
生
起
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
場
所
に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
死
へ
と
む
け
ら
れ
た
実
存
」
の
み

な
ら
ず
、「
死
か
ら
の
実
存
」
が
、
根
本
的
な
立
場
と
な
る
が
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
未
だ
来
た
ら
ざ

る
来
世
に
お
い
て
復
活
す
る
希
望
だ
け
で
は
な
く
、
今
此
処
に

現
在
す
る
復
活
の
事
実
を
直
指
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
こ

の
掛
け
替
え
の
な
い
現
実
世
界
に
お
い
て
翻
っ
た
眼
を
も
っ
て

生
き
る
哲
学
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
の
よ
う
な
、
言
う
な
れ
ば
現
在
的
な
る
復
活
の
経
験
を
如

実
に
示
す
も
の
と
し
て
、
私
は
禅
の
開
悟
の
偈
を
読
む
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
偈
を
、
現
在
の

私
は
「
開
悟
」
と
い
う
そ
の
立
場
そ
の
も
の
を
も
否
定
す
る
も

の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
、
す
く
な
く
も
、「
開
悟
」
の
立
場
に

停
滞
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
偈
そ
の
も
の
の
境
涯
を
も

さ
ら
に
越
え
て
い
く
べ
き
こ
と
を
、
西
田
自
身
が
そ
の
後
の
哲

学
の
歩
み
に
お
い
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

あ
の
世
と
こ
の
世
、
永
遠
と
時
間
と
い
う
二
元
的
分
離
の
哲

学
の
突
破
は
既
に
な
さ
れ
た
。
絶
対
無
へ
の
往
相
に
と
ど
ま
ら

ず
、
絶
対
無
か
ら
の
還
相
と
し
て
、
再
び
こ
の
現
実
の
世
界
に

た
ち
か
え
る
と
い
う
大
乗
仏
教
に
も
と
づ
く
宗
教
的
世
界
観
の

根
本
が
、
現
代
哲
学
の
様
々
な
立
場
の
よ
っ
て
き
た
る
経
験
的

基
盤
を
ほ
り
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
再
確
認
さ
れ
た
。

そ
れ
は
一
つ
の
分
水
嶺
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、こ
の
た
だ
一
つ
の
、か
け
が
え
の
な
い
現
実
世
界
を
、
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翻
っ
た
眼
で
見
た
と
き
に
、
そ
の
覺
者
は
、
こ
の
現
実
の
歴
史

的
世
界
に
お
い
て
何
を
為
し
、
そ
こ
に
お
い
て
、
何
を
表
現
し
、

何
を
実
践
し
、
何
を
創
造
す
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
西
田
哲
学

そ
の
も
の
が
現
代
世
界
に
生
き
る
我
々
に
問
い
か
け
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る1
。

註

1
 

西
田
自
身
の
思
索
の
展
開
も
、『
叡
知
的
世
界
』
と
い
う
形
而
上

学
の
分
水
嶺
を
こ
え
た
あ
と
で
、
再
び
具
體
的
な
現
実
へ
、
す
な

わ
ち
歴
史
的
世
界
を
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
形
而
上

学
を
越
え
て
宗
教
的
世
界
へ
と
い
う
そ
の
超
越
の
道
が
、
こ
の
よ

う
な
具
體
的
な
る
歴
史
的
世
界
へ
の
帰
還
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

は
じ
め
に

こ
の
レ
ス
ポ
ン
ス
は
、
基
本
的
に
事
務
局
か
ら
送
付
さ
れ
て

き
た
資
料
を
も
と
に
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
印

象
論
的
な
コ
メ
ン
ト
に
な
り
ま
し
ょ
う
が
、
田
中
先
生
が
話
題

を
広
げ
ら
れ
る
に
あ
た
り
一
契
機
と
で
も
な
れ
ば
よ
い
と
の
思

い
で
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
了
解
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

昨
年
度
の
学
術
大
会
で
は
、
学
会
の
過
去
が
学
術
大
会
の
テ

ー
マ
と
し
て
綿
密
に
回
顧
検
討
さ
れ
、
現
状
の
問
題
点
も
鑑
み

た
う
え
で
、
学
会
の
存
続
そ
の
も
の
ま
で
が
検
討
課
題
に
な
る

と
い
う
一
種
の
「
危
機
」
を
迎
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は

僥
倖
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

亡
く
な
っ
た
西
洋
社
会
史
の
阿
部
謹
也
氏
は
、
晩
年
、
日
本

に
は
個
人
の
契
約
に
依
拠
す
る
「
社
会
」
な
ど
な
く
、
贈
与
互

レ
ス
ポ
ン
ス

寺
尾
寿
芳
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酬
の
原
則
、
長
幼
の
序
、
共
通
の
時
間
意
識
の
三
原
則
に
基
づ

い
た
「
世
間
」
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
よ
っ
て
西
洋
由
来
の
社

会
を
前
提
と
し
た
学
問
が
日
本
に
お
い
て
は
事
実
上
通
用
し
な

い
こ
と
を
痛
烈
に
批
判
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
世
間
の

典
型
的
な
事
例
と
し
て
学
会
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
い
た
の
で

す
︵『
学
問
と
「
世
間
」』
等
︶。
こ
の
阿
部
氏
の
思
想
に
対
し
て
、

わ
た
し
の
よ
う
な
社
会
／
世
間
の
周
縁
部
を
長
年
渡
り
歩
い
て

き
た
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
人
間
は
、
共
感
を
覚
え
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
東
西
宗
教
学
会
は
こ
う
し
た
世
間
か
ら
き

わ
め
て
遠
い
、
例
外
的
に
真
正
な
学
会
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

い
さ
さ
か
「
長
幼
の
序
」
に
関
し
て
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を

感
じ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ

れ
が
扱
っ
て
き
た
宗
教
の
本
質
を
見
極
め
る
と
い
う
道
が
長
い

時
間
を
か
け
た
思
索
の
成
熟
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
軍
隊
や
体
育
会
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ゆ
え
に
、
い
ま
や
昨
年
度
の

「
危
機
の
場
面
」
は
「
よ
き
想
い
出
」
と
し
て
会
員
間
に
共
有
さ

れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。む
し
ろ「
雨
降
っ
て
地
固
ま
る
」

と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
本
学
会
が

真
に
反
世
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
な
る
に
は
、
こ
の
「
危
機
」

を
つ
ね
に
痛
み
を
も
っ
て
胸
中
に
抱
き
続
け
て
お
く
こ
と
が
欠

か
せ
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
「
危
機
感
」
が
想
い
出
に

な
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
田
中
先
生
の
御
発
題
は
、
こ
う
し
た
「
揺
ら
ぎ
」
の

事
態
を
真
摯
に
受
け
と
め
る
思
想
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
も
の

と
し
て
新
生
学
会
に
実
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
小
生
の
浅
い
理

解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
い
な
る
知
的
刺
激
を
賜
り
ま
し
た
。

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

﹁
歴
程
﹂
の
背
景
と
意
義

ま
ず
御
発
題
全
体
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
、
演
題
に
つ
い
て

述
べ
ま
す
と
、
送
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

は
演
題
が
「
無
の
哲
学
と
歴
程
の
神
学
」
と
な
っ
て
お
り
ま
し

た
。
他
方
で
同
封
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
資
料
は
「
無
の
哲
学
と

キ
リ
ス
ト
教
」
と
英
文
の
「T

he Philosophy of N
othingness 

and H
ayathology

」
と
な
っ
て
お
り
、
内
容
的
に
は
演
題
と
合

致
し
て
い
る
の
で
す
が
、
と
く
に
「
歴
程
」
と
い
う
鍵
術
語
に

つ
い
て
、
そ
の
選
定
の
背
景
や
意
義
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
は
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い
え
ま
せ
ん
。「
歴
程
」は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、

バ
ニ
ヤ
ン
の
『
天
路
歴
程
』︵
原
題
：The Pilgrim

’s Progress

︶

を
想
起
さ
せ
る
以
外
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
エ
ン
ジ
ン

を
使
用
し
て
も
ほ
と
ん
ど
ヒ
ッ
ト
し
ま
せ
ん
。
事
態
は
「
ハ
ヤ

ト
ロ
ジ
ー
」
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
深
刻
で
す
。
辛
う
じ
て
有
賀

鐵
太
郎
、
宮
本
久
雄
、
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
ら
の
名
前
が
浮
か
ぶ
程

度
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
「
歴
程
」
は
原
語
で
あ
る
「
ハ

ヤ
ト
ロ
ジ
ー
」
と
も
に
中
核
概
念
で
す
の
で
、
補
足
説
明
を
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

言
語
と
︿
浮
力
﹀

第
一
資
料
で
あ
る「
無
の
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」に
関
し
て
は
、

三
種
の
一
般
者
の
理
解
は
ま
こ
と
に
的
確
な
も
の
で
あ
り
、
あ

え
て
非
を
唱
え
る
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
識
が
判
断
的
一
般
者
、

自
覚
的
一
般
者
、
叡
智
的
一
般
者
と
「
底
に
超
越
」
し
て
い
く

な
か
で
、
も
っ
と
も
︿
深
い
﹀
叡
智
的
世
界
に
お
け
る
神
秘
主

義
的
宗
教
で
あ
っ
て
も
、
所
詮
そ
の
世
界
に
即
し
て
考
え
ら
れ

た
宗
教
観
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
そ
れ
を
越
え
て
絶
対
無
の
自
覚

に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
言
語
に
思
い
を

は
せ
れ
ば
、
絶
対
無
に
接
近
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
を
説
明
す

る
言
語
に
︿
圧
力
﹀︵
水
圧
、
気
圧
、、、︶︵
情
報
言
語
↓
表
現
言

語
↓
自
覚
言
語
…
？
︶
が
掛
か
り
、
凝
縮
し
た
詩
的
言
語
に
近

づ
く
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

さ
て
、
先
生
は
西
田
が
挙
げ
た
禅
の
開
悟
の
偈
を
「
唐
突
」

に
し
て
ご
自
身
の
西
田
哲
学
理
解
に
お
け
る
「
公
案
」
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
︵
一
六
六
頁
︶、
こ
の
偈
は
た
し
か
に
内
容

的
に
い
え
ば
公
案
的
で
あ
る
も
の
の
、
表
現
的
に
見
れ
ば
む
し

ろ
説
明
的
な
も
の
と
思
わ
れ
、
小
生
に
は
西
田
の
主
張
を
漢
語

の
引
き
締
ま
っ
た
語
感
を
最
大
限
に
活
用
し
て
簡
潔
に
要
約
し

た
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
や
や
発
展
的
問
題
提

起
の
た
め
に
発
想
を
密
輸
入
す
れ
ば
、
先
生
の
も
う
ひ
と
つ
の

活
躍
の
場
で
あ
る
俳
句
や
連
句
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に

ど
の
よ
う
な
転
調
や
深
み
が
予
想
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
偈
の
フ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
氏
に
よ
る
英
訳
に
触

れ
た
際
の
先
生
の
驚
き
、
感
銘
、
違
和
感
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
「
質
的
な
違
い
」︵
一
七
二
頁
︶

の
確
認
と
表
現
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
重
要
で
す
。
そ
れ
に
加
え

て
翻
訳
の
問
題
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
小
生
と
し
て
は
質
的
な
違
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い
以
上
に
似
通
う
点
に
興
味
を
持
ち
ま
す
が
、
こ
と
に
詩
的
表

現
に
際
し
て
原
語
の
場
合
に
は
読
者
を
行
為
へ
と
い
ざ
な
う
行

為
遂
行
的
な
表
現
が
、
翻
訳
さ
れ
る
と
説
明
的
に
発
話
の
な
か

に
事
実
確
認
的
に
先
読
み
し
て
織
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
危
険
性

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
身
体
が
灰
燼
に
帰
し
た
の
ち
に
復
活
す

る
」と
い
う
キ
リ
ス
ト
者
特
有
の
理
解
は
、原
語
の
偈
を
読
む
際
、

そ
の
全
体
か
ら
喚
起
さ
れ
る
志
向
と
し
て
は
自
然
な
も
の
で
す

が
、
そ
れ
を
西
洋
語
に
訳
す
と
、
い
わ
ば
一
般
的
性
格
を
と
も

な
っ
て
し
ま
う
。
未
完
了
性
が
解
消
さ
れ
て
完
了
し
て
し
ま
い
、

し
か
も
一
般
的
事
実
を
述
べ
る
現
在
形
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険

が
あ
る
と
思
い
ま
す
︵
自
覚
言
語
を
翻
訳
す
れ
ば
、
表
現
言
語

に
な
り
、
そ
れ
を
翻
訳
す
れ
ば
情
報
言
語
に
な
り
が
ち
と
も
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︶。
言
語
を
凝
縮
さ
せ
質
量
を
増
加
さ
せ

る
よ
う
な
︿
圧
力
﹀
の
反
作
用
と
し
て
︿
浮
力
﹀
が
は
た
ら
く

と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

宗
教
対
話
と
い
っ
た
広
義
で
の
翻
訳
活
動
を
実
践
す
る
に
あ

た
り
、
こ
の
言
語
活
動
に
避
け
ら
れ
な
い
こ
の
︿
浮
力
﹀
が
も

つ
危
険
性
は
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
自
ら
の
思
索
を
「
翻
さ
れ
た
眼
を
以
て
」︵
一
七
六
頁
︶

深
め
る
際
、
自
分
の
内
部
で
起
き
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
翻
訳
作

業
に
こ
の
危
険
が
伴
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
の
際
、こ
の
︿
頽

落
﹀
を
回
避
す
る
に
は
、
身
体
を
と
も
な
っ
た
︿
荒
業
﹀
つ
ま

り
行
が
ど
こ
か
で
確
保
さ
れ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
し
、
そ
の

意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
の
親
し
い
世
界
に
秋
月
先
生
は
も
ち
ろ
ん

久
松
真
一
や
鈴
木
大
拙
が
い
る
こ
と
は
、
と
て
も
幸
い
な
こ
と

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

結
局
、「
今
一
度
感
性
的
な
世
界
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
」

︵
一
七
六
頁
︶
は
水
面
下
深
く
潜
水
す
る
よ
う
な
も
の
で
、︿
浮

力
﹀
に
逆
ら
う
︿
重
し
﹀
が
必
要
な
事
態
に
と
た
と
え
ら
れ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
︿
重
し
﹀
に
は
、
先
生
が
ご
研
究

さ
れ
て
い
る
ハ
ン
セ
ン
氏
病
患
者
の
呻
き︵「
復
生
の
文
学
」︶や
、

宮
本
久
雄
氏
が
言
及
さ
れ
た
石
牟
礼
道
子
の
文
学
︵「『
も
う
一

つ
の
こ
の
世
』
に
向
か
っ
て
」︶
が
真
摯
か
つ
格
好
の
話
題
と
な

り
う
る
と
思
い
ま
す1

。

︽
カ
ト
リ
ッ
ク
︾
の
斬
新
さ
と
普
遍
性

第
二
資
料
︵
資
料
掲
載
省
略
︶
の
「T

he Philosophy of 

N
othingness and Process Theology

」
は
、
聖
書
の
出
エ
ジ
プ
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ト
記
三
章
一
四
節
を
中
心
に
、
禅
、
プ
ラ
ト
ン
、
老
荘
を
総
動

員
し
た
壮
大
な
試
み
で
す
。

ま
ず
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
ー
の
助
走
路
で
も
あ
る
先
生
独
自
の
カ
ト

リ
ッ
ク
観
が
興
味
深
く
、
か
つ
共
感
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
も
の

で
し
た
。
先
生
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
や
「
聖
人
」
を
従
来
の
︵
ロ

ー
マ
・
︶
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
そ
れ
が
認
定
す
る
聖
人
に
は
限

定
せ
ず
、
そ
の
言
葉
の
持
つ
本
質
的
深
み
か
ら
捉
え
な
お
し
、

真
実
に
普
遍
的
な
視
野
の
な
か
に
据
え
な
お
し
ま
す
。
東
方
の

聖
性
か
ら
中
国
の
易
経
と
重
合
し
て
く
る
記
述
も
刺
激
的
で
す
。

そ
し
て
先
生
の
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
ー
の
来
歴
が
示
さ
れ
ま
す
。
聖
書

と
い
う
原
点
、
プ
ロ
セ
ス
神
学
に
お
け
る
生
成
、
汎
在
神
論
、

相
対
性
、
さ
ら
に
は
ト
マ
ス
の
「
恩
寵
は
自
然
を
破
壊
す
る
こ

と
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
完
成
す
る
」
と
い
う
一
節
に
従
来

の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
自
然
神
学
に
引
き
寄
せ
つ
つ
も
、
そ
れ
に
留

ま
ら
な
い
展
開
を
み
せ
る
自
然
理
解
が
言
及
さ
れ
ま
す
︵
さ
さ

い
な
問
題
で
す
が
、「surrelativism

」
―
―
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
の

用
語
ら
し
い
で
す
が
―
―
、「surnaturalism

」
は
ど
う
訳
せ
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？
︶。

ハ
ー
ヤ
ー
な
る
神
の
性
格
と
倫
理
性

さ
て
こ
の
よ
う
な
真
の
︽
カ
ト
リ
ッ
ク
︾
に
お
い
て
成
立
す

る
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
ー
の
中
核
を
な
す
「
あ
る
」
に
は
原
語
の
ヘ
ブ

ラ
イ
語
は
も
ち
ろ
ん
、
翻
訳
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
で
も
「
未
完

了
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
時
制
の

い
ず
れ
と
も
と
れ
る
「
非
決
定
性
」
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま

す
。
結
局
、
神
は
予
覚
的
存
在
つ
ま
り
予
兆
と
し
て
出
会
わ
れ

る
存
在
で
す
が
、
こ
の
非
決
定
性
や
予
覚
性
は
期
待
︵
＋
︶、
畏

れ
︵
＋/

－
︶、
恐
怖
︵
－
︶
と
い
う
意
識
を
人
間
に
も
た
ら
し

ま
す
。
自
我
を
脱
し
な
い
人
間
に
と
り
も
っ
と
も
や
っ
か
い
な

も
の
は
、こ
の
う
ち
︿
期
待
﹀
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
恐
怖
の
場
合
、

恐
怖
の
原
因
が
強
ま
れ
ば
恐
怖
感
は
強
ま
り
、
弱
ま
れ
ば
同
じ

く
弱
ま
り
ま
す
が
、
期
待
の
場
合
は
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
け
れ

ば
反
動
的
に
期
待
感
が
強
ま
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
期
待
が

満
た
さ
れ
れ
ば
さ
ら
に
期
待
感
が
増
長
す
る
類
の
弊
が
出
て
き

ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
無
限
・
底
な
し
の
欲
望
を
も
つ
人
間
に

対
し
て
神
は
、
基
調
と
し
て
期
待
か
ら
恐
怖
へ
と
引
き
戻
す
志

向
を
も
ち
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
を
発
動
さ
せ
る
も
の
と
考
え
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ら
れ
ま
す
。

ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
神
は
こ
う
し
た
人
間
の
性
向
を
よ
く
把
握
し
、

愚
か
な
人
間
に
先
行
し
て
彼
ら
を
訓
馴
す
る
存
在
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
こ
と
に
旧
約
的
な
神
は
こ
う
し
た
倫
理
の

深
層
に
根
ざ
す
神
観
を
提
示
し
ま
す
が
、
そ
の
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
カ

ル
な
性
格
を
東
洋
的
な
無
へ
と
接
続
し
た
と
き
、
こ
の
︿
生
々

し
さ
﹀
が
失
わ
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
べ
き
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ひ
い
て
は
他
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う

問
題
に
発
展
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
エ
ロ
ス
的
な
執
着
か

ら
離
脱
す
る
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
他
者
へ
の
関
心
を
失
い
ま

す
し
、
と
き
に
は
離
人
症
の
よ
う
に
自
己
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ

す
ら
も
感
得
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
東
洋
思
想
と
合
致
し
た
ハ

ヤ
ト
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
先
生
は
人
間
の
愚
か
し
さ
、
さ
ら
に
は

︿
間
抜
け
﹀
さ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
保
持
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

モ
ー
セ
以
前
の
神
の
名
乗
り

ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
ー
の
根
拠
と
な
る
神
の
明
確
な
名
乗
り
は
事
実

上
、
聖
書
の
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
一
四
節
に
限
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
こ
の
名
乗
り
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
イ
ス
ラ
エ
ル

の
人
々
…
…
に
何
と
答
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
た
モ

ー
セ
に
与
え
ら
れ
た
回
答
で
あ
り
―
―
部
族
神
と
し
て
の
名
称

を
拒
否
す
る
意
味
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
―
―
そ
れ
以
前
︵
じ
つ

は
以
後
も
︶で
は
基
本
的
に「
主
」と
呼
ば
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

お
そ
ら
く
ア
ダ
ム
︵
こ
れ
は
名
前
？
︶
と
エ
バ
︵
ア
ダ
ム
が
名

づ
け
た
︶
か
ら
ア
ブ
ラ
ハ
ム
以
前
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
以
後
か
ら
モ

ー
セ
以
前
で
あ
っ
て
も
、
神
は
︿
問
わ
れ
れ
ば
﹀「ehyeh asher 

ehyeh

」
と
答
え
た
で
し
ょ
う
が
︵
本
当
？
︶、
と
も
か
く
モ
ー

セ
以
前
は
問
い
そ
の
も
の
が
︿
未
完
了
﹀
で
あ
る
以
上
、
答
え

も
顕
在
化
し
ま
せ
ん
。
と
な
る
と
こ
の
神
の
名
乗
り
で
は
、
モ

ー
セ
か
ら
の
問
い
か
け
が
必
須
の
契
機
で
あ
る
た
め
、
モ
ー
セ

を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

が
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
モ
ー
セ
と
い
う
個
は

先
生
の
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
ー
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
得

る
の
で
し
ょ
う
か
。

声
な
き
声
を
聞
く
た
め
に

や
や
話
を
戻
し
ま
す
が
、︿
生
々
し
さ
﹀
が
無
化
さ
れ
た
ハ
ヤ
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ト
ロ
ジ
ー
は
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
な
も
の
で
す
。
そ
こ
に
は
念
々

起
滅
が
絶
え
間
な
く
見
て
取
れ
ま
す
。
万
物
は
流
れ
去
り
ま
す

が
、
同
時
に
万
物
は
流
れ
去
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
一
種
の
絶

妙
の
均
衡
に
も
似
た
美
し
さ
を
感
じ
ま
す
が
、
他
方
で
と
も
す

れ
ば
破
れ
や
詰
ま
り
の
な
い
、︿
溜
め
﹀
の
な
さ
が
思
い
浮
か
び

ま
す
。
こ
の
︿
溜
め
﹀
こ
そ
が
「
声
な
き
声
」
を
聞
く
た
め
に
、

聞
き
手
に
は
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ

も
感
覚
的
に
「voiceful

」
は
「voiceless

」
な
し
に
は
認
識
で

き
ま
せ
ん
。︿
耳
障
り
﹀
な
声
や
声
の
断
絶
に
よ
る
安
堵
や
不
安

を
経
験
す
る
な
か
で
、
徐
々
に
︿
聴
く
耳
﹀
が
育
っ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
ふ
と
念
頭
に
浮
か
ん
だ
の
が
、
最
初
に
神
が
発
し
た

言
葉
で
す
。「
神
は
言
わ
れ
た
。『
光
あ
れ
。』
こ
う
し
て
光
が
あ

っ
た
」︵
創
世
記
一
・
三
︶。
光
が
言
葉
の
「
成
っ
た
」
も
の
と
す

る
と
、
発
話
以
前
↓
発
話
︵「
光
あ
れ
」︶
↓
発
話
の
成
就
と
し

て
の
発
話
と
な
り
ま
す
。
で
は
実
際
い
つ
光
が
生
ま
れ
た
の
か
。

た
し
か
に
「
光
あ
れ
」
と
い
う
発
話
と
光
の
発
生
が
完
全
に
同

時
な
ら
話
は
楽
で
す
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
し
て
は
こ
う
い
う
理
解

も
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
人
間
が

「
健
全
な
常
識
」
か
ら
考
え
れ
ば
、
発
話
後
に
発
話
は
成
就
し
た

と
な
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
発
話
終
了
と
同
時
に
そ
の
瞬
間
結
果

が
成
就
し
た
と
い
う
の
も
不
自
然
で
、結
果
、「
光
あ
れ
」
と
「
光

が
あ
っ
た
」
と
の
あ
い
だ
に
は
一
瞬
で
あ
れ
、な
ん
ら
か
の
︿
間
﹀

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
発
話
︵
声
︶
と
光
︵
成
就

し
た
声
︶
と
の
あ
い
だ
の
間
合
い
が
、
ど
う
や
ら
「voiceless

」

と
関
連
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
当
然
、︿
間
﹀
は
凝
集
︵
溜
め
︶

と
凝
集
︵
溜
め
︶
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
断
絶
で
あ
り
、
時
の
流

れ
の
凍
結
︵
し
か
し
つ
ぎ
に
意
識
さ
れ
た
と
き
時
は
進
ん
で
い

る
︶
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
こ
の
︿
間
﹀
が
人
間
に
向
け
た
語

り
か
け
に
お
い
て
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
先
ほ
ど
の
期
待
、

畏
れ
、
恐
怖
な
ど
が
充
満
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
鍛
錬
さ

れ
た
識
別
能
力
が
必
要
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、こ
う
し
た
︿
ぎ

く
し
ゃ
く
﹀︵
非
周
期
性
、
非
円
滑
性
︶
は
、
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
ー
で

説
け
ば
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

沈
黙
の
声
を
知
る
た
め
に　
︵
オ
マ
ケ
︶

さ
て
沈
黙
が
話
題
に
出
た
の
で
、
現
代
人
の
日
常
に
お
け
る

沈
黙
の
経
験
に
関
し
て
、
最
近
た
ま
た
ま
読
ん
だ
本
か
ら
ひ
と
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つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
長
く
な
り
ま
す
が
、
参
考
ま
で
に
引
用
し

て
お
き
ま
す
。

十
年
前
の
五
月
、
わ
が
家
の
飼
犬
ハ
ル
が
急
死
し
た
。
小
さ

な
マ
ル
チ
ー
ズ
で
、
小
学
生
だ
っ
た
末
娘
の
願
い
を
容
れ
て

買
い
与
え
た
も
の
。
名
前
も
娘
の
望
み
ど
お
り
ヘ
ブ
ラ
イ
語

で
ハ
ロ
ー
ム
︵
夢
︶
と
つ
け
た
の
が
、
な
ぜ
か
ハ
ル
と
呼
ば

れ
て
家
族
同
然
に
十
年
余
り
を
過
ご
し
て
い
た
。
そ
の
晩
は

い
つ
も
寝
そ
べ
る
ソ
フ
ァ
の
上
で
眠
っ
た
ま
ま
、
妻
が
気
付

い
た
時
に
は
も
う
息
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
妻
と
娘
の
嘆

き
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
。
刻
々
と
冷
た
く
な
る
体
を
な
で

さ
す
り
、
声
を
抑
え
て
涙
に
く
れ
る
ば
か
り
、
は
た
で
見
て

い
る
の
も
辛
く
な
る
、
翌
朝
思
い
切
っ
て
、
市
内
に
あ
る
ペ

ッ
ト
専
用
の
火
葬
場
へ
ハ
ル
を
つ
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

「
本
名
を
書
く
の
で
す
か
？
」、
書
類
を
前
に
し
て
わ
た
し

は
き
い
た
。「
愛
称
で
結
構
で
す
」
と
は
係
の
答
え
。
思
え
ば

つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
き
い
た
も
の
で
あ
る
。「
ハ
ル
」
と
記
入
し

た
。
す
べ
て
は
人
間
並
み
の
扱
い
、
祭
壇
の
前
で
お
坊
さ
ん

の
読
経
が
終
わ
る
と
、
お
別
れ
ま
で
さ
せ
て
く
れ
る
。

窯
に
入
れ
て
か
ら
待
合
室
に
案
内
さ
れ
、
三
人
で
所
在
な

く
待
つ
こ
と
数
十
分
…
…
と
つ
ぜ
ん
妻
が
ポ
ツ
リ
と
こ
う
つ

ぶ
や
い
た
。

「
ネ
ェ
あ
な
た
、
人
間
が
死
ん
だ
と
し
て
も
こ
ん
な
に
悲
し

く
は
な
い
わ
ね
」

「
…
…
…
…
」︵
な
に
も
オ
レ
の
顔
を
見
て
言
う
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
︶

そ
う
思
っ
た
も
の
の
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
の
と
お
り
、

当
方
も
納
得
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
で
ふ
と
考
え
た
。
オ

レ
と
ハ
ル
と
、
い
っ
た
い
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
？
答
え
は

か
ん
た
ん
に
出
た
。
わ
が
家
に
来
て
以
来
ハ
ル
は
、
ひ
と
こ

と
も
口
を
き
か
な
か
っ
た
―
―
そ
れ
が
決
定
的
な
違
い
で
あ

る
こ
と
に
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
気
付
い
た
の
で
あ
る2

。

註

1
 

と
も
に
宮
本
久
雄
、
金
泰
昌
編
『
彼
方
か
ら
の
声
』
東
京
大
学
出

版
会
、二
〇
〇
七
年
に
収
録
。
ま
た
石
牟
礼
道
子
の
詩
の
一
節
、「
わ

れ
よ
り
ふ
か
く
死
な
ん
と
す
る
鳥
の
眸
に
遭
」
う
、
に
は
言
語
を

も
つ
者
の
不
幸
を
免
れ
た
絶
対
無
の
兆
し
︵
あ
る
い
は
残
像
︶
を

読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。



2 

2
 

︵
前
島
誠
『
不
在
の
神
は
︿
風
﹀
の
中
に
』
春
秋
社
、二
〇
〇
五
年
、

一
一
‐
一
二
頁
︶

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
十
分
お
答
え
で
き
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
「
言
葉
の
浮
力
」、
要

す
る
に
言
葉
が
浮
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
後

の
方
で
お
話
に
な
り
ま
し
た
非
連
続
性
、
そ
れ
と
も
関
連
が
あ

る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
言
葉
が
浮
く
と
い
う
こ
と
は
言
葉
が

具
体
的
な
わ
た
し
た
ち
の
場
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
当
然
言
葉
と
い
う
も
の

が
持
つ
抽
象
性
と
い
う
も
の
が
原
因
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
し

か
し
そ
れ
と
同
時
に
言
葉
そ
の
も
の
の
発
生
の
中
に
ど
う
し
て

も
そ
の
よ
う
な
現
実
か
ら
浮
い
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
が
そ
も

そ
も
含
ま
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
了
解
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
ぁ
、
言
葉
の
浮
力
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
に
言
葉
が
浮
つ

か
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
実
は
わ
た
し
は
聖
書
に
お
い
て

も
沈
黙
と
い
う
こ
と
の
重
要
な
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま

レ
ス
ポ
ン
ス

田
中 

裕
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す
。
ま
ぁ
、
沈
黙
と
い
う
と
仏
教
の
方
で
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

は
「
維
摩
の
一
黙
」
と
か
で
す
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、

あ
る
一
つ
の
基
本
的
な
了
解
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
聖
書
の
場
合
に
は
基
本
的
に
は
言
葉
の
出
来
事
と
い
う
こ

と
で
、
た
と
え
ば
「『
光
あ
れ
』
と
言
わ
れ
た
、
そ
し
て
光
が
あ

っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
独

自
の
沈
黙
と
言
葉
と
の
交
代
と
い
う
こ
と
が
当
然
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
方
に
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の

が
あ
る
か
ど
う
か
、
わ
た
く
し
も
十
分
に
は
理
解
し
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
ね
、
そ
れ
は
当
然
寺
尾
先
生
が
ご

指
摘
に
な
っ
た
言
葉
の
浮
力
と
言
う
こ
と
が
実
は
言
葉
と
言
う

も
の
の
成
り
立
ち
に
そ
も
そ
も
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、
常
に
そ

こ
は
沈
黙
と
言
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
わ
た
く
し
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
う
一
つ
は
、
そ
の
問
題
と
や
は
り
関
連
が
あ
る
と

思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
間
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。「
間
」

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
つ
ま
り
「
あ
い
だ
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
要
す
る
に
時
間
と
言
う
の
を
瞬
間
と
考

え
ま
す
と
、
瞬
間
は
時
で
あ
り
時
刻
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
瞬
間

と
瞬
間
の
間
で
あ
る
と
か
ね
。
そ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と

え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
は
始
原
と
終
末
の
間
、
中
間

の
時
を
生
き
て
い
る
と
き
に
は
、
時
と
時
の
「
あ
い
だ
」
を
生

き
て
い
る
と
き
、
こ
れ
は
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
極

め
て
重
要
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。「
あ
い
だ
」
と
い
う
も

の
の
持
つ
重
要
性
で
す
ね
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
時
間
は
、

ま
ぁ
直
線
と
か
い
う
の
は
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

大
変
仰
る
と
お
り
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
わ
た
し
は

円
環
的
限
定
、
直
線
的
限
定
に
ひ
と
つ
開
か
れ
た
空
白
と
言
い

ま
す
か
、
丸
を
付
け
た
わ
け
で
す
ね
。
非
連
続
に
よ
っ
て
な
の

で
す
ね
、
非
連
続
性
と
連
続
性
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
て
、
非
連
続
で
あ
る
が
ゆ
え
に
連
続
と
、
ま
ぁ
、

非
連
続
の
連
続
と
言
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
ね
。
つ
ま
り
、
非
連
続
性
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
あ
っ
て
始
め

て
時
と
時
と
の
連
続
性
と
い
う
も
の
が
保
証
さ
れ
る
、
そ
う
い

う
ロ
ジ
ッ
ク
が
、
わ
た
く
し
は
や
は
り
時
間
と
い
う
も
の
を
理

解
す
る
上
で
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
単
に
瞬
間
に

生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
現
在
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う

い
う
時
に
は
生
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら



 

常
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
点
に
配
慮
し
て
時
間
と
言
う
も
の
を
理

解
し
て
、
そ
し
て
そ
の
時
間
の
中
で
言
葉
と
沈
黙
と
言
う
も
の

を
持
つ
全
く
等
根
源
的
な
意
味
と
分
か
り
に
よ
る
、
そ
う
い
う

も
の
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
モ
ー
ゼ
と
言
う
個
は
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
の
中
で
ど

の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
う
る
の
だ
ろ
う
か
。こ
れ
は
語
る
と
色
々

な
物
事
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
つ
ま
り
旧
約

聖
書
の
歴
史
書
と
い
う
の
は
モ
ー
ゼ
を
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
代
表
者

と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
、
た
だ
ヨ
ブ
記
の
場
合
に
は
こ
れ
は

個
人
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
問
題
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ

の
民
族
の
中
に
お
け
る
指
導
者
と
し
て
、
モ
ー
ゼ
と
い
う
、
そ

う
い
う
位
置
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
出
エ
ジ
プ
ト

記
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
に
お
い
て
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
朗
読

さ
れ
、
そ
し
て
や
は
り
個
々
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
で
了
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
い
う
文
脈
の
中
で
は
モ
ー
ゼ
の
言
葉
に
注
意
し
て

頂
き
た
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
わ
た
し
の
原
稿
で
は
ヘ
ブ
ラ

イ
語
が
あ
っ
て
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
英
語

の
方
で
ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
と
、
つ
ま
り
「
神
は
モ
ー
ゼ
に
言

わ
れ
た
『
わ
た
し
は
在
り
て
在
る
も
の
で
あ
る
』。
そ
し
て
イ
ス

ラ
エ
ル
の
民
に
こ
の
よ
う
に
言
え
」
と
、
英
語
で
ち
ょ
っ
と
言

い
ま
す
。「<I am

> has sent m
e to you. 

」と
言
う
と
。「
我
あ
り
、

が
わ
た
し
を
あ
な
た
方
に
遣
わ
し
た
」。
こ
の
「
我
あ
り
」
と
い

う
こ
れ
は
神
の
名
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
そ
れ
が
「
わ
た
し
を
」

と
い
う
と
き
の
こ
の
二
番
目
のm

e

は
モ
ー
ゼ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
小
文
字
で
書
か
れ
たm

e

が
、
や
っ

ぱ
り
重
要
な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
歴
史
的
に
今
こ
こ

で
生
き
て
い
る
わ
た
し
と
い
う
も
の
は
で
す
ね
、
大
文
字
で
書

か
れ
た
「I am

」
そ
れ
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
「has 

sent m
e to you

」
と
、「you

」
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
で
す
。
つ

ま
り
わ
た
し
は
孤
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
民
と
い
う
共
同
体
の
中
に
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
中

で
わ
た
し
は
一
つ
の
使
命
を
果
た
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
、
そ

し
て
遣
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
。
そ
れ
が
や
は
り
モ
ー
ゼ
と
い
う

者
の
個
と
い
う
も
の
と
し
て
の
モ
ー
ゼ
の
意
味
・
役
割
だ
ろ
う

と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
で
す
ね
、
沈
黙
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
英

語
の
方
で
書
き
ま
し
た
が
、
西
田
哲
学
が
始
め
て
無
の
場
所
と

い
う
こ
と
を
言
う
と
き
に
、
東
洋
の
思
想
に
お
い
て
「
形
な
き
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も
の
の
形
を
見
る
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
言
葉

が
あ
っ
て
、
そ
の
「
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
は
実
は
単
に
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
だ
け
で
は
な
く
て
、
や
は

り
わ
た
し
は
旧
約
聖
書
を
読
ん
で
い
て
そ
う
い
う
読
み
方
が
出

来
る
個
所
が
非
常
に
多
い
と
い
う
ふ
う
に
最
近
感
じ
ま
し
た
。

そ
れ
は
特
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
自
己
了
解
、
旧
約
聖
書
理
解
で
す
。

そ
れ
に
即
し
て
読
ん
で
行
き
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
違
う

よ
う
に
見
え
る
の
だ
け
れ
ど
や
は
り
太
い
一
本
の
糸
が
繋
が
っ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
無
理
に
キ
リ
ス
ト
教
的
に
解
釈
し
な
く

て
も
、
旧
約
聖
書
を
そ
の
文
脈
の
中
で
非
常
に
深
い
沈
黙
と
言

う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
例
を
詩
篇
の
例
を
挙
げ
た
り
し

て
出
し
ま
し
た
。
寺
尾
先
生
は
何
か
最
後
に
日
本
の
日
常
的
な

例
を
出
さ
れ
ま
し
た
で
す
ね
。
こ
れ
は
あ
と
で
、
ま
た
。
こ
の

辺
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

花
岡 

延
原
先
生
の
方
は
、
滝
沢
先
生
か
ら
西
田
先
生
、
そ
し

て
そ
こ
か
ら
バ
ル
ト
、
そ
し
て
そ
の
中
で
も
横
田
先
生

が
大
変
分
か
り
に
く
い
と
仰
っ
た
の
で
す
が
ア
メ
リ
カ

の
現
代
的
な
問
題
と
滝
沢
先
生
の
宗
教
と
哲
学
の
問

題
。
ま
た
田
中
先
生
の
方
は
無
の
哲
学
で
フ
リ
ッ
ツ
・

ブ
ー
リ
先
生
と
の
、
延
原
先
生
が
開
か
れ
ま
し
た
西
田

哲
学
と
仏
教
学
派
と
い
う
、
Ａ
Ａ
Ｒ
︵
米
国
宗
教
学
会
︶

で
の
部
会
で
の
ブ
ー
リ
先
生
と
の
出
会
い
、
そ
の
中
か

ら
の
田
中
先
生
の
い
ろ
い
ろ
な
発
展
的
な
お
話
で
し

た
。
そ
し
て
先
ほ
ど
田
中
先
生
の
ご
本
を
紹
介
す
る
の

を
忘
れ
ま
し
た
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
つ
い
て
の
解

説
書
を
わ
た
く
し
は
学
生
さ
ん
に
、
大
阪
府
大
時
代
に

も
、
今
の
奈
良
産
業
大
学
で
も
皆
さ
ん
に
読
ん
で
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
を
勉
強
す
る
な

討
議
Ⅴ 

司 

会　

花
岡
永
子



 

ら
ば
こ
の
田
中
先
生
の
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
と
お
願

い
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
ご
本
と
か
を
頂
い
て
お

り
ま
す
。『
逆
説
か
ら
実
在
へ
』
と
い
う
ご
本
を
お
書

き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
歴
程
の
神

学
、
歴
程
と
言
う
言
葉
も
大
変
難
し
い
の
で
す
が
、
プ

ロ
セ
ス
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
本
当
の
専
門
家
で
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
も
の
が
渾

然
一
体
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
量
子
理
論
、
確
定
性

原
理
、
そ
れ
か
ら
相
対
性
理
論
な
ど
が
全
部
入
っ
て
お

り
ま
し
て
、
そ
こ
を
本
当
に
こ
な
し
て
や
っ
て
く
だ
さ

っ
て
い
ま
し
て
、
そ
ち
ら
の
方
も
ご
自
分
で
い
ろ
い
ろ

と
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ま
、
そ
う
い

う
お
二
人
の
、
延
原
先
生
も
ア
メ
リ
カ
時
代
か
ら
大
変

な
ご
活
躍
で
す
が
、
ど
う
ぞ
学
問
的
に
も
こ
の
機
会
に

大
い
に
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
横
田
先

生
は
レ
ス
ポ
ン
ス
が
ち
ょ
っ
と
短
か
っ
た
の
で
す
が
、

「
英
語
で
書
い
て
い
い
な
ら
ほ
ん
と
に
助
か
っ
た
。
な

ん
で
も
な
い
」
と
仰
っ
て
、
日
本
語
が
や
っ
ぱ
り
大
変

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
寺
尾
先
生

か
ら
は
大
変
面
白
い
最
後
の
あ
の
物
語
は
わ
た
く
し
も

面
白
い
な
ぁ
と
、
ど
こ
か
ら
か
引
っ
張
っ
て
ら
っ
し
ゃ

っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
が
。

わ
た
く
し
の
方
で
ご
質
問
を
伺
っ
て
い
る
の
は
ま
ず

八
木
洋
一
先
生
、
そ
れ
か
ら
安
永
先
生
、
そ
の
後
に
森

さ
ん
も
。
そ
れ
か
ら
八
木
︵
誠
一
︶
先
生
は
大
変
滝
沢

先
生
に
関
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
で
、
是
非

森
さ
ん
の
次
あ
た
り
で
も
結
構
で
す
の
で
お
話
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
発
展
的
に
し
て
い
く
の
に
大
変

あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
の
で
。
そ
れ
で
は
八
木
洋
一
先

生
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

八
木
洋
一　

昨
年
の
こ
の
会
は
、
も
う
こ
の
学
会
を
店
終
い
し

ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
な
心
細
い
話
が
で
て
き
た
の
で

す
が
、
幸
い
田
中
先
生
の
ご
努
力
が
あ
り
ま
し
て
、
今

回
も
こ
の
よ
う
な
形
で
で
す
ね
、
し
か
も
テ
ー
マ
と
し

ま
し
て
も
「
宗
教
間
対
話
の
歴
史
と
将
来
」
と
い
う
の

が
テ
ー
マ
と
し
て
選
ば
れ
て
、
こ
の
学
会
は
前
途
洋
洋

に
し
て
存
続
で
き
る
ん
だ
と
い
う
、
も
う
一
度
リ
ニ
ュ



7 ――― 東西宗教研究　第 7 号・2008 年

ー
ア
ル
を
決
意
し
た
学
会
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

で
、
こ
の
テ
ー
マ
の
下
に
、
つ
ま
り
「
対
話
の
歴
史

と
将
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

よ
く
見
て
み
ま
す
と
、
大
変
よ
く
で
き
て
い
ま
し
て
、

ブ
ラ
フ
ト
先
生
と
い
う
の
は
ま
さ
に
宗
教
間
対
話
の
先

駆
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
昨
日
は
ブ
ラ

フ
ト
先
生
に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
今

日
午
前
中
は
星
川
先
生
を
呼
ん
で
、「
宗
教
間
対
話
に

お
け
る
言
語
の
問
題
」
が
改
め
て
俎
上
に
戻
っ
て
来
た
。

そ
れ
で
今
日
の
午
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、「
宗
教
間
対

話
の
将
来
」
と
言
う
こ
と
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
組
ま
れ

て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ

ト
ル
か
ら
す
る
と
、
お
話
い
た
だ
い
た
延
原
先
生
、
そ

し
て
田
中
先
生
の
発
題
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
一
つ
は
っ
き
り
分
か

ら
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
わ
た
し
く
は
分
か
ら

な
い
に
し
て
も
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
ぁ
と
い
う
と

い
う
こ
と
を
お
話
し
て
、
お
二
人
の
意
図
を
確
認
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
の
延
原
先
生
の
発
題
な
ん
で
す
が
、
こ
う
い
う

ふ
う
に
取
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
宗
教
間
対

話
の
可
能
性
と
か
根
拠
と
か
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る

と
、
そ
こ
で
大
切
な
こ
と
と
し
て
は
っ
き
り
し
て
く
る

の
は
、
滝
沢
先
生
の
例
の
神
と
人
と
の
第
一
義
の
接

触
と
第
二
義
の
接
触
と
い
う
こ
と
が
宗
教
間
対
話
の
非

常
に
大
切
な
点
だ
と
、
そ
れ
を
と
も
か
く
踏
ま
え
な
い

と
い
け
な
い
。
そ
こ
を
踏
ま
え
る
と
ま
さ
に
宗
教
間
対

話
と
文
明
間
対
話
へ
と
移
っ
て
行
け
る
ん
だ
、
と
。
そ

し
て
実
際
文
明
間
対
話
に
非
常
に
大
切
な
の
は
、
そ
の

各
文
明
が
持
っ
て
い
る
神
話
的
な
も
の
、
こ
れ
を
ど
う

し
た
っ
て
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
克
服
す

る
道
と
し
て
も
宗
教
間
対
話
の
中
で
大
切
な
滝
沢
先
生

の
発
見
と
い
う
も
の
が
非
常
に
大
切
な
ん
だ
、
と
。
そ

う
い
う
論
の
進
め
方
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
う
じ

ゃ
な
い
の
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
う
い
う
風

に
言
っ
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
宗
教
間
対
話
か

ら
文
明
間
対
話
へ
」
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
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変
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
、
と
い
う
質
問
で
す
。
も

し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
最
後
に
出
て
く
る
先
生
の
で
す

ね
、
図
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
の
図
だ
け
で
本
当
に
宗

教
と
文
明
と
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
わ
た
く
し
の
中
で
は
疑
問
と
し
て
残
っ
て
い
ま
し

て
ね
。
も
っ
と
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば
先

生
は
所
謂
「
ヘ
ブ
ル
人
」
の
中
に
あ
る
預
言
者
を
ど
う

考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
預
言
者

と
い
う
の
は
国
家
と
対
立
し
、
国
家
か
ら
殺
さ
れ
る
と

い
う
面
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
イ
エ
ス
も
預
言

者
だ
と
考
え
る
と
、
そ
う
い
う
非
常
に
は
っ
き
り
と
し

た
典
型
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど

も
。
で
す
か
ら
、
預
言
者
を
ど
う
考
え
る
か
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
や
っ
ぱ
り
宗
教
的
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
と
国
家
を
繋
げ
る
場
合
で
す
ね
、
先
生
は
教
会

と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
。
つ
ま
り
、

宗
教
的
な
自
覚
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
獲

得
し
た
人
た
ち
の
集
団
で
す
ね
。
グ
ル
ー
プ
。
仏
教
で

言
え
ば
僧
伽
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
と
国
家
と
︵
の
関
係
︶、
と
い
う
問
題
が
出
て
く

る
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
先
生
の
図
は
ち
ょ
っ

と
単
純
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
わ
た
く

し
は
感
じ
て
ま
し
て
ね
、
そ
の
へ
ん
を
ど
う
お
考
え
に

な
る
か
と
い
う
こ
と
を
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
け
れ
ど
も
。

そ
れ
か
ら
、
田
中
先
生
の
こ
の
歴
程
の
神
学
と
い
う

の
は
、
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
と
い
う
の
は
、
将
来
宗
教
間
対

話
の
基
礎
に
な
る
そ
う
い
う
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
い
の
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
点
を
田
中
先
生

に
は
お
聞
き
し
た
い
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
で
す
ね
。

延
原 

八
木
先
生
、
今
ま
で
の
歴
史
を
十
分
考
え
な
が
ら
、
今

と
い
う
現
時
点
で
わ
れ
わ
れ
の
な
す
べ
き
こ
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
へ
の
方
向
性
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し

て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
非
常
に
重

要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
現
時
点
に
お
い
て
我
々
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年
間
続
い
た
と
い
う
こ
と
は
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ

れ
で
、
朝
日
新
聞
長
の
青
木
茂
と
い
う
新
聞
記
者
が
飛

ん
で
来
ら
れ
ま
し
て
、
ク
レ
ア
モ
ン
ト
に
い
ら
し
て
ジ

ョ
ン･

カ
ブ
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ

が
シ
リ
ー
ズ
で
朝
日
に
掲
載
さ
れ
る
と
か
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と

を
懐
古
す
る
中
で
、
確
か
に
今
仰
っ
た
よ
う
に
、
滝
沢

は
何
を
や
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
も
う
一
度
確
認
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
滝
沢
克
己
の『
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
と
い
う
書
物
が
出
な
け
れ
ば
、
宗

教
間
対
話
の
運
動
が
こ
れ
ほ
ど
拡
が
っ
た
か
は
分
か
り

ま
せ
ん
。
あ
れ
が
最
初
に
出
た
の
は
一
九
五
〇
年
で
、

再
版
が
一
九
六
四
年
で
し
ょ
。
ジ
ョ
ン･

カ
ブ
の
『
対

話
を
超
え
て
』
が
出
た
の
は
一
九
八
五
年
で
す
か
ら
、

邦
訳
さ
せ
て
頂
い
て
出
し
た
の
が
一
九
八
五
年
で
す
か

ら
、
ほ
ぼ
三
五
年
ア
メ
リ
カ
の
方
が
遅
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
で
す
か
ら
日
本
は
火
付
け
役
を
や
っ
た
の
で
あ

り
ま
し
て
、
そ
の
間
い
ろ
ん
な
動
き
が
あ
り
ま
し
て
、

滝
沢
に
対
し
て
バ
ル
ト
の
と
こ
ろ
に
行
け
と
行
っ
た
の

は
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
わ
れ

わ
れ
に
与
え
ら
れ
たC

om
m

ission

は
い
っ
た
い
何
か
、

と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
一
つ
の
運
動
、
な
い

し
は
集
団
に
と
っ
て
は
非
常
にvital

な
こ
と
で
、
非
常

に
貴
重
な
ご
発
言
を
頂
い
た
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
の
こ
の
発
題
ペ

ー
パ
ー
の
内
容
に
つ
い
て
、
先
生
な
り
の
見
取
り
図
を

示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
そ
う
い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
ひ

と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
も
う
少
し
お
答
え
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
滝
沢
理
解
。
ア
メ
リ
カ
に
参
り
ま
し
て
、
一
五

年
お
り
ま
し
て
、
Ａ
Ａ
Ｒ
の
中
に
一
つ
セ
ミ
ナ
ー
を
作

っ
て
七
年
間
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
い
ろ
い
ろ
な
先

生
方
と
も
ご
一
緒
に
、
ア
メ
リ
カ
の
中
で
プ
ロ
セ
ス
神

学
な
い
し
プ
ロ
セ
ス
哲
学
と
西
田
学
派
で
す
ね
、
そ
の

対
話
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
で
四
苦
八
苦
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
快
く

最
初
は
ア
メ
リ
カ
の
人
た
ち
が
受
け
入
れ
て
く
れ
て
七
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の
は
、
ち
ょ
っ
と
最
初
に
わ
た
し
の
ペ
ー
パ
ー
の
方
で

触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
世
界
的
な

動
き
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
よ
ね
、
二
〇
〇
一
年
ま
で

は
、「
九
・
一
一
」
が
起
こ
ら
な
い
限
り
。
こ
れ
は
い

っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
。
十
分
そ
れ
は
反
省
さ
れ
て
は

い
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
ハ
タ
ミ
さ
ん
は
『
文
明
の

対
話
』
と
い
う
書
物
を
出
し
て
、
彼
は
も
う
大
統
領
職

じ
ゃ
な
い
。
そ
し
て
今
や
ア
メ
リ
カ
は
イ
ラ
ン
を
爆
撃

し
よ
う
と
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
局
面
は
変
わ
っ
て

来
ち
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
国
連
の
中
ま
で
文
明
間
対

話
は
押
し
寄
せ
て
来
た
大
き
な
う
ね
り
に
な
っ
た
の
で

あ
り
ま
し
て
、
宗
教
間
対
話
か
ら
文
明
間
対
話
へ
と
い

う
繋
が
り
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
「
九
・
一
一
」

で
消
え
た
、
と
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
と
い
う
こ
と
は
よ
く
反
省
し
て
み
な
い
と
い
け
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
反
省
し
て
み
ま
す
と
、
グ
リ

フ
ィ
ン
が
い
ろ
い
ろ
な
貴
重
な
デ
ー
タ
ー
を
集
め
て
二

つ
の
本
を
書
い
て
、
あ
と
二
、三
冊
出
て
い
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
中
で
指
摘
し
た
非
常
に
重
要
な
こ
と

は
西
田
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
で
こ
の
滝
沢
と
長
年
の

論
争
を
八
木
誠
一
先
生
は
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
新
約
学
と
か
宗
教
哲
学
と
い
っ
た
も
の
が

発
展
し
て
そ
こ
で
膨
ら
み
が
出
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
一

度
反
省
し
て
滝
沢
は
何
を
や
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

再
反
省
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
ね
。
そ
の
場
合

に
、
わ
た
く
し
が
こ
の
ペ
ー
パ
ー
で
及
ば
ず
な
が
ら
書

か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
不
可
分
・
不
可
同
・

不
可
逆
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
と
。
呪

文
の
よ
う
に
な
っ
て
も
駄
目
で
す
し
、
不
可
分
と
い
う

こ
と
で
滝
沢
は
バ
ル
ト
に
欠
け
て
い
る
教
会
の
壁
の
外

に
お
け
る
神
認
識
の
可
能
性
を
言
っ
た
ん
だ
、
と
。
そ

し
て
不
可
逆
と
い
う
言
葉
は
バ
ル
ト
に
あ
っ
た
け
れ
ど

も
西
田
に
な
か
っ
た
、
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
両
先
生

を
比
較
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ぐ
ら
い
で
は
、
不
可
分
・

不
可
同
・
不
可
逆
の
哲
学
的
構
造
は
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
と
い
う
感
じ
が
致
し
ま
す
の
で
、
今
仰
っ
て
い

る
よ
う
に
そ
れ
を
再
確
認
す
る
と
。

そ
れ
で
今
度
は
文
明
間
対
話
。
文
明
間
対
話
と
い
う
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き
な
筋
道
な
ん
で
す
が
。

そ
こ
で
も
う
一
つ
は
滝
沢
と
西
田
の
関
係
で
す
よ

ね
。
滝
沢
は
西
田
を
正
し
く
表
現
し
た
の
か
、
と
い
う

と
、
わ
た
し
は “C

hristological turn”

と
申
し
上
げ
た

の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、

イ
エ
ス
に
注
目
す
る
と
い
う
の
と
、
バ
ル
ト
に
対
し
て

教
会
の
壁
の
外
に
も
神
認
識
が
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト

論
で
す
よ
ね
。︵
滝
沢
先
生
は
︶
そ
れ
を
言
表
し
た
と

言
う
と
こ
ろ
で
非
常
に
大
き
な
功
績
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
滝
沢
は
西
田
の
深
み
、
西

田
の
全
生
涯
に
渡
る
重
み
、
そ
う
い
う
も
の
を
正
直

に
世
界
の
友
人
に
告
げ
た
の
か
と
い
う
と
、
わ
た
し
は

“C
hristological turn”

と
い
う
ふ
う
に
、
例
え
ば
「
億

劫
相
別
れ
て
、
須
臾
も
離
れ
ず
」、
大
燈
国
師
の
偈
で

す
ね
、
あ
れ
は
先
生
は
非
常
にC

hristological

に
解
釈

さ
れ
た
わ
け
で
す
よ
ね
、
そ
れ
で
い
い
の
か
、
と
。

一
番
最
後
に
わ
た
し
が
発
題
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
西
田
の
最
後
の
著
作
の
意
味
で
す
ね
。『
場
所
的

論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
で
し
ょ
。
西
田
は
場
所
的

は
「
神
話
」
で
す
ね
。
地
球
大
の
神
話
が
形
成
さ
れ
た
、

と
。
そ
れ
で
も
っ
て
知
識
人
も
全
然
物
事
が
見
え
な
く

な
っ
た
し
、
だ
い
た
い
発
言
も
し
な
い
、
と
。
彼
は
命

を
賭
け
て
発
言
し
た
、
と
。
そ
れ
以
来
状
況
は
変
わ
っ

て
、
去
年
の
十
一
月
の
民
主
党
の
勝
利
に
繋
が
っ
て
い

っ
た
、
と
。
そ
れ
で
局
面
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
て
い

る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が

確
認
で
き
る
こ
と
は
、
宗
教
間
対
話
か
ら
文
明
間
対
話

は
世
界
を
動
か
し
て
い
た
ん
で
す
よ
、
確
か
に
。
知
識

人
の
先
進
的
な
理
念
化
ば
っ
か
り
の
対
話
の
運
動
じ
ゃ

な
い
か
、
と
い
う
人
も
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
世
界

は
動
い
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら

の
文
明
の
将
来
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
間
対

話
か
ら
文
明
間
対
話
へ
、
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
あ
の
コ

ー
ス
を
再
建
す
る
と
言
う
こ
と
、
そ
れ
が
人
類
の
使
命

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
グ
リ
フ
ィ
ン

さ
ん
は
果
敢
な
仕
事
を
や
っ
て
き
た
と
、
わ
た
し
は
そ

う
理
解
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
大



202 

そ
う
い
う
も
の
は
西
田
先
生
の
『
日
本
文
化
の
問
題
』

の
後
、
第
一
二
巻
に
出
て
く
る
中
に
、
や
は
り
民
族
性

と
い
う
こ
と
、
民
族
文
化
な
し
に
は
世
界
文
化
は
な
い

と
い
う
理
論
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
言
い
換
え
ま

す
と
文
明
間
対
話
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り

超
近
代
の
あ
の
問
題
か
ら
、
わ
た
く
し
は
ア
メ
リ
カ
に

い
た
か
ら
知
っ
て
ま
す
け
れ
ど
、
西
田
学
派
は
ぼ
こ
ぼ

こ
に
や
ら
れ
て
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
日
本

と
い
う
も
の
が
再
評
価
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
よ
。
宗
教
間
対
話
が
救
い
で
し
た
ね
。
宗

教
間
対
話
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
、
日
本
の
再
評
価
が

起
こ
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
日
本
の
文
化
、

殊
に
神
道
に
帰
っ
て
い
く
の
は
非
常
に
ア
メ
リ
カ
の
リ

ー
ダ
ー
は
躊
躇
を
覚
え
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
西
田
批

判
を
や
る
と
。
だ
か
ら
西
田
の
思
想
的
な
発
言
か
ら
政

治
的
な
発
言
と
繋
が
り
が
出
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ

を
、
ア
メ
リ
カ
は
叩
き
た
い
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、

今
の
従
軍
慰
安
婦
の
問
題
を
叩
く
と
い
う
の
は
一
つ
の

導
火
線
で
あ
っ
て
、
日
本
の
文
化
形
成
力
が
政
治
形
成

論
理
だ
け
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
世
界
観
も
出
そ
う
と

し
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
イ
ギ
リ
ス
の
人
に
は
道
徳
的

世
界
観
と
い
う
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
な
ん
か
に
あ
る
ん
で
す

よ
。
そ
れ
が
あ
っ
た
上
で
政
治
論
が
出
て
き
た
り
す
る

ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
あ
っ
た
上
で
憲
法
が
書
か
れ
る
わ

け
で
す
ね
。
宗
教
的
世
界
観
が
な
い
と
憲
法
は
書
け
な

い
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
西
田
さ
ん
が
一
番
最
後
の
と

こ
ろ
で
、
鈴
木
大
拙
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
「
此
土
は

浄
土
の
し
る
し
で
あ
る
」
と
象
徴
論
を
出
し
た
と
い
う

こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
を
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
も
ら
う
前
の
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ

は
今
確
認
し
て
お
い
た
方
が
よ
ろ
し
い
ん
で
、
な
ぜ
か

と
い
う
と
や
は
り
文
明
の
正
道
を
行
く
理
論
と
い
う
も

の
は
、
今
は
日
本
人
に
は
無
理
だ
と
、
精
神
年
齢
一
二

歳
だ
と
、
そ
し
て
戦
後
民
主
主
義
と
い
う
も
の
は
や
っ

ぱ
り
平
和
憲
法
良
か
っ
た
ん
だ
と
、
そ
れ
は
そ
う
は
言

え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
思
想
と
、
そ
し
て
西

洋
の
政
治
理
論
と
い
う
も
の
を
繋
げ
な
い
と
将
来
は
、

少
な
く
と
も
日
本
に
と
っ
て
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
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て
は
、peoples sovereignty

と
い
う
こ
と
は
、divine 

sovereignty

に
よ
っ
て
決
定
的
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
な
ん
か
が
主
張
し
て
い
る

論
で
あ
り
ま
し
て
、
主
権
在
民
が
な
ん
か
の
形
で
ク
リ

テ
ィ
ー
ク
さ
れ
る
余
地
が
な
け
れ
ば
衆
愚
政
治
に
陥
っ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
宗
教
間

対
話
か
ら
文
明
間
対
話
、
宗
教
を
大
切
に
し
て
文
明
の

構
築
の
路
線
を
出
し
て
い
く
、
そ
の
先
例
を
つ
け
た
の

が
西
田
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
で
す
よ
。

世
界
の
構
築
の
基
本
図
で
し
ょ
。
そ
の
最
後
に
政
治
論

が
出
て
き
て
い
る
の
は
意
味
深
長
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に

影
響
を
与
え
た
の
が
鈴
木
大
拙
で
す
よ
ね
、『
日
本
文

化
の
問
題
』
よ
り
後
に
鈴
木
大
拙
の
影
響
を
受
け
て
い

る
、
と
。
浄
土
論
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
憲
法
を
起
草
す

る
基
本
的
な
理
論
を
ち
ょ
っ
と
出
し
た
、
と
。
だ
か
ら

仰
る
よ
う
に
十
分
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
そ
れ

か
ら
教
会
の
理
論
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
、
い
う
の
も

あ
り
ま
す
ね
。
教
会
の
問
題
に
つ
い
て
は
わ
た
く
し
個

人
の
一
生
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
最
近
別
の
本

力
に
繋
が
る
と
こ
ろ
は
叩
き
た
い
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
や
は
り
宗
教
間
対
話
か
ら
文
明
間
対
話
へ
、

そ
し
て
平
和
の
構
築
へ
、
と
い
う
一
つ
の
路
線
は
堅
持

し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
わ
け
で

す
。そ

こ
で
あ
と
二
つ
触
れ
ま
す
。
こ
の
図
の
1
で
す
ね
、

こ
れ
は
滝
沢
先
生
の
遺
産
だ
と
わ
た
し
は
思
う
わ
け
で

す
ね
。
こ
の
図
に
表
し
た
の
は
わ
た
し
で
す
け
れ
ど
も
、

原
事
実
の
発
見
と
い
う
も
の
は
、
国
家
中
枢
の
地
位
、

天
皇
制
だ
け
で
は
な
く
大
統
領
制
も
入
れ
て
も
よ
い
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ぁ
国
家
で
す
ね
、
国
家
と
人

民
。
そ
の
下
に
、
今
の
日
本
国
憲
法
の
前
文
に
は
「
人

民
主
権
を
受
け
入
れ
な
い
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
、

そ
れ
が
詔
勅
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
は
排
除
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
ど
う
い
う
日
本

の
政
治
的
な
意
思
決
定
も
主
権
在
民
と
い
う
こ
と
に
当

て
は
め
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
廃
棄
さ
れ
る
、
と
。
強
力

な
意
志
が
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
よ
。
と
こ
ろ

が
ア
メ
リ
カ
で
わ
た
し
た
ち
が
知
る
限
り
に
お
き
ま
し
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申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
が
ア
メ
リ
カ
に
い

る
と
き
に
、
立
正
佼
成
会
の
幹
部
の
人
が
飛
ん
で
き
ま

し
て
ね
、
最
近
宗
教
間
対
話
は
時
代
の
流
れ
ら
し
い
、

ち
ょ
っ
と
教
え
て
欲
し
い
と
、
プ
ロ
セ
ス
セ
ン
タ
ー
に

押
し
か
け
て
来
て
、
わ
た
し
は
幹
部
の
方
と
会
っ
た
ん

で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
立
正
佼
成
会
は
「
対
話
」
と
い
う

こ
と
を
前
面
に
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
創
価
学
会
さ

ん
も
同
様
で
す
ね
。
国
際
会
議
を
や
り
ま
し
た
で
し
ょ
、

Pacific Lutheran U
niversity

で
ね
。
あ
の
時
は
や
は

り
創
価
学
会
は
対
話
と
言
う
こ
と
を
謳
わ
な
い
と
宗
教

と
し
て
市
民
権
を
持
た
な
い
、
と
。
そ
う
い
う
時
代
に

入
っ
た
と
い
う
認
識
を
示
し
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
チ

ャ
ペ
ル
さ
ん
が
非
常
に
活
躍
し
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
。
そ
う
い
う
よ
う
に
世
界
は
変
わ
り
ま
し
た
。
だ
か

ら
脅
威
を
感
じ
る
人
が
い
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
国
連

ま
で
動
か
し
た
、
大
き
な
う
ね
り
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

我
々
や
っ
て
い
る
者
が
そ
こ
ま
で
の
自
覚
を
持
っ
て
い

た
か
ど
う
か
は
別
と
し
ま
し
て
、
脅
威
を
感
じ
て
い
た

人
は
い
た
ん
で
す
よ
ね
。

を
書
き
ま
し
て
『
対
話
論
神
学
の
地
平
―
―
私
の
巡
礼

の
な
か
か
ら
―
―
』
と
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
の
在
家

キ
リ
ス
ト
教
論
と
い
う
の
を
一
応
出
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
ん
で
、
今
日
は
そ
れ
が
主
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

花
岡 

八
木
先
生
、
簡
単
に
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

八
木
洋
一　

わ
た
く
し
は
宗
教
間
対
話
と
い
う
の
は
、
広
い
意

味
で
宗
教
集
団
の
形
成
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。

キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、
所
謂
教
会
形
成
の
営
み
だ

と
。
違
っ
た
宗
教
同
士
が
対
話
を
す
る
、
そ
れ
自
体
が

す
で
に
共
同
性
を
も
っ
て
い
る
。

延
原	

そ
れ
は
各
教
派
に
と
っ
て
は
脅
威
で
す
よ
。

八
木
洋
一　

脅
威
だ
け
れ
ど
も
、
脅
威
に
な
る
と
い
う
そ
う
い

う
面
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
て

も
う
一
つ
も
二
つ
も
大
き
な
宗
教
集
団
を
作
っ
て
い
く

と
い
う
営
み
な
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
僕
は
捉
え
て
い

る
ん
で
す
ね
。

延
原	

確
か
に
そ
う
思
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
ね
、
は
じ
め
て
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な
言
語
の
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
そ
れ
が
基
礎
に
な
る
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
わ
た
く
し
は
全
く
考
え
て
な
い

で
す
。
基
礎
付
け
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で

は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
常
に
そ
れ
が
い
っ

た
い
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
発
し
続
け
る
と

い
う
こ
と
が
、
わ
た
し
の
立
場
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
と
一
言
、
延
原
先
生
の
問
題
と
わ
た
し
の
提
題

と
の
関
連
づ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
常
に
わ
た
し
は
弁
証

法
で
は
な
く
て
、
弁
証
法
と
言
う
の
は
わ
た
し
の
考
え

方
で
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
、
つ
ま
り
二
と
い
う
こ
と

ね
。
仏
教
で
は
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
だ
け
れ
ど
も
、
わ
た
し

は
ト
リ
ニ
テ
リ
ア
ン
で
、
三
と
い
う
こ
と
が
で
す
ね
、

で
三
一
構
造
的
に
考
え
る
と
言
う
こ
と
が
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ

ー
の
根
本
な
ん
だ
け
ど
、
た
だ
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
だ

け
で
ね
、
互
い
を
、
相
手
を
理
解
す
る
と
い
う
の
で
は

不
十
分
だ
と
わ
た
し
は
思
う
ん
で
す
。
共
通
に
直
面
し

て
い
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
第
三
項
に
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
す
。
例
え
ば
生
命
倫
理
の
問
題
が
そ
う
で
す
ね
、

花
岡	
そ
れ
で
は
田
中
先
生
と
安
永
先
生
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

田
中	

八
木
︵
洋
一
︶
先
生
か
ら
「
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は

歴
程
の
神
学
と
い
う
考
え
方
が
宗
教
間
対
話
の
基
礎
に

な
る
と
考
え
て
い
る
の
か
」
と
ご
質
問
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
基
礎
で
す
、
と
言
っ
て
出
せ
る
よ

う
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に

対
話
を
し
な
が
ら
、
宗
教
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
常
に
問
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ

か
ら
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
歴
史
の
中
で
生
き
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、
か
つ
て
の
先
人
の
様
々
な
仕
事
を
引
き

継
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
を
常
に
将
来
と
関
係
付
け
て
で
す

ね
、
現
在
を
生
き
る
と
い
う
、
そ
う
意
味
で
歴
史
と
か

将
来
と
い
う
こ
と
で
何
を
了
解
す
る
の
か
、
つ
ま
り
対

話
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
、
歴
史
と
か
将
来
と
は
何
で

あ
る
の
か
、
宗
教
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

現
実
に
対
話
を
遂
行
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
。
な
に
か

哲
学
の
基
礎
に
な
る
と
か
で
す
ね
、
な
に
か
非
自
然
的



20 

に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
し
か
し
翻
っ
て
み
る
と
、
日
本
の
中
で
は
そ

う
い
う
問
題
が
少
な
く
と
も
宗
教
哲
学
者
の
中
で
は
は

っ
き
り
と
自
分
た
ち
に
と
っ
て
責
任
の
あ
る
問
題
だ
と

言
う
意
識
は
欠
如
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。Zen at W

ar

に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、
こ
う
い
う

こ
と
が
わ
た
く
し
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
あ
れ
は

も
と
も
と
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
を
や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る

方
が
日
本
に
来
て
、
日
本
で
や
は
り
反
戦
運
動
を
し
て

い
る
、
と
。
し
か
し
や
は
り
同
時
に
禅
の
あ
る
曹
洞
宗

で
し
た
か
ね
、
そ
こ
で
修
行
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、

あ
な
た
そ
う
い
う
政
治
問
題
に
関
わ
っ
て
は
だ
め
だ
、

や
め
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
、
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、

謂
わ
ば
政
治
と
は
一
線
を
画
す
る
、
と
。
こ
れ
は
わ
た

く
し
は
一
つ
の
見
識
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
一
線
を
画
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
政
治
に
対
し
て
イ
ン
パ
ク
ト

を
持
ち
う
る
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
言

っ
て
い
る
老
師
の
先
生
方
が
太
平
洋
戦
争
中
に
一
線
を

画
す
る
ど
こ
ろ
か
真
に
そ
の
当
時
の
愛
国
心
に
の
っ
と

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
具
体
的
な
科
学
の
問
題
も
そ
う

だ
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
世
俗
化
の
問
題
と
い
う

共
通
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
じ
め
て
仏

教
的
な
考
え
方
、
キ
リ
ス
ト
的
な
考
え
方
が
そ
の
中
で

実
り
の
あ
る
対
話
が
可
能
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

実
は
延
原
先
生
の
国
家
神
学
の
問
題
ね
、
つ
ま
り
国

家
と
か
民
族
と
か
そ
う
い
う
問
題
を
ど
う
考
え
て
い
く

か
と
い
う
の
は
大
変
に
大
切
な
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
わ
た
し
は
禅
の
偶
像
破
壊
の
精
神
か
ら
は
大
変
多

く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し

わ
た
し
が
今
年
ア
メ
リ
カ
に
行
き
ま
し
た
と
き
に
や
は

り
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
校
で
は
禅
の
ク
ラ
ス

が
あ
り
ま
す
。
何
を
最
初
に
読
む
と
思
い
ま
す
か
。
昔

で
し
た
ら
鈴
木
大
拙
と
か
そ
う
い
う
も
の
が
テ
キ
ス
ト

に
な
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、Rude aw

aken-

ings 

とZen at W
ar

を
一
番
最
初
に
読
む
。
そ
う
す
る

と
、
こ
れ
を
最
初
に
読
む
の
は
不
味
い
。
わ
た
く
し
は

こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
最
初
か
ら
そ
れ
を
読
む
と
い
う
の
は
非
常
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だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
ト
リ
ニ
テ
リ

ア
ン
的
な
思
考
で
す
。
単
純
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は

そ
れ
ぞ
れ
他
派
か
ら
学
び
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
で
は
な

く
て
ね
、
や
っ
ぱ
り
歴
史
的
に
生
ま
れ
た
、
田
辺
の
発

言
を
借
り
る
と
歴
史
的
な
公
案
と
い
う
も
の
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
敗
戦
と
い
う
自
体
を
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
教
者
は
ど
う
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の

中
で
そ
れ
に
率
直
に
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
が
本
当
に

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
歴
史
を
忘
却
し
て
し
ま
う
と
、
永

遠
の
現
在
は
文
字
通
り
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
と
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
わ
た
し
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

花
岡	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。
安

永
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

安
永	

田
中
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
示
唆
に

富
む
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
田
中
先
生
に
少

し
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
ペ
ー
パ

ー
の
中
で
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
古
郡
兼
通
の
開
悟

の
偈
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
開
悟
の
偈
に
先
生
が

っ
て
国
家
と
い
う
も
の
の
宗
教
に
、
謂
わ
ば
戦
前
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
て
大
い
に
政
治
的

発
言
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る
歴
史
を
す

っ
か
り
忘
れ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は

や
は
り
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
わ
た
し
は

禅
の
無
は
大
変
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

あ
の
無
か
ら
本
当
の
意
味
で
の
倫
理
的
な
責
任
と
い
う

こ
と
が
出
せ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。
そ
れ
は
や
は
り
第

三
項
と
し
て
そ
う
い
っ
た
政
治
神
学
、
国
家
神
学
、
日

本
の
国
家
神
学
は
天
皇
制
で
す
が
、
国
家
神
道
で
す
が
、

そ
れ
に
対
し
て
毅
然
と
し
た
「
ノ
ー
」「
無
」
と
は
言

っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
つ
ま
り
そ
う
い
っ
た
制
度
的
な

も
の
か
ら
本
当
に
自
由
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

わ
た
し
は
別
に
政
治
と
宗
教
の
次
元
の
違
い
は
極
め
て

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
実
は
非
常
に
素
朴

な
形
で
ね
、
そ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
中
で
そ
れ
を
疑

わ
ず
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
毅
然
と
し

た
「
ノ
ー
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

そ
れ
は
む
し
ろ
問
い
か
け
と
し
て
当
然
出
て
く
る
も
の
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resuscitate

だ
と
言
う
ん
で
す
。な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、

ど
う
し
て
もresurrect

と
かresurrection

と
い
う
言

葉
に
は
、
特
に
先
生
の
ペ
ー
パ
ー
の
中
で
も
ア
ー
ル
が

キ
ャ
ピ
タ
ル
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
ア
ー
ル
が
キ
ャ

ピ
タ
ル
に
な
り
ま
す
と
、
イ
エ
ス
の
復
活
と
い
う
コ
ノ

テ
ー
シ
ョ
ン
が
バ
イ
ア
ス
で
入
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
でm

outh to m
outh resuscitation

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
意
図
的
に
こ
の

resurrection

で
は
な
く
てresuscitation

だ
と
。
そ
う

い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
拘
り
は
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
キ
リ
ス

ト
者
の
方
々
がresurrection

と
聞
く
と
、
や
は
り
イ
エ

ス
の
復
活
、
奇
跡
。
た
だ
し
禅
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
大

死
一
番
絶
後
に
再
び
蘇
る
」
と
い
う
の
は
、
誰
に
も
い

つ
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
奇
跡
で

は
な
い
、
と
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
も
し
わ
た
く
し
が

「
大
死
一
番
絶
後
に
再
び
蘇
る
」にresurrect

を
使
う
と
、

誤
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
常
に
危
惧
し
て
お
り
ま

す
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
田
中
先
生
に
お
聞
き

非
常
に
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
を
得
た
と
、
そ
し
て
今
日

も
ま
た
寺
尾
先
生
が
こ
の
偈
に
対
し
て
全
く
違
和
感
を

感
じ
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
仰
っ
て
く
だ
さ
っ

た
。
わ
た
く
し
は
む
し
ろ
そ
れ
が
問
題
で
は
な
い
か
と

思
う
わ
け
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
そ
の
古
郡
の
偈

と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
偈
は
実

は
改
変
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
も
と
も
と
古
郡
は
こ
う

は
言
っ
て
お
ら
ん
わ
け
で
す
。
先
生
も
ご
存
知
の
よ
う

に
、再
び
蘇
生
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
も
と
も
と
は
「
身

は
灰
燼
と
な
り
て
、
四
も
を
回
看
せ
ば
」
と
、
こ
う
な

っ
て
お
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
改
変
さ
れ
て
こ
の
蘇

生
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。
そ
の
蘇
生

と
い
う
言
葉
、resurrect

と
い
う
言
葉
が
入
る
と
キ
リ

ス
ト
者
で
あ
る
お
二
方
に
は
非
常
に
親
密
に
感
じ
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
二
〇
年

来
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ブ
ラ
ザ
ー
、
シ
ス
タ
ー
の
中
で
交

流
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
英
語
で
話
を
す
る
際
に

「
大
死
一
番
絶
後
に
再
び
蘇
る
」
と
い
う
禅
語
が
ご
ざ

い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
時
にresurrect 

で
は
な
く
し
て
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る
と
い
う
事
柄
の
本
当
の
意
味
で
す
ね
。
最
初
か
ら
不

生
に
し
て
不
滅
と
い
う
の
で
は
な
く
て
ね
、
や
っ
ぱ
り

キ
リ
ス
ト
者
の
場
合
に
は
死
し
て
と
い
う
こ
と
、
こ
れ

は
決
し
て
リ
ア
ル
な
意
味
で
当
然
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
い
う
了
解
で
す
。
で
す
か
ら
禅

の
語
録
が
も
と
も
と
誰
か
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
た

と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、

も
と
も
と
慧
能
の
有
名
な
偈
も
で
す
ね
、
写
本
に
よ
っ

て
随
分
違
う
と
言
う
こ
と
を
わ
た
し
は
伺
い
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
書
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
が
多
く
の
人
の
共
通
の
体
験
を
表
現
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
本
来
無
一
物
と
い
う
の
は
あ
る
テ

ク
ス
ト
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
な
っ
て
ま
す
よ
ね
。
し

か
し
そ
れ
は
本
来
無
一
物
の
方
が
明
ら
か
に
偈
と
し
て

優
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
は
当
然

あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
寺
尾
先
生
は
あ
の
古
郡
兼
道
の
偈
は
そ

ん
な
に
深
い
印
象
を
持
た
な
か
っ
た
と
、
そ
れ
は
わ
た

し
も
前
か
ら
読
ん
で
い
て
︵
そ
う
い
う
印
象
を
︶
し
て

し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
の
拘
り
は
ち
ょ

っ
と
異
常
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
を
ち
ょ
っ

と
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

田
中	

わ
た
く
し
が
禅
か
ら
学
ん
だ
一
番
大
き
な
こ
と
は
何
か

特
別
な
選
ば
れ
た
人
の
み
が
経
験
し
う
る
事
柄
で
は
な

く
て
、
ま
さ
し
く
奇
跡
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
の
日

常
的
な
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
生
活
の
瞬
間
に
お
い
て
、
そ

れ
を
認
め
る
。
そ
れ
を
奇
跡
と
し
て
受
け
と
め
る
よ
う

な
、
そ
う
い
う
わ
れ
わ
れ
の
一
種
の
心
構
え
と
言
い
ま

す
か
、
そ
れ
を
禅
か
ら
学
ん
だ
わ
け
で
、
別
に
そ
れ
を

十
字
架
上
の
死
だ
け
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
や
っ
ぱ
り
「
大
死
一
番
絶
後

に
再
び
蘇
る
」
は
禅
の
言
い
方
だ
け
れ
ど
も
ね
、
し
か

し
そ
う
い
う
日
常
的
な
言
い
方
の
中
に
や
は
り
わ
れ
わ

れ
の
生
と
死
と
い
う
も
の
が
、
更
に
大
き
な
問
題
が
そ

こ
に
潜
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は

死
と
い
う
こ
と
か
ら
生
を
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
も
う
一
つ
は
死
し
て
蘇
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中
で
あ
の
古
郡
の
偈
を
置
い
て
み
た
と
き
に
、
わ
た
し

に
あ
る
一
つ
の
問
題
と
い
い
ま
す
か
ね
、
わ
た
し
自
身

の
公
案
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
た
と
い
う
そ
う
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

花
岡	

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
森
先
生
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

森	

質
問
は
実
に
単
純
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
二
人
の

ペ
ー
パ
ー
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、
ま
ず
簡
単
な
方
か

ら
。
田
中
先
生
の
方
の
タ
イ
ト
ル
は
「
無
の
哲
学
と
キ

リ
ス
ト
教
」
あ
る
い
は
英
語
版
を
見
た
と
き
に“The 

Philosophy of N
othingness and H

ayathology”

で
す

か
、
ま
ず
一
つ
の
問
い
は
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
と
い
う
の
は

や
は
り
神
学
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
僕
は
は
じ
め
「
無

と
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ
ー
の
哲
学
」
と
い
う
ね
、
そ
ん
な
ん
に

も
読
め
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
語

の
方
は
キ
リ
ス
ト
教
に
な
り
、
あ
る
い
は
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ

ー
の
神
学
と
い
う
言
い
方
も
口
頭
で
は
言
わ
れ
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
が
、
や
は
り
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
は
神
学
な

い
た
ん
で
す
ね
。
日
本
語
で
読
ん
で
い
た
と
き
は
た
い

し
て
印
象
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
ま

っ
た
く
同
じ
こ
と
を
、
例
え
ば
ブ
リ
さ
ん
は
も
と
も
と

ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
お
そ
ら
く
お
弟

子
さ
ん
か
誰
か
が
英
語
に
訳
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
ご
自

分
で
訳
さ
れ
た
か
で
す
ね
、
そ
う
い
う
違
っ
た
文
脈
で

見
た
と
き
に
、
や
は
り
そ
こ
に
テ
キ
ス
ト
に
、
わ
た
し

に
と
っ
て
は
新
し
い
意
味
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
宗
教
的
な
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
そ
れ
は
極
め
て

頻
繁
に
起
こ
る
事
柄
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
つ
ま

り
元
々
書
か
れ
て
い
た
と
き
の
意
味
だ
け
で
、
意
味
は

決
し
て
終
結
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ぁ
、

言
語
に
対
し
て
ね
、
今
日
の
午
前
中
に
そ
ん
な
話
が
あ

っ
て
、
言
語
が
実
在
に
開
か
れ
て
い
る
と
か
、
実
在
が

言
語
に
開
か
れ
て
い
る
と
か
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

し
か
し
言
語
は
一
つ
の
固
定
し
た
意
味
を
も
っ
て
い
ま

す
が
、
も
ち
ろ
ん
文
字
通
り
言
語
そ
の
も
の
を
一
つ
の

プ
ロ
セ
ス
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
た
し

は
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
意
味
で
違
う
文
脈
の
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も
う
一
つ
の
隠
れ
た
流
れ
の
よ
う
な
形
で
、
た
と
え
ば

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
中
に
も
実
は
本
人
の
自
覚
は
別
に
し
て

も
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
が
あ
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解

し
て
い
い
の
か
、
ま
ぁ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
膨
ら
ん
で

く
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
あ
の
延
原
先
生
と
は
こ
の
前
の
西
田
学
会

で
少
し
や
り
あ
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
同
じ
質
問
を

も
う
一
回
し
た
い
の
で
す
ね
。
そ
の
滝
沢
先
生
の
こ
の

第
一
義
、
第
二
義
、
特
に
事
実
性
と
い
う
の
は
、
西
田

哲
学
的
な
、
た
と
え
ば
純
粋
経
験
、「
宗
教
は
心
霊
上

の
事
実
だ
」
と
い
う
と
き
の
事
実
と
僕
は
対
極
の
よ
う

な
感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
ね
。
た
と
え
ば
不
可
逆
で
も

い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
誰
が
見
た
の
か
と
聞

き
た
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可

逆
と
言
う
と
き
に
、
も
う
そ
れ
だ
け
が
人
間
が
い
な
く

て
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
ね
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
僕
ら

に
は
聞
こ
え
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
不
可
逆
を
誰
が
言

う
の
か
、
滝
沢
先
生
が
言
う
な
ら
ば
、
一
つ
の
テ
オ
ロ

ギ
ア
で
良
い
わ
け
で
す
。
も
し
な
ん
な
ら
僕
が
言
っ
て

の
か
。
ま
ぁ
、
僕
は
有
賀
先
生
を
す
ぐ
に
思
い
出
し
ま

し
た
か
ら
、
あ
れ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
た
だ
こ
の
ハ

ヤ
ト
ロ
ギ
ー
の
位
置
づ
け
が
す
ご
い
壮
大
な
先
生
の
計

画
の
中
で
い
ろ
ん
な
意
味
合
い
を
持
つ
ん
だ
と
思
い
ま

す
。そ

れ
と
関
連
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
延
原
先
生
の

場
合
は
こ
れ
は
タ
イ
ト
ル
の
中
に
「
滝
沢
哲
学
再
考
」

と
あ
り
ま
し
た
。
僕
は
滝
沢
さ
ん
は
哲
学
で
は
な
く
て
、

滝
沢
神
学
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
先
生
は
や

は
り
、
滝
沢
は
先
生
を
更
に
乗
り
越
え
て
純
粋
哲
学
的

な
次
元
を
開
か
れ
た
い
、
と
い
う
そ
う
い
う
願
い
が
き

っ
と
お
あ
り
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
場
合
に
や
は
り
哲
学
と
神
学
と
い
う
か
、
あ

る
い
は
田
中
先
生
の
場
合
だ
っ
た
ら
伝
統
的
に
神
学
が

ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
の
偏
り
を
受
け
て
き
た
が
ゆ
え
に
も

う
一
回
そ
こ
か
ら
開
放
さ
れ
る
と
い
う
意
味
合
い
を
も

つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
と
い

う
と
、
そ
う
い
う
神
学
の
よ
う
に
も
解
釈
さ
れ
る
。
あ

る
い
は
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のdenken

の
底
を
流
れ
る
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っ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ら
あ
た
り

を
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ぁ
、
い
ろ
い
ろ
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
単
純
に
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
と
し
て
、
今
お
二

人
は
共
通
に
キ
リ
ス
ト
論
的
な
タ
ー
ン
と
い
う
こ
と
、

展
開
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

田
中
先
生
も
実
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
自
分
は
西

田
哲
学
の
キ
リ
ス
ト
論
み
た
い
な
も
の
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
今
度
は

田
中
先
生
に
聞
き
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
西
田
の

キ
リ
ス
ト
論
と
は
何
な
の
か
。
特
に
最
後
の
宗
教
論
で
、

ま
ぁ
先
生
は
国
家
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど

も
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
置
い
と
い
て
、
そ
の
手
前
で
た
と

え
ば
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
こ
れ
が
出
ま
す
よ
ね
。
僕

は
ね
、
こ
れ
だ
け
じ
ゃ
不
十
分
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
哲

学
の
立
場
で
、
つ
ま
り
西
田
神
学
と
は
や
っ
ぱ
り
言
え

な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
西
田
は
哲
学
で
す
か
ら
。
そ

の
と
き
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
あ
れ
を
出
し
て
き
た

の
は
、
一
つ
の
例
と
し
て
ね
。
こ
れ
は
超
越
を
、
も
う

も
い
い
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
し
僕
が
言
う
な

ら
禅
の
ほ
う
に
近
く
な
り
ま
し
て
不
可
逆
は
可
逆
で
も

あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
宗
教
心
の
あ
れ
じ

ゃ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
呼
び
声
と
し
て
は
初
め
は
こ

ち
ら
が
先
だ
と
思
っ
た
の
に
、
そ
れ
は
実
は
神
や
仏
の

呼
び
声
だ
っ
た
、
と
い
う
形
で
の
不
可
逆
性
が
も
う
一

回
そ
こ
で
蘇
る
。
で
す
か
ら
不
可
逆
も
ド
グ
マ
の
よ
う

に
こ
っ
ち
に
は
あ
る
け
ど
こ
っ
ち
に
は
な
い
で
は
な
く

て
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
誰
が
そ
れ
を
言
う
の
か
、
誰
が

そ
れ
を
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
え
ば

シ
ェ
リ
ン
グ
が
面
白
い
こ
と
で
、「『
光
あ
れ
』
と
ど
う

し
て
言
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
前
に
な
ん
で
光
を
創
ら
れ

な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
シ
ェ
リ
ン
グ
が
問
う

て
い
ま
す
け
ど
、
こ
れ
は
ま
た
非
常
に
面
白
い
問
い
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
誰
が
見
た
の
か
、

誰
が
言
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
不
可
逆
」
に

も
意
味
が
全
然
違
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
宗
教
と
い
う

こ
と
の
意
味
が
バ
ル
ト
的
な
人
間
の
業
と
し
て
し
か
見

な
い
宗
教
と
、
そ
れ
を
超
え
る
宗
教
の
意
味
合
い
が
違
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す
か
ら
ち
ょ
っ
と
省
い
て
、
も
う
そ
ん
な
も
ん
言
う
て

お
ら
れ
へ
ん
、
日
本
の
状
況
が
大
変
に
な
っ
た
か
ら
歴

史
の
只
中
に
飛
び
出
た
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
論
的
展
開
と
い

う
の
は
、
も
う
一
回
厳
密
に
言
え
ば
、
展
開
と
言
う
の

は
言
語
論
的
展
開
も
そ
う
で
す
が
、
展
開
と
い
う
の
は

必
ず
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で

す
。
そ
し
た
ら
い
っ
た
い
キ
リ
ス
ト
へ
展
開
し
た
と
い

う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

田
中	

最
初
の
ご
質
問
は
、
歴
程
の
哲
学
で
は
な
く
て
神
学
を

考
え
て
い
る
の
か
、
と
。
こ
れ
は
小
野
寺
先
生
が
大
地

の
神
学
、
大
地
の
哲
学
、
大
地
の
文
学
で
す
か
、
わ
た

し
も
歴
程
の
文
学
、
歴
程
の
哲
学
、
歴
程
の
神
学
と
使

い
た
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合
の
神
学
と
い
う
と
き
に
、

こ
れ
は
西
田
の
場
合
に
は
神
学
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

ね
。
つ
ま
り
西
田
の
場
合
に
は
神
と
い
う
言
葉
は
、
あ

る
い
は
必
要
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
世
界

と
個
、
生
き
て
い
る
個
で
す
ね
、
そ
れ
と
超
越
と
い
う

一
回
内
在
的
な
超
越
と
し
て
、
あ
る
い
は
歴
史
と
い
う

よ
り
も
自
然
の
中
に
お
け
る
決
断
と
言
う
か
、
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
の
言
う
。
あ
の
背
景
に
は
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
と
か
、

あ
る
い
は
歴
史
哲
学
と
い
う
か
、
歴
史
を
す
ご
く
厳
し

く
見
る
そ
う
い
う
あ
れ
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
例
と

し
て
ね
、
あ
の
大
審
問
官
の
や
つ
を
出
し
た
ん
で
す
よ

ね
。
僕
か
ら
言
う
と
、
あ
れ
は
哲
学
な
ん
で
す
よ
ね
。

お
そ
ら
く
先
生
は
神
学
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
僕
か
ら

言
え
ば
あ
れ
を
も
う
一
回
宗
教
に
す
る
た
め
に
は
、
ま

さ
に
文
学
じ
ゃ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
中
で
は
あ
れ
は
イ
ワ
ン
が
し
ゃ
べ
る
。
そ
れ

を
ね
、
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
が
も
う
一
回
黙
っ
て
ね
、
反
復

す
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
行
為
で
す
よ
ね
。
そ
の
行
為

が
な
け
れ
ば
そ
ん
な
も
ん
審
問
官
の
場
面
だ
っ
て
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
悪
口
を
言
っ
た
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
す

よ
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
が
も
う
一
回

黙
っ
て
い
る
。
イ
ワ
ン
に
接
吻
す
る
。
こ
れ
が
ね
、
ま

さ
に
行
為
な
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
そ
こ
に
来
て
宗
教
が

あ
る
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
西
田
さ
ん
は
テ
ク
ス
ト
で



2 

テ
オ
ロ
ギ
ケ
ー
と
い
う
伝
統
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
た
だ
わ
た
し
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
テ
オ
ロ
ギ
ケ

ー
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
彼
は
哲
学
的
神
学
で
す

ね
、
宗
教
哲
学
と
い
う
言
い
方
は
し
て
い
な
い
で
す
が
。

わ
た
し
は
た
だ
、
神
学
と
言
う
言
葉
を
こ
こ
で
使
っ
て

い
る
と
き
に
は
や
は
り
啓
示
の
問
題
、
啓
示
神
学
の
問

題
と
自
然
神
学
の
問
題
は
一
つ
に
す
る
、
と
。
上
田
先

生
は
そ
れ
が
宗
教
哲
学
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
だ
け
れ
ど

も
、
そ
の
意
味
で
神
学
で
す
。
だ
か
ら
伝
統
的
な
啓
示

神
学
で
も
な
い
し
、
自
然
神
学
で
も
な
い
も
の
を
考
え

て
い
る
。
た
だ
し
歴
程
と
い
う
言
葉
は
も
っ
と
広
い
意

味
で
使
っ
て
、
や
は
り
文
学
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は

最
近
書
い
た
も
の
で
は
「
復
生
の
文
学
」
と
、
復
生
は

文
字
通
り
再
び
生
き
る
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
文
学
の
レ
ベ
ル
で
も
も
ち
ろ
ん
考

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
キ
リ
ス
ト
で
す
か
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
大

き
な
問
題
で
す
が
、
や
は
り
西
田
先
生
の
場
合
で
す
ね
、

大
審
問
官
を
例
に
出
さ
れ
た
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
大

こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
神
と
言
っ
て
い
る
場

合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
場
合
に
よ
る
と
そ
れ
は

世
界
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し

そ
の
中
で
伝
統
的
に
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
自
分

は
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
そ
う
い
う
文
脈
で
語
ら

れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
わ
た
し
の

場
合
に
は
、
歴
程
の
神
学
と
言
う
の
は
、
た
だ
し
こ
れ

は
テ
オ
ロ
ギ
ア
と
い
う
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
オ

ロ
ギ
ケ
ー
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
で
す
ね
、
そ
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
オ
ロ
ギ
ケ
ー
と
い
う
の
は
ホ
メ

ロ
ス
と
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
神
話
を
で
す
ね
、
神
に
つ
い
て

語
る
こ
と
が
テ
オ
ロ
ギ
ア
で
す
。
し
か
し
神
に
つ
い
て

語
る
と
い
う
こ
と
は
神
を
対
象
化
し
て
語
る
、
あ
る
い

は
人
間
に
な
ぞ
ら
え
て
語
る
こ
と
で
す
か
ら
、
神
に
つ

い
て
真
実
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
テ
オ
ロ
ギ
ケ
ー
と
い

う
言
い
方
を
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
む
し
ろ
そ
れ
は

自
然
神
学
の
系
譜
に
繋
が
る
、
た
だ
し
カ
ト
リ
ッ
ク
の

伝
統
の
よ
う
に
啓
示
神
学
の
予
備
学
と
し
て
の
自
然
神

学
で
は
な
く
て
、
ほ
ん
と
の
意
味
で
の
哲
学
的
神
学
が
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う
キ
リ
ス
ト
を
離
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
は
な

い
。
な
に
か
抽
象
的
な
、
こ
れ
は
滝
沢
先
生
に
対
す
る

わ
た
し
の
不
満
で
す
け
れ
ど
も
、
神
人
学
と
い
う
ア
プ

リ
オ
リ
な
原
理
に
し
て
し
ま
う
と
、
や
は
り
違
う
だ
ろ

う
と
、
そ
う
い
う
風
に
わ
た
し
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

延
原	

森
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と
問
題

点
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
で
非
常
に
重
要
な
質
問
を

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
わ
た
し
は
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
注
の
16
で
す
ね
。
ハ

ー
ツ
ホ
ン
のM

an’s Vision of G
od

、
一
九
六
四
年
に
出

し
た
書
物
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
六
四
年
に
ハ
ー

ツ
ホ
ン
は
も
う
一
冊Beyond H

um
anism

と
い
う
の
を

出
し
て
ま
し
て
、
そ
の
中
で
ジ
ョ
ン･

デ
ュ
ー
イ
と
対

論
し
て
、Super naturalism

と
い
う
の
を
出
し
て
い
る

ん
で
す
。
今
日
田
中
先
生
が
お
出
し
に
な
っ
たSuper 

naturalism

。
ジ
ョ
ン･

デ
ュ
ー
イ
のnaturalism

に
賛

成
は
す
る
け
れ
ど
も
、Super naturalism

と
い
う
点
で

は
自
分
は
違
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
出
し
た
わ
け
で
す

変
短
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
れ

は
キ
リ
ス
ト
そ
の
人
に
注
目
す
る
し
か
な
い
で
す
。
も

し
キ
リ
ス
ト
が
再
び
現
わ
れ
た
、
ま
ぁ
再
臨
で
な
く
て

も
、
再
臨
の
前
に
現
わ
れ
た
ら
と
い
う
文
脈
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
再
び
大
審
問
官
に
よ
っ
て
磔
に
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
、
と
。
つ
ま
り
来
て
欲
し
く
な
い
存
在
だ
と

い
う
ふ
う
に
扱
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ

と
を
劇
中
劇
と
し
て
語
る
。
で
す
か
ら
非
常
に
文
学
的

な
い
く
つ
も
の
層
が
あ
る
わ
け
で
、
別
に
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
主
張
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
劇
中
人
物

で
す
ね
、
イ
ワ
ン･

カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
と
い
う
そ
う
い
う

人
た
ち
が
神
に
つ
い
て
語
る
、
つ
ま
り
神
の
造
っ
た
世

界
を
わ
た
し
は
承
認
で
き
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
う
、

そ
う
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
た
。
イ
エ
ス
の
中
に
内

在
的
超
越
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
見
る
と
い
う
、
あ
る

い
は
そ
う
い
う
文
脈
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

や
は
り
そ
れ
は
大
き
な
問
い
か
け
で
あ
り
ま
す
ね
。
つ

ま
り
や
は
り
具
体
的
に
一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
た
、

そ
し
て
実
際
に
死
ん
だ
、
そ
し
て
蘇
っ
た
、
そ
う
い
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で
す
、
第
一
義
を
指
摘
し
た
と
き
に
は
。
第
一
義
は
永

遠
の
神
の
御
言
葉
が
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
お
い
て
受
肉

し
た
と
き
に
初
め
て
原
事
実
が
発
生
し
た
の
で
は
な
く

て
、
逆
だ
と
言
っ
た
と
き
の
滝
沢
は
わ
た
し
は
哲
学
者

だ
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
に
関
わ
る
歴
史

的
な
事
象
の
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
滝
沢
が
一
生
懸
命

に
も
の
を
考
え
て
い
る
と
き
は
、
彼
は
神
学
者
で
す
。

そ
れ
で
神
学
者
の
面
と
い
う
も
の
が
前
面
に
出
て
き
た

と
こ
ろ
を
、
わ
た
し
はC

hristological turn

と
言
っ

て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
積
極
的
な
意
味
と

積
極
的
で
な
い
消
極
的
な
意
味
が
あ
っ
て
、
西
田
の
持

ち
味
を
消
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
含
み
が
あ

る
ん
で
す
。
そ
れ
は
さ
っ
き
仰
っ
た
「
不
可
分
・
不
可

同
・
不
可
逆
」
の
不
可
分
と
は
い
っ
た
い
何
か
と
、
そ

れ
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
で
し
ょ
。
だ
か
ら
不
可
分

と
い
う
こ
と
の
中
ま
で
神
が
先
か
人
は
後
か
と
い
う
問

題
は
、
そ
れ
が
入
っ
て
く
る
と
き
に
は
創
造
論
の
問
題

に
な
る
ん
で
す
よ
。「
神
が
人
を
創
り
た
も
う
」
と
い

う
。C

reator versus creature

と
滝
沢
先
生
は
い
つ
も

け
れ
ど
も
、
同
じ
年
に
こ
のM

an’s Vision of G
od

こ
れ

は
非
常
に
面
白
い
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
わ
た
し
が
最
近

再
読
し
て
い
て
滝
沢
理
解
の
再
確
認
に
非
常
に
役
に
立

っ
た
ん
で
す
よ
ね
。“Em

pirical science and theology( 

revealed theology is in this sense em
pirical) are the 

sources for any know
ledge w

e have of G
od beyond 

the bare outline of the dim
ensions of his being. 

That he has an infinitude of contingent features is 

m
etaphysical; w

hat these features are is not.” 

神
が
無

限
に
多
様
な
経
験
内
容
を
持
ち
た
も
う
と
い
う
こ
と
を

対
象
に
す
る
の
は
神
学
で
あ
っ
て
、
神
学
は
ハ
ー
ツ
ホ

ン
は“Em

pirical science”

と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ

ね
。“Em

pirical sources”

を
基
に
し
ま
す
か
ら
、
し
か

し
神
が
そ
う
い
う
可
能
な
諸
経
験
を
持
ち
た
も
う
と
い

う
こ
と
自
体
は
、
こ
れ
はm

etaphysical

にthinking

の
対
象
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
滝
沢
は
あ
る
意
味
で
神
学

者
で
す
。
し
か
し
神
学
を
バ
ル
ト
の
も
と
で
学
ん
で

で
す
ね
、
バ
ル
ト
に
一
つ
のquestion

を
出
し
た
と
き

に
、
彼
は
純
粋
哲
学
者
と
し
て
立
っ
て
い
た
と
思
う
ん
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お
願
い
い
た
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と
思
い
や
お
考
え
が

お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
の
で
。

八
木
誠
一　

ご
指
名
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
と
言
っ
た
場

合
に
、
不
可
分
、
不
可
同
は
良
い
の
で
す
が
、
不
可
逆

と
言
っ
た
場
合
や
っ
ぱ
り
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
不
可
逆
と
言
っ
た
ら
一
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。

だ
け
ど
、
じ
ゃ
ぁ
不
可
逆
が
な
い
ん
だ
と
言
う
と
そ

う
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
わ
た
し
は
よ
く
こ
の
言
葉

を
引
き
合
い
に
出
す
の
で
す
が
、「
わ
た
し
が
死
ん
で
、

わ
た
し
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い
る
」
と
い
う

パ
ウ
ロ
の
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
が

生
き
て
い
る
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
中
に

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た

し
の
中
に
生
き
て
い
る
キ
リ
ス
ト
と
、
そ
れ
を
生
き
て

い
る
と
い
う
自
分
、
自
我
で
す
。
用
語
が
区
別
さ
れ
て

い
る
ん
で
す
よ
ね
、
そ
の
関
係
は
確
か
に
不
可
分
・
不

可
同
で
す
。
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
っ
て
何
だ
っ
て
言
う

仰
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
二
極
的
な
思
惟
方
法

で
す
ね
。
そ
れ
を
西
田
は
越
え
て
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。

で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
は
西
田
は
三
極
思
考
で
あ
っ
て
、

滝
沢
のC

hristological turn

だ
け
に
代
表
さ
れ
る
思
想

で
は
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
西
田
は
形
而
上

学
と
い
う
こ
と
を
肯
定
的
に
用
い
る
場
合
が
あ
り
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
滝
沢
先
生
は
形
而
上
学
と
い
う
こ
と
を

徹
底
し
て
バ
ル
ト
と
と
も
に
否
定
さ
れ
た
と
い
う
と
き

に
、
そ
れ
は
神
学
者
と
し
て
の
滝
沢
で
す
け
れ
ど
も
、

し
か
し
原
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
と
き
の
滝
沢
は
わ

た
し
は
哲
学
者
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
よ

う
な
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
か
ら
さ
っ
き
仰
っ
て
い
た
内
在

的
超
越
で
す
ね
。
そ
れ
を
西
田
は
哲
学
の
中
で
︵
問
題

に
し
た
︶、
で
す
け
れ
ど
も
滝
沢
の
イ
エ
ス
論
で
す
ね
。

こ
れ
は
も
う
卓
抜
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
面
で
八
木

神
学
と
交
渉
が
成
り
立
っ
て
い
た
か
、
と
わ
た
く
し
は

理
解
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
け
れ
ど
も
。

花
岡	

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
八
木
誠
一
先
生
に
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人
と
の
実
体
的
一
と
作
用
的
一
と
い
う
こ
と
を
言
い
出

し
ま
し
て
、
実
体
的
一
と
作
用
的
一
と
の
関
係
も
不
可

分
・
不
可
同
・
不
可
逆
と
言
い
出
し
た
ん
で
、
こ
れ
は

ど
う
し
て
も
ひ
っ
か
か
る
ん
で
、
な
に
か
実
体
性
が
先

で
、
作
用
が
後
だ
と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え
ち
ゃ
う
ん
で

す
よ
ね
。
だ
か
ら
こ
の
辺
で
も
延
原
さ
ん
の
ご
意
見
に

ま
っ
た
く
賛
成
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
神
は
実
体
が

あ
っ
て
作
用
が
後
だ
、
な
ん
て
い
う
の
は
非
常
に
お
か

し
い
ん
で
。
例
え
ば
太
陽
が
輝
く
っ
て
わ
た
し
た
ち
は

言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
太
陽
が
ま
ず
あ
っ
て
そ
れ
が
輝

く
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
実
際
は
輝
く
太
陽
が
あ
っ
て
、
い

や
事
実
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
輝
く
太
陽
と

言
う
ん
で
す
よ
ね
。
セ
ン
テ
ン
ス
に
す
る
と
太
陽
が
輝

く
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
ん
で
、
だ
か
ら
セ
ン
テ
ン
ス

に
し
て
言
語
化
し
た
と
こ
ろ
で
見
る
と
、
太
陽
が
輝
く

と
い
う
、
な
ん
か
太
陽
が
先
で
輝
く
ほ
う
が
後
の
よ
う

に
聞
こ
え
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
特
有
な

言
語
化
の
仕
方
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
言
語
と
い
う

の
は
セ
ン
テ
ン
ス
で
す
か
ら
ど
う
し
て
も
主
語
と
述
語

と
、
神
の
子
が
わ
た
し
の
中
に
現
わ
れ
た
、
と
言
っ
て

い
る
ん
で
、
全
体
か
ら
解
釈
す
る
と
神
と
人
間
の
一
な

ん
で
す
よ
ね
、
こ
れ
は
。
一
つ
の
特
別
な
言
い
方
だ
と
、

事
柄
か
ら
言
う
と
神
と
人
と
の
一
な
ん
で
す
ね
。
そ
し

て
一
が
働
く
わ
け
で
す
よ
ね
。
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
神
と
人
と
の
一
が
、
一
と
し
て
働
く

と
い
う
こ
と
な
ん
で
、
一
が
働
く
以
上
そ
こ
で
神
と
人

と
の
関
係
が
不
可
逆
と
言
っ
た
っ
て
あ
ま
り
意
味
が
な

い
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
と
自
我
、
こ
れ
は
自
己
と

言
い
換
え
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
一
と
自
我
の
関
係
を

考
え
る
と
、
自
我
は
一
の
働
き
を
映
す
と
い
う
そ
う
い

う
面
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
基
本
的
に
不
可
逆

が
成
り
立
つ
。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
で
、
滝
沢
先
生
の

仰
る
と
お
り
な
ん
で
す
ね
。
阿
部
正
雄
さ
ん
と
随
分
こ

の
点
で
議
論
を
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
部
さ
ん
は

一
番
最
後
に
は
か
な
り
こ
の
意
見
に
近
く
な
っ
て
い
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
今
の
よ
う
な
意
味
で
、

一
と
自
我
の
間
に
は
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
が
あ

る
と
い
う
の
は
い
い
の
で
す
が
、
後
期
の
滝
沢
が
神
と
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な
い
わ
け
で
す
。
働
く
神
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
言
語
化

す
れ
ば
確
か
に
「
神
は
働
く
」
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か

し
ま
ず
神
と
い
う
実
体
が
あ
っ
て
そ
れ
が
働
く
と
い
う

の
は
、
言
語
化
の
秩
序
で
あ
っ
て
事
柄
の
秩
序
じ
ゃ
な

い
。
僕
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら

こ
こ
は
何
と
言
っ
て
も
お
か
し
い
。
原
事
態
に
帰
っ
て

み
れ
ば
働
く
神
が
あ
る
ん
で
、
し
か
も
田
中
さ
ん
が
引

か
れ
た
出
エ
ジ
プ
ト
の
あ
の
箇
所
で
す
よ
ね
。ehyeh 

asher ehyeh.　

あ
そ
こ
は
あ
そ
こ
の
節
だ
け
で
考
え
る

よ
り
、
二
、三
節
前
に
そ
こ
で
は
っ
き
り
と
「
神
は
あ

な
た
た
ち
と
共
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
、「
神

が
あ
る
」
と
い
う
と
き
に
、ehyeh asher ehyeh.

と
い

う
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
君
た
ち
と
共
に
あ
る
」
と
い

う
含
み
が
あ
る
わ
け
で
。
で
す
か
ら
常
に
働
き
と
い
う

こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
働

く
神
が
神
な
ん
で
、
そ
り
ゃ
言
語
化
す
れ
ば
「
神
が
働

く
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
何
か
神
と
い
う
実
体
が

措
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
原
事
態
は
そ

う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
一
人
の
基
本
的
な
経
験
を
言

と
が
あ
る
わ
け
で
、
主
語
っ
て
の
は
名
詞
な
ん
で
す
。

僕
は
で
す
ね
、
主
語
と
述
語
を
分
け
て
主
語
を
述
語
す

る
と
い
う
よ
う
な
普
遍
的
な
形
式
、
こ
れ
が
実
体
性
を

立
て
る
ん
だ
、
と
い
う
。
実
体
が
あ
る
か
ら
名
詞
が
あ

る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
主
語
が
実
体
性
を
立
て
る
ん
だ
と
、

そ
う
考
え
た
方
が
正
し
い
。
そ
れ
は
ど
っ
か
ら
出
て
く

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
滝
沢
先
生
と
最
後
ま
で
折
り
合

え
な
か
っ
た
純
粋
経
験
、
直
接
経
験
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
ね
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
は
直
接
経
験
と

い
う
場
に
お
い
て
な
ん
だ
、
と
。
ま
ぁ
、
滝
沢
先
生
が

そ
の
点
は
っ
き
り
し
て
ら
れ
た
ら
言
語
批
判
と
言
う
の

は
な
い
わ
け
で
、
太
陽
が
あ
っ
て
そ
れ
が
輝
く
か
の
ご

と
く
言
わ
れ
る
、
そ
れ
は
神
様
が
あ
っ
て
そ
れ
が
働
く

と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
だ
け
れ
ど

実
際
は
働
く
神
が
あ
る
ん
で
、The G

od is w
ith us.　

だ
か
ら
こ
れ
か
ら
申
し
ま
す
こ
と
は
、
延
原
さ
ん
と
田

中
さ
ん
両
方
に
関
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
も
、The G

od is w
ith us.

と
い
う
こ
と
が
働
き
な
し

に
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
僕
に
は
と
う
て
い
思
え
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し
て
い
た
わ
け
で
し
て
ね
。
と
こ
ろ
が
神
の
子
が
わ
た

し
に
現
わ
れ
た
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ

れ
は
同
時
に
「
神
の
子
が
わ
た
し
の
中
で
働
い
て
い
る
」

と
い
う
自
覚
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
来
キ
リ
ス

ト
が
わ
た
し
の
中
で
働
い
て
い
る
ん
だ
と
言
い
出
す
わ

け
で
あ
り
ま
し
て
。
つ
ま
り
そ
れ
以
前
は
、
非
現
実
な

ん
で
す
ね
。
現
実
だ
っ
た
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
迫
害
す

る
な
ん
て
こ
と
を
す
る
わ
け
な
い
ん
で
。
母
の
胎
内
に

い
た
と
き
か
ら
神
の
恵
み
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
事
態
は
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
非
現
実
だ
っ
た

と
。
と
こ
ろ
が
神
の
子
が
わ
た
し
に
現
わ
れ
た
、
と
い

う
一
つ
の
過
去
の
出
来
事
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
以

来
、
キ
リ
ス
ト
の
働
き
が
現
実
に
な
っ
て
、
わ
た
し
が

や
っ
て
い
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
を
通
し
て
や

っ
て
い
る
ん
だ
、
と
ロ
マ
書
で
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い

出
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
そ
こ
に
は
単
純
に
キ

リ
ス
ト
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
を
認
識
す
る
ん
だ
と
言

え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
も
し
そ
う
だ
っ
た

ら
パ
ウ
ロ
は
ど
う
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
迫
害
し
た
ん

い
表
せ
ば
、「
働
く
神
が
わ
れ
わ
れ
と
共
に
あ
る
」
と

い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
。
だ
け
ど
そ
れ
は
誰
が

言
う
ん
だ
っ
て
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
自
覚
す
る

人
間
が
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
こ
で
僕
は
や
っ

ぱ
り
晩
年
の
滝
沢
先
生
の
意
見
に
ど
う
し
て
も
納
得
で

き
な
い
か
ら
、
延
原
さ
ん
の
仰
っ
た
と
お
り
だ
と
思
う

ん
で
。

そ
し
て
も
う
一
つ
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
覚
が
あ
っ
て
キ
リ
ス
ト
が
、
あ
る
い
は
法
が
あ
る

と
い
う
の
で
は
な
い
、
逆
だ
と
滝
沢
先
生
は
い
つ
も
仰

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
非
常
に
微
妙
な
事
態

が
あ
り
ま
し
て
、
覚
が
あ
っ
て
、
悟
り
で
す
ね
、
自
覚

が
あ
っ
て
働
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
面
が
あ

る
ん
で
、
そ
れ
は
さ
っ
き
の
箇
所
と
関
係
が
あ
る
の
で

す
け
れ
ど
、
パ
ウ
ロ
は
「
わ
た
し
は
母
の
胎
内
に
い
る

と
き
か
ら
、
異
邦
人
の
伝
道
者
に
な
る
べ
く
定
め
ら
れ

て
い
た
ん
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
「
ガ
ラ
テ
ア
人
」
の
一

章
で
言
う
訳
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
彼
は
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
に
な
る
前
に
パ
リ
サ
イ
人
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
迫
害
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る
か
ら
自
覚
す
る
ん
だ
と
も
言
え
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
や
っ
ぱ
り
同
時
性
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
い
た

方
が
、
聖
書
に
関
し
て
も
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
経

験
に
は
即
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
そ
う
い
う
ふ

う
に
思
わ
れ
る
ん
で
、
延
原
さ
ん
の
滝
沢
批
判
に
寄
せ

て
同
感
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
以
上
で
す
。

花
岡	

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
ご

質
問
が
お
あ
り
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
質
問
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
小
野
寺
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

小
野
寺　

延
原
先
生
の
国
家
論
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
西
田
の

国
家
象
徴
論
、「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の

一
番
最
後
が
仏
国
土
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば
神
の
国

に
近
い
発
想
が
一
頁
か
二
頁
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
関

し
て
西
田
の
国
家
象
徴
論
は
日
本
国
憲
法
の
論
に
先
ん

ず
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
と
て
も
関
心
が
あ
る
ん
で

す
ね
。
さ
っ
き
ち
ょ
っ
と
説
明
を
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど

も
ね
、
も
う
少
し
明
確
に
お
話
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す

ね
。
今
の
憲
法
に
先
ん
ず
る
西
田
の
国
家
論
が
下
敷
き

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
。
こ
れ
は
道
元
が
仏
性

と
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
言
っ
て
で
す
ね
、
仏
性
は
あ

る
と
も
言
え
る
し
、
な
い
と
も
言
え
る
わ
け
で
。
仏
性

と
言
う
の
は
、
こ
れ
は
悟
り
と
同
時
的
な
ん
だ
と
言
う

ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
そ
れ
を
言
う
と
滝
沢
派
の
人
た

ち
は
物
凄
く
怒
り
ま
し
て
ね
、
八
木
っ
て
や
つ
は
滝
沢

が
全
然
分
か
っ
と
ら
ん
、
八
木
っ
て
の
は
不
可
逆
と
い

う
の
が
分
か
っ
と
ら
ん
と
嬉
し
そ
う
に
書
い
て
い
る
人

が
い
る
ん
で
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
ね
、
そ
の
よ
う
な
人
に
は
手
紙
書
き
ま
し
て
ね
、
パ

ウ
ロ
は
ど
う
や
っ
て
説
明
す
る
ん
だ
っ
て
質
問
を
提
起

し
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
単
純
に
滝
沢
み
た
い
に

キ
リ
ス
ト
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
自
覚
す
る
ん
だ
と
は
言

え
な
い
、
む
し
ろ
自
覚
し
て
初
め
て
、
初
め
て
と
い
う

よ
り
同
時
的
な
ん
で
す
よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
同
時
な
ん
で

す
、
道
元
が
言
う
よ
う
に
。
同
時
だ
っ
て
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
そ
う
す
る
と
ど
っ
ち
が
先
だ
っ
て
こ
と
は
言
え

な
い
。
つ
ま
り
悟
っ
た
か
ら
キ
リ
ス
ト
が
働
く
ん
だ
と

言
っ
て
言
え
な
く
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
が
あ
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な
い
か
ら
ガ
リ
ガ
リ
亡
者
に
な
り
な
が
ら
、
す
ご
く
踏

ん
張
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
こ
れ
を
書
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
は
遺
言
だ
と
思
う
ん
で
す
よ

ね
、
日
本
人
に
対
す
る
。
つ
ま
り
『
日
本
文
化
の
問
題
』

と
は
違
っ
て
て
、「
映
す
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
。

こ
れ
は
凄
い
こ
と
で
、
つ
ま
り
象
徴
論
で
す
よ
ね
、
国

家
象
徴
論
。
国
家
は
浄
土
の
象
徴
で
あ
る
と
。
そ
れ
で

象
徴
論
に
関
し
て
は
、
九
条
と
共
に
幣
原
さ
ん
が
言
っ

た
の
か
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
言
っ
た
の
か
、
今
立
花
さ

ん
が
「
月
刊
現
代
」
で
ず
っ
と
書
い
て
お
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
連
載
で
で
す
ね
。
で
す
け
れ
ど
も
、
憲
法
を
起

草
す
る
と
き
の
基
本
的
な
思
想
と
言
う
も
の
が
な
け
れ

ば
、
欧
米
の
常
識
で
は
憲
法
は
書
け
な
い
わ
け
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
西
田
は
そ
う
い
う
思
想
を
提
供
し
た
の

か
、
提
供
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
思

想
に
と
っ
て
は
重
大
問
題
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
提
供
し

た
の
だ
、
と
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
む
べ

き
だ
と
。
そ
れ
で
「
場
所
的
論
理
と
」
で
し
ょ
、「
宗

教
的
世
界
観
」
で
す
ね
。
だ
か
ら
世
界
を
観
る
見
方
を

に
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
は
、
非
常
に
僕
は
大

事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
あ
そ
こ
は
非
連
続
も
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
で
し
ょ
。
延
原
さ
ん
の
前
に
ど
な
た
か
が
同

じ
よ
う
な
要
旨
で
書
か
れ
て
い
る
の
を
読
ん
だ
ん
で
す

よ
ね
。
僕
は
ち
ょ
う
ど
今
こ
の
問
題
で
や
っ
て
い
る
も

ん
で
す
か
ら
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

延
原	

こ
れ
は
先
生
あ
れ
で
す
よ
ね
、
西
田
の
論
文
の
最
後
に

鈴
木
大
拙
の
サ
ジ
ェ
ス
シ
ョ
ン
を
受
け
て
浄
土
論
か
ら

国
家
論
を
出
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で
そ
の
浄
土
論

か
ら
国
家
論
を
出
し
て
、「
国
家
と
は
此
土
に
お
い
て

浄
土
を
映
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
つ
ま
り

国
家
は
浄
土
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
映
す
も
の
な
ん

で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
『
日
本
文
化
の
問
題
』
が
引
き
ず

っ
て
い
た
問
題
は
皇
室
を
絶
対
無
と
同
一
化
し
て
い
る

点
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
滝
沢
も
書
い
て
ま
す
よ

ね
。
そ
れ
が
危
う
い
と
こ
ろ
だ
と
。
そ
れ
で
、
い
ろ
い

ろ
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
、
軍
部
と
ひ
と
悶
着
ね
。
西
田
先

生
は
七
五
歳
、
今
に
も
死
に
そ
う
な
と
こ
ろ
、
食
物
が
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国
粋
主
義
と
、
結
局
敗
北
革
命
論
と
の
対
立
の
中
に
押

し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

第
三
の
道
が
あ
る
と
。
そ
れ
は
西
田
が
日
本
思
想
の
中

か
ら
出
し
た
世
界
的
な
哲
学
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
聞

こ
え
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
け
れ
ど
も
。

小
野
寺	　

僕
は
今
、
西
田
の
歴
史
哲
学
を
や
っ
て
い
る
最
中
で
、

日
本
文
化
論
も
今
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど

学
生
時
代
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
国
論
を
や
り
ま

し
て
、
神
の
国
と
地
の
国
で
す
ね
。
そ
の
影
響
で
歴
史

哲
学
的
発
想
を
学
ん
で
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

背
景
で
西
田
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
を

読
ん
で
、
最
後
の
場
面
で
非
常
に
感
動
し
ま
し
た
。
つ

ま
り
今
の
憲
法
の
象
徴
論
の
根
底
に
あ
る
宗
教
性
は
何

か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
と
き
に

神
道
的
な
基
盤
に
回
帰
す
る
所
謂
西
田
の
発
想
で
す
よ

ね
。
非
常
に
深
い
世
界
観
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
不
十
分

で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
あ
れ
は
注
目
す
べ

き
箇
所
だ
な
、
と
。
今
日
の
ご
発
表
を
聞
い
て
、
非
常

残
し
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
世
界
と
言
う

の
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
し
か
し
普
通
の
意
味
で
の
歴
史
世
界
を
含
ま
な
い

こ
と
は
な
い
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
基
本
的
な
路
線
を

残
し
て
死
ん
だ
と
、
そ
う
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
今
の
憲

法
論
争
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
、
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
、
あ
る
人
々
は
日
本
は
戦
争
に
負
け
ま
し
た
、

な
ん
で
負
け
た
の
か
と
言
う
と
負
け
よ
う
と
し
た
日
本

人
が
い
た
か
ら
だ
と
、
リ
ー
ダ
ー
に
。
そ
れ
を
敗
北
革

命
論
と
言
っ
て
ま
す
ね
。
特
に
海
軍
の
中
に
ね
。
わ
ざ

と
負
け
る
、
そ
れ
は
欧
米
的
な
世
界
の
中
で
生
き
た
ほ

う
が
世
界
観
的
に
過
ご
し
や
す
い
と
思
っ
た
欧
米
留
学

帰
国
者
た
ち
が
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
陸
軍
と

対
立
し
て
、
欧
米
の
方
が
い
い
や
、
と
。
吉
田
さ
ん
も

そ
う
な
わ
け
で
し
ょ
。
だ
け
ど
も
西
田
は
日
本
の
正
当

な
思
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
つ
い
に
世
界
観
を
出
し
た

と
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
継
承
す
る
か
。
そ
れ
は

わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
と
今
は
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花
岡	

今
の
こ
と
に
関
連
致
し
ま
し
て
、
わ
た
く
し
も
最
近
、

「
禅
と
政
治
」
で
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
て
書
い
た

の
で
す
が
、
今
の
憲
法
の
基
礎
は
ど
う
な
の
か
と
い
う

問
題
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
日
本
で
は
、
わ
た

く
し
の
場
合
は
絶
対
無
の
場
所
、
そ
れ
し
か
な
い
よ
う

な
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
方
が
い
ら
し
て
大
変
恐
縮
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
ア
メ
リ
カ
に
隷
属
し
な
く
て
、
し
か

も
そ
の
属
国
に
な
ら
な
い
で
、
し
か
も
東
南
ア
ジ
ア
の

方
々
と
ほ
ん
と
に
友
好
関
係
を
結
ぶ
た
め
に
は
、
こ
の

絶
対
無
の
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
戦
争
放
棄
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
今
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
与
え
ら
れ
た

憲
法
は
、
強
制
さ
れ
た
も
の
と
い
う
反
論
も
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
ど
こ
ま
で
も
戦
争
放
棄
と
い
う
永
久
中
立
国

的
な
あ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
初
め
て
ア
メ
リ
カ
に
も
東

南
ア
ジ
ア
に
も
友
好
関
係
が
保
て
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
に
は
絶
対
無
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
ド
イ

ツ
の
方
に
頼
ま
れ
て
記
念
号
に
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
絶
対
無
し
か
な
く
て
、
し
か
も
今
の
大
変

の
窮
地
に
い
る
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
も
従
わ
ず
、
ア
メ

に
刺
激
さ
れ
ま
し
た
。

延
原	

恐
縮
で
す
。
こ
れ
は
先
生
、
で
す
か
らW

eltan schau-

ung
で
す
よ
ね
。「
場
所
的
論
理
と
…
…
」。

小
野
寺	

今
の
憲
法
の
世
界
観
的
基
礎
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
、
戦
後
は
あ
ん
ま
り
問
わ
れ
て
な
い
で
し
ょ
。
や
っ

ぱ
り
哲
学
者
、
神
学
者
の
根
本
課
題
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

あ
そ
こ
を
放
っ
て
置
く
か
ら
い
ろ
ん
な
問
題
が
起
こ
っ

て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

延
原	

だ
か
ら
今
日
本
人
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
問
題
は
、

憲
法
起
草
で
き
る
だ
け
の
土
台
、
思
想
的
な
土
台
と
い

う
の
は
何
か
と
、
欧
米
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で

す
か
ら
、
わ
た
く
し
は
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
論
で
は
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
け
れ
ど
、
日
本
は
キ
リ

ス
ト
教
の
国
で
は
な
い
か
ら
、
違
う
世
界
観
が
あ
る
は

ず
で
、
そ
れ
を
西
田
は
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界

観
」
で
打
ち
出
し
た
と
。
で
す
か
ら
単
な
る
哲
学
者
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
も
し
わ
た
し
の
見
方
が
︵
間
違

っ
て
い
な
け
れ
ば
︶。
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か
い
な
い
の
か
、
元
新
聞
記
者
と
し
て
は
そ
う
い
う
と

こ
ろ
を
確
認
し
な
く
て
は
、
も
ち
ろ
ん
願
望
と
し
て
は

非
常
に
わ
た
し
も
分
か
り
ま
す
よ
、
花
岡
さ
ん
の
お
話

で
す
と
か
そ
う
思
う
し
、
た
だ
現
実
と
し
て
は
願
望
に

過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
延
原
さ
ん
は
そ
の
辺
の

事
実
関
係
な
ん
か
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
る
の
か

と
。

延
原	

も
う
言
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
ま
ぁ
、
想
像
意
欲
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
資
料
を
持
ち
な
が
ら

こ
れ
で
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
日
本
人
が

持
っ
て
い
る
の
が
非
常
に
悪
い
わ
け
で
、
ま
ぁ
、
わ
れ

わ
れ
は
宗
教
間
対
話
か
ら
文
明
間
対
話
、
対
話
で
や
っ

て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
時
局
的
な
問
題
も

対
話
論
的
に
考
え
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
は
な
い

と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
あ
る
種
の
敗
北
感

と
言
う
か
、
虚
無
感
が
日
本
全
土
を
覆
っ
て
い
る
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
考

え
て
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

リ
カ
の
奴
隷
に
も
な
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
も
物
凄

い
嫌
悪
を
持
た
れ
な
い
た
め
に
は
、
あ
の
憲
法
九
条
を

守
る
、
そ
れ
は
絶
対
無
か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
の
で
、

あ
れ
こ
そ
本
当
に
日
本
の
生
き
る
道
で
は
な
い
か
と
。

そ
の
意
味
で
も
改
め
て
西
田
哲
学
を
本
当
に
自
覚
と
言

う
か
、
あ
れ
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
だ
か
ら
ど

う
し
て
も
あ
れ
は
改
正
し
て
は
い
け
な
い
、
解
約
に
な

る
か
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
司
会
者
で
あ
り
な
が
ら
意

見
を
述
べ
て
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
他
に
何
か
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
。

菅
原	

今
の
意
見
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
願
い
と
し
て
は
先
ほ

ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界

観
」
が
日
本
国
憲
法
第
九
条
に
繋
が
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
な
れ
ば
わ
た
し
と
し
て
は
大
変
嬉
し
い
ん
だ
け

れ
ど
も
、
ほ
ん
と
に
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
。

つ
ま
り
今
の
日
本
国
憲
法
を
起
草
す
る
ま
で
の
過
程
の

中
に
事
実
と
し
て
、
た
と
え
ば
あ
の
論
文
を
読
ん
で
そ

れ
を
政
治
の
場
に
持
ち
込
ん
だ
人
が
具
体
的
に
い
た
の
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が
た
と
え
ば
ヒ
ン
ズ
ー
教
だ
と
か
ア
フ
リ
カ
宗
教
だ
と

か
儒
教
だ
と
か
仏
教
と
か
ユ
ダ
ヤ
教
と
か
、
そ
う
い
う

い
ろ
ん
な
宗
教
の
、
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
ま
っ
た
く
違
う
も
の
が
現

実
に
存
在
す
る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
た
と
え
ば
儒
教

と
の
、
と
い
う
こ
と
を
宗
教
間
対
話
の
視
野
に
入
れ
て
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
宗
教
学

的
観
点
か
ら
す
る
と
対
応
し
あ
っ
て
い
る
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
る
と
い
う
か
、
対
話
で
き
る
も
の
だ
け
が
集
ま

る
と
い
う
き
ら
い
が
あ
る
と
、
対
話
の
場
に
来
ら
れ
て

な
い
人
た
ち
と
の
対
話
も
必
要
で
は
な
い
か
と
。
同
じ

で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
宗
教
間
対
話
と
い
う
と
き

に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
枠
組
み
・
関
心
の
あ
り

方
を
相
対
化
し
て
、
も
う
少
し
違
う
形
の
宗
教
間
対
話

の
あ
り
方
の
問
題
意
識
と
い
う
も
の
が
必
要
で
は
な
い

か
な
と
、
わ
た
し
は
思
う
ん
で
す
。
延
原
先
生
の
お
話

を
お
聞
い
て
い
る
と
特
に
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
な
が
ら

聞
か
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
感
想
に
な
り
ま
す
。

そ
の
点
は
非
常
に
大
切
で
す
か
ら
、
新
聞
記
者
を
さ
れ

て
の
豊
富
な
現
場
の
知
識
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
も

大
い
に
活
か
さ
れ
る
時
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

花
岡	

も
う
五
分
ほ
ど
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
な
た
様
で
も
。

高
田	

ご
く
一
般
的
な
こ
と
で
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
こ
と

で
、
東
西
と
、
と
く
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗

教
が
重
な
り
合
う
形
で
理
解
す
る
、
と
い
う
か
前
提
す

る
と
い
う
か
、
半
分
前
提
を
共
有
す
る
こ
と
で
の
議
論

と
言
う
こ
と
で
の
あ
れ
で
す
け
れ
ど
も
、
今
「
宗
教
間

対
話
か
ら
文
明
間
対
話
へ
」
と
い
う
問
題
を
一
般
的
な

事
柄
と
し
て
考
え
る
観
点
か
ら
も
、
宗
教
間
対
話
と
い

う
こ
と
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
、
い
く
ら
広
い

意
味
で
の
教
派
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
限

定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
か
制
約
さ
れ
な
い
形
で
の
宗
教

間
対
話
と
い
う
こ
と
を
関
心
と
す
る
こ
と
も
必
要
か
と

思
う
ん
で
す
ね
。
た
と
え
ば
儒
教
は
宗
教
か
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心

と
し
た
宗
教
間
対
話
と
い
う
と
こ
ろ
で
の
パ
ー
ト
ナ
ー
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の
大
き
な
学
会
の
中
で
ね
。
両
方
交
差
し
た
と
こ
ろ
で

創
造
性
が
出
て
拡
が
っ
て
、
今
も
続
い
て
ま
す
け
れ
ど

も
ね
。
で
す
か
ら
、
宗
教
間
対
話
で
日
本
は
再
認
識
さ

れ
た
、
と
。
そ
し
て
昨
日
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う

に
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
、
ま
た
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
な
ど
の

ご
貢
献
は
日
本
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

凄
い
も
の
で
す
よ
。
そ
れ
で
や
っ
と
こ
さ
日
本
は
世
界

の
中
で
生
き
延
び
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り

西
田
の
遺
言
を
活
か
し
て
、
神
道
的
な
も
の
も
入
れ
て

国
家
の
再
形
成
が
世
界
の
中
の
日
本
と
し
て
な
さ
れ
な

く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
現
時
点
の
大
き
な
問

題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
憲
法
を
改
正
す
る
か
改
正

し
な
い
か
、
憲
法
は
条
約
だ
と
い
う
意
見
が
最
近
あ
り

ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
条
約
だ
っ
た
ら
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
も
条
約
だ
し
、
条
約
の
一
つ
、
そ
れ
で

com
m

on law

と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、w

ritten law
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
そ
う
す
る
と
他
で

の
成
文
も
重
要
な
文
献
だ
し
、
そ
う
い
うunw

ritten 

law

と
い
う
こ
と
、
日
本
の
長
い
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を

花
岡	
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
和
田
先
生
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

和
田	

神
道
と
の
関
係
は
ど
う
か
な
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て

お
り
ま
し
た
。

花
岡	

神
道
と
の
関
係
は
お
二
人
の
先
生
方
ど
う
で
し
ょ
う

か
。

延
原	

神
道
と
の
関
係
は
ま
さ
し
く
日
本
の
国
家
で
す
ね
。
国

家
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
土
着
の
、prim

itive

で
あ

っ
て
も
一
つ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
で
す
か
ら
、
そ
れ
な

し
に
日
本
国
家
は
形
成
で
き
な
い
要
素
で
す
よ
ね
。
そ

う
す
る
と
靖
国
は
ど
う
と
か
そ
う
い
う
問
題
が
入
っ
て

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
わ
た
し
の
感
じ
で
は
欧
米

の
方
は
日
本
が
敗
戦
し
た
と
き
に
西
田
哲
学
が
バ
ッ

ク
に
い
た
と
。
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
に
一
五
年
お
り
ま
し

て
ね
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
で
セ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て

「
プ
ロ
セ
ス
思
想
と
西
田
学
派
」
と
い
う
ふ
う
に
タ
イ

ア
ッ
プ
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
片
一
方
だ
け
出

す
と
生
き
延
び
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
よ
、
ア
メ
リ
カ
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す
る
国
家
神
道
が
、「
万
世
一
系
」
と
称
さ
れ
た
天
皇

制
と
と
も
に
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
錯
覚
し
て
い
る
か
た

が
多
い
と
思
い
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
、
大
東
亜
戦
争
で

は
、「
天
皇
陛
下
万
歳
」
と
叫
ん
で
多
く
の
人
が
「
大

日
本
帝
国
」
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、元
々

の
日
本
の
天
皇
は
民
衆
か
ら
「
万
歳
」
と
歓
呼
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
わ
た
し
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
。
つ
ま

り
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
皇
帝
に
対
し
て
民
衆
が
歓
呼

し
て
「
万
歳
」
と
言
う
、
そ
の
や
り
方
を
模
倣
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
明
治
以
後
の
天
皇
崇
拝
と
い
う
の
は
、

近
代
は
じ
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
現
れ
た
王
権
神
授
説

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
、
近
代
化
へ

の
圧
力
の
た
だ
中
で
生
ま
れ
た
絶
対
王
政
の
ご
と
き
も

の
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、「
一
神

教
的
な
」
偶
像
崇
拝
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

偶
像
崇
拝
は
多
神
教
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
一

神
教
的
偶
像
崇
拝
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
す
ね
。
む

し
ろ
日
本
の
国
家
神
道
の
天
皇
制
と
い
う
の
は
、
キ
リ

ス
ト
教
に
か
わ
る
国
家
宗
教
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う

再
認
識
し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
問
題
も
だ
い
ぶ
考
え
方

が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
。
神
道
と
い
う
要
素
は
、
そ
う
い
う
大
き
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
中
で
活
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

花
岡	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
田
中
先
生
は
何
か
あ
り

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

田
中	

神
道
は
難
し
い
問
題
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
て
ね
。
一

つ
は
明
治
以
降
の
国
家
神
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
わ
た
し
は
こ
れ
は
近
代

化
の
影
響
を
強
く
受
け
た
神
道
で
あ
っ
て
、
国
民
国
家

と
し
て
の
日
本
が
民
族
の
自
己
同
一
性
を
打
ち
出
す
た

め
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
側
面
が
強
い
と
思
う
。
そ
れ
を

日
本
古
来
の
伝
統
そ
の
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
日
本
の
神
道
の
伝
統
と
い
う
も
の

は
も
っ
と
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
戦
前
の
教
育
を
受
け
た
世
代
に

は
、
明
治
以
後
に
人
工
的
に
作
ら
れ
た
天
皇
を
頂
点
と
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二
〇
分
に
な
り
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
本

当
に
お
二
人
の
先
生
と
お
二
人
の
レ
ス
ポ
ン
ス
の
先
生

方
、
そ
し
て
こ
こ
で
い
ろ
い
ろ
と
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま

し
た
全
員
の
参
加
者
の
先
生
方
に
感
謝
し
て
、
こ
こ
で

終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

意
味
で
、「
一
神
教
的
な
」
偶
像
崇
拝
と
い
う
側
面
を

持
っ
て
い
た
と
わ
た
し
は
思
う
。
戦
前
の
日
本
の
天
皇

制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
っ
て
い
た
驚
く
べ
き
不
寛
容
が

何
處
か
ら
く
る
の
か
。
国
体
明
徴
と
称
し
て
大
学
教
育

に
圧
力
を
か
け
た
、
あ
の
歴
史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世

の
異
端
審
問
に
劣
ら
ず
不
寛
容
で
す
。
つ
ま
り
、
日
本

は
多
神
教
だ
か
ら
寛
容
だ
な
ん
て
言
う
け
れ
ど
も
、
本

当
に
そ
う
い
え
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
鎖
国
は
、
一
神

教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
つ
西
欧
列
強
に
直
面
し
て

為
さ
れ
た
選
択
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
驚
く
ほ
ど
不
寛

容
な
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
生
み
出
し
た
。
明
治
以
降
の

日
本
は
、
西
欧
に
対
抗
し
て
文
明
開
化
を
行
う
必
要
が

あ
っ
た
が
、そ
の
モ
ラ
ル
・
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、「
一

神
教
的
」
な
る
天
皇
制
が
採
用
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
、
本
来
の
日
本
に
伝
統
と
し
て
あ
っ
た
神
道
で

は
な
く
、
近
代
化
の
圧
力
に
抗
し
て
人
為
的
に
生
み
出

さ
れ
た
国
家
宗
教
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

花
岡	

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
も
本
当
に


