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れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
科
学
は
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
宗
教

そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
甚
大
な
問
題
を
大
胆
に
投
げ
か
け
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
切
実
性
と
時
宜
性
を
極
め
る
の
で
あ

る
。一

方
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
は
、
世
界
の
宗
教
的
伝
統
と
の

共
存
・
対
話
・
協
力
を
実
現
さ
せ
う
る
神
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

形
成
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。﹁
教
会
の
外
に
救
い
な
し
﹂と
い
う
、

二
世
紀
の
オ
リ
ゲ
ネ
ス
以
来
当
然
視
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教

の
排
他
的
絶
対
性
の
主
張
は
、
他
宗
教
と
の
出
会
い
と
い
う
現

実
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
﹁
宗
教
多
元
主
義
の
神
学
﹂
へ
の
根
本

一 

は
じ
め
に

現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
与
え
ら
れ
て
い
る
最
た
る
課
題

は
、
他
宗
教
と
の
対
話
と
自
然
科
学
と
の
出
会
い
を
成
し
遂
げ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
の
自
己
理
解
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
は
、
宗
教
的
に

多
元
化
さ
れ
自
然
科
学
的
な
世
界
観
に
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
現

代
社
会
に
、
信
仰
の
可
能
性
を
与
え
う
る
神
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

を
創
り
出
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
視
点
を
少

し
変
え
て
言
え
ば
、
上
記
の
課
題
は
、
他
宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教

の
伝
統
的
真
理
主
張
の
根
底
を
揺
る
が
す
も
の
と
し
て
受
け
入

講
演
Ⅲ   
宗
教
と
科
学
に
面
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学

一
つ
の
予
備
的
考
察

金 

承
哲
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的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
宗
教
そ
の
も

の
を
科
学
的
原
理
に
還
元
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
に
直
面
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
生
物
学
の
主
唱
者
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ

ン
︵Edw

ard O
. W

ilson

︶
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
宗
教
的
行
為
と

い
う
﹁
社
会
行
動
の
生
物
学
的
基
礎
﹂
は
﹁
遺
伝
的
有
利
さ
と

進
化
的
変
化1

﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
淘

汰
と
い
う
進
化
論
的
法
則
が
容
赦
な
く
支
配
す
る
生
命
界
に
お

い
て
、
宗
教
的
信
念
を
も
つ
個
体
は
そ
う
で
は
な
い
個
体
よ
り

生
存
の
可
能
性
が
高
く
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
遺
伝
子

を
子
孫
に
残
す
確
率
が
高
く
な
る
。
も
は
や
宗
教
的
意
識
は
、

い
わ
ゆ
る
﹁
利
己
的
遺
伝
子
﹂︵R

・
ド
ー
キ
ン
ス
︶
の
生
存
戦

略
の
一
環
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
す
べ
て
の
学
問
的
営
み
を
社
会

生
物
学
的
原
理
の
元
に
﹁
統
合
﹂
す
る
こ
と
さ
え
試
み
て
い
る
。

﹁
統
合
﹂︵consilience

︶
と
は 

、﹁
説
明
の
共
通
基
盤
を
つ
く
り

だ
す
た
め
に
、
事
実
と
事
実
に
も
と
づ
く
論
理
と
学
問
の
諸
分

野
に
ま
た
が
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
識
が
文
字

ど
お
り
﹃
と
も
に
跳
躍
す
る
こ
と
﹄﹂︵a “jum

ping together” 

of know
ledge by the linking of facts and fact-based theory 

across disciplines to create a com
m

on groundw
ork of expla-

nation

︶
を
指
す
概
念
で
あ
る2

。
し
か
し
、
実
質
的
に
ウ
ィ
ル
ソ

ン
が
目
指
す
の
は
、
社
会
生
物
学
的
原
理
に
基
づ
い
て
人
文
科

学
と
社
会
科
学
、
芸
術
な
ど
、
人
類
の
知
的
活
動
の
全
体
を
遺

伝
学
、
進
化
学
、
脳
科
学
に
吸
収
す
る
こ
と
で
あ
る3

。
こ
う
し

た
自
然
科
学
的
な
宗
教
理
解
に
よ
っ
て
、
宗
教
は
そ
の
存
在
や

独
自
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
二
重
ら
せ
ん
構
造

の
共
同
発
見
者
で
あ
る
F
・
ク
リ
ッ
ク
が
語
る
よ
う
に
―
―
彼

は
自
ら
を
﹁
好
戦
的
無
神
論
者
﹂︵a m

ilitant atheist

︶
と
呼
ん

で
い
た
―
―
、﹁
人
間
の
心
は
…
…
神
経
細
胞
お
よ
び
そ
れ
に
関

連
す
る
分
子
の
相
互
作
用
で
説
明
で
き
る
﹂
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る4

。

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
方
で
は
自
ら
の
絶
対
性

を
否
定
す
る
他
宗
教
の
存
在
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
す
べ
て
の

宗
教
的
自
覚
を
遺
伝
子
の
生
存
の
た
め
の
も
の
と
し
て
説
明
し

尽
く
そ
う
と
す
る
科
学
的
試
み
に
よ
っ
て
、
自
分
の
伝
統
的
な

自
己
理
解
が
揺
る
が
さ
れ
、
ひ
い
て
は
ま
る
で
﹁
無
﹂
に
呑
み

込
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
直
面
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
の

﹁
無
﹂
は
、単
な
る
否
定
的
か
つ
破
滅
的
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
こ
の
﹁
無
﹂
は
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
神
学
的
自
己
理
解

が
芽
生
え
う
る
、
可
能
性
に
満
ち
た
﹁
無
﹂、
言
い
換
え
て
み
れ

ば
、
開
か
れ
た
無
に
な
る
の
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
の
関
係
、
及
び
キ
リ
ス
ト

教
と
自
然
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研

究
が
あ
る
。
ま
ず
、
他
宗
教
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場

は
、
排
他
主
義
、
包
括
主
義
、
多
元
主
義
と
し
て
分
類
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
基
づ
き
多
様
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
る5

。 

他
方
、
宗
教
と
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
数
多
く

の
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
は
﹁
葛
藤
﹂

(conflict)

、﹁
独
立
﹂(independence)

、﹁
対
話
﹂(dialogue)

、﹁
統

合
﹂(integration)

な
ど
の
類
型
に
ま
と
め
ら
れ
る6

。 

こ
の
よ
う
に
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
﹂、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
科

学
﹂
及
び
﹁
宗
教
と
科
学
﹂
と
い
う
主
題
は
、
人
文
科
学
と
自

然
科
学
の
対
話
な
い
し
対
決
と
い
う
範
疇
の
中
で
行
わ
れ
る
議

論
を
含
め
、
新
た
な
も
の
と
は
い
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
既
往
の

諸
々
の
研
究
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
キ
リ
ス

ト
教
と
宗
教
の
関
係
、
宗
教
と
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
問
う
形

で
行
わ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
と
宗

教
と
科
学
を
並
列
し
て
お
い
て
か
ら
比
べ
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
と
科
学
を
三
つ
の
別
々
の
独

立
し
た
個
体
と
し
て
前
提
し
た
上
で
、
そ
の
三
つ
の
個
体
の
間

の
関
係
に
つ
い
て
問
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
並
列
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
は
、
キ

リ
ス
ト
教
を
含
め
宗
教
と
科
学
は
客
観
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
、
人
間
の
主
体
的
自
覚
と
し
て
の
宗
教
的
行
為
と
科
学
的
行

為
と
い
う
面
は
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス

ト
教
と
宗
教
、
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
い
方
に
お
い
て
は
、
宗

教
と
科
学
に
対
す
る
客
観
的
議
論
は
形
成
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
宗
教
と
科
学
を
営
む
人
間
の
主
体
的
自
覚
と
い
う
側
面

は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
が
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
﹂
に
つ
い
て
問
う
人

間
の
主
体
的
自
覚
と
、﹁
宗
教
と
科
学
﹂
に
つ
い
て
問
う
人
間
の

主
体
的
自
覚
は
、
別
の
も
の
で
は
な
く
、
実
は
同
じ
も
の
で
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
﹂
と
﹁
キ

リ
ス
ト
教
と
科
学
﹂
が
議
論
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
等
根

源
的
︵gleichursprünglich

︶
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿

の
趣
旨
か
ら
言
う
な
ら
ば
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
﹂
の
対
話

を
可
能
に
す
る
主
体
的
自
覚
と
神
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、そ
の
主
体
的
自
覚
と
神
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、﹁
キ

リ
ス
ト
教
と
科
学
﹂
の
対
話
を
可
能
に
す
る
地
盤
と
し
て
も
ま

っ
た
く
同
様
の
妥
当
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
そ

の
共
通
の
地
盤
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
　 

実
在
の
﹁
二
重
写
し
﹂
と
し
て
の
宗
教
と

科
学

キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
理
解
を
あ
た
か
も
﹁
無
﹂
に
陥
れ
る
よ

う
に
も
み
え
る
他
宗
教
と
科
学
の
自
己
主
張
を
積
極
的
に
受
け

入
れ
、
そ
の
﹁
無
﹂
の
と
こ
ろ
か
ら
芽
生
え
て
く
る
新
し
い
キ

リ
ス
ト
教
的
自
己
理
解
を
求
め
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と

他
宗
教
と
科
学
を
並
列
す
る
仕
組
み
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
理
解
の
基
盤
そ
の
も

の
が
直
ち
に
﹁
無
﹂
に
沈
み
、
そ
こ
か
ら
よ
み
が
え
る
何
か
を

期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
な
キ
リ

ス
ト
教
の
神
観
念
と
人
間
観
念
が
﹁
無
﹂
に
沈
み
、
新
た
な
観

念
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

本
稿
は
、
西
谷
啓
治
が
﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄︵
以
下
﹃
宗
教
﹄

と
記
す
︶。
の
中
で
展
開
す
る
考
え
方
を
手
が
か
り
に
し
て
、
上

記
の
問
題
に
答
え
る
た
め
の
一
つ
の
先
行
的
考
察
を
す
る
。
西

谷
は
、﹁
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
現
在
逢
着
し
て
い
る
最
も
大
き
な
、

ま
た
最
も
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
は
、
科
学
と
の
関
係
で
あ
る7

﹂

と
い
う
視
点
か
ら
、﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
を
﹁
現
代
の

人
間
に
お
け
る
最
も
根
柢
的
な
問
題
﹂︵
五
三
︶
と
し
て
扱
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
西
谷
が
﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う

問
題
﹂
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
考
え
方
を
最
近
の
自
然
科
学
的
研

究
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
動
向
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
西
谷
の
い
わ
ば
﹁
空
の
立
場
﹂
に
つ
い
て
研

究
す
る
た
め
の
踏
み
台
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

︵
ち
な
み
に
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
は
、

﹃
宗
教
﹄
に
お
い
て
表
に
浮
か
び
上
が
る
主
題
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
西
谷
が
﹃
宗
教
﹄
に
お
い
て
試
み
た
の
は
、
八
木
誠

一
が
自
ら
の
宗
教
哲
学
的
思
索
に
つ
い
て
描
い
た
言
葉
を
借
り
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て
言
う
な
ら
ば
、﹁
宗
教
的
多
元
論
と
い
う
よ
う
な
枠
組
み
の
な

か
で
宗
教
間
対
話
の
道
を
探
っ
た
こ
と
で
は
な
く
﹂、﹁
キ
リ
ス

ト
教
と
仏
教
の
真
理
性
を
問
う
宗
教
批
判8

﹂
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
﹃
宗
教
﹄
の
立
場
こ
そ
、
む
し
ろ

﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
﹂
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
マ
に
対
し
て

生
産
的
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
単
な
る
対
話
の

方
法
論
で
も
な
け
れ
ば
、
宗
教
一
般
論
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
﹂
と
い
う
主
題
は
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト

教
と
他
宗
教
の
﹁
真
理
性
を
問
う
宗
教
批
判
﹂
か
ら
始
ま
る
か

ら
で
あ
る
︶。

西
谷
は
、﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
を
解
明
す
る
た
め
に
、

﹁
今
ま
で
普
通
に
な
さ
れ
た
の
と
は
や
や
異
な
っ
た
新
し
い
角
度

か
ら
近
づ
い
て
み
た
い
﹂︵
八
九
︶
と
い
う
抱
負
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
の
﹁
新
し
い
角
度
﹂
と
は
、
宗
教
と
科
学
の
領
域
を
最

初
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
設
定
し
て
後
か
ら
両
者
の
関
係

を
問
う
方
法
を
止
揚
し
、
両
者
を
存
在
の
理
法
の
﹁
重
疊
性
﹂

︵
九
三
︶
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

西
谷
が
見
抜
い
て
い
る
よ
う
に
、﹁
科
学
と
宗
教
の
間
に
は
、

緩
衝
地
帯
は
な
い
﹂︵
八
八
︶
宗
教
的
自
己
主
張
と
科
学
の
自
己

主
張
の
間
の
限
界
を
設
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
上
記
の

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
張
か
ら
も
明
確
に
な
っ
た
よ
う
に
、
科
学
の

自
己
主
張
は
、
宗
教
を
含
め
人
類
の
す
べ
て
の
知
的
活
動
を
科

学
の
原
理
の
下
に
収
斂
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
科
学
的
見
解
を
真
理
と
し
て
全
面
的
に
認
め
、
宗
教
的

真
理
理
解
も
全
く
同
じ
く
認
め
る
、
と
い
う
ふ
う
に
し
か
﹁
宗

教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
を
解
決
す
る
道
は
な
い
で
あ
ろ
う9

。 

　
﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
の
解
明
の
た
め
に
﹁
新
し
い
角

度
﹂
が
要
求
さ
れ
る
も
っ
と
重
要
な
理
由
は
、
宗
教
と
科
学
が

﹁
生
と
死
﹂、﹁
存
在
と
虚
無
﹂
の
よ
う
に
二
重
に
現
実
を
構
成
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
宗
教
と
科
学
は
、
同
じ
リ
ア
リ

テ
ィ
の
﹁
二
重
写
し
﹂︵
五
八
︶
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
現
実
を
﹁
生
命
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
切

っ
た
と
き
現
れ
る
断
面
が
宗
教
の
世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
現
実
を
﹁
物
質
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

れ
る
断
面
が
科
学
の
法
則
で
あ
る
。

そ
う
い
う
二
重
写
し
が
真
の
実
在
観
で
あ
る
。
事
実
そ
の
も

の
が
こ
の
二
重
レ
ン
ズ
の
見
方
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
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こ
で
は
、精
神
、人
格
、生
命
、物
質
が
一
つ
で
あ
っ
て
、別
々

で
は
な
い
。
然
も
そ
の
同
じ
事
実
を
精
神
又
は
人
格
、
生

命
、
物
質
と
い
う
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
層
か
ら
観
る
こ

と
も
出
来
る
し
、
そ
の
断
層
写
真
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
た
リ
ア

リ
テ
ィ
が
あ
り
、
然
も
本
来
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ
れ
ら
の

重
ね
合
わ
れ
た
當
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
い
づ
れ
か
一

つ
の
み
が
真
で
、
す
べ
て
は
そ
れ
へ
還
元
さ
れ
る
、
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。︵
中
略
︶
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
死
の

面
で
切
っ
た
断
面
が
﹁
物
質
性
﹂
で
あ
り
、
生
の
面
で
切
っ

た
断
面
が
い
わ
ゆ
る
﹁
生
命
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
、
魂
、
人

格
、
精
神
等
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
今
ま
で
は
専
ら
そ
の
生

の
面
か
ら
の
み
見
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
、
神
も
同
様
で
あ

る
︵
五
九
～
六
〇
︶。

物
質
の
世
界
と
は
、
人
間
性
に
全
く
無
関
心
な
性
格
を
も
つ

自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
が
、
現
実
の
中
で
こ
の

物
質
の
世
界
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
の
世
界
と
別
の
も
の
で
は
な

く
、﹁
従
来
の
宗
教
的
経
験
に
お
け
る
神
と
人
間
と
の
間
の
人
格

的
関
係
を
い
わ
ば
横
切
る
、
横
に
切
断
す
る
も
の
と
し
て
出
現
﹂

︵
六
五
︶
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
て
み
れ
ば
、
科
学
の
客
観

的
な
自
然
法
則
も
、
一
応
人
間
に
無
関
心
な
性
格
を
も
つ
よ
う

に
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
宗
教
的
観
点
と
同
様
に
、
人

間
の
主
体
的
自
覚
の
基
盤
を
な
す
と
も
い
え
る
。

西
谷
は
、
今
ま
で
の
宗
教
が
主
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
﹁
生
﹂
の

面
の
み
を
強
調
し
、
科
学
の
立
場
が
﹁
死
﹂
の
面
だ
け
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
分
裂
相
を
乗
り
越
え
、﹁
生
即
死
﹂

と
い
う
立
場
、す
な
わ
ち
﹁
二
重
写
し
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
﹁
宗

教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
西

谷
に
と
っ
て
﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
は
、
宗
教
と
科
学

を
客
観
的
に
並
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
明
さ
れ
な
い
。﹁
宗

教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
は
、
む
し
ろ
﹁
生
即
死
﹂
を
自
覚
す

る
人
間
の
主
体
的
自
覚
の
問
題
と
い
う
立
場
か
ら
の
み
答
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、こ
う
し
た
﹁
生
即
死
﹂
の
立
場
と
は
、

﹁
空
の
立
場
﹂
と
し
て
展
開
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
こ
と
に
す
る
。

西
谷
が
強
調
す
る
よ
う
に
、﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
に

は
、
歴
史
的
に
考
察
し
て
み
た
と
き
、﹁
近
世
以
来
の
人
間
に
お

け
る
主
体
的
自
覚
の
問
題
﹂︵
六
〇
︶が
含
ま
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

﹁
人
間
に
お
け
る
主
体
的
自
覚
の
問
題
﹂
は
、
近
代
科
学
の
自
然
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観
と
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
間
で
起
き
た
一
つ
の
重
要
な
問

題
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
的
人
間
に
お
け
る
主
体
性

の
自
覚
が﹁
無
神
論
の
主
体
化
と
い
う
形
で
徹
底
さ
れ
て
﹂お
り
、

そ
う
し
た
無
神
論
の
登
場
は
、
自
然
科
学
の
物
質
的
・
機
械
的

世
界
観
を
背
景
に
し
て
い
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

物
質
的
、
機
械
的
世
界
が
人
間
に
﹁
虚
無
﹂
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、﹁
そ
の
虚
無
が
自
己
存
在
の
脱
自
性
の
場
と

し
て
深
淵
の
如
く
自
覚
さ
れ
、
然
も
か
か
る
深
淵
を
底
に
も
つ

も
の
と
し
て
初
め
て
人
間
の
主
体
が
真
に
主
体
と
し
て
、
つ
ま

り
人
間
が
真
に
自
由
で
自
立
的
な
も
の
と
し
て
、
自
ら
を
自
覚

し
つ
つ
あ
る
﹂︵
六
五
ー
六
六
︶。

こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
先
ほ
ど
提
起
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、

宗
教
と
科
学
を
並
列
さ
せ
な
が
ら
両
者
の
関
係
を
対
象
的
に
問

う
方
法
に
対
す
る
批
判
的
問
題
提
起
と
相
通
じ
る
。
宗
教
と
科

学
を
人
間
の
自
覚
の
次
元
で
扱
う
こ
と
は
、
宗
教
と
科
学
を
第

三
者
的
に
扱
わ
ず
、
宗
教
と
科
学
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る

人
間
の
主
体
的
自
覚
の
直
下
で
問
う
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る0

0

。

三
　
二
つ
の
無
差
別

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
西
谷
が
﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂

に
答
え
る
た
め
の
出
発
点
と
し
て
提
案
し
た
聖
書
箇
所
に
注
目

し
た
い
。
そ
の
聖
書
箇
所
は
、﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
の

み
な
ら
ず
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
と
い
う
問
題
﹂
の
解
明
の
た

め
に
も
、
き
わ
め
て
啓
発
的
な
光
を
照
ら
し
て
く
れ
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
西
谷
が
引
用
す
る
聖
書
箇
所
を
紹

介
し
よ
う
︵
聖
書
引
用
は
新
共
同
訳
に
よ
る
︶。

﹁
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、﹁
隣
人
を
愛
し
、
敵

を
憎
め
﹂
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ

て
お
く
。
敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り

な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

父
は
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も

正
し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
愛
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
が

た
に
ど
ん
な
報
い
が
あ
ろ
う
か
。
徴
税
人
で
も
、
同
じ
こ
と

を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
自
分
の
兄
弟
に
だ
け
挨
拶
し
た

と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
こ
と
を
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
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異
邦
人
で
さ
え
、
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ

か
ら
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
が
完
全
で
あ
ら
れ
る
よ
う
に
、

あ
な
た
が
た
も
完
全
な
者
と
な
り
な
さ
い
︵
マ
タ
イ
に
よ
る

福
音
書
５
・
四
三
ー
四
八
︶。

西
谷
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
無
差
別
性
が
語
ら
れ
て

い
る
。
一
つ
は
﹁
自
然
の
無
差
別
﹂
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
﹁
あ

ら
ゆ
る
事
物
を
、
そ
れ
ら
に
共
通
な
最
も
抽
象
的
な
も
の
―
―

そ
れ
が
﹃
物
質
﹄
と
考
え
ら
れ
よ
う
と
或
は
物
理
的
エ
レ
メ

ン
ト
と
考
え
ら
れ
よ
う
と
―
―
に
還
元
す
る
無
差
別
で
あ
る
﹂

︵
六
七
︶。﹁
自
然
の
無
差
別
﹂
と
い
う
の
は
、
雨
が
降
り
太
陽
が

昇
る
よ
う
に
、
人
間
の
意
志
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
の
次
元
で

自
然
が
自
然
と
し
て
起
こ
す
現
象
を
指
し
示
す
。
こ
う
し
た
自

然
法
則
の
下
で
、
無
生
物
か
ら
人
間
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の

も
の
が
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹁
自
然
法
則
そ
の
も
の
は

人
間
的
利
害
に
無
関
係
で
あ
り
、
冷
か
な
非
人
間
性
を
示
し
て

い
る
。
然
も
そ
の
法
則
が
、
人
間
を
も
含
め
て
一
切
の
も
の
の

存
在
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
﹂︵
五
八
︶。

し
か
し
こ
こ
で
は
、﹁
冷
た
く
非
情
な
無
差
別
﹂
と
は
異
な
る

﹁
愛
の
無
差
別
﹂
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、﹁
あ
ら
ゆ
る

事
物
を
、
そ
れ
ら
の
最
も
具
体
的
な
相
―
―
例
え
ば
善
い
人
間

と
か
悪
い
人
間
と
か
の
如
き
―
―
に
於
い
て
、
差
別
の
ま
ま
に

包
む
無
差
別
で
あ
る
﹂︵
六
七
︶。﹁
愛
の
無
差
別
﹂
と
は
、
善
人

を
善
人
と
し
て
、
悪
人
を
悪
人
と
し
て
差
別
せ
ず
に
そ
の
ま
ま

認
め
な
が
ら
彼
ら
を
養
う
神
の
普
遍
的
愛
を
指
し
示
す
の
で
あ

る
。
西
谷
は
、
近
代
以
来
の
自
然
観
に
対
し
て
は
中
立
的
、
あ

る
い
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
立
場
で
あ
り
、

素
朴
な
自
然
科
学
批
判
で
は
な
い
。
問
題
は
、こ
の
二
種
の
﹁
無

差
別
﹂
が
ど
の
よ
う
な
相
関
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
。﹁
近
世
以
来
の
自
然
科
学
に
よ
っ
て
、
自
然
的
世
界

の
像
は
一
変
し
、
世
界
は
全
く
非
情
な
、
人
間
的
関
心
に
対
し

て
全
くindifferent

な
世
界
と
し
て
現
れ
て
来
て
い
る
。そ
れ
は
、

神
と
人
間
と
の
人
格
的
関
係
を
横
に
切
断
す
る
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
…
…
そ
の
よ
う
な
事
態
に
面
す
る
時
、
人
格
と
か
精
神

と
か
い
う
立
場
、
或
は
神
と
人
と
の
間
の
人
格
的
関
係
と
い
う

立
場
か
ら
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
も
の
が
現
れ

て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
﹂︵
一
〇
一
︶。
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三
︲
一
　 ﹁
自
然
の
無
差
別
性
﹂
と
人
間
の 

脱
中
心
化

上
述
し
た
よ
う
に
、﹁
人
間
の
善
悪
禍
福
に
対
す
る
自
然
の

indifference

︵
無
関
心
ま
た
無
関
係
︶﹂と
い
う﹁
自
然
の
非
情
性
﹂

は
、﹁
人
間
の
自
由
な
自
立
性
、
主
体
的
自
覚
﹂
の
た
め
の
積
極

的
契
機
に
な
る
。
こ
れ
は
、
自
然
の
非
人
格
的
法
則
の
無
差
別

性
と
非
人
間
的
合
理
性
へ
の
自
覚
が
、
人
間
を
﹁
虚
無
の
自
覚
﹂

︵
五
六
︶
に
導
く
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

こ
で
は
人
間
以
外
の
存
在
か
ら
与
え
ら
れ
る
一
切
の
目
的
論
が

否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の﹁
虚
無
﹂は﹁
必

然
な
ら
ぬ
自
由
と
生
と
か
を
可
能
に
す
る
地
平
を
開
く
﹂︵
五
六
︶

の
で
あ
る
。

さ
て
、﹁
近
代
の
非
情
的
な
自
然
観
﹂
が
﹁
無
神
論
の
問
題
と

結
び
つ
い
て
﹂
い
な
が
ら
、﹁
人
間
の
自
由
な
自
立
性
、
主
体
的

自
覚
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
﹂
と
い
う
西
谷
の
見
解
は
、

現
代
の
生
物
学
的
人
間
理
解
に
相
通
じ
る
の
と
い
え
る
。
近
代

の
自
然
科
学
は
、
世
界
の
摂
理
者
と
し
て
の
神
の
存
在
を
疑
問

に
付
き
、
結
局
の
と
こ
ろ
神
を
自
然
の
摂
理
者
と
い
う
座
か
ら

追
い
出
し
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
特
に
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
進
化
論
の
登
場
に
よ
っ
て
取
り
戻
せ
な
い
足
跡
を
残
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
分
子
生
物
学
者
の
J
・
モ

ノ
ー
の
よ
う
に
、﹁
清
教
徒
的
な
傲
慢
さ
﹂
を
も
っ
て
絶
え
ず
自

然
の
非
神
話
化
を
図
る
方
向
に
疾
走
す
る
。
モ
ノ
ー
に
と
っ
て

人
間
は
、﹁
つ
い
に
古
来
の
夢
か
ら
目
覚
め
て
、
み
ず
か
ら
の
完

全
な
孤
独
を
、
み
ず
か
ら
の
根
元
的
な
異
様
さ
を
発
見
す
る
は

ず
で
あ
る
。﹂

い
ま
や
彼
は
、
ま
る
で
ジ
プ
シ
ー
の
よ
う
に
、
自
分
の
生
き

る
べ
き
宇
宙
の
ふ
ち
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
宇
宙
は
、

彼
の
音
楽
を
聴
く
耳
を
持
た
ず
、
彼
の
苦
悩
や
犯
罪
に
た
い

し
て
と
同
じ
く
、
彼
の
希
望
に
た
い
し
て
も
無
関
心
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
だ
れ
が
罪
を
判
定
す
る
の
か
。

だ
れ
が
善
悪
を
語
る
の
か
。
伝
統
的
な
体
系
は
す
べ
て
、
倫

理
お
よ
び
価
値
を
︵
人
間
︶
の
力
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
に
置
い

て
い
た
。
価
値
は
彼
に
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
価
値

の
ほ
う
か
ら
お
し
つ
け
て
き
た
の
で
あ
り
、﹁
人
間
﹂
の
ほ
う

が
価
値
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
い
ま
や
、
価
値
が
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自
分
だ
け
の
も
の
な
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に

価
値
の
主
人
と
な
っ
た
た
め
に
、
価
値
が
宇
宙
の
無
関
心
な

む
な
し
さ
の
な
か
に
溶
解
し
て
ゆ
く
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る

の
で
あ
る
。そ
の
と
き
に
な
っ
て
、現
代
人
は
科
学
の
ほ
う
へ
、

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
科
学
に
歯
向
か
っ
て
顔
を
向
け
る
の

で
あ
る
。
彼
は
い
ま
や
、
科
学
の
も
っ
て
い
る
、
た
ん
に
肉

体
だ
け
で
な
く
魂
そ
の
も
の
を
も
破
壊
す
る
恐
る
べ
き
力
の

ほ
ど
を
見
て
と
ろ
う
と
し
て
い
るa

。

自
然
の
無
差
別
性
が
自
然
や
人
間
の
あ
り
方
か
ら
神
と
い
う

摂
理
者
を
外
し
、
人
間
に
自
由
な
自
立
性
や
自
主
性
を
も
た
ら

し
た
と
す
れ
ば
、
自
然
の
無
差
別
性
は
、
人
間
に
倫
理
的
決
断

を
要
求
す
る
。
上
で
引
用
し
た
モ
ノ
ー
の
言
葉
を
借
り
て
言
え

ば
、
人
間
を
拘
束
し
て
き
た
﹁
旧
約
﹂
は
す
で
に
破
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。﹁
人
間
は
つ
い
に
、
自
分
が
か
つ
て
そ
の
な
か
か
ら
偶

然
に
よ
っ
て
出
現
し
て
き
た
﹁
宇
宙
﹂
と
い
う
無
関
心
な
果
て

し
な
い
広
が
り
の
な
か
で
た
だ
ひ
と
り
で
生
き
て
い
る
の
を
知

っ
て
い
る
。
彼
の
運
命
も
彼
の
義
務
も
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
は

い
な
い
。
彼
は
独
力
で
﹁
王
国
﹂
と
暗
黒
の
奈
落
と
の
い
ず
れ

か
を
選
ば
ね
は
な
ら
な
いb

﹂b

。
こ
こ
で
、﹁
神
の
死
﹂
に
直
面

し
て
﹁
お
れ
た
ち
は
無
限
の
虚
無
の
中
を
彷
徨
す
る
よ
う
に
、

さ
迷
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
﹂
と
叫
ん
だ
、ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
狂

気
の
人
間
﹂
を
容
易
に
見
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
︵﹃
悦
ば
し
き
知

識
﹄︶。

し
か
し
、
こ
う
し
た
モ
ノ
ー
の
無
神
論
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

は
、
生
命
体
の
こ
と
を
分
子
的
レ
ベ
ル
に
還
元
し
て
説
明
し
よ

う
と
す
る
、
分
子
生
物
学
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
見
る
と
、
例
外

と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
然
法
則
の
無
差

別
性
は
、
最
近
の
遺
伝
子
工
学
の
台
頭
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に

認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
主
体
性
と
い
う
観
念
そ
の

も
の
を
解
体
す
る
か
ら
で
あ
る
。
米
国
の
バ
イ
オ
・
イ
ン
フ
ォ

マ
テ
ィ
ッ
ク
ス
学
者
の
P
・
バ
ル
デ
ィ
は
、
遺
伝
子
工
学
の
登

場
と
共
に
出
現
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
人
間
を
﹁
ポ
ス
ト
人
間
﹂

︵posthum
an

︶
と
名
づ
け
、
こ
う
し
た
﹁
ポ
ス
ト
人
間
﹂
の
登

場
に
よ
っ
て
、
従
来
の
人
間
の
自
己
観
念
が
﹁
打
ち
砕
か
れ
﹂、

い
わ
ば
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
自
己
﹂︵the shattered self

︶
が
生
み

出
さ
れ
る
と
予
測
す
る
。
彼
の
予
測
に
よ
れ
ば
、﹁
将
来
、
技
術

工
学
の
改
良
に
よ
り
、
完
全
に
自
己
が
打
ち
砕
か
れ
る
ま
で
に

は
数
十
年
く
ら
い
し
か
か
か
ら
な
い
﹂。
こ
の
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
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自
己
﹂
へ
の
過
程
に
つ
い
て
、
バ
ル
デ
ィ
は
こ
う
述
べ
る
。

数
百
万
年
の
進
化
を
通
し
て
、
我
々
の
脳
は
自
己
の
内
的
感

情
を
我
々
に
提
供
す
る
よ
う
に
備
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
感

情
は
、
我
々
一
人
一
人
が
正
確
な
境
界
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

て
い
る
独
特
な
個
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々

は
個
々
の
人
が
特
定
の
感
情
と
思
想
を
持
っ
て
い
る
と
見
な

し
、
基
本
的
に
は
他
者
や
動
物
、
あ
る
い
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
よ
う
な
他
の
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
る
と
考
え

る
。
ま
た
我
々
は
、
独
特
な
方
法
に
よ
っ
て
自
分
を
繁
殖
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
我
々
自
身
に

対
し
て
、
そ
し
て
我
々
が
機
能
す
る
方
法
に
と
っ
て
中
心
的

な
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
教
育
や
文
化
を
通
し
て
強
化
さ
れ

て
い
るc

。

バ
ル
デ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
﹁
自
己
中
心

的
な
世
界
観
は
問
題
が
あ
る
し
、
科
学
的
に
は
間
違
っ
た
﹂
も

の
で
あ
る
。
我
々
が
そ
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
は
、

先
験
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、﹁
進
化
に
よ
る
偶

然
的
結
果
﹂
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
中
心
に
展

開
さ
れ
る
人
間
理
解
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

昨
今
蔓
延
し
て
い
る
﹁
Ｄ
Ｎ
Ａ
神
秘
主
義
﹂︵D

N
A

 

m
ystique

︶
は
遺
伝
子
お
よ
び
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
人
間
の
特
性
を
占
め

る
中
心
点
と
し
て
み
な
し
て
い
る
が
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
、
人
間
の
期

待
を
裏
切
る
形
で
自
然
の
﹁
中
心
点
﹂
と
し
て
の
人
間
と
い
う

発
想
そ
の
も
の
を
無
化
さ
せ
る
と
い
う
、
逆
説
的
機
能
を
果
た

し
て
い
る
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
、
人
間
が
他
の
生
命
体
と
親
類
の
関
係

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、む
し
ろ
﹁
人

間
の
自
己
の
脱
構
築
﹂︵the deconstruction of the self

︶
を
も

た
ら
す
の
で
あ
る
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
を
め
ぐ

る
議
論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
人
間
の
自
己
と
い
う
も
の
は
、

先
験
的
に
特
定
さ
れ
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、﹁
他
の
無
数

の
自
己
﹂と
た
だ
恣
意
的
に
区
分
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。﹁
ゲ

ノ
ム
と
…
…
精
神
︵m

ind

︶
は
、
む
し
ろ
流
動
的
か
つ
連
続
的

実
在
︵entity

︶
で
あ
り
、
個
人
と
し
て
の
我
々
は
、
こ
の
連
続

体
の
例
︵sam

ple

︶
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
我
々
は
、
我
々

の
ク
ロ
ー
ン
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
複
数
の
脳
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
。
自
己
と
他
者
、
自
己
と
世
界
、
内
面
と
外
面
の

境
界
は
あ
い
ま
い
に
な
り
始
め
て
い
て
、
究
極
的
に
は
完
全
に
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消
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
うd

﹂ 。

さ
ら
に
、
バ
ル
デ
ィ
は
、
西
欧
の
科
学
史
を
﹁
漸
進
的
な
脱

中
心
化
の
歴
史
﹂︵a history of progressive de-centering

︶
と

し
て
把
握
し
、
そ
れ
を
﹁
自
己
中
心
的
な
世
界
観
か
ら
だ
ん
だ

ん
離
れ
て
き
た
運
動e

﹂
と
み
な
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
間

の
住
む
地
球
は
太
陽
系
の
中
の
一
つ
の
惑
星
に
過
ぎ
な
い
し
、

太
陽
系
も
銀
河
系
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
発
見
な
ど
を
通

し
て
、
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
脱
中
心
化
は
続
い
て
き
た
の
で

あ
るf

。
人
間
は
も
う
宇
宙
の
中
心
で
は
な
い
と
い
う
自
覚
は
、
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
の
﹁
地
動
説
﹂
か
ら
端
を
発
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の｢

進
化
論｣

に
至
る
ま
で
そ
の
深
度
を
深
め
て
き
た
。
し
か
し
、

宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
が
中
心
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
反

比
例
し
て
、
自
然
に
向
い
て
い
た
人
間
の
視
線
は
、
だ
ん
だ
ん

自
分
自
身
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
宇
宙
の
中
心
か
ら
辺
境

へ
退
け
ら
れ
た
人
間
は
、
自
分
の
中
に
宇
宙
の
中
心
を
見
つ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
た
中
心
を
奪
還
し
よ
う
と
試
み
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
達
成
不
可
能
な
試
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

バ
ル
デ
ィ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
宇
宙
の
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
規

模
に
お
け
る
こ
う
し
た
脱
中
心
化
の
過
程
は
、
そ
れ
に
対
応
す

る
も
の
と
し
て
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
け

る
脱
中
心
化
を
伴
う
﹂
か
ら
で
あ
る
。

バ
ル
デ
ィ
は
、
こ
う
し
た
脱
中
心
化
の
動
き
を
生
物
学
的
に

裏
付
け
よ
う
と
す
る
。﹁
脱
中
心
化
は
生
物
学
に
お
い
て
も
核
心

的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
物
学
は
わ
れ
わ
れ

が
何
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
か
か
わ
る

か
ら
で
あ
るg

﹂。
生
物
学
的
世
界
の
理
解
に
は
、
様
々
な
見
解
が

存
在
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
生
気
論
的
世
界
観
に
お
い
て
、
生

命
は
、
生
気
と
い
う
自
分
自
身
の
法
則
に
従
う
特
別
な
現
象
と

し
て
理
解
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
に
お
い
て
は
、
人
間

が
他
の
物
質
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
自
然
の
中
で
特
別
な
位

置
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
病
気
の
よ
う
な
現
象

は
﹁
悪
魔
に
憑
か
れ
て
い
る
﹂
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
生

理
的
現
象
を
説
明
す
る
独
特
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
七
世
紀
に
入
り
、
バ
ク
テ
リ
ア
、
細
胞
、
精
子

な
ど
の
発
見
に
よ
り
、
こ
う
し
た
肉
眼
に
は
見
え
な
い
﹁
極
微

動
物
﹂︵anim

alcules

︶
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
に
つ
い
て

の
理
論
が
作
り
上
げ
ら
れ
始
め
た
。
そ
し
て
、
二
十
世
紀
に
入
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っ
て
か
ら
は
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー︵Erw

in Schrödinger

︶は
、

生
き
て
い
る
生
命
体
の
こ
と
を
物
理
学
と
化
学
の
法
則
に
基
づ

い
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
し
て
現
代
に
入
っ
て
、
生

命
は
分
子
的
次
元
で
理
解
さ
れ
、
生
命
の
あ
る
も
の
と
生
命
の

な
い
も
の
の
間
に
は
本
質
的
な
区
別
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分

か
っ
た
。
人
間
と
い
う
生
命
体
は
、
他
の
物
質
と
同
様
な
物
質

で
作
ら
れ
て
い
る
し
、
人
間
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
他
の
動
物
や
植
物
と

共
有
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
科
学
革
命
的
な
発
展
を
通
し
て
、
わ
れ
わ

れ
の
先
入
観
は
く
つ
が
え
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、﹁
生
命
に
関
す
る

多
く
の
分
野
で
は
、
依
然
と
し
て
我
々
が
世
界
の
中
心
で
あ
る

と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
る
﹂
と
、
バ
ル
デ
ィ
は
指
摘
す
る
。

心
理
学
的
次
元
に
お
い
て
、
我
々
は
自
分
た
ち
を
特
別
な
感

情
、
知
性
、
思
考
な
ど
を
持
つ
、
特
別
で
独
特
な
存
在
と
し

て
把
握
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
他
の
存
在
や
、

他
の
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
と
つ
な
が
り
な
が
ら
も
分
離
さ
れ

た
存
在
と
し
て
自
ら
を
把
握
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
毎
日

の
生
活
の
中
で
、我
々
は
、依
然
と
し
て
我
々
の﹁
自
己
﹂︵self

︶

を
、
我
々
が
進
行
さ
せ
る
情
報
の
流
れ
の
中
心
と
し
て
見
な

し
て
い
るh

。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
客
観
的
宇
宙
の
中
心
か
ら
は
追
い

や
ら
れ
た
人
間
は
、
自
分
の
中
に
宇
宙
の
中
心
を
見
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
再
び
実
在
の
中
心
に
復
帰
す
る
こ
と
を
試
み
る
が
、

こ
う
し
た
試
み
は
、
最
近
の
遺
伝
子
工
学
の
研
究
成
果
に
よ
っ

て
、
致
命
的
打
撃
を
受
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
の
究

極
的
中
心
と
み
な
さ
れ
た
遺
伝
子
の
研
究
は
、
人
間
が
宇
宙
の

中
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
逆
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
宇
宙
の
中
心
と
な
ろ
う
と
す
る
人
間
の
願
望
を
裏
切
る

か
ら
で
あ
る
。
バ
ル
デ
ィ
が
診
断
す
る
よ
う
に
、
遺
伝
子
工
学

的
研
究
に
お
い
て
﹁
脱
中
心
化
の
最
後
の
波
が
い
ま
到
来
し
て

い
る
。
こ
れ
が
、
…
…
我
々
の
進
化
過
程
の
中
で
持
っ
て
い
た

最
後
の
幻
想
を
究
極
的
に
打
ち
砕
く
こ
と
に
な
るi

﹂。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、﹁
自
然
の
無
差
別
﹂
は
、
宇
宙

の
中
心
点
と
頂
点
と
し
て
の
人
間
と
い
う
従
来
の
自
己
意
識
に

大
き
な
変
化
を
招
き
、
人
間
と
人
間
以
外
の
生
命
体
と
の
﹁
無

差
別
的
﹂
連
結
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
非
情
な
自

然
の
無
差
別
性
は
、
人
間
と
い
う
生
命
体
を
他
の
す
べ
て
の
生

命
体
か
ら
区
分
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、個
々
の
生
命
体︵
＝﹁
多
﹂︶
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は
、
生
命
現
象
と
い
う
﹁
一
﹂
の
原
理
の
下
で
解
消
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
葉
を
も
っ
て
い
う
な

ら
ば
、﹁
原
理
に
ま
で
還
元
し
難
い
頑
固
な
事
実j

﹂
か
ら
出
発
す

る
科
学
は
、
そ
の
事
実
を
﹁
一
つ
﹂
の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
す

る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
諸
々
の
差
別
相
を
も
つ
﹁
多
﹂

か
ら
一
切
の
差
別
を
捨
象
し
た
﹁
無
差
別
的
﹂﹁
一
﹂
へ
進
む
こ

と
、
こ
こ
に
自
然
科
学
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

三
︲
二
　﹁
愛
の
無
差
別
﹂
と
宗
教
多
元
主
義

上
記
の
聖
書
に
お
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
無
差
別
性
が
語
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
善
人
と
悪
人
に
平
等
に
雨
を
降
ら
せ
太

陽
を
昇
ら
せ
る
神
の
無
差
別
的
愛
で
あ
る
。
神
の
愛
は
、
す
べ

て
の
差
異
を
無
く
す
無
差
別
で
は
な
く
、
差
異
を
差
異
の
ま
ま

認
め
な
が
ら
そ
の
差
異
を
超
え
る
無
差
別
、
す
な
わ
ち
、﹁
多
﹂

を
﹁
多
﹂
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
無
理
に
﹁
一
﹂
に
収
斂
し
よ

う
と
は
し
な
い
、
非
二
元
論
的
無
差
別
で
あ
る
。
こ
の
﹁
愛
の

無
差
別
﹂
に
お
い
て
は
、﹁﹃
宗
教
的
﹄
エ
ゴ
へ
の
関
心
の
冷
却
﹂

が
求
め
ら
れ
、
永
遠
不
滅
で
あ
り
全
能
で
あ
る
神
を
独
占
し
よ

う
と
す
る
﹁
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
虚
構
﹂
と
し
て
の
神
へ
の
否
定
を

意
味
す
る
か
ら
で
あ
るk

。
む
し
ろ
神
の
﹁
愛
の
無
差
別
﹂
は
、

神
を
自
分
の
も
の
に
独
占
す
る
こ
と
を
目
指
す
如
何
な
る
試
み

を
も
裁
く
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、﹁
愛
の
無
差
別
﹂
に
お

い
て
は
﹁
己
を
空
し
く
す
る
こ
と
﹂︵
六
七
︶
が
要
求
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
人
間
の
差
別
的
愛
は
隣
人
と
敵
を
差
別
・
区
別
す

る
﹁
我
の
立
場
﹂
に
お
け
る
愛
で
あ
る
が
、
聖
書
が
要
求
す
る

愛
は
﹁
無
我
﹂
の
愛
で
あ
る
。
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
﹁
神

の
完
全
さ
﹂と
は
、特
定
の
民
族
や
特
定
の
宗
教
の
み
を
選
択
し
、

絶
対
的
意
志
と
権
力
を
も
っ
て
義
人
を
愛
し
悪
人
を
裁
く
よ
う

な
﹁
神
の
人
格
的
な
絶
対
性
﹂
で
は
な
い
。
西
谷
が
指
摘
す
る

と
お
り
、﹁
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
人
格
性
の
面
に
の
み

注
意
し
て
、
他
の
面
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の

で
あ
る
﹂︵
六
九
︶。

西
谷
の
い
う
人
格
性
の
﹁
他
の
面
﹂
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、

神
の
完
全
性
と
し
て
の
愛
が
愛
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、

﹁﹃
人
格
的
﹄
と
い
う
よ
り
は
一
層
根
源
的
な
も
の
、む
し
ろ
﹃
人

格
的
﹄
な
も
の
が
そ
れ
の
具
現
又
は
倣
い
と
し
て
初
め
て
成
立

す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
﹂
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
来
﹁
人
格
的
﹂
と
考
え
ら
れ
た
も
の
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よ
り
﹁
一
層
根
源
的
な
も
の
﹂
と
は
、﹁
人
格
的
な
非
人
格
性
﹂

で
あ
る
。
こ
の
﹁
人
格
的
な
非
人
格
性
﹂
と
は
、﹁
超
人
格
性
乃

至
非
人
格
性
﹂
と
も
呼
ば
れ
う
る
が
、
そ
れ
は
﹁
人
格
性
へ
の

単
な
る
反
対
と
し
て
の
非
人
格
性
﹂
で
は
な
い
。

西
谷
自
ら
が
述
べ
る
よ
う
に
、
神
を
﹁
人
格
的
な
非
人
格
性
﹂

と
し
て
理
解
す
る
理
由
は
、
自
然
科
学
が
露
呈
す
る
﹁
非
情
性
﹂

と
人
間
へ
の
﹁
無
関
心
﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
な
お
そ
の
自
然

の
秩
序
が
神
に
属
す
る
も
の
と
考
え
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
﹂
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
を
﹁
人
格
的
な
非

人
格
性
﹂
と
し
て
理
解
す
る
出
発
点
は
、﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う

問
題
﹂
の
解
明
の
た
め
で
あ
る
。

究
極
的
実
在
と
し
て
の
神
の
﹁
愛
の
無
差
別
﹂
は
、﹁
多
﹂
を

﹁
冷
た
く
非
情
な
無
差
別
﹂
と
し
て
の
自
然
法
則
の
下
に
﹁
一
﹂

に
還
元
し
よ
う
と
す
る
自
然
科
学
的
無
差
別
と
は
異
な
り
、﹁
多
﹂

を
﹁
多
﹂
と
し
て
認
め
る
﹁
無
差
別
﹂
で
あ
る
。﹁
人
格
的
な
非

人
格
性
﹂
と
い
う
言
い
方
を
借
り
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、﹁
愛
の
無
差
別
﹂
は
、﹁
差
別
的
な
無
差
別
﹂
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、﹁
多
﹂
を
﹁
一
﹂
に
導
こ
う
と
す
る
自

然
科
学
的
動
き
と
は
正
反
対
の
動
き
と
し
て
、﹁
一
﹂
を
﹁
多
﹂

に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、﹁
自
然
の
無
差
別
﹂
で
あ
れ
、
愛
の
﹁
差
別
的
な

無
差
別
﹂
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
、﹁
無
差
別
﹂
と
い
う
共
通
性

が
働
い
て
い
る
。
こ
の
﹁
無
差
別
﹂
は
、
科
学
に
お
い
て
は
人

間
と
他
の
生
命
体
を
区
別
し
な
い
、
自
然
法
則
の
無
差
別
性
と

し
て
現
れ
る
。
宗
教
の
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
﹁
無
差
別
﹂
は
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
。
上
記
の
バ
ル
デ
ィ
の
言

葉
で
い
う
な
ら
ば
、﹁
愛
の
無
差
別
﹂
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
﹁
打
ち

砕
き
﹂
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
主
題
か
ら
い
っ
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
﹁
愛
の

無
差
別
﹂
は
、
宗
教
多
元
主
義
の
神
学
が
目
指
す
究
極
的
実
在

の
構
造
へ
の
自
覚
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
米
国
の
神
学
者

の
P
・
ニ
ッ
タ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
の
J
・
ヒ
ッ
ク
の
﹁
宗
教
多
元

主
義
の
神
学
﹂は
、排
他
主
義
や
包
括
主
義
の
限
界
を
の
り
越
え
、

他
宗
教
の
真
理
主
張
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
な
が
ら
神
学
的
思

考
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
ニ
ッ
タ
ー
は
自
分
の
神
学
的

立
場
を
﹁
統
一
的
多
元
主
義
﹂︵unitive pluralism

︶
と
命
名
し
、

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

﹁
多
﹂
が
﹁
一
﹂
に
な
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
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そ
の
﹁
一
﹂
は
、﹁
多
﹂
を
呑
み
込
む
よ
う
な
﹁
一
﹂
で
は
な

い
。﹁
多
﹂
は
厳
密
に
﹁
多
﹂
と
し
て
残
る
ま
ま
﹁
一
﹂
と
な

る
。﹁
多
﹂
に
属
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
が
他
者
に
対
し
て
独
特

な
寄
与
を
し
、
し
た
が
っ
て
全
体
に
独
特
な
形
で
貢
献
す
る

時
﹁
一
﹂
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、﹁
多
﹂
が
互
い
の

中
に
、
そ
し
て
よ
り
大
い
な
る
全
体
の
中
で
等
し
く
し
み
込

み﹁
一
﹂に
集
中
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
過
程
で
あ
る
。︵
中

略
︶
統
一
的
多
元
主
義
と
は
、
各
宗
教
が
自
分
の
個
別
主
義

︵
自
分
の
分
離
さ
れ
た
自
我
︶
の
一
部
は
失
う
が
、
自
分
の
人

格
性
︵
関
係
性
に
よ
る
自
己
意
識
︶
を
強
化
さ
せ
る
統
一
性

を
意
味
す
る
。
各
宗
教
は
、
自
分
の
独
特
性
を
維
持
し
つ
つ

あ
る
が
、
こ
の
独
特
性
は
、
相
互
的
依
存
に
お
い
て
他
の
宗

教
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
、
ま
た
新
し
い
深
さ
を

得
る
こ
と
に
な
るl

。 

要
す
る
に
、
ニ
ッ
タ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
の
関
係

を
伝
統
的
な
﹁
一
と
多
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
捉
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
各
宗
教
の
間
の
共
存
の
可
能
性
を
模
索
し
て

い
る
。
ニ
ッ
タ
ー
に
と
っ
て
、
世
界
の
諸
宗
教
は
、
互
い
に
矛

盾
的
︵
対
立
的
︶
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ニ
ッ
タ
ー
の
言
明
の
た
め
の
先
駆
け
と
な
っ
た

の
は
、
二
十
一
世
紀
の
神
学
に
も
至
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

ト
レ
ル
チ
の
思
考
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
遺
稿
と
な
っ
た
﹁
諸

世
界
宗
教
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
位
置
﹂︵D

ie Stellung des 

C
hristentum

s unter der W
eltreligionen

︶と
い
う
論
文
の
中
で
、

次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
て
い
る
。﹁
神
の
生
命
は
わ
れ
わ
れ
地

上
の
人
間
の
経
験
の
な
か
で
は
﹃
一
つ
の
も
の
﹄
で
は
な
く
、﹃
多

く
の
も
の
﹄
な
の
で
す
。
そ
し
て
、﹃
多
く
の
も
の
﹄
の
な
か
に

ひ
そ
む
﹃
一
つ
の
も
の
﹄
を
予
感
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
愛
と
い

う
も
の
の
本
質
な
の
で
あ
り
ま
すm

﹂。

ニ
ッ
タ
ー
の
主
張
に
よ
る
と
、
諸
宗
教
の
共
通
基
盤
と
な
る

﹁
一
﹂は
、﹁﹃
多
﹄を
呑
み
込
む
よ
う
な﹃
一
﹄で
は
な
い
。﹂﹁﹃
多
﹄

は
厳
密
に
﹃
多
﹄
と
し
て
残
る
ま
ま
﹃
一
﹄
と
な
る
﹂
と
、
ニ

ッ
タ
ー
は
言
う
。
こ
れ
こ
そ
、
西
谷
の
言
う
神
の
無
差
別
的
愛

と
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
神
の
無
差
別
的
愛

は
、
す
べ
て
の
も
の
を
非
情
な
無
差
別
性
の
中
で
還
元
さ
せ
る

﹁
一
﹂
で
は
な
く
、﹁
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
、
そ
れ
ら
の
最
も
具
体

的
な
相
―
―
例
え
ば
善
い
人
間
と
か
悪
い
人
間
と
か
の
如
き
―

―
に
於
い
て
、
差
別
の
ま
ま
に
包
む
無
差
別
﹂︵
六
七
︶
だ
か
ら
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で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
の
神
学
者
の
R
・
パ
ニ
カ
は
、
上
記
の

ニ
ッ
タ
ー
の
﹁
統
一
的
多
元
主
義
﹂
が
依
然
と
し
て
﹁
普
遍

化
兆
候
群
﹂︵a universalizing syndrom

e

︶
に
拘
束
さ
れ
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
﹁
匿
名
の
帝
国
主
義
﹂︵anonym

ous 

im
perialism

︶
を
隠
し
て
い
る
と
批
判
す
るn

。
す
な
わ
ち
、
す

べ
て
の
宗
教
を
﹁
一
﹂
に
い
た
る
﹁
多
﹂
と
し
て
把
握
す
る
﹁
統

一
的
多
元
主
義
﹂
は
、
依
然
と
し
て
﹁
一
﹂
へ
の
執
着
を
手
放

さ
な
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、﹁
帝

国
主
義
﹂
の
残
骸
を
残
し
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、ニ
ッ
タ
ー
に
と
っ
て﹁
多
﹂は
、﹁﹃
一
﹄を
構
成
す
る﹃
多
﹄﹂

︵plurality constituting unity

︶
で
あ
っ
て
、﹁﹃
一
﹄
に
収
斂
さ

れ
浄
化
さ
れ
る
べ
き
﹂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
の
言
葉
で

い
う
な
ら
ば
、
そ
の
﹁
一
﹂
は
、﹁
存
在
す
る
も
の
の
多
と
差
別

を
偽
り
の
仮
象
と
し
て
否
定
す
る
﹂︵
一
六
一
︶
と
い
う
嫌
疑
か

ら
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

パ
ニ
カ
は
、
こ
う
し
た
﹁
統
一
的
多
元
主
義
﹂
の
限
界
を
超

え
て
、﹁
非
二
元
論
的
多
元
主
義
﹂︵advaitic pluralism

, non-

dualistic pluralism

︶
を
唱
え
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
宗
教
的

伝
統
を
﹁
一
﹂
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
る
、﹁
一
﹂
へ
の
執
着
を

も
捨
て
て
、諸
々
の
宗
教
的
伝
統
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の﹁
中
心
点
﹂

を
認
め
る
考
え
方
で
あ
る
。﹁
中
心
点
﹂
が
至
る
所
に
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、﹁
一
﹂
へ
の
執
着
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

﹁
非
二
元
論
的
多
元
主
義
﹂
と
は
、﹁
多
﹂
を
﹁
多
﹂
の
場
に
お

い
て
﹁
多
﹂
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
観
点
で
あ
るo

。 

四
　 

結
論
の
代
わ
り
に
―
―
今
後
の
研
究 

の
た
め
に

以
上
の
論
究
は
、
西
谷
が
﹃
宗
教
﹄
に
お
い
て
﹁
宗
教
と
科

学
と
い
う
問
題
﹂
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
が
﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
﹂
や
﹁
キ
リ
ス
ト

教
及
び
宗
教
と
科
学
﹂
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
持
ち
う
る
意
義

を
探
し
て
み
た
。

西
谷
は
、﹁
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
を
対
象
的
に
考
察
せ

ず
に
、
人
間
の
主
体
的
自
覚
の
問
題
と
し
て
究
明
し
た
の
で
、

宗
教
と
科
学
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
既
存
の
研
究
成
果
と

は
異
な
る
、
新
し
い
視
角
を
提
供
す
る
。

科
学
が
﹁
自
然
の
無
差
別
﹂
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
実
在
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を
﹁
物
質
﹂
と
い
う
面
か
ら
横
切
る
に
対
し
て
、
宗
教
は
﹁
愛

の
無
差
別
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
実
在
を
﹁
生
命
﹂
と
い
う
面
か

ら
把
握
す
る
。
昨
今
の
遺
伝
子
工
学
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
科
学
は
遺
伝
子
と
い
う
﹁
物
質
﹂
と
い
う
面
か
ら

す
べ
て
の
生
命
体
を
無
差
別
的
に
把
握
す
る
。
ま
た
、
宗
教
多

元
主
義
が
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
の
本
来
の
姿
は
神
の

無
差
別
の
愛
の
下
で
諸
宗
教
が
共
存
・
対
話
を
試
み
る
と
こ
ろ

で
求
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、﹁
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い
者
に

も
正
し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
﹂
神
の
﹁
愛

の
無
差
別
﹂
は
、
人
間
の
苦
悩
や
希
望
に
対
し
て
無
関
心
で
あ

り
、
善
と
悪
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
い
︵
J
・
モ
ノ
ー
︶﹁
自
然

の
無
差
別
﹂と﹁
即
非
﹂の
関
係
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

﹁
愛
の
無
差
別
﹂
が
実
在
の
﹁
無
差
別
性
﹂
を
﹁
生
命
﹂
と
い
う

観
点
か
ら
横
切
る
と
す
れ
ば
、﹁
自
然
の
無
差
別
﹂
は
実
在
の
﹁
無

差
別
性
﹂
を
﹁
物
質
﹂
と
い
う
面
か
ら
横
切
る
と
い
え
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
二
種
の
無
差
別
性
を
そ
れ
ぞ
れ
の
相
と
し

て
包
括
す
る
場
は
何
で
あ
ろ
う
か
。西
谷
に
よ
れ
ば
、そ
れ
は﹁
空

の
立
場
﹂
で
あ
る
。﹁
自
然
の
無
差
別
﹂
が
人
間
の
自
己
意
識
を

さ
え
進
化
の
結
果
と
し
て
把
握
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の

主
体
性
を
解
体
す
る
と
す
れ
ば
、
神
の
﹁
愛
の
無
差
別
性
﹂
は
、

自
己
中
心
的
＝
エ
ゴ
イ
ス
ト
的
神
観
を
無
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
う
し
た
神
観
念
の
持
ち
主
と
し
て
の
自
己
意
識
を
解

体
に
導
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
が
主
体
意
識
の
解
体
が
行
わ
れ
る
場
所
が
ほ
か
な

ら
ぬ
﹁
空
の
場
所
﹂
で
あ
る
。﹁
空
の
場
所
﹂
は
、﹁
自
然
の
無

差
別
性
﹂
と
神
﹁
愛
の
無
差
別
性
﹂
が
﹁
そ
こ
に
お
い
て
﹂
成

立
す
る
場
で
あ
る
。﹁
空
の
立
場
﹂
と
は
、﹁
宗
教
と
科
学
﹂
を

﹁
生
即
死
﹂、﹁
存
在
即
虚
無
﹂
と
い
う
﹁
二
重
写
し
﹂
と
い
う
視

点
か
ら
把
握
す
る
観
点
で
あ
る
。

人
格
性
と
物
質
性
と
し
て
絶
対
に
排
除
し
合
う
と
考
え
ら
れ

る
も
の
が
、
通
常
そ
れ
ら
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
固
定
し
た
観

念
を
脱
し
て
、
…
…
一
種
の
二
重
の
写
し
に
お
い
て
見
ら
れ

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
立
場
が
考
え
ら
れ
得
る
筈
で
あ
る
。

そ
う
い
う
立
場
は
、
人
格
が
、
人
格
で
あ
る
そ
の
ま
ま
で
然

も
物
質
的
事
物
と
等
し
く
見
ら
れ
、
物
質
的
事
物
が
、
物
質

的
事
物
で
あ
る
そ
の
ま
ま
で
人
格
と
等
し
く
見
ら
れ
る
と
い

う
、そ
う
い
う
絶
対
的
﹃
平
等
﹄
と
も
い
う
べ
き
立
場
で
あ
る
。
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そ
う
い
う
こ
と
が
成
立
し
得
る
の
が
﹃
空
﹄
の
立
場
に
ほ
か

な
ら
な
い
︵
一
〇
六
︶。

﹁
空
の
立
場
﹂
は
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
と
い
う
問
題
﹂

と
﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
科
学
と
い
う
問
題
﹂
が
解
明
の
た
め
に

等
根
源
的
に
、西
谷
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、﹁
絶
対
的﹃
平
等
﹄

と
も
い
う
べ
き
﹂
形
で
扱
わ
れ
得
る
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た

﹁
空
の
立
場
﹂
の
理
解
は
、
科
学
が
提
起
す
る
問
題
に
答
え
な

が
ら
宗
教
多
元
主
義
の
神
学
の
形
成
を
目
指
す
わ
れ
わ
れ
の

課
題
の
た
め
に
、極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
。﹁
空

の
立
場
﹂
に
つ
い
て
の
更
な
る
研
究
が
要
求
さ
れ
る
所
為
が

正
に
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

注
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対
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科
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の
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課
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代
の
神
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し
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の
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ダ
イ
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創
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要
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さ
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い
る
。
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取
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取
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す
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か
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で
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照



10 

る
、
宗
教
的
な
理
解
も
右
に
倣
え
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
そ
れ
を
強
制
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
危

険
性
は
先
生
の
仰
る
と
お
り
十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。 

︵
三
︶
人
間
の
主
体
的
自
覚
は
直
接
的
で
容
易
に

説
得
で
き
ま
す
が
、
そ
の
自
覚
が
等
根
源
的
だ

と
し
て
も
、
科
学
側
に
は
な
か
な
か
納
得
し
て

も
ら
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

︵
四
︶
三
頁
の
文
章
が
あ
り
ま
し
て
、
だ
い
た
い
分
か

る
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
ま
し
て
﹁
西
谷
の
空
の
立
場
に
立
っ
て
自

然
科
学
的
研
究
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
考
察
し
た
い
の

で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
す
か
﹂
と
質
問
致
し
ま
し
た
。

細
か
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
三
頁
の
一
七
行
目
か
ら
一
九

行
目
で
す
が
﹁
本
稿
は
、
西
谷
が
宗
教
と
科
学
と
い
う

問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
考
え
方
を
最
近
の
自
然
科
学

的
研
究
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
動
向
に
照
ら
し
合
わ
せ

て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
谷
で
言
え
ば
空
の
立

場
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
宗
教
諸
間
の
問
題
に
し
た

い
。
研
究
す
る
目
標
が
西
谷
で
言
え
ば
、
空
の
立
場
の

私
の
考
え
で
す
。
と
に
か
く
科
学
と
宗
教
と
い
う
二
つ

の
相
手
に
二
つ
の
刀
で
も
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
言
う
の

は
な
か
な
か
大
変
な
困
難
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
等
根
源
的
な
地
平
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
、

二
重
写
し
で
あ
る
と
か
、
重
畳
性
で
あ
る
と
か
、
空
の

立
場
で
あ
る
と
か
、
主
体
的
な
自
覚
の
立
場
と
い
う
と

こ
ろ
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
は
十
分
に
理
解
で

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
行
く
の
は

し
ん
ど
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想
を
持
ち
ま
し
た
。 

︵
二
︶
ウ
ィ
ル
ソ
ン
説
で
は
宗
教
的
信
念
に
対
す
る

答
え
は
、
逆
に
利
己
的
遺
伝
子
と
い
う
の
だ
か
ら
利

己
的
と
な
る
の
か
、
普
通
に
宗
教
的
信
念
と
い
う
の

は
利
己
的
で
は
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
短
絡

的
な
理
解
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。﹁
遺
伝
子

全
能
に
独
裁
的
に
右
に
倣
え
し
て
ジ
ャ
ン
プ
を
す

る
﹂
と
い
う
英
語
の
表
現
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
ジ
ャ
ン
プ
を
強
制
す
る
と
い
う
の
で
は
、
や
は

り
遺
伝
子
を
全
能
の
神
と
し
て
一
緒
に
ジ
ャ
ン
プ
す
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ォ
ー
ミ
テ
ィ
ー
に
化
け
る
危
険
性
は
十
分
あ
る
。 

︵
八
︶
物
質
的
事
実
が
、
そ
の
ま
ま
人
格
と
等
し
く

見
ら
れ
る
と
い
う
観
点
は
、
最
後
の
一
〇
四
頁
に
ご

ざ
い
ま
し
た
が
、﹁
科
学
﹂
に
お
い
て
開
か
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
物
質
と
人
格
と
い
う
問
題
で
、
科
学

の
方
か
ら
人
格
の
問
題
を
基
礎
付
け
る
と
い
う
危

険
が
開
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。 

　

以
上
が
、
わ
た
し
の
質
問
内
容
で
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

金 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
非
常
に
難
し
い

ご
質
問
で
す
し
、
以
上
の
発
表
に
お
い
て
も
、
自
分
と

し
て
も
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
の

で
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
と
何
回
も
考
え
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
締
め
切
り
日
に
な
り
ま
し
た
。
一
番
の
と
こ

ろ
で
、
先
生
が
ご
指
摘
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
﹁
両
者

を
一
度
に
解
決
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
は
な
い
か
﹂、

そ
れ
は
や
は
り
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
課
題
と

も
言
え
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
分
裂
し
て
は
い

研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹂。
こ
れ
は
文
脈
と
し
て
は

逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

︵
五
︶
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
と
い
う
主
題
は
、
キ

リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
の
﹁
真
理
性
を
問
う
宗

教
批
判
﹂
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
妥
当
で
す
。 

︵
六
︶
聖
書
に
基
づ
く
﹁
愛
の
無
差
別
﹂
は
、
自
然
科

学
側
か
ら
理
解
・
容
認
さ
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
自

然
か
ら
学
ぶ
﹁
虚
無
﹂
の
自
覚
の
場
合
に
は
自
然
と

人
間
の
融
和
は
ど
の
よ
う
に
成
り
立
つ
の
か
。
質
問
と

し
て
は
主
題
か
ら
は
外
れ
た
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
虚

無
の
自
覚
の
場
合
に
は
自
然
と
人
間
と
の
融
和
の
成
立

が
ど
う
成
り
立
つ
か
、
と
い
う
そ
う
い
う
問
題
で
す
。 

︵
七
︶
統
一
的
多
元
主
義
が
仏
教
の
理
事
無
礙
的

な
ア
イ
デ
ア
に
、
非
二
元
主
義
的
な
考
え
に
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。
統
一
的
多
元
主
義
が
仏
教
の
理

事
無
礙
的
な
ア
イ
デ
ア
、
非
二
元
的
な
考
え
が

事
々
無
礙
的
な
ア
イ
デ
ア
に
当
た
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
と
統
一
的
な
多
元
主
義
は
問
題
だ
と
い

う
こ
と
で
、
真
の
ユ
ニ
テ
ィ
ー
で
は
な
く
ユ
ニ
フ
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き
な
が
ら
歩
い
て
い
く
の
が
現
実
で
す
の
で
、
均
衡
の

取
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
非
現
実
的
で
あ
り
非
歴
史
的

だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
し
か
し
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
を

見
つ
け
た
い
と
い
う
こ
と
が
一
方
で
は
あ
り
ま
す
。

小
林　

全
体
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
の
で
す
が
、
わ

た
し
は
科
学
の
立
場
と
宗
教
の
立
場
な
い
し
キ
リ
ス
ト

教
、
神
学
の
立
場
と
い
う
場
合
に
、
そ
こ
に
ワ
ン
ク
ッ

シ
ョ
ン
置
か
な
い
と
駄
目
な
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の

余
裕
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
ズ

レ
を
わ
た
し
は
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
全
体
的
に
対

応
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
事
実
で
す
ね
。

金	

二
番
目
の
ご
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
的

信
念
を
持
つ
個
体
は
利
己
的
に
な
る
﹂。
ウ
ィ
ル
ソ
ン

の
主
張
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
結
果
的
に
は
そ
う
な
る
と

思
う
の
で
す
ね
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
り
ま
す
と
、
宗
教

的
信
念
を
持
つ
も
の
が
生
存
の
可
能
性
が
高
く
な
り
ま

す
の
で
、
や
は
り
結
果
的
に
は
利
己
的
、
遺
伝
子
の
賢

さ
と
い
う
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
比
喩
で
す
の
で
、
な
に

け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
確
か
だ
と
思
う

の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
ど
う
結
び
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
つ
ま
り
一
人
の
信
仰
者
が
脳
の
半
分
を

使
っ
て
宗
教
の
対
話
を
し
、
脳
の
半
分
を
使
っ
て
科
学

の
対
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
す
か
ら

な
ん
ら
か
の
共
通
の
基
盤
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
つ
け

て
そ
こ
で
宗
教
と
科
学
、
キ
リ
ス
ト
教
、
い
わ
ゆ
る
三

者
を
、
自
分
の
中
で
な
ん
ら
か
調
和
を
す
る
と
い
う
か
、

享
受
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
課
題
で
あ
り
、
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

し
た
。

小
林　

と
く
に
同
時
に
問
題
と
し
て
選
ば
れ
た
、
と
い
う
と
こ

ろ
ね
。
や
は
り
整
合
性
と
い
い
ま
す
か
、
順
序
と
い
い

ま
す
か
。
当
然
で
す
よ
、
人
間
で
す
か
ら
両
面
に
関
わ

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。

金 

わ
た
し
も
右
利
き
で
す
の
で
や
は
り
左
手
は
使
い
に
く

い
で
す
の
で
、
ど
ち
ら
か
に
片
寄
っ
て
い
る
と
思
う
の

で
す
が
。
人
間
は
前
進
す
る
と
き
に
は
一
つ
の
方
に
傾
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い
う
こ
と
で
す
ね
。 

　

そ
れ
か
ら
三
番
目
の
ご
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
逆
に
モ
ノ
ー
︵Jacgues M

onod

︶
の
こ
と
で
考
え
て

い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
偶
然
と

必
然
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
人
間
は
遺
伝
子
の
偶
然

的
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
進
化
し
て
き
て
い
ま
す
の

で
、
何
か
方
向
性
と
か
こ
う
い
う
方
向
に
こ
う
い
う
目

的
を
も
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
前
も
っ

て
与
え
ら
れ
て
い
る
価
値
と
か
方
向
性
と
い
う
の
は
全

く
な
い
の
だ
、
と
い
う
。
そ
れ
が
モ
ノ
ー
に
と
っ
て
は

逆
に
、
人
間
は
自
分
の
主
体
的
な
決
断
を
持
っ
て
王
国

に
行
く
か
暗
黒
に
行
く
か
を
ど
ち
ら
か
を
決
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
人
間
の
決
断
を
要
求
し
た
の
で

す
け
れ
ど
も
。
や
は
り
そ
れ
は
、
分
子
生
物
学
に
お
い

て
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
例
外
と
も
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
こ
の
問
題
が
入
っ
た
の

は
七
〇
年
代
の
後
半
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
物
理

学
の
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
的
性
原
理
を
生
物
学
に

適
用
し
、
ま
た
、
実
存
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
そ

か
遺
伝
子
が
機
能
を
持
っ
て
賢
さ
を
発
揮
し
ま
し
て
人

間
を
調
整
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
譬
え
で
あ

り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
宗
教
的
な
信
念
を
持
っ
て
い
る

遺
伝
子
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
結
果
的
に
は
生
き
残
る

こ
と
を
言
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
遺
伝
子
を
持
つ
も
の

が
増
え
て
い
く
と
い
う
そ
う
い
う
話
で
す
。
た
と
え
ば
、

高
所
恐
怖
症
で
す
が
、
な
ぜ
高
い
と
こ
ろ
が
恐
く
感
じ

る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
説
明
に
よ
り

ま
す
と
、
危
な
い
と
こ
ろ
に
登
っ
て
死
ぬ
可
能
性
が
高

く
な
り
ま
し
て
、
最
初
は
恐
怖
を
持
た
な
い
も
の
が
た

く
さ
ん
登
っ
て
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
。
そ

う
す
る
と
高
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
恐
怖
感
を
持
つ
も
の

だ
け
が
生
き
残
る
。
結
果
的
に
は
高
い
と
こ
ろ
に
対
し

て
恐
怖
を
も
つ
。
だ
か
ら
遺
伝
子
が
最
初
か
ら
調
整
し

て
そ
う
な
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
性
質
を
も

っ
て
い
る
人
間
が
結
果
的
に
生
き
残
る
。
遺
伝
子
が
操

作
す
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
逆
で
す
。

こ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
と
い
う
こ
と
も
そ
う

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
残
さ
れ
た
も
の
が
増
え
て
い
く
と
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な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
一
つ
は
﹁
愛
の
無
差
別
﹂

が
科
学
の
側
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
の
か
と
い
う
ご
指
摘

で
し
た
け
れ
ど
も
。
西
洋
に
お
い
て
科
学
が
芽
生
え
た

の
に
対
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
指
摘
す
る
二
つ
の
背

景
と
言
う
も
の
を
述
べ
よ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
一
つ

は
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
精
神
で
す
ね
。
必
然
性
、
運
命
の

冷
酷
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
必
然
性
と
い
う
こ
と
で
、
そ

れ
が
ま
さ
に
自
然
的
な
法
則
に
当
た
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
創

造
信
仰
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
は
人
格
的
な

神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
の
で
、
人
格
的
な
も
の
に

よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
探
求
し
勉

強
す
る
と
そ
の
理
屈
が
分
か
る
の
だ
と
言
う
、
人
格
的

存
在
に
対
す
る
根
本
的
な
信
頼
が
あ
っ
て
、
自
然
科
学

が
芽
生
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら

行
き
ま
す
と
、
ま
さ
に
西
谷
の
中
の
﹁
愛
の
無
差
別
﹂

と
い
う
人
格
と
し
て
の
神
と
い
う
と
こ
ろ
と
、﹁
自
然

の
無
差
別
﹂
冷
酷
な
無
差
別
と
が
、
あ
る
意
味
に
お
い

て
ぴ
っ
た
り
合
う
の
で
は
な
い
か
思
い
ま
し
た
。
で
す

こ
に
加
わ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
っ
た
主
体
性
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
。

し
か
し
モ
ノ
ー
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
理
解
す
る

我
々
に
対
し
て
も
あ
る
種
の
自
然
哲
学
を
教
え
て
く
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
は
思
う
の
で
す
。 

　

そ
れ
か
ら
四
番
目
の
ご
質
問
は
、
こ
れ
は
今
後
の
課

題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
非
常
に
未
完
成
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
で

は
西
谷
が
二
つ
の
無
差
別
性
を
通
じ
て
語
る
こ
と
を
、

昨
今
の
自
然
科
学
、
そ
し
て
神
学
の
動
向
に
照
ら
し
合

わ
せ
ま
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
同
じ
く
残
さ
れ
て
い
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
の
検
証
を
わ
た
し
な
り
に
致
し
ま

し
て
、
そ
し
て
そ
し
た
ら
ど
う
い
う
場
が
あ
っ
て
、
そ

の
場
と
し
て
西
谷
が
提
案
し
て
い
る
空
の
立
場
が
具
体

的
に
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
今
後
研

究
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。 

　

そ
し
て
五
番
目
は
、
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

六
番
目
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
の
こ
れ
は
三
番

目
に
対
す
る
お
答
え
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
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の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
関
わ

り
を
持
つ
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
物

質
的
、
非
物
質
的
な
人
格
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
不
十
分
な
お
答
え
で

す
け
れ
ど
も
。

小
林　

わ
た
し
の
質
問
に
長
く
費
や
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
皆
様
、
何
か
ご
質
問
な
り
、
ご

意
見
な
り
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

八
木
（
誠
）　

愛
の
無
差
別
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
、
さ
す
が

に
西
谷
先
生
は
聖
書
の
言
葉
に
つ
い
て
も
鋭
い
理
解
と

感
覚
を
お
持
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
が
聞
い
て
も
感
心
す

る
よ
う
な
お
考
え
を
仰
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
も
そ
う
で

す
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ

を
こ
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
解
釈
な
さ
る
と
い
う
の
は

非
常
に
先
生
の
優
れ
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
た
だ
、

イ
エ
ス
の
場
合
に
人
間
と
神
の
関
係
は
い
ろ
い
ろ
な
レ

ベ
ル
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
だ
け
取
り
出
し
て
く
る

と
話
が
お
か
し
く
な
る
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
詳
し

か
ら
、
こ
こ
で
質
問
さ
れ
た
﹁
虚
無
の
自
覚
の
場
に
は

自
然
と
人
間
の
融
和
は
成
り
立
つ
の
か
﹂
と
い
う
こ
と

は
別
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
こ
の
自
然
科
学
の
二

つ
の
根
拠
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
そ
れ
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
自
然
科
学
か
ら
容
認
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
七
番
目
も
そ

う
で
す
ね
。 

　

八
番
目
の
ご
質
問
。
こ
れ
は
わ
た
し
に
も
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
の
で
す
ね
。
し
か
し
一
つ
の
考
え
と
し
て

は
、
人
格
と
い
う
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

に
も
よ
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
よ
り
物
質
的
技
術

を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
自
然
の
間
に
実

際
に
は
差
が
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
究
明
さ
れ
た
と

言
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
も
し
人
格
と
言
う
こ
と

を
何
か
関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
か
、
そ
う
い
う
関
係
性

と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
う
い
う
考
え
方
か
ら
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
れ
も
人
格
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
何
か
孤
立

し
た
、
従
来
の
人
格
の
あ
り
方
か
ら
言
う
と
難
し
い
も
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か
知
ら
な
い
の
で
す
が
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で

す
が
、
も
し
そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
一
番
成
功
し
て
い

る
の
は
単
細
胞
生
物
で
す
よ
ね
。
一
グ
ラ
ム
の
土
の
中

に
一
〇
億
の
ば
い
菌
が
い
る
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

世
界
中
の
単
細
胞
生
物
の
重
さ
を
測
っ
た
ら
、
世
界
中

の
多
細
胞
生
物
よ
り
も
も
っ
と
上
だ
と
い
う
話
が
あ
り

ま
し
て
ね
。
一
番
成
功
し
て
い
る
の
は
単
細
胞
生
物
で
、

一
番
失
敗
し
て
い
る
の
は
人
間
な
ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま

り
人
間
な
ん
て
も
の
が
で
き
た
お
か
げ
で
世
界
と
一
緒

に
遺
伝
子
ま
で
滅
び
そ
う
に
な
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。

金	

そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
の
で
す
。
や
は

り
、
そ
こ
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
は
思
う
の
で
す

が
。
ま
ず
一
つ
の
宗
教
に
お
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
、

そ
の
宗
教
が
信
ず
る
神
と
い
う
存
在
を
ど
う
考
え
る

べ
き
か
と
い
う
こ
と
と
、
宗
教
と
宗
教
の
間
に
お
い
て

そ
の
神
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
二
つ

の
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
ず
一
つ
の

宗
教
の
中
の
キ
リ
ス
ト
者
が
神
に
、
あ
る
い
は
神
が

く
申
し
上
げ
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
比
喩
的
に
申
し

ま
す
と
、
イ
エ
ス
は
神
の
こ
と
を
父
と
呼
ん
だ
と
い
う

こ
と
が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。
親
子
関
係
に
も
三
つ
の
レ

ベ
ル
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
自
分
の
子
ど
も
は
出

来
が
良
か
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
善
人
で
あ
ろ
う
と
な

か
ろ
う
と
、
能
力
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
自
分
の

子
ど
も
は
自
分
の
子
ど
も
な
ん
だ
、
そ
う
い
う
価
値
無

価
値
と
は
無
関
係
に
受
容
す
る
と
い
う
面
が
あ
る
で
し

ょ
。
だ
け
れ
ど
も
お
前
勝
手
に
し
ろ
、
ど
う
な
っ
て
も

い
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
自
分
の
子

ど
も
が
立
派
な
子
供
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て

配
慮
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
子
ど

も
に
対
し
て
褒
め
る
と
か
叱
る
と
か
あ
る
ん
で
す
け
れ

ど
も
。
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
三
つ
の

レ
ベ
ル
が
あ
っ
て
始
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
な
の

に
、
最
初
の
レ
ベ
ル
だ
け
を
取
り
出
し
て
き
て
問
題
に

す
る
の
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
僕
の
感
想
で

す
。
そ
れ
と
一
つ
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
利
己
的
遺
伝

子
の
説
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
有
名
で
僕
も
断
片
的
に
し
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的
に
遺
伝
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
自
分
が
遺

伝
子
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
段
階

で
ミ
ー
ム
が
現
れ
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
ミ
ー
ム
が
文
化

を
創
り
歴
史
を
創
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ミ
ー
ム

が
遺
伝
さ
れ
る
速
度
は
ジ
ー
ン
の
速
度
よ
り
も
は
る
か

に
速
い
で
す
の
で
、
人
間
は
遺
伝
子
に
支
配
さ
れ
な
が

ら
も
自
分
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
て
、
そ
れ
を
学
ぶ
と
か
、
乗
り
越
え
て
い
く
ん
だ
と

い
う
、
そ
の
両
面
を
ド
ー
キ
ン
ス
も
言
う
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
ね
。
遺
伝
子
か
ら
見
る
と
、
ド
ー
キ

ン
ス
の
言
い
方
で
す
の
で
、
そ
れ
は
分
か
り
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
。

八
木(

誠
）　

ミ
ー
ム
の
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
ず
っ

と
粗
雑
な
段
階
で
、
か
つ
て
一
九
世
紀
に
原
子
と
い
う

も
の
が
発
見
さ
れ
て
、
万
事
原
子
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
、
要
す
る
に
人
間
な
ん
て
原
子
の
残
部
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
話
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
結
局
だ
か
ら
ど
う
な

ん
だ
と
い
う
話
な
ん
で
す
よ
ね
。
何
も
変
わ
り
は
し
な

キ
リ
ス
ト
者
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
い
た
い
こ
と
を

見
ま
す
と
、
や
は
り
そ
こ
で
は
な
ん
ら
か
の
形
で
頑

張
っ
て
も
ら
い
た
い
と
か
、
裁
く
と
い
う
こ
と
が
あ

る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
何
を
目
指
す
か
と
い

う
と
、
や
は
り
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
幸
と
い
う

か
、
自
分
の
自
己
中
心
性
を
乗
り
越
え
て
も
っ
と
成
長

し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
そ
れ
を
願
っ
て
、
叱
っ

た
り
褒
め
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

　

そ
れ
か
ら
二
番
目
の
問
題
。
わ
た
し
は
ド
ー
キ
ン
ス
・

フ
ァ
ン
で
も
専
門
家
で
も
な
い
の
で
よ
く
答
え
ら
れ
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
遺
伝
子
か
ら
見
ま
す
と
そ
う
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
ド
ー
キ
ン
ス
も
遺
伝
子
が
全
て
を
支

配
し
て
い
る
の
だ
と
言
い
な
が
ら
も
、﹃
利
己
的
な
遺

伝
子
﹄
と
い
う
本
の
中
で
、
人
間
は
遺
伝
子
の
支
配
を

乗
り
越
え
る
何
か
を
自
分
で
見
つ
け
て
い
く
の
だ
、
と

い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
ミ
ー

ム m
em

e 

と
名
づ
け
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
遺
伝
子
は
ジ

ー
ンgene

で
す
の
で
、
ジ
ー
ン
は
生
物
学
的
に
遺
伝
さ

れ
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ミ
ー
ム
と
い
う
の
は
文
化
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と
え
ば
思
考
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
外
か
ら
見
れ
ば

物
質
的
反
応
、
そ
こ
ま
で
還
元
し
て
し
ま
え
ば
物
理
的

化
学
的
反
応
な
ん
で
、
も
う
す
こ
し
高
い
レ
ベ
ル
で
言

え
ば
脳
細
胞
の
活
動
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
外
か
ら
見

れ
ば
脳
細
胞
の
活
動
で
あ
る
と
言
う
こ
と
、
物
質
の
法

則
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
し
か
し
我
々

の
自
覚
的
な
面
か
ら
言
え
ば
、
わ
た
し
が
考
え
て
息
を

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
な
ん
で
、
内
か
ら
見
て
い
る
場

合
と
外
か
ら
見
る
場
合
の
違
い
で
あ
っ
て
、
別
に
衝
突

し
な
い
。
も
し
衝
突
す
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
が
客
観
的

な
世
界
ま
で
宗
教
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
衝
突

が
起
こ
る
ん
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
れ
ば
宗
教
が
負

け
る
の
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
な
ん
で
ね
。
宗
教
の
世

界
と
言
う
の
は
自
覚
の
世
界
で
、
自
覚
の
中
に
現
れ
て

く
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
ん
だ
と
言

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
僕
の
言
葉
で
言
え
ば
表

現
言
語
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
外
か
ら
見
れ
ば
物
質

の
代
謝
で
あ
る
と
か
、
細
胞
の
活
動
で
あ
る
と
か
、
全

然
矛
盾
し
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

い
や
と
い
う
こ
と
で
、
利
己
的
な
遺
伝
子
に
支
配
さ
れ

て
い
る
と
し
て
も
だ
か
ら
ど
う
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
支
配

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
対
抗
す
る
手

段
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
人
間
が
人
間
と
し
て
自

然
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
遺
伝
子
が
支
配
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
だ
っ
た
な
ら
ば
、
遺

伝
子
の
支
配
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ケ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
み
た
い
に
な
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ

れ
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
と
言
う
か
、
そ
れ
は
ど
う
か

な
ぁ
と
実
は
思
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ

れ
は
後
で
自
分
が
話
す
と
き
に
ま
た
申
し
上
げ
ま
す
け

れ
ど
も
、
宗
教
と
自
然
科
学
は
何
も
対
立
し
て
い
な
い

ん
で
。
つ
ま
り
外
か
ら
見
る
と
、
人
間
は
物
質
の
一
部

で
し
て
、
生
命
体
の
一
つ
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
す
か

ら
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
感

激
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
僕
は
非
常
に
結
構
な
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
た
だ
、
生
命
と
い
う
切

り
口
と
い
う
ふ
う
に
西
谷
先
生
は
仰
る
の
で
す
が
、
た
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う
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
西
谷
先
生
の
言
う
と
お
り
に

再
現
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
先
生
が
も

う
一
回
、
僕
は
非
常
に
面
白
い
と
思
う
の
で
す
が
ね
、

最
初
に
た
だ
実
体
的
に
眺
め
る
だ
け
で
は
な
く
て
科
学

と
い
う
こ
と
と
宗
教
、
あ
る
い
は
他
の
宗
教
と
い
う
こ

と
を
一
緒
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
小
林
先
生
の
そ

れ
は
無
理
で
は
な
い
か
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
大
事
な
問
題
が
潜

ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
わ
た
し
に
は
ま
だ

分
か
ら
な
い
の
で
、
も
う
少
し
そ
こ
を
お
教
え
願
い
た

い
と
思
う
の
で
す
ね
。
と
く
に
西
谷
先
生
は
ニ
ヒ
リ
ス

ム
ス
の
問
題
が
ど
う
な
る
の
か
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
ス
の
問

題
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ニ
ヒ
リ
ス
ム

ス
の
問
題
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

金 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
ご
指
摘
い
た
だ
い
た

よ
う
に
、
西
谷
先
生
の
場
合
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ

と
が
出
発
点
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
変
申

し
訳
な
い
の
で
す
が
不
勉
強
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
ニ
ヒ

森 
む
し
ろ
お
尋
ね
し
た
い
の
で
す
が
、
僕
は
聖
書
の
使
い

方
、
西
谷
を
焦
点
に
二
つ
の
無
差
別
を
付
さ
れ
た
先
生

の
切
り
口
は
、
す
ご
い
説
得
力
が
あ
る
し
非
常
に
素
晴

ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
た
だ
し
西
谷
先
生
の
本
来
の

テ
ク
ス
ト
ま
で
戻
る
と
、
少
し
方
向
が
違
う
と
思
う
の

で
す
よ
ね
。
な
ん
で
か
と
言
う
と
西
谷
先
生
の
場
合
は
、

簡
単
に
言
う
と
、
宗
教
と
科
学
と
い
う
対
立
だ
け
で
は

な
く
て
、
ニ
ヒ
リ
ス
ム
ス
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
従
来
の
宗
教
概
念

が
生
命
と
い
う
こ
と
に
乗
っ
か
っ
て
い
た
、
そ
う
い
う

生
命
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
古
典
的
で
あ
り
、
現
代

に
お
い
て
は
先
端
科
学
に
従
事
す
る
人
は
そ
ん
な
こ
と

な
に
も
信
じ
て
い
な
い
。
そ
の
延
長
に
遺
伝
子
や
な
ん

か
が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し

手
前
に
戻
っ
て
ね
。
さ
っ
き
の
よ
う
な
割
り
切
り
方
は

常
識
の
見
方
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
西
谷

先
生
が
出
さ
れ
た
問
題
は
ニ
ヒ
リ
ス
ム
ス
の
問
題
が
大

き
い
と
思
う
の
で
す
よ
。
そ
の
た
め
に
も
う
一
回
人
格

概
念
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
面
が
あ
る
と
思
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す
の
は
科
学
技
術
で
、
主
観
客
観
と
し
て
の
﹁
組
み
立

てG
estell

﹂と
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
本
当
に﹁
冷

た
い
世
界
﹂、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
言
う
と
﹁
知
的

暴
力
の
世
界
﹂
で
す
が
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
あ
ま
り

本
当
の
解
決
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
西
田
で
も
こ

の
世
界
を
悟
性
の
世
界
と
し
て
﹁
悪
魔
的
な
世
界
﹂
と

言
っ
て
い
ま
す
。
両
方
と
も
あ
ま
り
解
決
に
な
っ
て
な

い
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
四
番
で
申
し
ま
す
と
自
然
科

学
的
研
究
か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

六
番
で
す
と
、﹁
自
然
か
ら
学
ぶ
虚
無
の
自
覚
﹂。
こ
の

虚
無
の
自
覚
と
い
う
の
は
、
虚
無
だ
け
、
た
だ
生
き
る

だ
け
で
は
な
く
て
、
自
覚
と
い
う
と
き
に
は
悟
性
の
哲

学
は
そ
こ
で
必
然
的
に
変
換
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
や
は
り
西
谷
先
生
は
そ
こ
で
悟
性
を

破
り
、
知
的
能
力
を
も
超
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
お
考
え
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
四
番
で
自
然
科
学
的
な
科
学
事
実
の
結
果
と
し
て

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
越
え
た
い
と
い
う
、
そ
こ
は
や
は
り

西
谷
先
生
が
一
番
に
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま

リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
し
た
。
む
し
ろ
私
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
エ
ゴ
イ

ズ
ム
の
克
服
と
い
う
こ
と
が
今
日
の
社
会
に
お
い
て
肝

心
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
西
谷
先
生
を

誤
解
し
ま
し
て
、
歪
曲
し
ま
し
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
た

の
で
す
け
れ
ど
も
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
こ
ろ
を
も

っ
と
勉
強
し
ま
す
と
、
西
谷
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ

と
が
も
っ
と
明
確
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

花
岡 

た
だ
今
の
ご
質
問
に
関
係
し
て
お
り
ま
す
が
、
ま
ず
小

林
先
生
が
八
つ
ほ
ど
お
出
し
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
う

い
う
目
論
見
で
や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と

わ
た
く
し
も
理
解
し
ま
し
て
、
非
常
に
関
心
い
た
し
ま

し
た
。
た
だ
四
番
と
六
番
、
只
今
の
森
さ
ん
の
ご
質
問

と
の
関
係
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
然
科
学
的
な

も
の
、
差
別
的
な
﹁
冷
た
い
死
の
世
界
﹂
と
、
キ
リ
ス

ト
教
的
な
無
差
別
の
﹁
愛
の
世
界
﹂。
そ
の
と
き
に
自

然
科
学
は
や
は
り
、
西
谷
先
生
が
大
切
に
し
て
お
り
ま
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す
わ
け
で
す
か
ら
。
や
は
り
そ
こ
に
わ
た
く
し
は
根
本

的
な
も
の
と
し
て
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
霊
性

と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
が
。
そ
れ
を
言
わ
な
く
て
も
、

空
の
力
で
向
こ
う
か
ら
開
け
て
こ
ち
ら
か
も
開
け
て
内

と
外
が
一
つ
と
い
う
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
お
出
し
に

な
っ
た
こ
う
い
う
質
問
が
本
当
は
言
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
ね
、
小
林
先
生
が
出
さ
れ
た8

番
ま

で
。
西
谷
先
生
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
ス
ピ
リ

ッ
ト
の
お
話
を
一
九
八
四
年
に
こ
こ
で
仰
っ
た
の
で
す

け
れ
ど
も
、
自
然
と
人
間
と
か
虚
無
の
自
覚
と
か
面
倒

く
さ
い
こ
と
は
仰
ら
ず
、
た
だ
の
霊
の
お
話
だ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
な
ん
ら
か
の
そ
こ
に
、
金
先
生
は
空
の
力

と
か
、
霊
性
と
か
、
哲
学
の
転
換
と
か
、
何
か
力
を
お

考
え
に
な
っ
て
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

金 
わ
た
し
の
誤
解
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
西
谷
先

生
が
自
然
か
ら
感
じ
た
虚
無
は
、
わ
た
し
な
り
の
解
釈

で
す
け
れ
ど
も
、
所
謂
自
然
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て

い
る
目
的
と
か
、
摂
理
者
と
か
、
そ
う
い
う
第
三
者
か

す
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
空

の
場
で
、
や
は
り
哲
学
が
転
換
し
て
悟
性
が
破
れ
、
そ

し
て
知
的
暴
力
も
本
当
に
誠
な
ら
ば
、
一
人
ひ
と
り
哲

学
者
に
よ
っ
て
言
葉
は
違
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
本
当
に

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
自
覚
／
虚
無
の
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と

を
通
ら
な
い
と
、
科
学
技
術
の
死
の
世
界
と
本
当
の
キ

リ
ス
ト
教
な
り
仏
教
な
り
、
諸
宗
教
な
り
が
救
わ
れ
、

一
つ
に
解
決
す
る
道
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
そ
こ
を
自
然
と
人
間
と
、
そ

れ
か
ら
超
越
の
世
界
と
い
う
の
は
西
谷
先
生
で
は
空
に

な
り
ま
す
が
、
そ
こ
が
透
明
な
関
係
で
、
ど
ん
な
関
係

も
各
々
に
な
い
と
き
に
、
私
の
場
合
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
ー
が
働
く
と
思
う
の
で
す
ね
、
霊
性
と
い
う
の

が
。
自
ず
か
ら
湧
き
出
て
く
る
力
、
宗
教
と
も
い
え
な

い
自
覚
も
な
い
。
で
も
西
谷
先
生
の
場
合
は
己
事
究
明

と
い
う
こ
と
で
、
己
事
究
明
の
現
象
学
と
い
う
ふ
う
な

無
限
に
何
回
で
も
そ
こ
を
繰
り
返
す
、
自
我
か
ら
実
存

へ
、
そ
れ
か
ら
虚
無
的
生
、
そ
し
て
受
け
て
立
っ
た
と

思
っ
て
も
無
限
に
生
き
て
い
る
限
り
は
そ
れ
を
繰
り
返
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て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
む
し
ろ
そ
れ

が
、
西
谷
先
生
の
﹁
融
和
﹂
と
い
う
言
葉
に
繋
が
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー

と
い
う
の
は
良
い
言
葉
で
す
が
、
危
惧
し
ま
す
の
は
、

た
と
え
ば
今
日
の
環
境
問
題
を
語
る
と
き
に
自
然
の
霊

性
と
か
、
な
に
か
そ
こ
に
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
か
非
常

に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
話
に
す
ぐ
繋
が
っ
て
く
る
よ
う
な

気
が
し
ま
し
て
、
自
然
の
非
神
話
化
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
事
態
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う

言
葉
は
違
和
感
が
あ
る
の
は
確
か
で
す
。

花
岡 

そ
う
し
ま
す
と
、
如
と
か
真
如
と
か
、
西
谷
先
生
の
事

態
と
か
、
そ
こ
へ
開
け
き
っ
て
い
く
事
態
で
、
こ
こ
の

言
葉
で
言
う
と
﹁
融
和
﹂
と
か
。
わ
た
し
に
も
よ
く
分

か
り
ま
し
た
。

八
木
（
洋
）　

宗
教
と
自
然
科
学
、と
く
に
生
命
科
学
で
す
よ
ね
。

所
謂
物
理
学
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
明
ら
か
に
生

命
に
関
す
る
自
然
科
学
で
す
よ
ね
。
単
純
に
考
え
て
、

ら
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を

見
つ
け
た
と
き
に
、
無
と
い
う
か
、
こ
の
事
象
は
何
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と

思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
二
番
目
の
自
覚
に
も
繋
が
る
と

思
う
の
で
す
が
、
実
は
自
分
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
自
然
を
支
配
し
て
い
る
法
則
は
自
分
も
支
配
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
自
然
の
非

神
話
化
が
自
分
の
非
神
話
化
に
繋
が
る
と
い
う
の
が
二

番
目
の
段
階
で
す
。
三
番
目
の
段
階
と
し
て
は
、
そ
し

た
ら
人
間
も
自
然
か
ら
離
れ
て
、
昔
﹁
自
然
の
梯
子
﹂

と
い
う
世
界
観
が
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
神
か
ら

生
物
に
至
る
ま
で
の
梯
子
の
よ
う
な
、
旧
約
聖
書
の
ヤ

コ
ブ
の
梯
子
か
ら
端
を
発
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
よ
う
な
立
場
で
人
間
の

こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
水
平
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
。
自
分
も
自
然
も
同
じ
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
て
い
る
。﹁
支
配
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
言
葉
は
上

下
関
係
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
の
で
あ
ま
り
良
い
言
葉

で
は
な
い
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
も
成
り
立
っ
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と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
ブ
ロ
ム
ス
キ

ー
の
中
で"dead nature"

と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
す

よ
ね
。﹁
死
ん
だ
自
然
﹂
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
か
と
い
う
と
、
ブ
ロ
ム
ス
キ
ー
が
﹁
死
ん
だ
自

然
﹂
と
言
っ
た
と
き
の
﹁
死
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と
は
神

話
的
考
え
方
か
ら
の
解
放
で
す
ね
。
第
三
者
か
ら
与
え

ら
れ
た
目
的
論
的
な
自
然
で
す
、
目
的
と
か
プ
ラ
ン
と

か
を
全
部
外
し
た
自
然
そ
の
ま
ま
の
自
然
で
す
。
で
す

の
で
、
先
生
が
死
と
仰
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
か
ら

出
発
し
て
自
然
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
一
つ
可
能
だ

と
思
う
の
で
す
。
循
環
し
ま
す
の
で
、
土
に
還
る
と
仰

い
ま
し
た
が
、
土
に
還
っ
た
も
の
が
別
の
形
で
命
を
得

て
現
れ
る
と
思
う
と
、
生
即
死
の
場
合
、
わ
た
し
に
と

っ
て
﹁
即
﹂
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
言
葉
で
し
て
、

ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題

で
す
が
、
わ
た
し
は
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
み
た
い
な
も
の
の

よ
う
に
考
え
た
ら
ど
う
か
と
い
つ
も
思
う
の
で
す
。
メ

ビ
ウ
ス
の
輪
と
い
う
の
は
表
と
裏
が
合
う
に
は
合
う
の

で
す
が
、
ず
っ
と
従
っ
て
行
き
ま
す
と
い
つ
の
間
に
か

宗
教
と
生
命
科
学
と
敢
え
て
言
え
ば
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い

う
三
つ
を
繋
い
で
い
る
の
は
、
わ
た
し
の
中
で
は
死
で

は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
死
ぬ
と

い
う
の
は
そ
れ
こ
そ
土
に
還
る
、
も
と
も
と
人
間
の
体

と
い
う
の
は
土
に
還
る
、
物
質
に
還
る
、
そ
う
い
う
も

の
が
少
な
く
と
も
一
つ
の
大
切
な
要
因
と
し
て
、
生
命

体
と
し
て
の
身
体
に
は
繰
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
。
し
か
し
、
実
は
生
命
体
と
し
て
の
身
体
は

死
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
、
死
の
中
に
於
て
あ
る
、
そ

う
い
う
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
と
。
死
と
い
う
も
の
が

な
け
れ
ば
お
そ
ら
く
宗
教
と
い
う
の
も
問
題
に
な
ら
な

い
、
あ
る
い
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
の
も
問
題
に
な
ら

な
い
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
繋
ぐ
の
は
、
僕
は
単
純
に
死

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
の
点
、
金
先
生
ど

う
で
す
か
。

金 

そ
う
で
す
ね
。
今
の
は
生
命
と
し
て
の
死
に
つ
い
て
仰

っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
細

胞
の
活
動
が
止
ま
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
の
死
も
あ
る
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表
へ
行
き
、
ま
た
裏
へ
と
還
っ
て
行
く
、
そ
の
よ
う
な

関
係
か
ら
見
ま
す
と
、
切
り
口
と
し
て
死
と
仰
っ
た
と

き
、
そ
れ
も
一
つ
の
可
能
性
で
あ
っ
て
、
死
の
い
ろ
い

ろ
な
段
階
は
生
物
の
死
と
か
、
目
的
の
喪
失
と
し
て
の

死
と
か
、
目
的
へ
の
執
着
か
ら
開
放
と
し
て
の
死
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
死
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

小
林　

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
議
論

が
尽
き
な
い
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
辺
で
終

わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
協
力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


