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楽
譜
が
、
ウ
ィ
ー
ン
国
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
、
上
智
大
学
の
故
ト
ー
マ
ス
・
イ
ン

モ
ー
ス
教
授
の
助
言
を
受
け
た
ウ
ィ
ー
ン
在
住
の
新
山
カ
リ
ツ
キ
登

美
子
氏
が
発
見
、
そ
の
原
譜
を
沖
縄
音
大
教
授
の
豊
田
喜
代
美
氏

が
校
訂
し
、
上
智
大
学
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て

二
〇
一
三
年
に
紀
尾
井
ホ
ー
ル
で
蘇
演
さ
れ
た
。
こ
の
オ
ペ
ラ
の
脚

本
は
、一
六
二
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
人
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ソ
リ
エ
が
ま
と
め
た
「
日
本
教
会
史
」
が
も
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
が
一
六
六
七
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
イ
エ
ズ
ス
会
士
コ

ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ア
ザ
ル
に
よ
っ
て
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
で
刊
行
、
さ
ら
に

そ
の
ド
イ
ツ
語
版
が
一
六
七
八
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
、「
丹
後
の
女
王

の
入
信
と
キ
リ
ス
ト
教
的
美
徳
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
て

二
つ
の
異
な
る
世
界
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
世
界
と
武
士
道
の

世
界
）
を
共
に
生
き
た
細
川
ガ
ラ
シ
ア
の
思
想
と
生
き
様
は
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
人
々
の
関
心
の
的
と
な
っ
て
き
た
が
、「
ガ
ラ
シ

ア
」
の
名
前
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
達
の
書
簡
に
よ
っ
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
女
を
主

人
公
と
し
た
物
語
が
語
り
継
が
れ
、
音
楽
劇
と
し
て
一
六
九
八

年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
イ
ー
ン
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
皇
帝

レ
オ
ポ
ル
ド
一
世
と
そ
の
家
族
の
前
で
上
演
さ
れ
た
こ
と
は
、
余

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
劇
で
は
、
ガ
ラ
シ
ア
は
、
キ
リ
ス
ト

教
的
な
美
徳
の
鏡
で
あ
り
、
逆
境
に
あ
っ
て
も
不
変
の
信
仰
を
貫

い
た
「
丹
後
の
国
の
勇
敢
な
る
王
妃
」
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
る1

。	

　

ヨ
ハ
ン
・
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
タ
ウ
ト
作
曲
の
こ
の
オ
ペ
ラ
の

細
川
ガ
ラ
シ
ア
考

田
中 

裕
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い
る
。「
丹
後
の
王
妃
ガ
ラ
シ
ア
」
の
物
語
は
一
八
三
八
年
に
フ
ラ

ン
ス
で
も
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
十
九
世
紀
初
め
頃
ま
で
は
、
ガ

ラ
シ
ア( G

ratia)
の
名
前
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
で
語
り
継
が
れ
て
い
た
。

日
本
で
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
め
ま
で
は
、
細
川
忠
興
夫
人

が
、「
ガ
ラ
シ
ア
」
と
い
う
洗
礼
名
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ

た
と
云
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。　

た
と
え
ば
、
寛
文
八

年
（
一
六
六
八
年)

に
儒
者
の
黒
沢
宏
忠
が
出
版
し
た
「
本
朝
列
女

傳
」
の
「
細
川
忠
興
孺
人
（
孺
人
＝
身
分
高
き
人
の
夫
人
）」
で
は
、

武
士
の
妻
の
鏡
と
し
て
、
貞
女
に
し
て
列
女
（
忠
義
の
心
を
も
つ
気

丈
な
女
性
）」
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
女

は
石
田
三
成
の
使
者
に
向
か
っ
て
、「
源
君
之
命
東
関
に
在
り
。
我

其
の
夫
人
な
り
。
如
何
に
秀
頼
に
従
は
ん
や
。
盛
衰
を
以
て
節
を
改

め
ず
。
存
亡
を
以
て
心
を
易
え
ざ
る
が
武
士
の
家
法
な
り
。
偶
々
武

士
の
家
に
生
ま
れ
、
豈
家
法
を
辱
め
ん
や
」
と
述
べ
て
、
武
家
の
作

法
に
則
っ
て
自
決
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。「
戦
い
に
勝
利
す
る
か

敗
北
す
る
か
、
そ
の
盛
衰
に
よ
っ
て
節
を
曲
げ
ず
に
、
生
き
る
か
死

ぬ
か
の
存
亡
の
時
に
も
心
を
変
え
な
い
の
が
武
家
の
法
」　

と
い
う

あ
た
り
、
こ
こ
で
は
、
忠
興
夫
人
は
、「
当
代
の
節
女
に
し
て
、
婦

人
で
あ
り
な
が
ら
義
の
な
ん
た
る
か
を
知
っ
て
い
た
」
武
家
の
妻
の

理
想
と
も
云
う
べ
き
人
物
と
し
て
称
賛
さ
れ
、
彼
女
を
称
え
る
頌

「
細
川
内
室　

當
時
節
女　

婦
而
有
儀　

克
誦
相
聞2

　

視
死
如
帰3

侍
女
尚
侶　

子
葉
繁
枝　

世
有
誉
処
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
日
本
の
儒
教
の
学
者
に
よ
っ
て
「
不
変
の
忠
誠
心
を
も
っ
て

サ
ム
ラ
イ
の
家
の
掟
を
辱
め
な
か
っ
た
、貞
女
の
鏡
」
と
称
賛
さ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
の
世
界
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的

美
徳
と
不
変
の
信
仰
を
貫
い
た
聖
女
」
と
し
て
物
語
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

ガ
ラ
シ
ア
の
内
面
の
世
界
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
女
が
當

時
の
大
阪
の
修
院
長
セ
ス
ペ
デ
ス
に
あ
て
た
書
翰
、
彼
女
の
愛
読
し

て
い
た
信
心
書
で
あ
る
『
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
』、
當
時
の
ア
ヴ
ェ
・

マ
リ
ア
の
祈
り
の
文
言
を
手
引
き
と
し
て
考
察
し
た
い
。
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へ
の
政
治
的
な
配
慮
か
ら
自
由
な
歴
史
的
な
ガ
ラ
シ
ア
像
を
伝
え
る

貴
重
な
書
簡
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

武
田
咋
朝
当
地
に
参
り
、
伴
天
連
様
、
い
る
ま
ん
様
方
の
御

動
静
を
拝
聞
仕
り
喜
び
に
堪
へ
ず
候
へ
ど
も
、
と
り
わ
け
、
皆

様
残
ら
ず
日
本
を
御
退
去
な
さ
る
る
も
の
に
非
ざ
る
由
を
承
り

御
同
慶
に
堪
へ
ず
候
。

こ
れ
に
よ
り
て
、
妾
も
心
に
力
を
得
、
何
れ
は
当
地
方
に
も

お
戻
り
な
さ
れ
、
御
面
接
を
賜
は
る
事
も
あ
ら
ん
か
と
希
望
を

新
た
に
致
し
候
。
妾
の
事
に
つ
き
て
は
、
伴
天
連
様
御
存
じ
の

如
く
、
吉
利
支
丹
と
相
成
候
儀
は
人
に
説
得
さ
れ
て
の
事
に
て

は
こ
れ
無
く
、
唯
一
全
能
の
天デ
ウ
ス主
の
恩ガ
ラ
シ
ア寵
に
よ
り
、
妾
自
ら
そ

れ
を
見
出
し
て
の
事
に
罷
在
り
候
。
た
と
へ
、天
が
地
に
落
ち
、

草
木
が
枯
れ
は
て
候
と
も
、
妾
の
天
主
に
得
た
る
信
仰
は
決
し

て
変
る
事
無
か
る
べ
く
候
。最
も
悲
し
み
に
堪
へ
ざ
る
こ
と
は
、

伴
天
連
様
へ
の
迫
害
に
よ
り
妾
ど
も
の
受
け
し
不
幸
に
て
候
。

さ
れ
ど
こ
れ
に
よ
り
て
、
よ
き
吉
利
支
丹
と
し
て
の
信
仰
が
あ

か
さ
る
べ
き
も
の
と
存
ぜ
ら
れ
候
。伴
天
連
様
方
御
退
去
の
後
、

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
ガ
ラ
シ
ャ 

の
人
物
像
に
つ
い
て

西
欧
に
伝
え
ら
れ
た
ガ
ラ
シ
ア
に
関
す
る
物
語
と
そ
れ
を
元
に
創

作
さ
れ
た
楽
劇
「
勇
敢
な
婦
人
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
は

イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
達
の
書
簡
お
よ
び
そ
れ
ら
を
纏
め
た
年
報
で

あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
一
五
八
八
年
の
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
簡

に
引
用
さ
れ
た
ガ
ラ
シ
ア
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
セ
ス
ペ
デ
ス
大
坂
修

院
長
宛
の
書
翰
は
、
書
か
れ
た
時
期
が
関
ヶ
原
の
合
戦
以
前
で
あ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
ガ
ラ
シ
ア
の
悲
劇
的
な
死
の
前
に
帰
天
し
た
フ
ロ

イ
ス
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
点
で
、
生
前
の
ガ
ラ
シ
ア

の
姿
を
如
実
に
伝
え
る
同
時
代
の
歴
史
的
資
料
と
し
て
最
も
価
値
の

あ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
ガ
ラ
シ
ア
と
面
識
の
あ
る
人
物
に

よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
第
一
次
資
料
と
し
て
著
名
な
「
霜
女
覚
書
」

で
さ
え
、
関
ヶ
原
の
合
戦
か
ら
四
八
年
後
の
一
六
四
八
年
に
熊
本
藩

主
細
川
光
尚
（
ガ
ラ
シ
ア
の
孫
）
の
求
め
に
応
じ
て
、
ガ
ラ
シ
ア
の

侍
女
の
一
人
で
あ
っ
た
霜
女
か
ら
の
聞
書
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
後
世
の
劇
的
な
脚
色
や
徳
川
幕
府
の
厳
し
い
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
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ち
、
御
帰
還
後
は
留
守
中
屋
敷
内
の
様
子
を
尋
問
致
さ
る
べ
き

旨
妾
に
申
さ
れ
候
、こ
れ
天
主
の
教
に
就
い
て
の
事
な
る
べ
く
、

又
屋
敷
内
に
て
吉
利
支
丹
と
な
り
し
者
に
関
す
る
事
な
ら
ん
と

懸
念
仕
り
居
り
候
。

マ
リ
ア
と
妾
と
は
い
か
な
る
迫
害
が
越
中
殿
或
は
関
白
殿
の

何
れ
よ
り
来
り
候
と
も
既
に
覚
悟
を
定
め
、
そ
の
機
に
臨
み
天

主
へ
の
御
大
切
の
為
め
に
、
い
く
ば
く
か
の
苦
難
を
致
し
得
る

事
を
喜
び
居
る
次
第
に
御
座
候
、
伴
天
連
様
方
の
御
動
静
を
御

伺
ひ
致
し
度
き
も
の
と
日
夜
念
じ
居
り
、
我
等
の
天
主
が
再
び

皆
様
方
を
当
地
に
御
運
れ
戻
し
下
さ
れ
、
妾
を
助
け
、
妾
の
幼

児
を
御
導
き
下
さ
る
様
あ
け
く
れ
切
望
致
し
居
り
候
。

機
会
に
て
も
有
之
候
は
ゞ
、
皆
様
よ
り
の
御
便
り
賜
は
る
事

御
忘
れ
無
き
様
、
ま
た
御
祷
り
と
御
弥
撒
に
於
い
て
、
妾
の
た

め
に
お
祈
り
下
さ
る
様
重
ね
て
奉
懇
願
候
。
妾
と
共
に
ま
か
り

居
り
候
信
者
は
皆
信
仰
固
く
、
殉
教
に
就
き
て
は
若
し
も
斯
く

重
大
な
る
意
義
あ
る
時
を
見
出
し
候
は
ゞ
、
皆
の
者
に
相
勧
め

申
す
べ
く
候4

。
こ
の
書
簡
は
キ
リ
シ
タ
ン
武
田
（
サ
ン
チ
ョ
）

妾
へ
の
苦
難
は
絶
え
し
事
無
之
候
へ
ど
も
、
何
事
も
天
主
の
御

助
け
に
よ
り
御
加
護
を
受
け
居
る
次
第
に
御
座
候
。

二
男(
三
歳
の
幼
児)

は
一
時
重
態
を
伝
へ
ら
れ
、
も
は
や

恢
復
の
見
込
無
之
候
折
、
こ
の
幼
児
の
魂
の
空
し
く
失
は
れ
候

を
憂
ひ
、
如
何
に
す
べ
き
か
と
マ
リ
ア
に
相
談
仕
り
候
処
、
最

善
の
方
法
は
御
作
者
天
主
に
一
切
を
御
委
せ
す
る
に
し
く
は
な

し
と
て
、
極
秘
裡
に
マ
リ
ア
に
よ
り
洗
礼
を
授
け
ヨ
ハ
ネ
と
名

づ
け
候
。
然
る
に
ま
こ
と
に
不
思
議
に
も
、
そ
の
日
よ
り
快
方

に
向
ひ
今
日
に
て
は
全
く
恢
復
仕
り
居
り
候
。

戦
争
よ
り
御
帰
還
後
、
越
中
殿
に
は
日
常
の
御
生
活
こ
と
の

外
厳
し
く
、
妾
の
一
子
の
乳
母
に
て
同
じ
く
洗
礼
を
受
け
し
者

を
、
些
々
た
る
過
失
に
よ
り
て
そ
の
鼻
を
そ
ぎ
、
両
耳
を
切
り

取
り
て
屋
敷
の
外
に
逐
ひ
出
し
候
。
そ
れ
に
引
続
き
他
の
二
人

の
侍
女
の
髪
も
削
り
、
三
人
共
吉
利
支
丹
な
る
が
故
に
逐
ひ
出

さ
れ
候
。
妾
は
注
意
深
く
、
侍
女
ど
も
に
必
要
な
る
品
々
を
整

へ
、
信
仰
を
失
は
ざ
る
様
に
激
ま
し
や
り
申
し
候
。

数
日
前
、
越
中
殿
丹
後
領
に
行
か
れ
候
も
、
御
出
発
に
先
だ
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授
け
た
と
こ
ろ
、
奇
跡
的
に
快
癒
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
女

が
逆
境
の
中
で
見
出
し
た
恩
寵
の
光
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
細
川
家
の
当
主
忠
興
の
キ
リ
シ
タ
ン
詮
議
は
厳
し
く
、

家
中
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
侍
女
達
に
残
酷
な
体
罰
を
加
え
た
う
え
で
追

放
し
た
。
ガ
ラ
シ
ア
は
こ
の
不
幸
な
侍
女
達
に
密
か
に
生
活
に
必
要

な
一
切
の
も
の
を
送
り
、
彼
女
た
ち
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
を
守
る

よ
う
に
励
ま
し
て
い
る
。

こ
の
書
簡
は
、
越
中
殿
（
忠
興
）
が
丹
後
の
所
領
に
で
か
け
る

と
き
に
、
帰
阪
す
る
と
き
に
は
厳
し
い
キ
リ
シ
タ
ン
詮
議
を
す
る
と

言
い
置
い
た
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
阪
の
細
川
屋
敷
に
閉
じ

込
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
マ
リ
ア
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
守
ろ

う
と
す
る
ガ
ラ
シ
ア
の
心
中
が
率
直
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、「（
清
原
）
マ
リ
ア
と
私
（
ガ
ラ
シ
ア
）
は
い
か
な
る
迫
害
に
対

し
て
も
ー
そ
れ
が
越
中
殿
（
忠
興
）
か
ら
で
あ
ろ
う
と
関
白
（
秀
吉
）

か
ら
で
あ
ろ
う
と
ー
そ
れ
に
耐
え
る
覚
悟
を
し
て
い
る
」
こ
と
、「
天

主
へ
の
御
大
切
（
愛
）
の
ゆ
え
に
何
事
か
苦
し
む
こ
と
が
出
来
た
な

ら
ば
嬉
し
い
」
と
迫
害
に
よ
る
苦
難
を
受
容
す
る
用
意
が
で
き
て
い

が
九
州
か
ら
大
阪
に
帰
っ
て
ガ
ラ
シ
ア
に
伴パ
ー
ド
レ
天
連
や
修イ
ル
マ
ン
道
士
達

の
消
息
を
伝
え
、
彼
等
が
日
本
に
留
ま
る
決
心
を
し
た
こ
と
を

喜
び
、
い
つ
か
宣
教
師
達
に
再
会
す
る
希
望
が
生
ま
れ
た
と
い

う
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
伴パ
ー
ド
レ
天
連
（
セ
ス
ペ
デ

ス
）
様
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
私
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
た
の

は
、
他
人
か
ら
説
き
勧
め
ら
れ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
っ
た

く
唯
一
全
能
の
天デ
ウ
ス主
の
恩ガ
ラ
シ
ア寵
に
よ
り
私
自
身
が
見
出
し
た
も
の

で
あ
る
」
と
述
べ
た
後
で
、「
た
と
え
天
が
地
に
落
ち
草
木
が

枯
れ
果
て
た
と
し
て
も
、
私
の
信
フ
ィ
ー
デ
ス
仰
は
変
わ
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
」
と
力
強
く
自
ら
の
信
仰
を
告
白
し
て
い
る
。

伴
天
連
追
放
と
い
う
秀
吉
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
突
然
の
態

度
変
更
は
、
当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
達
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
大
き
な
不

幸
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
逆
境
に
お
い
て
も
恩
寵
が
与
え
ら
れ
良
き
キ

リ
シ
タ
ン
と
し
て
の
信
仰
を
証
し
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
、
彼
女

自
身
の
身
辺
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
報
告
し
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
幼
き
二
男
（
興
秋
）
が
病
に
か
か
り
危
篤
状
態
に
な

っ
た
の
で
、
極
秘
裏
に
（
侍
女
の
清
原
）
マ
リ
ア
の
手
か
ら
洗
礼
を
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れ
の
宣
教
師
ア
ン
ト
ニ
オ
・
プ
レ
ス
テ
ィ
ノ
が
平
戸
で
一
五
八
七
年

に
書
い
た
書
簡
が
あ
る
、そ
こ
は
、「
丹
後
国
の
越
中
殿
（
細
川
忠
興
）

の
奥
方
の
改
宗
」
が
、
秀
吉
に
よ
る
伴
天
連
追
放
令
と
い
う
艱
難
の

時
代
に
「
最
も
勇
気
と
慰
め
を
与
え
た
」
女
性
と
し
て
ガ
ラ
シ
ア
に

関
す
る
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
プ
レ
ス
テ
ィ
ノ
書
簡
で
は
、
史
的
ガ

ラ
シ
ア
の
解
明
に
資
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
一
）	「
信
長
を
討
っ
た
有
名
な
大
将
」
の
娘
で
あ
る
「
奥
方
」
が
、

も
と
も
と
霊
魂
の
不
滅
を
否
定
す
る
日
本
の
宗
派
（
禅
宗
）
に
属
し

て
い
た
が
、
夫
の
越
中
殿
（
細
川
忠
興
）
を
通
じ
て
、（
千
利
休
の

兄
弟
弟
子
と
し
て
夫
と
親
交
の
深
か
っ
た
右
近
殿
（
高
山
右
近
）
の

キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
つ
い
て
聞
き
及
び
、
キ
リ
ス
ト
教
に
強
い
関
心

を
抱
い
た
。

（
二
）	「
奥
方
」
は
「
非
常
な
理
解
力
と
聡
明
さ
」
を
そ
な
え
て
い

た
女
性
で
あ
っ
た
の
で
、
当
時
大
阪
に
あ
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
聖
堂

に
で
か
け
て
直
接
に
そ
の
教
え
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
を
も

っ
と
根
本
的
に
知
り
た
い
と
い
う
切
望
を
抱
い
た
。

（
三
）	
忠
興
の
留
守
中
に
「
奥
方
」
は
厳
重
な
警
護
を
う
け
て
い

る
の
で
、
伴パ
ー
ド
レ
天
連
様
方
の
消
息
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
こ
と
、
天で
う
す主
が

伴パ
ー
ド
レ
天
連
様
方
を
当
地
（
大
阪
）
に
連
れ
戻
し
、
私
（
ガ
ラ
シ
ア
）
の

子
ど
も
達
を
導
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
日
夜
祈
っ
て
い
る
の
で
、
ど

う
か
伴
天
連
様
も
私
（
ガ
ラ
シ
ア
）
に
お
便
り
を
賜
る
機
会
を
お
見

逃
し
な
き
よ
う
、
ま
た
と
御
弥ミ
イ
サ撒
の
折
り
に
私
の
こ
と
も
覚
え
て
お

い
て
く
だ
さ
い
と
、
司
祭
と
共
に
あ
る
べ
き
信
徒
の
心
情
を
吐
露
し

て
い
る
。
こ
の
書
簡
の
結
び
の
部
分
で
は
、
ガ
ラ
シ
ア
の
ま
わ
り
に

い
る
（
潜
伏
し
た
）
キ
リ
シ
タ
ン
達
の
信
仰
は
堅
固
で
あ
り
、
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
も
し
そ
の
よ
う
な
重
大
な
意
義
の
あ
る
こ
と

が
（
天
主
の
御
心
に
よ
っ
て
）
見
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
勇
気
を
も
つ
よ
う
に
互
い
に
励
ま
し
合
っ
て
い
る
、
と
述
べ

て
い
る
。

ガ
ラ
シ
ア
自
身
が
伴パ
ー
ド
レ

天
連
セ
ス
ペ
デ
ス
に
書
い
た
書
簡
が
、
彼

女
の
信
仰
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
最
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
次
い
で
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
宣
教
師
た
ち
が
ガ
ラ
シ
ア
に
つ
い
て

言
及
し
た
書
簡
群
も
参
考
に
な
る
。

ま
ず
一
九
三
八
年
に
ロ
ー
マ
で
発
見
さ
れ
た
南
イ
タ
リ
ア
生
ま
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的
な
満
足
を
感
じ
て
、
奥
方
よ
り
も
先
に
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
た
。「
奥
方
」
は
一
人
の
洗
礼
志
願
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
す
で
に
受
洗
し
た
侍
女
た
ち
の
教
師
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し

て
い
た
。
彼
女
は
ま
た
、
侍
女
達
だ
け
で
な
く
、
同
家
に
仕
え
る
そ

の
夫
達
に
も
改
宗
を
勧
め
て
、
何
人
か
の
改
宗
者
と
キ
リ
ス
ト
教

の
理
解
者
を
得
た
。
プ
レ
ス
テ
ィ
ノ
書
簡
で
注
目
す
べ
き
事
実
は
、

「
奥
方
」
が
既
に
改
宗
し
て
い
た
侍
女
達
に
向
か
っ
て
ヨ
ハ
ネ
ス
・

ジ
ェ
ル
ソ
ン
の
本
の
講
読
を
行
っ
た
。
こ
の
本
は
、
大
阪
の
宣
教
師

達
と
日
本
人
の
修イ
ル
マ
ン
道
士
の
協
力
の
も
と
で
す
で
に
日
本
語
に
訳
さ
れ

て
い
た
も
の
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
「
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地　

contem
ptus M

undi

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
一
六
一
〇
年
に
和
訳
が

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
著
の
「
キ

リ
ス
ト
に
な
ら
い
てIm

itatio C
hristi

」
と
い
う
書
と
し
て
現
在
知

ら
れ
る
も
の
と
同
一
の
内
容
の
著
作
で
あ
る
。
プ
レ
ス
テ
ィ
ノ
書
簡

は
一
五
八
七
年
の
日
付
で
あ
る
か
ら
、す
で
に
こ
の
時
点
で
和
訳（
す

く
な
く
と
も
原
本
の
抄
訳
）
の
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

プ
レ
ス
テ
ィ
ノ
書
簡
よ
り
も
さ
ら
に
詳
し
く
ガ
ラ
シ
ア
の
キ
リ

て
、
自
由
に
外
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
関
白
に
従

っ
て
薩
摩
攻
略
の
た
め
に
で
か
け
た
夫
の
留
守
中
に
、
夫
人
は
屋
敷

の
警
護
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
数
名
の
侍
女
と
共
に
大
阪
の
聖
堂
を
訪

問
し
た
。
彼
女
は
そ
の
名
前
と
身
分
を
明
か
さ
ず
に
、
日
本
人
の

伝イ
ル
マ
ン
道
士
（
コ
ス
メ
）
に
逢
い
、長
時
間
に
わ
た
っ
て
の
教
示
を
聴
き
、

以
前
か
ら
不
審
で
あ
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
質
問
し
た
あ
と
で
、
そ
の

教
に
満
足
し
て
受
洗
を
も
と
め
た
。
し
か
し
、
修
院
長
の
グ
レ
ゴ
リ

オ
・
セ
ス
ペ
デ
ス
は
、
彼
女
が
関
白
の
側
室
の
一
人
か
も
知
れ
な
い

と
思
い
、
そ
の
場
で
洗
礼
を
授
け
る
こ
と
を
躊
躇
し
た
。
彼
女
の
身

元
を
従
者
に
調
べ
さ
せ
て
、
細
川
忠
興
の
正
室
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
後
、宣
教
師
達
と「
奥
方
」と
の
交
流
が
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
四
）	「
奥
方
」
は
洗
礼
志
願
者
と
し
て
「
宣
教
師
達
と
文
通
す

る
方
法
を
見
出
し
、
信
仰
の
問
題
と
自
己
の
義
務
に
関
し
て
議
論

を
続
け
な
が
ら
、
侍
女
を
は
じ
め
と
し
て
、」
次
々
と
家
中
の
も
の

た
ち
を
聖
堂
に
使
わ
し
て
、
順
次
に
説
教
を
聞
か
せ
た
の
で
、
最
初

は
そ
の
教
え
に
反
発
し
て
い
た
侍
女
達
も
、
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
の

教
え
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、「
救
世
の
真
理
」
を
知
っ
て
か
ら
は
内
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け
れ
ば
な
ら
な
い
と
夫
の
忠
興
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て

キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
と
い
う
質
問
を
宣

教
師
に
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
パ
ア
デ
レ
は
、
自
害
は
決
し

て
許
さ
れ
な
い
、
そ
れ
こ
そ
天
主
に
た
い
す
る
最
も
重
大
な
罪
で
あ

り
、
す
べ
て
の
人
を
生
命
の
危
険
か
ら
救
う
こ
と
が
天
主
の
慈
悲
に

か
な
う
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
ガ
ラ
シ
ア
は
パ
ー
ド
レ
の

勧
告
に
従
う
と
答
え
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
以
後
支
配
的
と
な
っ
た
儒
教
倫
理
の
影
響
の
元
で
、

武
家
の
妻
の
亀
鑑
と
し
て
賞
賛
さ
れ
た
「
細
川
忠
興
の
内
室
」
の
物

語
の
様
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
、
し
ば
し
ば
ガ
ラ
シ
ア

自
身
が
、
子
ど
も
達
を
敵
方
に
人
質
と
し
て
渡
さ
ぬ
為
に
殺
害
し
た

の
ち
に
、
武
家
の
作
法
に
従
っ
て
自
害
し
た
い
う
ご
と
き
悲
劇
的
な

物
語
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ガ
ラ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
つ

い
て
何
も
知
ら
ぬ
作
者
と
聴
衆
の
思
い
込
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
日

本
側
に
遺
さ
れ
た
並
行
資
料
で
あ
る
「
霜
女
覚
書
」
や
細
川
家
の
家

記
に
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
我
が
子
を
何
か
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
他
殺
は
も
ち

ス
ト
教
入
信
の
経
緯
を
記
録
し
た
も
の
は
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の

同
じ
頃
に
書
か
れ
た
い
く
つ
か
の
書
簡5

、
宣
教
師
達
の
記
録
を
纏
め

た
イ
エ
ズ
ス
会
の
「
日
本
年
報
」
の
記
事
、
そ
し
て
フ
ロ
イ
ス
の
浩

瀚
な
著
書
『
日
本
史
』
の
中
の
ガ
ラ
シ
ア
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
。

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
「
丹
後
の
領
主
の
奥
方
」
と
い
う
言
い

方
だ
け
で
は
な
く
、
ガ
ラ
シ
ア
と
い
う
洗
礼
名
を
使
っ
て
彼
女
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
が
、
一
五
九
六
年
一
二
月
一
三
日
に
長
崎
で
記
し

た
書
簡
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
た
武
士
や
そ
の
妻
が
、
家
の
名

誉
の
た
め
に
自
害
す
る
事
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
言
う
問
題
に
触

れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
太
閤
秀
吉
が
自
分
に
対
し
て
陰
謀

を
企
て
た
と
い
う
口
実
で
そ
の
甥
で
あ
る
関
白
（
秀
次
）
を
討
つ
こ

と
を
命
じ
た
と
き
、
多
く
の
他
の
諸
大
名
と
共
に
関
白
と
親
交
の
あ

っ
た
忠
興
の
政
治
的
な
生
命
も
ま
た
危
殆
に
瀕
し
た
。
フ
ロ
イ
ス
は

「
身
分
の
高
い
も
の
は
自
害
す
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
夫
人
、
子
ど
も
、

侍
女
た
ち
を
も
殺
し
て
敵
の
手
中
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が

日
本
人
古
来
の
習
慣
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
後
で
、
こ
の
時
点
で
ガ

ラ
シ
ア
が
す
で
に
「
身
に
危
険
が
迫
っ
た
場
合
に
直
ち
に
自
害
し
な
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あ
る
。「
総
て
の
道
徳
の
完
全
な
鏡
で
あ
っ
た
」
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
の

死
に
つ
い
て
、
パ
ジ
ェ
ス
は
「
彼
女
は
、
前
か
ら
如
何
な
る
事
変
に

遭
お
う
と
も
そ
れ
に
対
す
る
覚
悟
が
出
来
て
お
り
、
ま
た
神
の
思
し

召
し
に
従
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
一
種
の
贖
罪
と
し
て
進
ん
で
受
け
入
れ

た
」
と
書
い
て
い
る
。
パ
ジ
ェ
ス
が
「
贖
罪
」
と
い
う
場
合
、
誰
の

如
何
な
る
罪
を
ど
の
よ
う
に
し
て
贖
う
と
い
う
こ
と
が
意
味
さ
れ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
以
上
詳
し
く
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
自
分
が

夫
の
忠
興
と
細
川
家
の
名
誉
の
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
運
命
を
、
天

主
の
与
え
た
も
う
摂
理
と
し
て
受
容
し
た
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
者
と

し
て
の
心
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
、
そ
し
て
日
本
の
歴
史
家
が

往
々
に
し
て
見
落
と
し
が
ち
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
視
点
を
想
い
起
こ

さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ガ
ラ
シ
ア
の
悲
劇
的
な
最
期
に

つ
い
て
、
同
時
代
の
報
告
書
と
し
て
重
要
な
一
次
資
料
は
、Valetin 

C
arvalho S.J. 

が
編
輯
し
た
一
六
〇
〇
年
一
〇
月
二
五
日
付
の
日
本

年
報
（British M

useum
, A

dditional m
anuscripts 5 859,ff. 138.-

140.)

。。
こ
の
記
事
を
収
録
し
たGurreiro

の
冊
子(

一
六
〇
三
年)

が
上
智
大
学
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ル
イ
ス
・

ろ
ん
、
自
殺
を
も
大
罪
と
し
て
否
定
す
る
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
、
名

誉
あ
る
自
死
を
み
と
め
る
武
家
の
倫
理
と
の
間
に
あ
る
矛
盾
相
克

を
、
ガ
ラ
シ
ア
お
よ
び
彼
女
か
ら
相
談
を
受
け
た
宣
教
師
達
が
ど
の

よ
う
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
言
う
こ
と
は
、
さ
ら

に
た
ち
い
っ
た
考
察
を
要
す
る
事
柄
で
あ
る
。

二
六
聖
人
の
殉
教
を
目
撃
し
、
そ
の
記
録
を
残
し
て
日
本
で
帰

天
し
た
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
ガ
ラ
シ
ア
の
壮
絶
な
最
期
も
関
ヶ

原
の
合
戦
も
知
ら
ず
に
『
日
本
史
』
を
書
き
残
し
た
が
、
そ
の
後
の

日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
他
の
宣
教
師
の
書
簡
や
、
日
本
年
報
の

記
事
、そ
し
て
日
本
語
に
最
も
通
じ
て
い
た
通
辞
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の「
教

会
史
」
は
侘
数
寄
（
茶
湯
）
を
通
じ
て
日
本
文
化
へ
の
適
応
政
策
を

と
っ
た
ヴ
ァ
リ
リ
ャ
ー
ノ
の
布
教
政
策
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
て
、

と
り
わ
け
高
山
右
近
に
つ
い
て
の
貴
重
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。

ま
た
時
代
は
ず
っ
と
下
る
が
、
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
は
、
西
欧

に
残
る
古
文
書
を
編
纂
整
理
し
た
う
え
で
、
内
府
様
（
家
康
）
の
統

治
以
後
の
日
本
の
『
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
史
』
を
出
版
し
た
が
、
そ
こ

に
も
簡
潔
で
は
あ
る
が
要
領
を
得
た
ガ
ラ
シ
ア
に
関
す
る
記
述
が
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恭
順
の
人
質
と
し
て
引
き
渡
す
べ
し
と
命
じ
て
き
た
。
こ
れ
に

対
し
て
家
老
等
は
奥
方
は
絶
対
に
渡
せ
な
い
と
返
答
し
た
。
そ

こ
で
奉
行
が
手
早
く
邸
を
包
囲
し
て
奥
方
を
捕
ら
え
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
一
同
は
奥
方
の
名
誉
の
た
め
に
、
殿

の
命
令
を
実
行
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
そ
し
て
事
態
の
急
を
い

ち
は
や
く
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
に
知
ら
せ
、
殿
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
申
し
上
げ
た
。
奥
方
は
さ
っ
そ
く
、
何
時

も
き
ち
ん
と
綺
麗
に
飾
ら
れ
て
い
る
礼
拝
所
に
行
き
蝋
燭
を
点

さ
せ
、
跪
い
て
死
の
準
備
の
祈
り
を
捧
げ
た
。
よ
う
や
く
、
奥

方
は
礼
拝
所
か
ら
た
い
そ
う
元
気
に
出
て
き
て
、
腰
元
ど
も
を

全
部
呼
び
集
め
、
自
分
は
殿
の
命
令
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
死
ぬ

が
、
皆
の
者
は
こ
こ
を
退
去
す
る
よ
う
に
と
言
い
渡
し
た
。
一

同
は
そ
こ
を
去
る
に
し
の
び
ず
、
む
し
ろ
奥
方
と
共
に
死
出
の

お
供
を
し
た
い
希
望
を
述
べ
た
。
日
本
で
は
こ
う
い
う
場
合
、

主
人
と
死
を
共
に
す
る
の
が
臣
下
の
名
誉
で
あ
り
、
ま
た
習
慣

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。　

ガ
ラ
シ
ア
夫
人
は
真
に
召
使
い
た

ち
か
ら
慕
わ
れ
て
い
た
の
で
、
召
使
た
ち
が
死
の
供
を
し
た
い

フ
ロ
イ
ス
の
知
り
得
な
か
っ
た
ガ
ラ
シ
ア
の
最
期
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
読
者
に
向
け
た
補
足
説
明
と
共
に
、
目
撃
者
の
情
報
を
元
に
記
し

た
も
の
で
あ
る
。

「（
細
川
忠
興
は
）
諸
将
と
共
に
内
府
様
〔
家
康
〕
に
従
っ
て

関
東
の
戦
に
赴
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
家
老
小
笠
原
殿
以
下

家
臣
の
者
の
監
督
に
任
せ
て
、奥
方
と
家
族
の
者
を
〔
大
阪
に
〕

残
し
て
い
っ
た
。
越
中
殿
は
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
万
事

を
名
誉
の
た
め
に
心
が
け
て
い
た
か
ら
、
家
を
離
れ
る
と
き
に

は
、い
つ
も
警
備
と
し
て
残
し
て
あ
る
家
老
及
び
家
臣
に
命
じ
、

も
し
留
守
中
に
何
か
奥
方
の
名
誉
に
関
す
る
危
険
が
勃
発
し
た

ら
ば
、
日
本
の
習
慣
に
従
っ
て
、
ま
ず
奥
方
を
殺
し
全
部
の
者

が
切
腹
し
て
死
を
共
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
に
も
同
様
の
こ
と
を
家
来
の
者
ど
も
に
命
じ
た
の
で
あ
っ

た
。さ

て
、
そ
の
あ
い
だ
に
奉
行
〔
石
田
三
成
〕
は
越
中
殿
の
邸

に
使
い
を
や
っ
て
、
留
守
の
者
に
対
し
て
、
本
日
よ
り
戦
争
が

始
め
ら
れ
た
か
ら
、
殿
の
奥
方
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
を
殿
の
将
来
の
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し
て
、
と
く
に
改
宗
し
て
か
ら
は
ま
れ
に
み
る
徳
の
高
い
高
貴

な
夫
人
を
失
っ
た
こ
と
を
非
常
に
悲
し
ん
だ6

」	

こ
の
報
告
の
な
か
に
あ
る
「
越
中
殿
は
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
万
事
を
名
誉
の
た
め
に
心
が
け
て
い
た
か
ら
、
家
を
離
れ
る

と
き
に
は
、
い
つ
も
警
備
と
し
て
残
し
て
あ
る
家
老
及
び
家
臣
に

命
じ
、
も
し
留
守
中
に
何
か
奥
方
の
名
誉
に
関
す
る
危
険
が
勃
発

し
た
ら
ば
、
日
本
の
習
慣
に
従
っ
て
、
ま
ず
奥
方
を
殺
し
全
部
の

者
が
切
腹
し
て
死
を
共
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
あ
っ
た
」
に
続

く
記
述
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
の
忠
興
の
命
に
従
っ
て
自

決
す
る
こ
と
が
、
名
誉
を
重
ん
じ
る
當
時
の
武
家
の
妻
と
家
臣
の

「
法
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
當
時
の
宣
教
師
達
が
、
的
確
に
理

解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。　

ま
た
、
侍
女
達
が
殉
死
を

願
い
出
た
と
き
に
、
ガ
ラ
シ
ア
が
そ
れ
を
決
し
て
認
め
ず
、
邸
の

外
に
逃
げ
さ
せ
た
と
い
う
記
事
が
重
要
で
、
彼
女
が
侍
女
達
の
殉

死
を
決
し
て
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
自
決
す
る
の
は
ガ
ラ
シ
ア
一

人
に
と
ど
め
、
侍
女
は
生
き
延
び
る
こ
と
を
願
う
ガ
ラ
シ
ア
の
心

と
望
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
奥
方
は
無
理
に
命
じ
て
邸
の
外
に

逃
げ
さ
せ
た
。
そ
の
間
に
家
老
小
笠
原
殿
は
家
来
共
と
い
っ
し

ょ
に
全
部
の
室
に
火
薬
を
ま
き
散
ら
し
た
。
侍
女
達
が
邸
を
出

て
か
ら
、
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
は
跪
い
て
幾
度
も
イ
エ
ズ
ス
と
マ
リ

ア
の
御
名
を
繰
り
返
し
と
な
え
な
が
ら
、
手
ず
か
ら
（
髪
を
か

き
あ
げ
）
頸
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
そ
の
時
、
一
刀
の
も
と
に
首

は
切
り
落
と
さ
れ
た
。
家
来
達
は
遺
骸
に
絹
の
着
物
を
掛
け
、

そ
の
上
に
更
に
多
く
の
火
薬
を
ま
き
ち
ら
し
、
奥
方
と
同
じ
室

で
死
ん
だ
と
思
わ
れ
る
無
礼
の
な
い
よ
う
に
、
本
館
の
ほ
う
に

去
っ
た
。
そ
こ
で
全
員
切
腹
し
た
が
、
そ
れ
と
時
を
同
じ
く
し

て
火
薬
に
は
火
が
つ
け
ら
れ（
大
爆
音
と
供
に
）こ
れ
ら
の
人
々

と
共
に
さ
し
も
の
豪
華
な
邸
も
灰
燼
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。	

ガ
ラ
シ
ア
夫
人
の
命
令
に
よ
っ
て
邸
の
外
に
逃
さ
れ
た
侍
女
た

ち
の
外
は
、
誰
一
人
と
し
て
逃
れ
よ
う
と
し
た
も
の
は
い
な
か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
女
達
は
泣
き
な
が
ら
、
伴パ
ー
ド
レ
天
連
オ
ル
ガ
ン
チ

ー
ノ
の
も
と
に
い
っ
て
、
こ
の
事
件
の
一
切
を
知
ら
せ
た
。
そ

の
報
知
を
得
て
、
我
々
は
非
常
に
悲
し
み
、
か
く
も
人
の
鏡
と
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た
ガ
ラ
シ
ア
の
祈
り
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
「
ア
ヴ
ェ
・

マ
リ
ア
」
の
祈
り
の
言
葉
と
、「
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
」
の
ど
の

よ
う
な
言
葉
に
ガ
ラ
シ
ア
が
支
え
ら
れ
て
い
た
か
を
見
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

細
川
ガ
ラ
シ
ア
の
読
ん
だ
「
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
」 

と
「
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
」
の
祈
り

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
区
別
を
越
え
て
聖
書
に
次

い
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
よ
く
読
ま
れ
た
本
は
「
キ
リ
ス
ト

に
倣
い
て(im

itatio C
hristi)

」
で
あ
る
。
こ
の
書
の
日
本
語
訳
は
、

『
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
・
ム
ン
ヂ
（contem

ptus m
undi)

』
と
題
し
て

一
五
九
六
年
に
ロ
ー
マ
字
で
天
草
か
ら
、
一
六
一
〇
年
に
国
字
で
京

都
か
ら
出
版
さ
れ
た
（
後
者
は
前
者
の
抜
粋
改
訂
版
）。
と
も
に
キ

リ
シ
タ
ン
文
学
の
白
眉
と
称
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
優
れ
た
翻
訳
で
あ

る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
細
川
ガ
ラ
シ
ア
が
、
国
字
で
書
か
れ
た

「
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
」
を
座
右
の
書
と
し
て
い
た
こ
と
が
宣
教
師

を
よ
く
示
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
伴パ
ー
ド
レ

天
連
オ
ル
ガ
ン
チ
ー
ノ

の
も
と
に
逃
れ
た
侍
女
達
は
、
ガ
ラ
シ
ア
の
最
期
の
有
様
を
後
世

に
伝
え
る
証
言
者
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。	

　

と
こ
ろ
で
、
ガ
ラ
シ
ア
は
死
を
前
に
し
て
邸
内
の
礼
拝
堂
に
入
り

「
イ
エ
ズ
ス
と
マ
リ
ア
の
御
名
を
称
え
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

頃
、
忠
興
は
ガ
ラ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
許
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
同
時
代
の
宣
教
師
達
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
他
の
資
料

で
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
巡
察
師
の
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
イ

ン
ド
国
王
の
名
代
と
い
う
役
割
で
秀
吉
と
面
会
し
、
ま
た
バ
リ
ニ
ャ

ー
ノ
の
企
画
し
た
遣
欧
少
年
使
節
が
帰
国
し
て
秀
吉
と
の
面
会
を
許

さ
れ
た
こ
と
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
隠
れ
た
場

所
で
祈
禱
を
続
け
、
信
仰
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
事
実
上
認
め
ら
れ

て
い
た
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ガ
ラ
シ
ア

の
時
代
は
聖
書
全
体
の
翻
訳
は
い
ま
だ
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

そ
の
か
わ
り
に
「
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
」
や
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

修
行
」（
イ
エ
ズ
ス
会
の
「
霊
操
」）
の
よ
う
な
信
心
書
に
よ
っ
て
キ

リ
ス
ト
に
倣
う
修
道
の
道
が
示
さ
れ
て
い
た
。
肉
体
の
死
を
前
に
し



16 

た
」

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
通
辞
ロ
ド
リ
ゲ
ス
と
並
ん
で
も
っ
と

も
日
本
語
に
通
じ､

日
本
文
化
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
を
持
つ
宣
教

師
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ス
は
、
細
川
ガ
ラ
シ
ア
が
「
日
本
で
極
め
て

ま
れ
な
ほ
ど
達
筆
で
あ
り
、
彼
女
は
そ
の
こ
と
で
極
め
て
名
高
か
っ

た
」
と
書
い
て
い
る
が
、
現
在
、
細
川
家
の
永
青
文
庫
に
保
管
さ

れ
て
い
る
ガ
ラ
シ
ア
自
筆
の
書
簡
は
そ
れ
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
ま

た
、
宣
教
師
と
文
通
す
る
た
め
に
自
ら
ロ
ー
マ
字
を
覚
え
、
か
つ
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
や
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
す
る
た
め

に
必
要
な
外
国
語
も
学
ん
で
い
た
。
ま
た
、
そ
の
辞
世
の
歌
か
ら
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
歌
学
や
茶
湯
に
代
表
さ
れ
る
日
本
文
化
の
教
養
を

身
に
つ
け
て
い
た
女
性
で
あ
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
ガ
ラ
シ
ア
と
そ

の
周
辺
に
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
、
日
本
人
の
修イ
ル
マ
ン
道
士
の
あ
い
だ

に
は
、
東
西
の
文
化
の
交
渉
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
書
の
翻

訳
と
い
う
共
同
作
業
の
中
で
、
現
代
風
に
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の

文
化
内
開
花
に
む
か
う
第
一
歩
が
記
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
で

あ
ろ
う
。

の
書
翰
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
受
洗
す
る
前
の
頃
、「
細

川
忠
興
の
奥
方
」
に
つ
い
て
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
次
の
よ
う
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
。

「
奥
方
〔
細
川
忠
興
夫
人
〕
は
司
祭
達
に
、
デ
ウ
ス
の
教
え
に

つ
い
て
関
心
を
い
っ
そ
う
深
め
て
い
き
た
い
の
で
、
御
身
等
の

手
元
に
あ
る
日
本
語
に
訳
さ
れ
、
日
本
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い

る
霊
的
な
書
物
を
是
非
と
も
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ

た
。
司
祭
達
が
当
初
、『C

ontem
ptus M

undi

』
を
贈
っ
た
と

こ
ろ
、
彼
女
は
そ
れ
が
い
た
く
気
に
入
り
、
片
時
も
そ
の
書
を

身
か
ら
放
そ
う
と
せ
ず
、
我
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
に
出
て
く

る
言
葉
と
か
未
知
の
格
言
に
つ
い
て
生
じ
る
疑
問
を
す
べ
て
明

瞭
に
書
き
留
め
、
侍
女
の
マ
リ
ア
〔
儒
者
清
原
枝
賢
の
娘
で
已

に
洗
礼
を
受
け
て
い
た
〕に
そ
れ
を
も
た
せ
て
教
会
に
使
わ
し
、

そ
れ
ら
に
対
す
る
回
答
を
自
分
の
所
に
も
っ
て
帰
ら
せ
た
。
奥

方
の
文
字
は
日
本
で
き
わ
め
て
稀
な
ほ
ど
達
筆
で
あ
り
、
彼
女

は
そ
の
こ
と
で
き
わ
め
て
名
高
か
っ
た
か
ら
、
彼
女
は
後
に
自

筆
で
も
っ
て
他
の
霊
的
な
書
物
の
多
く
を
日
本
語
に
書
き
写
し
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り
。
そ
の
故
は
、
キ
リ
シ
ト
と
も
に
死
す
る
に
於
い
て
は
と
も

に
生
き
な
が
ら
ゆ
べ
し
。
辛
苦
の
御
友
と
な
り
奉
ら
ば
、
天
の

快
楽
の
御
友
た
る
べ
し
。」

「
キ
リ
ス
ト
に
倣
っ
て
、
十
字
架
の
道
行
き
を
す
る
こ
と
、
キ
リ

ス
ト
が
先
に
、
あ
な
た
の
た
め
の
十
字
架
を
担
わ
れ
、
あ
な
た
の
た

め
に
死
な
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
を
慕
い
て
、
キ
リ
ス
ト

と
と
も
に
十
字
架
の
道
を
歩
み
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
し
、
キ
リ
ス

ト
に
於
い
て
キ
リ
ス
ト
と
共
に
生
き
る
こ
と
、
辛
苦
の
御
友
は
天
に

お
い
て
か
な
ら
ず
快
楽
（
至
福
）
の
御
友
と
な
る
」
と
い
う
、「
キ

リ
ス
ト
に
倣
い
て
」
か
ら
イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
・
ロ
ヨ
ラ
の
「
ス
ピ
リ
ツ

ア
ル
修
行
（
霊
操
）」
に
受
け
継
が
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
テ
ー

マ
が
、
上
の
文
に
簡
潔
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

細
川
ガ
ラ
シ
ア
が
、「
死
が
不
可
避
で
あ
っ
た
状
況
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
細
川
邸
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
命
を
永
ら
え
る
道
を
選
択
せ
ず

に
、
自
分
の
命
運
を
自
ら
引
き
受
け
た
理
由
」
を
考
え
る
場
合
、
今

引
用
し
た
箇
所
の
後
に
続
く
次
の
文
が
非
常
に
重
要
な
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
引
用
す
る
。

さ
て
、
ガ
ラ
シ
ア
が
忠
興
の
命
に
従
い
大
阪
城
近
く
の
細
川
屋

敷
に
留
ま
る
道
を
選
択
し
た
か
、
そ
の
決
断
を
理
解
す
る
た
め
に
、

「『C
ontem

ptus M
undi

』
の
ロ
ー
マ
字
完
訳
本
第
二
巻
一
二
章
（
国

字
本
の
第
二
巻
第
九
章
）
の
つ
ぎ
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

「
尊
き
御
ク
ル
ス
〔
十
字
架
〕
の
御
幸
の
道
〔
王
道
〕
の
こ
と

―
―
天
の
御
國
に
至
る
道
と
な
る
ク
ル
ス
〔
十
字
架
〕
を
請
け

取
り
奉
る
〔
自
分
の
責
任
と
し
て
引
き
受
け
る
〕
こ
と
を
何
と

て
恐
る
る
ぞ
。
ク
ル
ス
に
息
災
〔
救
い
〕
と
寿
命
〔
生
命
〕
が

あ
り
、
敵
を
防
ぐ
ご
擁
護
〔
庇
護
〕
も
ク
ル
ス
に
あ
り
。
天
の

甘
味〔
至
福
〕ク
ル
ス
に
あ
り
。
ア
ニ
マ〔
心
〕の
強
勢
勇
気〔
堅

忍
不
抜
の
心
〕
も
ク
ル
ス
に
あ
り
。
歓
喜
悦
予
も
ク
ル
ス
に
あ

り
。
善
徳
の
極
め
も
ク
ル
ス
に
あ
り
、
外
に
な
し
。
か
る
が
故

に
ク
ル
ス
を
担
げ
て
ゼ
ズ
・
キ
リ
シ
ト〔
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〕

を
慕
ひ
奉
れ
。
不
退
の
命
〔
永
生
〕
に
至
る
べ
し
。
キ
リ
シ
ト

先
ず
一
番
に
先
立
ち
給
ひ
て
御
身
の
ク
ル
ス
を
担
げ
給
ひ
、
汝

の
為
に
ク
ル
ス
に
て
死
し
給
ふ
な
り
。
こ
れ
汝
に
も
ク
ル
ス
を

担
げ
さ
せ
、
そ
れ
に
て
死
せ
ん
こ
と
を
望
ま
せ
給
ふ
べ
き
為
な
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で
細
川
忠
興
と
離
縁
し
て
、
信
者
の
侍
女
に
残
酷
な
虐
待
を
し
た
忠

興
と
分
か
れ
る
た
め
に
細
川
邸
を
脱
出
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ

と
が
、
宣
教
師
と
の
書
翰
の
や
り
と
り
か
ら
窺
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、ガ
ラ
シ
ア
が
細
川
邸
を
忠
興
に
無
断
で
脱
出
し
た
と
分
か
れ
ば
、

忠
興
は
か
な
ら
ず
そ
の
手
引
き
を
し
た
宣
教
師
達
を
恨
み
、
彼
を
キ

リ
シ
タ
ン
迫
害
の
急
先
鋒
に
す
る
危
険
が
あ
っ
た
。
宣
教
師
達
は
そ

の
こ
と
を
ガ
ラ
シ
ア
に
告
げ
て
、
な
ん
と
か
彼
女
の
細
川
邸
脱
出
を

思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
離
婚
の
意
思
の
固
か
っ
た
ガ
ラ
シ

ア
に
対
し
て
、
細
川
邸
に
止
ま
っ
て
、
そ
の
場
所
で
自
分
の
十
字
架

を
担
う
決
断
を
促
し
た
言
葉
が
、
ま
さ
に
上
で
引
用
し
た
「
一
つ
の

ク
ル
ス
を
捨
つ
る
に
於
い
て
は
、
ま
た
別
の
ク
ル
ス
に
遭
ふ
べ
き
こ

と
疑
い
な
し
」
と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
」
の
一
節
で
あ
っ
た
。	

　

ガ
ラ
シ
ア
一
人
が
逃
亡
し
て
身
の
安
全
を
確
保
し
、
安
穏
な
暮
ら

し
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
は
、
ガ
ラ
シ
ア
の
た
め
に
先
に
十
字
架
の
上
で

死
な
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
ご
恩
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
の
結
果

は
、
夫
の
忠
興
を
（
ガ
ラ
シ
ア
の
父
を
殺
し
、
二
六
人
の
無
辜
の
キ

リ
ス
ト
信
徒
を
十
字
架
に
架
け
た
）秀
吉
側
に
ま
す
ま
す
接
近
さ
せ
、

「
一
つ
の
ク
ル
ス
を
捨
つ
る
に
於
い
て
は
、
ま
た
別
の
ク
ル
ス

に
遭
ふ
べ
き
こ
と
疑
い
な
し
。
も
し
く
は
猶
勝
り
て
重
き
ク

ル
ス
も
あ
る
べ
し
。
人
と
し
て
一
人
も
遁
れ
ざ
る
ク
ル
ス
を

汝
一
人
逃
れ
ん
と
す
る
や
。
善
人
た
ち
の
う
ち
に
何
れ
か
難

儀
ク
ル
ス
を
遁
れ
給
ひ
し
ぞ
。
我
ら
が
御
主
ゼ
ズ
・
キ
リ
シ

ト
も
御
在
世
の
間
、
実
に
一
時
片
時
も
ご
パ
ッ
シ
オ
ン
（
受

難
）の
ご
苦
痛
を
遁
れ
給
ふ
こ
と
な
か
り
し
な
り
。
そ
の
故
は
、

キ
リ
シ
ト
苦
し
み
を
凌
ぎ
給
ふ
を
以
て
、
蘇
り
給
ひ
御
身
の

ゴ
ロ
ウ
リ
ヤ
〔
栄
光
〕
に
入
り
給
ひ
し
こ
と
肝
要
な
り
。
し

か
ら
ば
、
汝
何
と
て
尊
き
ク
ル
ス
の
道
よ
り
外
を
尋
ぬ
る
ぞ
？

ゼ
ズ
・
キ
リ
シ
ト
の
ご
在
世
中
は
、
ク
ル
ス
と
ご
苦
患
の
み

に
て
あ
り
し
に
、
汝
は
寛
ぎ
と
歓
喜
を
尋
ね
る
や
？
」

秀
吉
が
宣
教
師
の
国
外
追
放
令
を
布
告
し
た
だ
け
で
な
く
、
日

本
人
の
信
徒
を
含
む
二
六
名
（
そ
の
な
か
に
は
一
二
歳
の
少
年
も

い
た
）
を
残
酷
な
形
で
人
々
の
前
に
さ
ら
し
者
に
し
て
行
進
さ
せ

処
刑
し
た
頃
、
細
川
忠
興
は
自
分
の
家
に
害
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
、

ガ
ラ
シ
ア
に
棄
教
を
迫
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
ガ
ラ
シ
ア
は
本
気
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避
け
ら
れ
ぬ
死
を
前
に
し
て
、ガ
ラ
シ
ア
は
平
常
心
を
保
ち
つ
つ
、

常
に
明
る
い
顔
で
落
ち
着
い
て
い
た
と
宣
教
師
の
記
録
に
あ
る
。
こ

の
悦
び
に
満
ち
た
平
静
さ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。「
キ
リ
ス
ト
に

倣
う
」
道
は
「
マ
リ
ア
讃
歌
」
と
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
ヴ

ェ
・
マ
リ
ア
の
祈
り
が
、
ま
さ
に
「
ガ
ラ
シ
ア
」
と
い
う
祝
福
で
始

ま
り
、「
御
胎
内
の
御
実
で
あ
る
イ
エ
ス
」
と
「
天
主
の
御
母
マ
リ

ア
へ
の
祝
福
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ガ
ラ
シ
ア
は
忠
興
と

の
あ
い
だ
に
た
く
さ
ん
の
子
供
を
も
う
け
、
そ
の
子
供
の
な
か
に
は

忠
興
の
了
解
を
得
て
洗
礼
を
授
け
た
者
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
彼

女
は
細
川
家
の
妻
と
し
て
の
務
め
を
果
た
し
つ
つ
、
忠
興
の
キ
リ
ス

ト
教
に
対
す
る
偏
見
を
改
め
さ
せ
た
こ
と
が
分
か
る
。

忠
興
自
身
が
改
宗
す
る
こ
と
は
遂
に
な
か
っ
た
が
、
ア
ヴ
ェ
・
マ

リ
ア
を
称
え
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
自
分
も
担
う
事
で

あ
る
と
同
時
に
、
天
主
の
御
母
マ
リ
ア
の
祝
福
が
、
自
分
と
息
子
達

の
上
に
（
そ
し
て
夫
忠
興
の
う
え
に
も
）
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
頼
む

オ
ラ
シ
ョ
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
を
迫
害
す
る
先
兵
に
し
て
し
ま
う
と
い
う

危
険
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。　

ガ
ラ
シ
ア
か
ら
相
談
を
受
け
た

オ
ル
ガ
ン
チ
ー
ノ
は
「
天
主
が
お
働
き
下
さ
れ
て
、
つ
い
に
天
主
へ

の
愛
の
た
め
に
、
彼
女
の
担
う
十
字
架
を
抱
く
よ
う
に
決
心
さ
せ
た

の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。（
一
五
八
九
年
二
月
二
四
日
の
書
翰
）	

　

死
の
直
前
に
、
ガ
ラ
シ
ア
は
礼
拝
室
で
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
と
イ
エ

ス
の
御
名
を
称
え
て
祈
り
を
捧
げ
た
と
記
録
に
あ
る
が
、
彼
女
の
称

え
た
と
思
わ
れ
る
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
、

當
時
の
教
理
入
門
書
、
ド
チ
リ
ナ
・
キ
リ
シ
タ
ン
は
次
の
よ
う
に
、

ま
さ
に
「
ガ
ラ
シ
ア
（
め
で
た
し
）」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

「
ガ
ラ
シ
ア
み
ち
み
ち
玉
ふ
マ
リ
ア
に
御
礼
を
な
し
奉
る
。
御

主
は
御
身
と
共
に
ま
し
ま
す
。
女
人
の
中
に
を
い
て
ベ
ニ
ジ
イ

タ
〔
祝
福
さ
れ
た
女
性
〕
に
て
わ
た
ら
せ
玉
ふ
。
又
、
御
胎
内

の
御
実
に
し
て
ま
し
ま
す
ゼ
ズ
ス
〔
イ
エ
ズ
ス
〕
は
ベ
ネ
ジ
イ

ト
〔
祝
福
さ
れ
た
男
性
〕
に
て
ま
し
ま
す
。
デ
ウ
ス
の
御
母
サ

ン
タ
・
マ
リ
ア
、
今
も
我
ら
が
最
期
に
も
、
我
ら
悪
人
の
た
め

に
頼
み
給
へ
。
ア
メ
ン
」
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上
演
さ
れ
る
ド
ラ
マ
の
「
想
定
さ
れ
た
観
客
」
の
心
を
表
現
す
る
役

割
を
演
じ
る
。
つ
ま
り
、
人
格
化
さ
れ
た
「
不
変C

onstantia

」「
忿

怒Furor

」「
残
虐C

rudelitas

」「
不
安Inquies

」「
後
悔poenitu-

do

」
の
演
ず
る
幕
間
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
い
ず
れ
も
ド
ラ
マ
を
見
て

い
る
観
客
の
心
の
世
界
の
葛
藤
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
コ

ロ
ス
に
よ
っ
て
遠
く
離
れ
た
国
の
キ
リ
ス
ト
者
の
殉
教
劇
が
、
時
代

的
地
域
的
な
制
約
を
越
え
る
普
遍
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ

て
い
る
。

人
格
化
さ
れ
た
人
間
の
情
念
を
表
す
コ
ロ
ス
だ
け
で
な
く
、
そ
も

そ
も
こ
の
劇
の
登
場
人
物
は
「
ガ
ラ
シ
ア
」（
恩
寵
を
人
格
化
し
た

人
物
で
も
あ
る
）、夫
の
「
ヤ
ク
ン
ド
ヌ
ス
（
越
中
殿
）」
を
除
い
て
、

原
則
と
し
て
固
有
名
詞
で
は
呼
ば
れ
ず
、
王
、
王
妃
、
王
子
１
、
王

子
２
、
娘
１
、
娘
２
、
キ
リ
ス
ト
者
（
高
山
右
近
が
モ
デ
ル
か
）、

僧
侶
、
な
ど
の
よ
う
に
普
通
名
詞
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
で
も
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
王
も
王
妃

も
王
女
達
も
、
そ
こ
で
上
演
さ
れ
て
い
る
ド
ラ
マ
が
、
遠
い
異
国
の

物
語
で
は
な
く
、自
分
た
ち
自
身
の
事
柄
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、

音
楽
劇M

ulier Fortis 

で
描
か
れ
た
細
川
ガ
ラ
シ
ア	

に
つ
い
て

音
楽
劇M

ulier Fortis

の
脚
本
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
コ
リ
ネ
リ
ウ

ス
・
ハ
ザ
ー
ド
の
教
会
史
（
一
六
七
八
年
）
の
「
丹
後
の
王
妃
の
改

宗
と
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
美
徳
」
の
記
述
を
も
と
に
し
て
い
る
と
は

い
え
、
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
ガ
ラ
シ
ア
の
殉

教
の
日
付
を
一
五
九
〇
年
八
月
と
し
（
実
際
は
一
六
〇
〇
年
八
月
）

と
な
っ
て
お
り
、
関
ヶ
原
の
合
戦
以
前
に
ガ
ラ
シ
ア
は
、（
自
決
で

は
な
く
）
迫
害
に
よ
る
身
体
の
衰
弱
で
な
く
な
り
、
そ
の
死
に
よ
っ

て
越
中
殿
が
改
心
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
擁
護
者
と
な
っ
た
と
こ
ろ

で
終
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
史
実
で
は
な
い
に
し
て
も
、
殉
教
を
主
題
と
す
る
創
作

と
し
て
み
る
限
り
、
十
七
世
紀
の
西
欧
の
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
の
人
た

ち
の
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
が
よ
く
分
か
る
と
い
う
点
で
、M

ulier 

Fortis 

と
い
う
作
品
は
な
か
な
か
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
で
は
コ
ロ
ス
（
歌
舞
団
）
の
役
割
が
大
切
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
摂
取
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
受
難
劇
で
は
、
コ
ロ
ス
は
、
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い
高
貴
な
心
で
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に　

( quidquid 

rei portendat, illud m
ente generosa feram

, ut christianam
 

condecet)

」

福
音
書
の
伝
え
る
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
の
場
面
を
ふ

ま
え
て
、「
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
」
ガ
ラ
シ
ア
が
殉
教
の
死
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
優
れ
た

ド
ラ
マ
ト
ロ
ギ
と
い
え
よ
う
。

次
に
第
一
幕
第
五
場
、
凱
旋
帰
還
す
る
王
に
よ
る
嵐
の
よ

う
な
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た

と
き
、
逃
亡
を
勧
め
る
家
臣
に
対
し
て
ガ
ラ
シ
ア
の
語
る
次

の
言
葉
は
、
こ
の
楽
劇
の
根
本
主
題
に
関
わ
る
重
要
な
も
の

で
あ
る
。

「
王
妃
：
そ
の
（
迫
害
の
）
嵐
の
原
因
は
何
で
す
か
？
」「
家

臣
：
新
し
い
信
仰
で
す
」

「
王
妃
：
あ
あ
何
と
祝
福
さ
れ
た
罪
で
し
ょ
う! 

神
の
故
に

私
が
罪
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
な
ら
、
苦
境
か
ら
逃
れ
て
私
が
自

分
の
幸
せ
だ
け
を
求
め
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
ガ
ラ
シ

感
情
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
脚
本

は
、
遠
く
東
の
果
の
国
に
伝
道
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
殉
教
者
の
物

語
を
、
西
の
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
も
理
解
で
き
る

よ
う
な
形
で
上
演
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
云
う
こ

と
、「
普
遍
に
し
て
不
変
の
信
仰
」
を
「
は
る
か
東
方
の
国
の
王
妃

の
殉
教
」
と
い
う
特
殊
な
事
件
を
素
材
に
し
て
劇
化
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
楽
劇
の
観
客
は
、
み
な
「
丹
後
の

王
妃
ガ
ラ
シ
ア
」
が
、「
殉
教
の
死
」
を
迎
え
た
こ
と
を
理
解
し
た

と
思
わ
れ
る
。

M
ulier Fortis 

の
中
で
、
印
象
的
な
場
面
と
台
詞
を
い
く
つ
か
挙

げ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
第
一
幕
第
二
場
、
祭
壇
の
前
で
祈
る
ガ
ラ
シ
ア
と
息
子
達

の
場
面
に
注
目
し
た
い
。
突
如
大
い
な
る
地
震
が
お
き
て
、
祭
壇
に

安
置
さ
れ
て
い
た
十
字
架
が
落
下
す
る
。
周
章
狼
狽
す
る
息
子
達
の

前
で
、
そ
の
落
下
し
た
十
字
架
を
祭
壇
に
も
ど
し
つ
つ
ガ
ラ
シ
ア
は

次
の
よ
う
に
云
う
。

「
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
予
兆
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
者
に
相
応
し
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M
ulierem

 fortem
 quis inveniet? procul et de ultim

is finibus 

pretium
 ejus. (LV

)

勇
敢
な
婦
人
を
見
い
だ
す
の
は
誰
か
？
彼
女
の
価
値
は
遥
か
遠

方
よ
り
来
る
も
の
（
真
珠
）
よ
り
も
貴
い

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

現
行
の
旧
約
聖
書
の
日
本
語
訳
や
注
解
書
で
は
、
こ
の
箇
所
が
カ

ト
リ
ッ
ク
典
礼
の
聖
務
日
課
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
も
の
が
稀
で
あ
る
こ
と
は
誠
に
残
念
で
あ
る
。　

僅
か
に
講
談

社
版
「
聖
書
」（
バ
ル
バ
ロ
神
父
訳
）
だ
け
が
、「
彼
女
は
真
珠
よ
り

も
遙
か
に
値
打
ち
が
あ
る
」
と
い
う
邦
訳
の
脚
注(1085

頁
）
で
カ

ト
リ
ッ
ク
典
礼
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。「
新
共
同
訳
」
や
「
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
」
に
も
そ
う
い
う
注
釈
が
な
く
、
ま
し
て
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
系
の
聖
書
翻
訳
や
注
解
書
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
承

へ
の
配
慮
は
少
な
い
の
で
、
使
徒
継
承
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
伝
の
な

か
で
旧
約
聖
書
詩
編
や
賛
歌
が
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
解
釈
さ
れ
て

い
っ
た
か
と
い
う
説
明
に
で
あ
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

Keil-D
elitzch

のCom
m

entary on the O
ld Testam

ent 

の
第
六
巻

ア
（
恩
寵
）
は
、
勇
敢
に
、
こ
の
場
所
に
、
し
っ
か
り
と
立
た

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
た
と
え
、
地
獄
の
門
が
開
き
、
忿
怒

の
群
が
私
を
襲
お
う
と
も
、
私
の
心
は
、
神
が
見
捨
て
た
ま
わ

ぬ
が
ゆ
え
に
、
平
安
に
満
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

（O
 culpa felix! P

ro deo si sim
 rea, N

on bene saluti 
consulam

 auxilio fugae. H
ic esto fortis, G

ratia, hic standum
 

tibi! Tota solutes orcus, Eum
enidum

 m
anu, In m

e recum
-

bat; corde n
on

 tollet deum
.

） 

」

正
確
な
史
実
を
知
ら
な
か
っ
たM

ulier Fortis

の
作
者
で

あ
っ
た
が
、
上
の
台
詞
に
は
、
ガ
ラ
シ
ア
と
同
時
代
を
生

き
た
宣
教
師
達
の
書
翰
の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、「
ガ

ラ
シ
ア
が
な
ぜ
逃
亡
せ
ず
に
死
を
受
け
入
れ
た
か
？
」
そ

の
理
由
を
、
よ
く
捉
え
て
い
る
と
思
う
。

バ
ロ
ッ
ク
・
オ
ペ
ラM

ulier Fortis (

勇
敢
な
る
婦
人
） 

の
タ
イ
ト
ル
の
由
来
に
つ
い
て

こ
の
バ
ロ
ッ
ク
・
オ
ペ
ラ
の
表
題
の
出
典
は
、
妻
の
理
想
に
つ
い

て
書
か
れ
た
旧
約
聖
書
の
箴
言31:10-11

の
ラ
テ
ン
語
訳　
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た
「
理
想
の
妻
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
箴
言
を
「
賛
歌
」
と
し
て
典
礼

文
に
摂
取
す
る
際
に
影
響
し
た
と
云
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。そ

こ
で
、
世
俗
的
な
意
味
で
「
理
想
の
妻
」
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
印
象
の
強
い
箴
言
の
も
と
も
と
の
ヘ

ブ
ラ
イ
語
テ
キ
ス
ト
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
ど
の
よ
う
に
内
面
化

し
て
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
的
美
徳
の
一
つ
と
し
て
の
「
勇
気
」
を

も
つ
女
性
と
し
て
頌
え
、
そ
の
「
賛
歌
」
を
朗
唱
す
る
よ
う
に
な
っ

た
か
を
見
る
た
め
に
、
典
礼
の
中
で
朗
唱
さ
れ
たM

urier Fortis 

の

イ
メ
ー
ジ
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。

M
ulíerem

 fortem
 quis invéniet? Procul et de últim

is fíni-
bus prétium

 eius. C
onfídit in ea cor viri sui, et spóliis non 

indigébit.

勇
敢
な
貴
婦
人
を
誰
が
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
か
？ 

そ
の
価
値
は
、

（
遠
方
よ
り
来
る
）
真
珠
よ
り
も
遙
か
に
貴
い
。
夫
は
彼
女
を
頼
み

と
し
、
そ
の
事
業
に
窮
す
る
こ
と
が
な
い
。」

こ
の
旧
約
聖
書
箴
言
三
一
章
一
〇
―
一
一
節
の
引
用
文
の
後
で
、

次
の
よ
う
な
賛
歌
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
聖
歌
と
し
て
朗
唱
さ
れ

（
三
二
六
頁
）
に
よ
る
と
、
箴
言
の
該
当
箇
所
の
七
〇
人
ギ
リ
シ
ャ

語
訳
に
由
来
す
る
解
釈
の
伝
承
で
は
、こ
こ
は
箴
言
全
体
の
「
結
び
」

と
い
う
大
切
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
点
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
聖
典
と

し
た
テ
キ
ス
ト
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。K
eil-

D
elitzch

に
よ
る
と
、
こ
こ
は
、

A
 virtuous w

om
an, w

ho findeth her!

She stands far above pearls in w
orth.

と
訳
す
の
が
妥
当
で
あ
り
、「m

ulier fortis

」
を
、
単
に
「
勇
気
あ

る
婦
人
」「
気
丈
な
婦
人
」
と
い
う
意
味
に
で
は
な
く
、「
宗
教
的
な

美
徳
を
も
つ
婦
人
」
と
い
う
意
味
に
取
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
珠
の
よ
う
な
、ど
れ
ほ
ど
高
価
で
あ
っ
て
も
、

金
で
買
え
る
よ
う
な
商
品
と
は
全
く
異
な
る
宝
物
、
真
珠
よ
り
も
遙

か
に
貴
重
な
心
を
持
つ
女
性
ー
ま
こ
と
の
信
仰
を
持
っ
た
女
性
ー
こ

そ
妻
と
す
る
に
相
応
し
い
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
旧
約
聖
書
の
解
釈
は
、
七
〇
人
ギ
リ
シ
ャ
語

訳
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
内
面
化
さ
れ
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よ
、
我
ら
の
至
聖
な
る
行
い
は
あ
な
た
の
も
の
で
す
。

高
き
と
こ
ろ
に
居
る
彼
女
の
と
り
な
し
の
祈
り
に
よ
っ
て
、
あ

な
た
の
民
の
叫
び
を
憐
れ
み
を
も
っ
て
聞
き
入
れ
て
く
だ
さ

い
。」

バ
ロ
ッ
ク
・
オ
ペ
ラM

ulier Fortis

が
ウ
イ
ー
ン
で
上
演
さ
れ
た

と
き
は
、
高
山
右
近
と
な
ら
ん
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
美
徳
と
信
仰
を

証
し
た
人
と
し
て
、
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
を
主
人
公
と
す
る
オ
ペ
ラ　

M
ulier Foritis 

が
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
れ
で
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

賛
歌
原
文
の
ラ
テ
ン
語
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Fortem
 viríli péctore / Laudém

us om
nes fém

inam
,

 Q
uæ

 sanctitátis glória / U
bíque fulget ínclita.

H
æ

c sancto am
óre sáucia,/D

um
 m

undi am
órem

 nóxium

H
orréscit, ad cæ

léstia/ Iter perégit árduum
.

C
arnem

 dom
ans ieiúniis,/ D

ulcíque m
entem

 pábulo

O
ratiónis nútriens,/C

æ
li potítur gáudiis.

Rex C
hriste, virtus fórtium

,/Q
ui m

agna solus éfficis,

H
uius precátu, quǽ

sum
us,/ Audi benígnus súpplices.

る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
美
徳
を
も
っ
て
そ
の
信
仰

の
証
を
し
た
女
性
（
殉
教
者
）
を
た
た
え
、
そ
の
女
性
の
と
り
な
し

の
い
の
り
を
神
に
祈
る
詩
と
な
っ
て
い
る
。

（「
勇
敢
な
婦
人
」
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
典
礼
賛
歌
）

「
我
ら
す
べ
て
が
声
を
挙
げ
て
勇
敢
な
る
貴
婦
人
を
頌
え
ま
し

ょ
う
。

聖
な
る
栄
光
と
と
も
に
そ
の
御
名
を
ほ
め
歌
い
ま
し
ょ
う
。

彼
女
は
純
一
な
る
天
上
の
輝
き
に
満
た
さ
れ
星
空
の
光
に
輝
い

て
い
ま
す
。

彼
女
は
下
界
の
事
物
へ
の
愛
を
拒
否
し
、
こ
の
地
上
に
留
ま
る

こ
と
を
気
遣
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

諸
々
の
天
に
向
か
っ
て
苦
難
の
道
を
行
き

そ
の
身
体
を
し
っ
か
り
と
従
わ
せ
、

そ
の
霊
魂
を
祈
り
の
甘
美
な
る
糧
で
満
た
し
ま
し
た
。

彼
方
の
世
界
で
、
こ
の
世
の
喜
び
を
捨
て
た
彼
女
は
至
福
を
味

わ
う
で
し
ょ
う
。

王
な
る
キ
リ
ス
ト
よ
、
全
て
の
も
の
を
勇
敢
な
ら
し
め
る
御
方
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じ逢
ふ
と
見
て
か
さ
ぬ
る
袖
の
移
り
香
の
の
こ
ら
ぬ
に
こ
そ
夢
と

知
り
ぬ
る

忘
れ
む
と
思
ひ
す
て
て
も
ま
ど
ろ
め
ば
強
ひ
て
見
え
ぬ
る
夢
の

お
も
か
げ

夢
を
詠
ん
だ
こ
の
三
首
も
味
土
野
に
あ
っ
て
、
お
よ
ん
ば
く
遇
う

こ
と
の
か
な
わ
ぬ
夫
忠
興
の
夢
を
見
た
と
き
の
歌
と
解
釈
で
き
よ

う
。

恋
し
と
も
い
は
ば
お
ろ
か
に
な
り
ぬ
べ
し
こ
こ
ろ
を
見
す
る
言

の
葉
も
が
な

色
な
ら
ば
何
れ
か
い
か
に
映
つ
る
ら
ん
見
せ
ば
や
見
ば
や
思
ふ

心
を

い
わ
ゆ
る
「
忍
ぶ
恋
」
の
う
た
で
あ
る
が
、「
心
」
を
重
ん
ず
る
日

本
の
歌
学
の
伝
統
を
読
者
は
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。

辞
世

散
り
ぬ
べ
き
時
知
り
て
こ
そ
世
の
中
は
花
も
花
な
れ
人
も
人
な

補
足　

ガ
ラ
シ
ア
の
詠
ん
だ
和
歌
と
辞
世
に
つ
い
て

東
西
宗
教
交
流
学
会
の
講
演
の
時
に
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
の
歌
に
つ
い

て
説
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
の
で
補
遺
と
い
う
形
で

簡
単
で
は
あ
る
が
私
の
解
釈
を
個
々
で
纏
め
て
お
き
た
い
。
い
う
ま

で
も
な
く
ガ
ラ
シ
ャ
の
義
父
は
古
今
伝
授
を
受
け
た
千
石
時
代
の
代

表
的
な
歌
人
で
あ
り
、
忠
興
や
高
山
右
近
の
師
事
し
た
千
利
休
の
茶

湯
に
は
、
主
人
と
客
人
の
応
答
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
連
歌
の
相
互
主

体
性
の
美
学
的
伝
統
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
ガ
ラ
シ
ャ
の

歌
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
は
そ
れ
細
多
く
は
な
く､

作
品

の
真
正
性
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ガ
ラ

シ
ア
の
一
生
を
映
し
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
代
表
的
な
歌
を
い
く

つ
か
あ
げ
て
み
た
い
。

身
を
隠
す
野
間
の
吉
野
の
奥
ふ
か
く
花
な
き
峰
に
呼
子
鳥
啼
く

「
野
間
の
吉
野
と
」
は
ガ
ラ
シ
ア
の
幽
閉
さ
れ
た
味
土
野
で
桜
の

名
所
で
も
あ
っ
た
。
八
幡
山
の
城
に
置
い
て
き
た
わ
が
子
の
上
に
思

い
を
馳
せ
た
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

逢
ふ
と
み
る
情
け
も
つ
ら
し
暁
の
つ
ゆ
の
み
深
し
夢
の
か
よ
ひ
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註

1
 

ガ
ラ
シ
ア　

は
こ
の
劇
の
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
で
次
の
よ
う
に
頌
え
ら
れ

て
い
る
。

 
M

agnanim
am

 principem
, V

irtutis verae im
aginem

,　

Lapsi saeculi 

prodigium
. V

ide, vide hanc in G
loria, H

anc illi parta dedit V
ictoria. 

V
icit m

inas et catastas,V
icit flagra, vicit hastas,　

V
icit insanum

, 
vicit furorem

, V
icit tyrannum

, vicit dolorem
, Felici cuncta om

ine,-
Sacro pro C

hristi nom
ine.

	
　

気
高
き
寛
大
な
王
妃
、
ま
こ
と
の
美
徳
の
鏡
、
堕
落
し
た
こ
の
世
の

驚
異
、
栄
光
に
包
ま
れ
た
彼
女
を
ご
覧
な
さ
い
。
彼
女
に
は
勝
利
が
待

ち
受
け
て
い
る
。
脅
し
と
拷
問
に
勝
ち
、
鞭
と
槍
に
勝
ち
、
狂
気
を
克

服
し
、
残
酷
な
忿
怒
に
勝
ち
、
暴
君
に
勝
ち
、
苦
し
み
を
受
け
な
が
ら

す
べ
て
は
至
福
の
前
兆
を
伴
い
、
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
捧
げ
ら
れ
た
。

2
 

こ
の
烈
女
傳
に
は
、
細
川
忠
興
と
夫
人
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
る
相
聞
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

	

な
び
く
な
よ
わ
が
姫
垣
の
女
郎
花　

男
山
よ
り
風
は
吹
く
と
も　

忠
興

	

な
び
く
ま
じ
わ
が
ま
せ
垣
の
女
郎
花　

男
山
よ
り
風
は
吹
く
と
も　

玉

	
こ
の
相
聞
歌
が
い
つ
よ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
諸

説
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
朝
鮮
に
出
陣
中
の
忠
興
が
大
阪
の

れ
「
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
の
家
宗
教
音
楽
研
究
所
の
会
報
の
外
国
語
版
で
、

私
は
、
細
川
ガ
ラ
シ
ア
の
辞
世
を
次
の
よ
う
な
四
行
詩
と
し
て
英
訳

を
試
み
た
。

K
now

ing the providential tim
e of falling,

In the m
idst of the w

orld

Flow
ers becom

e w
hat they are,

The person becom
es w

ho she is!

ま
ず
「
散
り
ぬ
べ
き
時
知
り
て
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
飛

花
落
葉
の
無
常
世
界
の
一
瞬
の
時
に
こ
そ
不
易
な
る
も
の
、
永
遠

な
る
も
の
の
姿
を
写
し
取
る
、
世
阿
弥
に
ま
で
遡
る
「
花
の
美
学
」

の
伝
統
が
、
没
落
の
な
か
に
こ
そ
摂
理
を
見
出
す
と
い
う
キ
リ
ス

ト
教
的
な
世
界
観
に
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。
辞
世
を
詠
む
と
い
う

日
本
に
固
有
の
文
化
的
伝
統
と
キ
リ
ス
ト
教
の
摂
理
思
想
を
統
合

す
る
こ
と
が
英
訳
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た

が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
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細
川
邸
に
い
る
玉
子
に
送
っ
た
歌
と
み
る
の
が
妥
当
性
が
高
い

よ
う
で
あ
る
。

3
 

「
死
を
視
る
こ
と
帰
す
る
が
ご
と
し
」
と
は
、
故
郷
に
帰
る
ご
と
く
平

然
と
死
に
赴
く
こ
と
を
云
う
。

	

（
大
戴
礼	

曽
子
制
言
上
に
拠
る
）

4
 

ヘ
ル
マ
ン
・
ホ
イ
ベ
ル
ス
の
「
細
川
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
」
資
料
編
、「
イ

エ
ズ
ス
会
士
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
細
川
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
」（
春
秋
社
、

1966

）
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
。

5
 

有
馬
で
か
か
れ
た
一
五
八
八
年
二
月
二
〇
日
付
書
簡
の
な
か
で
、
ガ
ラ

シ
ア
の
セ
ス
ペ
デ
ス
に
宛
て
た
書
簡
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

6
 
	

前
掲
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ホ
イ
ベ
ル
ス
著『
細
川
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
』（
春
秋
社
、

一
九
六
六
年
）
資
料
篇
の
邦
訳
に
従
う

た
な
か
・
ゆ
た
か

上
智
大
学
名
誉
教
授



28 

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
関
係
に
対
峙
し
た
の
か
。
そ
れ
が
現
今
に
お

け
る
宗
教
対
話
・
協
力
の
問
題
と
国
を
超
え
た
宗
教
間
の
連
帯
に
よ

り
、
力
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
を
い
か
に
越
え
て
い
け
る
可
能
性

が
あ
る
か
を
目
標
と
し
た
。
大
そ
う
な
目
標
だ
が
、
一
応
目
標
は
目

標
と
し
て
研
究
活
動
を
し
た
。
拙
論
は
そ
の
活
動
報
告
で
あ
り
、
通

例
の
ま
と
ま
っ
た
学
術
研
究
論
文
で
は
な
い
こ
と
を
、
前
も
っ
て
ご

了
承
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
。

韓
国
で
の
研
究

最
初
の
前
半
は
韓
国
で
、
日
韓
関
係
に
お
い
て
、
両
国
が
民
主
主

義
と
自
由
主
義
の
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴

こ
の
二
〇
一
九
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
至
る
一
年
間
に
わ
た
る

サ
バ
テ
ィ
カ
ル
研
究
年
を
、
大
学
の
方
か
ら
い
た
だ
き
、
前
半
は

韓
国
で
、
後
半
は
香
港
で
研
究
活
動
を
し
た
。
こ
の
期
間
の
研
究
の

目
標
はInterreligious and Transnational Solidarity of Religions 

as Resistance to U
ltranationalist Populism

 in East A
sia and the 

Pacific Rim

東
ア
ジ
ア
と
太
平
洋
圏
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
一

つ
の
反
動
と
し
て
起
き
て
い
る
。
あ
た
か
も
一
九
三
〇
年
代
か
ら

一
九
四
〇
年
代
の
状
況
が
再
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
現
象
で
あ

る
。
私
の
研
究
が
、
戦
前
に
お
け
る
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が

ど
う
協
力
し
あ
る
い
は
対
立
し
て
、
国
家
主
義
・
軍
国
主
義
の
問
題

に
直
面
し
た
の
か
、
ま
た
韓
国
や
中
国
の
仏
教
キ
リ
ス
ト
教
と
の
ト

韓
国
と
香
港
で
の
研
究
活
動
報
告

寺
沢
邦
彦
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史
問
題
が
未
だ
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
両
国
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
を
通
し
て
い
か
に
歴
史
的
和
解
の
道
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
。
一

学
期
だ
が
、
ソ
ウ
ル
に
あ
る
西
江
大
学
【
ソ
ガ
ン
大
学
】
と
い
う
、

上
智
と
も
関
わ
り
の
あ
る
、イ
エ
ズ
ス
会
系
の
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
で
、

訪
問
教
授
と
し
て
あ
ゆ
ん
だ
。

午
前
中
は
三
カ
月
間
の
韓
国
語
の
集
中
講
座
を
取
っ
た
。
そ
の
国

を
理
解
し
愛
す
る
に
は
、
そ
の
国
の
言
葉
と
歴
史
を
知
る
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
、年
齢
の
限
界
も
考
え
ず
に
韓
国
語
講
座
に
挑
戦
し
た
。

午
後
は
研
究
活
動
で
仏
教
系
の
東
国
大
学
の
仏
教
学
部
や
図
書
館
に

通
い
、金
浩
星
教
授
に
お
会
い
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
関
係
は
梨
花
大
、

延
世
大
、
西
江
大
学
の
宗
教
学
部
で
研
究
し
た
。
私
の
関
心
の
ひ
と

つ
は
、
百
年
前
一
九
一
九
年
、
日
本
統
治
下
に
於
け
る
三・
一
独
立

運
動
で
あ
る
。
宗
教
者
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教
、

仏
教
、
天
動
教
が
協
力
し
て
な
し
た
。
そ
の
背
景
と
、
現
代
に
お
い

て
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
ど
う
生
か
さ
れ
る
の
か
。
三
。
一
運
動
に
つ

い
て
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
優
れ
た
本
が
あ
り
お
薦
め
し
た
い
。
澤

正
彦
先
生
の
“
未
完
・
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
史
”
は
大
変
参
考
に
な
っ

た
。
澤
先
生
は
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
が
、
東
大
・
東
神
大
・
延

世
大
で
学
ば
れ
た
韓
国
人
の
奥
様
を
も
つ
日
基
の
牧
師
だ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
青
年
学
生
連
帯
が
い
か
に
可
能
か
。
西
江
大
学
は
ソ

ウ
ル
の
新
村
と
い
う
青
年
学
生
の
町
に
あ
る
。西
江
大
学
の
隣
に
は
、

メ
ソ
ジ
ス
ト
系
の
梨
花
女
子
大
と
長
老
派
系
の
延
世
大
が
あ
る
。
三

大
キ
リ
ス
ト
教
私
立
大
学
が
あ
り
、
若
者
た
ち
が
多
く
、
対
話
の
機

会
を
願
っ
て
西
江
を
選
ん
だ
。k-pop

に
よ
っ
て
韓
国
語
が
ア
ジ
ア
、

台
湾
や
中
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
非
常
に

注
目
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
文
化
の
発
信
力
を
改
め
て
実
感
す
る
。
若

い
人
はk-pop

を
と
う
し
て
早
く
韓
国
語
を
取
得
す
る
。
私
が
一
番

遅
い
の
で
若
い
学
生
達
が
色
々
助
け
て
く
れ
た
こ
と
が
感
謝
で
あ
っ

た
韓
国
の
一
学
期
の
間
に
五
回
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機

会
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
初
め
て
で
、
私
が
計
画
し
て
い

な
い
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
起
き
た
。
八
木
誠
一
先
生
が
お
っ
し
ゃ

る
、
極
と
極
は
通
じ
る
、
日
本
と
韓
国
は
極
と
極
で
、
そ
の
極

の
場
所
に
自
分
を
置
け
ば
、
統
合
の
力
の
働
き
の
場
と
な
る
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て
日
本
思
想
研
究
会
が
あ
り
、私
に
何
か
話
し
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
。

東
大
の
宗
教
学
科
で
博
士
号
を
と
ら
れ
、
漢
陽
大
学
で
教
え
て
お
ら

れ
るPark Kyutae

先
生
が
会
長
で
、
日
本
思
想
研
究
会
が
開
か
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
日
本
思
想
を
研
究
し
て
い
る
若
い
韓
国
人
研
究

者
た
ち
と
交
わ
る
機
会
を
得
た
。
テ
ー
マ
は
日
本
の
宗
教
思
想
と
政

治
で
、
日
本
統
治
下
に
お
け
る
李
朝
時
代
と
は
違
う
儒
教
解
釈
、
ま

た
イ
エ
ズ
ス
会
の
伝
道
が
日
本
の
思
想
に
与
え
た
影
響
な
ど
の
発
表

が
あ
っ
た
。
私
は
妹
尾
義
郎
の
社
会
的
仏
教
と
反
戦
運
動
に
つ
い
て

発
表
し
た
。
活
発
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
韓
国
の
日
本
思
想
研
究

者
た
ち
と
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
西
江
大
学
でM

odern Religious M
ovem

ents in East 

A
sia

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
や

香
港
の
学
者
、
日
本
か
ら
宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
の
井
上
順
孝

先
生
も
来
ら
れ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
。
韓
国
の
学
者
も
多

数
来
て
い
て
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
韓
国
宗
教
へ
の
影
響
に
つ
い
て

の
発
表
は
興
味
深
か
っ
た
、
私
は
戦
前
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
青
年

運
動
と
仏
教
青
年
運
動
と
、
そ
れ
ら
の
現
代
の
宗
教
青
年
運
動
と

と
い
う
。
何
か
自
分
を
超
え
た
統
合
の
力
が
働
い
た
の
か
、
じ

ぶ
ん
が
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
様
々
な
出
会
い
が
あ
っ
た
。	

最
初
は
国
連
平
和
の
日
で
の
講
演
。
韓
国
で
は
国
連
へ
の
思
い
が

日
本
と
比
べ
て
は
る
か
に
高
い
。
朝
鮮
戦
争
で
一
六
カ
国
で
形
成

さ
れ
た
国
連
軍
が
韓
国
を
守
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
、
国
連
平
和
の

日
が
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。
高
校
生
や
大
学
生
が
ク
ラ
ス
ご
と
参

加
し
、
地
域
の
宗
教
家
や
社
会
活
動
家
も
参
加
し
て
い
る
。
私
は

宗
教
対
話
と
協
力
と
平
和
の
主
題
で
講
演
さ
せ
て
頂
い
た
。
多
く

の
社
会
活
動
家
、
平
和
運
動
家
と
交
わ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
宗

教
界
で
は
韓
国
の
円
仏
教
と
日
本
の
立
正
佼
成
会
の
方
た
ち
や

そ
の
学
生
た
ち
も
参
加
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
新
し
い
仏

教
教
団
が
日
韓
交
流
を
熱
心
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
銘
し
た
。	

ソ
ウ
ル
大
学
の
日
本
研
究
所
の
趙
寛
子
先
生
（Jo, G

w
an-ja)

と
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
出
会
っ
た
。
趙
寛
子
先
生
は
、
東
大
で
日
本
思
想

研
究
の
博
士
号
を
取
得
さ
れ
、
戦
前
の
親
日
家
と
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら

れ
て
い
る
方
々
に
も
、
深
い
愛
国
者
も
い
た
と
い
う
観
点
を
、
韓
国

で
初
め
て
提
供
し
た
学
者
だ
。
ソ
ウ
ル
大
学
の
日
本
研
究
所
に
お
い
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朝
鮮
や
中
国
の
学
生
た
ち
をYM

C
A

を
通
し
て
献
身
的
に
世
話
を

し
て
い
た
。
一
九
一
九
年
ニ
月
八
日
に
韓
国
の
学
生
た
ち
六
〇
〇
人

が
東
京YM

C
A

に
集
ま
り
独
立
宣
言
を
読
み
上
げ
た
。
吉
野
の
学

生
が
草
案
を
書
い
て
、
そ
れ
が
韓
国
の
三
・
一
運
動
の
宣
言
文
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
三
・
一
運
動
の
三
三
名
の
リ
プ
リ
ゼ
ン
タ
テ

ィ
ブ
の
う
ち
、
一
六
名
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
、
一
五
名
が
天
動
教
、

二
名
が
仏
教
代
表
者
だ
。
二
百
万
以
上
の
人
が
参
加
。
一
五
〇
〇
回

の
ラ
リ
ー
が
行
わ
れ
た
。
日
本
の
官
憲
に
七
五
〇
〇
人
が
殺
さ
れ
、

一
万
五
〇
〇
〇
人
が
ケ
ガ
を
し
、
四
万
６
千
人
が
逮
捕
さ
れ
た
と
い

う
。
そ
う
い
う
中
で
こ
の
運
動
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
持
っ
て
、
中
国
に
も
波
及
し
、
北
京
大
学
を
中
心
と
し
て
、

韓
国
の
学
生
た
ち
が
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
て
い
る
い
う
こ
と
で
、
歴
史

的
な
五・四
運
動
が
お
こ
っ
た
。
三
・
一
運
動
の
挫
折
で
、
韓
国
の
亡

命
政
府
が
上
海
に
つ
く
ら
れ
た
。
吉
野
作
造
は
彼
ら
を
東
京
に
招
い

て
記
者
会
見
を
行
っ
た
。
一
国
だ
け
で
は
な
い
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
関
係
を
見
ず
し
て
近
代
史
は
解
け
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
三・
一
運
動
の
時
に
多
く
の
人
を
か
く
ま
っ
た
と
い
う
、
メ
ソ
ジ

の
関
連
に
つ
い
て
発
表
し
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
を
持
っ
た
。	

日
本
の
新
宗
教
が
韓
国
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
の
立
正
佼
成
会

本
部
を
訪
ね
、
法
座
に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
会
員
の
方
々
と

交
流
し
た
。
特
に
婦
人
た
ち
の
活
動
が
活
発
で
あ
る
。
ま
た
創
価
学

会
の
韓
国
の
本
部
を
訪
ね
た
。
日
本
に
お
け
る
創
価
学
会
の
イ
メ
ー

ジ
よ
り
、
韓
国
に
お
け
る
創
価
学
会
の
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
う
が
は
る
か

に
高
い
こ
と
を
発
見
で
き
た
。
日
本
の
新
宗
教
が
韓
国
に
お
い
て
困

難
な
中
に
も
、
ど
の
よ
う
に
適
応
し
て
い
く
の
か
興
味
深
か
っ
た
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
三・
一
運
動
に
つ
い
て
、
一
度
そ
の
宣
言

文
を
、
日
本
語
で
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
読
み
に
な
る
の
を
お
薦

め
し
た
い
。
そ
の
中
に
日
本
を
糾
弾
す
る
言
葉
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
日
本
と
韓
国
が
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
中
国
を
救
っ
て
い

こ
う
、
東
ア
ジ
ア
を
救
っ
て
い
こ
う
と
い
う
。
大
局
的
観
点
に
立
っ

て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
天
道
教
と
仏
教
の
協
力
に
よ
る
非
暴
力
の

運
動
だ
。
そ
の
背
景
を
色
々
研
究
し
て
み
る
と
、
三・
一
運
動
は
一

国
を
超
え
た
宗
教
的
な
連
帯
が
あ
っ
た
た
こ
と
が
分
か
る
。
吉
野
作

造
、
東
京
帝
大
教
授
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
本
郷
教
会
員
で
も
あ
り
、
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行
っ
て
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
多
い
。
私
はD

rew

に
頼
ん
で
卒
業
生
の
名
簿
を
貸
し
て
く
れ
な
い
か
、
メ
ー
ル
を
出
し

て
、
私
の
韓
国
の
研
究
に
協
力
し
て
く
れ
る
よ
う
呼
び
か
け
た
い
旨

を
し
ら
せ
た
。D

rew

の
校
友
会
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
い
い

と
、
韓
国
に
い
る
卒
業
生
の
名
簿
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
送
っ
て
頂

き
、
私
も
メ
ー
ル
を
送
っ
た
。
す
ぐ
さ
ま
反
応
が
あ
り
、
崇
実
大
学

で
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
教
え
て
い
る
三
年
ぐ
ら
い
後
輩
の
方
か
ら
返

事
を
頂
き
、
新
村
で
お
会
い
し
た
。
今
の
キ
リ
ス
ト
教
の
現
状
、
キ

リ
ス
ト
教
と
若
者
た
ち
の
関
係
な
ど
、
い
ろ
ん
な
お
話
を
伺
い
、
深

い
出
会
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
方
に
よ
る
と
、
崇
実
大
学
の
由
来
は
、

戦
前
、
北
朝
鮮
の
平
壌
で
大
リ
バ
イ
バ
ル
が
あ
り
、
平
壌
が
あ
た

か
も
東
洋
の
エ
ル
サ
レ
ム
と
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、
キ
リ
ス
ト
教
が
復

興
し
た
時
に
作
ら
れ
た
長
老
派
の
学
校
だ
っ
た
。
日
本
統
治
下
に
お

い
て
神
社
参
拝
を
強
要
さ
れ
、
最
後
ま
で
抵
抗
し
て
、
総
督
府
に
よ

っ
て
潰
さ
れ
た
。
朝
鮮
戦
争
の
際
に
南
下
し
て
、
現
在
の
崇
実
大
学

が
ソ
ウ
ル
で
創
設
さ
れ
た
。
今
度
、
私
を
招
く
か
ら
話
し
を
し
て
く

れ
と
言
う
。
日
本
人
を
招
い
て
話
し
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
そ

ス
ト
の
貞
洞
教
会
を
訪
ね
た
。
こ
の
教
会
は
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
ア

ベ
ン
ゼ
ラ
ー
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
最
初
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
だ
。

ア
ベ
ン
ゼ
ラ
ー
は
私
も
学
ん
だD

rew

ド
ゥ
ル
ー
神
学
校
の
卒
業
生

だ
。
朝
鮮
で
宣
教
に
つ
と
め
、
川
に
溺
れ
て
る
朝
鮮
の
少
女
を
救
う

た
め
に
命
を
落
と
し
た
。
私
は
青
山
学
院
と
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
関
連
で

D
rew

に
行
っ
て
勉
強
し
た
の
で
、
感
慨
深
い
。
西
大
門
刑
務
所
を

訪
ね
た
。
独
立
運
動
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
が
入
る
刑
務
所
だ
。
日
本

統
治
下
に
お
い
て
い
か
に
多
く
の
苦
し
み
を
与
え
た
か
を
知
れ
る
内

容
で
あ
っ
た
。
と
く
に
柳
寛
順
（
ユ
・
グ
ア
ン
ス
）
が
、
一
八
歳
の

少
女
で
、
梨
花
学
堂
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
信
者
だ
っ
た
が
、
刑
務
所
で

独
立
を
叫
ん
で
殺
さ
れ
た
場
所
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

通
り
に
出
る
と
、
当
時
貿
易
輸
出
規
制
の
問
題
で
安
倍
政
権
と
韓

国
政
府
が
対
立
し
た
こ
と
で
、
多
く
の
看
板
や
す
だ
れ
が
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
そ
の
な
か
に
は
反
日
と
は
書
か
れ
て
な
く
、
反
安
倍
と
書

い
て
あ
る
こ
と
に
彼
ら
の
配
慮
を
感
じ
た
。

D
rew

を
出
た
韓
国
の
牧
師
や
神
学
者
が
ソ
ウ
ル
に
た
く
さ
ん
い

る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
二
〇
年
前
に
勉
強
し
た
の
で
、
ど
こ
に
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ッ
プ
に
送
っ
た
内
容
で
、
結
局
、
ド
イ
ツ
の
罪
は
ド
イ
ツ
の
罪
だ
け

で
は
な
い
と
、
こ
れ
は
全
人
類
の
罪
で
あ
り
私
の
罪
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
私
の
問
題
と
し
て
、
人
類
の
問
題
と
し
て
悔
い
改
め
な
い
と

い
け
な
い
こ
と
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
ド
イ
ツ
教
会
に
送

っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
教
会
も
真
剣
に
過
去
と
向
き
合
う
機

会
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
西
独
の
ブ
ラ
ン
ト
首
相
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
お

け
る
ひ
ざ
ま
つ
き
の
悔
い
改
め
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
内
容
だ
。
悔

い
改
め
と
許
し
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
新
し
い
変
化
が
生
ま

れ
る
の
で
な
い
か
、
日
韓
関
係
に
お
い
て
も
そ
れ
が
可
能
だ
と
い
う

問
題
を
提
示
し
た
。

そ
の
あ
と
、
ま
た
西
江
大
学
で
宗
教
と
法
と
国
家
の
内
容
で
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
り
、
私
は
“
西
田
幾
多
郎
と
宗
教
と
学
問
の
自
由
、

世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
葛
藤
“
で
発
表
し
た
。

ナ
ヌ
ム
の
家
と
い
う
元
慰
安
婦
の
方
々
が
、
共
同
生
活
し
て
い
る

所
が
あ
る
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
は
像
を
立
て
て
い
る
。
今
は
も
う
四

名
の
生
存
者
し
か
い
な
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、
私
自
身
も
訪
ね
さ

せ
て
頂
き
、
お
話
を
伺
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
痛
み
は
全
て
理
解
で
き

う
だ
。
神
社
参
拝
に
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い

る
大
学
で
あ
る
。
私
は
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
、
国
家
神

道
と
の
緊
張
関
係
の
内
容
で
話
し
た
。
崇
実
大
学
は
神
社
参
拝
に
最

後
ま
で
抵
抗
し
た
大
学
と
し
て
有
名
な
の
で
、
日
本
人
を
招
い
て
講

演
会
を
や
っ
た
こ
と
で
、
新
聞
が
関
心
を
持
ち
、
全
国
日
刊
紙
の
国

民
日
報
が
、
私
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
く
れ
と
い
う
。
わ
た
し
は

無
名
の
学
者
な
の
で
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
統
合
力
の
働

き
か
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
日
韓
関
係
の
改
善
は
悔
い
改
め
と
許
し

で
あ
る
こ
と
を
い
っ
た
。
参
照
：http://new

s.km
ib.co.kr/article/

view.asp?arcid=0924109823

私
の
意
図
が
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
伝
わ
っ
て
い
な
い
面
も
あ
る

が
、
大
体
は
日
本
の
教
会
は
過
去
の
軍
国
主
義
へ
の
協
力
を
自
己
検

証
し
悔
い
改
め
、
韓
国
の
教
会
と
連
帯
す
る
。
ま
た
韓
国
教
会
は
許

し
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
日
本
の
教
会
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

日
韓
の
歴
史
的
和
解
に
な
る
だ
ろ
う
と
話
し
た
。
と
く
に
一
九
六
五

年
の
一
一
月
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
教
会
が
ド
イ
ツ
の
教
会
に
送
っ
た
手

紙
に
つ
い
て
だ
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
ド
イ
ツ
の
ビ
シ
ョ
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を
知
っ
て
い
る
が
故
に
勉
強
家
だ
。
そ
の
た
め
に
競
争
も
激
し
い
の

が
心
配
だ
。
韓
国
人
学
生
は
個
人
的
に
は
日
本
が
好
き
で
、
興
味
が

あ
る
し
、
話
し
か
け
て
く
る
。
団
体
に
な
る
と
少
し
違
う
。
だ
か
ら

色
々
率
直
に
い
っ
て
く
る
し
、
文
句
も
言
っ
て
く
る
。
率
直
に
言
う

の
は
、
逆
に
言
え
ば
、
近
く
な
り
た
い
が
故
に
、
本
当
の
友
達
に
な

り
た
い
た
め
に
、
自
分
の
心
の
中
に
し
ま
っ
て
あ
る
も
の
を
言
う
と

い
う
。
そ
れ
は
日
本
人
の
場
合
は
、
ち
ょ
っ
と
距
離
を
置
く
、
淡
白

さ
が
あ
る
。
韓
国
人
の
場
合
は
、
ほ
ん
と
う
に
心
か
ら
な
る
友
人
に

な
り
た
い
が
故
に
、
こ
れ
だ
け
は
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち

で
率
直
に
言
う
の
だ
と
私
は
感
じ
る
。

韓
国
の
若
者
の
教
会
離
れ
が
起
き
て
い
る
と
い
う
。
教
会
の
中
で

の
格
差
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
、
彼
ら
の
中
に
教
会

に
行
け
な
い
若
者
た
ち
の
集
ま
り
、カ
ナ
ン
の
会
と
い
う
の
が
あ
る
。

そ
こ
に
内
村
鑑
三
と
い
う
よ
り
、
内
村
鑑
三
の
弟
子
で
あ
っ
た
金
教

臣
（
キ
ム
ギ
ョ
シ
ン
）
と
か
、
韓
国
の
ガ
ン
ジ
ー
と
言
わ
れ
る
咸
錫

憲
（
ハ
ム
・
ソ
コ
ン
）
の
本
が
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
最
終
的
に

内
村
に
対
す
る
関
心
も
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
新
宗
教
の
円
仏
教

な
い
に
し
て
も
、
一
人
の
人
間
と
し
て
そ
の
歩
み
を
傾
聴
す
る
大
切

さ
を
か
ん
じ
る
。
慰
安
婦
問
題
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
る
。
そ

の
応
援
団
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
そ
れ
を
政
治
的
に
利
用
す
る
応
援
団

も
日
本
、
韓
国
両
方
に
い
る
。
し
か
し
日
本
政
府
関
係
者
は
誰
も
来

た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
彼
女
ら
が
何
を
願
う
か
と
私
も
聞
い
た
。

お
金
で
は
な
い
、
本
当
の
謝
罪
の
心
を
欲
し
い
ん
だ
と
。
だ
か
ら
、

彼
女
た
ち
が
生
き
て
お
ら
れ
る
う
ち
に
、何
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

米
国
の
オ
バ
マ
大
統
領
は
広
島
に
来
て
被
爆
者
の
方
々
を
だ
き
し
め

た
。
そ
の
返
礼
で
安
倍
首
相
は
真
珠
湾
攻
撃
の
生
存
兵
の
ま
え
で
ひ

ざ
ま
ず
い
た
。
日
本
政
府
は
国
際
法
上
で
決
着
が
つ
い
た
と
い
う
け

れ
ど
も
、
人
間
の
普
遍
的
人
道
性
倫
理
性
に
た
っ
て
、
日
本
の
首
相

が
彼
女
た
ち
の
生
き
て
お
ら
れ
る
う
ち
に
そ
の
痛
み
を
理
解
し
よ
う

と
し
て
、
彼
女
た
ち
に
直
接
会
っ
て
頂
き
た
い
と
切
に
願
う
。

私
は
韓
国
の
学
生
と
院
生
と
話
す
機
会
が
多
く
あ
っ
た
。
今
の
韓

国
の
学
生
た
ち
は
本
当
に
親
思
い
で
勉
強
家
だ
。
親
孝
行
と
い
う
言

葉
が
あ
る
が
、
韓
国
の
学
生
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。
親
が
ほ
ん
と

に
犠
牲
に
な
っ
て
こ
の
子
供
た
ち
の
教
育
の
た
め
に
や
っ
て
る
こ
と
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香
港
で
の
研
究

次
は
香
港
に
行
く
。
半
年
間
、
香
港
恒
生
大
学
の
ア
ジ
ア
学
科

の
訪
問
教
授
と
し
て
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
社
会
と
い
う
ク
ラ
ス
を

三
二
人
の
香
港
の
学
生
に
教
え
た
。
途
中
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
た
め
に

オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
た
が
、
で
き
る
だ
け
学
生
た
ち
と
直
接
対
話
の

場
を
持
と
う
し
た
。
い
か
に
諸
宗
教
と
青
年
学
生
、
学
者
が
連
携
し

て
、民
主
化
人
権
問
題
を
進
め
る
か
と
い
う
問
題
を
し
り
た
か
っ
た
。	

香
港
で
は
、
香
港
大
学
、
香
港
中
文
大
学
、
香
港
バ
プ
テ
ス
ト
大

学
は
全
部
公
立
だ
。
香
港
恒
生
大
学
は
有
名
な
私
立
だ
。
こ
れ
は

最
初
の
第
一
日
目
に
行
っ
た
時
に
中
国
か
ら
の
留
学
生
も
来
て
い

て
い
た
。
彼
ら
た
ち
は
武
漢
が
故
郷
で
、
今
コ
ロ
ナ
の
た
め
、
旧

正
月
は
帰
れ
な
い
っ
て
こ
と
で
、
学
生
た
ち
と
最
初
の
第
一
日
目

に
あ
っ
た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
光
復
香
港
時
代
革
命
い
う
内
容
が

い
た
る
と
こ
ろ
に
貼
っ
て
あ
り
、
毎
日
、
香
港
の
学
生
た
ち
が
、

弾
圧
さ
れ
た
内
容
が
写
真
と
な
っ
て
い
る
。
私
が
香
港
で
の
活
動

を
ま
と
め
た
短
い
小
論
拙
論
が
あ
り
ぜ
ひ
ご
参
照
願
い
た
い
。
参

考
論
文
：
日
本
で
は
地
球
座
の
“
香
港
学
生
は
ア
ジ
ア
の
宝
で
あ

は
宗
教
対
話
に
熱
心
で
あ
る
。
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対

話
も
う
一
歩
で
、
隔
た
り
が
あ
る
。
だ
か
ら
本
当
に
日
韓
の
草
の
根

の
対
話
、
痛
み
の
共
感
っ
て
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。

今
の
南
北
分
裂
も
間
接
的
に
言
え
ば
、
や
は
り
日
本
統
治
下
に
お
け

る
抗
日
運
動
か
ら
共
産
主
義
も
入
っ
て
き
た
。
単
な
る
他
人
の
問
題

で
は
な
く
て
、
や
は
り
近
代
日
本
が
お
隣
さ
ん
と
の
近
所
付
き
合
い

で
失
敗
し
た
。
土
足
で
近
所
の
家
に
入
り
こ
ん
だ
。
近
代
日
本
が
自

分
を
愛
す
る
よ
う
に
、
隣
人
、
ご
近
所
を
愛
し
て
き
た
か
を
問
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ご
近
所
付
き
合
い
も
ま
と
も
に
で
き
な
い

国
を
世
界
が
尊
敬
信
頼
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
近
代
史
だ
け
で
見
て

い
る
と
、
見
え
て
こ
な
い
世
界
が
あ
る
。
古
代
史
に
お
け
る
日
本
と

朝
鮮
と
の
つ
な
が
り
、
新
羅
・
百
済
。
高
句
麗
の
時
代
か
ら
考
え
る

と
み
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
予
想
以
上
多
く
の
帰
化
人
が
日
本
に

来
て
い
た
と
い
う
。
聖
徳
太
子
の
先
生
が
高
句
麗
の
僧
の
恵
慈
で
あ

っ
た
こ
と
。
二
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
日
本

と
朝
鮮
が
儒
学
を
通
じ
て
平
和
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
。
そ
う
い
う
前

近
代
史
も
見
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
実
感
し
た
。
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葉
の
な
か
に
十
字
架
が
あ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
聖
殿
で
、
瞑
想
す
る
場
も

あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
向
こ
う
側
の
山
に
仏
教
の
寺
院
が
あ
る
。

香
港
中
文
大
学
と
い
う
優
秀
な
公
立
大
学
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に

神
学
部
が
あ
る
珍
し
い
公
立
大
学
だ
。
香
港
の
各
教
会
が
出
資
し
合

っ
て
つ
く
り
、
政
府
は
お
金
を
出
し
て
い
な
い
。
そ
の
神
学
部
の
ま

え
に
は
べ
テ
ロ
と
イ
エ
ス
の
洗
足
の
像
が
あ
っ
た
。
神
学
部
に
は
宗

教
対
話
の
部
門
も
あ
り
、
頼
品
超
（Pan C

hiu Lai

）
教
授
は
、
い

か
に
仏
教
と
の
対
話
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
進
化
し
て
い

く
か
と
い
う
優
れ
た
論
文
を
書
か
れ
て
い
る
方
で
い
ろ
い
ろ
お
話

で
き
た
。
民
主
化
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
学
生
た
ち
か
ら
き
い
た
が
、

八
〇
〇
〇
人
近
く
の
学
生
た
ち
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。
五
〇
〇
〇
人

近
く
の
人
た
ち
が
理
由
が
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
い
る
と

い
う
。
彼
ら
は
信
仰
を
か
け
た
闘
い
を
し
て
い
る
。
祈
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
香
港
の
ル
タ
ー
神
学
校
を
訪
ね
た
。
ア
ジ
ア
の
神
学
教
育
の

中
心
と
な
り
、
学
生
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
か
ら

も
来
て
い
る
。
非
常
に
美
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
仏
教
キ
リ
ス
ト
教

の
対
話
の
道
風
山
の
す
ぐ
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
こ
の
教
授
た
ち
と
も

る
”	 http://chikyuza.net/archives/104229	

米
国
で
は
リ
ベ
ラ
ル
な

キ
リ
ス
ト
教
全
国
月
刊
誌Living	Lutheran

に
掲
載
し
た　
“
香

港
に
お
け
る
民
主
化
の
葛
藤
”
で
あ
る
。https://pubs.royle.com

/

publication/?m
=62112&

i=669240&
p=42&

pre=1		

も
っ
と
大
き

な
字
で
お
読
み
に
な
り
た
い
方
は		 https://pubs.royle.com

/pub-

lication/?m
=62112&

i=669240&
view

=articleBrow
ser&

article_

id=3735240&
pre=1

香
港
に
は
一
九
三
〇
年
代
か
ら
ノ
ル
ウ
ェ
ー
系
の
ル
タ
ー
派
ミ

ッ
シ
ュ
ナ
リ
ー
の
カ
ー
ル
、
レ
イ
チ
ェ
ル
ト
い
う
人
がBuddhist-

C
hristian D

ialogue C
enter

が
道
風
山
に
作
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し

も
訪
ね
た
。
そ
こ
に
は
い
か
に
中
国
に
キ
リ
ス
ト
教
を
、
中
国
に
ふ

さ
わ
し
い
キ
リ
ス
ト
教
を
つ
た
え
る
か
と
い
う
研
究
所
も
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
パ
ル
ト
と
か
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
中
国
語
に
訳
し
て
、
学

術
書
と
し
て
中
国
の
大
学
に
送
っ
て
い
る
。
宗
教
団
体
と
し
て
は
今

の
中
国
に
入
れ
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
学
術
書
で
、
キ
リ
ス
ト
教

思
想
を
中
国
に
訳
し
て
、
送
っ
て
い
る
と
い
う
。
聖
殿
も
あ
り
、
ネ

ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
研
究
も
さ
れ
て
い
る
。
聖
殿
の
鐘
も
仏
教
の
蓮
の
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民
主
化
を
進
め
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
香
港
の
仏
教
と
い
う

の
は
、
中
国
大
陸
仏
教
と
違
っ
て
、
文
化
大
革
命
の
洗
礼
を
受
け
て

い
な
い
。
あ
の
激
し
い
迫
害
を
受
け
て
い
な
い
た
め
に
、
香
港
の
仏

教
は
道
教
と
ミ
ッ
ク
ス
し
た
形
で
の
習
俗
化
の
面
が
強
い
と
い
う
学

者
も
い
た
。

私
は
最
後
に
香
港
を
去
る
前
に
自
分
の
研
究
の
一
つ
の
ま
と
め

と
し
て
、
香
港
恒
生
大
学
でInterreligious and Transnational 

Solidarity of Religion as Resistance in East A
sia and the Pacific 

Rim

を
発
表
し
た
。
ほ
か
の
香
港
の
大
学
に
もZoom

で
つ
た
え
ら

れ
た
。多
く
の
コ
メ
ン
ト
を
た
ま
わ
り
デ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
で
き
た
。

将
来
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
と
対
話
・
協
力
と
民
主
主
義

の
課
題
に
つ
い
て
、
中
国
共
産
党
支
配
を
ま
え
に
し
て
、
彼
ら
の
苦

悩
と
、
現
実
と
理
念
の
乖
離
を
し
る
。
国
家
安
全
法
が
実
施
さ
れ
る

一
週
間
前
に
日
本
に
帰
っ
て
き
た
。
本
当
に
厳
し
い
現
実
が
香
港
の

学
生
と
知
識
人
に
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
た
め
に
祈
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
日
本
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
韓
国
中
国
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
キ

リ
ス
ト
教
と
の
連
携
に
よ
り
、
力
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
防
げ

交
流
し
た
。
彼
ら
の
苦
し
み
と
こ
れ
か
ら
せ
ま
り
く
る
迫
害
に
つ
い

て
き
く
。
わ
た
し
も
国
際
世
論
の
力
で
な
ん
と
か
支
援
で
き
な
い
か

を
痛
感
す
る
。

私
は
香
港
の
仏
教
学
者
と
も
交
流
し
た
が
複
雑
な
問
題
が
あ
っ

た
。
仏
教
徒
の
学
者
、
仏
教
徒
の
方
た
ち
の
な
か
に
は
あ
ま
り
、
学

生
の
民
主
化
運
動
に
対
し
て
積
極
的
に
支
援
し
な
い
か
た
も
か
な
り

い
る
。
大
陸
仏
教
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
強
い
た
め
に
、
む
ず
が
し

い
こ
と
が
あ
る
の
か
。
香
港
仏
教
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
か
瞑
想

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
集
中
す
る
。
民
主
化
運
動
、
人
権
問
題

に
対
し
て
、
香
港
の
仏
教
は
参
加
で
き
な
い
の
か
、
し
た
く
な
い
の

か
。
そ
れ
を
彼
ら
に
聞
い
て
み
る
。
や
は
り
英
国
統
治
時
代
に
遡
る

と
い
う
。
英
国
総
督
府
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を

優
遇
し
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
リ
ゼ
ン
ト
メ
ン
ト
が
香
港
の
仏
教
徒

の
中
に
あ
り
、
中
国
が
香
港
を
統
治
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
香
港
の

仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
優
遇
政
策
か
ら
解
か
れ
た
と
い
う
気
持
ち
が
あ

る
。
仏
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
の
民
主
化
へ
の
共
闘
と
い
う
の
は
単
純

で
は
な
い
と
感
じ
た
。
台
湾
で
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
協
力
し
て
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な
か
っ
た
教
訓
を
、
い
ま
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
、
中
国
に
よ

る
香
港
新
疆
弾
圧
、
台
湾
威
嚇
の
問
題
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
生

か
さ
れ
る
の
か
。
ま
だ
完
全
な
解
答
は
で
て
い
な
い
。
し
か
し
今
回

の
韓
国
香
港
で
の
研
究
で
、
色
々
見
え
始
め
た
地
平
線
が
あ
る
。
東

ア
ジ
ア
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
儒
教
の
基
盤
で
あ
る
。
国
家
主

義
に
利
用
さ
れ
る
反
面
、
儒
教
の
“
文
”
に
象
徴
さ
れ
る
教
育
の
伝

統
、
教
授
と
学
生
の
大
切
さ
で
あ
る
。
数
々
の
宗
教
対
話
協
力
も
学

生
青
年
と
教
授
学
者
の
働
き
が
エ
ン
ジ
ン
に
な
る
。
吉
野
作
造
の
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
なYM

C
A

は
示
唆
に
と
む
。
そ
れ
が
宗
教
多

元
的
な
青
年
学
者
の
連
帯
に
む
か
い
、
力
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
克
服
す
る
、
宗
教
対
話
協
力
の
エ
ン
ジ
ン
に
な
れ
る
か
は
今
後
の

課
題
だ
。
特
に
宗
教
の
自
由
と
民
主
主
義
を
共
有
す
る
日
本
・
韓
国
・

台
湾
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
モ
デ
ル
作
り
が
肝
要
だ
。
そ
れ
を
い
か
に
中
国
や
北
朝
鮮
、
ロ

シ
ア
の
青
年
、
学
者
、
宗
教
界
に
及
ぼ
す
か
は
、
今
後
の
我
々
の
知

恵
と
経
験
と
情
熱
に
か
か
っ
て
い
る
。

て
ら
さ
わ
・
く
に
ひ
こ	

米
国
ワ
ー
ト
バ
ー
グ
大
学
准
教
授
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換
え
れ
ば
、
広
義
の
、
そ
し
て
本
来
の
意
味
で
「
文
学
」
化
さ
れ
る

か1

―
―
、
と
い
う
観
点
を
採
る
。「
言
語
」
の
水
準
で
問
題
を
考
察

す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
方
法
上
の
選
択
と
い
う
よ
り
、
事
柄
自
体
が

そ
の
こ
と
を
要
請
す
る
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
の
基
点
と
し
た
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
中
で

「
無
」
を
強
く
、
印
象
的
に
強
く
語
っ
た
人
の
一
人
で
あ
る
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
上
記
の
比
較
宗
教

思
想
的
関
心
を
背
景
と
し
つ
つ
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
の

「
文
学
的
」
な
言
語
化
で
あ
る
彼
の
詩
作
品
を
読
解
す
る
、
と
い
う

作
業
に
取
り
組
み
た
い
の
だ
が
、
そ
の
際
に
、
仏
教
、
と
り
わ
け
禅

仏
教
の
伝
統
に
養
わ
れ
た
面
を
有
す
る
上
田
閑
照
の
「
言
葉
」
理
解

は
じ
め
に

比
較
宗
教
学
の
観
点
か
ら
「
東
西
宗
教
」、
と
く
に
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
を
比
べ
る
と
き
に
最
も
目
立
つ
、
そ
し
て
最
も
中
心
に
あ
る

と
見
え
る
問
題
は
、
双
方
の
根
本
概
念
、
な
い
し
は
（「
概
念
」
と

は
言
い
に
く
い
と
す
れ
ば
）
究
極
語
で
あ
ろ
う
「
神
」
と
「
無
」（
あ

る
い
は
「
空
」）
を
、
ど
う
「
比
べ
」
る
か
―
―
そ
も
そ
も
「
比
べ
」

う
る
か
、「
比
べ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
い
を
含

め
て
―
―
だ
ろ
う
。
小
稿
は
、
こ
の
巨
大
な
問
題
に
対
し
て
、
私
な

り
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
遠
く
目
指
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、

こ
の
根
本
概
念
な
い
し
究
極
語
が
ど
う
言
語
化
さ
れ
る
か
―
―
言
い

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
を
ど
う
読
む
か

上
田
閑
照
の
「
言
葉
」
論
を
参
照
し
つ
つ

鶴
岡
賀
雄
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を
大
き
な
参
照
枠
と
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
上
記
の
「
比

較
」
の
た
め
の
視
点
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
上
田
の
言
葉
論
に
つ
い
て
の
整
理
か
ら
始
め
た
い
。

上
田
閑
照
の
「
言
葉
」
論

2

上
田
は
、
そ
の
哲
学
、
宗
教
哲
学
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
自
覚
的

に
「
言
葉
」
を
問
い
と
思
索
の
場
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
個
人

的
契
機
に
つ
い
て
は
自
ら
語
っ
て
も
い
る
が3

、
し
か
し
「
言
葉
」
へ

の
問
い
自
体
は
、
個
々
人
の
事
情
を
越
え
た
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ

る
こ
と
は
古
来
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
宗
教
伝
統
内
部
の
思
索
で
あ

る
神
学
や
仏
教
教
学
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
が
、
言
葉
の
問
題

―
―
言
葉
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、
言
葉
と
思
惟
は
ど
う
関
わ
る
か
、

言
葉
と
救
済
な
り
悟
り
な
り
と
は
ど
う
関
わ
る
の
か
、
等
―
―
が
、

そ
れ
と
し
て
あ
ら
た
め
て
問
題
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
二
十
世
紀
中
葉

の
欧
米
の
哲
学
（
ま
た
人
文
社
会
科
学
）
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事

で
も
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
言
語
論
的
展
開
で
あ
る
。
言
葉
へ
の
上
田

の
着
目
な
い
し
こ
だ
わ
り
も
、
思
想
史
的
に
は
、
二
十
世
紀
前
半
か

ら
中
葉
に
か
け
て
の
こ
の
動
向
に
呼
応
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で

き
そ
う
で
あ
る
。
上
田
は
、「
言
語
」
で
は
な
く
「
言
葉
」
と
い
う

語
で
一
貫
し
て
論
じ
て
い
る
が4

、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
「
言
語
」
論

の
一
場
面
と
し
て
見
て
一
般
化
し
て
お
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
文

学
と
宗
教
」
と
い
う
今
大
会
の
テ
ー
マ
と
の
接
合
の
幅
が
拡
が
る
だ

ろ
う
。

な
お
、「
文
学
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
上
田
に
は
、
詩
歌
や

小
説
を
扱
っ
た
魅
力
的
な
論
考
も
多
い5

。
そ
れ
ら
は
当
然
な
が
ら
、

自
身
の
「
言
葉
」
論
を
背
景
に
し
て
い
る
。
彼
の
言
葉
論
、
言
語
論

は
、
文
学
論
で
も
あ
る
。
が
、
以
下
で
は
こ
の
文
学
論
に
は
触
れ
ず
、

そ
の
も
と
に
あ
る
「
言
葉
」
論
の
枢
要
な
論
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、

発
表
者
の
関
心
に
即
し
つ
つ
、
確
認
し
て
お
き
た
い6

。

「
根
源
語
」

上
田
の
言
葉
論
を
構
成
す
る
基
本
語
は
、「
根
源
語
」
で
あ
る
。

総
じ
て
上
田
の
人
間
論
の
視
線
は
、「
人
が
言
葉
を
言
う
」
と
い
う

場
面
に
据
え
ら
れ
て
い
る
が7

、
こ
の
事
態
を
「
根
源
的
」
に
と
ら
え

る
と
き
、
そ
の
「
言
葉
を
言
う
」
と
い
う
事
態
自
体
が
「
根
源
語
」
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れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
「「
純
粋
経
験
」
を
「
根
源
語
」
と

見
た
い
」（
二
ー
三
八
八
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
で
の
「
根
源
語(U

rw
ort)

」
は
、
具
体
的
な
（「
定
在
す
る8

」）
タ

ー
ム
で
あ
る
「
根
本
語(G

rundw
ort)

」
―
―
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

Seyn

、
カ
ン
ト
のVernunft

、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
のto hen

、
大
乗
仏

教
の
「
空
」、
が
例
示
さ
れ
る
―
―
と
は
次
元
が
異
な
る
。
根
源
語

は
、
具
体
的
・
実
定
的
な
言
葉
化
以
前
`

`

の
、
但
し
「
言
葉
（
の
地
平
）

に
出
る
」
と
い
う
動
勢
の
も
と
に
見
ら
れ
た
経
験
の
地
平
に
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
地
平
に
立
つ
こ
と
は
、
根
源
語
を
言
う
人
が
そ
れ
ま
で

そ
の
中
で
生
き
て
い
た
「
言
葉
世
界9

」
か
ら
出
る
（
出
さ
れ
る
、
出

て
し
ま
う
）、
つ
ま
り
「
言
葉
奪
わ
れ
る
」
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
奪
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
奪
わ
れ
た
と
い
う
事
態
自
体
を
根

源
と
し
て
、「
新
た
に
」
言
葉
が
、
そ
れ
ま
で
発
語
者
が
生
き
て
い

た
「
言
葉
の
世
界
」
を
根
源
か
ら
創
り
変
え
る
言
葉
と
し
て
生
ま
れ

る
、
と
す
る
。
こ
の
根
源
的
な
経
験
を
、「
言
葉
か
ら
出
て
言
葉
に

出
る
」
と
言
い
と
め
る
の
で
あ
る
。

純
粋
経
験
は
、
言
葉
が
徹
底
的
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
経
験
で
あ

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
態
を
上
田
は
、「
経
験
」
と
「
言
葉
」
と
い
う
枠
組
み
の

な
か
に
置
い
て
論
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
西
田
幾
多
郎
『
善
の

研
究
』
に
お
け
る
「
純
粋
経
験
」
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、
ど
う

捉
え
た
ら
よ
い
か
を
解
明
す
る
、
と
い
う
問
題
設
定
で
あ
る
。
西
田

自
身
は
お
そ
ら
く
自
覚
的
に
は
問
う
て
い
な
い
言
語
と
い
う
問
題
系

を
、
上
田
は
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
理
解
、
つ
ま
り
は
「
西
田
哲
学
」

理
解
の
た
め
の
重
要
な
視
角
と
し
て
導
入
す
る
。
端
的
に
こ
の
よ
う

に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
経
験
と
言
葉
」
と
い
う
問
題
の
局
面
で
、「
純
粋
経
験
」
は
ど

う
い
う
事
柄
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。〔
中
略
〕
主
客
未

分
の
現
前
で
あ
る
「
純
粋
経
験
」
そ
の
も
の
が
、
言
葉
が
徹
底

的
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
根
本
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
と
一
つ
に
、

言
葉
が
新
た
に
生
ま
れ
る
と
い
う
根
本
経
験
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
根
源
的
な
「
言
葉
の
出
来
事
」
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。（
二
ー
二
九
七
）

純
粋
経
験
自
体
が
、
す
で
に
言
語
の
事
態
で
あ
る
、
と
と
ら
え
ら
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「
分
節
」

根
源
語
に
つ
い
て
は
、（
簡
便
に
過
ぎ
よ
う
が
）
本
稿
の
趣
旨
に

鑑
み
て
以
上
に
止
め
、
こ
の
根
源
語
か
ら
根
本̀
語
が
生
ま
れ
、
さ
ら

に
さ
ま
ざ
ま
な
（「
定
在
す
る
」）
言
語
体
が
産
出
さ
れ
て
く
る
、「
言

葉
に̀
出
る
」
側
面
に
つ
い
て
の
上
田
の
説
明
を
つ
づ
い
て
見
て
お
き

た
い
。
上
田
は
こ
れ
を
、「
分
節
」
と
い
う
、（
ソ
シ
ュ
ー
ル
流
の
？
）

言
語
学
由
来
と
見
え
る
語
で
語
る
。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
、「
純
粋

経
験
の
自
発
自
展
」
で
あ
る
全
「
西
田
哲
学
」
の
展
開
も
、
西
田
の

根
源
語
を
ど
こ
ま
で
も
論
理
的
に
徹
底
し
深
化
拡
張
し
て
い
く
哲
学

的
な
「
分
節
」
と
し
て
、
そ
の
果
て
し
な
い
運
動
を
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る0

。
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
見
方
は
、「
哲
学
的
分
節
」
以
外

の
分
節
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
根
源
語
の

「
文
学
的
分
節
」、「
詩
的
分
節
」
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
上
田
自
身
、「
リ
ル
ケ
の
遺
偈
と
も
い
う
べ
き
」
自
作
墓

碑
銘
を
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
読
み
解
い
て
み
せ
て
い
るa

。

だ
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
分
節
と
文
学
的
分
節b

―
―
「
理
的
分
節
」

と
「
詩
的
分
節
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
（
二
ー
三
〇
五
）
―
―
以
外

り
、同
時
に
言
葉
へ
と
新
た
に
生
ま
れ
る
と
い
う
経
験
で
あ
り
、

そ
れ
が
人
間
の
死
復
活
、
主
体
の
絶
後
再
蘇
で
あ
り
、
そ
れ
と

一
つ
に
新
実
在
の
現
成
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
も
う
少
し
言
い
換
え
て
見
る
と
、「
言

葉
か
ら
出
て
言
葉
に
出
る
」、〔
中
略
〕
そ
う
い
う
運
動
の
極
限
、

そ
の
極
限
運
動
そ
の
も
の
を
根
源
語
と
見
る
わ
け
で
す
。
何

か
「
言
い
得
ざ
る
も
の
」
が
あ
る
と
か
、
何
か
き
ま
っ
た
根
源

語
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。」（
二
ー

三
〇
〇
）

右
の
引
用
で
付
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
上
田
は
、
な
ん
ら
か
実

体
的
な
「
言
葉
以
前
の
地
平
」
自
体
を
そ
れ
と
し
て
想
定
な
い
し
イ

メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
こ
と
は
拒
む
。
純
粋
経
験
と
は
、「
言
葉
か
ら

出
て
言
葉
に
出
る
」
と
い
う
「
運
動
」
の
真
相
を
極
限
ま
で
純
化
し

て
、
そ
の
「
極
限
運
動
」
自
体
を
と
ら
え
る
、
あ
る
意
味
で
は
形
式

的
な
把
握
と
も
見
え
る
。
根
源
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
特
定
の
対
象

の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。（
だ
か
ら
根

源
語
か
ら
発
せ
ら
れ
る
根
本
語
は
多
様
で
あ
り
う
る
。）
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上
田
の
言
葉
論
は
、
つ
ね
に
、
言
葉
を
言
う
「
人
の
経
験
」
と
「
一

つ
に
」
考
え
ら
れ
て
い
る
。

根
源
語
と
そ
の
分
節
を
め
ぐ
る
上
田
の
論
は
、
よ
り
立
ち
入
っ
た

検
討
を
誘
う
が
、こ
こ
で
も
以
上
に
と
ど
め
、続
い
て
そ
う
し
た
「
言

葉
を
言
う
人
」
と
い
う
視
点
、
つ
ま
り
言
葉
は
「
人
が
言
う
」
も
の

だ
と
す
る
把
握
、
ま
た
言
葉
が
言
わ
れ
る
「
場
」
を
め
ぐ
る
論
を
見

て
お
き
た
い
。

「
人
」
が
「
言
う
」
も
の
と
し
て
の
言
葉

上
田
の
言
葉
論
は
、「
人
が
人
に
言
う
」
も
の
と
し
て
の
言
葉
の

考
察
に
も
展
開
し
て
い
る
。
言
葉
に
は
つ
ね
に
、「
私
」
が
「
あ
な

た
（
汝
）」
に
言
う
、
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
こ
の
面
の
考
察
は
、

西
田
の
重
要
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
だ
ろ
う
「
私
と
汝d

」
を
受
け
つ
つ
、

「
も
は
や
、
単
純
に
「
私
と
汝
」
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
で
あ
ろ
う
」

（
四
ー
二
九
五
）、「「
個
と
個
」
の
窮
極
的
な
場
所
」（
四
ー
二
九
四
）

の
開
示
に
ま
で
進
ん
で
い
く
。
そ
れ
は
、
西
田
の
よ
く
引
く
禅
語
で

は
「
億
劫
相
別
れ
て
須
臾
を
も
離
れ
ず
尽
日
相
対
し
て
刹
那
も
対
せ

ぬe

」、
絶
対
無
の
場
所
に
於
け
る
人
と
人
と
の
（「
逆
対
応
」
的
な
）

に
も
、
こ
れ
と
類
比
的
な
い
し
拡
張
的
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
的
分

節
な
い
し
非
言
語
的
な
―
―
た
と
え
ば
身
体
行
為
に
よ
る
―
―
分
節

も
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
し
、
純
粋
経
験
＝
根
源
語
の
成
る
水
準

を
本
来
の
意
味
で
の
「
宗
教
」
の
水
準
と
す
る
な
ら
ば
、
多
様
な
形

態
を
と
る
「
宗
教
言
語
」
は
そ
の
分
節
の
諸
様
態
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
言
葉
へ
の
「
出
方
」
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
。

さ
ら
に
、
上
田
は
、「
分
節
」
に
か
ん
し
て
、「
第
一
次
分
節
、
第

二
次
分
節
」
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し
て
い
る
。
根
源
語
の
第
一
次

分
節
で
あ
る
哲
学
の
根
本
語
彙
（
根
本
語
）
や
詩
作
品
（
の
核
を
な

す
一
句
）
に
つ
い
て
、
そ
の
「
意
味
」
を
理
論
的
に
「
説
明
」
し
、

あ
る
い
は
一
篇
の
作
品
に
彫
琢
し
て
い
く
こ
と
で
生
ま
れ
る
言
語
態

が
、
根
源
語
の
第
二
次
の
分
節
と
さ
れ
るc

。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
根

源
語
→
第
一
次
分
節
→
第
二
次
分
節
と
い
う
、
あ
る
種
の
発
出
関

係
に
あ
る
水
準
分
け
が
な
さ
れ
る
。
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
第
三
次
以
降

の
分
節
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
言
語
上
の
諸
段
階

は
、「
自
覚
の
事
と
し
て
」
は
、「
覚
」	

→
「
自
覚
」	

→
「「
自
己
－
世
界
」

理
解
」、
の
三
位
相
と
対
応
さ
せ
ら
れ
て
も
い
る
（
二
ー
三
〇
八
）。
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「
言
う
こ
と
自
体(D

ire)

」
と
そ
こ
で
「
言
わ
れ
た
言
葉(dits)

」
を

は
っ
き
り
区
別
す
る
。
上
田
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
、
言
葉
と
い
う
も
の

を
、「
言
わ
れ
た
言
葉
」（
こ
れ
は
特
定
の
「
定
在
す
る
」
言
語
に
よ

っ
て
書
記
化
さ
れ
う
る
）
と
は
区
別
さ
れ
た
、
そ
れ
自
体
で
は
書
記

化
さ
れ
な
い
「（
私
の
汝
へ
の
）
関
わ
り
自
体
」
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
。
そ
し
て
上
記
の
よ
う
に
、
上
田
は
こ
の
「
関
わ
り
」
を
、「
向

か
い
合
い
つ
つ
向
か
い
合
わ
な
い
」、「
向
か
い
合
わ
な
い
と
い
う
仕

方
で
向
か
い
合
う
」（
四
ー
二
九
五
）、
い
わ
ば
関
わ
る
こ
と
の
な
い

関
わ
り
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
ブ
ー
バ
ー
や
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
ま
た
続
い
て
見
る
よ
う
に
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
属
す

る
「
人
格
的
一
神
教
」
の
伝
統
の
中
で
の
思
惟
と
、
上
田
ら
の
属
す

る
仏
教
な
い
し
禅
仏
教
の
そ
れ
と
の
、
重
要
な
対
比
考
察
が
な
さ
れ

る
べ
き
問
い
地
平
が
浮
か
び
出
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
上
田
は
、
言
葉
を
、
そ
れ
を
言
う
「
人
」
と
切
り

離
さ
ず
に
捉
え
る
視
点
を
つ
ね
に
確
保
し
つ
つ
、
言
葉
を
論
じ
、
ま

た
読
ん
で
い
る
。
言
葉
に
は
、
そ
れ
を
言
う
／
言
わ
れ
る
「
人
」
の

い
わ
ゆ
る
境
涯
と
発
話
の
位
相
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
つ
ね
に
組
み

共
同
性
の
地
平
に
到
る
の
だ
ろ
う
が
（
四
ー
二
七
四
、二
九
三
、等
）、

そ
の
原
態
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
禅
問
答
、
、

を
範
型
と
す
る

「
人
と
人
」（
と
い
う
「
二
人
」）
の
「
間
」
に
現
成
す
る
「
啐
啄
同
時
」

の
応
答
の
出
来
事
だ
ろ
う
。「「
お
い
！
」「
は
い
！
」
の
呼
応
は
そ

れ
だ
け
で
す
で
に
存
在
の
交
わ
り
の
究
極
で
あ
り
、
人
間
存
在
の
充

実
で
あ
る
」（
四
ー
二
七
九
）。
そ
こ
で
は
、「
人
（
ひ
と
・
に
ん
）」
は
、

言
葉
を
言
い
／
聞
く
（
言
わ
れ
る
）、
言
葉
の
主
体
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
方
向
か
ら
の
言
語
の
探
究
は
、ブ
ー
バ
ー
の
『
我
と
汝
』

に
お
け
る
「
根
本
語
」
論
を
つ
ね
に
参
照
し
出
発
点
に
し
て
い
る
。

ブ
ー
バ
ー
等
の
人
称
言
語
論
も
、
広
義
の
言
語
論
的
転
回
の
一
翼
を

担
う
も
の
だ
っ
た
と
見
る
な
ら
、「
個
に
対
し
て
個
」と
し
て
人
間
を
、

つ
ま
り
「
人
」
を
捉
え
る
態
度
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、
第
一
哲
学

と
し
て
の
倫
理
を
説
く
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
論
へ
の
参
照
を
誘
う
。

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
盟
友
だ

っ
た
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
か
ら
深
く
学
び
つ
つ
、
言
語(langage)

を
他
者
と
の
関
わ
り
の
本
質
的
あ
り
方
と
し
て
捉
え
て
、（
他
者
に
）
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と
い
っ
た
、
命
題
と
し
て
言
語
化
さ
れ
る
「
客
観
的
真
理
」
の
受

容
以
前
に
、「
神
が
わ
た
し
（
た
ち
）
に
言
葉
を
語
っ
た
」
と
い
う

「
経
験
」
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一
神
教
の
根
本
に
あ
る
。
そ
の
範
型

的
場
面
と
し
て
、
当
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
神
の
言
葉
が
臨
む
場
面
、
あ

る
い
は
モ
ー
セ
へ
の
神
名
の
決
定
的
開
示
の
出
来
事
が
挙
げ
ら
れ
る

だ
ろ
うh

。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
も
モ
ー
セ
も
、
神
の
言
葉
、
呼
び
か
け
―
―

「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
よ
」
―
―
を
受
け
て
、
直
ち
に
、
つ
ま
り
な
ん
ら
の

躊
躇
い
も
疑
念
も
な
く
「
純
粋
に
」、「
啐
啄
同
時
」
的
に
、「
ヒ
ネ

ー
ニ
ー(hinneni)

」（「
は
い
！
」「
わ
た
し
は
こ
こ
に(here I am

, 

m
e-voici)

」）
と
応
え
る
。
こ
の
「
言
葉
の
呼
応
」
が
、
ア
ブ
ラ
ハ

ム
的
一
神
教
に
お
け
る
純
粋
経
験
＝
根
源
語
、
な
い
し
そ
の
位
相
に

想
定
さ
れ
て
よ
い
事
柄
と
思
わ
れ
るi

。

「
神
」
と
い
う
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
無
相
」
の
、
人
間
な
ら

ざ
る
「
サ
ム
シ
ン
グ
グ
レ
ー
ト
」、「
無-

限
（
者
）(In-finite)

」
あ

る
い
は
「
絶-

対
（
者
）(A

b-solute)

」
と
い
っ
た
否
定
辞
を
も
っ

て
し
か
名
づ
け
得
ぬ
、
つ
ま
り
実
定
的
な
い
し
「
定
在
」
的
に
は

「
無
」
で
あ
る
者
が
、
人
に
「
対
し
て
」、
呼
格
を
以
て
言
葉
を
言
い
、

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
人
格
神
的
唯
一
神
教
」
に
お
け
る
「
根
源
語
」

さ
て
、
本
稿
の
目
的
は
、「
東
西
宗
教
」
の
比
較
と
い
う
大
き
な

問
い
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
具
体
的
に
は
、
上
田
の
言
語
論
を
参
照

し
つ
つ
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
神
秘
主
義
的
な
」
詩
作
品
を
読
む
方

途
を
探
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が

属
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
―
―
そ
の
基
本
性
格
を
本
稿
で
は
、
い
わ

ゆ
る
人
格
神
を
奉
ず
る
唯
一
神
教
（「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一
神
教
」）
と

捉
え
て
お
く
―
―
と
、
上
田
の
言
語
論
が
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
宗

教
伝
統
で
あ
る
禅
仏
教
と
は
、
基
本
的
思
惟
構
造
を
異
に
し
て
い

るf

。
そ
こ
で
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
作
品
世
界
に
向
か
う
前
に
、
彼

が
属
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、「
純
粋
経
験
と
根
源
語
」
が

基
本
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
私
観
を
陳

べ
て
お
き
た
い
。

仏
教
が
釈
迦
の
「
悟
り
」
を
根
本
に
据
え
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト

教
（
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
も
同
様
だ
ろ
う
）
は
神
の
「
啓
示
」

を
根
本
に
、
あ
る
い
は
根
源
に
据
え
るg

。「
唯
一
の
神
が
存
在
す
る
」
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な
ら
ぬ
）
あ
な
た
（
二
人
称
単
数
）」
に
わ
た
し
（
た
ち
）
が
選
ば

れ
た
こ
と
で
成
立
す
る
濃
密
な
情
念
を
伴
っ
た
関
係
性
で
あ
り
、
そ

の
関
わ
り
自
体
の
性
格
か
ら
し
て
、「
あ
な
た
」
以
外
の
者
へ
の
類

似
の
か
か
わ
り
を
許
容
し
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば「
排
他
的
一
神
教
」

で
あ
る
。
こ
の
、「
あ
な
た
だ
け
」
に
繋
が
ら
ん
と
す
る
関
係
性
は
、

主
と
僕
し
も
べ（
王
と
臣
民
）
の
「
忠
誠
」
関
係
に
「
準
え
て
」
語
ら
れ
る

が
、
ま
た
、
男
と
女
の
「
恋
愛
（
夫
婦
）」
関
係
に
準
え
ら
れ
る
こ

と
も
多
いk

。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
も
そ
の
伝
統
の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
「
婚
姻

神
秘
主
義
」
は
、
こ
の
恋
愛
を
根
本
比
喩
と
し
て
、
神
と
人
と
の
呼

応
、
応
答
的
関
係
性
を
、
生
き
、
極
め
、
語
ろ
う
と
す
る
。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
根
源
語
」
と
「
詩
的
分
節
」

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
（Juan de la C

ruz, 1542–1591

）
は
詩
人
神
秘

家
と
言
わ
れ
る
。
彼
の
い
く
つ
か
の
詩
は
た
し
か
に
ス
ペ
イ
ン
語
詩

史
上
の
珠
玉
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
が
「
詩
人
神
秘
家
」
と
言

わ
れ
て
よ
い
の
は
、
作
品
の
質
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
神
秘
思
想
」

そ
れ
と
（
ほ
と
ん
ど
）
同
時
に
人
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
な
り
モ
ー
セ
な
り

の
預
言
者
、
潜
在
的
に
は
す
べ
て
の
人
間
）
が
、「
は
い
、
こ
こ
に
」

と
（
自
ら
を
神
へ
の
対
格
と
し
つ
つ
）
応
ず
る
と
い
う
、
呼
応
の
経

験
が
、
人
格
神
的
唯
一
神
教
の
根
本
だ
と
思
わ
れ
るj

。
た
だ
し
、
こ

の
伝
統
で
は
、そ
う
し
て
（「
宗
教
」
的
）「
主
体
」
と
な
る
人
間
は
、

そ
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
ま
ず
「
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
ら
れ
に
応

じ
て
」、
自
ら
（「
は
い
」
と
）
言
葉
を
言
う
主
体
（「
我
は
・
私
は
」

と
い
う
主
格
＝
主
体
）
と
な
る
、
と
い
う
順
序
は
は
っ
き
り
し
て
い

る
。
だ
か
ら
人
間
は
「
被、
造
物
」
な
の
で
あ
る
。「
呼
ば
れ
て
応
ず

る
主
体
」
と
し
て
の
位
相
に
お
い
て
人
間
を
捉
え
て
い
る
、
と
言
っ

て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
現
代
の
エ
ジ
プ
ト
学
者
ヤ
ン
・
ア
ス
マ
ン
は
、
宗
教
史

学
な
い
し
比
較
宗
教
学
的
観
点
に
立
っ
て
、
こ
う
し
た
「
人
格
神
的

唯
一
神
教
」
の
成
立
を
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
に
お
け
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
モ

ー
セ
（
に
率
い
ら
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
）
と
の
「
人
格
的
」
関
係

の
精
錬
に
見
て
、
こ
れ
を
「
忠
誠(Loyalty)

の
一
神
教
」
と
性
格

づ
け
て
い
る
。
こ
の
「
忠
誠
」
は
、多
く
あ
る
神
々
の
中
か
ら
、「（
他
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め
て
い
た
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア(Teresa de Á

vila, 1515–1586)

に

見
込
ま
れ
、
改
革
運
動
を
男
子
会
に
も
広
げ
る
最
初
の
メ
ン
バ
ー
三

人
の
一
人
と
な
る
。
大
学
を
中
退
し
、
厳
し
い
修
道
生
活
の
実
践
に

乗
り
出
す
が
、
改
革
運
動
は
一
方
で
激
し
い
反
撥
を
生
み
、
運
動
の

中
心
メ
ン
バ
ー
と
見
ら
れ
て
い
た
彼
は
、
一
五
七
七
年
一
二
月
、
反

改
革
派
に
よ
っ
て
ト
レ
ド
の
修
道
院
に
拉
致
さ
れ
監
禁
さ
れ
て
し
ま

う
。
運
動
か
ら
の
離
脱
を
日
々
迫
ら
れ
る
過
酷
な
環
境
の
中
、
体
力

の
衰
え
か
ら
生
命
の
危
機
さ
え
感
じ
た
彼
はl

、
翌
年
八
月
半
ば
の
あ

る
日
、
深
夜
、
決
死
の
脱
走
を
試
み
、
幸
い
に
も
当
地
の
改
革
派
女

子
修
道
院
に
逃
げ
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
判
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
監
禁
生
活
の
経
験
が
決
定
的
だ
っ
た
こ
と
は
十
分
推

測
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
こ
の
幽
囚
の
日
々
の
中
で
「
詩
人
」

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
脱
出
の
と
き
唯
一
携
え
て
い
た
の
は
、

見
張
り
役
の
修
道
士
に
も
ら
っ
た
と
い
う
小
さ
な
手
帳
だ
っ
た
が
、

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
、
監
禁
の
小
部
屋
で
生
ま
れ
た
数
篇
の

詩
歌
だ
っ
た
。
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
の
主
要
な
著
作
は
す

―
―
彼
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
言
っ
て
も
よ
い
―
―
に
と
っ
て
、
詩

を
「
書
く
」（
こ
れ
は
彼
の
場
合
、「
歌
う
・
詠
う
」
に
近
い
）
こ
と
が
、

「
思
想
の
文
学
的
表
現
」
と
い
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
本
質

的
・
根
源
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
を
書
く
・
詠

う
こ
と
は
、
彼
の
神
秘
思
想
の
、
あ
る
い
は
彼
自
身
の
「
根
源
語
＝

純
粋
経
験
」
に
直
結
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
上
田
の
言

語
論
を
参
照
し
つ
つ
、
つ
ま
り
そ
の
言
葉
論
の
基
本
語
彙
を
用
い
つ

つ
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
の
、
と
り
わ
け
そ
の
詩
の
言
葉

の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
私
見
を
述
べ
た
い
。

「
詩
人
神
秘
家
」
誕
生
の
経
緯

ま
ず
、
彼
が
「
詩
人
神
秘
家
」
で
あ
る
所
以
を
、
つ
ま
り
、
彼
の

詩
と
神
秘
思
想
の
同
時
的
成
立
の
次
第
を
、
伝
記
的
事
実
か
ら
見
て

お
く
。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
若
く
し
て
観
想
修
道
会
カ
ル
メ
ル
会
に
入
会

し
た
。
現
世
を
離
脱
し
た
観
想
生
活
の
な
か
で
、
神
と
の
合
一
の
生

を
生
き
る
こ
と
が
彼
の
願
い
だ
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学

の
神
学
課
程
に
進
ん
だ
こ
ろ
、
女
子
カ
ル
メ
ル
会
の
改
革
運
動
を
始
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も
の
が
た
り
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。）

• 

「〈
バ
ビ
ロ
ン
の
流
れ
の
ほ
と
り
に
て
〉
を
め
ぐ
る
ロ
マ
ン
セ
」

（
詩
編
第
一
三
六
篇
の
神
学
的
翻
案
・
敷
衍
）

さ
て
、
上
田
の
言
語
論
を
参
照
す
る
な
ら
、
こ
の
ト
レ
ド
の
数

か
月
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
、
文
字
ど
お
り
「
言
葉
を
奪

わ
れ
る
」
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え
る
。
改
革
運
動
を
貫
く
こ
と
は
、

修
道
士
と
し
て
の
要
件
で
あ
る
長
上
へ
の
従
順
の
誓
い
を
破
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
自
身
が
そ
の
中
で
生
き
て
き
た
宗
教
的
秩
序

か
ら
、
敢
え
て
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
決
意
を
、
度
重
な
る

強
迫
に
抗
し
て
貫
き
と
お
す
に
際
し
て
は
、
そ
の
離
脱
行
為
を
敢
え

て
な
す
根
拠
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
す
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
か
く
て
、
こ
の
捕
囚
の
数
ヶ
月
の
間
―
―
「
バ
ビ
ロ
ン
の
流
れ

の
ほ
と
り
に
」
の
ロ
マ
ン
セ
は
、
彼
が
こ
の
境
遇
を
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚

に
準
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
―
―
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は

自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
を
根
底
か
ら
・
根
源
か
ら
経
験
し
直
す
。
根
源

に
遡
っ
て
こ
そ
「
改
革
」
は
な
さ
れ
う
る
。
そ
う
し
た
遡
源
は
、
だ

か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
「
言
葉
世
界
」
か
ら
「
出
る
」
こ
と
で
あ
り
、

べ
て
、
こ
れ
ら
自
作
の
詩
に
込
め
ら
れ
た
「
意
味
」
を
自
身
が
「
解

明(declarar)

」
す
る
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
神
秘
思
想
」
は
、
こ
の
幽
閉
体
験
の
中
で

初
め
て
言
葉
と
な
り
、
そ
の
言
葉
の
か
た
ち
は
「
詩
」
だ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
るm

。

手
帳
に
記
さ
れ
て
い
た
作
品
は
以
下
の
四
篇
で
あ
る
（
題
名
は
す

べ
て
通
称n

）。

• 

「
霊
の
讃
歌(Cántico Espiritual)

」（A

版
と
呼
ば
れ
る
最
初
の

形
態
の
「
第
三
十
一
歌
」
ま
で
。
こ
の
作
品
は
、
そ
の
後
数
次

に
わ
た
っ
て
増
補
さ
れ
、
構
成
も
大
き
く
手
を
加
え
ら
れ
て
、

最
終
的
に
は
四
十
の
「
歌(canción)

」
か
ら
な
るB

版
に
ま

で
到
る
。
最
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
。）

• 

「
夜
な
れ
ど(Aunque es de noche)

」（
後
述
）

• 

「「
初
め
に
言
葉
あ
り
き
」
を
め
ぐ
る
ロ
マ
ン
セ
」（「
ロ
マ
ン
セ

(rom
ance)

」
と
は
、
平
易
な
叙
事
歌
謡
の
形
式
、
お
よ
び
こ

の
形
式
で
書
か
れ
た
作
品
を
言
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
創
造
か

ら
受
肉
ま
で
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
理
解
の
根
幹
が
平
易
な
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と
い
う
独
特
な
形
式
に
よ
っ
て
自
ら
の
叙
述
を
も
行
う
。
十
字
架
の

ヨ
ハ
ネ
が
「
言
葉
に
出
た
」
最
初
の
言
葉
の
か
た
ち
、「
根
源
語
」

の
第
一
次
分
節
が
「
詩
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
解
明
」
は
そ

の
第
二
次
分
節
（
根
本
語
の
詩
篇
へ
の
作
品
化
を
第
二
次
分
節
と
す

る
な
ら
、
自
作
詩
へ
の
自
註
は
第
三
次
分
節
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。と

こ
ろ
が
ほ
ど
な
く
し
て
改
革
派
内
部
で
の
路
線
対
立
が
発
生

し
、
現
世
か
ら
の
離
脱
を
強
調
す
る
彼
の
修
道
思
想
、「
無(nada)

」

の
教
説
は
、
極
端
な
も
の
と
危
険
視
さ
れ
、
会
の
中
枢
か
ら
外
さ
れ

て
い
く
。
一
五
九
一
年
に
は
い
っ
さ
い
の
職
を
解
か
れ
て
ア
ン
ダ
ル

シ
ア
の
小
修
道
院
に
「
追
放
」
さ
れ
、
そ
の
数
か
月
後
、
五
十
歳
を

目
前
に
熱
病
で
急
逝
す
る
。

詩
的
根
本
句
：
「
夜
な
れ
ど
」

「
夜
な
れ
ど
」
と
通
称
さ
れ
る
詩
は
、「
霊
の
讃
歌
」、「
暗
夜
」、「
愛

の
生
け
る
炎
」
の
詩
的
洗
練
度
は
な
い
素
朴
な
語
り
口
の
さ
く
い
頻

だ
が
、
詩
人
神
秘
家
が
歌
っ
た
最
初
の
詩
篇
の
一
つ
で
あ
り
、
十
字

架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
根
本
語
」
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
る
。
あ
ま
り

そ
の
意
味
で
は
「
言
葉
の
外
」
で
確
か
め
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
（
教
）

経
験
が
、新
た
に
、上
田
の
言
う
根
源
語
と
な
っ
て
「
言
葉
に
出
て
」、

定
在
す
る
作
品
と
し
て
結
晶
し
た
形
態
が
、
上
に
列
記
し
た
詩
編
群

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
か
で
も
「
夜
な
れ
ど
」
と
よ

ば
れ
る
作
品
は
、
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
溢
れ
来
た
る
「
根
源
」
に
つ

い
て
、
源
の
極
め
が
た
い
夜
の
泉
を
比
喩
と
し
て
歌
っ
て
お
り
、
そ

こ
で
は
「
夜
」、
な
い
し
「
夜
だ
け
れ
ど
」
と
い
う
一
句
が
、
ま
さ

に
上
田
の
言
う
根
本
語(G

rundw
ort)

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
さ
ま

を
い
さ
さ
か
て
い
ね
い
に
見
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
こ

う
し
て
「
詩
人
神
秘
家
」
と
な
っ
た
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
後
半
生
を

ご
く
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。

ト
レ
ド
の
幽
閉
を
逃
れ
て
以
降
も
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
改
革
派

の
重
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
お
も
に
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地
域
で
活
動
を
続

け
る
。
そ
の
間
、
改
革
派
の
勢
い
は
次
第
に
増
し
、
一
五
八
○
年
に

は
改
革
派
が
独
立
を
認
め
ら
れ
、
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
が
成
立
す
る
。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
霊
的
指
導
者
の
一
人
と
し
て
声
望
を
が
高
ま

り
、
新
修
道
会
の
運
営
活
動
の
傍
ら
、
自
作
詩
へ
の
註
解
（「
解
明
」）
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じ
込
め
ら
れ
て
い
た
、
高
い
壁
に
小
さ
な
穴
窓
が
あ
る
ば
か
り
の
昼

で
も
薄
暗
い
小
部
屋
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
根
本
的
に
は
、
神
と
切

り
離
さ
れ
て
あ
る
「
こ
の
世
の
生
」
全
般
の
こ
と
を
言
う
も
の
と
感

じ
ら
れ
る
。
こ
の
窮
境
、
流
謫
の
境
涯
に
あ
り
つ
つ
、
に
も
か
か
わ

ら
ず(aunque)

わ
た
し
は
い
の
ち
の
水
を
湧
き
出
て
や
ま
な
い
「
あ

の
泉
」を「
な
ん
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
！
」（
構
文
は
感
嘆
文
）、

と
言
い
得
て
い
る
。
こ
の
確
信
、
確
か
な
信
に
は
、
不
壊
の
強
さ
が

こ
も
る
。
こ
う
言
い
得
た
－
－
言
葉
に
出
た
－
－
こ
と
で
、
彼
は
詩

人
に
な
り
神
秘
家
に
な
っ
た
。

続
く
詩
連
は
、「
知
っ
て
い
る
」
内
容
で
あ
る
彼
の
キ
リ
ス
ト
教

神
学
理
解
の
根
幹
を
、
夜
の
泉
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
一
気
に
歌
う

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
か
ん
た
ん
に
辿
っ
て
お
く
。
第
一
連
で
は
こ

の
泉
―
―
「
神
」
と
言
っ
て
よ
い
―
―
が
「
隠
さ
れ
て
い
る(escon-

dida)

」
こ
と
が
言
わ
れ
、
第
三
連
で
は
（
第
二
連
は
別
人
の
補
作
と

見
る
）、
そ
れ
が
「
底
無
し
・
無
底
」
で
あ
る
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。

泉
の
「
在
処
・
湧
き
出
る
場
所(su m

anida)

」
は
た
し
か
に
知
っ

て
い
る
が
（
第
一
連
）、「
そ
の
は
じ
ま
り(origen)

を
わ
た
し
は
知

注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
彼
の
神
学
理
解
の
根
幹
が
歌
わ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

作
品
は
、
各
十
一
音
節
か
ら
な
る
二
行
詩
に
リ
フ
レ
イ
ン
が
付

さ
れ
た
三
行
を
一
連
と
す
る
全
十
三
連
か
ら
な
る
がo

、
そ
の
前
に

い
わ
ば
「
題
辞
句
」
と
し
て
、「
た
し
か
に
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る

(Q
ué bien yo)　

湧
き
出
て
流
れ
る
あ
の
泉
を(la fonte que m

ana 

y corre)

／
い
ま
は
夜
だ
け
れ
ど(Aunque es de noche)

。」
の
二
行

が
掲
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
詩
型
上
は
、
上
記
の
三
作

品
と
と
も
に
「
歌(canción)

」
と
分
類
さ
れ
る
。

「
い
ま
は
夜
だ
け
れ
ど
」
は
「
わ
た
し
は
た
し
か
に
知
っ
て
い
る
」

に
か
か
る
。こ
の
題
辞
句
だ
け
で
な
く
、ほ
ぼ
各
連
に
書
か
れ
る「（
わ

た
し
は
）
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
主
文
の
従
属
節
と
し
て
、「
夜
に

も
か
か
わ
ら
ず
わ
た
し
が
知
っ
て
い
る
」
内
容
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
歌
わ

れ
て
い
く
、
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
詩

の
「
夜
」
は
、「
わ
た
し
」
が
現
に
置
か
れ
て
い
る
境
遇
で
あ
で
あ
り
、

「
わ
た
し
」
と
は
、
ま
ず
は
作
者
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
自
身
の
一
人
称

と
と
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
「
夜
」
は
、
具
体
的
に
は
、
彼
が
終
日
閉
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三
位
一
体
の
神
も
こ
の
神
の
根
源
・
根
源
で
あ
る
神
の
泉
か
ら
発

し
て
い
る
。
こ
の
「
泉(fuente)

」
か
ら
「
流
れ(corriente)

」
が
「
生

ま
れ(nace)

」（
第
八
連
）、
さ
ら
に
こ
の
泉
と
流
れ
の
「
二
つ
か
ら

発
す
る(procede)

流
れ
」（
第
九
連
）
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
い

ず
れ
も
第
三
の
流
れ
に
先
だ
つ(precede)

も
の
で
は
な
い
、
と
言

わ
れ
て
い
る
（
同
）。
こ
の
い
さ
さ
か
不
自
然
な
言
葉
遣
い
が
、
父

が
子
を
生
み
そ
の
両
者
か
ら
聖
霊
が
発
出
す
る
が
三
者
は
先
後
関
係

に
は
な
い
と
い
う
（
西
欧
的
）
三
位
一
体
論
の
基
本
を
言
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
流
れ
は
「
と
て
も
豊
か

(tan caudalosas)

」
で
、「
地
獄
も
天
も
人
々
も
」
潤
し
て
い
く
（
第

七
連
）。

そ
し
て
末
尾
の
三
連
で
は
、「
こ
の
永
遠
の
泉(aquesta fonte 

eterna)

」
が
「
こ
の
い
の
ち
の
パ
ン(este vivo pan)

」
に
「
隠
さ
れ

て
い
る(escondida)

」
こ
と
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
最
大
の
秘
義
と

も
い
え
る
聖
体
が
歌
わ
れ
る
。
泉
か
ら
流
れ
出
る
「
い
の
ち
の
水
」

が
、「
い
の
ち
の
パ
ン
」
に
隠
れ
て
い
ま
眼
前
に
届
い
て
い
る
こ
と

を
讃
え
て
終
わ
る
。「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
み
な　

こ
こ
に
呼

ら
な
い　

は
じ
ま
り
な
ど
な
い
の
だ
か
ら
」（
第
三
連
）
と
言
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
「
は
じ
ま
り
」
は
、
泉
の
さ
ら
に
水
源
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
、
い
わ
ば
「
神
（
＝
泉
）
の
始
源
」
の
こ
と
と
し
て

よ
い
。
し
か
し
そ
の
始
源
は
知
ら
れ
え
な
い
。
あ
る
い
は
「
知
る
」

と
い
う
か
た
ち
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。「
よ
く
知

っ
て
い
る
」と
言
え
る
の
は
、「
こ
の
泉
に
は
底(suelo)

が
な
く
、
、

」（
第

五
連
）、「
誰
も
泉
を
渉
れ(vadealla)
な
い
、
、

」（
同
）こ
と
ま
で
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
神
を
不
可
知
の
無
限
・
無
底

と
す
る
、「
非
知(nosaber)

」
と
「
無(nada)
」
の
神
観
の
系
譜
に

連
な
っ
て
い
る
。
泉
と
し
て
の
神
は
、「
す
べ
て
の
は
じ
ま
り(todo 

origen)

が
そ
こ
か
ら
湧
き
出
て
く
る
」（
第
三
連
）
け
れ
ど
、
そ
れ

自
体
は
果
て
が
無
く
、
極
め
え
ず
、
知
り
得
な
い
。
し
か
し
こ
の
夜

の
泉
は
光
の
源
で
も
あ
る
。「
す
べ
て
の
光
は
そ
こ
か
ら
輝
き
出
て

い
る
」（
第
六
連
）、「
こ
れ
に
ま
さ
っ
て
美
し
い
も
の
は
な
い
」（
第

四
連
）、
し
か
し
そ
れ
自
体
は
見
え
な
い
、「
翳
り
ひ
と
つ
な
い
透
明

な
明
る
さ(su claridad nunca es oscurecida)

」（
第
六
連
）
で
あ
る
。

神
性
の
流
れ
る
光
源
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
も
と
で
、
神
と
の
合
一
に
向
け
て
じ

っ
さ
い
に
変
容
し
て
い
く
魂
の
経
験
の
具
体
相
を
語
る
こ
と
が
彼
の

言
語
作
品
の
一
貫
し
た
課
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
無
底

の
神
そ
の
も
の
へ
の
観
入
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
神
へ
の
「
信
・
信

仰(fe p)

」
に
よ
っ
て
見
え
な
い
神
と
か
か
わ
る
こ
の
世
の
生
の
あ
り

方
を
と
ら
え
る
「
夜
だ
け
れ
ど
」
の
一
句
が
、
彼
の
神
秘
思
想
の
根

本
語
と
な
る
。
詩
篇
の
印
象
と
し
て
も
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
し
て
繰
り

返
さ
れ
る
ご
と
に
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
増
し
深
め
て
い
く
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
「
夜
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
全
編
を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
「
夜
」

の
雰
囲
気
に
「
詩
的
に
」
込
め
ら
れ
て
い
る
含
意
が
展
開
（「
分
節
」）

さ
れ
て
、
こ
の
詩
作
品
と
し
て
結
晶
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

暗
示
さ
れ
て
い
る
神
学
的
内
容
に
、
詩
行
の
韻
律
と
発
音
と
イ
メ
ー

ジ
の
生
む
効
果
に
よ
っ
て	

、
概
念
的
理
解
と
は
別
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、

実
感
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
意
味
で
、「
夜
（
な
れ
ど
）」

は
た
し
か
に
、
詩
人
神
秘
家
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
根
本
語
」
な
い

し
「
根
本
句
」
と
見
う
る
。
事
実
、
彼
の
重
要
な
詩
作
品
は
み
な
夜

を
場
面
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
詩
篇
の
「
解
明
」
と
し
て

ば
れ
て
い
る
／
暗
い
中　

こ
の
水
で
満
ち
た
り
る
よ
う
に
と
。
／
い

ま
は
夜
だ
か
ら(porque es de noche)

」（
第
十
二
連
）。
こ
の
連
だ

け
、
リ
フ
レ
イ
ン
は
「
夜
だ
け
れ
ど
」
で
は
な
く
「
夜
だ
か
ら
」
と

な
っ
て
い
て
、
神
の
始
源
・
源
泉
に
発
す
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
ド

ラ
マ
が
眼
前
一
個
の
パ
ン
一
挙
に
収
斂
し
て
、
こ
の
世
の
暗
さ
を
生

き
る
糧
と
な
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。「
わ
た
し
が
願
う
こ
の
い
の

ち
の
泉(A

questa viva fuente)
／
そ
れ
を
わ
た
し
は　

こ
の
い
の
ち

の
パ
ン
の
な
か
に(este pan de vida)

み
つ
け
ま
し
た
／
い
ま
は
夜

な
の
に
。」（
最
終
連
）

こ
こ
で
は
論
及
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
二
篇
の
「
ロ
マ
ン
セ
」
と

と
も
に
、
こ
の
ト
レ
ド
の
暗
い
小
部
屋
の
な
か
で
書
か
れ
た
彼
の
最

初
の
詩
作
品
は
、
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
根
幹
を
、
詩
の
言
葉

と
し
て
、
つ
ま
り
習
得
し
た
神
学
概
念
を
な
ぞ
る
の
で
は
な
く
自
身

の
経
験
か
ら
語
り
歌
う
言
葉
と
し
て
、
言
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
テ
ー
マ
と
し
て
は
三
位
一
体
以
前
の
神
の
根
源
か
ら
聖

体
の
秘
蹟
に
ま
で
及
ぶ
こ
の
詩
篇
の
「
神
学
的
」
解
明
は
、
書
か
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
神
観
を
思
弁
的
に
極
め
て
い
く
の
は
な
く
、
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箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。「
風
が
そ
よ
ぎ
／
小
夜
鳴
き
鳥
の
甘
い
歌
が

き
こ
え
る
。
／
繁
る
木
立　

そ
の
麗
し
さ
。
／
そ
ん
な
静
か
な
夜

に
／
燃
や
し
尽
く
し
て　

で
も
苦
し
く
は
な
い　

炎
が
燃
え
て
い

る
。(El aspirar del aire,/ el canto de la dulce filom

ena,/ el soto y 

su donaire,/ en la noche serena,/ con llam
a que consum

e y no da 

pena.)

」
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
夜
」
は
、
修
道
者
に
い
わ
ゆ
る
「
魂
の
暗

夜
」
の
窮
境
を
も
た
ら
す
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ

と
同
時
に
「
夜
だ
け
れ
ど
」、
む
し
ろ
「
夜
な
れ
ば
こ
そ
」
神
と
の

合
一
が
成
就
す
る
肯
定
的
な
夜
で
も
あ
る
。
こ
の
同
じ
夜
の
否
定
性

が
否
定
性
の
ま
ま
に
肯
定
的
な
も
の
に
「
変
容
す
る
」
経
緯
を
語
る

こ
と
が
彼
の
修
道
思
想
の
根
本
テ
ー
マ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
確
認
す

れ
ば
、
こ
の
「
夜
」
は
あ
く
ま
で
詩
の
言
葉
で
あ
る
。
十
字
架
の
ヨ

ハ
ネ
の
根
源
語
（
根
源
経
験
）
の
「
詩
的
分
節
」
と
し
て
の
詩
的
根

本
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
理
的
分
節
」
に
向
か
う
も
の
で
は
な
い
。

で
は
、
詩
的
分
節
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
理
的
分
節
と
ど
う

異
な
る
の
か
。こ
の
こ
と
自
体
を
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、「
霊
の
讃
歌
」

彼
の
全
神
秘
思
想
は
言
語
化
さ
れ
る
の
で
あ
るq

。

代
表
作
と
さ
れ
る
「
暗
夜(N

oche O
scura)

」
は
、
そ
の
通
称
ど

お
り
夜
を
歌
い
夜
の
中
で
の
愛
の
冒
険
を
歌
う
、
ほ
と
ん
ど
「
夜
の

讃
歌
」
で
あ
る
。
冒
頭
の
一
句
「
あ
る
暗
い
夜
に(En una noche 

oscura)

」
は
、
こ
の
世
の
す
べ
て
が
闇
に
沈
む
状
況
で
あ
り
そ
れ

を
自
身
の
境
地
と
す
る
魂
の
あ
り
方
を
言
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
`

`

、「
誰
に
も
見
ら
れ
ず(nadie m

e veía)

」、「
こ
こ
ろ
に
燃
え
る

愛
の
灯
の
ほ
か
は(sino la [luz] que en el corazón ardía)

」
何
も

見
ず
に
（「
わ
た
し
も
何
も
見
な
か
っ
た(ni yo m

iraba cosa)

」）、

恋
人
と
の
逢
引
き
が
成
就
す
る
。
そ
こ
で
は
夜
は
「
あ
け
ぼ
の
よ

り
も
も
っ
と
い
と
し
い(am
able m

ás que el alborada)
」
と
言
わ

れ
、「
そ
の
あ
な
た
〔
夜
〕
が
愛
す
る
男
を
愛
す
る
女
と
結
ん
で
く

れ
た
の
で
す(juntaste A

m
ado con am

ada)

！
」
と
讃
え
ら
れ
て

い
る
。
い
ま
一
つ
の
代
表
作
、
長
編
詩
篇
「
霊
の
讃
歌
」
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
「
第
三
十
九
歌
（
Ｂ
版
）」
で
は
、
す
で
に
成

就
し
た
愛
の
さ
ら
に
新
た
に
は
じ
ま
る
高
み
の
予
感
が
、
や
は
り

夜
の
シ
ー
ン
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
作
品
中
で
も
最
も
美
し
い
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つ
要
点
の
み
を
整
理
し
て
み
る
。

「
こ
れ
ら
の
歌
は
、
修
母
さ
まr

、
な
に
が
し
か
の
神
へ
の
愛
の
熱

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
」と「
序
言
」は
始
ま
る
。

「
よ
っ
て(con)

」
と
す
る
よ
り
「
込
め
て
」
と
し
て
も
よ
い
。
つ
ま

り
こ
の
「
歌
」
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
く
る
源
泉
は
「
神
の
愛
の
熱

(fervor de am
or de D

ios)

」
で
あ
る
。「
神
の
愛(am

or de D
ios)

」

の
「
の(de)

」
は
主
格
的
に
も
対
格
的
に
も
と
り
う
る
。
多
く
の
重

要
な
箇
所
で
そ
う
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
こ
の
両
義
性
が

意
図
的
に
保
持
さ
れ
、「
神
へ
の
愛
」
と
「
神
か
ら
の
愛
」
が
区
別

さ
れ
え
な
い
か
た
ち
で
言
わ
れ
て
い
る
と
と
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
後

者
が
よ
り
根
源
的
で
あ
る
。
す
こ
し
後
で
こ
の
愛
の
熱
は
「
聖
霊
」

と
等
値
さ
れ
る
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
こ
の「
愛
の
熱
」

が
な
ん
ら
か
経
験
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
歌
が
生
ま
れ
た
、
と
宣

言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
作
の
歌
な
の
に
、「
よ
う
に
見
え
ま
す

(parecen)

」
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
品
の
言

葉
の
根
源
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
聖
霊
と
す
る
自
覚
が
あ
る
か
ら
だ
ろ

うs
。

へ
の
「
解
明
」
と
し
て
書
か
れ
た
『
霊
の
讃
歌
』
の
「
序
文
」
で
端

的
に
語
っ
て
い
る
。
そ
の
所
論
を
見
て
お
き
た
い
。

詩
と
註
解　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
自
作
詩
編
の
註
解
（「
解
明(declaración)

」）

の
や
り
方
は
、
著
作
ご
と
に
一
様
で
な
く
、
同
一
著
作
中
で
も
均
質

と
は
言
え
な
い
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
詩
行
、詩
句
に
つ
い
て
、総
じ
て「
こ

れ
は
こ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(com

o si dijera)

」
と
い
っ
た

接
続
法
の
言
い
方
で
、
そ
の
宗
教
的
「
意
味
」
が
自
在
に
、
読
み
だ

さ
れ
・
読
み
込
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
一
貫
し
て
い
る
。

こ
れ
を
、詩
的
根
本
語
が
詩
作
品
と
し
て
彫
琢
さ
れ（
第
一
次
分
節
）、

さ
ら
に
そ
こ
可
能
的
に
潜
在
し
て
い
る
豊
饒
な
意
味
が
、
註
解
と
い

う
か
た
ち
で
さ
ら
に
分
節
（
第
二
次
分
節
）
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ

た
枠
組
み
で
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
自
然
で
も
あ
る
。
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
自
身
が
「
歌
」
と
「
解
明
」
の
関
係
、
ま
た
そ
れ
ら

が
ど
う
読
ま
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
簡
潔
か
つ
大
胆
に
語
っ
て
い
る

『
霊
の
讃
歌
』「
序
言
」
の
解
釈
学
は
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
入
念
な

検
討
を
誘
う
濃
密
な
も
の
だ
が
、
上
田
の
「
分
節
」
論
を
参
考
し
つ
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に
隠
さ
れ
た
神
秘
の
な
に
が
し
か
を
注
ぎ
出
す
の
で
あ
る
」。
そ
う

し
て
生
ま
れ
た
愛
の
言
葉
が
、
自
分
の
「
歌
」（「
霊
の
讃
歌
」）
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
古
来
の
詩
の
霊
感
説
に
似
る
が
、
詩
人
は
天
来

の
言
葉
の
た
ん
な
る
伝
達
者
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
ら
に
お

い
て
、
自
ら
の
経
験
と
し
て
神
の
知
恵
を
感
知
し
愛
に
動
か
さ
れ
た

と
こ
ろ
か
ら
言
葉
を
発
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
歌
」
の
「
解
明
」

も
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
自
身
の
詩
の
言
葉
の
性
格
の
説

明
で
あ
る
。

で
は
、「
歌
」
と
そ
の
意
味
の
「
解
明
」
の
関
係
は
ど
う
か
。
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
こ
れ
を
、
聖
書
の
言
葉
と
、「
教
会
の
博
士
た
ち
」

に
よ
る
聖
書
註
解
の
関
係
に
重
ね
て
い
る
。（
と
い
う
こ
と
は
、
自

身
の
「
歌
」
を
、
大
胆
に
も
、
聖
書
の
水
準
に
据
え
る
こ
と
で
も
あ

る
。）
で
あ
れ
ば
両
者
の
言
葉
の
質
的
落
差
は
絶
大
で
あ
る
。
聖
句

の
含
意
は
無
限
で
あ
り
、「
こ
れ
ま
で
書
か
れ
今
後
も
書
か
れ
よ
う

無
数
の
」
註
解
も
、
聖
句
に
込
め
ら
れ
た
意
味
の
「
最
小
部
分
で
し

か
な
い
」
と
彼
は
言
う
。
自
身
の
歌
に
つ
い
て
も
同
様
だ
、
と
言
い

た
げ
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
上
記
し
た
よ
う
に
、
彼
の
「
解
明
」
は

で
あ
れ
ば
こ
の
愛
は
、
神
の
愛
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
知
恵

(sabiduría)
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
愛
の
対
象
で
あ
り
主
体
で
あ
る

神
の
「
と
う
て
い
測
り
知
れ
な
い(tan inm

enso)

」
知
恵
と
愛
は
、

そ
の
「
知
恵
に
教
え
ら
れ(inform

ada)

愛
に
動
か
さ
れ(m

ovida)

て
い
る
魂
」
が
「
言
う
言
葉(su decir)

」
の
う
ち
に
、
神
の
「
知

恵
の
豊
饒
さ(abundancia)
と
愛
の
衝
迫
力(ím

petu)

」
を
込
め

る
も
の
だ
、
と
彼
は
い
う
。
そ
れ
は
「
神
秘
的
知
解(inteligencia 

m
ística)

の
な
か
で
言
わ
れ
た
愛
の
言
葉(dichos de am

or)

」
で
あ

る
。
そ
う
し
た
言
葉
を
言
う
者
は
、
自
ら
に
お
い
て
、
た
し
か
に

「
愛
の
稔
り
豊
か
な
真
髄(espíritu fecundo)
」、
そ
の
「
広
が
り
や

豊
か
さ
の
す
べ
て(toda la anchura y copia)

」
を
、
な
ん
ら
か
「
理

解
し(entender)

」、「
感
じ
て(sentir)

」
い
る
し
、
な
お
感
知
し
得

な
い
も
の
を
予
感
し
「
望
ん
で(desear)

」
も
い
る
。
し
か
し
そ
れ

を
「
通
常
の
語
り
方
で
表
現
す
る(m

anifestar)

」
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
で
、「
理
論(razónes)

で
解
明
」
す
る
よ
り
む
し
ろ
「
形

象(figuras)

や
比
喩(com

paraciones)

や
類
似(sem

ejanzas)

」
に

よ
っ
て
、「
感
じ
て
い
る
こ
と
の
幾
分
か
で
も
溢
れ
出
さ
せ
、
そ
こ
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う
ち
に
愛
と
情
熱(am

or y afición)

の
効
果
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
こ

そ
が
求
め
ら
れ
る
。「
解
明
」
で
は
、
神
学
的
霊
魂
論
や
修
道
理
論

が
説
か
れ
は
す
る
が
、
し
か
し
「
こ
れ
ら
の
歌
が
愛
に
よ
っ
て
語
っ

て
い
る
神
秘
的
叡
智(inteligencia m

ística)

」
は
、
そ
も
そ
も
「
判

然
と
理
解
さ
れ
る
必
要
の
な
い
」
も
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
は

信
仰
に
よ
っ
て
、
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
神
を
愛
し
て
い
る
の
だ
か

ら
。」こ

う
し
た
詩
的
言
語
論
と
そ
の
解
釈
学
が
、「
根
源
語
→
根
本
語

→
第
一
次
分
節
→
第
二
次
分
節
→
・
・
・
」
と
い
っ
た
上
田
の
構

図
に
適
合
的
で
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
。
神
の
愛
＝
聖
霊
を
受
け
る

経
験
は
、
そ
れ
自
体
本
質
的
に
、
言
葉
を
語
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
（「
聖
霊
降
臨
」
の
場
面
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
）、
そ
れ
は
新
た
な

言
葉
に
出
ん
と
す
る
根
源
語
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
詩
的
根
本
語
「
夜

（
な
れ
ど
）」
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
詩
的
展
開
＝
分
節
に
よ
っ
て
「
暗

夜
」
等
の
詩
作
品
（「
歌
」）
が
歌
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
含
意
が
詩
の

「
解
明
」と
し
て
分
節
さ
れ
て
い
く
、と
い
う
次
第
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
歌
」
や
そ
の
「
解
明
」
を
読
む
、
、

と
い
う
こ
と
は
、
第
二
次
、
第
三

必
ず
し
も
理
論
的
・
体
系
的
に
整
合
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の

詩
句
に
触
発
さ
れ
た
断
片
的
な
議
論
の
集
積
と
も
見
え
る
。
同
じ
聖

句
に
多
様
な
、
互
い
に
齟
齬
す
る
釈
義
が
な
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
、

自
身
の
「
歌
」
に
か
ん
し
て
も
、「
こ
れ
か
ら
加
え
て
い
く
解
明
に

縛
ら
れ
る(atarse)
必
要
は
な
い
」
と
明
言
す
る
の
で
あ
る
。
神
学

や
修
道
理
論
の
語
彙
や
概
念
に
よ
る
理
論
的
は
「
解
明
」
は
、
あ
く

ま
で
、「
歌
」
に
含
ま
れ
て
い
る
豊
饒
な
意
味
の
「
な
に
が
し
か
の

お
お
ま
か
な
光
」
で
し
か
な
く
、
い
わ
ば
部
分
と
全
体
の
関
係
に
あ

る
と
す
る
。

こ
こ
か
ら
、「
歌
」
お
よ
び
「
解
明
」
の
読
み
方

、
、
、

も
ま
た
説
か
れ

て
く
る
。「
愛
の
言
葉(dichos)

」
は
、「
誰
し
も
の
好
み
に
合
う
と

は
限
ら
な
い
一
つ
の
意
味
に
切
り
詰
め
て
し
ま
う
よ
り
も
、
そ
の

豊
か
さ
の
ま
ま
に
と
ど
め
お
く
ほ
う
が
、
一
人
ひ
と
り
が
各
々
の

精
神
の
力
量
や
あ
り
方
に
応
じ
て
そ
こ
か
ら
益
を
得
る
こ
と
に
な

る
」、
と
彼
は
言
う
。
大
切
な
こ
と
は
、「
愛
の
精
神
が
も
つ
純
朴
さ

(sencillez de espíritu de am
or)

と
、
詩
句
に
込
め
ら
れ
て
い
る
知

解
と
を
も
っ
て
」
歌
を
読
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
魂
の
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十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
歌
自
体
の
文
体
上
の
特
徴
と
も
な
っ
て
い

る
。
彼
の
詩
作
品
、
と
く
に
代
表
的
な
も
の
は
、
い
ず
れ
も
、
一
人

称
単
数
（
と
き
に
「
双
数
」）
形
を
文
法
上
の
基
本
と
す
る
、
い
わ

ゆ
る
人
称
言
語
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
一
人

称
で
は
な
く
、「
わ
た
し
が
（
あ
な
た
に
・
誰
か
に
）
言
う
」
言
葉

の
か
た
ち
を
し
て
い
るv

。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
詩
歌
が
そ
こ
か
ら
歌

わ
れ
て
い
る
純
粋
経
験
な
い
し
根
源
語
の
地
平
自
体
の
性
格
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

上
に
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
根
本
語
「
夜
」
の
性
格
を
見
た
が
、
そ

の
夜
自
体
も
、「
暗
夜
」
の
詩
で
は
二
人
称
の
呼
び
か
け
・
語
り
か

け
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
自
身
の
境
遇
で
あ
る
夜
自
体
が
な
ん
ら

か
人
格
化
さ
れ
、「
愛
す
べ
き(am

able)

あ
な
た
」
な
の
で
あ
る
。

代
表
作
の
一
つ
「
愛
の
生
け
る
炎(Llam

a de am
or viva)

」
は
、「
あ

あ
、
い
の
ち
の
愛
の
炎
よ
」
と
、「
炎
」
へ
の
呼
び
か
け
か
ら
歌
い

始
め
ら
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
根
源
語
に
最
も

近
い
一
句
、
根
本
語
は
、「
夜
な
れ
ど
」
で
あ
る
以
上
に
、「
霊
の

讃
歌(C

ántico espiritual)

」
の
歌
い
だ
し
の
一
行
、「
ど
こ
に
隠

次
分
節
で
導
入
さ
れ
て
き
た
「
理
」
的
知
解
に
拘
泥
す
る
の
で
は
な

く
、分
節
次
第
の
根
源
で
あ
る
「
神
の
愛
の
熱
」
を
そ
こ
に
感
得
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
じ
「
愛
の
熱
」
を
、
読
む
こ
と
の
「
効
果
」

と
し
て
自
ら
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
るt

。
詩
歌
な
い
し
芸
術

は
、
そ
の
「
美
」
に
感
動
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
た
だ
し
こ
れ
を
、理
論
を
感
性
に
還
元
す
る
一
種
の
体
験
主
義
、

延
い
て
は
主
観
主
義
と
す
る
の
は
、
真
と
美
、
客
観
と
主
観
を
分
断

す
る
余
り
に
近
代
的
な
見
方
だ
ろ
う
。

以
上
、
上
田
の
言
葉
論
は
、
筆
者
に
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
経

験
と
言
語
の
世
界
の
構
図
を
理
解
す
る
の
に
き
わ
め
て
有
効
な
も
の

に
思
わ
れ
るu

。
し
か
も
そ
れ
は
、
参
照
し
て
き
た
「
分
節
」
と
い
う

発
想
に
留
ま
ら
な
い
。上
田
の
言
葉
論
の
も
う
一
つ
の
特
長
で
あ
る
、

「
人
が
人
に
言
う
」
も
の
と
し
て
言
葉
を
捉
え
る
視
点
は
、
い
わ
ゆ

る
婚
姻
神
秘
主
義
に
属
す
る
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
的
言
語
の
性
格

を
掴
む
の
に
、
決
定
的
に
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

詩
の
言
葉
の
「
人
称
」
性

じ
じ
つ
、
言
葉
は
「
人
が
人
に
言
う
」
も
の
だ
と
い
う
性
格
は
、
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こ
の
「
愛
す
る
あ
な
た
」
は
、「
霊
の
讃
歌
」
冒
頭
の
こ
の
呼
び

か
け
で
は
、「
隠
れ
て
し
ま
っ
て
」
い
る
不
在
者
と
し
て
呼
び
求
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
四
十
の
「
歌
」
を
連
ね
て
展
開
し
て
い
く

「
霊
の
讃
歌
」
の
歌
も
の
が
た
り
で
は
、不
在
の
恋
人
を
追
っ
て
（
そ

れ
ま
で
の
言
葉
世
界
の
）「
外
に
出
た(salí

）」
女
の
愛
の
冒
険
と
成

就
、
ど
こ
ま
で
も
深
ま
っ
て
い
く
愛
の
諸
段
階
な
い
し
諸
相
が
歌
わ

れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
全
展
開
は
、
冒
頭
の
「
愛
す
る
あ
な
た

(A
m

ado!)

」
の
一
句
の
「
自
発
自
展
」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。「
不
在
」
の
恋
人
は
、
い
わ
ば
不
在
の
相
の
も
と
に
（
す
で

に
）
現
前
し
て
い
る
こ
と
の
気
づ
き
が
、
彼
女
の
愛
の
深
ま
り
（
愛

す
る
主
体
と
し
て
の
自
覚
の
深
ま
り
）
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か

ら
で
あ
るz

。
そ
う
読
む
と
す
る
な
ら
、「
あ
な
た
」
で
あ
る
神
の
不

在
を
痛
感
す
る
こ
と
は
、
神
の
無
限
定
性
ゆ
え
の
必
然
で
あ
り
、
そ

れ
は
神
の
無
限
性
の
現
前
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
霊
の
讃
歌
」等
、

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
恋
愛
詩
の
言
葉
の
世
界
で
は
、
つ
ま
り
彼
の
根

源
語
の
詩
的
第
一
次
分
節
の
地
平
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
無
限
―
―
夜

の
泉
の
「
無
底
」
―
―
性
が
、「
愛
す
る
あ
な
た
！
」
と
「
わ
た
し
」

れ
て
し
ま
っ
た
の
？　

愛
す
る
あ
な
た
！
」
の
、「
愛
す
る
あ
な
た

(A
m

ado)

！
」
で
あ
る
と
も
い
え
よ
うw

。
こ
のA

m
ado

は
、
二
人

称
単
数
呼
格
と
解
さ
れ
るx

。「
あ
な
た
・
汝
」
に
、
そ
の
呼
び
か
け

と
い
う
言
語
行
為
の
実
質
を
な
す
「
愛
」
が
重
ね
ら
れ
た
言
語
形
と

と
れ
る
。「（
愛
す
る
）
あ
な
た
！
」
と
い
う
根
本
語
が
発
せ
ら
れ
て

く
る
根
源
が
、「（
神
の
）
愛
の
熱
」
の
経
験
で
あ
る
と
見
う
る
。

し
か
る
に
、
指
摘
し
て
み
た
い
こ
と
は
、
こ
の
「
あ
な
た
」
の

具
体
的
性
状
が
「
霊
の
讃
歌
」
で
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
は
具
体
相
を
も
た
な
い
、
ひ
た
す
ら
純

粋
な
愛
の
対
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
神
学
的

内
実
は
「
神
」
で
あ
る
が
、
詩
歌
の
中
で
は
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る

宗
教
的
語
彙
は
い
っ
さ
い
現
れ
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
「
あ
な

た
」
へ
の
愛
は
、
神
学
言
語
で
性
格
づ
け
ら
れ
る
以
前
の
神
、
あ
る

い
は
「
神
」
や
「
キ
リ
ス
ト
」
と
い
っ
た
語
で
構
成
さ
れ
る
「
宗
教
」

的
な
「
言
葉
の
世
界
」
に
定
在
す
る
以
前
の
、
無
限
定
な
「
無
相
の

あ
な
た
」
と
読
め
る
。
そ
の
無
限
定
性
は
、
こ
の
愛
の
対
象
の
無
限

性
を
映
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
だ
ろ
うy

。
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た
し
」）
は
成
立
し
て
い
る
。「
わ
た
し
」
は
、
根
源
的
に
「
愛
す
る

あ
な
た
」
に
呼
応
す
る
「
愛
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
」
と
し
て
自
覚
さ

れ
て
い
るB

。
こ
れ
を
神
学
な
い
し
哲
学
の
言
葉
に
遷
せ
ば
、
人
間
が

ひ
と
り
の
「
わ
た
し
」（
主
体
）
で
あ
る
こ
と
は
、
神
な
い
し
他
者

に
「
呼
ば
れ
て
」
こ
そ
成
立
す
る
と
い
う
把
握
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は

人
格
神
的
唯
一
神
教
に
お
け
る
根
本
的
人
間
理
解
だ
ろ
う
。
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
は
こ
の
伝
統
の
中
で
思
索
し
詩
作
し
て
い
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
無
限
者
か
ら
呼
ば
れ
て
・
愛
さ

れ
て
成
立
し
て
い
る
「
わ
た
し
」、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
位
相
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
わ
た
し
」
は
、「
わ
た
し
―
あ
な
た
」
と

い
う
人
称
言
代
名
詞
で
し
か
言
語
化
さ
れ
な
い
。
固
有
名
―
―「Juan 

de Yepez

」（
俗
名
）、「Juan de Santo M

atías

」（
カ
ル
メ
ル
会
入
会

時
の
修
道
名
）、「Juan de la C

ruz

」（
改
革
派
で
の
修
道
名
）」
と

い
っ
た
―
―
は
、
こ
の
世
の
「
言
葉
の
世
界
」
の
中
で
の
一
つ
の
実

定
語
で
あ
る
。「
こ
の
世
」を
形
成
す
る「
個
物
」に
最
も
近
い
言
葉
、

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
歌
の
中

で
は
、
そ
こ
で
発
話
し
て
い
る
女
と
男
に
は
、
―
―
「
牧
人
」
で
あ

に
言
わ
し
め
る
愛
の
関
係
性
の
中
で
、「
あ
な
た
」
と
し
て
人
格
化

さ
れ
て
い
る
。
無
限
性
は
無
限
者、
と
し
て
彼
女
に
臨
ん
で
い
る
。
こ

の
「
愛
す
る
あ
な
た
」
の
一
貫
し
た
無
相
性
を
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

の
修
道
思
想
で
あ
る
「
無
の
道
」
の
教
説
に
つ
な
げ
る
な
ら
ばA

、
修

道
者
が
歩
む
道
程
で
あ
り
ゴ
ー
ル
で
も
あ
る
「
無
」
は
、
無
で
あ
る

ま
ま
に
「
人
格
化
」
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
す
べ
て
を

奪
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
「
無(nada)
」
が
「
あ
な
た
」
と
し
て
「
わ

た
し
」
に
臨
み
来
る
こ
と
―
―
先
に
「
夜
の
変
容
」
と
し
て
一
言
し

た
事
態
と
重
な
る
―
―
が
、
彼
の
純
粋
経
験
＝
根
源
語
だ
と
見
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
根
源
語
「
愛
す
る
あ
な
た
！
」
に
つ
い
て
も
う
一
点
指
摘
し

て
お
く
と
、こ
の
「
あ
な
た
！
」
と
言
う
「
わ
た
し
」
は
、こ
う
「
言

う
」
限
り
に
お
い
て
、
す
で
に
「
あ
な
た
」
に
、「（
あ
な
た
の
）
あ

な
た
」
と
し
て
呼
ば
れ
、
愛
さ
れ
、
、

て
い
る(am

ada)

と
い
う
受
動
的

位
置
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
は
す
で
に
つ
ね
に
、「
あ

な
た
」
を
愛
さ
せ
ら
れ

`

`

`

`

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
の
世
界
に
お
け
る
主
体
＝
主
語
（「
わ
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愛
す
る
わ
た
し
」
の
境
位
は
ど
こ
ま
で
も
深
ま
っ
て
い
く
の
だ
が
、

そ
れ
を
読
む
「
わ
た
し
」
に
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
深
み
が
、
十
全
に

意
識
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
読
む
こ
と
の
「
効
果
」
と
し

て
開
け
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
う
る
。『
霊
の
讃
歌
』「
序
文
」
に

は
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
こ
と
の
期
待
が
明
言
さ
れ
て
い
た
。
広

い
意
味
で
の
「
文
学
」
の
言
葉
の
可
能
性
に
、
こ
の
期
待
は
託
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に
：
比
較
論
的
考
察
に
向
け
て

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
上
田
閑
照
の
「
言
葉
」
論
を

理
論
的
参
照
枠
と
し
て
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
の
言
葉
の
性
格
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
、「
東

西
宗
教
」
の
比
較
論
的
考
察
を
行
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。

上
田
の
「
根
源
語
」
と
そ
の
「
分
節
」
論
、
ま
た
「
言
葉
を
言
う

人に
ん
」
の
把
握
は
、
本
稿
で
試
み
て
き
た
よ
う
に
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

の
詩
と
思
想
の
言
語
論
上
の
性
格
理
解
に
対
し
て
も
有
意
義
に
適
用

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
西
田
幾
多
郎
や
禅
の
祖
師
た
ち
の

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
だ
け
で
―
―
形
姿
の
形
容
だ
け
で
な
く「
名
」

も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。「
愛
す
る
女
（
花
嫁(esposa)

）」、「
愛
す

る
男
（
花
婿(esposo)

）」
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
愛
の
歌
で
歌
わ
れ
て
い
る
経
験
の
地
平
は
、「
わ

た
し
」
が
固
有
名
と
い
う
限
定
を
得
る
以
前
の
地
平
と
し
て
読
む
こ

と
が
可
能
に
な
る
。

代
名
詞
で
あ
る
こ
の
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
に
は
、
代
名

詞
の
言
語
上
の
特
性
と
し
て
、「
誰
で
も
」
が
そ
こ
に
自
ら
を
代
入

し
う
る
。「
霊
の
讃
歌
」
を
読
む
者
は
、「
読
む
」
と
い
う
仕
方
で
こ

の
歌
の
言
葉
を
「
言
う
」
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
と
き
に

は
、
読
む
者
の
「
わ
た
し
」
は
自
ら
の
固
有
名
―
―
そ
の
「
人
」
の

最
広
義
の
社
会
性
を
保
証
す
る
も
の
―
―
に
代
表
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る

特
性
を
脱
ぎ
去
っ
た
―
―
「
裸
の
」
―
―
「
わ
た
し
」
と
な
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
を
、「
歌
」

の
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
誘
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
霊
の
讃
歌
」
の

主
人
公
で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
、「
あ
な
た
」
へ
の
愛
は
、
歌
わ
れ

る
愛
の
道
行
き
と
と
も
に
そ
の
純
度
を
増
し
て
い
き
、「
愛
さ
れ
て
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3. Su origen no lo sé que pues no le tiene, / m
as sé que todo ori-

gen della viene,/ aunque es de noche.
4. Sé que no puede ser cosa tan bella/ que cielos y tierra beben 

della,/ aunque es de noche.
 5. Bien sé que suelo en ella no se halla/ y que ninguno puede 

vadealla,/ aunque es de noche.
 6. Su claridad nunca es oscurecida/ y sé que toda luz de ella es 

venida,/ aunque es de noche.
 7. Sé ser tan caudalosas sus corrientes/ que infiernos, cielos rie-

gan y las gentes, /aunque es de noche.
 8. El corriente que nace desta fuente /bien sé que es tan capaz y 

tan potente, /aunque es de noche.
 9. El corriente que de estas dos procede/ sé que ninguna de ellas 

le precede,/ aunque es de noche.
[10. Bien sé que tres en sola una agua viva/ residen, y una de otra 

se deriva./ anque es de noche.]
 11. A

questa eterna fonte está escondida /en este vivo pan por 
darnos vida, /aunque es de noche.

 12. A
quí se está llam

ando a las criaturas /porque desta agua se 
harten aunque a escuras, /porque es de noche.

 13. A
questa viva fuente que deseo /en este pan de vida yo la veo, 

/aunque es de noche

言
葉
を
題
材
に
構
築
さ
れ
て
い
る
上
田
の
言
葉
理
解
と
、
人
格
神
的

一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
拠
っ
て
思
索
し
詩
作
す
る
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
の
世
界
は
、論
中
で
示
唆
し
て
き
た
よ
う
に
、

当
然
な
が
ら
「
ず
れ
る
」
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
「
ず
れ
」
の
内
実

を
明
確
化
し
、
そ
の
由
っ
て
来
た
る
所
以
を
問
い
求
め
る
こ
と
で
、

所
期
の
東
西
宗
教
の
比
較
考
察
の
場
が
開
か
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る

が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
多
く
の
準
備
が
必
要
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
の
筆
者
な
り
の
観
点
を
示
し
得
た
こ
と
を
期
待
し
て
、
す

で
に
紙
数
を
大
き
く
越
え
て
い
る
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

＊ 	

本
稿
は
科
学
研
究
費
助
成
金
（
課
題
番
号18K

00077)

に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

「
夜
な
れ
ど(Aunque es de noche)

」
原
文

[C
antar de la alm

a que se huelga de conocer a D
ios por fe.]

Q
ué bien sé yo la fonte que m

ana y corre,/ aunque es de noche.
1. A

quella eterna fonte está escondida, /qué bien sé yo dó tiene 
su m

anida,/ aunque es de noche.
[2. En esta noche oscura de la vida/ qué bien sé yo por fe la fonte 

frida/ aunque es de noche.]
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5
	
	

「
夏
目
漱
石
―
―
「『
道
草
』
か
ら
『
明
暗
』
へ
」
と
仏
教
」（『
集

十
一
』）、「
山
頭
火
と
放
哉
―
―「
自
由
律
俳
句
」詩
人
と
仏
道
」（『
同
』）、

「
連
句
形
式
―
―
「
親
句
は
教
、
疎
句
は
禅
」（『
集
四
』）、
等
。

6
	
	

上
田
の
「
言
葉
」
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
、『
集
二	

経
験
と
自
覚
』「
第
二
部	

経
験
と
言
葉
」
に
収
め
ら

れ
た
諸
論
考
、
ま
た
『
集
四　

禅
―
根
源
的
人
間
』「
Ⅱ	

禅
の
言
葉
」

に
お
け
る
「
根
源
語
」
論
、
お
よ
び
、
こ
れ
と
「
対
を
な
す
」（
二
―

一
八
四
）
と
さ
れ
る
「
対
話
と
禅
問
答
」
に
お
け
る
、「
人(

に
ん)

」

を
め
ぐ
る
論
述
に
主
に
拠
っ
て
論
ず
る
。

7
	
	

い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
論
も
「
人
間
」
論
も
、「
人
が
直
立
し
て
「
我
」

と
言
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
基
点
と
し
て
い
た
。『
集
十　

自
己
の
現

象
学
』（
十
―
一
五
一
、
他
）。

8
 

 

日
本
語
、
ド
イ
ツ
語
等
の
具
体
的
言
語
の
実
定
性
を
言
う
た
め
に
上
田

は
し
ば
し
ば
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。本
稿
で
も
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

9
	

個
々
の
実
存
の
最
も
基
本
的
な
世
界
了
解
・
存
在
了
解
を
構
成
し
て
い

る
言
語
レ
ベ
ル
を
上
田
は
「
言
葉
世
界
」
と
呼
ぶ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
当
人
が
生
き
る
言
語
的
環
境
で
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な

世
界
分
節
の
あ
り
方
を
定
め
て
い
る
日
本
語
、
ド
イ
ツ
語
等
の
「
定
在

す
る
」
言
語
世
界
は
、「
言
葉
の
世
界
」
と
呼
ん
で
こ
れ
と
区
別
し
て

い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
な
ら
う
。

註
1

 
 

本
稿
は
、「
文
学
と
宗
教
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
二
〇
二
一
年
度
の
学

術
大
会
で
の
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。（
数
々
の
貴
重
な
質
問
を
頂

い
た
方
々
に
感
謝
し
ま
す
。）
拙
論
中
で
の
「
文
学
」
へ
の
言
及
は
こ

れ
を
反
映
し
た
も
の
だ
が
、
筆
者
は
「
文
学
」
と
い
う
こ
と
で
、
詩
歌
、

小
説
、
等
の
狭
義
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
ず
は
あ
ら
ゆ

る
言
語
活
動
を
「
文
学
」
と
し
て
見
る
見
方
に
立
っ
て
み
た
い
。

2
	
	

以
下
本
稿
で
は
、
上
田
閑
照
の
著
作
は
『
上
田
閑
照
集
』（
全
一
一
巻
、

岩
波
書
店
、
二
◯
◯
一
年
～
二
◯
◯
三
年
）
に
拠
り
、『
集
一
』（
第
一

巻
）
等
と
略
記
す
る
。
参
照
箇
所
は
「
一
―
二
」（
第
一
巻
二
頁
）
の

よ
う
に
記
す
。

3
	
	『

集
二
』
の
「
後
語	

経
験
か
ら
経
験
へ
／
言
葉
か
ら
言
葉
へ
」
で
は
、

自
身
の
参
禅
修
行
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
の
間
の
往
還
、
詩
歌
へ
の
親

し
み
、
折
々
の
決
定
的
な
言
葉
の
経
験
、
の
四
つ
の
場
面
を
挙
げ
て
い

る
。（
二
―
三
九
四
）

4
	
	「

こ
と
ば
」
と
、平
仮
名
で
記
す
こ
と
も
あ
る
（「
経
験
と
こ
と
ば
」『
集

二
』、
等
）。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
こ
と
」
と
「
こ
と
ば
」
と
の
関
り

を
浮
き
立
た
す
効
果
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
（「
こ
と
ば
―
―
そ
の
「
虚
」

の
力
」『
集
二
』
参
照
）。
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e
 

 「
自
覚
に
つ
い
て
」（『
同
全
集
第
十
巻
』
所
収
）
等
に
引
か
れ
る
。
大

燈
国
師
の
語
と
さ
れ
る
。（『
集
四
』
三
六
〇
～
三
六
一
頁
参
照
）

f
 

た
だ
し
、
上
田
の
言
語
論
、
そ
の
背
景
な
い
し
前
提
に
あ
る
西
田
の
哲

学
自
体
（
よ
り
広
く
は
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
哲
学
自
体
）
が
、
も
は

や
伝
統
的
仏
教
な
い
し
禅
仏
教
で
は
な
く
、す
で
に
「
近
代
西
欧
哲
学
」

に
潜
在
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
思
惟
を
深
く
引
き
受
け
、
そ
れ
と
の
対
話

な
い
し
対
決
を
場
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

g
 

C
f. Jan A

ssm
ann, The Invention of Religion: Faith and Covenant in 

The Book of Exodus, trans. by Robert Savage, Princeton U
niverrsity 

Press, 2018. 

た
だ
し
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
語
彙
に
は
、
啓
示( revelatio, 

apocalypsis)

に
相
当
す
る
言
葉
は
な
い
ら
し
い
。
同
書
に
つ
い
て
は
、

註k

参
照
。

h
 

創
世
記12, 1; 22, 1;

出
エ
ジ
プ
ト
記	 3, 4, etc.

i
 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
他
者
」
と
「
主
体
」
と
の
関
り
の
あ
り
方
の
根
源
態

と
し
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
「
ヒ
ネ
ー
ニ
ー
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の「
倫
理
」は
、こ
の
応
答
を
、

「
無
限
者
の
証
し
」
に
し
て
「
無
限
者
の
栄
光
」
だ
と
し
て
い
く
。	Cf.	

Em
m

anuel Levinas, Autrem
ent qu’être ou au-delà de l’essence, C

hap. 

V, Subjectivité et Infini, 1978, K
luw

er

（
合
田
正
人
訳
『
存
在
の
彼
方

0
	
	

氣
多
雅
子
『
西
田
幾
多
郎　

生
成
す
る
論
理
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
、

二
〇
二
〇
年
）
は
、
そ
の
錯
綜
し
た
理
路
を
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
見

せ
て
く
れ
て
い
る
。

a
 

 「
薔
薇
、
お
お
！　

純
粋
な
矛
盾
、
／
幾
重
に
も
重
ね
た
瞼
の
下
／
誰

の
で
も
な
い
眠
り
で
あ
る
悦

よ
ろ
こ
び。」
と
い
う
、
リ
ル
ケ
の
「
墓
碑
銘
」
に

対
す
る
上
田
の
読
解
（『
集
二
』、
一
八
六
頁
以
下
）
は
、
筆
者
に
と
っ

て
は
ま
こ
と
に
印
象
的
だ
っ
た

b
	

上
田
の
狭
義
の
文
学
言
語
論
と
い
え
る
「「
虚
」
語
」
論
（「
こ
と
ば	

―
―
そ
の
「
虚
」
の
力
」『
集
二
』
三
四
七
頁
以
下
、
参
照
）
は
、
根

源
語
の
「
文
学
的
」
分
節
の
性
格
を
め
ぐ
る
も
の
と
解
せ
る
。

c
	
	

芭
蕉
の
俳
句
の
例
で
は
、「
も
の
の
見
え
た
る
光
」
自
体
が
根
源
語
、

そ
れ
を
「
言
い
と
め
」
た
句
が
そ
の
一
次
分
節
、
そ
の
句
の
解
説
が
二

次
分
節
と
な
る
。
西
田
の
例
で
は
、「
純
粋
経
験
」
が
根
源
語
、
そ
れ

が
「
自
展
」
し
て
、「
あ
り
の
ま
ま
が
真
で
あ
る
」
と
「
覚
証
」
さ
れ

て
そ
う
言
語
化
さ
れ
た
「
根
本
句( G

rundsatz)

」
が
一
次
分
節
、
哲
学

書
と
し
て
成
立
し
た
『
善
の
研
究
』
が
二
次
分
節
、
と
い
っ
た
次
第
で

あ
る
（
二
―
三
〇
六
以
下
）。
こ
の
「
分
節
次
第
」
は
、
著
者
ご
と
、

言
語
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

d
 

 『
無
の
自
覚
的
限
定
』所
収
、1932

年（『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
六
巻
』（
旧

版
）
所
収
）。
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ッ
ド
も
な
い
不
潔
な
小
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
日
ご
と
に
叱
責
と
鞭

打
ち
を
受
け
、
僅
か
な
食
事
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
身
心
と
も
に
極
限
状

況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。C

f. Efrén de la M
adre de 

D
ios y O

tger Steggink, Tiem
po y Vida de San Juan de la Cruz, BA

C
, 

1992, pp. 407–421.

m
 

そ
れ
以
前
に
は
ま
と
ま
っ
た
著
述
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
の
真
正
な
詩
作
品
は
十
編
ほ
ど
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
制
作
年
代
は
確
定
し
が
た
い
。
い
く
つ
か
の
詩
篇
は
こ
の
幽
閉

体
験
以
前
の
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
が
確
た
る
根
拠
な
い
。
代
表
作
と

言
え
る
「
暗
夜( N

oche O
scura)

」
は
こ
の
脱
走
体
験
を
反
映
し
た
も

の
と
も
読
め
、
脱
出
後
ほ
ど
な
い
時
期
の
作
（
一
五
七
八
年
？
）
と
さ

れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
名
高
い
作
品
「
愛
の
生
け
る
炎( Llam

a de 

A
m

or V
iva)

」
は
一
五
八
五
年
の
作
と
さ
れ
る
。
な
お
、
十
字
架
の
ヨ

ハ
ネ
の
テ
ク
ス
ト
は
、San Juan de la C

ruz, O
bras Com

pletas, 5a ed., 

ED
E, 1993

、
他
、
い
く
つ
か
の
校
訂
版
に
よ
る
が
、
本
稿
の
論
旨
に

か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
参
照
箇
所
等
の
指
示
は
省
略
す
る
。「
ス

ペ
イ
ン
語
詩
人
の
守
護
聖
人
」
で
も
あ
る
彼
の
詩
の
文
芸
学
的
研
究

は
数
多
い
が
、
ス
ペ
イ
ン
文
学
研
究
の
泰
斗
に
よ
る
一
点
の
み
挙
げ
て

お
く
。San Juan de la C

ruz, Poesía, Edición de D
om

ingo Ynduráin, 

C
atedra, 1989, Introducción (pp. 11–245)

へ
』「
第
五
章	

主
体
性
と
無
限
」、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
）

j
 

キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
神
か
ら
の
語
り
か
け
ら
れ
の
経
験
を
、
イ
エ
ス

と
い
う
「
定
在
」
す
る
「
一
人
の
男
」
の
人
格
と
の
関
わ
り
に
決
定
的

か
つ
具
体
的
に
同
定
す
る
の
で
、「
神
の
（
語
り
か
け
の
）
言
葉
」
は
、

あ
る
種
の
身
体
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
神
の
言

葉
で
あ
る
こ
の
「
一
人
の
男
」
と
の
関
わ
り
の
諸
相
の
「
分
節
」
が
、

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
広
袤
を
生
ん
で
い
く
。
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
モ

ー
セ
に
与
え
ら
れ
た
言
葉
＝
掟
が
「
分
節
」
を
繰
り
返
し
て
、「
律
法

の
宗
教
」
た
る
ラ
ビ
的
ユ
ダ
ヤ
教
に
実
定
化
し
て
い
く
、
と
図
式
的
に

は
言
え
る
だ
ろ
う
。

k
 

C
f. Jan A

ssm
ann, op. cit. 

ア
ス
マ
ン
は
こ
こ
に
、
唯
一
神
を
奉
ず
る
狭

義
の
「
宗
教(religion)

」
の
発
生
を
見
る
。
こ
の
「
排
他
的
唯
一
神
教
」

を
核
と
し
て
、
彼
の
言
う
「
真
理(T
ruth)

の
一
神
教
」（
唯
一
神
の

他
に
神
は
無
い
。
ゆ
え
に
他
の
神
（
々
）
を
拝
す
る
者
た
ち
は
、「
裏

切
り
者
」
で
は
な
く
、「
錯
誤
者
」
と
な
る
。）
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
が
、

哲
学
的
思
惟
に
親
和
的
な
「
包
括
的
一
神
教
」
の
性
格
を
取
り
入
れ
て
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
西
方
世
界
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
モ
デ
ル

と
な
る
、
と
い
う
の
が
ア
ス
マ
ン
の
所
説
で
あ
る
。
筆
者
に
は
見
通
し

の
よ
い
整
理
で
あ
る
。

l
 

不
従
順
な
修
道
士
を
罰
す
る
会
則
に
従
っ
て
の
措
置
と
さ
れ
る
が
、
ベ
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ン
ド
ル
に
派
遣
さ
れ
て
当
地
に
改
革
派
カ
ル
メ
ル
会
を
根
づ
か
せ
た
。

s
 

あ
る
修
道
女
に
詩
の
で
き
方
を
問
わ
れ
て
、「
あ
る
と
き
は
聖
霊
に
与

え
ら
れ
、
あ
る
と
き
は
自
分
で
言
葉
を
探
し
た
」
と
答
え
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
近
代
詩
人
で
も
あ
る
。

t
 

上
田
は
、
理
的
分
節
の
極
致
で
も
あ
ろ
う
哲
学
文
献
の
読
解
に
お
い
て

も
、哲
学
者
（
西
田
を
範
型
と
す
る
）
自
身
の
「
純
粋
経
験
＝
根
源
語
」

に
遡
源
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
哲
学
的
直
観
」
な

ど
を
参
照
し
つ
つ
）
言
っ
て
い
る
。「
分
節
」
に
は
必
ず
残
る
、
む
し

ろ
分
節
を
可
能
に
し
つ
つ
分
節
さ
れ
ざ
る
「
余
白
」、
定
在
す
る
言
葉

か
ら
零
れ
て
収
ま
ら
な
い
「
行
間
」
に
、
根
源
語
の
一
つ
の
相
を
示
唆

す
る
こ
と
も
あ
る
（「
二
―
三
八
五
」
等
、
参
照
）。

u
 

た
だ
し
、
そ
の
際
の
「
分
節
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
よ

り
入
念
な
検
討
が
可
能
だ
し
、
必
要
で
も
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
根
源

語
が
「
言
葉
に
出
て
」
具
体
的
な
か
た
ち
を
と
り
、
そ
の
「
言
葉
の
世

界
」
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
具
体
性
な
（
言

う
人
、
言
わ
れ
る
人
に
と
っ
て
先
在
し
て
い
る
）
言
葉
の
事
実
性
、
所

与
性
を
担
う
こ
と
、
引
き
受
け
る
こ
と
が
そ
の
要
件
、
条
件
と
な
る
。

ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
と
そ
の
註
解

に
関
し
て
、
上
田
の
言
葉
論
に
近
い
視
点
に
立
ち
つ
つ
も
、
そ
の
「
言

葉
に
出
た
」
先
の
実
定
的
（
定
在
す
る
）
言
語
世
界
の
性
格
―
―
十
字

n
 

彼
が
逃
げ
込
ん
だ
女
子
修
道
院
の
修
道
女
た
ち
の
証
言
に
基
づ
き
、
信

憑
性
は
高
い
。

o
 

た
だ
し
第
二
連
と
第
十
連
は
別
人
に
よ
る
補
作
の
可
能
性
が
高
い
。
以

下
訳
文
は
直
訳
を
旨
と
す
る
私
訳
で
あ
る
。
本
稿
末
尾
に
原
文
を
掲
げ

る
。
リ
フ
レ
イ
ン
は
「
夜
な
れ
ど
」
と
邦
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

本
稿
で
は
「
い
ま
は
夜
だ
け
れ
ど
」
と
訳
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に

こ
の
一
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
的
苦
境
に
あ
っ
た
吉
満
義
彦
や
若
い

井
筒
俊
彦
の
共
感
を
呼
び
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。

p
 

「
知
る( saber)

」
こ
と
の
で
き
な
い
神
と
の
か
か
わ
り
方
を
十
字
架
の

ヨ
ハ
ネ
は
「
信
」
と
言
う
。
最
有
力
写
本
に
付
せ
ら
れ
た
「
夜
な
れ
ど
」

の
詩
の
タ
イ
ト
ル
（
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
自
身
に
よ
る
も
の
か
不
明
）
は

「
信
に
よ
っ
て
神
を
知
っ
て
悦
ぶ
魂
の
歌
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
知

る( conocer)

」
は
、
知
的
な
認
識
と
は
異
な
る
親
密
知
で
あ
る
。

q
 

「
夜
」を
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の「
神
秘
経
験
」と
教
説
を
つ
な
ぐ
根
本「
象

徴
」
と
す
る
見
方
は
ジ
ャ
ン
・
バ
リ
ュ
ジ
の
研
究
書
以
来
定
着
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。C

f. Jean Baruzi, Saint Jean de la Croix et 

le problèm
e de l’expériene m

ystique, 1932 (2a éd.), chap. II, L’expéri-

ence lyrique et ses prolongem
ents.

r
 

ア
ナ
・
デ
・
ヘ
ス
ス( A

na de Jesús, 1545–1621)

。
テ
レ
ジ
ア
と
ヨ
ハ

ネ
の
薫
陶
を
直
に
受
け
た
女
子
修
道
会
の
重
要
人
物
で
、
後
年
は
フ
ラ
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い
だ
ろ
う
。

y
 

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
は
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
孤
独
、
孤
絶
を
歌

っ
た
と
解
さ
れ
る
「
牧
童( El pastorcico)

」
と
通
称
さ
れ
る
詩
が
あ
る

が
、
そ
こ
に
も
「
キ
リ
ス
ト
」
の
語
は
出
な
い
。「
牧
童
」
は
「
愛
す

る
女
性( su pastora)

」
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
悲
し
み
、
木
に
登

っ
て
、
両
腕
を
広
げ
て
息
絶
え
て
い
た
、
と
歌
わ
れ
る
。
詩
人
と
し
て

の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
つ
ね
に
神
学
的
言
葉
の
世
界
か
ら
脱
し
た
と

こ
ろ
で
詩
の
言
葉
を
紡
い
で
い
る
。

z
 

拙
論
「
身
心
変
容
の
も
の
が
た
り
と
し
て
の
『
霊
の
讃
歌
』」『
身
心
変

容
技
法
研
究
』
八
（
二
〇
一
九
年
）、
一
三
～
一
四
三
頁
、「
原
罪
か

ら
栄
光
ま
で
－
－
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
原
罪
論
の
射
程
―
―
」
上
智
大

学
中
世
思
想
研
究
所
編
『「
原
罪
論
」
で
紡
ぐ
キ
リ
ス
ト
教
思
想
』
知

泉
書
館
、
二
七
一
～
二
九
九
頁
、
二
〇
二
一
年
、「
愛
の
等
し
さ
―
―

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
「
神
人
合
一
」
論
の
要
諦
―
―
」『
イ
ス
ラ
ー
ム
の

内
と
外
か
ら
―
鎌
田
繁
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
二
三
年
刊
行
予
定
、
等
で
そ
の
諸
場
面
を
論
じ
て
み
た
。

A
 

「
全
て
で
あ
る
に
い
た
る
に
は
／
な
に
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
し
て
は
な

ら
な
い( para venir a serlo todo/ no quieras ser algo en nada)

」（「
完

徳
の
山
」
の
図
に
記
さ
れ
た
銘
句
）。「
無
。
無
。
無
。
無
。
無
。
無
。

山
の
中
で
も
無
。( nada. nada. nada. nada. nada. nada. y aun en el 

架
の
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
に
は
、
詩
の
「
解
明
」
は
、
カ
ル
メ
ル
修
道
会
と

い
う
社
会
的
・
教
会
的
共
同
性
の
中
で
、
か
つ
、
特
定
の
相
手
（「
修

母
さ
ま
」）
に
向
け
て
、
言
わ
れ
・
書
か
れ
て
い
る
―
―
の
分
析
の
重

要
性
を
強
調
し
て
い
る
。C

f. M
ichel de C

erteau, « Le poèm
e et sa 

prose », in La Fable m
ystique II, 2013, chap. 2. (orig. 1983)

v
 

「
コ
プ
ラ( copla)
」
と
い
う
民
衆
歌
謡
に
近
い
形
式
に
よ
る
「
我
が
い

の
ち
我
が
う
ち
に
な
く( V

ivo sin vivir en m
i)

」「
何
処
と
も
知
ら
ぬ

と
こ
ろ
に
入
り
て( Entérm

e donde no supe)

」「
愛
の
獲
物
を
追
い
か

け
て( Tras de un am

oroso lance)

」「
さ
さ
え
な
し
に
支
え
ら
れ( Sin 

arrio y con arrim
o)

」「
ど
ん
な
美
に
も
惑
い
は
し
ま
い( Por toda la 

herm
osura)

」
も
、「
あ
な
た
」
へ
の
愛
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
一
人
称

単
数
形
で
書
か
れ
た
詩
編
と
と
れ
る
。

w
 

「
ど
こ
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
？　

愛
す
る
あ
な
た
、
／
わ
た
し
を
泣

い
た
ま
ま
に
し
て
。
／
鹿
み
た
い
に　

あ
な
た
は
逃
げ
た
／
わ
た
し
を

傷
つ
け
て
お
い
て
。
／
あ
な
た
を
追
っ
て
外
に
出
た　

あ
な
た
を
呼
び

な
が
ら
。
で
も
も
う
い
な
か
っ
た
。( ¿A

dónde te escondiste, A
m

ado,/ 

y m
e dejaste con gem

ido?/ C
om

o el ciervo huiste,/ habiéndom
e 

herido;/ salí tras ti clam
ando, y eras ido.)

」

x
 

文
法
的
に
は
こ
の
一
行
は
疑
問
形
で
あ
り
、
校
訂
版
は
現
代
の
正
書
法

に
則
っ
て
「
？
」
を
付
す
が
、
感
嘆
文
と
し
て
「
！
」
を
付
し
て
も
よ
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m
onte nada.)

」
と
も
記
さ
れ
る
。

B
 

さ
ら
に
文
法
に
即
す
る
な
ら
、「（
わ
た
し
が
愛
す
る
）
あ
な
た

( A
m

ado)
」
は
男
性
形
で
あ
り
「（
あ
な
た
に
愛
さ
れ
て
い
る
）
わ
た
し

( am
ado)

」
は
女
性
形
で
あ
る
。
婚
姻
神
秘
主
義
の
言
葉
の
世
界
で
は
、

神
ー
人
の
関
係
性
は
、
い
わ
ば
「
性
化
」
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
問
題
系
に
連
な
る
だ
ろ
う
こ
の
問
題
系
に
つ
い
て
は
別

に
論
じ
た
い
。

つ
る
お
か
・
よ
し
お	

東
京
大
学
名
誉
教
授
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は
じ
め
に

日
常
の
あ
り
き
た
り
の
自
分
の
生
活
体
験
を
伝
え
よ
う
と

思
っ
て
も
、
同
じ
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
立
場
の
違
い
か
ら
全

く
解
釈
が
違
っ
て
く
る
。
そ
の
人
と
共
に
寄
り
添
う
も
の
、

学
的
に
客
観
化
し
て
見
る
も
の
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
他
人

行
儀
の
も
の
、
法
的
・
官
僚
的
に
使
わ
れ
る
も
の
等
々
、
こ

の
意
味
不
明
の
こ
と
の
探
求
か
ら
取
り
掛
か
っ
て
行
き
た
い
。

対
話
の
模
索

対
話
へ
の
道

筆
者
は
、
南
米
パ
ラ
グ
ァ
イ
の
開
拓
移
住
地
で
子
ど
も
時
代
を
過

「
自
転
車
に
乗
る
」
を
キ
ー
タ
ー
ム
に
、
動
作
主
の
私
は
「
自
転

車
に
乗
る
場
所
」
に
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
転
換
」
を

西
谷
啓
治
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
「
空
の
立
場
」
で
「
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
的
転
回
」
と
す
る
が
、
西
田
は
論
文
「
私
と
汝
」
の
中
で
「
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
「
一
即
多
、
多
即
一
」
に
「
動
作
主

の
私
が
、
動
作
の
起
る
〈
場
所
〉
に
な
る
」
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
。禅
の
悟
り
に
も
似
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が「
不

立
文
字
」
の
意
識
・
言
葉
以
前
の
「
神
秘
体
験
」
で
あ
り
、こ
の
「
転

換
」の
意
味
が
解
ら
な
け
れ
ば
西
田
哲
学
は
難
解
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
の
必
要
性
」
を
取
り
上
げ
た
い
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
必
要
性

出
来
事
が
生
起
す
る
場
所
の
理
解
の
た
め
に

髙
橋
勝
幸
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ご
し
て
き
た
が
、
馬
に
跨
り
日
帰
り
で
行
け
る
所
に
、
一
七
・
一
八

世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
のR

educciones del Paraguay

の
遺
跡
が
あ
っ

た
。
原
始
林
の
中
で
、
崩
れ
た
レ
ン
ガ
の
廃
墟
跡
の
間
に
、
提
灯
程

の
大
き
さ
の
脚
長
蜂
の
巣
が
幾
つ
も
ぶ
ら
下
り
、
と
て
も
近
付
け
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
遺
跡
が
、
す
べ
て
の
原
住
民
（
ガ
ラ
ニ

ー
族
）
が
、
平
和
に
平
等
に
暮
ら
し
た
古
代
の
教
会
以
来
の
原
始
キ

リ
ス
ト
教
の
姿
を
残
し
て
い
る
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。日
本
で
も
、

子
ど
も
に
至
る
ま
で
集
落
全
体
が
平
和
で
平
等
に
暮
ら
し
た
遺
跡
に

は
、
三
内
丸
山
遺
跡
等
が
あ
る
が
、
縄
文
時
代
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば

残
っ
て
い
な
い
。

筆
者
は
、
敗
戦
国
民
で
あ
り
、
移
民
の
子
ど
も
で
あ
れ
ば
、
差
別

的
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
と
考
え
て
い
た
が
、
高
度
成
長
期
の

日
本
に
お
い
て
も
変
っ
て
い
な
い
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
こ
の
解
決
の
道
を
求
め
て
、
上
記
の
パ
ラ
グ
ァ
イ
の
イ
エ
ズ
ス

会
遺
跡
と
同
時
代
の
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
活

動
を
比
較
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が
、当
初
の
研
究
目
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
、
Ｆ
・
ザ
ビ
エ
ル
（
一
五
〇
六
～

五
二
）、
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
（
一
五
三
九
～
一
六
〇
六
）
等
を

始
め
と
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
取
っ
た
「
適
応
主
義
」
布
教
方
針
は
、

日
本
人
の
文
化
、
道
徳
、
生
活
習
慣
の
良
い
も
の
を
キ
リ
ス
ト
教
の

中
に
取
り
入
れ
て
行
く
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た1

。
こ
の
キ
リ
シ
タ

ン
時
代
の
方
針
が
、
四
百
年
近
い
時
を
経
て
、
一
九
六
二
年
か
ら
四

会
期
に
渡
っ
て
開
か
れ
た「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
」に
お
い
て「
追

認
」
さ
れ
た
。
筆
者
は
こ
の
事
実
を
、
定
年
退
職
後
に
日
本
で
着
手

し
た
研
究
の
過
程
で
、
知
る
こ
と
に
な
る
。

公
会
議
の
教
令
「N

ostra aetate	

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に

対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い
て
の
宣
言
」
は
、
紀
元
四
世
紀
以
来
の

「
教
会
の
外
に
救
い
は
な
い
」
と
し
て
き
た
普
遍
の
教
会
の
鉄
の
扉

を
抉
じ
開
け
る
こ
と
に
な
り
、
教
会
の
方
針
が
一
八
〇
度
の
方
針
転

換
を
な
し
、
諸
宗
教
と
の
対
話
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

筆
者
の
研
究
方
針
も
、「
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
」
か
ら
「
比
較
思
想
・

宗
教
間
対
話
」
に
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
二
度
の
世
界
大
戦
、

核
兵
器
の
使
用
と
、
人
類
を
豊
か
で
便
利
に
す
る
は
ず
の
科
学
技
術
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千
万
の
人
々
、
特
に
子
ど
も
、
女
性
、
弱
者
が
飢
え
と
寒
さ
、
生
命

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
犠
牲
者
に
な
っ
て
い
る
。
紛
争
の
た
め
に
、

難
民
と
な
っ
て
い
る
罪
な
き
市
民
の
数
は
、
毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
衆

知
の
事
実
と
な
っ
て
い
な
が
ら
、
救
い
の
手
が
届
い
て
い
な
い
の
が

現
実
で
あ
ろ
う
。

筆
者
自
身
も
学
的
な
面
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
「
宗
教
間
対
話
」

を
研
究
す
る
過
程
で
、
西
洋
思
想
を
優
位
・
絶
対
と
す
る
こ
の
保
守

派
の
動
き
の
た
め
に
、
東
西
思
想
対
立
の
は
ざ
ま
（
溝
）
に
落
ち
込

み
、
意
味
も
理
由
も
解
ら
ぬ
ま
ま
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
西
洋
の
思

想
に
は
、
人
間
・
自
己
を
優
位
・
絶
対
と
見
る
人
間
中
心
の
一
方
的

な
偏
見
が
あ
る
た
め
に
、
人
々
を
自
由
、
平
等
な
同
じ
目
線
で
見
る

「
対
話
的
原
理
」
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

木
岡
伸
夫
『
邂
逅
の
論
理
―
―
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』（
春
秋
社
、

二
〇
一
七
年
）
で
は
、
西
洋
に
は
対
話
の
思
想
が
な
い
こ
と
を
詳
し

く
論
じ
て
い
る
。「
対
話
、
邂
逅
の
道
」
の
必
要
性
を
説
き
、
こ
の

東
西
思
想
の
対
立
を
「
統
合
」
す
る
邂
逅
の
道
を
、
木
岡
は
、「
縁

の
結
ぶ
世
界
」
と
し
て
と
ら
え
、
東
洋
的
・
仏
教
的
な
「
縁
起
・
空
」

に
よ
っ
て
、人
類
が
滅
ぼ
さ
れ
よ
う
と
す
る
危
機
に
直
面
し
て
く
る
。

ま
た
、
西
欧
的
思
考
の
科
学
技
術
は
、
人
間
中
心
の
立
場
で
自
然
を

「
使
用
」
で
は
な
く
支
配
し
、
利
用
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し

て
き
た
た
め
に
、
地
球
規
模
の
環
境
破
壊
に
歯
止
め
が
掛
か
ら
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
最
早
、
単
独
の
教
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題

に
対
処
し
切
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、多
く
の
人
（々
宗

教
、
国
々
、
民
族
）
と
協
力
し
、
諸
宗
教
と
の
対
話
の
道
を
切
り
開

く
こ
と
が
急
務
と
な
り
、全
世
界
の
司
教
団
の
意
見
を
聞
く
た
め
に
、

公
会
議
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

「
対
話
」
の
道
を
阻
む
も
の

こ
の
公
会
議
の
教
令（N

ostra aetate

）に
よ
っ
て
、「
宗
教
間
対
話
」

の
道
が
開
か
れ
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
二
十
一
世
紀
は
対
話
の
時

代
」
に
な
っ
た
も
の
と
筆
者
は
認
識
し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
か
つ

て
の
「
教
会
の
繁
栄
・
栄
光
の
幻
影
」
に
す
が
る
保
守
派
の
残
滓
も

あ
っ
て
、
対
話
・
改
革
の
道
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に

驚
か
さ
れ
る
。
今
日
の
世
界
に
お
い
て
、
一
日
と
し
て
紛
争
・
テ
ロ

の
な
い
平
和
に
過
ご
せ
る
日
は
訪
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
数
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れ
て
く
る
と
言
え
る
。

愛
宮
は
、
一
九
四
三
年
か
ら
津
和
野
の
曹
洞
宗
永
明
寺
に
参
禅

し
て
い
た
。
ま
た
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
等
の
取

っ
た
「
適
応
主
義
」
布
教
方
針
が
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ

て
「
追
認
」
さ
れ
、「
開
か
れ
た
教
会
」
と
し
て
の
道
を
歩
み
出
し

て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
過
去
の
栄
光
に
固
執
す
る
保
守

派
か
ら
は
、
こ
の
動
き
は
異
端
的
に
見
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
が
ぶ
つ

か
っ
た
の
は
、
東
西
の
思
想
対
立
を
象
徴
す
る
、
こ
の
大
き
な
壁
で

あ
っ
た
。
伝
統
を
重
ん
じ
る
、
保
守
派
の
ま
ま
で
は
、
日
本
人
・
日

本
文
化
の
理
解
な
し
に
、
日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
押
し
付
け
る
も

の
で
、
人
間
の
自
由
意
志
、
対
等
の
立
場
で
の
「
対
話
」
を
基
本
と

す
る
真
の
宣
教
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

西
洋
思
想
か
ら
消
え
た
「
中
動
態
」

筆
者
が
、
こ
の
東
西
思
想
の
対
立
の
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
困
惑
し

て
い
た
時
に
、
國
分
功
一
郎
の
説
く
「
中
動
態
」
の
思
想
に
辿
り
着

い
た
。
國
分
は
、「
昔
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
に
は
「
中
動
態
」

と
い
う
文
法
が
あ
っ
た
の
に
、そ
れ
が
な
ぜ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、

の
世
界
に
お
い
て
、「
統
合
」
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
こ
と
を
示
し

て
い
る2
。

現
代
に
お
い
て
も
、
欧
米
か
ら
来
て
い
る
一
部
の
キ
リ
ス
ト
教
宣

教
師
の
中
に
は
、
西
洋
思
想
絶
対
優
位
を
譲
ら
ず
、
未
だ
以
て
上
か

ら
目
線
の
ま
ま
で
、
宣
教
国
（
非
西
洋
国
）
に
「
優
れ
た
西
欧
の
文

化
、
宗
教
、
倫
理
、
言
語
を
教
え
に
来
た
」
と
い
う
西
洋
優
位
・
キ

リ
ス
ト
教
絶
対
の
態
度
が
残
っ
て
い
る
た
め
に
、
西
洋
思
想
に
偏
り

過
ぎ
て
、日
本
人
に
馴
染
ま
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
実
態
も
あ
る
。

日
本
の
文
化
・
伝
統
、
道
徳
、
生
活
習
慣
の
良
い
も
の
を
キ
リ
ス

ト
教
の
中
に
生
か
し
て
行
こ
う
と
す
る
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
「
適

応
主
義
」
布
教
方
針
や
、
大
正
期
に
な
っ
て
再
来
日
し
た
イ
エ
ズ
ス

会
士
た
ち
、
特
に
愛
宮
真
備
ラ
サ
ー
ル
神
父
は
、
日
本
語
・
日
本
文

化
を
知
ら
ず
し
て
日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
て
、
自
ら
進
ん
で
日
本
文
化
理
解
の
た
め
に
、
禅
宗
の
お
寺

に
参
禅
し
「
カ
ト
リ
ッ
ク
禅
」
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
既
述
の
公
会

議
よ
り
も
一
七
年
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
よ
う
に
先
駆
的

な
「
対
話
の
精
神
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
未
来
が
開
か
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ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述

す
る
が
、
國
分
の
「
行
為
者
で
あ
る
私
が
、
自
転
車
に
乗
る
〈
場
所
〉

に
な
る
」、
所
謂
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
で
あ
り
、
こ
の
意
味
が

解
ら
な
け
れ
ば
日
本
語
的
な
「
中
動
態
」
も
西
田
哲
学
も
認
識
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

西
洋
思
想
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
発
祥
以
来
、
こ
の
「
中

動
態
」
の
文
法
が
言
語
・
意
識
か
ら
消
え
て
い
る
が
た
め
に
、
形
式

論
理
の
立
場
か
ら
は
、
東
洋
思
想
を
一
段
低
い
も
の
と
見
て
い
る
。

従
っ
て
、
中
動
態
の
文
法
が
生
活
の
中
に
残
る
日
本
語
・
日
本
文
化

と
は
、
思
惟
方
法
が
真
逆
に
な
る
こ
と
の
構
図
が
は
っ
き
り
し
て
き

た
こ
と
を
訴
え
て
き
た
が
、
西
洋
思
想
の
論
理
的
な
思
考
法
に
慣
ら

さ
れ
た
、
大
半
の
研
究
者
に
は
、
中
々
理
解
さ
れ
な
い
も
ど
か
し
さ

が
残
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
東
西
思
想
の
対
立
を
克
服
す
る
邂
逅
の
道
の
模
索
か
ら

始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

能
動
・
受
動
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
少
し
も
普
遍
的
で
は
な
か
っ
た

の
に3

」
と
説
き
起
こ
し
て
行
く
。「
目
か
ら
鱗
」（
使
徒
言
行
録
九
章
）

の
よ
う
に
閃
い
て
き
て
、
東
西
対
立
の
意
味
が
見
え
て
き
た
。

文
法
と
し
て
の
「
中
動
態
」
は
、
能
動
態
と
受
動
態
の
〈
中
間
〉

を
意
味
し
、能
動
で
も
受
動
で
も
な
い
事
態
を
表
現
す
る
「
相
」（
態
、

voice

）
を
意
味
す
る
。「
中
動
態
」
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
で
論
じ
た

テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
説
明
を
簡
略
に
す
る4

。
西
欧

思
想
の
ロ
ゴ
ス
的
な
「
主
語
的
論
理
」
で
は
、
二
項
対
立
的
な
対
象

論
理
的
文
法
に
基
礎
を
置
く
た
め
に
、
論
理
が
噛
み
合
う
は
ず
が
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
個
と
し
て
の
人
格
、
自
由
、
意
志
、
責
任
と
い

っ
た
抽
象
概
念
の
説
明
に
は
適
し
て
お
り
、
近
代
西
洋
の
科
学
技
術

の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
今
日
に
お
い
て

は
地
球
規
模
の
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
レ
ン
マ
的
な
東
洋
的
・
仏
教
的
な
思
考
で
は
、
目
に
見
え
な
い

「
真
如
」
や
「
法
性
」
の
問
題
が
主
と
な
る
た
め
に
、
西
洋
の
視
点

か
ら
は
、
こ
う
し
た
主
題
は
論
理
性
に
欠
け
る
と
し
て
軽
視
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
よ
う
な
東
西
の
思
想
対
立
を
超
え
る
た
め
に
は
、「
パ
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論
じ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
表
現
力
の
不
足
が
原
因
で
、
主
旨
が
伝

わ
ら
な
い
も
ど
か
し
さ
が
残
っ
て
い
た
。
筆
者
自
身
の
判
断
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
人
生
経
験
を
つ
ぎ
込
ん
で
、
論
理
と
し
て
は

万
全
を
期
し
て
き
た
と
思
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
対
立
す
る
東

西
思
想
の
ど
ち
ら
側
か
ら
も
理
解
し
て
貰
え
な
か
っ
た
。

明
治
維
新
以
降
、
日
本
に
入
っ
て
き
たPhilosophy

に
よ
っ
て
、

科
学
実
証
的
な
西
欧
的
思
考
を
優
位
・
絶
対
と
す
る
方
々
か
ら
は
、

西
洋
の
科
学
的
な
論
理
思
考
か
ら
す
る
と
、
東
洋
的
・
日
本
的
な
思

想
は
、
非
科
学
的
な
「
曖
昧
な
論
理
」
と
し
て
軽
視
さ
れ
た
。
特
に

西
田
哲
学
の
語
を
論
文
中
に
入
れ
た
研
究
論
文
な
ど
は
、
時
間
の
無

駄
と
ま
で
言
わ
れ
、
軽
微
に
扱
わ
れ
、
無
視
さ
れ
て
き
た
。
反
対
に
、

東
洋
思
想
・
仏
教
思
想
を
是
と
す
る
方
々
か
ら
は
、
仏
教
的
な
「
空
」

の
意
味
、
東
洋
思
想
の
深
み
に
あ
る
霊
性
が
解
っ
て
い
な
い
素
人
と

み
な
さ
れ
、
認
識
不
足
を
指
摘
さ
れ
た
。

筆
者
は
、西
田
哲
学
の
論
文
「
私
と
汝
」
か
ら
、個
と
し
て
は
別
々

の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、「
場
所
」
に
お
い
て
「
一
つ
（
一
如
）」
に

な
る
こ
と
か
ら
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
を
説
明
で
き
る
と
踏
ん

中
動
態
か
ら
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
へ

彷
徨
い
の
中
で
、「
中
動
態
」
の
文
法
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
発

祥
以
降
に
、
西
洋
思
想
か
ら
消
え
た
こ
と
に
気
付
い
て
か
ら
、
こ
の

「
中
動
態
」
の
掘
り
返
し
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
で
、
東
西
思
想
の

対
立
を
超
え
た「
対
話
」の
道
が
開
か
れ
る
と
確
信
し
て
き
た
が
、「
パ

ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
の
意
味
を
知
ら
ず
し
て
、
意
識
し
て
、
言
葉
に
し

て
論
証
す
る
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
「
形
式
論
理
」
に
頼
る

こ
と
に
な
り
、
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
。

そ
の
後
の
経
緯

筆
者
は
、
そ
れ
以
後
、「
中
動
態
と
は
何
か
」
を
考
え
、
同
時
に
、

西
洋
思
想
を
支
配
す
る「
も
の
的
ロ
ゴ
ス
的
」思
考
と
東
洋
的
な「
こ

と
的
レ
ン
マ
的
」
思
考
の
関
係
を
反
省
し
て
「〈
も
の
〉
と
〈
こ
と5

〉」

等
で
答
え
て
き
た
。
そ
の
う
え
で
「
邂
逅
の
論
理
」
を
入
れ
た
形
で
、

「
西
田
哲
学
の
〈
絶
対
無
の
場
所
〉
と
ロ
ヨ
ラ
の
イ
グ
ナ
チ
オ
の
〈
霊

操
の
不
偏
心
〉
の
類
似
性
」
を
示
す
こ
と
で
、
東
西
思
想
の
重
な
り

を
明
ら
か
に
す
る
な
ら
、
東
西
「
統
合
」
の
可
能
性
が
出
て
く
る
と
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ネ
ル
ギ
ー
に
欠
け
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
形
式
論
理
の

二
元
論
の
下
、
現
実
の
眼
に
見
え
る
も
の
、
耳
で
聞
こ
え
る
も
の
を

真
理
と
す
る
西
側
の
科
学
思
想
に
、
仏
教
者
は
つ
い
て
行
け
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
東
洋
で
は
、
被
植
民
地
の
道
を
辿

る
こ
と
に
な
り
、途
上
国
の
苦
し
み
を
味
わ
わ
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、

西
洋
に
追
随
す
る
国
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
末

木
文
美
士
編
『
非
西
洋
の
視
座
』（
大
明
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ

る
と
、
序
文
で
「
西
洋
を
批
判
す
る
に
し
て
も
、
欧
米
の
大
学
で
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
で
し
か
で
き
な
い
」
こ
と
を
揚
げ
て
、
途
上
国
の

言
語
・
文
化
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
現
実
を
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
経
済
発
展
、
自
由
主
義
の
政
治
の
行
き
詰
ま
り
が
顕

著
に
見
え
て
き
て
い
る
こ
と
で
、
新
た
な
開
か
れ
た
道
の
模
索
が
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
地
球
規
模
の
環
境
破
壊
は
、
次
世

代
に
我
々
の
住
む
家
（
地
球
）
を
残
せ
る
の
か
と
問
わ
れ
て
く
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た6

。
欧
米
絶
対
の
思
考
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
こ
と

は
、
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く

で
い
た
が
、
論
理
と
し
て
不
十
分
と
言
わ
れ
た
ま
ま
、
進
展
し
な
か

っ
た
。
そ
の
批
判
が
意
味
す
る
こ
と
は
何
な
の
か
、
取
り
着
く
島
の

な
い
ま
ま
で
、
随
分
と
悩
ま
さ
れ
、
彷
徨
っ
て
き
た
。
前
節
で
述
べ

た
よ
う
に
、「
中
動
態
」
の
文
法
が
西
洋
思
想
に
欠
け
て
い
る
こ
と

を
説
明
す
る
著
作
に
辿
り
着
き
、
東
西
思
想
対
立
の
構
図
が
見
え
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
発
祥
以
来
、
西
洋
の
思
想
、

言
語
か
ら
、「
中
動
態
」
が
「
非
論
理
的
」
と
し
て
排
除
さ
れ
、
失

わ
れ
た
。そ
の
た
め
、以
後
の
文
法
で
は
、科
学
的
・
実
証
的
な「
分
析
」

な
ど
は
発
展
す
る
も
の
の
、「
中
動
態
」
に
よ
ら
ね
ば
表
現
し
え
な

い
個
々
の
「
味
」
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
、
内
な
る
「
こ
こ

ろ
」
の
問
題
が
読
み
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
今
日
に
お
い
て
、
西

洋
的
な
形
式
論
理
の
行
き
詰
ま
り
が
顕
著
に
見
え
て
き
た
こ
と
も
あ

っ
て
、「
中
動
態
」
の
掘
り
返
し
な
し
に
は
、自
由
で
対
等
な
「
対
話
」

の
道
が
開
か
れ
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
東
洋
思
想
に
お
い
て
も
、「
慈
悲
」「
六
波
羅
蜜
」
等
と

い
う
素
晴
ら
し
い
教
え
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
生
か
す
動
的
エ
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思
想
か
ら
一
方
的
に
「
上
か
ら
目
線
」
で
見
ら
れ
て
い
る
訳
で
、「
対

話
」
そ
の
も
の
が
、
噛
み
合
う
は
ず
が
な
く
、
成
立
す
る
は
ず
が
な

か
っ
た7

。

行
き
詰
ま
り
状
態
の
中
で
、
藁
を
も
掴
む
思
い
で
「
中
動
態
」

の
文
法
に
辿
り
着
き
、
東
西
思
想
対
立
の
構
図
を
明
ら
か
に
し
て
、

こ
の
「
中
動
態
」
の
欠
け
た
欧
米
の
思
惟
方
法
で
は
、
東
洋
思
想
・

仏
教
・
日
本
の
思
想
の
理
解
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
て
、

「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
違
い
に
着
目
し
な
が
ら
、
東
西
思
想
対
立

の
解
消
に
は
「
中
動
態
」
の
掘
り
起
こ
し
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

説
い
た
が
、
論
理
そ
の
も
の
が
噛
み
合
っ
て
い
な
い
訳
で
、
全
く
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

「
中
動
態
」
を
失
っ
た
西
欧
の
形
式
論
理
を
批
判
す
る
立
場
が
、

「
弁
証
法
的
論
理
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、「
学
」
と
し
て

の
客
観
的
な
弁
証
法
的
論
理
そ
れ
自
体
が
、
二
項
対
立
の
対
象
論

理
（
二
元
論
）
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
式
論
理
の
矛
盾
が

解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い8

。
そ
ん
な
時
に
、「
中
動
態
」
の
説
明

で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
出
来
事
が
生
起
す
る
体
〈
場
所
〉
に
な
る
」

し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
成
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
反
省
か
ら

出
発
す
る
。
そ
の
出
発
点
は
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」「
変
る
こ
と
」

な
く
し
て
は
、
論
理
的
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
気

付
き
に
あ
る
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
へ

筆
者
が
最
後
の
砦
と
し
た
の
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、「
西
田
哲

学
の
〈
絶
対
無
の
場
所
〉
と
ロ
ヨ
ラ
の
イ
グ
ナ
チ
オ
の
〈
霊
操
の
不

偏
心
〉
の
類
似
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
西

思
想
の
対
立
を
越
え
た
「
霊
性
」
が
開
か
れ
る
と
確
信
し
て
い
た
が
、

西
欧
思
想
の
科
学
的
思
惟
を
絶
対
優
位
と
す
る
向
き
に
は
、
趣
意
が

つ
う
じ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
比
較
思
想
・
宗
教
間
対
話
を
研
究
課

題
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
東
西
思
想
の
「
対
話
の
原
理
」
そ

の
も
の
が
噛
み
合
っ
て
い
な
い
現
実
に
ぶ
つ
か
っ
た
。

そ
れ
は
西
欧
的
な
形
式
論
理
の
二
元
論
で
見
る
限
り
、「
場
所
に

な
る
」
こ
と
の
意
味
の
解
釈
が
で
き
な
い
こ
と
で
、
元
々
論
理
が
異

な
っ
て
い
る
た
め
に
、
東
洋
的
な
「
こ
と
」
の
発
想
（
レ
ン
マ
的
論

理
）
を
、「
論
理
」
と
し
て
認
め
て
居
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
西
欧
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な
が
ら
、内
に
お
い
て
は
「
一
つ
」
に
な
る
「
中
動
態
」
的
な
「（
場

所
に
な
る
）
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付

か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
本
論
は
新
た

な
視
点
か
ら
見
直
し
て
行
く
方
向
で
考
え
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ

ン
ベ
ン
か
ら
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
教
え
ら

れ
るa

。
彼
は
、「
自
転
車
に
乗
る
」
等
の
身
体
の
使
用
を
喩
え
に
し

て
い
る
が
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
こ
の
「
一
つ
の
場

所
に
変
る
」
と
い
っ
た
「
転
換
」
な
し
に
理
論
的
（
理
性
的
）
に
考

え
て
い
た
の
で
は
、
対
象
を
支
配
的
に
見
る
「
も
の
的
ロ
ゴ
ス
的
」

な
西
洋
思
想
の
二
元
論
に
囚
わ
れ
つ
づ
け
、
早
晩
「
行
き
詰
ま
り
」、

結
論
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
「
二
つ
の
も
の
が
一
つ
に
な
る
」
こ
と
を
、

晩
年
の
西
田
哲
学
の
論
文
「
私
と
汝
」
か
ら
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
説
明
が
出
来
る
と
踏
ん
で
い
た
がb

、
何
故
か
充
分
に
伝
わ
ら

な
い
も
ど
か
し
さ
が
残
っ
て
い
た
。
禅
の
悟
り
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教

の
「
祈
り
」
に
も
似
た
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
の
意
味
が
理
解
で

と
い
う
こ
と
の
意
義
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
こ
の
「
場
所
に
な

る
」
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
の
必
要
性
」

が
見
え
て
き
た
。
こ
の
「
行
為
者
で
あ
る
私
が
、
行
為
す
る
体
（
場

所
）
に
な
る
こ
と
」
は
、
西
田
哲
学
の
「
一
即
多
、
多
即
一
」
の
論

理
で
あ
り
、ま
さ
に
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
に
依
ら
な
け
れ
ば
、「
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
は
、
難
解
な
ま
ま
で
見
え
て
こ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。

不
立
文
字
の
禅
の
悟
り
に
も
似
た
、
言
葉
・
意
識
以
前
の
知
に

立
ち
返
ろ
う
と
す
る
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換9

」。
筆
者
と
し
て
は
、

そ
れ
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
が
た
め
に
、「
場
所
に
な
る
」
こ
と

の
理
解
の
乏
し
さ
か
ら
、「
行
き
詰
ま
り
」
を
体
験
し
た
の
で
あ
る
。

「
理
屈
（
論
理
）」
だ
け
で
「
禅
の
悟
り
＝
見
性
」
を
語
る
方
が
い
る

が
、「
不
立
文
字
」
を
言
葉
に
す
る
も
の
で
、
全
く
意
味
が
解
ら
な

か
っ
た0

。
筆
者
自
身
も
理
性
の
み
で
、
外
側
か
ら
客
観
的
に
見
て
い

た
も
の
で
、
こ
の
同
じ
過
ち
を
「
中
動
態
」
の
説
明
で
も
犯
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
外
側
か
ら
客
観
的
に
見
る
論
理
で
は
な
く
、
西
田

哲
学
の
言
う
「
私
と
汝
」
が
個
と
し
て
は
全
く
別
々
の
も
の
で
あ
り
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一
つ
の
行
為
者
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
体
験
は
、
誰
も
が
日
常
生
活

の
中
で
体
験
し
て
い
る
「
生
活
そ
の
も
の
」
で
あ
る
が
、
言
葉
に
表

し
、
論
理
と
し
て
説
明
す
る
に
は
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
西
田
哲
学

が
難
解
と
さ
れ
る
同
じ
根
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
西
欧
的
な
「
ロ
ゴ
ス
＝
も
の
」
的
思
考
で
以
っ
て

答
え
よ
う
と
す
る
と
、
論
理
そ
の
も
の
が
噛
み
合
わ
ず
、
答
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
く
る
。
頭
（
論
理
＝
理
性
）
で
、
対
象
と
な
る
事
物
を

対
象
論
理
（
弁
証
法
）
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
限
り
、「
場
所
と
な
る
」

こ
と
の
意
味
は
分
か
ら
な
く
な
るf

。
こ
の
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
的
理
解
の

壁
を
突
破
す
る
上
で
、
助
け
と
な
っ
た
の
が
、
最
初
に
挙
げ
た
國
分

功
一
郎
の
著
書
で
あ
る
。
國
分
は
、ア
ガ
ン
ベ
ン
の
『
身
体
の
使
用
』

か
ら
引
い
た
喩
え
と
し
て
、「
自
転
車
に
乗
る
」
の
例
に
よ
っ
て
「
中

動
態
」
を
説
明
し
て
い
る
が
、
一
般
人
に
も
分
る
も
の
で
、
そ
の
説

明
は
非
常
に
参
考
に
な
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
「
祈
り
」
も
、
ま
た
禅
の
「
悟
り
」
も
、「
於
て

あ
る
場
所
」
に
変
ら
な
い
限
り
、
そ
の
深
奥
に
入
る
こ
と
は
で
き
な

い
。「
行
」に
お
い
て
は
、対
象
的
に
見
る
限
り
は
理
性
的
と
な
り
、「
悟

き
れ
ば
、
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
理
解
も
、
今
日
の
宗

教
間
対
話
の
行
き
詰
ま
り
状
況
の
打
開
の
道
も
開
け
て
来
る
と
見
て

い
るc

。
出
来
事
が
生
起
し
て
い
る
場
所
に
な
る
こ
とd

「
禅
の
悟
り
」
も
頭

（
理
性
）
で
考
え
る
限
り
、
禅
そ
の
も
の
を
頭
で
「
支
配
」
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
悟
り
」
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
悟
り
」

は
「
無
」
と
な
っ
て
「
己
事
究
明
」
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
理

性
で
対
象
的
に
も
の
ご
と
を
見
て
い
る
限
り
は
「
悟
る
」
こ
と
は
出

来
な
い
。
つ
ま
り
、
正
反
対
の
思
考
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
が
必

要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
るe

。

此
処
で
は
「
中
動
態
的
見
地
」
か
ら
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
の
必

要
性
」
を
見
て
行
く
。「
出
来
事
が
生
起
し
て
い
る
場
所
に
な
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
既
述
の
と
お
り
、
行
為
者
で
あ
る
私
が
、「
自
転

車
に
乗
る
場
所
に
な
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、「
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
転
換
」
に
よ
っ
て
、「
個
」
と
し
て
の
「
私
」
と
「
自
転
車
」

と
い
う
別
々
の
個
物
が
、
一
つ
に
な
る
あ
り
方
で
あ
る
。
自
転
車
に

乗
る
私
（
行
為
者
）
は
、〈
場
所
〉
と
な
っ
て
、
無
意
識
に
両
者
は
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「
一
つ
の
場
所
」
に
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
るg

。

常
に
「
対
象
的
」
な
二
元
論
で
あ
る
限
り
、言
葉
（
理
論
）、教
義
、

規
則
に
縛
ら
れ
、
言
葉
に
よ
る
「
信
仰
宣
言
」
に
よ
っ
て
明
確
に
表

明
出
来
な
い
と
、「
不
信
仰
」
と
さ
れ
て
し
ま
うh

。
日
々
の
生
活
の

中
に
、
絶
対
者
の
存
在
を
感
じ
取
る
、
真
の
自
己
、
神
性
と
は
程
遠

い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
西
欧
の
支
配
的
な
、言
葉
に
よ
り
「
対
象
」

を
支
配
的
に
見
る
見
方
で
は
、「
し
る
し
」
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

何
も
の
に
も
変
え
ら
れ
な
い
「
人
の
こ
こ
ろ
」
は
、
無
視
さ
れ
て
い

る
。
言
葉
・
し
る
し
に
頼
る
の
で
は
、「
こ
こ
ろ
」
を
読
み
取
る
こ

と
は
出
来
な
く
な
る
。
聖
書
に
も
、イ
エ
ス
自
身
が
フ
ァ
リ
サ
イ
人
、

律
法
学
士
に
対
し
て
、
律
法
（
規
則
）
に
拘
っ
て
人
を
裁
く
こ
と
は

戒
め
て
い
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。

聖
書
の
言
葉
に
も
、「
二
人
の
者
は
一
体
で
あ
る
」
が
あ
り
、
そ

の
解
釈
か
ら
問
題
な
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
、
ま
た
「
三
位
一
体

の
神
」
を
理
解
す
る
に
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
たi

。

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、「
僕
が
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
僕

が
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
う
た
め
に
は
、〈
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
う
者
〉
へ

り
」
は
あ
り
得
な
い
。「
日
本
的
霊
性
」
の
深
奥
は
、「
行
」
に
お
い

て
「
無
」
あ
る
い
は
「
不
偏
心
」
が
あ
っ
て
達
成
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
「
行
」
の
「
神
秘
」
の
意
味
を
解
さ
ず
、
論
理
的
に
見
る

限
り
、
言
葉
に
表
し
た
も
の
だ
け
を
「
信
仰
」
と
す
る
な
ら
、
神
秘

の
世
界
は
「
信
仰
の
妨
げ
に
な
る
」
と
排
除
さ
れ
て
く
る
。
マ
イ
ス

タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
一
二
六
〇
～
一
三
二
八
頃
）
の
「
神
性
」
が
、

異
端
審
問
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
見
て
も
、
そ
の
意
味
は
理
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

「
祈
り
」
を
例
に
取
っ
て
見
る
と
、
神
を
対
象
的
に
見
て
、
口
唱

ま
た
は
合
唱
す
る
こ
と
が
、西
欧
的
・
理
性
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神

信
仰
」
と
す
る
が
、
信
じ
な
い
限
り
、
神
は
意
識
の
中
に
見
え
て
来

な
い
。
す
な
わ
ち
、
無
神
論
が
当
然
に
起
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
不

思
議
は
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
祈
り
」
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言

う
よ
う
に
、「
自
己
が
神
の
う
ち
に
入
り
、
ま
た
神
が
私
の
こ
こ
ろ

の
う
ち
に
あ
る
」
神
秘
的
な
体
験
を
言
っ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
「
神
性
」
と
並
ん
で
、
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
は
、「
詩
作
」
に
お

い
て
、
神
と
の
一
致
、
神
の
意
志
、
神
の
招
き
の
う
ち
に
一
致
し
て



79	―――	東西宗教研究　第 20号・2022年

深
く
、
日
本
人
の
「
霊
性
」
に
近
付
け
る
道
は
世
界
哲
学
と

し
て
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
示
す
西
田
哲
学
を
「
か
な
め
石
」

と
し
て
あ
る
と
思
う
。

國
分
功
一
郎
の
「
中
動
態
の
世
界
」
と
西
田
哲
学
と
の
関
連
性

既
述
の
國
分
功
一
郎
は
、
二
〇
一
九
年
公
益
財
団
法
人
「
せ
た
が

や
文
化
財
団
」（
東
京
都
世
田
谷
区
）
で
行
な
わ
れ
た
講
演
「
哲
学

対
話	 para shif	

パ
ラ
シ
フ
」（
世
田
谷
文
化
生
活
情
報
セ
ン
タ
ー
・

生
活
工
房
主
催
の
哲
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）
に
お
い
て
、「
自
転
車
に
乗

る
体
に
な
る
」
の
喩
え
で
「
中
動
態
」
を
説
明
し
て
い
た
。「
一
如
」

（
動
作
主
で
あ
る
私
と
対
象
の
自
転
車
に
乗
る
体
に
お
い
て
一
つ
の

も
の
（
場
所
）
に
な
る
）
こ
と
の
意
味
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
西
田

哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
も
難
解
な
ま
ま
に
残
るl

。

す
な
わ
ち
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
の
必
要
性
を
言
っ
て
い
る
。

國
分
の
「
自
転
車
に
乗
る
体
に
な
る
」
と
い
う
喩
え
は
、
西
田
哲
学

の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
の
説
明
に
役
立
っ
て
く
るm

。

「
私
と
汝
（
自
転
車
）」
は
「
個
」
と
し
て
は
別
々
の
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、「
乗
る
」
と
言
う
動
作
主
の
出
来
事
の
場
所
に
お
い
て

と
僕
が
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
転
車
に
乗
る
と
き
、
自
転

車
を
支
配
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
乗
れ
ま
せ
ん
。〈
自
転
車
に
乗

る
者
〉
へ
と
僕
が
変
化
し
な
け
れ
ば
自
転
車
に
乗
れ
な
いj

」
と
し
て

い
る
。「
使
用
」
と
い
う
の
は
中
動
態
的
で
あ
っ
て
、「
僕
が
使
用
が

起
こ
る
場
所
に
な
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
転
車
に
乗
る
と
き
、

僕
は
「
自
転
車
の
使
用
」
の
場
所
に
な
る
。
ま
さ
し
く
主
語
が
動
詞

の
名
指
す
過
程
が
起
こ
る
場
所
に
な
る
と
い
う
の
が
、
中
動
態
の
定

義
で
あ
っ
た
と
言
え
るk

。

中
動
態
か
ら
見
た
西
田
哲
学
の
理
解

西
田
哲
学
を
難
解
と
す
る
の
で
は
な
く
、そ
の
理
解
が
「
日

本
文
化
の
理
解
」
に
繋
が
る
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
欧
の
ロ
ゴ
ス
的
論
理
で
は
、「
中

動
態
」
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、「
レ
ン
マ
的
」・
東
洋
的

な
西
田
哲
学
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
日
本
人
、
日
本
文
化

の
理
解
な
し
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
人
に
伝
え
よ
う
と
す

る
愚
か
さ
は
矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
中
動
態
」
か
ら
よ
り
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し
ま
う
。

彼
ら
の
思
考
で
は
、「
西
田
哲
学
」
な
ど
東
洋
的
な
思
考
に
は
（
論

理
的
に
）
限
界
が
あ
る
と
誤
解
し
た
見
方
し
か
出
来
な
く
な
る
。
理

性
で
自
転
車
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
と
、
理
屈
（
頭
〔
大
脳
〕・
理

性
）
で
考
え
た
の
で
は
、行
動
と
遊
離
す
る
の
で
（
自
転
車
に
）「
乗

る
こ
と
は
出
来
な
いp

」
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
主
語
・
述
語
、
主
観
・
客
観
の
形
式
論
理
の
意
識

し
た
言
葉
に
し
た
の
で
は
「
ロ
ゴ
ス
的
・
も
の
的
」
な
思
考
に
な
る

た
め
、
能
動
と
受
動
が
区
別
さ
れ
る
対
象
論
理
と
な
る
。

「
私
」
と
「
自
転
車
」
は
、
個
々
別
々
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
意

識
す
る
こ
と
な
く
「
自
転
車
に
乗
る
体
（
場
所
）
に
な
っ
て
」「
動

作
主
も
自
転
車
に
乗
る
体
と
な
っ
て
」「
一
つ
」
に
な
る
時
、
す
る

と
あ
る
「
瞬
間
」
に
「
私
」
と
「
自
転
車
」
は
「
一
つ
の
体
」
に
な

っ
て
い
て
、（
小
脳
の
働
き
は
）
意
識
す
る
こ
と
な
く
、〈
自
然
に
〉

身
体
の
一
部
（
場
所
）
と
な
っ
て
「
乗
っ
て
い
る
」（
乗
れ
る
よ
う

に
な
る
と
何
の
意
識
も
考
え
も
要
ら
な
い
自
然
に
身
に
付
い
て
い

る
）
こ
と
に
な
っ
て
い
るq

。
こ
の
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
は
、
禅
の

「
一
つ
（
一
如
）」
で
あ
る
と
私
は
こ
う
解
釈
し
た
い
。
生
活
習
慣
と

し
て
身
に
付
い
た
小
脳
の
働
き
で
あ
る
か
ら
、
理
性
的
に
意
識
・
言

葉
に
表
す
大
脳
の
働
き
と
は
区
別
さ
れ
る
無
自
覚
の
う
ち
に
起
こ
る

出
来
事
で
あ
る
の
で
、「
中
動
態
」
と
し
て
説
明
で
き
る
の
で
は
な

い
かn

。
こ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」「
変
る
こ
と
」
の
意
味
が
分

ら
な
け
れ
ば
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
は
理
解
で
き
な
い
の

で
は
な
い
かo

。

國
分
は
、
こ
の
「
動
作
主
」（
出
来
事
）
の
説
明
を
、「
自
転
車

に
乗
る
」
と
言
う
あ
り
ふ
れ
た
喩
え
で
「
中
動
態
」
を
説
明
し
て
い

た
。
國
分
の
雑
誌
『
精
神
看
護
』（
医
学
書
院
、
二
〇
一
四
年
一
月

か
ら
隔
月
六
回
）
の
見
出
し
は
「〈
す
る
〉
で
も
〈
さ
れ
る
〉
で
も

な
い
世
界
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
私
た
ち
は
、
能
動
態/

受

動
態
と
い
う
二
分
法
で
分
け
ら
れ
た
文
法
世
界
に
生
き
て
い
る
。
現

代
の
西
欧
の
科
学
実
証
主
義
的
思
考
に
慣
ら
さ
れ
た
者
に
と
っ
て

は
、理
性
（
理
屈
）
で
「
も
の
的
ロ
ゴ
ス
的
」
に
考
え
る
も
の
で
、「
私
」

と
「
自
転
車
」
と
を
、主
語
・
述
語
的
な
二
項
対
立
の
二
元
論
で
別
々

に
考
え
て
し
ま
う
の
で
、
全
く
無
駄
な
思
考
を
す
る
と
思
い
込
ん
で
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こ
の「
場
所
」に
お
い
て〈
一
つ
〉に
な
る「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」

が
理
解
出
来
な
け
れ
ば
、「
世
界
哲
学
」
と
し
て
の
西
田
哲
学
は
見

え
て
こ
な
い
。
西
田
の
見
る
世
界
は
、
東
西
思
想
の
対
立
を
超
え
た

「
世
界
哲
学
」と
し
て
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
、ま
た
木
岡
伸
夫
の「
邂

逅
の
論
理t

」と
も
重
な
っ
て
く
る
。
私
た
ち
の
求
め
て
い
る
も
の
は
、

こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
に
よ
っ
て
見
る
「
邂
逅
の
道
」
で
も
あ
る
。

西
田
哲
学
を
今
日
の
世
界
に
活
か
す
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る

筆
者
の
自
覚
す
る
使
命
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
不
可
欠
と
思
わ
れ
る

一
点
に
言
及
し
て
、
本
項
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。「
仏
に
逢
う
て

は
仏
を
殺
せ
、師
に
逢
う
て
は
師
を
殺
せ
」
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、

何
か
に
囚
わ
れ
て
い
る
限
り
は
、
真
実
の
道
は
見
え
て
来
な
いu

。
西

田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
が
、
東
西
統
合
の
道
を
開
く

「
か
な
め
石
」
と
な
っ
て
働
く
た
め
に
は
、
宗
教
の
世
界
に
お
い
て
、

「
行
」
の
心
構
え
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

邂
逅
に
向
か
う
西
田
哲
学

二
十
一
世
紀
は
「
対
話
の
時
代
」
で
あ
る
こ
と
は
、
キ
リ
シ
タ

ン
時
代
の
「
適
応
主
義
」
と
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
の
「N

ostra 

悟
り
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
同
じ
も
の
を
見
て
も
世
界
観
が
全
く
変

る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
の
心
境
は
、
禅
で
は
「
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
、・・・
」

と
し
て
仏
教
の
真
髄
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
を
意
識
し
、
言

葉
に
す
る
と
、
そ
の
説
明
は
非
常
に
難
し
い
も
の
と
な
っ
て
く
るr

。

こ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
管
見
の
認
識
を

一
八
〇
度
「
転
換
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
認
識
世
界
の
地
平

が
大
き
く
変
っ
て
く
るs

。

西
田
哲
学
は
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
場
所

の
論
理
に
よ
っ
て
、
東
西
思
想
の
対
立
を
超
え
て
「
東
西
論
理
思
想

を
綜
合
」
す
る
「
世
界
哲
学
」
の
道
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。「
対

話
の
道
を
阻
む
も
の
」
の
項
で
見
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
が
最
後

の
砦
と
し
て
い
た
「
西
田
哲
学
の
〈
絶
対
無
の
場
所
〉
と
ロ
ヨ
ラ
の

イ
グ
ナ
テ
オ
の
〈
霊
操
の
不
偏
心
〉
の
類
似
性
」
を
取
り
上
げ
て
き

た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
軽
微
に
扱
わ
れ
て
き
た
経
緯
は
、
西
欧
思
想
の

科
学
実
証
的
思
惟
を
優
位
・
絶
対
と
す
る
思
考
に
慣
ら
さ
れ
た
現
代

日
本
の
研
究
者
の
反
応
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
に
お
い
て
始
め
て
、
東
洋
思
想
・「
西
田
哲
学
」
の
思
考
の

大
切
さ
が
見
え
て
く
る
。
人
類
社
会
の
多
様
性
（
差
異
）
を
認
め
、

そ
の
根
源
に
あ
る
「
共
通
基
盤
」
は
、「
行
」
に
お
い
て
得
ら
れ
る

「
根
源
的
い
の
ち
」
へ
、「
大
い
な
る
方
の
い
の
ち
の
源
泉
」
を
自
覚

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
世
界
哲
学
」
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
。
こ
の

「
開
け
」
は
、「
レ
ン
マ
的
」
思
考
の
残
る
日
本
語
・
日
本
文
化
・
日

本
的
思
考
に
お
い
て
、
特
に
「
西
田
哲
学
」
に
お
い
て
「
あ
る
」
と

言
え
る
。

西
欧
の
「
ロ
ゴ
ス
的
」
思
考
で
は
、
形
式
論
理
で
あ
り
、
形
の
見

え
る
も
の
・
耳
で
聞
こ
え
る
も
の
を
真
理
と
す
る
た
め
に
、
こ
こ
ろ

の
世
界
は
見
え
て
来
な
い
。

こ
の
動
向
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
筆
者
の
西
田
哲
学
に
対

す
る
関
心
が
深
ま
り
、
思
想
的
理
解
が
進
ん
で
い
く
。
前
述
し
た
ご

と
く
、
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
「
か
な
め
石
」
と
す
る

な
ら
、「
世
界
哲
学
」
と
し
て
東
西
の
思
想
対
立
を
「
統
合
」
す
る

も
の
が
「
開
か
れ
て
」
く
る
の
で
は
な
い
か
。
一
宗
教
者
と
し
て
、

西
田
哲
学
を
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
に
い
か
に
適
用
す
る
か
が
、
筆
者

aetate 

」
で
既
に
訴
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
西
欧
思
想
絶
対
・
優

位
の
一
方
的
な
支
配
的
な
思
想
に
は
対
話
が
成
立
し
て
来
な
か
っ

た
。し

か
し
、
西
欧
優
位
・
絶
対
の
思
想
はv

、
近
代
科
学
実
証
主
義
の

時
代
ま
で
は
、
自
由
主
義
・
資
本
主
義
と
し
て
大
量
生
産
・
大
量
消

費
を
産
み
、
人
類
が
豊
か
で
便
利
な
社
会
の
恩
恵
に
浴
し
て
き
た
一

時
期
は
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
に
入
り
二
度
の
世
界
大
戦
、
核
兵
器

の
使
用
、
そ
し
て
地
球
規
模
の
環
境
破
壊
に
直
面
し
て
く
る
ば
か
り

か
、
自
由
主
義
は
格
差
を
産
み
、
大
半
の
人
は
搾
取
さ
れ
虐
げ
ら
れ
、

精
神
を
病
む
人
が
増
え
て
き
たw

。

貧
し
い
人
々
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
、
ス
ラ
ム
で
暮
ら
す
人
等
は
、

釈
迦
の
生
涯
史
に
も
旧
約
聖
書
に
も
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
今
日
に

お
い
て
は
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
るx

。

こ
の
「
行
き
詰
ま
り
」
の
世
界
を
ど
う
打
開
し
て
行
く
か
。
事
こ

こ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
頭
（
理
性
）
中
心
の
考
え
方
で
は
、

人
間
中
心
で
世
界
を
、
対
象
（
自
然
・
地
球
）
を
支
配
的
に
見
る
た

め
に
、
決
し
て
開
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
解
っ
て
く
る
。
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お
わ
り
に

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
な
し
に
、
東
西
思
想
対
立
の
は
ざ
ま
で

は
何
を
語
っ
て
も
論
理
が
噛
み
合
う
は
ず
が
な
か
っ
た
。
西
欧
的
思

考
を
中
心
と
し
て
普
遍
・
絶
対
と
す
る
場
合
、
思
考
は
、
ア
ガ
ン
ベ

ン
の
い
う
「
使
用
」
で
は
な
く
「
支
配
的
」
な
上
か
ら
目
線
で
し
か

な
く
、〈
あ
い
だ
〉
が
存
在
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
支

配
に
反
発
す
る
非
西
洋
の
途
上
国
の
内
紛
、
テ
ロ
は
連
日
途
切
れ
る

こ
と
な
く
続
い
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
対
話
・

邂
逅
」
の
道
に
お
い
て
、
互
い
に
寄
り
添
う
「
と
と
も
に
あ
る
」
隣

人
愛
の
姿
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。「
汝
の
敵
を
も
愛
せ

よ
」（
マ
タ
イ
五
章
三
八
節
）
の
聖
書
の
戒
め
の
言
葉
は
、
大
乗
仏

教
の
「
縁
起
」
に
も
あ
る
よ
う
に
「
空
」
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
西
洋
的
な
「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」
に
対
し
て
、龍
樹
の
『
中
論
』

は
、
中
間
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
不
生
不
滅
」「
不
一
不

異
」
と
い
っ
た
「
八
不
」
の
言
い
回
し
は
、「
Ａ
で
も
非
Ａ
で
も
な
い
」

と
い
う
両
非
が
、
た
だ
ち
に
「
Ａ
で
も
非
Ａ
で
も
あ
る
」
と
い
う
両

是
を
導
き
出
す
、
と
い
っ
た
独
特
な
逆
説
を
意
味
す
る
「
レ
ン
マ
の

の
関
心
の
焦
点
と
な
っ
た
。

現
ロ
ー
マ
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
を

尊
重
す
る
」
と
公
言
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
保
守
派
の
官
僚
の
反

対
が
強
く
改
革
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
こ
こ
でy

、
東
西
思
想
間

の
対
話
、
な
い
し
宗
教
間
対
話
を
阻
む
も
の
に
つ
い
て
、
再
度
論
じ

た
い
。
東
洋
的
な
「
こ
と
＝
レ
ン
マ
」
的
論
理
と
、西
欧
の
「
も
の
＝

ロ
ゴ
ス
」
的
論
理
に
は
、
相
容
れ
な
い
面
が
あ
る
。
明
治
以
降
に
日

本
に
入
っ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
西
洋
思
想
の
科
学
的
思
考
、
つ

ま
り「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」を
優
位
と
し
、そ
の
土
台
の
上
に
翻
訳
さ
れ
、

導
入
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
日
本
人
に
は
馴
染
ま
な
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。こ
の
こ
と
は
、す
で
に
強
調
し
た
と
お
り
で
あ
る
。し
か
し
、

ロ
ー
マ
教
会
は
、
既
に
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
のN

ostra aetate

の

教
令
に
よ
っ
て
、「
開
か
れ
た
教
会
」
を
打
ち
出
し
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
教
会
に
、
い
ま
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

何
だ
ろ
う
か
。
対
等
自
由
に
、
お
互
い
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
尊

重
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
「
対
話
」、
す
な
わ
ち
邂
逅
の
道
で
あ
るz

。

こ
れ
が
小
論
の
結
論
で
あ
る
。
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て
来
た
こ
と
を
示
せ
た
な
ら
幸
い
で
あ
る
。

註

1
	

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
、
日
本
巡
察
師
と
し
て
来
日
す
る
が
、
日
本
人
を

理
解
し
、
適
応
主
義
を
推
進
す
る
た
め
に
、
大
村
に
日
本
語
学
校
を
設

立
し
、
西
洋
か
ら
日
本
に
来
る
宣
教
師
に
は
、
二
年
間
、
日
本
語
、
日

本
文
化
の
学
習
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
拙
稿
「『
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
コ

レ
ジ
ョ
の
講
義
要
綱
』
に
見
るA

・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
適
応
主
義
布

教
方
針
」（
ア
ジ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
研
究
会
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル

第
九
号
、
京
都
大
学
、
二
〇
一
一
年
、
参
照
。

2
	

〈
縁
〉
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
邂
逅
の
論
理
』
の
ほ
か
、『〈
あ
い
だ
〉

を
開
く
～
レ
ン
マ
の
地
平
』
世
界
思
想
社
、二
〇
一
四
年
を
参
照
。「
縁

起
」
は
「
空
」
の
思
想
で
も
あ
り
、
龍
樹
の
『
中
論
』
か
ら
、
仏
教
的
・

東
洋
的
な
「
こ
と
的
・
レ
ン
マ
的
」
な
論
理
が
示
さ
れ
て
い
る
。
東
西

思
想
を
結
ぶ
重
要
な
論
理
と
な
る
。

3
	

國
分
功
一
郎
『
中
動
態
の
世
界
～
意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
医
学
書
院

　

二
〇
一
七
年
、
四
一
頁
。
こ
の
語
は
、
國
分
が
二
〇
一
四
年
一
月
か

ら
連
載
さ
れ
た
『
精
神
看
護
』
中
の
「
中
動
態
の
世
界
」
の
副
題
で
も

あ
る
。

論
理
」
で
も
あ
る
。
こ
の
論
理
が
「
空
」
を
意
味
す
る
「
中
の
論
理
」

で
あ
る
。
こ
の
「
中
」
の
論
理
に
お
い
て
「
東
西
論
理
思
想
の
綜
合
」

が
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
縁
」
の
論
理
に
お
け
る
「
相
依

相
待
」
に
お
い
て
、「
あ
い
だ
」
が
開
か
れ
て
く
る
と
い
え
る
。
そ

れ
は
ま
た
、
国
境
、
民
族
の
垣
根
を
超
え
て
「
対
話
・
邂
逅
」
の
道

を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。「〈
も
の
〉
と
〈
こ
と
〉」
で
、
す
で
に
見

て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
内
な
る
「
こ
こ
ろ
」
か
ら
の
「
こ
と
・
レ

ン
マ
的
」
体
験
な
く
し
て
は
、「
あ
い
だ
」
を
開
く
」
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
こ
に
は
、
東
西
思
想
の
対
立
を
超
え
た
、
人
間
の
あ
る
べ

き
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

最
後
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
発
祥
以
来
欧
米
の
論
理
思
想
か

ら
消
え
て
行
っ
た
「
中
動
態
」
の
掘
り
返
し
の
必
要
性
は
、
す
で
に

見
て
来
た
が
、
今
日
ま
で
も
「
中
動
態
」
の
残
っ
て
い
る
、
日
本
語
・

日
本
文
化
に
お
い
て
は
、「
東
西
論
理
思
想
を
綜
合
」す
る
世
界
哲
学
、

特
に
西
田
哲
学
を
「
か
な
め
石
」
と
し
て
開
か
れ
て
来
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
本
論
で
は
、
そ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
の
必

要
性
を
訴
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
世
界
哲
学
の
「
入
り
口
」
が
見
え
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信
を
持
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
の
必
要
性
」

を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
同
じ
欧
米
的
な
形
式
論
理
で
答

え
て
い
た
た
め
に
「
行
き
詰
ま
り
」
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

8
	

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」「
変
る
」
こ
と
の
必
要
性
を
解
っ
て
い
る
つ
も

り
で
は
い
て
も
、
欧
米
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
形
式
論
理
で
見
る
認

識
論
で
あ
る
限
り
、
対
象
論
理
（
二
元
論
）
的
に
見
る
も
の
で
、
弁
証

法
を
脱
す
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
か
っ
た
。
西
欧
思
想
の
「
中
動
態
の

文
法
欠
如
」
に
気
付
い
た
の
ち
の
拙
稿
「
中
村
元
著
『
東
洋
人
の
思
惟

方
法
』
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
」『
比
較
思
想
研
究
第
四
三
号
』
比
較

思
想
研
究
会
、
二
〇
一
六
年
で
中
動
態
を
説
明
し
て
き
た
。

9
	

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
事
柄
で
あ
る
の
で
次

項
で
も
取
り
上
げ
る
が
、「
禅
の
悟
り
」
の
体
験
に
も
似
て
、
あ
る
瞬

間
に
お
い
て
世
界
観
が
逆
転
す
る
。
こ
の
頓
悟
の
体
験
は
「
行
」
に
お

い
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
理
性
で
、
学
的
に
頭
で
考
え
た
の
で

は
逆
の
思
考
に
な
り
体
験
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
説
明
が
難
し
い
。

内
な
る
こ
こ
ろ
と
世
界
が
「
一
つ
」
に
な
っ
て
始
め
て
開
か
れ
て
く
る

認
識
が
必
要
と
な
る
。

0
	

同
じ
く
、十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
（
一
五
四
二
～
九
一
）
の
『
霊
魂
の
暗
夜
』

に
あ
る
よ
う
に
、
一
六
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
語
・
思
惟
方
法
で
は
、
神
秘

体
験
は
表
現
で
き
ず
、「
詩
作
」
に
し
て
説
明
す
る
よ
り
他
に
方
法
が

4
	

拙
稿
「
中
動
態
の
文
法
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
～
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ

の
「
詩
作
」
か
ら
～
」
既
述
『
ア
ジ
ア
研
』
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
一
五
号
、

二
〇
一
七
年
、
参
照
。

5
	

「〈
も
の
〉
と
〈
こ
と
〉
に
つ
い
て
」、「
中
動
態
に
つ
い
て
」
は
、
前
掲

ア
ジ
ア
研
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
一
九
ー
二
号
「
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
人
に
親

し
ま
れ
て
い
る
か
？
ー
西
田
幾
多
郎
の
〈
日
本
文
化
の
問
題
〉
か
ら
見

て
ー
」
で
詳
し
く
述
べ
た
。

6
	

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
回
勅　

ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
～
と
も
に
暮
ら
す
家

を
大
切
に
～
』
バ
チ
カ
ン
、
二
〇
一
五
年
、
日
本
語
版
は
二
〇
一
七
年
、

及
び
、
既
出
木
岡
伸
夫
著
『〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
』
で
も
環
境
問
題
を

取
り
上
げ
て
い
る
。

7
	

『
東
西
宗
教
研
究	

一
四
・
一
五
号
』
二
〇
一
六
年
、
及
び
「
宗
教
間
対

話
の
可
能
性
～
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
を
要
石
と
し
て
～
」
前
掲
『
ア

ジ
ア
研
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
一
二
号
』
二
〇
一
四
年
、
参
照
。
他
に
、
Ｈ
・

デ
ュ
モ
リ
ン
著
『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
邂
逅
』
西
村
恵
信
訳
、
春
秋

選
書
、
一
九
八
一
年
。
愛
宮
真
備
ラ
サ
ー
ル
著
『
禅
―
悟
り
へ
の
道
』

池
本
喬
・
志
山
博
訪
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
七
年
。
門
脇
佳
吉
著
『
道

の
形
而
上
学　

芭
蕉
・
道
元
・
イ
エ
ス
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
。

同
門
脇
訳
『
霊
操
』
岩
波
文
庫
、一
九
九
五
年
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、「
カ

ト
リ
ッ
ク
禅
」
の
接
心
会
に
も
参
加
し
て
い
て
、
諸
宗
教
間
対
話
は
確
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二
〇
一
七
年
、参
照
。
濱
田
は
、次
註15

の
秋
月
龍
珉
と
同
じ
で
、（
修
）

行
を
欠
い
て
は
、「
場
所
的
逆
限
定
」
の
西
田
哲
学
は
理
解
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。

e
 

こ
の
こ
と
は
、
空
港
か
ら
直
接
に
「
禅
の
僧
堂
」
に
来
る
欧
米
か
ら
の

参
禅
者
の
気
迫
に
は
驚
か
さ
れ
る
が
、
理
性
で
何
か
を
求
め
る
禅
で
は

ど
れ
だ
け
坐
っ
て
も
「
禅
定
」
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
道
元
は
『
正
法

眼
蔵
』「
弁
道
話
」
で
、
何
か
を
求
め
る
禅
を
「
乞
食
禅
」
と
し
て
戒

め
て
い
る
が
、
理
性
的
に
「
禅
」
を
や
っ
て
も
何
も
得
ら
れ
な
い
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。
夢
窓
国
師『
夢
中
問
答
』佐
藤
泰
舜
校
訂
、岩
波
文
庫
、

一
九
九
八
年
、
下
巻
「
本
分
の
田
地
」
参
照
。
他
に
は
、
秋
月
龍
珉
は

『
絶
対
無
と
場
所
～
鈴
木
禅
学
と
西
田
哲
学
～
』青
土
社
、一
九
九
六
年
、

一
九
頁
の
「
序
」
で
、務
台
理
作
の
「〈
場
所
〉
と
〈
逆
対
応
〉
の
関
係
」

を
述
べ
て
い
る
。
秋
月
は
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
の
は
じ

め
に
「
人
々
分
上
に
豊
か
に
具
わ
れ
り
と
い
え
ど
も
、
修
せ
ざ
る
に
は

現
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
即

ち
、
世
を
あ
げ
て
、
世
の
中
全
体
が
、
結
果
を
期
待
す
る
こ
と
に
執
着

し
て
、
形
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
い
も
の
だ
け
を
得
よ
う
と
す
る
。
知
覚
は

働
い
て
い
る
が
、
知
覚
そ
の
も
の
は
残
ら
な
い
。

f
 

西
田
は
、
最
晩
年
に
鈴
木
大
拙
宛
に
送
っ
た
書
簡
に
「
キ
リ
ス
ト
教
は

対
象
論
理
」
と
し
て
い
た
。『
西
田
幾
多
郎
全
集	

第
一
九
巻
』
旧
刊
、

な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

a
	

ア
ガ
ン
ベ
ン
『
身
体
の
使
用
～
脱
構
成
的
可
能
態
理
論
の
た
め
に
～
』

上
村
忠
男
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
。

b
	

上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
、

一
九
九
一
年
、や
藤
田
正
勝
『
現
代
思
想
と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
』（
講

談
社
選
書
メ
チ
ェ
、
一
九
九
八
年
）
他
花
岡
永
子
、
気
多
雅
子
等
多
数

あ
り
、西
田
哲
学
の
深
奥
ま
で
語
り
尽
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
が
、

不
思
議
に
思
う
程
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
。

c
	

拙
稿
「
対
話
的
原
理
に
つ
い
て
～
西
田
哲
学
の
場
所
論
と
祈
り
の
あ
る

キ
リ
ス
ト
教
の
類
似
性
」『
宗
教
学
論
叢
』
第
一
輯
、
八
一
頁
～
、
宗

教
と
哲
学
研
究
会
、
花
園
大
学
、
二
〇
一
六
年
。
ま
た
、
藤
田
正
勝

『
思
想
間
の
対
話　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学
と
受
容
の
展
開
』
法
政

大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
。
ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
カ
ブ
『
対
話
を
超
え
て

～
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
相
互
変
革
の
展
望
』
延
原
時
行
訳
、行
路
社
、

一
九
八
五
年
、
等
々
宗
教
間
対
話
の
著
作
は
多
数
あ
り
。

d

「
出
来
事
が
生
起
し
て
い
る
場
所
に
な
る
」
に
つ
い
て
は
、
既
出
拙
稿
ア

ジ
ア
研
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
一
五
号
の
「
五
、
中
動
態
に
つ
い
て
」
参
照
。

他
に
は
、
京
都
大
学
教
育
学
部
院
生
、
濱
田
覚
「
自
律
性
療
法
と
ド

イ
ツ
古
典
哲
学
～
超
越
的
哲
学
の
方
法
と
し
て
の
自
律
性
療
法
と
中

動
態
～
」
参
照
。『
場
所
』
第
一
六
号
、
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
、



87	―――	東西宗教研究　第 20号・2022年

は
一
体
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
も
は
や
、
ふ
た
り
で
は
な
く
、
一

人
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
人
は
、
神
が
結
び
合
せ
た
も
の
を
引

き
離
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
」。
三
位
一
体
と
は
、
神
が
「
父
な
る
神
、

子
な
る
キ
リ
ス
ト
、
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
位
格
を
有
す
る
唯
一
の
神
と

し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
教
理
で
、
三
人
の
別
々
の
神
が
い
る
わ
け
で

な
く
、
唯
一
の
神
の
中
に
三
つ
の
位
格
が
相
互
に
浸
透
し
、
三
つ
に
し

て
一
つ
の
神
で
あ
る
、
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
・
教
義
の
基
本
と

な
っ
て
い
る
。「
と
と
も
に
」「
に
よ
っ
て
」「
の
う
ち
に
」
寄
り
添
う

姿
こ
そ
が
、「
神
の
愛
」
の
象
徴
で
あ
る
が
、
日
本
語
・
日
本
文
化
・

日
本
人
の
生
活
習
慣
を
学
ば
ず
、「
場
所
に
お
い
て
」
一
つ
と
な
る
こ

と
な
し
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
人
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

j
 

既
述
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
身
体
の
使
用
』
六
一
頁
。

k
 

こ
の
「
中
動
態
の
定
義
」
に
つ
い
て
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ベ
ニ
ス

ト
の
『
一
般
言
語
の
諸
問
題
』（
岸
本
通
夫
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
三
年
）
の
一
六
五
頁
～
「
一
二　

動
詞
の
能
動
態
と
中
動
態
」

か
ら
取
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「〈
あ
る
〉
は
印
欧
語
で
は
、〈
行

く
〉
や
〈
流
れ
る
〉
と
同
様
、
主
体
の
関
与
が
必
要
と
さ
れ
な
い
過
程

な
の
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
消
極
的
な
範
囲
で
正
し
い
に
過
ぎ
な
い

が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
中
動
態
の
定
義
は
、
積
極
的
な
も
の
を
持
っ
て

い
る
。
中
動
態
の
場
合
は
、
主
辞
は
、
過
程
の
場
所
で
あ
り
、
こ
の
こ

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
書
簡
二
一
九
五
、
昭
和
二
〇
年
五
月
一
一

日
付
、
鈴
木
大
拙
宛
。「
私
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
仏
教
を
哲
学

的
に
勝
れ
た
点
が
あ
り
却
っ
て
将
来
に
貢
献
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
キ
リ
ス
ト
教
は
論
理
的
に
言
語
的
論
理
、
対
象
論
理
だ
と
い
ふ　

神
を
対
象
的
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

g
 

神
秘
家
と
し
て
ア
ヴ
ィ
ラ
の
聖
テ
レ
ジ
ア
も
有
名
で
あ
り
追
記
す
る
。

既
述
の
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
、『
霊
操
』
の
著
者
ロ
ヨ
ラ
の
イ
グ
ナ
チ

オ
の
影
響
を
受
け
て
、
テ
レ
ジ
ア
は
観
想
修
道
会
で
あ
る
カ
ル
メ
ル
会

の
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

h
 

か
つ
て
貧
し
か
っ
た
夫
婦
は
半
世
紀
経
っ
て
も
、
指
輪
が
無
く
と
も
変

ら
ず
夫
婦
で
あ
っ
た
。
史
跡
の
残
る
縄
文
時
代
か
ら
一
万
年
以
上
の
長

い
歴
史
の
中
で
、
指
輪
が
無
く
と
も
生
涯
を
共
に
し
て
き
た
夫
婦
は
数

知
れ
な
い
程
居
る
で
は
な
い
か
。
日
本
で
西
欧
思
想
の
影
響
を
受
け
た

の
は
明
治
維
新
後
で
あ
り
、
東
西
思
想
の
差
異
を
如
実
に
示
し
て
い
る

と
思
う
。
聖
書
に
「
よ
こ
し
ま
で
神
に
背
い
た
時
代
の
者
た
ち
は
し
る

し
を
欲
し
が
る
が
、
ヨ
ナ
の
し
る
し
の
ほ
か
に
は
、
し
る
し
は
与
え
ら

れ
な
い
」（
マ
タ
イ
一
六
章
四
節
）
と
あ
る
が
、
人
を
民
族
を
信
用
で

き
な
い
で
、
教
え
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

i
 

【
マ
ル
コ
一
〇
章
六
～
】
創
造
の
初
め
か
ら
、
神
は
、
人
を
男
と
女
に

造
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
は
そ
の
父
と
母
を
離
れ
、
ふ
た
り
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に
出
て
こ
な
い
・
意
識
以
前
の
）〔
小
脳
〕
の
働
き
」
に
例
え
る
と
解

り
易
い
。
脳
科
学
に
つ
い
て
は
、
芦
名
定
道
・
星
川
啓
慈
編
は
「
悟
り
」

の
支
え
と
な
る
、
宗
教
体
験
も
述
べ
て
い
る
。「
無
」
で
あ
り
「
空
」

で
あ
る
「
場
所
」
に
変
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

o
 

國
分
は
前
掲
『
中
動
態
の
世
界
―
意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
一
七
五
頁
。

「
四　

出
来
事
の
描
写
か
ら
行
為
の
帰
属
へ
」
で
「
出
来
事
が
主
、
行

為
者
が
従
だ
っ
た
時
代
」
と
し
て
、
壮
大
な
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語

族
の
歴
史
を
語
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
は
今
日
の
日
本
語
の

よ
う
に
「
中
動
態
」
が
生
き
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

p
 

頭
で
考
え
て
か
ら
の
動
作
で
は
瞬
間
の
プ
レ
ー
に
追
い
付
け
な
い
。
他

に
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
行
進
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
人
形
浄
瑠
璃
等
一
糸

乱
れ
ぬ
行
動
は
、
全
体
が
「
場
所
そ
の
も
の
」
に
成
り
切
っ
て
出
来
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
禅
堂
経
験
で
も
同
じ
こ
と
で
、「
頭
」
で
考
え
て
坐

る
の
で
は
、
何
時
ま
で
も
雑
念
と
足
の
痛
み
に
悩
ま
さ
れ
、
禅
定
は
得

ら
れ
な
い
。
小
脳
・
下
層
脳
は
「
生
命
情
動
脳
」
と
言
わ
れ
生
活
全
般

を
司
っ
て
い
る
が
、
見
え
な
い
世
界
で
あ
り
、「
無
と
絶
対
無
」
な
ど

ユ
ン
グ
の
「
集
合
的
無
意
識
」
や
「
阿
頼
耶
識
」
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。

大
脳
・
上
層
脳
は
「
理
知
脳
」
と
言
わ
れ
る
が
、
意
識
さ
れ
た
世
界
の

も
の
で
小
脳
へ
の
指
示
が
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
詳
述
は
し
な
い
。

q
 

西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
に
お
い
て
も
「
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
も
の

と
は
、
ラ
テ
ン
語fruor	

や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語	m

anyate	

の
よ
う

に
、
そ
の
過
程
が
目
的
辞object	

を
要
求
す
る
と
き
に
も
変
り
は
な

い
。
主
辞
は
、
そ
の
過
程
で
行
為
者
で
あ
っ
て
同
時
に
そ
の
中
心
な
の

で
あ
る
。」

l
 

「
一
如
」
と
は
、
仏
教
用
語
で
絶
対
的
に
同
一
で
あ
る
真
実
の
姿
の
意

味
で
あ
る
。
一
で
あ
り
つ
つ
そ
れ
は
異
な
る
が
、
異
な
り
つ
つ
も
そ
れ

は
一
で
あ
る
と
い
う
、
真
如
を
弁
証
法
的
に
表
現
し
た
語
で
あ
る
。
元

は
老
荘
思
想
の
概
念
で
あ
り
、
万
物
を
生
成
し
存
在
し
て
い
る
真
実
の

相
、
ま
た
そ
の
差
別
相
を
超
越
し
た
存
在
意
義
を
意
味
す
る
。（
例
：

梵
我
一
如
）　

m
 

國
分
は
、『
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
年
や
ア
ガ

ン
ベ
ン
の
『
身
体
の
使
用
～
脱
構
成
的
可
能
態
の
理
論
の
た
め
に
～
』

み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
を
使
っ
て
、「
自
転
車
に
乗
る
体
に
な
る
」

あ
る
い
は
「
僕
が
自
転
車
の
使
用
の
場
所
に
な
る
」
と
し
て
「
中
動

態
」
を
説
明
し
て
い
る
が
、
西
田
幾
多
郎
の
名
は
出
て
来
な
い
。
む
し

ろ
、
木
村
敏
が
『
関
係
と
し
て
の
自
己
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、

二
二
八
頁
の
「
第
Ｘ
章　

西
田
哲
学
と
精
神
病
理
学
」
で
高
く
評
価
し

て
い
て
、
必
然
的
に
「
中
動
態
」
と
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
場
所
」

と
関
係
し
て
く
る
と
考
え
る
。　

n
 

脳
の
働
き
は
國
分
の
説
明
で
は
な
い
が
、
行
動
（
動
作
）
を
「（
言
葉
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s
 

拙
稿
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
嘆
き
～
何
故
西
洋
の
思
想
・
言
語
は
息
苦
し

い
か
」
既
述
ア
ジ
ア
研
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
十
七
号
、
二
〇
一
九
年
。
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
、
ド
イ
ツ
文
化
、
思
惟
方
法
で
は

「
存
在
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
ず
、
躓
い
た
こ
と
を
嘆
く
。
ま
た
、『
野

の
道
で
の
会
話
』
全
集
第
七
七
巻
、
麻
生
建
・
ク
ラ
ウ
ス
・
オ
ピ
リ
ー

ク
訳
、
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
の
中
で
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し

ん
だ
教
会
の
塔
を
外
か
ら
見
る
と
全
く
違
う
こ
と
を
語
る
。

t
 

木
岡
伸
夫
『
邂
逅
の
論
理
～
〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』
春
秋
社　

二
〇
一
七
年　

第
一
章
「
三　
〈
邂
逅
〉
と
い
う
主
題
へ
」
で
は
、「
欧

米
思
想
に
は
対
話
が
な
い
」
こ
と
を
、〈
邂
逅
〉
と
い
う
課
題
に
結
び

つ
け
て
い
る
。「
邂
逅
」
は
、
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
同

じ
く
、
世
界
哲
学
の
「
か
な
め
石
」
と
す
べ
き
も
の
に
な
っ
て
く
る
。

東
西
思
想
の
対
立
を
超
え
て
「
邂
逅
の
道
」
を
示
す
論
考
は
極
少
で
あ

る
が
、
木
岡
は
、
東
西
の
風
土
的
相
違
を
超
え
て
、
双
方
の
「
あ
い
だ
」

を
開
く
〈
邂
逅
の
論
理
〉
を
打
ち
立
て
る
。「
対
話
の
原
理
」
と
同
じ

で
、
出
会
い
・
邂
逅
の
道
は
双
方
が
対
等
の
立
場
に
あ
っ
て
、
自
己
の

全
存
在
を
掛
け
て
「
一
つ
に
な
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
他
に
こ

こ
で
は
紹
介
す
る
の
み
で
あ
る
が
、『
未
来
哲
学
』
未
来
哲
学
研
究
所
、

二
〇
二
〇
年
に
よ
る
と
、
編
者
末
木
文
美
士
は
「
未
来
に
向
け
て
人
類

が
な
お
も
希
望
と
理
想
を
持
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
の
再
構
築
が

が
」「
一
つ
」
に
な
る
、「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」（
大
拙
は
「
即
非

の
論
理
」）
を
い
う
が
、（
刹
那
滅
―
瞬
間
は
ま
だ
時
間
の
内
に
残
っ
て

い
る
が
）
そ
れ
ら
を
超
え
た
も
の
を
西
田
哲
学
は
「
純
粋
経
験
」
と
し

て
、す
で
に
語
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
善
の
研
究
』「
再
版
の
序
」は
、

昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
刊
で
あ
る
が
、そ
こ
に
記
さ
れ
る
内
容
は
、

田
辺
元
の
問
い
へ
の
答
え
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
西
田
は
山
田
琴
と

再
婚
し
「
私
と
汝
」
の
関
係
は
「
空
」
で
あ
り
、
田
辺
の
批
判
す
る
隙

間
（
社
会
性
＝
種
）
で
な
い
こ
と
を
自
信
を
持
っ
て
答
え
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
田
辺
に
は
「
行
」
体
験
が
な
く
、
こ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転

換
」
の
意
味
を
解
せ
ず
、
西
田
の
論
理
に
付
い
て
行
け
な
か
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。

r
 

西
田
は
創
刊
時
の
『
善
の
研
究
』
の
「
序
文
」
で
、「
純
粋
経
験
を
唯

一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
・・・
」
と
あ
る
よ
う
に
、

見
え
な
い
隠
れ
た
世
界
を
表
現
す
る
哲
学
に
は
当
初
か
ら
苦
慮
し
て
い

た
こ
と
が
解
る
。
こ
の
難
解
な
哲
学
を
「
自
覚
」、「
場
所
」
に
お
い
て

説
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
「
お
い
て
あ
る
場
所
」
の
説
明
も
弁
証

法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
経
緯
は
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
西

田
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
は
あ
っ
た
「
中
動
態
」
の
文
法
に
つ
い
て
は
気

付
い
て
い
な
か
っ
た
点
を
解
釈
学
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に

思
え
て
来
る
。
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二
〇
一
三
年
一
二
月
。「
教
会
は
野
戦
病
院
っ
で
あ
れ
」『
中
央
公
論
』

二
〇
一
四
年
一
月
。「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
か
ら
五
〇
年
」
月
刊
『
あ

け
ぼ
の
』
連
載
特
集
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
二
〇
一
二
年
。
教
皇
は
、
第
二

バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
つ
い
て
、「（
こ
れ
ま
で
）
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
十

分
に
な
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
ぜ
ひ
こ
れ
を
実
現
し
た
い
と

い
う
謙
遜
と
野
心
を
持
っ
て
い
ま
す
」
と
公
会
議
決
議
を
推
進
す
る
意

向
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
キ
リ
シ
タ
ン
史
」
を
よ
り
深
め

て
行
く
と
同
時
に
、各
地
域
の
文
化
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
向
で
あ
り
、

日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
「
適
応
主
義
」
と
同
じ
く
、
東
洋
の
理
解

に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

z
 

キ
リ
ス
ト
教
は
「
外
つ
国
の
宗
教
」
で
は
な
い
。「
霊
操
」
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
の
本
質
「
根
源
的
い
の
ち
」
に
根
差
す
も
の
で
、

生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
宗
教
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
門
脇
佳

吉
は
、
イ
グ
ナ
チ
オ
の
『
霊
操
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年
を
訳
し
、

そ
の	

「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
、
東
西
の
祈
り
・
霊
性
の
共
通
性
を
述
べ

て
い
る
。
拙
稿
「[

根
源
的
い
の
ち]

を
求
め
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代

か
ら
続
く
霊
性
」『
人
間
学
紀
要
』
四
一
号
、上
智
大
学
、二
〇
一
二
年
、

九
〇
頁
以
下
を
参
照
。

た
か
は
し
・
か
つ
ゆ
き	

元
南
山
宗
教
文
化
研
究
所

緊
急
不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
」
と
す
る
。　
　

u
 

木
岡
伸
夫
『〈
出
会
い
〉
の
風
土
学
～
対
話
へ
の
い
ざ
な
い
』
幻
冬
舎
、

二
〇
一
八
年
、一
三
六
頁
。
木
岡
は
、「
形
」
と
「
型
」
で
、形
と
な
る
「
型

破
り
」「
型
を
変
え
て
行
く
ベ
テ
ラ
ン
の
域
」を
言
っ
て
い
る
と
思
う
が
、

こ
の
「
型
に
は
ま
る
」
た
め
に
「
堅
苦
し
い
」
も
の
と
な
り
、
新
し
い

も
の
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
諸
宗
教
の
「
対
話
」

を
含
め
て
、
今
日
の
諸
学
会
が
停
滞
し
て
い
る
一
因
を
指
し
て
い
る
。

v
 

末
木
文
美
士
・
中
島
隆
博
編『
非
・
西
洋
の
視
座
』大
明
堂
、二
〇
〇
一
年
。

末
木
は
序
文
で
、
西
洋
を
批
判
的
に
見
る
第
三
世
界
の
思
想
家
も
欧
米

の
大
学
か
ら
自
国
語
で
な
く
欧
米
語
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

w
 

拙
稿
「
職
場
に
お
け
る
い
じ
め
～
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
」

『
上
智
人
間
学
紀
要
第
三
七
号
』
上
智
大
学
、
二
〇
〇
七
年
、
参
照
。

自
殺
者
が
三
万
人
を
超
え
る
現
状
か
ら
の
訴
え
で
あ
る
。。

x
 

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
回
勅　

ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
～
と
も
に
暮
ら
す
家

を
大
切
に
』
瀬
本
正
之
・
吉
川
ま
み
訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、

二
〇
一
六
年
。。
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
比
較
に
な
ら
な
い
程
の

貧
困
者
の
増
大
は
、
テ
ロ
の
温
床
と
も
成
り
得
る
も
の
で
、
抜
本
的
な

対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

y
 

「
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
門
脇
佳
吉
訳
、『
中
央
公
論
』
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に
刺
激
さ
れ
、
土
居
真
俊
氏
の
発
議
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
会
員
は
総
員
六
十
二
名
ほ
ど
の
小
さ
な
学
会
で
あ
り
、
発
題

者
は
東
西
宗
教
、
と
く
に
仏
教
側
と
キ
リ
ス
ト
教
側
と
の
交
流
を
学

問
的
な
概
念
化
を
通
し
て
遂
行
し
よ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
ユ
ニ

ー
ク
な
学
会
で
あ
る
。
東
西
宗
教
の
学
問
的
交
流
の
た
め
米
国
の	

Society for Buddhist-C
hristian Studies	

と
協
力
関
係
に
あ
る
。
学

術
大
会
は
、
年
一
回
（
夏
）
で
開
催
さ
れ
る
。
学
会
発
表
お
よ
び
討

論
は
学
会
の
学
術
雑
誌
『
東
西
宗
教
研
究
』
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。」

東
西
宗
教
交
流
学
会
の
第
一
回
学
術
大
会
は
一
九
八
二
年
七
月

二
六
～
二
八
日
に
京
都
の
関
西
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
開
催
さ
れ
、
そ

こ
で
本
学
会
が
発
足
と
な
っ
た
。
初
代
会
長
に
は
土
井
真
俊
氏
、
幹

事
に
は
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
氏
、
本
田

昨
年
に
続
く
コ
ロ
ナ
禍
で
例
年
通
り
の
学
術
大
会
開
催
が
困
難

に
な
っ
た
こ
と
を
機
に
、こ
れ
ま
で
の
本
学
会
の
歩
み
を
振
り
返
り
、

今
後
の
活
動
に
つ
い
て
協
議
す
る
時
間
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
議
論
の
資
料
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
本
学
会
の
活
動
を
ま
と
め
、

そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
問
題
点
を
い
く
つ
か
取
り
出
し
て
み
た
い
。

本
学
会
の
設
立
の
経
緯
と
初
期
の
活
動

ま
ず
、
南
山
宗
教
文
化
研
究
所H

P

内
に
あ
る
本
学
会
のH

P
上

の
紹
介
文
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

「
東
西
宗
教
交
流
学
会
は
一
九
八
〇
年
六
月
、
ハ
ワ
イ
大
学
で
開

催
さ
れ
た
第
一
回	 East-W

est Religions in Encounter	

国
際
学
会

東
西
宗
教
交
流
学
会
の
歩
み
と
今
後
に
つ
い
て

氣
多
雅
子
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正
昭
氏
、
八
木
誠
一
氏
、
仏
教
側
か
ら
石
田
慶
和
氏
、
坂
東
性
純
氏

が
就
任
し
た
。
現
在
で
は
物
故
さ
れ
た
か
、
本
学
会
の
活
動
か
ら
退

い
て
お
ら
れ
る
方
々
で
あ
る
。
設
立
の
経
緯
と
趣
旨
に
つ
い
て
は
、

八
木
誠
一
氏
「
東
西
宗
教
交
流
学
会
小
史
」（『
東
西
宗
教
研
究
』
第

六
号
）
に
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

実
は
、
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
振
り
返
る
試
み
は
第
二
五
回
学
術
大

会
（
二
〇
〇
六
年
）
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。「
東
西
宗
教
交
流
学
会

の
意
義
に
つ
い
て
」
と
い
う
大
会
テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
、
大
会
記
録

は
会
誌
第
六
号(

二
〇
〇
七
年)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
南
山
宗
教

文
化
研
究
所
に
置
か
れ
た
当
学
会
の
事
務
局
が
過
重
負
担
と
な
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
の
総
会
で
学
会
解
散
の
話
が
持
ち
上
が

り
、
そ
れ
ま
で
の
活
動
の
総
括
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
理
事
会
お
よ
び
総
会
で
議
論
し
た
結
果
、
事

務
局
の
業
務
を
軽
減
し
、
学
会
の
運
営
の
仕
方
を
改
善
す
る
こ
と
で

学
会
を
存
続
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

討
議
さ
れ
た
主
要
テ
ー
マ

こ
れ
ま
で
学
術
大
会
で
討
議
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
は
以
下
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。（
八
木
誠
一
氏
「
東
西
宗
教
交
流
学
会
小
史
」

に
お
い
て
こ
の
４
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
踏
襲
し

た
。
基
本
的
に1982

～2000

年
ま
で
は
八
木
誠
一
に
よ
り
、
そ
れ

以
降
は
発
表
題
目
に
よ
っ
て
分
類
し
た
が
、
網
羅
で
は
な
い
。
特
に

④	

は
発
表
題
目
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
を
書
き
抜
い
た
。）

①		

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
に
お
い
て
重
要
な
役
を
果
た
し

た
思
想
家
の
立
場
を
め
ぐ
っ
て

1982

～2006

年	:

「
滝
沢
克
己
」「
久
松
真
一
」「
土
井
真
俊
」

「
西
田
幾
多
郎
」「
西
谷
啓
治
」「
阿
部
正
雄
」「
小
野
寺
功
」「
Ｃ
・

Ｇ
・
ユ
ン
グ
」「
上
田
閑
照
」

2007

～2021

年
：
「
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
」「
田
辺
元
」

「
河
波
昌
」「
上
田
閑
照
」「
八
木
誠
一
」

②	

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
宗
教
間
対
話

1982

～2006

年
：
「
イ
エ
ス
と
禅
」「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

の
接
点
」「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
（
可
逆
・
不
可
逆
）」「
東
西

霊
性
交
流
を
め
ぐ
っ
て
」「
仏
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
」「
仏
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秘
主
義
〉〈
宗
教
哲
学
〉〈
信
と
知
〉〈
回
心
〉〈
生
命
〉〈
環
境
〉

〈
倫
理
〉〈
宗
教
と
社
会
〉〈
宗
教
と
文
学
〉

二
〇
〇
六
年
ま
で
の
共
通
理
解
の
確
認

第
六
回
大
会
に
お
い
て
、
大
会
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
際
の
共
通
理

解
が
確
認
さ
れ
た
。

第
一
に
、
発
足
時
の
方
針
と
し
て
「
ま
ず
最
近
の
思
想
家
が
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
、
対
話
な
ど
の
領
域
で
い
か
な
る
仕
事
を
し

た
か
を
確
か
め
よ
う
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。思
想
家
と
い
う「
人
」

に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
異
宗
教
と
の
対
話
は
思
想
家
の
主
体
的
な

自
己
変
革
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
思
想
だ
け
で
な
く
、

そ
の
人
の
体
験
や
実
践
ま
で
含
め
た
総
体
を
扱
う
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で	

①	

の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
人
を
基
盤
と
し
て
宗
教
観
対
話
と
し
て	

②	

の
テ
ー
マ
が

設
定
さ
れ
た
。

第
二
に
、
本
学
会
の
共
通
の
地
盤
が
宗
教
哲
学
（
西
田
哲
学
を
ひ

と
つ
の
モ
デ
ル
と
す
る
）
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
宗
教
哲
学

教
と
キ
リ
ス
ト
教
─
行
論
へ
の
展
開
」「
マ
リ
ヤ
と
マ
ー
ヤ
ー
」

「
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
た
場
所
」「
タ
ウ
ラ
ー
に
お
け

る
宗
教
間
対
話
」

2007

～2021
年
：
「
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
み
た
《
場

所-

二
重
世
界
内
存
在
》」「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
お
け
る

〈
絶
対
の
無
限
の
開
け
〉」「
宗
教
間
対
話
に
お
け
る
言
語
の
問

題
」「
宗
教
間
対
話
と
文
明
間
対
話
」「
イ
エ
ス
の
言
葉
／
禅

の
言
葉
」「
対
話
へ
の
道
程
」

③	

仏
教
論

1982

～2006

年
：「
原
始
仏
教
」「
大
乗
仏
教
」「
禅
」「
浄
土
教
」

「
唯
識
」

2007

年
以
降
：
「
浄
土
仏
教
の
世
界
」

④
宗
教
間
対
話
に
お
け
る
重
要
テ
ー
マ

1982

～2006

年
：〈
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〉〈
象
徴
〉〈
場
所
〉

〈
言
葉
〉〈
空
の
思
想
〉〈
輪
廻
〉〈
神
〉〈
死
〉〈
霊
性
〉〈
自
然
〉

2007

～2021

年
：
〈
身
体
〉〈
経
験
〉〈
宗
教
経
験
〉〈
い
の
ち
〉

〈
絶
対
無
〉〈
人
格
性
と
非
人
格
性
〉〈
科
学
〉〈
脳
科
学
〉〈
神
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本
学
会
の
意
義
と
目
的
に
つ
い
て

本
学
会
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
宗
教
哲
学
的
な
レ
ベ
ル

で
の
相
互
理
解
、
相
互
交
流
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
目
的

と
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か

と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
会
誌
第
六
号
・
第
七
号

か
ら
そ
の
議
論
の
一
端
を
挙
げ
て
お
く
。

八
木
誠
一
氏
は
こ
う
論
じ
て
い
る
。

本
学
会
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
関
す
る
あ
る
共
通
の

方
向
を
打
ち
出
す
こ
と
を
課
題
と
し
て
担
っ
て
い
る
。
自
己
批

判
・
相
互
批
判
を
媒
介
と
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
共
通

の
根
を
発
見
し
、
掘
り
起
こ
す
共
同
作
業
に
具
体
的
に
取
り
組

む
べ
き
で
あ
る
。
本
学
会
の
共
通
の
地
盤
が
西
田
を
一
つ
の
モ

デ
ル
と
す
る
宗
教
哲
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
西
田
の
「
場
所
論
」

が
そ
の
た
め
の
共
通
の
「
場
」
と
な
り
う
る
と
考
え
る
（
第
六

号
）。

八
木
洋
一
氏
は
こ
う
論
じ
て
い
る
。

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
を
通
し
て
〈
宗
教
〉
と
し
て
の

の
立
場
で
、
最
初
は
相
互
の
宗
教
を
学
び
合
お
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
ま
ず
仏
教
、
次
に
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ぼ
う
と
い
う
こ
と
で
テ
ー

マ
が
選
ば
れ
た
。
そ
れ
が
仏
教
を
テ
ー
マ
と
し
た	

③	

で
あ
り
、
次

に
キ
リ
ス
ト
教
論
が
続
く
は
ず
で
あ
っ
た
。	

し
か
し
、本
学
会
は「
概

論
的
勉
強
会
」
と
い
う
よ
り
「
宗
教
哲
学
的
研
究
討
議
会
」
で
あ
る

と
い
う
批
判
が
出
て
、
第
一
二
回
大
会
か
ら
は
こ
の
方
向
は
止
め
に

な
っ
た
。
両
教
に
関
す
る
一
般
的
知
識
は
会
員
の
前
提
条
件
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
を
と
る
。

そ
こ
で
、
大
会
の
テ
ー
マ
は
②
と
④
に
重
心
が
置
か
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。（
な
お
第
三
五
回
大
会
の
テ
ー
マ
「
浄
土
教
の
世
界
」

は
仏
教
の
勉
強
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
前
年
第
三
四
回
大
会

の
テ
ー
マ
「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
を
受
け
て
、
西
田
哲
学
の

背
景
に
あ
る
浄
土
教
を
仏
教
の
立
場
に
即
し
て
論
じ
よ
う
と
い
う
趣

旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。）
二
〇
〇
七
年
以
降
は
基
本
的
に
こ
の
方
向

が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
折
に
触
れ
て
「
人
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
と

が
あ
る
が
、
主
と
し
て
そ
れ
は
、
本
学
会
を
牽
引
し
て
き
た
方
々
と

直
接
に
思
想
的
対
話
を
行
う
機
会
を
も
つ
た
め
で
あ
っ
た
。
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す
る
と
い
う
方
向
に
進
ん
だ
。
そ
の
探
究
の
方
向
が
適
切
か
ど

う
か
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
第
六
号
）。

「
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
の
著
作
に
お
け
る
宗
教
思
想
」
と

い
う
Ｊ
・
Ｗ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
の
発
表
で
取
り
出
さ
れ
た
ブ
ラ
フ
ト

氏
の
考
え
は
こ
う
で
あ
る
。

宗
教
間
対
話
は
、
ま
ず
思
想
の
対
話
で
あ
り
、
特
定
の
宗
教
的

伝
統
を
も
っ
て
徹
底
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
世
界
観
を
も
つ
個

人
と
個
人
と
の
間
の
話
し
合
い
で
あ
る
。
種
々
の
宗
教
的
伝
統

の
相
違
点
に
つ
い
て
「
話
し
尽
く
す
」
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト

教
の
西
洋
に
お
け
る
精
神
史
と
そ
れ
と
大
い
に
異
な
る
東
洋
に

お
け
る
精
神
史
と
の
「
両
方
通
行
の
橋
」
を
架
け
る
こ
と
を
、

自
分
の
役
割
と
考
え
て
い
る
。
本
学
会
の
活
動
を
そ
の
一
環
と

す
る
（
第
七
号
）。

（
た
だ
し
ブ
ラ
フ
ト
氏
は
、
対
話
の
基
盤
と
な
し
得
る
と
考
え
て
き

た
西
田
幾
多
郎
の
思
想
に
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う

に
な
る
。）

「
共
通
の
基
盤
」
は
何
か
を
明
確
に
し
、「
宗
教
の
本
質
」
究
明

に
徹
し
た
こ
と
が
本
学
会
の
特
性
で
あ
る
。
異
宗
教
間
の
対
話

は
そ
れ
自
体
が
、「
解
釈
学
的
主
体
」
に
よ
るrelevant

な
宗

教
象
徴
と
し
て
創
造
的
行
為
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
対
話
が
成

り
立
つ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
「
解
釈
学
的
主
体
」
の
実
現
を

意
味
し
、
そ
の
主
体
を
介
し
て
「
宗
教
の
形
」
の
自
己
変
革
の

道
が
開
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
話
を
含
む
交
流
が
、〈
宗
教
〉

の
第
一
義
的
な
現
実
性
で
あ
る
（
第
六
号
）。

氣
多
雅
子
は
こ
う
論
じ
て
い
る
。

一
般
的
に
宗
教
間
対
話
の
目
的
と
さ
れ
る
①
相
互
理
解
、
②	

対
話
を
通
し
て
の
「
宗
教
的
真
理
」
の
探
究
、
③
具
体
的
な
問

題
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
、
の
う
ち
、
本
学
会
は
①
と
②

を
目
的
と
す
る
。
参
加
者
を
会
員
と
承
認
さ
れ
た
オ
ブ
ザ
ー
バ

ー
に
限
定
し
、
議
論
に
長
時
間
を
費
や
す
と
い
う
形
態
を
と
る

こ
と
に
よ
り
、
深
層
レ
ベ
ル
の
相
互
理
解
の
追
求
そ
れ
自
体
が

「
宗
教
的
真
理
」
の
探
究
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
本
学
会
の

議
論
は
概
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
共
通
の
根
源
を
追
究
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あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
京
都
学
派
の
宗
教
哲
学
を
宗
教
間
対
話
の
共
通
の
基

盤
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
ポ
ス
ト
形
而
上
学
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
の
な

か
で
は
、
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
徹
底
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

第
五
に
、
宗
教
間
対
話
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
や
京
都
学
派
の

哲
学
の
捉
え
方
に
、
世
代
的
な
差
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
役
員
の
高
齢
化
で
、
そ
の
捉
え
方
の
違
い
が
学
会
の
活
動
に
反

映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
六
に
、
発
起
人
お
よ
び
初
期
の
活
動
を
担
っ
た
先
生
方
が
ご

不
在
の
今
日
、
い
ま
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
形
は
不
適
当
で
は
な
い
か
。

発
表
者
を
限
定
し
な
い
こ
と
、
会
員
の
自
由
発
表
を
増
や
す
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

け
た
・
ま
さ
こ	

京
都
大
学
名
誉
教
授

本
学
会
の
問
題
点
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
な
本
学
会
の
活
動
を
振
り
返
る
な
か
で
、
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
得
る
。
多
く
の
会
員
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
本
学
会
で
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
不
均
衡

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。キ
リ
ス
ト
教
側
に
対
話
へ
の
関
心
が
強
く
、

仏
教
側
は
受
け
身
の
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
実
務
の
負
担
も
キ
リ

ス
ト
教
側
に
偏
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
現
代
世
界
の
問
題
状
況
で
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
以
外

の
宗
教
と
の
対
話
が
必
要
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
と

の
対
話
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
宗
教
間
の
対
話
以
上
に
い
ま
必
要
な

の
は
宗
教
者
と
世
俗
者
間
の
対
話
で
は
な
い
の
か
。

第
三
に
、
現
代
で
は
宗
教
間
対
話
そ
の
も
の
の
重
要
性
が
低
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
現
代
で
は
、
宗
教
間
の
対
立
・
抗
争

よ
り
も
宗
教
内
部
で
の
対
立
・
分
裂
の
方
が
深
刻
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
ま
た
、
宗
教
の
違
い
が
紛
争
の
要
因
で
あ
る
よ
う
に

見
え
て
も
、
実
質
的
要
因
で
あ
る
の
は
経
済
や
政
治
な
ど
の
問
題
で
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葉
」
論
を
参
照
し
つ
つ
』

十
五
時
三
十
分
～
十
七
時
〇
〇
分　

　

理
事
会

八
月
一
八
日
（
水
）

十
時
三
〇
分
～
一
一
時
三
〇
分　

自
由
研
究
発
表

発
表
者　

高
橋
勝
幸

題
目　

	『
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
必
要
性
―
―
出
来
事
が
生
起
す
る
場
所
の

理
解
の
た
め
に
』

	

十
三
時
〇
〇
分
～
十
四
時
三
十
分　

第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
表
者　

氣
多
雅
子

題
目　
『
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
歩
み
と
今
後
に
つ
い
て
』

十
五
時
〇
〇
分
～
十
七
時
〇
〇
分　

総
会
・
総
合
討
論

討
論
議
題　

本
学
会
の
今
後
に
つ
い
て

故
上
田
閑
照
先
生
の
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
諸
考
察
を
手
引
き
と
し
て
「
宗

教
と
文
学
」
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
が
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
が

猖
獗
を
極
め
た
た
め
に
大
会
の
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初

発
表
を
お
願
い
し
て
い
た
先
生
方
が
諸
般
の
事
情
で
発
表
を
辞
退
さ
れ
た
と

い
う
経
緯
も
あ
り
、
大
会
テ
ー
マ
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
る
か
危
ぶ
ま
れ
ま

し
た
。
幸
い
、鶴
岡
賀
雄
発
表「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
を
ど
う
読
む
か
」が
、

御
自
身
の
「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
研
究
」
の
な
か
で
、
詩
作
の
基
軸
と
な
る
上

編
集
後
記

東
西
宗
教
交
流
学
会
第
三
九
回
学
術
大
会
は
「
宗
教
と
文
学
」
を

主
題
と
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
対
面
式
の
大
会
開
催

に
は
ま
だ
無
理
が
あ
り
、
ま
た
例
年
会
場
に
使
用
し
て
い
た
パ
レ

ス
サ
イ
ド
ホ
テ
ル
が
閉
館
と
な
る
と
い
う
不
測
の
事
態
も
あ
っ
て
、

二
〇
二
一
年
度
はZoom

を
使
用
し
た
大
会
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

大
会
の
日
程
は
、
以
下
の
通
り
。

八
月
一
八
日
（
水
）

一
〇
時
〇
〇
分
～
十
一
時
〇
〇
分　

第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
表
者　

田
中	

裕

題
目　
『
細
川
ガ
ラ
シ
ヤ
考
』

十
一
時
十
五
分
～
一
二
時
十
五
分　

第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
表
者　

寺
沢
邦
彦

発
表
者　

鳥
居
雅
志

題
目　
『
韓
国
と
香
港
で
の
研
究
活
動
報
告
』

十
三
時
三
十
分
～
十
五
時
〇
〇
分　

第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
表
者　

鶴
岡
賀
雄

題
目　

	『
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
を
ど
う
読
む
か
―
―
上
田
閑
照
の
「
言
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田
先
生
の
「
言
葉
」
の
思
索
を
生
か
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

現
在
は
文
明
の
大
き
な
転
換
点
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
と
環
境
危
機
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
せ
め
ぎ
合
う
な
か
で
の
多
元
的
な
諸
文
化

の
葛
藤
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
動
乱
に
よ
る
核
戦
争
の
危
機
と
い
う
終
末
論
的
な
状

況
の
中
で
我
々
の
学
会
の
果
た
す
べ
き
使
命
は
何
か-

―
東
西
宗
教
交
流
学

会
の
今
後
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
切
な
問
題
と
な
り
ま
す
。
寺

沢
邦
彦
発
表
「
韓
国
と
香
港
で
の
研
究
活
動
報
告
」
は
、
二
〇
一
九
年
か
ら

二
〇
二
〇
年
に
わ
た
る
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
研
究
の
報
告
で
す
が
、
そ
れ
は
戦
前

に
於
け
る
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
ど
う
協
力
し
、
ど
う
対
立
し
て
、

国
家
主
義
・
軍
国
主
義
の
問
題
に
直
面
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
テ
ー

マ
と
さ
れ
て
き
た
寺
沢
氏
の
興
味
あ
る
活
動
報
告
で
、
こ
れ
は
、「
宗
教
と

戦
争
」
の
関
わ
り
を
問
う
き
わ
め
て
今
日
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
高
橋
勝
幸
発
表
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
必
要
性
～
出
来
事
が
生
起
す
る

場
所
の
理
解
の
た
め
に
」
は
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
以
降
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
宗
教
間
対
話
の
基
本
精
神
の
刷
新
を
踏
ま
え
て
、
対
話
の
場
が
同
時

に
異
質
の
文
明
の
邂
逅
の
場
で
も
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
が
自
ら
に

固
有
の
伝
統
を
保
持
し
つ
つ
他
者
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
創
造
的
に
変
容
し

て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
ま
す
。
嘗
て
の
大
航
海
時
代
の
キ
リ
ス

ト
教
文
明
と
日
本
文
化
と
の
邂
逅
を
主
題
と
し
た
田
中
裕
発
表
「
細
川
ガ
ラ

シ
ア
考
」
は
、
二
つ
の
異
な
る
世
界
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
世
界
と
武
士
道

の
世
界
〕
を
共
に
生
き
た
細
川
ガ
ラ
シ
ア
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
す
る
ラ
テ
ン
語
で

書
か
れ
た
楽
劇
「
勇
敢
な
婦
人
」
の
蘇
演
を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、

高
山
右
近
と
並
ん
で
西
欧
で
知
ら
れ
て
い
た
ガ
ラ
シ
ア
の
文
学
的
イ
メ
ー
ジ

が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
た
か
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
成
立
、
大
航
海

時
代
の
文
化
交
渉
を
背
景
と
す
る
「
文
学
と
宗
教
」
と
の
関
わ
り
を
問
題
と

し
て
い
ま
す
。

氣
多
雅
子
発
表
「
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
歩
み
と
今
後
に
つ
い
て
」
は
、

過
去
の
歴
史
を
総
括
し
た
あ
と
で
、
本
学
会
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
も
、
役
員
の
高
齢
化
の
問
題
は
重
要
な
事
柄
で
す
の
で
、
若
い

世
代
へ
の
引
き
継
ぎ
を
円
滑
化
す
る
た
め
に
、
学
会
再
建
委
員
会
を
設
置
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
務
局
の
一
極
集
中
を
避
け
る
こ
と
、
今
後
の
学
会
テ

ー
マ
の
設
定
な
ど
を
協
議
す
る
予
定
に
し
て
い
ま
す
。
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