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い
か
な
る
対
話
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
独
断
的
態
度
が
分
別
の
あ
る 

交
流
の
妨
げ
と
な
る
と
、

一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
ら 

の
思
考
を
支
配
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る

「

確
実
さ」

に
執
着
す
れ
ば
す
る 

ほ
ど
、
真
に
相
互
に
照
ら
し
合
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
、
自
ら
を
向
上
さ 

せ
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
詎
に
な
る
の
は
当
然
と
い
ぇ
る
。
そ
の
点
で 

は
、
宗
教
間
対
話
も
他
の
人
間
的
な
対
話
と
か
わ
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
 

宗
教
の
場
合
に
は
、
理
性
の
悪
徳
に
ほ
か
な
ら
な
い
独
断
が
、
同
時
に 

信
仰
の
美
徳
と
み
な
さ
れ
る
と
い
っ
た
困
っ
た
傾
向
が
あ
る
。

1

方
で
、
従
来
の
信
条

(

決
ま
っ
た
考
ぇ
方
と
し
て
み
た

倩
仰)

に
ょ
っ 

て
宗
教
的
な
伝
統
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
個
々
の
信
者
は
、
そ
の
伝
統 

の
内
容
を
自
分
の
も
の
と

し
て
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的

な
常
識
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
、
f
i大
な
問
題
に
関
す
る「

確
倍」

を 

獲
得
す
る
。
そ
の
伝
統
の
外
の
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ょ
う
な
人
々
の 

確
信
は
、
独
断
的
な
確
実
さ
に
対
す
る
愛
着
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
 

信
者
自
身
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
、
«
仰
の
美
徳
の
一
側
面 

と
な
つ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
、
宗
教
的
伝
統
I

少
な
く
と
も
場
所
、
時
間
、
文 

化
を
超
え
た「

普
遍
性」

を
持
つ
と
自
認
す
る
伝
統
I

の
中
に
は
、
 

も
う
ひ
と
つ
別
の
態
度
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ 

人
間
の
考
え
方
や
表
現
の
す
べ
て
を
超
越
す
る
究
榭
的
な
真
理
の
探
求 

の
方
が
、
個
人
的
に
得
ら
れ
た
確
信
ょ
り
も
は
る
か
に
®
要
で
あ
る
と 

い
う
f

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
少
し
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
る
程
度
®
仰
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の
自
由
を
特
殊
的
な
信
条
に
対
す
る
愛
着
か
ら
守
る
こ
と
の
で
き
な
い 

宗
教
は
、
独
断
の
悪
徳
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
明
ら
か 

に
な
る
。
あ
た
か
も
信
仰
の
確
実
さ
が
、
首
に
懸
け
ら
れ
た
ひ
き
臼
に 

な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
、
こ
う
い
っ
た
伝
統
は
、
歴
史
の
変
遷 

の
流
れ
に
溺
れ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
。

宗
教
と
宗
教
と
の
間
の
対
話
と
な
る
と
、
独
断
に
は
こ
う
し
た
両
面 

が
あ
る

こ
と
を

自
覚
し
な
い
か
ぎ
り
、
確
信
は
、
自
分
の
宗
教
の
自
己 

認
識
そ
の
も
の
に
対
す
る
告
発
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
信
仰
が
与 

え
る

確
信
は
、
理
性
の
確
実
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に

基
づ
い
て
い
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
今
日
、
世
界
的
な
広
が
り
の
中
で
の
諸
宗
教
の
出
会
い 

を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
的
確
信
が
信
条
的
確
実
性
に
対
す
る
愛
着 

に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
十
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
実
さ
な
く
し
て
人
間
が
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の 

生
活
の
大
部
分
は
、
第
二
の
天
性
で
あ
る
習
慣
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ 

る
。
あ
る
一
定
の
社
会
の
中
で
他
の
人
間
と
共
に
生
き
る
た
め
に
押
し 

付
け
ら
れ
た
こ
と
ば
：や
、
あ
る
特
殊
の
身
体
を
持
つ
動
物
と
し
て
世
の 

中
の
こ
と
を
覚
え
る
た
め
に
備
え
ら
れ
た
感
覚
器
官
は
ま
す
も
っ
て 

こ
の
習
慣
的
な
生
活
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
書
い
て 

い
る
よ
う
に
、
感
覚
器
官
は
ま
ず
、
我
々
を
取
り
巻
い
て
い
る
世
界
を 

受
け
入
れ
る
門
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
世
界
を
締
め
出
す
よ
う
な
柵
で 

あ
る
。
感
覚
器
官
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
で
も
っ
て
世
界
を
非
常
に
限
ら 

れ
た「

捕
虜c

a
p
t
a
j

と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
、
世
界
に
じ
か
に
晒
さ 

れ
る
こ
と
に
な
つ
た
脳
は
、
デ
ー
タd

a
t
a

が
あ
ま
り
に
も
溢
れ
て
、

判
断
が
完
全
に
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
む
き
出
し
の
脳
は
情 

報

過
剰
の
た
め
に
窒
息
す
る
。(

と
ぃ
っ
て
も
、
現
代
の
物
理
学
者
の
考
ぇ
に 

よ
る
と
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
物
体
の
九
〇
雀
以
上
は
も
つ
と
も
精
密
な
科
学 

機
器
に
よ
つ
て
す
ら
ま
つ
た
く
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。)

言
葉
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
法
や
単
語
の
決
ま 

っ
た
確
実
性
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
思
想
は
迷
子
の
よ
う
に
漫
然 

と
し
て
さ

す

ら

う

こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
、
人
間
の
感
覚
器
官
を
強 

め
る
か
補
充
す
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
技
術 

が
、

一
方
で
、
計
算
機
化
さ
れ
た「

ビ
ッ
トbit J

で
で
き
た
、
歴
史 

上
初
め
て
の
本
当
の
普
遍
言
語
を
駆
使
し
て
、
現
代
のr

高
度
情
報
化 

社
会」

の「

電
脳」

を
頭
骸
骨
な
し
に
育
て
つ
つ
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

一
 

情
報
過
剰
が
益
々
問
題
に
な
る
に
つ
れ
て
、
操
作
を
好
む
社
会
制
度
が
、
35 

そ
の
言
語
の
文
法
を
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

一
 

た
と
え
技
術
の
内
容
が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
認
識
の
自
由
が 

得
ら
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
結
局
、
人
間
と
し
て
は
‘
習
慣
が
表
現 

す
る
あ

ら
ゆ
る

確
実
さ
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
自 

由
は
常
に
個
人
の
果
た
す
ベ
き
課
題
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
馴
染
み
の
考
え
方
を 

す
べ
て
の
習
慣
か
ら
解
放
す
る
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
要
な
場
合
に 

は
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
の
背
後
に
あ
る
様
々
な
確
実
さ
を
再
考
す
る 

か
、
改
善
す
る
か
、
放
棄
す
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
を
ど
の
よ
う 

に
保
証
す
る
か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
、
宗
教
の
根
本
問
題
と
な
る
。
 

信
仰
の
も
っ
と
も
深
い
確
信
は
、
こ
の
よ
う
な
理
性
の
も
っ
と
も
強
固



な
確
実
性
か
ら
の
自
由
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
の 

主
張
で
あ
る
。
こ
の
ょ
う
な
立
場
か
ら
、
宗
教
に
お
け
る
象
徴
が
も
っ 

て
い
る
、「
独
断
を
抑
え
る」

機
能
に
つ
い
て
、
以
下
に
お
い
て
考
え 

て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

象
徴
の
治
療
的
機
能

周
知
の
ょ
う
に
、
シ
ン
ボ
ルs

y
m
b
o
l

と
い
う
言
葉
の
原
語
は
ギ
リ 

シ
ァ
語
の
ミ
だ
と
W
S
S
7
V
と
い
う
ニ
つ
の
成
分
を
含
み「

投
げ
合 

わ
せ
る」

を
意
味
す
る
単
語
で
あ
る
。
元
来
、
a
a-
v
-e
D
o
t
v
は
、
古
代 

ギリシ
ャ社会
の中で
；

ぎ

5
(

関
節)

の
形
を
持
っ
た
契
約
状 

の
一
種
で
あ
っ
た
。
契
約
を
結
ん
だ
一
ー
人
の
？
如
0̂
ニ
互
い
に
知
ら
な
い 

人)

が
骨
片
の
片
方
ず
つ
を
身
分
証
明
の
徴
と
し
て
持
っ
て
い
た
。
後 

の
時
代
に
は
形
が
変
わ
っ

て

い

っ
た(

た
と
ぇ
ば
、
蜜
蠟
に
押
捺
し
た
印

) 

が
、
そ
の
結
び
の
意
味
は
残
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
の
影
響 

を
受
け
た
そ
れ
ぞ
れ
の
西
洋
の
言
葉
で
は
シ
ン
ボ
ル
^
^
^
三

は「

反 

対
物
の
統
合」

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。

象
徴
の
統
合
的

機
能
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
が
、
宗
教
関
係
の 

象
徴
論
で
は
、
超
越
性
と
内
在
性
、
意
識
と
無
意
識
、
伝
統
と
現
代
、
 

特
殊
と
普
遍
な
ど
の
正
反
対
の
統
一

を
指
す
の
が
一
般

的

で
あ
る

。
i 

こ
で
は
こ
の
問
題
に
入
ら
ず
、
た
だ
い
ず
れ
の
説
明
に
し
て
も
、
象
徴 

そ
の
も
の
の
不
可
思
議
さ
を
究
め
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ 

と
が
一
貫
し
た
結
論
と
な
つ
て
い
る
こ

と

を

、

こ
こ
で

あ
ら
か
じ
め
言 

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
1

こ
こ
で
は
、
宗
教
に
お
け
る
象
徴
の
統
合
的
な
本
質
は
、
独
断
を
抑 

え
る
と
い
う
機
能
で
あ

る

と

し
て
、
象
徴
の
機
能
に
つ
い
て
再
考
し
て 

み
た
い
と
思
う
。
要
す
る
に
、
私
は
象
徴
を
確
信(

伝
統
的
信
仰
に
対
す 

る
態
度
の
表
現)

と
脱
確
実
性(

す
べ
て
の
伝
統
的
信
条
を
批
判
す
る
態
度
の 

表
現)

と
い
う
二
つ
の「

不
可
離」

に
し
て
、
し
か
も「

不
可
同」

の 

機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
象
徴
と 

は
、
わ
れ
わ
れ
の
究
極
的
な
真
理
へ
の
傾
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
と 

も
に
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
が
あ
く
ま
で
も
有
限
で
限
界
を
も
っ
た
も
の 

で
あ
る
こ
と
を

思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
、
宗
教
に
内
在
し
て
い
る
治
療 

的
原
理
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
機
能
の
片
方
の
働
き
し
か
し
て
い
な
い 

象
徴
は
、
い
ま
だ
完
全
な
宗
教
的
象
徴
と
な
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

い
ま
述
べ
た
こ
と
か
ら
よ
く
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
方
向
に
向
か
う 

前
提
と
し
て
は
、
象
徴
は
、
こ
の
世
を
超
越
す
る
世
界
や
人
間
体
験
と 

ま
っ
た
く
接
触
し
な
い
現
実
に
関
し
て
は
、
何
も
教
え
る
こ
と
が
で
き 

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
具
体
的
な
象
徴
は
別
に
し
て
、人
間
のr

象 

徴
産
出
機
能」

そ
の
も
の
か
ら
人
間
性
に
関
す
る
何
を
学
ぶ
ベ
き
で
あ 

る
か
と
言
え
. は
主
と
し
て
世
界
を
再
創
造
し
よ
う
と
す
る
意
識
の 

生
ま
れ
つ
き
の
願
望
、
思
惟
形
式
や
用
語
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て 

の
あ
ら
ゆ
る

記
録
の
有
限
性
、
日
常
性
や
平
均
的
体
験
の
深
み
な
ど
で 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
と
宗
教
が
接
点
を
も
っ
て
い
る
の
は
当
然
の 

こ
と
と

さ
れ
な
が
ら
も
実
際
に
は
ま
だ
ま
だ
誤
解
を
招
く
こ
と
が 

あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て

、

以
下
に
お
い
て
は
、
象
徴
論
一
般
と 

宗
教
心
と
の
間
に
橋
を
架
け
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
か



な
り
抽
象
的
な
象
徴
論
に
関
す
る
一
連
の
命
題
を
挙
げ
て
、
現
代
の
諸 

宗
教
の
出
会
い
に
お
け
る
象
徴
の
問
題
を
概
略
し
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
に
、
五
つ
の
命
題
を
順
不
同
に
述
べ
る
が
、
同
時
に
象
徴 

の
定
義
を
そ
れ
ら
の
命
題
に
間
接
的
に
含
ま
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

1

^

象
徴
を
物
象
化
す
べ
か
ら
ず

象
徴
と
は
、
あ
る
一
定
の
^

^
で
も
な
く
た
だ
の
^

^
で
な
く
て
、
 

か
え
っ
て「

も
の
即
心
境」
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
、
人
間
の
根
本
的 

な「

必
要」

が
、
産
業
が
売
り
出
す
製
品
に
対
す
る「

需
要」

に
変
容 

す
る
過
程
の
こ
と
を
疎
外
過
程
と
呼
び
、
こ
れ
を「

物
象
化」

と
し
て 

批
判
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
が
感 

じ
る
必
要
、
動
因
、
本
能
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
外
界
で
体
験
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
た
た
き
込
ま
れ
た 

ひ
と
は
、
そ
れ
だ
け
人
間
の
内
的
世
界
抜
き
に
し
た
世
界
観
に
陥
る
ほ 

か
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
も
レ
ー
ニ
ン
も
そ
の
過
程
の
根
拠
を
、
哲
学
の 

観
念
論
的
な
心
理
学
に
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
思
想
、
意
志
、
感
情 

な
ど
の
抽
象
的
な
区
別
を
、
実
際
の
個
別
的
機
能
か
心
的
器
官
の
働
き 

と
し
て
み
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
内
的
必
要
を
外
的
需
要
に
転
化
す
る 

の
は
小
さ
な
飛
躍
に
す
ぎ
な
い
。

象
徴
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
意
味
の
過
剰
2
を
も 

っ
て
し
る
象
徴
は
人
間
の
解
釈
の
働
き
を
離
れ
た「

も
の」

と
し
て 

は
存
在
し
な
い
。
宗
教
的
な
象
徴
を「

信
じ
る」

場
合
で
も
、
個
人
と 

象
徴
と
の
関
わ
り
が
な
け
れ
ば
、
象
徴
は
単
独
で
は
そ
れ
自
体
と
し
て

何
ら
機
能
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
表
現
と
し 

て
の
象
徴
を
確
実
な
信
条
に
変
容
す
る
よ
う
な
象
徴
の
物
象
化
は
、
い 

く
ら
組
織
化
さ
れ
た
伝
統
か
ら
み
て
有
利
で
あ
っ
て
も
、
象
徴
の
本
質 

を
裏
切
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
象
徴
は「

も
の
即
心
境」

と
し
て
考
え
得
る 

が
、
そ
れ
は
た
だ
単
に「

心
的
現
象」

で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
。
 

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
じ
非
歴
史
的
な
意
識
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

心
境
と
い
わ
れ
る
人
間
に
特
徴
的
な
環
境
は
、
取
り
巻
く
世
界
と
の
関 

わ
り
を
保
証
す
る
身
体
を
も
必
須
要
素
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客 

体
的
世
界
に
よ
っ
て
主
体
性
を
抑
制
す
る
に
せ
よ
、
主
体
的
世
界
に
よ 

っ
て
客
体
的
世
界
を
定
義
す
る
に
せ
よ
、
結
果
は
等
し
く
疎
外
的
で
あ
一
 

る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
が
産
業
革
命
の
精
神
の
根
拠
を
ド
ィ
ッ
観
念
主
37 

義
に
置
い
た
理
由
で
あ
っ
た
。
 

一

し
か
し
な
が
ら

、

「

象
徴
を
物
象
化
す
ベ

か
ら
ず」

と

い

う

こ
と
ば 

は
、
も
っ
と
端
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
い
か
な 

る
も
の
も
常
に
象
徴
で
あ
る
こ

と

は

で
き
な
い
し
、
い
か
な
る
も
の
も 

象
徴
に
な
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
®
個
と
時
と
場
を 

超
え
る
も
の
を
指
示
す
る
場
合
で
も
、
象
徴
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
も 

個
と
時
と
場
に
よ
っ
て
成
立
す
る
現
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス 

ト
教
圏
の
中
の
文
化
圏
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
な
ら
、
十
字
架
は
一
般
に 

宗
教
的
な
意
味
を
含
む
象
徴
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
意
識
に
浮
か
び 

上
が
ら
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
の
象
徴
と
し 

て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
十
字
架
が
慰
み
物
に
さ
れ
、
悪
用
さ



れ
る
と
、
何
と
は
な
し
に
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
冒
瀆
を
感
じ
ざ
る
を
え 

な
い
。
他
方
、
仏
教
圏
の
中
の
文
化
圏
と
し
て
の
タ
ィ
な
ら
、
十
字
架 

は
直
ち
に
キ
リ
ス
ト
と
の
関
わ
り
が
な
い
た
め
に
、

一
般
に
ど
う
い
う 

ふ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
は
ま
ず
問
題
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 

同
じ
理
由
で
、
鈴
木
大
拙
は
、
自
ら「

東
洋
人
の
心」

を
代
表
す
る
者 

と
し
て
、
十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
を
、「

余
り
に
も
残 

酷
的
で
、
非
人
間
的
で
、非
合
理
的
な
ィ
メ
ー
ジ」

と
し
て
非
難
し
た
§ 

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
東
洋
人
の
キ
リ
ス
ト
教
者
に
と
っ
て
は
、
信
仰 

の
対
象
と
さ
れ
た
同
じ
十
字
架
の
ィ
メ
ー
ジ
は
、
別
な
感
受
性
で
受
け 

止
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

象
徴
論
は
普
通
、
象
徴(

s
y
m
b
o
l
)

と
い
う
概
念
か
ら
記
号(

s
ign) 

の
概
念
を
区
別
す
る
が
、
前
者
が
不
思
議
を
伴
う
の
と
異
な
っ
て
、
後 

者
は
明
白
な
意
味
を
表
層
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
例
か
ら 

す
れ
ば
、
鈴
木
の
十
字
架
に
対
す
る
心
境
は
、
そ
れ
を
あ
る
残
酷
的
な 

死
の
ィ
メ
ー
ジ
と
み
な
し
て
い
る
点
で
き
わ
め
て
記
号
的
で
あ
り
、
キ 

リ
ス
ト
教
徒
の
象
徴
的
な
心
情
と
は
な
ら
な
い
。

西
洋
の
象
徴
論
の
中
で
十
字
架
が
象
徴
的
ィ
メ 

I
ジ

s
y
m
b
o
l
i
c

 

i
m
a
g
e

の
例
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
記
号
的
ィ
メ
ー 

ジs
i
g
n
—
i
m
a
g
e

の
例
と
し
て
は
、
道
路
交
通
の
信
号
が
も
っ
と
も
よ 

く
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
視
点(

上
に
述
べ
た
よ
う
な「

心
境」

)

が
こ

と
 

な
る
信
号
と
い
う
も
の
も
、
深
層
的
な
意
味
を
持
つ
象
徴
と
な
り
う
る
。
 

自
動
車
は
、
従
来
の
自
然
の
神
々
を
軽
蔑
し
て
無
意
味
化
し
つ
つ
あ
る 

産
業
技
術
社
会
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

「

現
代
の
神
々」

だ
と

言
え
よ
う
。
こ
の
神
々
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ 

現
代
人
は
、
大
自
然
の
神
々
を
ほ
と
ん
ど
何
の
抑
制
も
な
し
に
犠
牲
に 

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

新

し

い

神
々
の
祭
壇
で
あ

る

高
速
道
路
を
拡
大 

す
る
た
め
に
は
、
古
来
の
神
々
を
宿
す
森
林
の
上
に
何
の
気
兼
ね
も
な 

く

コ
ン
ク
リ

ー

ト

を
敷

い

て

、

神
々
を

平
気
で
葬
る

。

こ
の
よ
う
に

物 

事
を
考
え
る
と
、

排
気
ガ
ス
の
臭
い
は
焚
き
燻
ら
せ
る
香
で
あ
り
、

交 

通
事
故
で
亡
く
な
る

人
々
や
動
物
は
神
々
に
捧

げ

ら

れ

る

生
贄
で
あ
り
、
 

そ
し
て
、

信
号
は
神
々
の
前
で
灯

さ

れ

る

一
種
の
ろ
う
そ
く
で
あ
る
と 

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た

表
現
が
、
皮
肉
的
な
比
喻
に
す
ぎ 

な
い

と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

こ
こ
に

象
徴
は
成
立
し
な
い

が
、
し
か
し
、
 

わ
れ
わ
れ
が
現
代
人
と
し
て
実
際
に
生
き
て
い
る
価
値
観
か
ら
見
れ
ば
、
一
 

信
号
が
ど
ん
な
役
割
を
果

た

し

て

い

る

の

か
を
深
く
考
え
れ
ば
考
え
る
38 

ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な

深
層
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、

ま

っ

-
 

fc く

不
思
議
で
は
な
い
。

古
代m

1
ロ
ッ
パ
の
神
々
と
同
じ
よ
う
に
、
 

日
本
の
神
々
も
自
然
の
あ

ら

ゆ

る

も
の
に
生
き
て
い
た
。
つ
い
最
近
ま 

で
茶
碗
や
机
や
便
所
に
神
々
は
大
勢
で
生
き
て
い
た
が
、
プ
ラ
ス
チ
ッ 

ク
や
合
成
樹
脂
な
ど
の
使
い
捨
て
材
料
で
で
き
た
品
物
が
増
加
す
る
に 

つ
れ
て
、
神
々
は
一
柱
ず
つ
死
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
価
値
観
の
変 

化
の
現
象
に
目
覚
め
る
と
、
日
常
的
な
記
号
の
多
く
が
、
意
味
深
い
象 

徴
と
し
て
た
ち

現
わ
れ
て
く
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

以
上
の
例
は
あ

る

特
定
の
視
点
に
依
存
し
て
い 

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
記
号
と
象
徴
と
の
区
別
は
、
本
来
的
な
区
別 

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
、
私
は
指
摘
し
た
か
っ
た
の
で
あ



る
。
要
す
る
に
、
こ
の
世
の
中
に
は
、
何
も
そ
の
本
質
上
象
徴
的
で
あ 

る
と
い
う

も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
し
、
い
か
な
る
も
の
で
V
心
境
に 

よ
っ
て
象
徴
的
な
も
の
に
な
り
う
る
の
だ
。

Z

宗
教
に
と
っ
て
、
象
徴
を
文
字
通
り
に 

解
す
る
こ
と
は
病
的
で
あ
る

純
粋
に
客
観
的
な
象
徴
が
存
在
す
る
と
い
う
象
徴
の
物
象
化
が
矛
盾 

で
あ
る
と

す
れ
ば
、
む
ろ
ん
、
物
象
化
さ
れ
た
象
徴
に
対
し
て
客
観
的 

な「

文
字
通
り」

の
記
号
的
解
釈
を
下
す
の
も
矛
盾
で
あ
る
。
象
徴
の 

深
層
の
意
味
に
依
存
す
る
宗
教
伝
統
の
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
は 

自

滅

的
で
あ
る
。

し
か
し
、
冒
頭
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
象
徴
の
意
味 

内
容
が
信
条
と
し
て
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
、
個
々
の
信
者
や
、
個
々
の 

時
代
を
結
ぶ
伝
統
は
不
可
能
と
な
る
。
宗
教
の
ふ
と
こ
ろ
に
さ
え
も
、
 

反
宗
教
的
傾
向
が
、
あ
た
か
も
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
毒
蛇
の
よ
う
に
ま
ど 

ろ
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
象
徴
を
文
字
通
り
に
解
す
る
と
、
そ 

の
独
断
の
反
対
的
傾
向
を
ひ
と
つ
に
統
合
す
る
g
c-
-
-5
>巳0

V
が
独
断
主 

義
に
偏
っ
て
、3

f

-&0
>
i
?
(

投
げ
付
け=

誹
誘
、
偽
物)

に
に
な
っ
て
し 

ま
う
。
そ
の
意
味
で
象
徴
の
悪
用
は
ま
さ
に
悪
魔
的
で
あ
る
。

も
の
を
文
字
通
り
に
解
す
る
の
は
、
上
述
し
た「

確
実
さ」

を
与
え 

る
の
に
、
非
常
に
大
切
な
思
想
的
な
機
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
そ
の 

力
が
な
け
れ
ば
、
事
実
や
所
与
、
い
わ
ん
や
現
実
そ
の
も
の
も
考
え
る 

こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
通
り
の
解
釈
の
結
果
は
、
心 

像
自
体
に
対
す
る
一
種
の
偶
像
で
は
あ
る
が
、
そ
の
偶
像
を
さ
え
も
文

字
通
り
に
だ
け
解
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
心
像
と
意
味
と
の
一
対
一 

の
対
応
関
係
、
換
言
す
れ
ば
、
世
界
を
自
我
と
物
と
に
分
け
る
立
場
は
、
 

象
徴
的
解
釈
の
出
発
点
で
あ
り
、
世
界
観
の
中
の
す
べ
て
の
確
信
の
基 

盤
で
あ
る
。
た
だ
、
出
発
点
は
目
的
地
で
は
な
い
し
、
基
盤
だ
け
で
は 

竣
工
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
文
字
通
り
の
解
釈
の
病
的
側
面
は
こ 

こ

に
あ
る
。

更
に
、
宗
教
の
文
字
通
り
の
解
釈
と
い
う
と
、
直
ち
に
保
守
的
で
右 

翼
的
な
根
本
主
義
的(

f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
s
t
i
c
)

神
学
が
連
想
さ
れ
る 

か
も
し
れ

な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
な 

「

非
神
話
化」

の
傾
向
を
徹
底
的
に
進
め
る
神
学
者
も
容
易
に
同
じ
穴 

に
陥
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
聖
典
に
書
い
て
あ
る
神
話
と
象
徴
を
よ 

り
現
代
的
で
明
白
に
理
解
で
き

る

ヶ
リ
ダ
マk

e
r
y
g
m
a

に
翻
訳
し
よ 

う

と

す

るr

字
義
通
り」

の
解
釈
も
等
し
く
象
徴
的
機
能
を
裏
切
る
こ 

と

に
な
る
。

私
が
宗
教
に
お
け
る
象
徴
の
文
字
通
り
の
解
釈
を
非
難
し
よ
う
と
思 

っ
て
い
る
理
由
は
、
た
だ
そ
れ
が
人
間
の
高
次
の
象
徴
的
機
能
を
軽
ん 

じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
組
織
化
過
剰
で
病
ん
で
い
る
宗
教
の
癒
し 

の
た
め
に
も
、
宗
教
伝
統
の
中
の
独
断
主
義
を
な
る
べ
く
意
識
化
す
る 

よ
う
な
信
条
を
再
考
す
る
こ
と
が
、

一
般
に
重
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

そ
れ
は
、
単
に
特
殊
な
気
質
の
特
性
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
た
で
食 

う
虫
も
好
き
ず
き
と
い
う
こ
と
で
、
寛
容
に
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
 

問
題
は
、
宗
教
そ
の
も
の
の
本
質
に
関
わ
っ
て
い
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は 

言
ず
る
。

一  39-



3

.
象
徴
と
い
わ
れ
る
も
の
が
見
透
さ
れ
た
と
き
'

そ
れ
は
は
じ
め
て
象
徴
と
し
て
成
立
す
る

文
字
•
字
義
通
り
の
解
釈
が
宗
教
に
と
っ
て
病
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の 

代
わ
り
に
ど
の
よ
う
に
し
て
宗
教
の
本
質
を
保
ち
な
が
ら
具
体
的
な
象 

徴
を
よ
り
健
全
に
読
め
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
れ
ば
、
先
に
触
れ
た
よ
う 

に
、
象
徴
と
い
う「

物」
を
象
徴
的
機
能
の「

働
き」

と
し
て

見
直
さ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
立
場
で
は
、
 

一
個
の
象
徴
に
は
ど
ん
な
決
ま
っ
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
か
よ
り
も
、
 

そ
れ
は
ど
う
い
う
象
徴
機
能
の
働
き
の
途
上
の
具
体
化
で
あ
る
か
、
と 

い
う
こ
と
の

方
が
問
題
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
個
々
の

象
徴
の
個 

人
的
な
解
釈
も
、
も
っ
と
広
い
共
有
的
な
象
徴
的
過
程
の
働
き
の
一
環 

と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
字
•
字
義
通
り
の
意
味
を
最
終 

目
的
と
す
る
解
釈
学
に
と
っ
て
、
こ

の

い
わ
ゆ
る
解
釈
学
的
循
環
は
、
 

「

悪」

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
理
性
の
重
要
性
を
少
し
も
弱
体
化 

せ
ず
に
、
む
し
ろ
理
性
そ
の
も
の
の
重
要
性
を
強
化
す
る「

美
的
循
環」 

と

見

な

し
う
る
と
思
う
。

こ
の
問
題
自
体
に
直
接
入
ら
な
い
で
、
た
だ
具
体
的
な
象
徴
が
象
徴 

的
機
能
の
働
き
へ
の
参
加
の
す
す
め
と
し
てr

象
徴
を
見
透
す
こ
と」 

が
象
徴
そ
の
も
の
の
成
立
の
必
須
条
件
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
主
張 

し
た
い
。

「

見
よ
、
私
は
、
，っ
^0

1
m

分
自
身
を
超
克
し
な
く
Iて

は

^

^

な
い 

で
あ
る」

と
生
自
身
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
語
り
、「

話
さ
ず

に
お
か
れ
た
真
理
は
、
す
べ
て
有
毒
に
な
る」

と
ッ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ 

は
弟
子
に
語
る
4
。
ニ
ー
チ
ヱ
の
推
理
に
よ
れ
ば
、
生
き
て
い
る
象
徴 

は
、
そ
れ
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
自
分
を
見
抜
い
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
 

人
々
に
声
を
か
け
て
願
い
、
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
が
象
徴
を 

見
抜
け
な
け
れ
ば
、
独
断
の
悪
徳
に
陥
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
上
に 

述
べ
た
象
徴s

y
m
b
o
l

の
語
源
に
戻
れ
ば
、
象
徴
的
過
程
を
劇
化
す
る 

心
像
は
象
徴
的
機
能
の
働
き
と
し
て
み
ら
れ
な
い
場
合
、
象
徴
の
単
に 

二
分
の
一
だ
け
の
偽
象
徴d

i
a
b
o
l
u
s

に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
見
透
す
と
は
何
か
と
い
う
と
、
ま
ず
象
徴
は
客
観
的
経
験
の 

「

コ

ン

テ

ク

ス

ト

c
o
n
t
e
x
t
」
(

文
脈)

の
な
い「

テ

ク

ス

ト

t
e
x
t
」

 

で
あ
る
。
大
体
確
実
的
な
核
心
の
外
延
と
、
そ
れ
を
巻
き
込
む
大
体
固
一
 

定
し
た
内
包
の
意
味
と
に
よ
っ
て
、
記
号
に
は
そ
の
客
観
的
意
味
環
境
奶 

が
一
応
設
定
さ
れ
て
い
る
。
数
字
、
文
字
、

一
般
単
語
な
ど
は
辞
典
に
一
 

記
さ
れ
て
い
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
テ
ク
ス

ト

と

コ
ン 

テ
ク
ス
ト
の
区
別
が
要
ら
な
い
記
号
と
し
て
働
く
。
が
、
象
徴
の
場
合 

に
は
、
客
観
的
体
験
の
内
容
で
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
信
仰
か
空
想
か 

あ
る
い
は
想
像
の
飛
躍
で
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
象
徴
の
テ 

ク
ス
ト
が
象
徴
的
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ

の
過
程
を
意
識
化
す 

る
こ
と
が
、

私
の
い
う
、
象
徴
を「

見
透
す」

こ

と

に

ほ
か
な
ら
な
い
。
 

象
徴
の
意
味
付
け
が
日
常
の
文
字
通
り.

字
義
通
り
の
日
常
生
活
の
中 

で
の
言
葉
使
い
と
違
っ
て
も
、
そ
の
違
い
を
体
認
し
な
け
れ
ば
、
象
徴 

的
機
能
は
日
常
的
な
記
号
的
意
識
に
同
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

象
徴
の
表
層
的
意
味
を
見
透
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
象
徴
の
深
層



が
啓
示
さ
れ
る
。
象
徴
が
見
透
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と「

た
だ
の
象
徴 

に
す
ぎ
な
い」

と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
か
え
っ
て
、
テ
ィ
リ 

ヒ
が
よ
く
主
張
し
た
よ
う
に
、「

本
当
に
象
徴
だ」

と
い
う
自
覚
を
も 

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
てr

象
徴
が
現
実
に
参
加
し
て
い
る」

と 

い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
象
徴
と
現
実
と 

を
統
合
す
る

き

っ
か
け
と
な

る

5
。

4
.

象
徴
は
理
解
の
果
て
し
な
さ
に
あ
る

象
徴
は
、
し
ば
し
ば「

な
ぞ
な
ぞ」
か
そ
れ
と
もr

非
合
理」

で
あ 

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
上
に
述
べ
た
説
に
よ
れ
ば
そ
う
で
は
な
い
。
 

要
す
る
に
、
な
ぞ
め
い
た
話
の
よ
う
に
解
く
べ
き
暗
号
、
あ
る
い
は
、
 

荒
唐
無
稽
な
話
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
と
こ
ろ
の
な
い
記
号
は
た
く
さ 

ん
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
象
徴
と
し
て
は
働
い
て
い
な
い
。
象
徴
の
特
徴 

は
む
し
ろ
、
無
限
に
理
解
し
つ
づ
け
る
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
る
。
象
徴
を 

な
ぞ
な
ぞ
の
よ
う
に「

解
く」

と
き
は
、
象
徴
の
意
味
を
す
べ
て
解
答 

の
方
に
移
そ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
象
徴
を 

完
全
に
不
可
解
な
神
秘
と
し
て
み
る
と
き
に
は
、
そ
の
意
味
内
容
の
理 

解
を
諦
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
考
え
方
は
結
局
、
象
徴
過
程
の 

働
き
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
象
徴
を
生
か
す
と
い
う
勧
め
を
否
定 

す
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
。

象
徴
の
生
命
は
そ
の
理
解
の
果
て
し
な
さ
に
あ
る
。
象
徴
は
、
理
解 

の
可
能
性
と
不
可
能
性
と
の
相
互
関
係
が
流
動
的
で
あ
り
、
し
か
も
具 

体
的
な
象
徴
は
、
常
に
そ
の
両
側
面
の
一
応
の
統
合
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
特
殊
な
象
徴
は
、
生
き
た
り
死
ん
だ
り
は
す
る
が
、
象
徴
過
程 

自
体
は
心p
s
y
c
h
e

の
本
質
的
機
能
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
生 

き
て
い
る
象
徴
は
、
い
く
ら
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
見
透
そ
う
と
し
て
も
、
 

完
全
に
透
明
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
究
極
的
な
象
徴
、
即
，

ち
究
極
的
現
実
に
対
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
象
徴
は
、
も
っ
と
も 

理
解
し
が
た
い
象
徴
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
も
っ
と
も
理
解
し
や
す
い 

も
の
で
あ
る
。
私
は
テ
ィ
リ
ヒ
の
次
の
文
章
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た 

い
と
思
う
。

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
信
仰
に
は
、
自
ら
の
具
体
的
象
徴
を
絶
対
確
実 

な
地
位
に
挙
げ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
真
理
の
一 

規
準
は
、
自
己
否
定
の
契
機
を
含
む
こ
と
に
あ
る
。
も
っ
と
も
適
“ 

切
な
象
徴
は
、
究
極
的
な
者
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
究
極
性
一 

に
関
す
る
自
ら
の
欠
如
を
も
表
現
す
る
の
で
あ

る

6
。

象
徴
に
こ
の
よ
う
な「

自
己
否
定
機
能」

を
み
る
こ
と
は

非
常
に
重 

要
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
象
徴
の
神
秘
の
贫
に
沈
黙
を 

守
ろ
う
と
い
う
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
思
考
力
を
尽
く
さ
な
い
で 

象
徴
過
程
を
途
中
で
な
げ
う
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ 

レ
ス
が
知
恵
の
始
ま
り
と
し
た
、
知
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
生
ま
れ
つ 

き
の
欲
望
に
対
す
る
適
当
な「

知
足
安
分」

を
自
覚
す
る
た
め
に
は
、

ま

ず
で

き

る

か

ぎ

り

理
解
し
よ

う
と
す
る

態
度
、
で
き
る
か
ぎ
り

見
透 

そ

う

と

す

る

態
度
を
、
象
徴
の
否
定
的
機
能
の
目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
。



究
極
的
象
徴
に
関
し
て
、
理
解
の
過
剰
が
象
徴
を
殺
す
の
で
は
な
い
か 

と
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
理
解
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い 

か
と

心
配
し
た
方
が
よ
い
。
こ
の

面
か
ら
み
た
象
徴
論
は
外
力
ら
の
学 

問
で
な
く
て
、
象
徴
的
機
能
の
中
の
一
成
分
と
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
西
洋
と
東
洋
の
哲
学
は
相
違
が
あ
る
が
、
後
で 

も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
た
い
と
思
う
。

a

象
徴
の
治
療
対
象
は
個
人
で
も
な
く
、

非
個
人
で
も
な
い

誰
し
も
他
者
に
代
わ
っ
て
究
極
的
真
理
を
信
じ
た
り
、
悟
り
を
ひ
ら 

い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と

同
様
に
、
他
者
に
代
わ
っ
て
象
徴 

を
見
抜
き
、
理
解
す
る
こ
と
も
結
局
は
不
可
能
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
文 

明
や
人
間
精
神
が
発
展
し
て
き
て
も
、
そ
れ
が
で
き
る
ほ
ど
進
化
す
る 

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
宗
教
心
は
、
宗
教
的
伝
統
の
中
で「

相
続」

で 

き
る
も
の
で
は
な
い
。
後
の
世
代
が
前
の
世
代
の
肩
に
登
っ
て
、
よ
り 

明
白
に
世
界
を
見
よ
う
と
い
う
、
科
学
的
発
展
の
特
徴
は
、
元
来
、
宗 

教
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
象
徴
過
程
に「

治
療
的」
な
働 

き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
個
人
の
協
力
に
依
存
す
る
の 

で
あ
る
。

個
人
あ
っ
て
の
協
力
が
必
須
条
件
だ
と
認
め
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ 

だ
け
で
十
分
と
は
い
え
な
い
。
上
に
述
べ
た
意
味
で
の
象
徴
は
、.
個
人 

が
作
る
心
像
で
は
な
く
て
、
個
人
以
前
、個
人
以
上
の「

共
有
的
想
像」 

を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
、

象
徴
は
き
わ
め
て
具
体
で
あ
り
な
が
ら
も
、

個
人
を
制
約
す
る
場
、
時
、
文
化
、
言
語
等
を
超
越
し
な
け
れ
ば
、
個 

人
が
愛
着
し
て
い
る
確
実
さ
を

相
対
化
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ 

う
。
深
層
心
理
学
者
C 

•
 

G .

ユ
ン
グ
が
自
分
の
心
理
療
法
に
つ
い
て 

述
べ
た
、

「

個
人
が
助
か
ら
な
け
れ
ば
、
何
の
効
果
も
な
い」

と
い
う 

こ
と
は

重
要
で
あ
る
が
、
ユ
ン
グ
自
身
が
念
願
に
置
い
た
効
果
と
は
、
 

実
際
、
個
人
の
自
我
中
心
的
な
考
え
方
を
集
合
的
な
心
の
中
心
で
あ
る 

「

自
己」

に
向
か
っ
て
突
破
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
象 

徴
に
ょ
る
治
療
は
、
自
我
が
自
我
を
徹
底
的
に
相
対
化(

先
に
述
べ
た
伝 

統
に
対
す
る「

確
信J

と

実
際
の
考
え
方
に
対
す
る「

脱
確
実
性」

と

い

う

ニ
つ 

の
働
き
の
統
合)

の
中
に
見
ら
れ
る
。

象
徴
と
諸
宗
教
の
出
会
い

象
徴
論
は
諸
宗
教
の
出
会
い
に
お
い
て
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
さ
す 

こ
と
が

期
待
で
き

る

の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
こ 

と
を
繰
り
返
せ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
宗
教
に
お
け
る
象
徴
的
機
能
の
働 

き
を
自
覚
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
人
間
を
超
越
す
る
真
理
に
対
す
る
独 

断
的
態
度
へ
の
傾
向
は
、
単
な
る
確
実
さ
に
陥
る
こ
と
は
な
い
し
、
同 

時
に
自
分
の
信
仰
に
対
す
る
確
信
の
重
要
性
を
守
る
こ
と
に
も
な
る
。
 

異
な
っ
た
宗
教
伝
統
の
間
で
、
ど
ち
ら
が
究
極
的
真
理
に
最
も
近
い
か 

と
い
う

片
意
地
を
張
っ
た
意
見
は
、
諸
宗
教
の
対
話
の
障
害
と
な
る
だ 

け
で
は
な
く
、
自
分
の
伝
統
に
対
し
て
も
誤
り
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が 

必
要
で
あ
る
。

言
う
ま

で

も

な

く

、

残
る
問
題
は
沢
山
あ
る
が
、
締
め
括
る
形
で
最
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後
に
ニ
つ
だ
け
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
象
徴
論
は
西
洋
の
精
神
史
の 

中
か
ら
み
て
非
常
に
重
要
で
は
あ
る
が
、
東
洋
の
場
合
で
も
そ
う
で
あ 

る
の
か
、
ま
た
、
自
分
の
信
仰
伝
統
以
外
に
生
き
て
い
る
象
徴
に
対
す 

る
同
感
は
、
ど
れ
ほ
ど
共
有
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

東
西
象
徴
論
の
比
較

ま
ず
東
西
の
象
徴
論
の
比
較
の
問
題
を
挙
げ
よ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学 

の
出
発
点
が
神
話
の
批
判
と
絡
み
合
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
"
、
東
洋 

の
象
徴
論
は
象
徴
の
解
釈
法
が
中
心
で
、「

非
神
話
化」

の
よ
う
な
説 

は
目
立
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
う
な
っ
た
の
か
、
私
自
身 

は
こ
の
問
題
を
徹
底
的
に
研
究
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
一
一
つ
の
点
に
注 

意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
第
一
に
は
、
文 

字
通
り
の
解
釈
を
比
喻
的
な
解
釈
か
ら
明
白
に
区
別
す
る
必
要
が
な
か 

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
従
来
の
学
と
科
学
と
の
未
分 

化
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
国
精
神 

史
の
歴
史
家
で
あ
る
木
村
英
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

い
っ
た
い
東
洋
の
哲
学
は
、
西
洋
の
哲
学
と
比
べ
て
種
々
の
点
に 

お
い
て
相
違
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
次
の
如
き
点
で
あ
ろ
う
。
 

西
洋
で
は
、
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
ィ
デ
ア
の
如
き
も
の
で
も
、
或 

は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
も
、
と
も
か
く
現
世
を
超
越
し
て
人
間
の 

及
び
難
い
世
界
に
属
す
る
完
全
無
欠
な
理
想
で
あ
っ
て
、
人
間
が 

イ
デ
ア
や
神
に
成
り
切
る
こ
と
は
絶
対
に
出
来
な
い
。
そ
こ
で
こ

れ
を
文
学
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
如
何
ほ
ど
具
体
的.

感 

覚
的
な
表
現
を
用
い
て
も
、
結
局
そ
れ
は
象
徴
主
義
に
な
る
。
と 

こ
ろ
が
東
洋
の
哲
学
で
は
そ
う
で
は
な
い
。…

…

象
徴
主
義
で 

は
な
く
て
表
現
主
義
に
な
る
g
。

第
二
に
は
、
中
国
の
哲
学
の
中
で
、
ィ
メ
ー
ジ
が
か
な
り
低
い
位
置 

を
占
め
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
も

私
自
身
は
専
門
的
な
断
定
は 

下
せ
な
い
が
、
三
世
紀
の『

易
経』

解
釈
者
と
し
て
儒
教
と
道
教
を
調 

和
し
よ
う
と
し
た

有
名
な
中
国
の
哲
学
者
、
王
弼
を
代
表
者
と
し
て

挙 

げ
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
れ
ば
、
彼
の『

周
易』

の「

明
象」

か
ら
の 

引
用
を
考
察
し
よ
う
。

夫
象
者
出
意
者
也
言
者
明
象
者
也
、
盡
意
莫
若
象
盡
象
莫
若
言
、

言
生
於
象
故
可
尋
言
以
観
象
、
象
生
於
意
故
可
尋
象
以
観
意
、
意 

以
象
盡
象
以
言
著
、
故
言
者
所
以
明
象
得
象
而
忘
言
象
者
所
以
存 

意
得
意
而
忘
象
9
。

要
す
る
に
、
言
^>

象
^
>意
と
い
う
上
り
線
で
言
葉
*'
象
徴
を
象 

徴
が
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
象
徴
が
分
か
っ

た

ら

言 

葉
に
愛
着
し
、
理
念
が
分
か
っ
た
ら
象
徴
に
愛
着
す
る
必
要
は
な
い
し
、
 

次
の
段
階
に
上
が
る
と
先
の
段
階
を
忘
れ
て
も
よ
い
、
と
い
う
説
で
あ 

る
0文

脈
か
ら
み
て
、
こ
こ
で
の
象
は『

易
経』

の
陽
文
と
陰
1
の
組
合
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せ
で
で
き
た
画
と
関
連
し
て
い
る
が
、
同
時
に
一
般
的
な
認
識
論
で
も 

あ
る
。

一
見
上
、
少
な
く
と
も
西
洋
哲
学
の
立
場
か
ら
み
て
、
王
弼
の 

説
は
単
純
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
言
葉
な
き
象
徴
を
理
解
し
、
 

そ
し
て
象
徴
な
し
に
概
念
を
体
得
す
る
こ

と

は

ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
 

つ
ま
り
ヴ
ィ
ト

ゲ
ン
シ

ュ

タ

イ

ン

が

言

っ

た

よ

う

に
、

表
現
は
概
念
へ 

の
梯
子
で
あ
り
、
概
念
そ
の
も
の
に
い
た
れ
ば
、
も
は
や
不
要
に
な
る 

と

い

う

よ

う

な
考
え
方
を
す
る
の
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の

定
義
に
よ
れ
ば
、「

形
而
上
学
は
象
徴
を
不
要
に
し 

よ
う
と
す
る
学」

で
あ
っ
て
、
そ
の
特
有
の
認
識
は
直
観
の
行
為
、
現 

実
を
直
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
批
判
か
ら
み
れ
ば
、
プ 

ラ

ト

ン

の

「

理
解
の
ひ
ら
め
き」

、
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の「

精
神
の

言
葉v

e
r
b
u
m

 m
e
n
t
i

cn」

、

デ
ヵ
ル
ト
の「
生
得
観
念」

、

フ
ッ
サ 

1

ル
の「

原
理
の
原
理」

、
ラ
ッ
セ
ル
の「

知
識
の
原
理principle 

of 

a
c
q
u
a
i
n
t
a
n
c
e
」

な
ど
は
み
な
共
有
的「
象
徴」

の
代
わ
り 

に
排
他
的「

無
媒
介」

や
直
観
を
好
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
 

媒
介
の
機
能
、
自
己
超
越
へ
の
招
き
と
し
て
み
た
象
徴
の
機
能
の
価
値 

を
減
じ
、
い
ず
れ
も
同
じ
く
共
同
体
か
ら
離
れ
た「

自
我」

に
優
先
し
、
 

個
人
が
証
す
る「

啓
示」

を
中
心
に
し
て
い
る
10
。

王
弼
に
は
そ
の
傾
向
が
あ
る
と
し
て
も
、
彼
の
象
徴
論
に
は
自
己
超 

越
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
象
徴
の
意
味
は
、
 

言
葉
の
意
味
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
で
、
外
見
上
だ
け
で
現
わ
れ 

て
は
こ
な
い
。
自
分
を
超
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
否
定
を
す
す
め
る 

表
現
で
あ
る
。

そ
の
か
ぎ
り
、
上
述
し
た
象
徴
の
治
療
的
機
能
の
立
場

と
拫
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
と
思
う
。
と
に
か
く
、
自
己
超
越
が
目
的 

で
あ
る
か
ぎ
り
、「

象
徴
主
義」

と「

表
現
主
義」

と
い
う
区
別
は
、
 

ご
く
一
一
次
的
な
相
違
点
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

象
徴
的
共
感

『

宗
教
の
自
然
史』

の
中
で
、
十
八
世
紀
の
ィ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
者 

デ
ヴ
ィ
ッ
ド.

ヒ
ュ
ー
ムD

a
v
i
d

 

H
u
m
e

は
キ
リ
ス
ト
教
の
実
体
変 

化(

聖
餐
式
に
お
い
て
パ
ゾ
と

ぶ

ど

う

酒

と

が

キ

リ

ス

ト

の

肉

と

血

と

に
変
え
ら 

れ

る

こ

と)

を
皮
肉
に
も
ひ
や
か
し
て
次
の
よ
う
に
物
語
っ
て
い
る
。

当
時u

シ
ァ
軍
に
勤
務
し
て
い
た
あ
る

有
名
な
将
軍
が
負
傷
を
癒 

す
た
め
パ
リ
に
や
っ
て
き
た
が
、
捕
虜
に
し
た
一
人
の
若
い
ト
ル 

コ
人
を
一
緒
に
連
れ
て
き
た
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
博
士
た
ち
の
幾
人 

か

は

(

彼

ら

は

n
y
ス
タ
ン
チ
ノ 
I
プ

ル

の

托

鉢

僧

た

ち

と

同

じ

よ

う

に 

ま
っ
た

く

独

断

的

な
の
で

あ

る

が)

こ
の
気
の
毒
な
ト
ル
コ

人
が
教
化 

の
不
足
の
た
め
永
遠
に
地
獄
に
落
ち
る
べ
き
運
命
な
の
を
か
わ
い 

そ
う
に
思
っ
て
、
ム
ス
タ
フ
ァ
に

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
こ
と
を 

非
常
に
強
く
懇
請
し
、
彼
を
励
ま
す
た
め
こ
の
世
に
お
け
る
十
分 

な
よ
い
ブ
ド
ゥ
酒
と
来
世
に
お
け
る
天
国
を
彼
に
約
束
し
た
。
こ 

の
勧
誘
は
抵
抗
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
強
力
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で 

十
分
に
教
化
を
受
け
、
公
教
要
理
を
た
た
き
こ
ま
れ
て
、
彼
は
つ 

い
に
洗
礼
と
聖
餐
の
秘
跡
を
受
理
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
神
父 

は
し
か
し
一
切
を
確
実
か
つ
堅
固
に
す
る
た
め
、
な
お
も
彼
の
教
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化
を
継
続
し
、
そ
の
翌
日「

い
く
つ
の
神
様
が
存
在
す
る
か」

、
 

と
い
う
通
例
の
質
問
か
ら
ま
ず
始
め
た
。「

ひ
と
つ
も
存
在
し
ま 

せ
ん」
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
答
え
た
。
と
い
う
の
は
こ
れ
が
彼
の 

新
し
い
名
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「

な
ん
だ
っ
て
、
ひ
と
つ
も
存 

在
し
な
い
っ
て」
と
神
父
は
さ
け
ぶ
。「

た
し
か
に
そ
の
と
お
り 

で
す」

と
正
直
な
改
宗
者
は
言
っ
た
。r

あ
な
た
は
た

っ

た

ひ

と
 

つ
の
神
し
か
存
し
な
い
と
い
つ
も
私
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
で
は
な
い 

で
す
か
。
し
か
も
昨
日
私
は
そ
の
神
様
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
で 

す
11
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
、「

す
べ
て
の
異
教
の
信
条
の
う
ち
、
聖
体
実 

在
と
い
う
信
条
ほ
ど
嘲
笑
に
正
当
な
余
地
を
与
え
か
ね
な
い
も
の
は
な 

い」

の
に
、「

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
教
理
に
わ
れ
わ
れ
は
あ
ま
り
に
馴 

れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
全
く
奇
異
に
さ
え
思
わ
な
い
。
も
っ 

と
も
、
将
来
い
つ
か
は
人
間
と
称
す
る
ニ
本
足
の
生
物
が
、
か
つ
て
こ 

の
よ
う
な
諸
原
理
を
抱
懐
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
あ
る
国
々
に
説
得
す 

る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
困
難
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。」

た
だ
、
ヒ
ュ 

丨
ム
は
純
粋
な
批
判
者
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。「

そ
し 

て
こ
の
よ
う
な
国
民
た
ち
自
身
は
、
彼
ら
自
身
の
信
条
の
中
に
、
こ
れ 

ほ
ど
の
不
条
理
な
事
柄
を
も
ち
、
し
か
も
そ
れ
に
き
わ
め
て
含
蓄
的
な 

き
わ
め
て
宗
教
的
な
同
意
を
与
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
千
倍
を
賭 

け
て
も
い
い
12」

。

幼
い
こ
ろ
、
実
体
変
化
説
を
文
字
通
り
に
信
じ
た
キ
リ
ス
ト
教
者
に

は

-
-
-
-
私

も

そ

の

ひ

と

り

で

あ

る

が

一

一

,
こ

の

ヒ
ュ
ー
ム

の
懐
疑
論
的

批
判
は
、
必
ず
し
も
信
条
を
廃
棄
す
る
証
明
に
な
ら
な
い
の
は
む
し
ろ 

当
然
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
文
字
通
り
の
意
味
を
心
須
条
件
と 

し
な
い
信
者
に
と
っ
て
は
、
彼
の
批
判
に
は
も
っ
と
深
い
意
味
の
あ
る 

問
題
が
残
る
。
例
え
ば
、
も
の
を
文
字
通
り
に
解
す
る
こ
と
だ
け
で
象 

徴
過
程
の
完
全
性
を
必
然
的
に
妨
害
す
る
こ

と

に

な

る

と

す

る

か
ぎ
り
、
 

そ
れ
は
、
信
仰
の
確
信
と
迷
信
の
確
実
さ

と

の

区
別
を
再
考
す
る
示
唆 

と
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
他
人
の
信
仰
を
毒
す
る
独
断
的
傾
向 

を
非
難
す
る
の
に
十
分
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
み
な
、
自 

身
の
象
徴
的
伝
統
の
世
話
ば
か
り
を
す
る
と
し
た
ら
、
現
代
の
宗
教
の 

持
つ
信
仰
の
多
様
性
、
象
徴
の
流
動
性
と
言
う
よ
う
な
事
実
に
対
し
て
、

一
 

ど
ん
な
態
度
を
と
れ
ば
良
い
の
か
。
更
に
、
既
成
宗
教
の
象
徴
以
外
に
45 

わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
を
同
様
に
毒
す
る
迷
信
の
事
実
を
認
め
る
な
ら
、

一
 

ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
そ
れ
ら
を
批
判
で
き
る
の
か
。
要
す
る
に
、
ど 

う
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
賭
け
を
し
て
勝
つ
こ

と

が

で

き

る

の
か
。

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
象
徴
過
程
の
成
立
は
、
結
局
、
個
人
に
依
存 

す
る
が
、
相
続
さ
れ
て
き
た
象
徴
は
人
類
の
共
有
所
産
で
あ
る
か
ぎ
り
、
 

共
有
的
煸
見
や
迷
信
を
も
含
ん
で
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
い
う 

伝
統
に
よ
っ
て「

聖
別
さ
れ
た」

諸
々
の
確
実
さ
に
十
分
気
を
付
け
る 

と
い
う

営
み
に
と
っ
て
は
、
他
者
の
協
力
は
ま
さ
に

恵
み
で
あ
る
。
自 

覚
が「
他
覚」

に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
他
人
の
自
覚
過
程 

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は

た
い
へ
ん

有
意
義
で
あ
る
。
諸
宗
教
の
対 

話
は
、
こ
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
と
予
想
し
て
も
い
い
の
で
は
な
か



ろ
う
か
。

先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
の「

交
通」

概
念
を「

自
動
車
の
運
動
性」 

に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
を
現
代
神
話
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
。
機 

械
の
技
術
の
確
実
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
、
新
し
い「

多
神
論」

が
で
き
た 

と
い
う
説
は
、
お
そ
ら
く
こ
じ
つ
け
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い 

が
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
自
分
自
身
の
考
え
方
に 

「

わ
れ
わ
れ
は
あ
ま
り
に
馴
す
ぎ
て
い
る
の
で」

、
そ
の
実
際
の
迷
信 

性
に
気
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

逆
に
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
新
宗
教
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
力

I
ゴ.

力 

ル
トC

a
r
g
o

 

C
u
l
t

は
先
進
国
の
宗
教
的
伝
統
の
中
か
ら
み
て
、
き
わ 

め
て
共
感
し
が
た
い
現
象
で
あ
る
。
こ
の「
積
荷
信
仰」

は
、
死
者
の 

霊
が
よ
み
が
え
り
、
船
や
飛
行
機
に
近
代
文
明
の
い
ろ
い
ろ
な
所
産
を 

積
ん
で
来
て
、
労
働
の
必
要
が
な
く
な
り
、
白
人
の
支
配
か
ら
も
解
放 

さ
れ
る
と
い
う
メ
シ
ア
的
信
仰
で
あ
る
。
自
分
の「
文
明」

の
ア
レ
ゴ 

リ
ー
と
し
な
い
で
、
そ
の
面
白
さ
、
奇
妙
さ
、
ニ
ュ
I
ス
バ
リ
ュ
1(

ま 

た
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
に
言
え
ば
、「

嘲
笑
に
正
垚
な
余
地
を
与
え
か
ね
な
い
も
の」

) 

し
か
分
か
ら
な
か

った
西
洋
の
情
報
特
派
員
も

多
く
の
宣
教
師
ら
も
こ 

れ
を
未
発
達
で
迷
信
深
い
宗
教
心
の
証
明
と
し
て
誤
解
し
た
。
あ
る
い 

は
、
現
象
の
政
治
的
側
面
を
中
心
に
し
て
、
植
民
者
に
対
す
る「

原
始 

民
族」

の
抵
抗
と
し
て
の
反
乱
の
前
兆
と
解
釈
し
た
専
門
家
も
目
立
っ 

た
。
そ
れ
ら
の
判
断
は
み
な
現
地
の
人
々
の
宗
教
心
よ
り
も
、
外
か
ら 

み
て
い
る
人
々
の
宗
教
的
確
信
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い 

だ
ろ
ぅ
か
13
。

こ
の
ょ
う
な
誤
解
が
普
及
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
諸
宗
教
の
出
会
い
は
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
象
徴
を
互
い
に
観
想
し
合
い
、
象
徴
過
程
そ
の
も
の
の
本 

来
的
要
求
を
共
に
再
考
す
る
こ
と
を
、
重
要
な
課
題
と
し
て
担
う
こ
と 

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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I 司 質  I
I 会 問  圍

■ 常 上  圍

| 盤 田  |
! 義 閑  |
| 伸 照  I
田 H um m iti川丨]m iiiiu it 丨丨 m m m itm tm m m m uH u丨 ti_i丨丨丨 m m u i 田

に
宗
教
的
な
象
徴
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
象
徴
が
前
の
二
つ
の
機 

能
を
具
え
、
本
当
の
象
徴
に
な
る
と
、
宗
教
的
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な 

る
の
か
。
ま
た
、
二
つ
の
う
ち
の
片
方
の
機
能
の
み
を
具
え
た
象
徴
と 

い
う

も
の
は
あ

り

う

る

の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
る
の
で
す
。
そ
し 

て
象
徴
が
こ
う
し
た
機
能
を
発
揮
す
る
と
き
、
何
が
そ
れ
を
可
能
に
し 

て

い

る

の
か
、
そ
こ
が
問
題
で
す
。

ま
た
、「

象
徴
は
、
物
化
す
べ
か
ら
ず」

と
い
わ
れ
ま
し
た
。
物
化 

す
る
傾
向
が
、
象
徴
の
中
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
か
ど
う 

か
、
も
問
題
で
し
ょ
う
。
象
徴
に
つ
い
て
、「

物
即
心
境」

と
い
わ
れ 

た
の
も
、
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の 

か
。
こ
う
し
た
根
本
的
な
問
題
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

大
拙
の
、「

十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト」

の
う
け
と
め
方
に 

つ
い
て
、
大
拙
が
そ
れ
を
残
酷
と
う
け
と
め
た
の
は
記
号
的
で
あ
っ
た

討 

論

質
問
者(

上
田
閑
照)

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の
発
表
は
、
大
変
大
切
な 

内
容
が
豊
か
に
こ
め
ら
れ
て
い
て
、
ょ
く
考
え
ら
れ
て
お
り
、
い
ろ
い 

ろ
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
い
く
つ
か
お
尋
ね
を
し
て
、
さ
ら
に
こ
の 

問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
さ
ん
は
、
象
徴
に
関
し
て
、「

私
は
象
徴
を
、「

確
信」 

を
も
た
ら
し
、「

脱
確
実
さ」

(

一
定
の
見
解
へ
の
固
執
か
ら
解
放
す
る
こ
と) 

を
も
た
ら
す
と

い

う

二
つ
の
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
分
け
る
こ
と
の 

で
き
な
い
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
考
え
た
い」

と
い
わ
れ
ま
し
た
。
 

こ
こ
に
根
本
の
お
考
え
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
宗
教 

に
お
け
る
象
徴
の
本
質
と
し
て
、
統
合
の
機
能
が
あ
り
、
か
つ
独
断 

(

見
解
へ
の
固
着)

を
抑
え
る
機
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の 

点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。

ま
ず
、
宗
教
的
象
徴
と
い
う
の
は
、
象
徴
に
種
々
あ
っ
て
、
そ
の
中



と
い
う
の
で
す
が
、
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
全
く
残
酷
の
意
識
な
し
に
、
 

別
の
感
受
性
で
受
け
と
め
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
残
酷
だ
と
受
け
と 

っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
否
定
し
て
受
け
と
め
て
い
る
の
か
。
も
し
後
者 

な
ら
、
記
号
的
と
い
わ
れ
る
レ
ベ
ル
も
、
象
徴
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た 

と

い

う

こ

と
に
な
り
ま
す
。

「

象
徴
を
文
字
通
り
解
釈
す
る
と
病
い
に
な
る」

と
し
て
も
そ
の
文 

字
通
り
の
レ
べ
ル
が
前
提
さ
れ
な
い
と
、
象
徴
そ
の
も
の
が
成
立
し
な 

い
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
象
徴
は
、
発
足
点
が
あ
っ
て
そ
し
て
目
的
地 

に
つ
れ
て
い
く
と
き
、
そ
の
目
的
地
は
何
な
の
か
も
お
尋
ね
し
た
い
け 

ど
、
そ
の
つ
れ
て
い
く
の
は
、

一
体
何
な
の
か
。
象
徴
の「

解
釈」

と 

い
う
こ
と
が
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
成
り 

立
つ
の
か
。

「

象
徴
を
見
抜
く」

と
い
う
こ
と
も
、

一
寸
解
り
に
く
い
気
が
す
る
。
 

「

見
抜
く
と
象
徴
の
深
層
が
啓
示
さ
れ
る」

と
あ
り
、
我
々
は
む
し
ろ 

啓
示
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
う
い
う
象
徴
機
能
の
働
き
は
ど
う
い
う
働
き 

な
の
か
。

ま
た
、
見
抜
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、r

ま
ず
象
徴
は
、
客
観
的 

経
験
の
コ
ン

テ

ク

ス

ト

な

し

の

テ

ク

ス
ト
で
あ
る」

と
あ
り
ま
す
。
そ 

こ
で
テ
ク
ス
ト
の

解
読
に
必
要
な「

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
は
、

信
仰
か
空 

想
か
想
像
の
飛
躍
を
補
う」

と
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
宗
教
的
象
徴 

の

意
味
の
開
示
に
必
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の

条
件
は
ど
う
い
う
も
の
な 

の
か
、
も
う
少
し
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
象
徴
が
、
独
断
を
抑
え
る
機
能
が
あ
る
と
い
う
着
眼
は

興
味
深
く
思
う
の
で
す
が
、
象
徴
は
一
方
で
確
信
さ
せ
る
積
極
的
な
も 

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
な
お
か
つ
独
善
に
向
か
わ
せ
な
い 

こ
と
は

ど
の
よ
う
に
可
能
な
の
か
。

一
つ
は
、
象
徴
は
無
限
に
理
解
さ 

れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
可
能 

に
な
る
と
い
い
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
で
は
ど
う
し
て
無
限 

と

い

う

こ
と
が
そ
こ
で
成
立
し
て
い
る
の
か
’
が
問
題
に
な
る
。

あ
と
、
発
表
の
中
で
、「

理
性」

の
語
が
独
断
に
結
び
つ
く
方
向
で 

使
わ
れ
る
場
合
と
、
独
断
を
抑
え
る
方
向
で
使
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ 

っ
て
、
こ
の
辺
、
ど

う

な

の
か
、
と

も

思

う

の
で
す
。
そ
も
そ
も
独
断 

へ
の
傾
き
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
と

い

う

こ

と

で

す

。

発
表
を
お
聞
き
し
つ
つ
い
ろ
い
ろ
考
え
、
い
く
つ
か
お
尋
ね
し
て
み 

ま
し
た
。

発

表

者

ポ
ィ
ン
ト
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
の
で
、
ど

う

ま
と
め
て
よ
い 

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
、
象
徴
を
見
抜
く
と
は
、
表
面
的
な
意
味 

は
本
当
の
意
味
を
隠
し
て
い
る
、
そ
れ
を
見
抜
く
と

い

う

こ
と
で
す
。
 

そ
れ
か
ら
、
象
徴
機
能
は
伝
統
か
ら
も
ら
っ
た
シ
ン
ボ
ル
が
あ
り
、
同 

時
に
人
間
の
中
に
そ
の
象
徴
的
機
能
が
あ
っ
て
、
つ
ま
り
我
々
が
象
徴 

を
作
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
象
徴
と
対
決
し
象
徴
を
作
っ
て
い
く
中 

で
は
じ
め
て
自
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、

シ
ン
ボ
ル
と
の

対
決
は
宗
教
的
体
験
で
あ

る

と

い

い

う

る

と
思
う
し
、
 

し
か
し
言
い
处
か
レ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
直
接
経
験 

が
直
ち
に
宗
教
的
経
験
か
と
い
う
問
題
同
様
、
む
づ
か
し
い
質
問
で
す
。

テ

ク

ス

ト

と

コ

ン

テ

ク

ス

ト

の
問
題
で
す
が
、
シ
ン
ボ
ル
が
あ
り
、
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私
の
体
験
を
シ
ン
ボ
ル
に
入
れ
て
初
め
て
象
徴
が
成
立
す
る
。
し
か
し 

シ
ン
ボ
ル
は
共
同
体
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
私
の
体
験
と 

い
っ
て
も
、
信
仰
か
空
想
か
を
入
れ
る
と

い

う

こ
と
は
、
つ
ま
り

体
験 

を
普
遍
化
し
て
は
じ
め
て
シ
ン
ボ
ル
の
内
容
に
な
り

得
る
と
い
い
た
か 

っ
た
の
で
す
。
シ
ン
ボ
ル
は
テ
ク
ス
ト
だ
け
ど
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
私 

が
も
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
場
合
、
個
人
的
な
体
験
で
な
く
、
そ
れ 

が
自
己
超
越
さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
た
も
の
が
コ
ン
テ

ク

ス
ト
に
な
る
の 

で
す
。

理
性
と
独
断
の
関
係
で
す
が
、
私
は
独
断
を
理
性
の
悪
用
と
し
て
扱 

っ
て
い
ま
す
。
象
徴
は
、
理
性
の
限
界
を
画
し
な
い
よ
う
な
理
性
の
傾 

向
を
抑
え
る
。
し
か
も
理
性
を
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
限
界
を 

自
覚
し
て
そ
れ
を
使
っ
て
い
く
よ
う
に
働
く
も
の
だ

と

思
う
の
で
す
。

シ
ン
ボ
ル
そ
の
も
の
は
、
発
足
点
で
も
目
的
で
も
な
い
。
そ
の
目
的 

は
何
か
と
い
う
と
、
私
の
中
の
私
以
上
の
機
能
で
す
。
自
我
や
社
会
以 

上
の
自
己
で
す
。
そ
れ
を
プ
ッ
シ
ュ
す
る
よ
う

な
機
能
が
、
象
徴
に
は 

あ
る
と

思
い
ま
す
。

シ
ン
ボ
ル
な
し
に
宗
教
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
象
徴
だ
け
で
宗
教 

は
成
り
立
つ
か
、
こ
れ
も
言
い
難
い
こ
と
で
す
。

大
拙
の
十
字
架
に
対
す
る
見
方
で
す
が
、
そ
れ
は
非
常
に
強
い
批
判 

を
含
む
も
の
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
大
拙
は
、
十
字
架
が
も
う 

少
し
人
間
的
で
あ
れ
ば
、
本
当
に
象
徴
に
な
る
と
い
い
ま
す
。
た
だ
象 

徴
は
こ
ち
ら

側
で
勝
手
に
作
り
直
す
こ

と

は

で
き
な
い
も
の
で
す
。
そ 

れ
は
大
き
な
秘
密
で
あ
り
、
長
年
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
現

実
に
参
加
す
る

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
現
実
に
参
加
す
る 

と
、
私
の
個
人
的
な
体
験
か
ら
で
な
く
、
普
遍
的
な
も
の
が
、
シ
ン
ポ 

ル
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
く
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
す
。
 

上

田

い
く
つ
か
の
点
で
、
よ
く
解

り

ま

し

た

。

最
後
の
大
拙
先
生
の
こ
と
で
、
十
字
架
が
も
っ
と
人
間
的
で
や
さ
し 

か
っ
た
ら
象
徴
に
な

り

う

る

の
に
と
い
わ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
事
実 

で
し
ょ
う
。
そ

の

こ

と

を
踏
ま
え
て
、
ど
う
考
え
て
い
く
か
で
す
が
、
 

そ
こ
か
ら
、
ハ
ィ
シ
ッ
ク
さ
ん

が
最
後
に
問
題
に
さ
れ
た
諸
宗
教
の
出 

会
い
と
象
徴
の
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
象
徴
が
、
諸
宗
教
の
出
会
い 

の
場
を
開
く
と

す

る

の
に
は
、
大
賛
成
で
す
。
し
か
し
、

一
つ
の
伝
統 

の

中
の
象
徴
が
ど
れ
ほ
ど
他
に
共
有
さ
れ
う

る

か
、
と
い
う
こ
と
が
あ 

る
。

現
に
大
拙
は
、
同
感
を
共
有
し
て
い
な
い
。

象
徴
に
確
信
せ
し
め
る
働

き

と

脱
確
実
せ
し
め
る
働
き
が
あ
る
中
、
 

後
者
は
比
較
的
共
有
し
や
す
い
け
れ
ど
も
、
前
者
は
特
殊
性
や
伝
統
と 

結
び
つ
い
て
い
て
、
共
感
を
得
に
く
い
。
し
か
し「

象
徴
の
理
解
は
無 

尽
蔵
で
あ
る」

こ
と
が
あ
り
、

そ
こ
に
象
徴
の
固
定
化
を
く
り
返
し
乗 

り
超
え
て
い
く
道
が
あ
っ
て
、
そ
の
辺
で
積
極
的
な
共
感
が
出
て
く
る 

可
能
性
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

坂

東

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の
発
表
を
聞
い
て
、
改
め
て
象
徴
論
が
宗
教 

的
に
非
常
に
豊
か
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し 

た
。
ま
た
上
田
先
生
の
お
言
葉
に
も
、
象
徴
と
い
う
も
の
が
諸
宗
教
を 

超
え
た
、
ど
れ
ほ
ど
豊
か
な
源
泉
で
あ
る
か
と

い

う

こ

と

を

感
じ
ま 

し
た
。

一  50-



私
は
、
二
十
年
前
、
た
ま
た
ま
モ
ス
ク
ヮ
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま 

す
が
、
あ
の
ク
レ
ム
リ
ン
に
は
、
十
字
架
の
つ
い
た
建
物
が
た
く
さ
ん 

あ
っ
て
、
夜
に
は
ィ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
輝
い
て
い
ま
し
た
。
社
会
主 

義
国
な
の
に
と
非
常
に
興
味
深
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
を
あ
る
人
は
建 

築
の
装
飾
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
か
も
し
れ
ず
、
十
字
架
を
見
て
胸
に
十 

字
を
切
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
は
、
ィH

ス
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の 

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
同
じ
十
字
架
が
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
に 

な
る
と
き
と
な
ら
な
い
と
き
と
あ
る
わ
け
で
、
や
は
り
物
だ
け
で
も
な 

い
し
、
受
け
と
る
心
だ
け
で
も
な
い
し
、
両
方
だ
と
い
う
こ
と
が
感
じ 

ら
れ
る
の
で
す
。

大
拙
の
十
字
架
の
う
け
と
め
方
で
す
が
、
そ
れ
は
非
キ
リ
ス
ト
教
徒 

と
し
て
の
偏
見
の
故
な
の
か
、
そ
れ
と
も
多
く
の
人
々
の
正
直
な
実
感 

を
代
表
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
。
象
徴
の
普
遍
性
と
特
殊
性
の
関
係
の 

問
題
と
し
て
、
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。

ハ

ィ

ジ

ッ

ク

私
た
ち
も
神
学
院
で
、
そ
の
残
酷
さ
の
み
を
考
え
、
ニ 

日
間
位
膜
想
す
る
と
い

っ

た
こ
と
も
し
ま
す
。
で
す
か
ら
残
酷
さ
も
私 

た
ち
に
と
っ
て
、
重
要
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
意
味
の
半
分
と
す
る
と
、
 

一
側
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

本

多

象
徴
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
死
に
か
け
て
い
る
と
い
う 

こ
と
に
つ
い
て
、
象
徴
は
我
々
に
確
信
を
深
め
さ
せ
な
が
ら
脱
確
実
化 

さ
せ
る

機
能
を
発
揮
し
て
い
る
と
き
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し 

ょ
う
が
、
で
は
、
そ
の
機
能
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
。
そ
の
答
え 

は
む
ず
か
し
い
と
私
も
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
意
識
以
前
の
、
ど

こ
か
ら
と
我
々
が
意
識
的
に
言
え
な
い
、
我
々
が
そ
こ
の
中
に
あ
る
、
 

そ
れ
が
我
々
の
中
に
催
さ
れ
て
き
て
、
象
徴
が
機
能
し
て
く
る
の
だ
ろ 

う
と
、
私
な
り
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。

象
徴
の
死
に
つ
い
て
は
、
信
仰
と
信
条
、
フ
ュ
イ
ス
と
ビ
リ
ー
フ
と 

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
フ
ュ
イ
ス
が
ビ
リ
ー

フ
の
方
に
還
元
さ
れ 

て
い
く
の
が
象
徴
の
死
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
実
は
非
常
に
身
に 

つ
ま
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
本
来
、
象
徴
に
満 

ち
満
ち
て
い
る
の
に
、
フ
ュ
イ
ス
が
ビ
リ
ー.
フ
に
還
元
さ
れ
て
解
消
し 

て
し
ま

う
よ
う

な
例
を
、
身
近
に
見

る

の
で
す
。

ま
た
、
ミ
サ
は
ラ
テ
ン
語
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
、
日
本
語
®'
口
語 

訳
に
変
っ
て
、
言
葉
の
意
味
が
確
実
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
し
が
一 

み
つ
く
大
き
な
危
険
も
出
て
き
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
、
世
俗
化
と
51 

い
う
か
、
象
徴
が
死
に
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

一

こ
れ
に
つ
い
て
、

ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
で
す
の 

で
、
具
体
的
に
直
面
し
て
い
る

例
を
あ
げ
、
そ
の
原
因
と
治
療
の
方
法 

な
ど
考
え
て
お

ら

れ

る

こ

と

を

お
聞
き
し
た
い
。
こ
う
い
う

発
表
を
書 

か
れ
た
の
も
、
具
体
的
な
問
題
意
識
か
ら
で
し
ょ
う
。

発

表

者

か
え
っ
て
世
俗
化
が
進
ん
だ
向
こ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会 

の
救
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
立
場
上
、

一
寸
、
申
し
述
べ
が
た 

い
点
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
私
が
信
条
と
い
っ
た
の
は
、
ク
リ
ー

ド
を 

考
え
て
い
た
の
で
す
。

フ
ュ
イ
ス
と
ビ
リ
ー
フ
は
、

別
な
形
で
区
別
し 

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

川
村
象
徴
に
つ
い
て
、
聖
餐
式
の
パ
ン
と
か
ブ
ド
ー
酒
と
か
、
十
字



架
と
を
例
に
語
ら
れ
ま
し
た
が
、
前
ほ
ど
の
直
接
経
験
を
言
葉
で
表
わ 

す
と
い
う
と
き
、

経
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
歩
出
た
言 

葉
の
世
界
は
、
そ
れ
自
身
、
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
ろ
し
い 

で
す
か
。

発

表

者

シ
ン
ボ
ル
は
、
物
で
は
な
く
、
特
別
な
表
現
の
仕
方
で
す
か 

ら
、
言
葉
を
シ
ン
ボ
ル
と
見
て
も
か
ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

宗
教
の
伝 

統
の
中
で
、
文
字
自
身
に
象
徴
性
が
あ

る

と

い
う
こ
と

も
多
い
こ
と
で 

す
。

一
方
、
物
理
学
的
な
理
論
、
現
在
の
宇
宙
論
や
混
沌
論
な
ど
も
象 

徴
的
な
も
の
に
見
る
こ
と
も
で
き

る

と
私
は
思
い
ま
す
。

阿

部

確
信
せ
し
め
る
の
と
脱
確
実
化
せ
し
め
る
の
と
、
そ
の
二
つ
の 

機
能
は
、
常
に
象
徴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
象
徴
以 

外
に
こ
の
二
つ
の
面
を
も
つ
も
の
は
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が 

一
つ
問
題
で
す
。

そ
れ
と
、
西
洋
の
哲
学
は
象
徴
主
義
で
、
東
洋
の
哲
学
は
表
現
主
義 

だ
と
い
う
説
に
対
し
、

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
さ
ん
は
、
自
己
超
越
が
目
的
で
あ 

れ
ば
、
こ
の
区
別
は
二
次
的
な
も
の
に
な
る
、
と
い
わ
れ
た
け
ど
、
そ 

の
自
己
超
越
の
仕
方
自
体
が
、
東
洋
と
西
洋
と
で
異
る
の
で
は
な
い
か
。
 

そ

う

だ

と

す
る
と
、
象
徴
主
義
と
表
現
主
義
の
差
違
の
意
味
も
や
は
り 

重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

発

表

者

私
は
、
象
徴
の
治
療
的
過
程
に
着
目
し
て
そ
う
い
う
二
つ
の 

機
能
を
い
っ
た
ま
で
で
す
。

東
洋
と
西
洋
の
自
己
超
越
の
仕
方
の
区
別
は
あ

る

で

し

ょ

う

が
、
同 

じ
も
の
も
あ

り
ま
す
。

東
洋
の
自
己
否
定
は
、
必
ず
し
も
仏
教
的
に
限

ら
れ
ま
せ
ん
。

上
田
前
ほ
ど
川
村
さ
ん
が
提
出
さ
れ
た
言
語
が
シ
ン
ボ
ル
だ
と
い
う 

こ
と
、

こ

れ

も

ど

う

し

て

そ

う

な

る

の
か
、
と
い
う

こ

と

が

説
明
さ
れ 

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
言
葉
が
象
徴
で
あ
る
、
と
い
う
と

き
、
ま 

ず
言
葉
を
記
号
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
ブ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
し
た
形
で 

象
徴
と
な
る
の
か
、
言
葉
は
も
と
も
と
す
べ
て
象
徴
で
あ
っ
て
、
そ
れ 

が
抽
象
化
さ
れ
て
記
号
化
す
る
も
の
が
あ

る

の

か
、
そ
の
辺
の
説
明
が 

必
要
で
す
。

岸
大
拙
は
、
西
洋
へ
行
っ
て
田
舎
道
を
歩
く
と
、
道
々
に
血
を
流
し 

た
ィ
エ
ス
の
十
字
架
が
あ
る
、

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
お
地
蔵
さ
ん
が
立 

っ
て
い
て
ほ
ほ
え
み
か
け
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
万
軍
の
主
と
い
う
一
 

よ
う
に
好
戦
的
で
殺
伐
と
し
た
も
の
が
あ
る
等
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

52 

伝
統
の
違
う
、
宗
教
の
違
う
人
々
に
、
対
話
や
理
解
を
も
た
ら
す
も
の
一 

は
何
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
お
う
か
が
い
し
た
い
。

そ
れ
と
、
神
秘
な
る
も
の
、
聖
な
る
も
の
と
象
徴
の
関
係
に
つ
い
て
、
 

ど
う
お
考
え
が
、
お
聞
き
し
た
い
。

発
表
者
私
は
こ
の
発
表
を
、
象
徴
が
分
裂
し
た
自
己
を
癒
す
と
い
う 

治
療
的
機
能
に
着
目
し
て
行
っ
た
の
で
し
た
、
そ
の
他
に
も
、
象
徴
に 

は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
は
、

な
ぜ
記
号
だ
け
で
満
足
で
き
な
い
の
か
、
何
故
、
象
徴
を
つ
く
る
の
か
、

が
問
題
で
、
そ
れ
は
象
徴
機
能
の
故
に
と
い
っ
た
の
で
は
答
え
に
な
ら 

な
ぃ
。

上
田
正
に
そ
こ
が
問
題
で
す
ね
。



阿

部

大
拙
は
、
や
は
り「

ど
う
も
あ
れ
は
残
酷
だ」

と
い
わ
れ
た
が
、
 

そ
れ
は
日
本
人
と
し
て
そ
う
言
っ
た
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
私
は
思
う
。
 

テ
レ

さ

ん

が

そ

の

こ

と

を

「

ト

ゥ

ー

グ

レ

イ

ト

デ
ス」

と

い

う

エ
 

ッ
セ
イ
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
テ
レ
さ
ん

の
意
見
を
出
し
て
い
た
だ 

い
た
ら
ど
う
で
し
よ
う
。

テ

レ

私
が
読

ん

だ

の

は

、
『

ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン 

ア

ン

ド

ブ
デ
ィ
ス
ト

』

で
し
た
。
西
洋
と
東
洋
を
、
イ

エ

ス

と

お
釈 

迦
様
の
死
な
ど
を
比
較
を
通
し
て
描
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
大
拙
は
、
 

十
字
架
を
伝
統
の
中
で
解
釈
せ
ず
、
勝
手
に
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
か
、
 

と
い
う

感
じ
は
あ

り

ま

し

た

。

キ
リ
ス
ト

者
は
、
そ
の
残
酷
さ
を
非
常 

に
深
く
人
間
の
ド
ン
底
ま
で
い
っ
て
、
私
た
ち
の
す
べ
て
を
救
う
た
め 

に
低
い
と

こ

ろ

ま

で

い
っ
て
下
さ
っ
た
、
愛
と
慈
悲
を
あ
ら
わ
す
、
と 

見
る
の
で
す
。

八

木

誠

象
徴
を
物
化
す
る
と
は
、
た
と
え
ば
象
徴
を
そ
の
も
の
と
の 

み
う
け
と
る
こ
と
で
し
よ
う
か
、
記
号
的
な
言
葉
で
表
現
す
る
、
と
い 

う
こ
と
で
し
よ
う
か
。
物
化
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。
 

発

表

者

た
と
え
ば
の
ど
が
渴
い
て
い
る
と
い
う
と
き
に
、
き
ま
っ
て 

「

ア

イ

ニ

ー
ド

コ

ー
ク

」

と
い
う
。
こ
れ
が
の
と
が
渴
い
て
い
る 

感
じ
の
物
化
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
象
徴
に
関
し
、
そ
の
解
釈
が
固
定 

的
に
決
ま
っ
て
い
る
、
と
な
る
と
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
思
う
。

八

木

誠
そ
う
す
る
と
、

象
徴
を
文
字
通
り
解
釈
す
る

こ
と
は

病
い
に 

な
る
、

と
い
う
こ
と
と
、

物

化

と

は

ど

う

い

う

関

係

に

な

り

ま

す

か

。
 

発

表

者

非
常
に
似
て
い
る
。

八

木

誠

近
い
で
す
か
。
下
の
方
に
、
非
神
話
化
の
こ
と
で
、「

聖
典 

に
書
い
て
あ
る
神
話
と
象
徴
を
ょ
り
現
代
的
で
明
白
に
理
解
で
き
る
ヶ 

1
リ
ュ
グ
マ
に
翻
訳
し
ょ

ぅ

と

す

る

字
義
通
り
の
解
釈」

と
あ
り
ま
す 

が
、
非
神
話
化
は
、
ヶ
ー
リ
ュ
ダ
マ
に
翻
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
ヶ
ー 

リ
ュ
グ
マ
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

発

表

者

神
話
は
死
ん
だ
と
し
て
、
別
の
形
に
記
号
化
し
て
个
ま
せ
て 

い
る
場
合
が
あ
る
。

八

木

誠

記
号
化
と
い
ぅ
意
味
で
す
か
。
わ
か
り
ま
し
た
。
ブ
ル
ト
マ 

ン
は
、
そ
れ
は
や
っ
て
い
な
い
と
は
思
い
ま
す
。

花

本

貫

瑞

老

師

著

金剛経に生きる

定
価
一
六
〇
円
送
料
ニ
〇
〇
円

発

行

所

中央仏教社

秋
田
県
河
辺
郡
河
辺
町
和
田

- 53  一


