
２

　
　

け
ろ
存
在
に
對
し
に
ご
て
否
定
的
意
見
で
あ
今
〈
１
　
の
昌
枝
は
農
村
礼
會
に

胞

　
　

お
い
て
身
分
的
ド
ド
隷
福
開
係
の
存
在
せ
内
こ
と
に
九
ろ

　

そ
れ
で
は

　
　
　

今
ま
で
巾
㈹
に
お
け
ろ
封
建
割
ま
た
は
牛
封
建
判
言

　
　
　

た
い
け
ず

　
　
　

も
た
く
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
っ
た
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
現
に

　
　
　

あ
令
へ
々
が
割
建
制
を
主
張
す
る
論
熊
の
最
大
の
も
い
に
剰
能
生
節
物

　
　
　

の
分
配
闘
係
、
す
な
は
ち
地
代
の
弔
に
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
封
建
制

　
　
　

は
絆
漕
的
例
面
か
ら
把
へ
ら
れ
て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
が
、
身
分
的
隷
隔
闘

　
　
　

係
か
へ
。
・
‥
ふ
場
介
、
そ
れ
は
法
的
だ
側
面
か
ら
把
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し

　
　
　

て
汁
意
し
た
け
れ
げ
几
ら
■
Ｊ
い
こ
と
に
、
両
者
の
封
建
制
の
意
味
す
る

　
　
　

範
剛
が
等
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
及
び
日
本
に
お
い
て
は
削
素

　
　
　

は
必
ず
並
存
し
た
け
れ
ど
も
並
存
は
必
ず
し
も
一
致
で
は
た
い
。
マ
ル

　
　
　

キ
シ
ズ
ム
の
立
場
に
お
け
る
封
建
判
は
、
三
つ
の
晟
展
段
階
、
即
ち
占

　
　
　

代
奴
評
制
、
中
世
封
建
制
、
近
代
費
本
主
義
制
と
い
ふ
生
瀧
ば
式
に
お

　
　
　

け
ろ
、
或
ひ
は
「
祀
會
の
総
済
的
彬
成
」
に
お
け
る
一
轍
咄
で
あ
る
。

　
　
　

身
分
的
隷
福
間
係
を
意
味
ず
る
封
建
制
は
か
か
る
祀
會
の
脛
溥
的
栃
成

　
　
　

の
内
で
建
て
ら
れ
た
一
つ
の
法
的
制
度
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
を
含
か

　
　
　

が
同
一
で
は
た
い
。
従
っ
て
著
者
が
身
分
的
隷
腸
開
係
が
存
在
し
八
い

　
　
　

こ
と
に
よ
っ
て
封
建
制
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
今
ま
で
封

　
　
　

建
制
の
存
在
を
主
張
し
て
来
た
人
々
の
意
味
す
る
封
建
判
を
函
定
し
か

　
　
　

こ
と
に
は
た
ら
な
い
、
雨
者
は
も
と
も
と
覗
角
を
災
に
す
る
か
ら
で
あ

　
　
　

る
、
。

　
　
　
　

本
書
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
庇
に
一
年
牛
を
脛
て
ゐ
る
。
そ
の
間
既
に

　
　
　

本
書
の
價
値
は
正
し
く
認
め
ら
れ
て
を
り
、
そ
の
批
許
も
一
圈
は
出
っ

く
し
て
ゐ
る
、
今
さ
ら
批
許
紹
介
で
も
な
い
か
も
し
れ
白
が
、
ま
た
考

へ
て
み
る
と
批
評
は
何
も
新
回
に
だ
げ
限
る
必
嬰
は
あ
る
ま
い
。
。
朕
に

定
評
の
夕
ま
つ
九
著
書
論
文
を
収
り
Ｌ
に
げ
る
こ
汗
に
、
そ
れ
は
ま
八
七

れ
で
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
ふ

れ
だ
げ
本
書
穴
貝
價
を
傅
へ
得
た
か

｀　七

ｊ
Ｉ

　
　
　

／
―

　
　

Ｓ
Ｊ
ｊ
～

　
　

ｊ

つ
と
心
こ
い
退
屈
へ
ぺ
紹
介
ん
と

或
ひ
は
著
者
の
四
回
意
を
誤
り
防

へ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
た
い
。
著
者
而
武
氏
の
御
寛
Ｗ
か
。
願
ふ

次
第
で
あ
る
．

印
ぼ
史
概
観

〔
北

　

村

　

敬

　

直
〕

足
利

　

惇
氏
著

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
十
日

　

庚
六
ぺ
弘
文
堂
刊

款
養
文
庫
版

　

一
九
〇
頁

　
　

定
似

　

三
し
□

　

本
書
は
教
養
文
庫
の
一
書
と
し
て
、
難
解
な
る
印
度
史
各
部
門
の
學

間
的
成
果
を
極
め
て
平
易
に
０
　
要
を
摘
し
て
略
述
し
、
枕
胞
的
資
料
に

よ
り
之
を
。
裏
づ
け
、
誼
者
を
し
て
興
味
に
惹
か
れ
つ
つ
洒
読
せ
し
か
る

如
く
記
述
せ
ら
れ
あ
り
、
し
か
も
、
全
巻
を
貫
く
に
統
一
せ
る
史
順
を

以
て
し
、
一
見
別
世
以
に
し
て
、
無
間
係
た
る
如
く
見
ゆ
る
、
古
代
印

度
と
現
代
印
度
の
間
に
、
密
接
不
町
離
の
開
係
夕
・
詔
め
、
現
代
印
度
の

抱
け
る
苦
悩
の
原
囚
を
、
歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
し
根
強
き
分
裂
的
邨

姓
的
印
度
此
會
及
び
之
を
地
盤
と
せ
る
印
度
文
化
が
そ
の
民
族
と
し
て

の
統
一
を
妨
げ
し
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
り
。
即
と
二
篇
よ
り
成
心
本
書

の
第
一
篇
「
印
度
史
概
翻
」
に
於
て
、
印
度
の
政
治
史
を
太
占
よ
り
現

代
に
至
る
迄
通
願
し
そ
の
特
殊
性
を
指
摘
し
、
第
二
篇
「
現
代
印
度
」

に
於
て
、
現
代
印
度
の
内
包
せ
る
苦
悩
を
分
析
し
て
そ
め
二
元
性
を
回

教
徒
侵
入
に
直
接
起
因
せ
る
も
の
な
る
を
歴
史
的
に
記
述
し
、
館
三
篇
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「
印
度
文
化
史
概
誕
」
に
於
て
、
そ
の
二
元
性
が
ア
ー
ル
ヤ
民
族
侵
入
以

　
　

来
歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
し
階
暦
的
に
し
て
宗
教
的
た
る
印
度
此
會
に

　
　

丙
在
せ
る
必
然
的
結
果
な
る
こ
と
を
具
謄
的
な
る
印
度
文
化
の
史
料
を

　
　

通
し
て
裏
付
け
ら
れ
た
り
。

　
　
　
　

現
在
の
具
睦
的
市
営
を
出
頒
鮎
と
し
て
問
題
を
提
起
し
、
古
典
に
湖

　
　
　

り
て
そ
の
始
源
を
究
め
、
宗
教
を
、
そ
の
環
境
た
る
祀
會
を
通
し
歴
史

　
　
　

的
痕
展
的
に
考
察
せ
む
と
す
る
著
書
の
立
場
は
、
近
著
「
印
度
パ
ル
シ

　
　
　

ー
族
と
そ
の
習
俗
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
屯
見
ら
れ
ビ
ボ
唆

　
　
　

せ
ら
る
る
と
こ
ろ
大
な
り
、
以
下
、
少
し
く
そ
の
内
容
に
就
き
紹
介
す
。

　
　
　
　

著
者
は
劈
頭
、
印
度
を
以
て
そ
れ
自
曖
孤
立
せ
る
世
界
な
り
と
規
定

　
　
　

し
、
９
　
西
洋
に
對
立
せ
る
東
洋
文
化
圈
に
於
て
、
印
度
は
爾
除
の
東
洋

　
　
　

の
諸
部
分
た
る
支
那
や
波
斯
と
も
隔
絶
せ
し
一
個
の
孤
立
睦
系
を
有
せ

　
　
　

る
世
界
な
る
を
指
摘
し
、
支
那
と
印
度
と
は
、
古
代
よ
り
現
代
に
到
る

　
　
　

迄
一
貫
し
て
存
縦
し
来
れ
る
特
殊
な
る
文
化
圈
な
る
も
、
こ
の
東
洋
の

　
　
　

二
大
文
化
圈
は
、
そ
の
根
本
に
於
て
決
し
て
性
格
を
等
し
く
せ
る
も
の

　
　
　

に
非
ず
、
東
洋
に
幾
多
の
東
洋
あ
る
を
絆
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
と
さ

　
　
　

れ
た
り
。
こ
は
玩
味
す
べ
き
鮎
な
り
。
即
ち
、
西
洋
文
化
の
歴
史
は
、

　
　
　

そ
の
出
頒
鮎
に
於
て
一
の
世
界
像
を
蜜
き
あ
り
て
、
ダ
通
の
文
化
形
態

　
　
　

を
持
ち
一
定
の
殼
・
展
過
程
を
採
れ
る
世
界
が
基
本
と
な
り
世
界
史
が
考

　
　
　

へ
ら
れ
あ
り
。
へ
ｐ
.
ド
ト
ス
の
著
作
は
一
民
族
の
歴
史
を
記
し
あ
る
Ｉ

　
　
　

そ
は
常
時
の
世
界
の
姿
に
於
て
甕
か
れ
あ
り
、
叉
近
世
に
於
け
る
国
民

　
　
　

史
の
如
き
も
何
等
か
の
形
に
於
て
世
界
像
に
関
聯
し
お
り
。
之
に
對
し

Ｓ

　
　

東
洋
の
歴
史
學
に
於
て
は
、
統
一
的
な
る
も
の
が
先
限
を
な
し
あ
り
、

３

　
　

支
那
に
於
て
は
、
古
来
歴
朝
毎
に
緬
め
ら
れ
し
正
史
が
編
纂
さ
れ
あ
る

も
、
前
朝
の
歴
史
を
記
す
は
、
一
の
統
一
さ
れ
し
國
家
の
出
現
が
意
識

せ
ら
れ
あ
る
な
り
。
即
ち
、
西
洋
に
於
け
る
世
界
史
に
在
り
て
は
、
従

来
の
世
界
の
外
に
在
る
未
知
の
世
界
を
統
一
す
る
て
ふ
頒
展
過
程
に
於

て
諸
國
の
文
化
を
超
え
て
一
般
に
人
類
の
文
化
狼
展
が
考
へ
ら
る
る
に

對
し
、
東
洋
に
在
り
て
は
、
統
一
さ
れ
し
㈹
家
の
成
立
が
前
提
さ
れ
あ

り
、
前
代
を
縫
承
す
る
迪
載
は
存
せ
る
も
次
の
世
代
を
通
じ
但
展
于
る

の
考
へ
は
生
せ
ず
、
又
自
己
の
國
家
の
周
逼
の
諸
民
族
を
蔽
ふ
一
般
文

化
の
如
き
意
識
は
生
ぜ
ざ
り
き
。
支
那
に
在
り
て
は
、
古
来
異
民
族
の

多
斂
を
知
り
あ
り
し
も
夷
秋
蜃
戒
と
共
に
中
華
の
文
化
が
一
の
一
９
　
的

な
る
歴
史
的
運
命
に
在
り
と
は
考
へ
ず
、
又
中
華
文
化
を
他
の
民
族
が

肩
承
し
之
を
謐
展
せ
し
む
べ
し
と
は
考
へ
ざ
り
し
な
り
。
支
那
に
と
り

て
は
、
周
國
の
諸
民
族
は
之
を
支
配
す
る
こ
と
に
て
共
に
存
す
と
は
考

へ
得
ざ
り
し
な
り
。
即
ち
、
東
洋
に
て
は
統
一
な
る
考
へ
は
支
配
的
意

識
を
多
く
有
し
國
家
の
統
一
は
政
治
的
支
配
の
同
念
強
く
一
般
共
一
通
的

な
る
も
の
に
諮
脂
す
る
が
如
き
意
識
だ
し
、
故
に
そ
の
同
家
を
超
う
、

（
支
配
開
係
を
超
え
）
よ
り
廣
き
よ
り
高
き
世
界
的
文
化
的
統
一
に
存
せ

ざ
り
し
な
り
。

　

し
か
る
に
同
じ
く
、
東
洋
に
詣
せ
る
も
印
度
に
あ
・
り
て
は
。
古
来
文

化
的
に
統
一
臨
を
示
し
つ
つ
も
政
治
的
に
行
は
れ
し
民
族
的
統
一
は
見

ら
れ
ず
、
國
家
を
超
え
（
支
配
闘
係
を
超
走
）
一
般
共
通
的
な
る
世
界
史

の
順
念
生
る
べ
き
筈
な
り
。
然
も
現
質
に
は
然
ら
ず
、
凡
そ
印
度
に
は

自
他
を
含
め
る
客
観
的
歴
史
書
は
古
来
一
も
生
れ
ざ
り
し
な
り
。

　

著
書
は
、
之
が
原
因
を
、
印
度
文
化
の
基
盤
を
成
ぜ
る
印
度
仕
會
の

種
姓
制
度
に
基
く
分
裂
に
求
め
た
り
。
種
姓
は
結
婚
と
職
業
和
続
の
特
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探
か
堅
持
し
極
め
て
排
他
的
孤
立
的
に
し
て
同
一
節
廷
に
脇
す
る
川
八

に
そ
［
叫
而
い
代
夫
ｙ
．
心
昆
ろ
べ
号
「
－
長
老
委
八
介
Ｌ
に
絶
刻
心
心
た

ろ
か
要
詰
汁
・
に
れ
、
こ
こ
に
政
治
的
闘
係
に
對
十
ろ
師
姓
的
限
界
九
り

同
家
り
政
治
的
９
　
力
が
賞
質
的
に
は
武
八
附
級
に
い
み
依
存
せ
る
結

果
ご

本
竹
か
形
成
せ
し
こ
と
、
回
教
徒
侵
人
時
の
防
乎
パ
ラ
ー
ダ
こ
フ
ト
蜷

十
附
級
に
Ｉ
任
せ
ら
れ
あ
り
し
が
如
し
、
同
時
に
、
同
一
師
姓
に
引
す

ろ
谷
岡
八
は
個
々
の
腫
姓
内
に
絶
對
的
な
る
祭
神
４
　
・
有
し
彼
三
片
瞰
呈

の
孤
ｙ
性
と
礼
宮
的
分
派
性
の
靖
紳
的
根
賎
と
な
し
あ
る
も
、
之
竹
抑

々
け
陽
元
的
に
は
印
度
麓
祁
の
一
員
と
し
て
印
度
文
化
へ
の
１
　
一
を
狸

定
し
令
回
的
調
和
に
闘
聯
し
お
り
．
各
種
姓
は
自
己
の
特
握
を
主
張
す

る
と
共
に
爾
節
の
俘
姓
の
特
撮
を
も
尋
常
．
し
て
之
を
犯
さ
ず
、
柿
姓
相

互
り

保
ち
あ
り
、
こ
の
黙
よ
り
せ
ば
、
一
９
　
の
政
治
供
序
た
り
、
即
九
印
度

壮
介
は
文
化
的
に
統
一
院
を
示
す
と
は
い
へ
、
そ
の
文
化
的
統
一
は
、

内
に
種
姓
的
分
裂
を
含
み
し
も
の
に
し
て
、
分
裂
的
傾
向
を
以
て
此
介

的
晟
贋
を
途
げ
た
る
全
瓢
的
包
図
的
凋
和
を
示
せ
る
て
ふ
複
碓
か
．
ろ
二

軍
性
格
を
有
せ
る
も
の
た
り
．

　

著
者
は
之
が
且
胞
的
説
明
と
し
て
、
こ
の
分
裂
階
膠
的
種
姓
祀
回
り

文
化
的
統
一
を
痙
せ
ろ
根
本
基
調
た
る
婆
躍
門
主
義
的
世
界
を
そ
い
殷

生
に
湖
り
て
考
察
し
そ
の
公
に
肢
の
課
程
に
於
て
佛
教
・
寄
那
教
の
如
か

多
く
の
非
婆
羅
門
的
要
素
を
印
度
化
し
て
之
を
包
碩
す
る
こ
と
に
よ
り

絶
え
ず
複
犯
化
し
分
裂
化
し
つ
つ
護
展
せ
ろ
印
度
欧
會
に
即
悠
し
つ
つ

更
生
仮
屁
せ
し
を
述
べ
、
こ
の
婆
羅
門
主
義
的
世
界
の
文
化
統
一
に
對

し
、
八
問
性
解
放
に
よ
る
世
外
史
的
々
ろ
民
族
世
界
の
樹
ヤ
を
眉
へ
し

佛
教
も
そ
の
皿
介
性
を
回
付
す
る
と
共
に
洵
に
印
度
涯
分
‥
内
に
謳
滅
ず

る
の
迦
命
を
辿
れ
る
を
指
愉
し
、
又
印
度
か
支
配
せ
し
皿
民
族
ツ

力
も
、
常
に
之
に
先
行
せ
る
強
力
八
ろ
涯
介
‥
的
基
訓
か
ら
印
度
文
化
に

對
し
て
は
全
く
消
極
的
受
動
的
存
在
こ
り
し
こ
こ
そ
政
治
史
を
通
し
て

囲
述
し
、
回
教
の
理
念
を
こ
い
印
度
世
界
乙
公
に
調
和
せ
し
勁
に
ム
ガ

ー
ル
帝
囚
の
興
隆
が
あ
り
、
問
款
Ｌ
Ｕ
統
派
り
配
膳
迦
勁
か
防
統
的
印
度

の
利
益
と
相
反
せ
し
鮎
に
そ
・
り
衰
と
が
あ
ろ
を
指
摘
せ
ら
れ
た
９
最

後
に
ブ
抑
口
剛
に
平
等
を
良
く
超
民
族
的
々
る
川
界
性
に
準
赦
し
防
統

的
八
ろ
印
度
此
會
組
織
に
弼
力
た
る
對
照
を
た
せ
る
回
教
世
外
口
近
世

印
度
内
部
に
於
け
る
成
立
が
、
印
度
の
文
化
統
一
か
破
壌
し
印
度
世
界

分
裂
の
悲
劇
を
生
み
出
せ
し
を
説
キ
i
'
　
　
Ｖ
　
Ｓ

=
古
悩
よ
り
、
印
度
我
と
回

教
の
折
衷
宗
教
た
る
シ
ー
タ
教
刀
如
き
、
が
生
れ
し
六
、
印
度
的
世
界
の

能
り
に
も
完
成
さ
れ
し
世
界
た
ろ
が
故
に
、
雨
文
化
ツ
岫
次
的
統
一
の

困
難
な
る
を
論
ぜ
ら
れ
あ
り
。

　
　
　
　
　

〔
什
疎
圭
四
郎
〕

代
の
も
の
と
思
は
れ
な
い
。
天
顔
世
ｙ
の
叙
杜
の
碗
立
以
北
宋

以
後
あ
る
べ
く
世
代
年
吸
が
介
川
的
に
な
る
の
は
唐
以
後
で
あ

る
。
好
防
の
先
世
に
っ
い
て
は
元
の
趙
坦
一
の
貼
世
厄
仙
０
　
‐

涌
沢
に
良
の
八
、
不
疑
の
長
ｒ
、
八
八
の
子
孫
が
政
外
に
活
回
し
筏

漢
の
司
空
皓
、
大
守
綱
ら
を
川
し
。
べ
子
六
四
の
子
孫
が
丿
界
に

雄
飛
し
た
と
し
。
道
陵
の
祀
父
は
起
、
父
は
大
順
と
す
る
の
に

天
師
世
家
は
父
を
綱
、
祀
父
を
皓
と
な
し
、
長
子
の
家
系
を
盗

ん
で
を
り
Ｉ
暦
信
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
（
宮
川
）
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