
京
都
学
派
の
哲
学
の
誕
生
地
で
講
演
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
大
変
光
栄
に
思
う
。
私
は
、
日
本
哲
学
の
専
門
家
で
は
な
く
、
今
回

京
都
に
訪
れ
る
こ
と
を
勉
強
と
対
話
の
巡
礼
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
み
な
さ
ん
か
ら
日
本
哲
学
を
学
ぶ
た
め
に
伺
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
み
な
さ
ん
か
ら
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
日
本
哲
学
の
専
門
家
で
は
な
い
私
が
、
な
ぜ
こ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
」

と
。
実
際
、
私
も
同
じ
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
「
私
は
な
ぜ
こ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、
有
意
義
な
話
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
。

上
記
の
疑
問
に
答
え
る
前
に
、
ま
ず
私
の
学
問
的
・
知
的
研
究
の
関
心
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
私
の
専
攻
は
、
イ
ン
ド
と
中
国
に
お

け
る
仏
教
の
哲
学
伝
統
を
含
む
仏
教
哲
学
で
あ
る
。
特
に
、
中
観
派
と
玲
伽
行
派
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
献
学
的
・
言
語
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
に
と
ど
ま
る
多
く
の
近
代
仏
教
研
究
者
と
は
違
い
、
私
は
東
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
中
国
と
日
本
の
仏
教
哲
学
に
お
け
る
近
代
の
超
克
の
問

題
へ
の
関
心
の
強
さ
に
注
目
し
た
。
仏
教
の
伝
統
に
依
拠
す
る
近
代
東
ア
ジ
ア
の
哲
学
者
た
ち
、
例
え
ば
京
都
学
派
な
ど
の
哲
学
者
た
ち
に

、
、
、

と
っ
て
、
次
の
問
題
群
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
近
代
と
は
何
で
あ
る
か
。
近
代
と
伝
統
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
ア
ジ
ア

も
、
、
、

に
お
け
る
近
代
を
哲
学
的
・
実
践
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
八
○
年
代
の
欧
米
に
お
い
て
も
こ
れ

ら
の
問
題
が
哲
学
的
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
遥
か
前
に
、
日
本
の
思
想
家
た
ち
は
戦
争
中
に
す
で
に
近
代
の
「
超

克
」
と
い
う
差
し
迫
っ
た
問
題
に
正
面
か
ら
対
時
し
て
い
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
は
「
超
克
」
の
立

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
識
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
〔
林
〕

西
谷
啓
治
ｌ
空
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歴
史
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っ
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場
に
立
っ
た
。
彼
ら
の
姿
勢
／
立
場
の
背
後
に
絶
対
無
と
い
う
仏
教
の
立
場
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
絶
対
無
は
近
代
の
超
克
と
い
う
試
み

と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
興
味
深
い
問
題
は
私
に
大
い
に
衝
撃
を
与
え
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
近
代
中
国
で
は
類

似
し
た
歴
史
的
・
哲
学
的
状
況
の
な
か
で
、
異
な
っ
た
対
応
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
○
年
代
よ
り
中
国
・
台
湾
・
香
港
で
発
展

し
て
き
た
新
儒
家
は
最
も
重
要
な
哲
学
学
派
で
あ
り
、
京
都
学
派
の
完
壁
な
鏡
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
最
近
ま
で
は
こ
の
二
つ
の
哲
学
学

派
の
類
似
性
に
対
す
る
関
心
は
少
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｒ
・
ワ
ー
ゴ
角
◎
胃
．
］
．
］
・
乏
胃
図
）
が
書
い
た
西
田
幾
多
郎
に
関
す
る
著

書
で
あ
る
『
無
の
論
理
』
（
里
、
缶
侭
一
．
具
号
曼
畠
蔚
景
ｇ
ｇ
・
弓
心
畠
心
后
も
．
隠
一
）
の
中
で
は
、
西
田
（
一
八
七
○
’
一
九
四
五
年
）

と
熊
十
力
（
一
八
八
五
’
一
九
六
八
年
）
の
主
体
性
の
立
場
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
「
興
味
深
い
類
似
点
」
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
。
二
○
○
三
年
～
二
○
○
四
年
に
行
わ
れ
た
「
近
代
日
本
と
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
ｌ
京
都
学
派
と
現
代
儒
学
の
場

合
」
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
末
木
文
美
士
と
中
島
隆
博
は
こ
の
問
題
の
解
明
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
先
駆
的
な
試

み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
小
論
「
空
と
近
代
性
の
超
克
ｌ
西
谷
啓
治
の
哲
学
を
読
む
」
（
一
九
九
四
年
）
と
「
東
洋
の
鏡
の
中
に
あ
る
近

代
性
ｌ
近
代
新
儒
家
と
京
都
学
派
の
比
較
研
究
」
（
一
九
九
四
年
）
は
、
二
つ
の
哲
学
学
派
の
橋
渡
し
を
試
み
た
私
の
初
期
の
記
録
で
あ

る
。
十
年
を
経
て
、
対
話
を
し
よ
う
と
す
る
、
当
時
と
同
じ
よ
う
な
情
熱
に
よ
っ
て
私
は
京
都
に
導
か
れ
た
。
台
湾
か
ら
京
都
へ
の
歩
み
は
、

十
年
以
上
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
田
正
勝
教
授
と
林
永
強
博
士
の
お
招
き
と
お
力
添
え
に
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

私
の
発
表
の
テ
ー
マ
は
、
「
西
谷
啓
治
１
１
空
と
歴
史
的
意
識
を
め
ぐ
っ
て
」
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
上
述
の
問
題
意
識
に
対
応
す
る

か
た
ち
で
、
西
谷
に
お
け
る
哲
学
の
展
開
の
二
つ
の
段
階
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
中
の
西
谷
の
世
界
・
歴
史
論
お
よ
び
近

代
論
（
一
九
四
一
’
四
二
年
）
と
、
戦
後
の
、
『
宗
教
と
は
何
か
』
（
一
九
五
四
’
五
五
年
、
一
九
六
一
年
）
に
お
け
る
空
と
歴
史
性
に
つ
い

て
の
省
察
で
あ
る
。
ま
た
、
西
谷
の
思
索
の
展
開
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
主
体
性
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
論
的
現
象
学
へ
の
哲
学
的
な

日
本
哲
学
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転
回
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
い
・
論
文
の
最
後
に
、
西
谷
の
哲
学
的
試
み
に
お
け
る
限
界
と
危
険
性
を
見
き
わ
め
る
た
め

の
幾
つ
か
の
批
判
的
見
解
を
結
論
と
し
て
述
べ
た
い
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
、
そ
し
て
そ
の
期
間
中
に
、
つ
ま
り
一
九
四
一
年
～
四
二
年
に
、
西
谷
啓
治
は
京
都

学
派
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と
世
界
ｌ
歴
史
と
近
代
性
に
つ
い
て
の
二
つ
の
座
談
会
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。
こ
の
二
つ
の
座
談
会
に
関
す
る
研

究
は
多
く
あ
る
た
め
、
私
は
こ
こ
で
そ
の
全
体
を
再
び
繰
り
返
す
つ
も
り
は
な
い
（
１
）
。
し
か
し
、
次
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な

い
。
す
な
わ
ち
、
世
界
歴
史
に
つ
い
て
、
特
に
世
界
歴
史
に
お
け
る
日
本
の
像
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
議
論
は
、
彼
ら
の
哲
学
的
・
政
治
的
な

実
践
に
関
す
る
最
良
の
証
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
、
「
日
本
の
真
実
は
大
東
亜
戦
争
を
通
じ
て
次
第
に
開
か
れ
て
い
く
」
と

い
う
彼
ら
の
信
念
を
反
証
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
結
果
解
釈
が
、
戦
争
・
政
治
・
宗
教
・
哲
学
に
関
わ
っ
て
い
る
彼
ら
の
歴
史
的
意
織
に
お

け
る
複
雑
な
歴
史
性
を
再
検
討
・
再
評
価
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
ぺ
き
で
は
な
い
（
２
で
彼
ら
の
議
論
の
中
に
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
パ
ト

リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
と
、
京
都
学
派
の
中
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
日
本
の
軍
事
政
権
と
の
政
治
協
力
と
闘
争
と
に
深
く
巻
き
込

ま
れ
た
こ
と
に
、
い
ず
れ
も
疑
い
の
余
地
は
な
い
（
３
）
。
こ
れ
ら
の
政
治
関
与
は
彼
ら
の
歴
史
論
の
実
践
的
性
格
を
説
明
す
る
の
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
単
に
現
実
か
ら
遊
離
し
て
会
談
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
は
政
治
・
歴
史
・
文
化

の
不
可
分
性
を
意
織
し
た
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
に
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
代
わ
り
う
る
も
の
を
予
言
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
哲
学
的
予
言
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
歴
史
に
対
す
る
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
無
の
仏
教
哲
学
に
訴
え
る
の
だ

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
議
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
〔
林
〕
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ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
こ
こ
で
は
西
谷
啓
治
に
焦
点
を
当
て
、
仏
教
の
立
場
が
ど
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
に
対
抗
す
る
新

た
な
歴
史
的
意
識
を
形
成
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
か
と
い
う
点
の
み
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
、
西
谷
が
一
九
四
二
年

に
『
近
代
の
超
克
』
の
座
談
会
で
発
表
し
た
「
〈
近
代
の
超
克
〉
私
論
」
と
い
う
論
文
を
吟
味
、
分
析
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、

座
談
会
の
記
録
に
比
べ
て
、
こ
の
論
文
は
西
谷
の
論
点
を
よ
り
明
噺
に
そ
し
て
よ
り
体
系
的
に
提
示
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
４
）
。

第
一
に
、
西
谷
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
の
危
機
を
分
離
の
過
程
に
お
け
る
崩
壊
で
あ
る
と
断
言
し
た
。
明
治
維
新

に
際
し
て
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
は
統
一
的
な
全
体
性
と
い
う
意
味
を
も
た
な
い
ま
ま
で
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の

受
容
は
、
日
本
が
特
に
昭
和
以
降
遭
遇
し
た
文
化
的
危
機
に
反
映
し
た
。
西
谷
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
分
離
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
近
代
の
危
機
は
、
前
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
お
い
て
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
史
の
三
つ
の
動
向
、
す
な
わ

ち
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
宗
教
改
革
・
自
然
科
学
の
勃
興
は
、
三
つ
の
文
化
の
側
面
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
文
科
学
・
宗
教
・
科
学
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
側
面
は
相
互
に
排
他
的
で
あ
り
、
根
本
的
な
統
一
根
拠
が
な
く
互
い
に
衝
突
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
神
の
絶
対
的
力
と
は

対
照
的
に
、
人
間
存
在
を
単
な
る
罪
と
死
の
存
在
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。
一
方
、
自
然
科
学
は
人
間
存
在
を
含
む
世
界
全
体
を
単
な
る
数

学
的
・
物
理
学
的
な
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
な
す
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
は
感
性
と
理
性
に
そ
の
本
質
を
見
出

す
こ
と
の
で
き
る
人
間
存
在
を
肯
定
す
る
。
西
洋
伝
統
に
お
け
る
神
と
世
界
と
魂
と
の
内
的
調
和
、
あ
る
い
は
、
東
洋
伝
統
に
お
け
る
天
と

地
と
人
と
の
調
和
は
、
近
代
に
至
っ
て
完
全
に
失
わ
れ
た
。
こ
れ
が
近
代
性
の
危
機
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
。
近
代
の
病
理
は
、
個
人
・

国
家
・
世
界
の
分
離
と
並
行
し
て
、
個
人
主
義
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
世
界
主
義
の
社
会
的
・
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
衝
突
が
生
じ
た
こ

と
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
自
己
理
解
は
完
全
に
分
離
し
た
断
片
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
５
）
。

第
二
に
、
西
谷
は
近
代
の
危
機
を
基
本
的
に
宗
教
的
危
機
と
し
て
解
釈
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
、
人
文
主
義
と

日
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自
然
科
学
と
の
共
約
不
可
能
性
に
よ
り
、
も
は
や
近
代
文
化
の
基
礎
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
は
歴
史
的
事
実
を
宣
告
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
西
谷
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と

は
科
学
主
義
を
擁
護
す
る
こ
と
が
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
・
そ
れ
と
は
反
対
に
、
西
谷
は
無
の
主

体
性
と
い
う
仏
教
の
概
念
に
訴
え
、
こ
れ
が
近
代
の
宗
教
性
の
存
在
論
的
根
拠
に
な
り
う
る
と
主
張
し
て
い
る
。
道
元
の
名
句
「
身
心
脱
落
」

を
引
用
し
た
西
谷
は
、
無
の
主
体
性
は
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
を
現
象
学
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て

い
る
（
６
）
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
西
谷
は
デ
カ
ル
ト
の
物
心
二
元
論
を
現
代
病
理
学
の
原
因
と
し
て
明
確
に
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
仏
教
の

伝
統
に
お
い
て
「
無
我
」
「
無
心
」
「
真
我
」
「
真
心
」
と
呼
ば
れ
る
無
の
主
体
性
に
よ
る
現
代
の
超
克
を
完
全
に
確
信
し
た
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
無
の
主
体
性
こ
そ
が
心
と
物
の
存
在
を
規
定
す
る
因
果
律
の
束
縛
か
ら
開
放
す
る
絶
対
自
由
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

、
、
、
ｂ

、
、
、
、

西
谷
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
と
仏
教
研
究
に
従
っ
て
、
存
在
論
的
主
体
性
、
す
な
わ
ち
「
無
の
主
体
性
」
と
、
存
在
者
的
主
体
性
ｌ

す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
的
主
観
ｌ
と
の
存
在
論
的
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。
無
の
主
体
性
は
、
デ
カ
ル
ト
的
主
観
を
否
定
す
る
（
脱
ぎ
捨
て

る
）
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
と
と
も
に
、
心
身
は
無
の
主
体
性
と
い
う
根
拠
の
上
に
再
び
弁
証
法
的
に
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
弁
証
法
的
肯
定
は
、
絶
対
否
定
即
絶
対
肯
定
と
い
う
論
理
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
る
。
存
在
者
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
可
能
と
な
る
科
学
・

倫
理
・
歴
史
は
、
ま
た
絶
対
否
定
を
通
じ
て
弁
証
法
的
に
肯
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
基
づ
く
解
決
策
が
近

代
性
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
道
と
し
て
対
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。

第
三
に
、
そ
の
論
文
は
自
由
主
義
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
の
分
析
に
従
え
ば
、
絶
対
否
定
か
ら
絶
対
肯
定
へ
の
転
換
は
、
行
為

の
軸
を
必
要
と
す
る
。
存
在
者
的
主
体
性
か
ら
存
在
論
的
主
体
性
へ
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
・
科
学
・
歴
史
は
無
の
主
体
性
と

る
｡

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
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ぐ
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を
見
出
す
。

い
う
根
拠
の
上
に
再
び
肯
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
自
由
が
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
主
体
性
と
並
行
し
て
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
「
世
界

、
、

℃
、
、

か
ら
の
自
由
」
と
「
世
界
の
う
ち
へ
の
自
由
」
で
あ
る
。
存
在
論
的
主
体
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
世
界
か
ら
の
自
由
」
は
、
存
在
者
的
主

、
、
、

体
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
世
界
の
う
ち
へ
の
自
由
」
へ
と
転
換
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
前
者
は
、
「
世
界
超
越
の
自
由
」
（
沖
恩
号
ョ

、
、

辱
亀
。
員
忌
①
君
。
『
昼
）
と
も
呼
ば
れ
、
後
者
は
、
「
世
界
内
在
の
自
由
」
（
胃
８
．
目
貫
Ｓ
営
晉
④
薯
。
『
昼
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
西
谷
は
、
「
世
界

超
越
の
自
由
」
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
可
能
に
な
っ
た
が
、
「
世
界
超
越
の
自
由
」
と
「
世
界
内
在
の
自
由
」
は
い
ず
れ
も
無
の
主
体
性

に
よ
っ
て
の
み
十
全
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
西
谷
は
、
真
の
自
由
主
義
は
自
由
の
二
義
性
の
実
現
に
よ
っ

て
そ
の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
同
様
の
理
由
で
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
伝
統
に
お
け
る
自
由
主
義
は
、
一
面
的
で

あ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
世
界
超
越
の
自
由
」
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

さ
ら
に
、
西
谷
は
国
家
が
伝
統
的
精
神
と
し
て
現
れ
た
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
深
く
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
政
治
哲
学

を
展
開
し
て
い
る
（
７
）
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
西
谷
は
神
道
の
神
秘
思
想
に
訴
え
、
日
本
の
精
神
性
は
天
照
大
御
神
の
清
明
心
に
遡
る
と

主
張
し
て
い
る
。
戦
時
中
、
日
本
の
軍
国
政
府
は
国
家
倫
理
を
「
滅
私
奉
公
」
と
し
て
宣
伝
し
た
。
西
谷
は
「
私
」
を
「
個
人
の
精
神
」
と

し
て
解
釈
し
、
「
公
」
を
「
普
遍
の
精
神
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
は
「
個
人
の
精
神
」
を
排
除
し
、
浄
土
（
神
の
国
）
に

超
越
的
な
か
た
ち
で
そ
の
基
礎
を
持
つ
と
こ
ろ
の
「
普
遍
の
精
神
」
を
回
復
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
西
谷
は
、
神
道
の
宗
教
性

と
無
の
主
体
性
の
宗
教
性
と
は
完
全
に
一
致
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
特
殊
性
と
世
界
の
普
遍
性
は
相
互
に
調
和
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
殊
性
の
一
種
と
し
て
の
日
本
主
義
は
、
国
家
倫
理
と
普
遍
的
宗
教
性
と
が
互
い
に
浸
透
し
合
っ

て
い
る
よ
う
な
普
遍
性
に
お
い
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
我
々
は
も
う
一
度
、
〔
こ
こ
に
〕
即
の
論
理
の
実
践
的
効
果

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号
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西
谷
に
と
っ
て
日
本
の
精
神
性
の
優
位
は
、
日
本
が
新
し
い
世
界
秩
序
の
た
め
の
合
理
化
の
根
拠
を
提
供
す
る
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ

た
。
日
本
の
使
命
は
正
義
に
基
づ
い
た
世
界
秩
序
を
再
構
築
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

日
本
は
英
米
の
支
配
を
ア
ジ
ア
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
西
谷
は
そ
の
た
め
に
、
国
家
の
力
が
強
い
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
支
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
こ
の
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
国
家
倫
理
の
根
拠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
倫
理
の
根
拠
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
も
世
界
も
同
じ
道
徳
性
の
普
遍
的
な
原
理
、
す
な
わ
ち
「
共
通
善
の
自
己
否
定
」
に
基
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
日
本
を
含
む
す
べ
て
の
国
家
も
国
際
的
共
同
体
の
秩
序
を
再
建
す
る
た
め
に
自
己
否
定
の
原
理
に
従

う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
西
谷
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
倫
理
の
共
通
原
理
は
仏
教
倫
理
の
伝
統
に
お
け
る
「
自
利
利
他
」
と

「
自
覚
覚
他
」
と
を
基
礎
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
し
た
。

要
約
す
れ
ば
、
近
代
の
危
機
は
、
分
裂
し
た
多
く
の
文
化
的
部
分
（
宗
教
・
人
文
科
学
・
世
界
）
と
政
治
的
部
分
（
個
人
・
国
家
・
世

界
）
と
の
衝
突
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
危
機
に
対
し
て
西
谷
が
提
起
し
た
解
決
策
は
、
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
基
礎
づ
け
れ
ら
た
新
た
な
倫

理
性
と
宗
教
性
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
決
策
を
も
っ
て
西
谷
は
、
古
代
に
「
天
道
」
と
呼
ば
れ
た
世
界
的
道
徳
性
が
、

世
界
的
歴
史
の
進
歩
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
た
。
結
論
（
三
六
頁
）
に
お
い
て
、
西
谷
は
超
歴
史
的
・
宗
教
的
世
界
の
開
示
が

世
界
的
歴
史
の
発
展
の
目
的
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
世
界
と
超
歴
史
的
世
界
と
の
関
係
は
即
非
の
論
理
を
通

じ
て
媒
介
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
超
歴
史
的
・
宗
教
的
世
界
は
無
の
主
体
性
に
よ
っ
て
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。

本
論
で
は
、
歴
史
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
超
歴
史
的
・
宗
教
的
世
界
と
歴
史
的
・
政
治
的
世
界
と
の
存
在
論
的
区
分
を
、
勝
義

守
口
目
ミ
、
曼
言
）
と
世
俗
（
旨
ミ
竜
ミ
）
と
い
う
仏
教
的
区
分
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
『
大
乗
起
信
論
』
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
（
超
歴

史
的
）
世
界
と
一
般
的
（
社
会
的
・
政
治
的
）
世
界
は
、
い
ず
れ
も
「
超
越
論
的
一
心
」
に
存
在
論
的
な
根
拠
を
持
つ
（
８
）
。
西
谷
は
こ
の
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歴
史
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
西
谷
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
か
ら
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
実
存
論
的
現
象
学
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
一
九
三
○
年
代
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
影
響
を
受
け
、
西
谷
は
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
到
来
に
お
い
て
「
歴
史
的
・
実
存
論
的
出
来
事
」
と
し
て
現
れ
る
歴
史
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
対
時
し
た
（
９
）
。
西
谷
が
指
摘
し
た
よ

「
超
越
論
的
一
心
」
を
「
無
の
主
体
性
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
主
体
性
と
い
う
概
念
が
〔
こ
の
よ
う
に
〕
強
調
さ
れ
る
の
は
、
主
体
性
は
超

越
論
的
根
拠
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
転
換
の
行
為
が
形
而
上
学
的
に
説
明
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
文

脈
で
の
形
而
上
学
は
行
為
の
力
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
仕
事
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
質
的
に
単
な
る
理
論
的
な
形
而
上
学
で
は
な
い
。

実
践
的
形
而
上
学
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
こ
れ
に
加
え
て
、
超
越
論
的
主
体
性
は
自
己
同
一
的
な
実
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
実
体
を
も
た
ず
、
真
如
（
貫
言
ｓ
）
に
よ
っ
て
の
み
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
谷
の
議
論
に

お
け
る
「
浄
土
」
「
真
心
」
「
無
心
」
な
ど
の
概
念
は
、
観
念
論
的
な
成
分
の
過
飽
和
状
態
に
あ
る
。
『
宗
教
と
は
何
か
』
を
は
じ
め
と
す
る

後
期
の
展
開
に
対
し
、
前
期
の
西
谷
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
主
義
者
・
ニ
ー
チ
ェ
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
観
念
論
者
に
近
い
。
ド
イ
ツ
観

念
論
の
立
場
か
ら
西
谷
は
歴
史
を
、
宗
教
と
い
う
レ
ベ
ル
に
ま
で
浄
化
さ
れ
、
転
換
さ
れ
、
そ
し
て
弁
証
法
的
に
昇
華
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

場
所
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
念
論
と
い
う
見
地
か
ら
世
界
歴
史
と
い
う
観
念
は
、
無
の
主
体
性
の
勝
利
を
求
め
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
西
谷
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
立
場
に
立
ち
、
無
の
原
理
は
最
終
的
に
世
界
歴
史
の
発
展
に
お
い
て
実

現
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
哲
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史
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、
、
１

う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
共
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
「
存
在
の
歴
史
」
と
い
う
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
た
岬
歴
史
の
問
題

は
、
存
在
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
の
問
題
を
取
り
扱
う
た
め
に
は
、
存
在
の
問
題
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら

出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
す
で
に
詳
論
し
た
よ
う
に
、
現
存
在
（
ロ
甲

駕
旨
）
の
存
在
論
的
分
析
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
叩
・

西
谷
は
最
初
か
ら
実
存
論
的
・
現
象
学
的
思
惟
と
、
概
念
的
・
表
象
的
思
惟
と
を
方
法
論
的
に
区
別
し
よ
う
と
し
た
。
西
谷
は
後
者
を

思
惟
の
非
本
来
的
な
あ
り
方
と
し
て
却
下
し
、
前
者
を
自
ら
の
解
釈
学
的
な
立
場
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
形
而
上
学
や
認
識
論
の
ア
プ
ロ
ー

、
、
、

チ
と
は
異
な
り
、
現
象
学
は
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
つ
い
て
何
ら
か
の
知
識
を
得
る
前
に
、
は
じ
め
か
ら
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
。
わ

れ
わ
れ
は
歴
史
に
つ
い
て
問
う
前
に
、
歴
史
的
に
実
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
の
経
験
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識
を
分
析
す
る
こ
と
よ
り
も
、
方
法
論
的
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
画
・
西
谷
は
、
概
念
的
・
表
象
的
思
惟
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
歴
史
の
知
識
に
つ
い
て
は
無
関
心
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
編
纂
さ
れ
た
歴
史
は
単
に
対
象
と
し
て
の
み
現
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
歴
史
的
経
験
そ
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
一
人
称
、
ま
た
は
現
存
在
の
存
在
様
態
に
お
い
て
の
み
、

歴
史
的
経
験
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
の
歴
史
的
実
存
の
様
態
を
「
歴
史
性
」
（
。
圏
号
肴
冨
肴
琴
奇
匙
と
名
付
け

た
。
「
現
存
在
の
存
在
は
そ
の
意
味
を
時
間
性
の
中
に
見
出
す
。
し
か
し
時
間
性
は
、
は
た
し
て
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
現
存
在
が
「
時
間

の
中
で
の
」
存
在
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り
な
く
、
同
時
に
現
存
在
そ
れ
自
身
の
時
間
的
な
存
在
様
式
と
し
て
の
歴
史
性
を
可

も
ｂ
、
ｂ
、
、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
ｂ
、
ｂ
ｂ
ｂ
、
ｂ
、
ｂ
、
ｂ
、
、
℃
９
℃
、
、

能
に
す
る
条
件
で
も
あ
る
。
歴
史
性
と
い
う
規
定
は
、
歴
史
（
世
界
ｌ
歴
史
的
な
出
来
事
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
先
立
っ
て
い
る
。
歴
史
性
は
、

現
存
在
そ
の
も
の
の
「
生
起
」
と
い
う
存
在
の
構
造
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
世
界
歴
史
」
と
い
っ
た
分
野
が
と
も
か
く
可
能
で
あ

り
、
歴
史
的
に
世
界
歴
史
に
属
す
る
と
い
う
事
実
の
地
盤
を
な
し
て
い
る
」
卿
。
こ
の
時
間
性
・
歴
史
性
・
空
の
分
析
に
お
い
て
、
西
谷
は

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
識
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
〔
林
〕
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
同
様
に
、
生
死
に
お
け
る
実
存
と
し
て
の
、
つ
ま
り
「
無
限
な
有
限
性
」
（
旨
酌
目
④
旨
冒
号
）
と
し
て
の
現
存
在
の
分

析
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。
「
無
限
な
有
限
性
」
と
し
て
の
現
存
在
を
分
析
す
る
際
、
西
谷
は
実
存
論
的
・
現
象
学
的
方
法
を
「
人
間
が
悟

性
や
理
性
の
立
場
を
も
突
破
し
た
「
超
越
」
の
次
元
に
お
い
て
、
自
ら
の
有
限
性
を
捉
へ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
冠
と
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
超
越
の
場
に
お
い
て
の
み
、
現
存
在
の
有
限
性
が
現
れ
る
。

上
記
の
西
谷
の
論
点
を
さ
ら
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
西
谷
の
「
超
越
」
と
い
う
方
法
は
カ
ン
ト
の
悟
性
と
理
性
の
立

場
に
対
立
す
る
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
「
脱
自
的
自
覚
」
、
つ
ま
り
、
観
想
的
実
践
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
無
我

の
自
覚
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
〔
こ
こ
で
〕
二
つ
の
経
験
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
悟
性
と
理
性
を
通
じ
て
世

界
を
経
験
す
る
な
ら
ば
、
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
は
単
に
感
覚
認
識
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
個
人
の
悟
性
や
理
性
の
立
場
を
「
超
越
」

や
「
超
過
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
意
味
に
お
い
て
の
「
本
質
直
観
」
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
超
越
」
と

い
う
概
念
は
、
「
脱
自
的
自
覚
」
と
し
て
さ
ら
に
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
日
本
語
で
は
、
「
脱
自
」
は
「
自
を
脱
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て

お
り
、
そ
の
意
味
は
「
心
身
脱
落
」
と
い
う
道
元
の
座
禅
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
よ
り
明
瞭
と
な
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
谷
の

「
実
存
論
的
現
象
学
」
は
仏
教
の
瞑
想
的
実
践
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
、
心
と
物
と
い
う
二
元
鵠

的
枠
組
を
脱
却
す
れ
ば
、
物
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
逆
に
い
う
と
、
理
論
的
理
性
の
主
観
は
、
物
を
表
象
と
し
て

し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
に
お
い
て
、
西
谷
は
ま
た
人
間
の
実
存
を
「
有
為
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
「
有
為
」
と
は
、
「
因
果
の

連
関
の
う
ち
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
⑬
。
注
目
す
べ
き
は
、
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
（
営
自
ぐ
自
国
昌
函
一
）
が

有
為
を
「
ｇ
旨
叩
員
‐
号
旨
哩
と
英
訳
し
、
現
存
在
の
存
在
論
的
構
造
を
有
（
胃
旨
甦
と
為
ａ
ｓ
侭
）
と
い
う
仏
教
概
念
に
お
い
て
、
見
事
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に
そ
し
て
斬
新
な
か
た
ち
で
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
創
造
的
な
翻
訳
は
、
文
献
学
的
に
は
完
全
に
正
確
で
は
な
い
が
、

次
の
箇
所
を
読
み
進
め
る
際
に
は
、
哲
学
的
に
忠
実
な
も
の
と
な
る
。
「
我
々
が
「
時
」
の
う
ち
に
「
あ
る
」
の
は
、
不
断
に
何
か
を
「
な

す
」
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
不
断
の
「
な
す
」
に
お
い
て
、
我
々
の
「
あ
る
」
は
不
断
に
「
な
る
」

こ
と
と
し
て
成
り
立
つ
。
即
ち
「
時
」
の
う
ち
の
存
在
が
不
断
の
生
成
転
化
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
」
噸
。
時
間
に
お
け
る
存
在
は
有

為
で
あ
る
。
時
間
は
客
観
的
な
実
体
と
し
て
見
な
さ
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
感
性
の
先
天
的
な
形
式
と
し
て
見
な
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。

時
間
は
、
人
が
常
に
何
ら
か
を
為
し
て
い
る
と
い
う
実
存
的
な
状
況
に
お
い
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
為
す
こ

と
は
、
結
局
、
他
の
こ
と
を
成
す
。
し
た
が
っ
て
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
現
存
在
を
「
時
間
内
存
在
」
と
し
て
、
「
無
限
、
無
休
、

内
へ
の
衝
動
」
と
し
て
、
「
無
限
な
有
限
性
」
と
し
て
、
「
生
死
」
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
辿
り
着
く
。
仏
教
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、

世
界
‐
内
‐
存
在
と
し
て
の
現
存
在
は
業
の
中
で
存
在
論
的
に
構
成
さ
れ
る
。
業
の
本
質
は
ま
さ
に
把
握
・
切
望
・
無
知
に
お
い
て
規
定
さ

れ
る
。
業
の
輪
廻
に
お
い
て
存
在
と
時
間
が
存
在
論
的
に
構
成
さ
れ
る
叩

西
谷
の
難
解
な
表
現
の
な
か
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
般
的
時
間
と
歴
史
の
存
在
論
的
条
件
と
し
て
、
時

間
性
と
歴
史
性
は
、
絶
え
間
の
な
い
衝
動
と
欲
望
の
中
で
構
成
さ
れ
た
生
活
世
界
の
「
臨
在
的
体
験
」
（
『
８
号
’
８
古
ｇ
ｏ
④
着
目
ｇ
ｏ
⑦
）
に
お

い
て
の
み
顕
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
間
性
と
歴
史
性
は
、
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
自
然
科
学
的
な
理
解
の
な
か
で
は
隠

さ
れ
て
い
る
。
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
態
度
を
現
象
学
的
に
括
弧
に
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
時
間
性
と
歴
史

性
の
根
源
的
な
意
味
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
世
界
ｌ
内
ｌ
存
在
」
や
仏
教
の
「
縁
起
」
と
い
っ
た
本
源
的
な
実
存
に
お
い
て
顕
現
し
う
る
。

方
法
論
的
に
い
え
ば
、
世
界
ｌ
内
ｌ
存
在
や
「
縁
起
」
の
存
在
論
的
構
造
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
時
間
と
は
何
か
」
、
歴
史
と
は
何
か
」
と

い
っ
た
問
い
を
投
げ
か
け
る
前
に
顕
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
西
谷
は
「
存
在
１
時
間
」
（
「
有
時
」
）
と
い
う
実
存
の
複
雑
な
意
味
を
解
く
こ

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
職
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
〔
林
〕

三

七



と
に
苦
心
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
こ
う
し
た
問
題
の
困
難
さ
に
求
め
ら
れ
る
。

次
に
、
時
間
は
「
縁
起
」
と
い
う
無
底
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
自
性
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
時
間
の
本
質
は
空
と

無
常
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
西
谷
は
時
間
の
無
根
拠
性
を
ニ
ー
チ
ェ
的
な
意
味
で
の
「
虚
無
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
「
虚
無
」
と
「
空
」
を

考
慮
す
れ
ば
、
時
間
は
も
は
や
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
直
線
的
な
連
続
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
時
間
の
「
単
位
」

（
目
己
と
い
う
も
の
は
全
く
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
時
間
」
に
つ
い
て
最
も
確
実
な
の
は
、
現
在
に
お
い
て
の
時
間
性
の
経
験
に
ほ
か

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
と
い
う
「
家
郷
」
に
お
い
て
、
西
谷
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
弓
世
界
」
と
「
時
」
の
あ
ら

ゆ
る
可
能
な
回
帰
、
そ
の
限
り
な
い
回
帰
を
縦
に
貫
い
た
そ
の
底
に
、
「
世
界
」
と
「
時
」
と
か
ら
の
脱
自
的
な
超
越
の
場
と
し
て
「
虚
無
」

が
開
け
て
来
る
」
（
輝
き
こ
の
こ
と
は
、
虚
無
の
深
淵
に
完
全
に
辿
り
着
い
た
際
に
お
い
て
の
み
、
消
極
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
積
極
的
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
へ
の
転
換
が
生
じ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
偶
像
の
黄
昏
』
に
あ
る
呈
体
の
外
に
何
も
無
い
」
（
騨
等
『
葛
。
富
昌
畠
ミ

鳥
量
Ｑ
画
蔚
§
）
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
引
用
し
、
西
谷
は
「
無
」
（
葛
＆
雷
）
を
真
の
自
由
が
可
能
に
な
る
空
の
場
と
し
て
解
釈
し
て

い
る
。
も
し
西
谷
の
解
釈
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
明
瞭
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
仏
教
の
表
現
に
書
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ

う
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
時
間
と
歴
史
を
含
む
す
べ
て
の
存
在
は
空
で
あ
る
と
自
覚
す
れ
ば
、
そ
こ
に
自
由
の

道
が
開
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
空
」
は
決
し
て
虚
無
主
義
的
な
概
念
で
は
な
い
。
龍
樹
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
空
は
存
在
の
無
根
拠
の
根

拠
で
あ
る
。
「
全
て
空
の
お
か
け
で
確
立
さ
れ
る
。
空
が
な
け
れ
ば
、
何
も
確
立
さ
れ
な
い
」
（
的
）
。
我
々
は
仏
教
哲
学
を
背
景
に
置
く
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
西
谷
が
「
虚
無
の
場
が
開
か
れ
る
と
は
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
虚
無
か
ら
参
與
し
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
然
も
こ
の

虚
無
の
参
與
は
何
時
も
現
在
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
（
る
）
」
《
麺
）
と
述
べ
た
最
終
の
段
階
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
真
の
時

間
性
は
、
空
（
絶
対
的
虚
無
）
へ
と
導
か
れ
る
瞬
間
に
お
い
て
の
み
完
全
に
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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座
禅
を
組
む
西
谷
は
、
表
象
的
思
惟
で
は
辿
り
着
き
に
く
い
時
間
の
自
覚
的
体
験
（
ｇ
信
言
ｇ
８
⑥
苔
ｇ
ｇ
ｇ
）
に
関
す
る
最
も
具
体
的

な
証
拠
を
禅
の
文
献
に
見
い
だ
す
。
道
元
の
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
有
名
な
体
験
を
引
用
し
た
西
谷
は
、
三
昧
（
切
目
〕
匿
邑
存
在
は
真
の

時
間
と
し
て
の
実
存
（
野
冒
９
Ｎ
）
、
ま
た
は
、
「
真
実
な
る
「
時
」
の
時
熟
と
し
て
の
実
存
」
（
副
）
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
す
。
す
な
わ
ち
、

真
の
時
間
は
真
の
実
存
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
真
の
存
在
‐
時
間
（
「
有
時
」
）
は
、
道
元
の
「
三
年
逢
一
閏
難
向
五
更
啼
」
（
狸
）

と
い
う
詩
で
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
．

西
谷
は
代
表
作
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
彼
の
哲
学
的
な
関
心
が
ど
こ
に
存
在
す
る
か
を
最
終
二
章
、
す
な
わ
ち
「
空
と
時
」
「
空

と
歴
史
」
の
な
か
で
示
し
て
い
る
。
彼
の
意
図
が
無
の
仏
教
的
立
場
か
ら
現
代
の
危
機
に
対
時
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

「
現
代
の
超
克
」
と
い
う
の
は
新
し
く
自
覚
さ
れ
た
使
命
で
は
な
く
、
戦
争
中
か
ら
戦
後
ま
で
変
わ
る
こ
と
な
く
西
谷
の
中
に
存
在
し
続
け

た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
谷
が
信
じ
た
よ
う
に
、
も
し
仏
教
伝
統
が
現
代
の
代
案
と
し
て
展
開
す
る
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
間
と
歴
史
を

め
ぐ
る
思
索
を
さ
ら
に
深
く
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

仏
教
の
歴
史
的
意
識
と
は
何
か
。
あ
る
い
は
、
仏
教
の
概
念
に
お
け
る
歴
史
性
と
は
何
か
。
さ
ら
に
、
実
存
論
的
・
現
象
学
的
分
析
に
お

い
て
、
西
谷
は
ま
た
こ
れ
ら
の
問
い
を
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
問
い
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
の
歴

史
性
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
略
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
、
歴
史
的
意
識
の
発
展
の
分
析
に

お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。
以
下
で
は
、
西
谷
の
記
述
に
綿
密
に
沿
う
か
た
ち
で
、
歴
史
的
意
識
の
発
展
を
キ
リ
ス
ト
教
、
啓
蒙
主
義
、
ニ
ー

西
谷
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治
Ｉ
空
と
歴
史
的
意
餓
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
〔
林
〕

三
近
代
歴
史
的
意
識
の
批
判

三

九



（
１
）
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
歴
史
的
意
識

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
歴
史
は
一
回
的
な
プ
ロ
セ
ス
（
目
８
‘
ｇ
早
き
『
‐
皇
宮
◎
８
ｍ
ｍ
）
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
創
世
、

人
間
の
神
に
対
す
る
反
逆
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
、
そ
し
て
最
後
の
審
判
と
神
と
の
和
解
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
谷
が
見
た

よ
う
に
、
個
の
意
識
は
人
間
が
は
じ
め
て
神
の
意
志
に
逆
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
自
由
の
意
繊
と
し
て
現
わ
れ
た
人
間
の
自
己
意

識
は
最
初
か
ら
罪
の
意
識
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
の
自
己
意
識
は
、
罪
の
意
識
・
自
由
の
意
識
・
一
回
的
な
時
間
本
質
の

意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
こ
の
歴
史
的
意
識
は
、
自
己
中
心
性
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

自
己
中
心
性
（
罪
と
共
に
確
認
さ
れ
る
自
己
中
心
性
）
を
除
く
努
力
が
、
歴
史
の
中
の
永
遠
な
る
テ
ー
マ
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
歴
史
は
戯

悔
と
救
済
の
歴
史
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
意
識
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
歴
史
の
中
に
お
け
る
終
末
論
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
神
の

摂
理
の
下
で
、
一
回
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
歴
史
は
最
終
的
に
終
末
（
ｇ
ｎ
首
ご
毬
）
に
至
る
。
近
代
に
お
い
て
は
、
終
末
論
と
い
う
考
え

は
文
字
通
り
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
進
歩
を
可
能
と
す
る
目
的
が
想
定
さ
れ
る
と
い

う
目
的
論
の
形
式
に
お
い
て
現
れ
る
。
こ
こ
で
西
谷
は
、
終
末
論
と
進
歩
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
と
近
代
世
俗

主
義
と
の
連
続
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
（
画
）
。

チ
ェ
、
さ
ら
に
仏
教
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
西
谷
の
歴
史
の
捉
え
方
が
弁
証
法
的
に
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
極
限
に
到

達
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
仏
教
の
解
釈
学
に
し
ば
し
ば
見
い
だ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
教

相
判
釈
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
西
谷
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
ろ
う
。
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（
２
）
啓
蒙
主
義
に
お
け
る
歴
史
的
意
識

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
支
配
的
で
あ
っ
た
歴
史
の
終
末
と
い
う
考
え
は
、
進
歩
と
い
う
考
え

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
際
、
進
歩
と
い
う
考
え
は
人
間
の
理
性
に
お
け
る
信
仰
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間

の
理
性
に
お
け
る
信
仰
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
人
間
が
神
の
意
志
に
反
逆
す
る
こ
と
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
世
俗
主
義
の
歴
史

的
意
識
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
互
い
に
対
立
す
る
も
の
に
見
え
る
が
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、
両
者
と
も
発
想
に
お
い
て
は
共
通
の
構
造
を
持
つ
。

キ
リ
ス
ト
教
が
終
末
論
と
神
中
心
主
義
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
現
代
の
世
俗
主
義
は
進
歩
と
人
間
中
心
主
義
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
両
者
は
、
同
じ
構
造
に
お
け
る
正
反
対
の
対
立
に
よ
っ
て
互
い
に
支
え
合
っ
て
い
る
。
両
者
は
歴
史
を

意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
意
味
は
神
の
意
志
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
近
代
人
に
と
っ
て
は
、

歴
史
の
意
味
は
人
間
の
理
性
と
進
歩
に
由
来
す
る
。
歴
史
の
有
意
味
性
と
い
う
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
虚
無
主
義
の
象
徴
と
し

て
「
神
は
死
ん
だ
」
を
宣
告
す
る
ま
で
近
代
西
洋
文
化
の
核
心
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

西
谷
に
よ
れ
ば
、
限
り
な
く
前
後
に
伸
び
る
と
い
う
近
代
の
時
間
の
概
念
は
「
視
覚
的
錯
覚
」
（
◎
冨
邑
三
局
ざ
目
）
に
陥
る
こ
と
が
避
け

ら
れ
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
と
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
は
時
間
と
歴
史
の
始
源
や
本
質
は

終
末
あ
る
い
は
イ
デ
ア
に
置
か
れ
る
。
両
者
と
も
、
現
在
の
根
源
的
経
験
を
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お
い
て
「
無
限
的
開
放
性
」
あ
る
い
は

「
絶
対
無
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
時
間
の
真
の
時
間
性
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
過
去
」
（
震
冨
巽
・
●
）
に
お
け

る
「
原
因
」
（
震
８
巨
切
④
霞
）
を
考
察
す
る
近
代
歴
史
科
学
も
、
同
じ
視
覚
的
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
仏
教
が

指
摘
し
た
よ
う
に
人
間
理
性
は
「
自
律
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
存
在
の
衝
動
」
に
具
体
的
な
形
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
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西
谷
の
近
代
批
判
は
、
自
律
性
と
「
目
的
自
体
と
し
て
の
自
己
」
に
限
定
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
人
間
主
体
の
概
念
に
対
す
る
批
判
に
も
見
ら

れ
る
。
西
谷
の
問
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
自
主
的
と
い
う
こ
と
が
主
体
の
本
質
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
か
か
る
本
質
自

身
は
果
し
て
主
体
の
立
場
だ
け
に
属
し
、
主
体
に
全
く
内
在
的
な
の
で
あ
る
か
」
（
塑
で
西
谷
の
基
本
的
立
場
は
空
の
立
場
で
あ
り
、
西
谷
は

「
自
己
が
空
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
空
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
「
も
の
」
が
空
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
空
が
「
も
の
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」
（
”
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
空
の
立
場
に
お
い
て
の
み
、
カ
ン
ト
的
主
体
の
独
我
論
を
克
服
す
る
こ

と
が
で
き
、
そ
し
て
他
者
を
存
在
論
的
・
宗
教
的
な
意
味
に
お
け
る
「
共
存
在
」
（
罵
言
叩
葛
号
）
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

、
、

し
か
し
、
西
谷
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
そ
の
極
に
ま
で
押
し
進
め
、
「
自
己
が
人
格
と
し
て
自
己
目
的
で
あ
る
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
自
己

、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
手
段
で
あ
る
と
い
ふ
立
場
へ
の
、
全
き
転
換
」
（
犯
）
（
傍
点
筆
者
）
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
西
谷
は
、
徹
底
的
な
自

己
否
定
を
繰
り
返
し
強
調
し
、
「
却
っ
て
、
自
己
の
人
格
、
自
己
の
理
性
や
意
志
を
も
含
め
て
、
全
体
的
な
自
己
自
体
の
そ
の
ま
ま
が
、
他

の
も
の
の
為
め
の
一
つ
の
「
事
物
」
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
”
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
。
自
己
を
目
的
で
は

な
く
、
手
段
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
宗
教
的
な
ア
ガ
ペ
ー
（
品
§
価
）
や
慈
悲
を
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
、

わ
れ
わ
れ
は
西
谷
の
近
代
批
判
に
お
け
る
危
険
性
を
見
出
す
。
も
し
あ
る
人
が
他
者
の
た
め
に
手
段
や
物
と
し
て
自
分
を
犠
牲
に
し
よ
う
と

、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
℃
、

す
れ
ば
、
そ
の
選
択
に
基
づ
く
価
値
は
、
ま
だ
自
律
的
存
在
者
と
し
て
の
主
体
に
属
し
て
い
る
。
逆
に
、
も
し
そ
の
人
が
他
者
を
手
段
や
物

の
一
つ
の
分
野
と
し
て
の
麻

な
い
で
い
る
の
で
あ
る
命
）
。

谷
が
そ
こ
ま
で
深
く
近
代
科
学
の
基
礎
を
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
近
代
の
歴
史
的
意
識
の
錯
覚
は
、
主
と
し
て
仏
教
的
意
味
で
の

「
自
己
意
志
」
「
意
志
へ
の
意
志
」
「
自
己
執
着
」
と
し
て
の
人
間
的
理
性
に
そ
の
基
礎
を
有
し
て
い
る
（
狐
）
。
画
明
確
に
言
え
ば
、
「
人
間
科
学
」

の
一
つ
の
分
野
と
し
て
の
歴
史
科
学
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
示
し
た
人
間
中
心
主
義
や
主
観
主
義
の
限
界
を
ま
だ
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
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（
３
）
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
歴
史
的
意
識

西
谷
の
生
涯
の
哲
学
的
探
求
に
お
い
て
最
も
印
象
的
な
貢
献
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
徹
底
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
仏
教
の
空
の
哲
学
を
活
用

し
、
近
代
性
の
危
機
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
架
け
橋
と
し
て
素
晴
ら
し
い
流
用
を
行
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
西
谷
に
と
っ
て
、
仏
教
哲

学
の
空
と
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
理
解
す
る
た
め
に
最
も
良
い
方
法
は
、
両
者
を
互
い
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
西
谷

に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
鋭
い
把
握
が
な
け
れ
ば
、
西
谷
哲
学
は
我
々
に
深
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

西
谷
は
ニ
ー
チ
ェ
の
虚
無
主
義
を
次
の
よ
う
に
簡
単
に
定
義
し
て
い
る
。
「
回
帰
的
な
時
の
う
ち
に
は
求
む
く
き
「
も
と
」
は
何
も
な
い
。

ま
た
、
す
べ
て
が
全
く
同
じ
姿
で
限
り
な
く
繰
り
返
っ
て
く
る
と
こ
ろ
、
す
べ
て
が
無
意
味
化
さ
れ
虚
無
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
如
何
な

る
種
類
に
せ
よ
根
源
的
な
る
も
の
を
求
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
意
味
を
失
ふ
の
で
あ
る
」
（
”
）
。
・
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
見
れ
ば
、
キ
リ
ス

ト
教
の
時
代
に
お
い
て
は
神
に
、
ま
た
近
代
に
お
い
て
は
人
間
主
体
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
を
歴
史
は
失
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

ニ
ー
チ
ェ
は
、
歴
史
を
含
め
、
一
切
の
存
在
者
の
意
味
の
根
拠
と
見
な
さ
れ
た
形
而
上
学
の
全
て
の
形
態
を
解
体
し
た
。
歴
史
は
無
意
味
と

な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
形
而
上
学
の
真
理
は
今
や
「
比
喰
・
換
輸
・
擬
人
観
の
遊
撃
部
隊
」
（
別
）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
言
わ
れ
う

る
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
今
や
、
終
末
論
の
証
明
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
進
歩
の
場
で
も
な
く
、
力
へ
の
意
志
に
よ
る
同

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
人
格
は
も
は
や
目
的
自
身
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
仏
教
の
空
の
立
場
か
ら
見
る
と
、

全
て
の
人
間
は
、
自
己
と
他
者
を
含
み
、
自
性
が
空
で
あ
る
。
す
る
と
、
全
て
の
人
間
や
も
の
は
、
一
度
も
自
分
が
結
末
と
見
ら
れ
て
な
い
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
は
方
便
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
対
す
る
西
谷
の
批
判
の
危
険
な
効
果
を
軽
率
に
受
け
入
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
西
谷
の
戦
時
中
の
政
治
的
参
与
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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（
４
）
空
の
仏
教
的
立
場
に
お
け
る
歴
史
的
意
織

ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
禅
仏
教
と
親
近
性
を
も
つ
が
、
西
谷
は
依
然
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
に
従
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
を
「
最
後
の
形

而
上
学
者
」
と
み
な
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
力
へ
の
意
志
」
を
「
本
質
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
永
劫
回
帰
」
を
「
存
在
」
と

い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
谷
の
教
相
判
釈
に
よ
れ
ば
、

意
志
を
ま
だ
存
在
者
の
本
質
と
し
て
見
な
す
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
立
場
は
、
形
而
上
学
の
解
体
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
徹

底
的
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
羽
）
。
さ
ら
に
、
空
の
仏
教
的
立
場
と
は
違
い
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
意
志
」
の
立
場
は
、
依
然
と
し
て
他
者
へ
の
慈

悲
が
欠
如
す
る
自
己
中
心
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
へ
の
意
志
」
を
菩
薩
の
慈
悲
で
補
い
、
空
の

立
場
に
取
り
替
え
る
必
要
が
あ
る
と
西
谷
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
型
》
。

西
谷
は
「
空
の
立
場
は
、
無
我
と
か
身
心
脱
落
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
セ
ル
フ
・
セ
ン
タ
ー
ド
ネ
ス
か
ら
の
徹
底
的
な
脱
却
の
立
場

で
あ
る
」
（
”
）
と
述
べ
て
い
る
。
西
谷
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
西
洋
の
時
間
と
歴
史
の
概
念
は
、
と
り
わ
け
近
代
世
俗
主
義
に
お
け
る
人
間
の
理

性
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
の
意
志
、
ニ
ー
チ
ェ
の
無
神
論
に
お
け
る
力
へ
の
意
志
に
現
れ
る
自
己
中
心
性
と
い
う
形
而
上
学
的
概
念
に
基

じ
も
の
の
永
劫
回
帰
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
永
劫
回
帰
は
、
「
全
く
純
粋
で
透
明
な
生
成
」
と
し
て
現
れ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
現
在
と
い
う
瞬
間
に
お
い
て
力
へ
の
意
志
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。
永
劫
回
帰
を
虚
無
と
純
粋
生
成
と
し
て
経
験
す
る
の

は
、
現
在
と
い
う
場
所
（
根
底
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
力
へ
の
意
志
が
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
死
か
ら
大
生
へ
の
根
源
的
転

換
が
可
能
と
な
る
の
も
、
こ
の
現
在
と
い
う
場
所
（
根
底
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
力
へ
の
意
志
は
永
劫
回
帰
を
純
粋
で
無
垢
な
遊
び
と
し
て

示
す
。
歴
史
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
並
で

日
本
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学
史
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礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
時
間
の
真
の
時
間
性
と
歴
史
の
真
の
歴
史
性
を
顕
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
意
志
の
自
己
中
心
性
を
完
全
に
否
定
し
、
空

の
立
場
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
西
谷
は
論
じ
る
。
こ
の
立
場
の
移
行
に
よ
っ
て
の
み
、
意
志
の
行
為
で
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
業
を
取

り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
西
谷
は
、
「
空
の
立
場
に
お
い
て
却
っ
て
歴
史
性
と
い
う
こ
と
が
徹
底
し
て
成
り
立
ち
得
る
」
（
妬
）
と
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
性
の
真
の
意
義
は
、
空
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
生
活
世
界
の
日
常
経
験
に
お
い
て
の
み
完
全
に
実
現
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
覚
的
体
験
は
禅
の
詩
の
中
で
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
（
詞
）
。

西
谷
は
回
互
的
相
入
と
い
う
表
現
で
歴
史
と
空
と
の
弁
証
法
的
・
逆
説
的
な
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。
「
有
為
」
と
し
て
の
現
存
在
の
歴

、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、

史
的
時
間
は
、
「
無
為
」
と
し
て
の
超
歴
史
的
時
間
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
超
歴
史
的
空
は
歴
史
的
時
間
に
お
い
て
実
現
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
菩
薩
の
道
の
基
本
的
精
神
で
あ
り
、
「
空
の
場
に
透
っ
た
歴
史
的
な
「
時
」
の
一
々
が
限
り
な
く
厳
粛

な
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
（
犯
）
。
こ
れ
は
西
谷
が
辿
り
着
い
た
最
後
の
結
論
で
あ
る
。

、
、
、

終
戦
後
十
年
を
経
て
西
谷
が
到
達
し
た
こ
の
よ
う
な
結
論
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
彼
の
戦
争
に
対
す
る
歴
史
的
支
持
の
哲
学
的
な
理
由
を

再
検
討
す
る
こ
と
に
敏
感
に
な
り
す
ぎ
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
個
人
的
に
い
え
ば
、
西
谷
の
戦
争
支
持
は
、
彼
の
道
徳
的
誠
実

に
関
係
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
あ
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
は
、
誰
も
が
同
じ
政
治
的
感
情
を
も
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
）
。
問
題
は
次
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
る
。
「
無
為
」

、
、
℃

と
し
て
の
空
の
超
歴
史
的
立
場
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
と
さ
れ
る
西
谷
の
歴
史
的
「
有
為
」
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
識
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
〔
林
〕

お
わ
り
に
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は
倫
理
的
な
問
題
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
倫
理
学
と
形
而
上
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
西
谷
に
と
っ
て
、

空
の
超
歴
史
的
立
場
に
お
い
て
、
善
と
悪
、
「
当
為
」
（
。
届
言
）
と
「
存
在
」
房
）
と
い
う
区
別
は
な
い
。
当
為
は
存
在
の
「
向
他
性
」
に

す
ぎ
な
い
（
”
着
こ
の
考
察
は
、
空
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
完
全
に
正
確
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
空
の
智
慧
、
つ
ま
り
当
為
と
存

在
の
無
差
別
を
、
無
知
と
欲
望
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
た
生
死
と
い
う
歴
史
的
な
領
域
に
応
用
す
れ
ば
、
範
畷
的
錯
誤
を
犯
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

「
歴
史
的
」
と
「
超
歴
史
的
」
、
「
倫
理
学
的
」
と
「
超
倫
理
学
的
」
、
「
世
俗
」
と
「
勝
義
」
に
つ
い
て
の
明
噺
で
妥
協
の
な
い
区
別
は
、
自

覚
し
て
い
な
い
凡
人
に
と
っ
て
は
固
く
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
・
歴
史
的
世
界
に
い
る
凡
人
に
と
っ
て
、
倫
理
学
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

確
か
に
「
歴
史
的
」
と
「
超
歴
史
的
」
、
「
倫
理
学
的
」
と
「
超
倫
理
学
的
」
と
の
対
立
は
即
非
の
論
理
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
に
統
一
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
統
一
は
自
覚
し
た
人
だ
け
に
意
味
が
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
が
自
覚
し
た
も
の
で
な
い
限
り
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
倫
理

学
は
真
剣
に
取
り
組
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
の
歴
史
意
識
が
「
縁
起
」
と
し
て
の
空
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
西
谷
の
解
釈
は
き
わ
め
て
深
い
洞
察
に
満

ち
て
い
る
。
こ
の
洞
察
を
通
し
て
、
現
代
の
歴
史
意
識
の
中
に
含
ま
れ
る
自
己
中
心
的
主
体
性
の
幻
覚
が
は
っ
き
り
見
出
さ
れ
、
変
容
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
人
間
存
在
は
「
山
花
開
似
錦
澗
水
湛
如
藍
」
と
い
う
生
活
世
界
の
日
常
に
戻
る
。
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注（
１
）
源
了
回
書
弓
言
ご
ョ
ｇ
望
巨
ョ
呂
薑
○
ぐ
①
『
８
昌
畠
冨
呂
⑥
目
ご
雲
、

堀
尾
孟
身
言
○
零
愚
さ
、
。
劃
口
箭
呂
閉
ご
易
．
『
胃
一
『
国
ｇ
眉
『
目
且

画
且
言
⑥
○
臣
④
昌
目
昌
冨
ｇ
昌
晶
薑
、
森
哲
郎
書
ｚ
厨
言
冨
昌
穴
⑥
管

”
且
畳
⑱
。
巨
①
豊
◎
弓
ｇ
ｚ
島
。
昌
房
ョ
雪
を
参
照
。
以
上
の
諸
瞼
文

は
、
』
．
ハ
イ
ジ
ッ
ク
と
』
．
マ
ラ
ル
ド
編
胃
箕
島
』
毛
画
奇
ミ
畠
踊
隠
戴
．

尋
翁
辱
ミ
。
浮
き
具
、
障
募
心
Ｃ
冨
嗣
島
。
ご
ミ
ミ
ミ
ご
雪
国
言
邑

（
エ
ｇ
ｏ
旨
胃
ご
己
ぐ
④
厨
ご
ｇ
■
豊
富
藍
卑
⑥
關
．
己
豊
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
高
坂
正
顕
・
西
谷
啓
治
・
高
山
岩
男
・
鈴
木
成
高
「
序
」
『
世
界

史
的
立
場
と
日
本
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
三
年
）
、
六
頁
。
ハ
イ

ジ
ッ
ク
氏
の
未
発
表
の
英
訳
を
参
考
し
た
。

（
３
）
大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
海
軍
』
（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
○
○
一

年
）
。
同
書
に
お
い
て
、
大
島
メ
モ
が
初
め
て
発
行
さ
れ
た
。
こ
の

新
資
料
を
め
ぐ
っ
て
、
ロ
里
匡
言
罠
目
勗
．
ｂ
§
琶
島
畠
昏
冒
爵

、
§
言
。
｝
寄
罵
里
ｍ
ａ
ｓ
ｓ
罵
言
具
、
雪
き
ぬ
§
蔚
昌
昌
旦
、
。
望
‐

》
悪
罵
、
◎
悪
⑲
、
Ｐ
Ｃ
且
◎
貝
海
◎
昌
①
烏
⑦
○
胃
Ｎ
Ｃ
国
．
ｇ
宝
）
を
参
照
。

ウ
イ
リ
ア
ム
ス
氏
の
簡
単
化
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
ス
タ
イ
ル

に
は
失
望
し
た
が
、
少
な
く
と
も
彼
の
次
の
コ
メ
ン
ト
に
は
賛
成

す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
宗
教
哲
学
と
し
て
の
京
都
学
派
に
関
す
る
複

雑
な
理
解
を
、
政
治
・
歴
史
・
社
会
に
お
け
る
京
都
学
派
の
貢
献

に
つ
い
て
批
判
的
か
つ
建
設
的
な
考
察
に
よ
っ
て
補
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
（
八
○
頁
）

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
識
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
〔
林
〕

（
４
）
西
谷
啓
治
「
〈
近
代
の
超
克
〉
私
輪
」
『
近
代
の
超
克
』
（
富
山
房
、

一
九
七
九
年
）
、
十
八
～
三
七
頁
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
こ
の
瞼
文
は
何
ら
か
の
理
由
で
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
に

収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
旨
日
ｇ
題
凰
烏
．
、
ミ
◎
匂
§
意
昌
旦

乏
ミ
ミ
薯
曾
雨
鬮
（
昏
目
旨
胃
ご
凰
蔚
扇
ご
島
皆
毛
昌
一
弓
思
麗
．
９
ｓ
）
．

己
砲
呂
を
参
照
。

（
５
）
西
谷
の
近
代
性
の
概
念
は
、
］
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
近
代
性
の
概

念
を
予
言
し
て
い
た
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
言
．
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
分
析
に
従
い
、
「
文
化
的
近
代
性
を
、
宗

教
と
形
而
上
学
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
実
体
的
理
性
、
三
つ
の
自

律
的
な
領
域
へ
の
分
離
と
し
て
特
徴
づ
け
た
。
」
こ
の
三
つ
の
領
域

と
は
、
伝
統
的
宗
教
と
形
而
上
学
の
統
一
し
た
世
界
観
の
没
落
に

よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
科
学
・
道
徳
・
芸
術
で
あ
る
。
旨
侭
ｇ

霞
号
曾
ョ
鼠
ゞ
雲
冨
且
曾
昌
ご
蔚
勗
扇
ぎ
異
ョ
。
烏
昌
ご
●
ご
呑
茎

。
⑲
、
ミ
ロ
封
Ｑ
ミ
曾
鞄
圏
（
ら
圏
）
ゐ
め
を
参
照
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

言
及
し
て
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
三
つ
の
部
門
の
分
離
が

す
で
に
カ
ン
ト
の
三
つ
の
『
批
判
』
に
示
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て

い
る
。

（
６
）
後
に
「
宗
教
と
は
何
か
」
に
お
い
て
、
西
谷
は
し
ば
し
ば
デ
カ

ル
ト
の
二
元
鶴
を
「
自
然
界
の
事
物
は
、
自
我
と
の
生
け
る
内
面

的
聯
關
を
も
た
な
い
も
の
、
生
命
の
な
い
、
冷
た
い
死
の
世
界
と

し
て
現
れ
て
来
た
』
（
弓
．
旨
、
『
宗
教
と
は
何
か
』
十
五
頁
）
と
し

て
批
判
し
た
。

四
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（
７
）
座
談
会
で
は
、
「
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
（
ミ
。
目
言
。
言
野
愈
魯
愈
）

と
い
う
表
現
は
、
特
に
高
山
岩
男
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

た
。
こ
の
表
現
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
性
の
病
の
薬
と
さ
れ
た
。

高
山
は
こ
れ
が
馬
。
ｇ
宣
く
◎
二
両
目
篇
（
ご
厨
，
屋
震
）
の
概
念
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』
、
一
○
一
～
一

○
二
頁
、
堀
尾
孟
喜
弓
⑥
（
澤
、
ぎ
ぎ
、
§
貝
吻
呂
圏
◎
易
．
弓
胃
一
『
画
画
異

四
目
目
ｇ
・
冨
呂
昌
晶
．
雪
で
也
晨
を
参
照
。

（
８
）
《
大
乗
起
信
鵠
青
「
依
一
心
法
有
二
種
門
。
云
何
為
二
？
一
者

‐
心
真
如
門
、
二
者
心
生
滅
閲
是
二
種
門
、
皆
各
總
攝
一
切
法
。

此
義
云
何
？
以
是
二
門
不
相
離
故
」
。

（
９
）
濁
亀
宮
。
冨
画
員
冨
尋
言
曾
⑮
胃
も
』
畠
も
．
ご
｝
．
『
宗
教
と
は

何
か
』
一
八
九
、
一
九
二
頁
。

（
叩
）
三
四
量
目
顕
⑥
冨
偶
需
昇
シ
奇
⑮
胃
匂
。
言
。
、
ミ
ミ
蔦
、
『
一
三
尋
ミ
匂
員
言
画
易
．

印
画
邑
穴
シ
、
。
ｇ
宮
岡
凰
命
画
回
卑
色
ヨ
凰
唖
。
Ｑ
函
画
ｓ
⑥
『
秤
戸
◎
三
ｓ
』
巴
、

宅
画
コ
ブ
ミ
輿
雪
ｚ
善
罠
い
日
陽
ロ
④
５
国
量
ヨ
⑥
巳
ウ
望
芸
⑰
嚢
騎
ｓ
Ｑ
ｏ
『
国
③
旨
哩
｝

を
参
照
。

（
皿
）
函
、
言
函
画
劃
旦
ご
ミ
ｎ
．
弓
．
い
？
今
。
．

（
ｕ
）
こ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
現
象
学
者
に
よ
っ
て
提
起
さ

れ
た
。
ロ
．
カ
ー
ｅ
豊
冨
○
冑
『
）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
つ

ま
り
、
「
歴
史
と
は
何
で
あ
る
の
か
」
（
乏
冨
《
雷
三
ｍ
ｓ
ご
↓
）
や
「
わ

れ
わ
れ
は
歴
史
を
如
何
に
し
て
知
る
の
か
」
言
。
君
号
亀
①
言
◎
茎

言
巽
。
Ｑ
己
と
い
う
問
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
歴
史
的
と
は
何
か
」

「
歴
史
的
に
存
在
す
る
と
は
何
か
」
（
雲
冨
菖
昌
二
房
④
ｇ
受
冒

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

言
い
８
『
ざ
昌
芝
）
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ロ
．
○
胃
『
・
雲
顕
厨
ｓ
『
言
皇

国
胃
号
回
８
．
雪
巽
◎
号
里
留
旨
哩
（
未
発
表
講
演
、
二
○
○
五
年

十
一
月
七
日
、
香
港
中
文
大
学
哲
学
系
）
を
参
照
。
私
は
、
私
の

香
港
中
文
大
学
訪
問
と
カ
ー
教
授
の
そ
れ
が
重
な
っ
た
こ
と
を
う

れ
し
く
思
っ
て
い
る
。
カ
ー
教
授
の
現
象
学
と
歴
史
に
つ
い
て
の

露
演
か
ら
私
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。

（
Ｂ
）
富
画
風
言
霞
⑰
宣
攪
照
『
管
函
⑮
言
晦
ｎ
劃
旦
蜀
ミ
⑮
農
圖
昌
一
画
一
⑥
Ｑ
ウ
〕
旨
画
己

望
曽
弓
呂
警
も
．
弓
を
参
照
。

、
）
詞
亀
狩
ざ
封
ロ
ミ
ン
ミ
ミ
員
鳥
目
も
．
一
コ
、
『
宗
教
と
は
何
か
』

一
九
二
～
一
九
三
頁
。

話
）
詞
亀
喧
昌
口
封
輿
乏
ミ
ミ
員
蔚
冒
．
で
、
圏
員
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
四
二
頁
。

弼
）
鳶
一
宮
◎
コ
ロ
葛
昌
舌
一
言
員
罵
冨
．
、
．
い
昌
、
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
四
二
頁
。

（
〃
）
こ
の
段
落
は
西
谷
の
言
葉
で
全
文
引
用
す
べ
き
で
あ
る
。
「
か
か

る
無
限
衝
動
と
い
ふ
く
き
も
の
は
、
古
来
、
「
食
愛
」
と
か
「
欲
愛
」

と
か
と
し
て
捉
へ
ら
れ
た
。
（
西
洋
に
お
け
る
呂
冒
島
言
い
と

８
号
呂
胃
呂
冒
の
観
念
が
そ
れ
に
對
應
す
る
と
い
へ
よ
う
）
。
そ

し
て
生
の
本
質
と
し
て
の
（
或
は
我
々
の
「
世
界
‐
内
‐
存
在
」
そ

の
も
の
と
し
て
の
）
か
か
る
無
限
衝
動
に
駆
ら
れ
て
絶
え
ず
新
た

に
何
か
を
成
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
、
そ
の
我
々
の
あ
り
方
の

う
ち
に
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
因
果
的
」
な
聯
関
を
も
含
め
て
、
「
業
」

と
い
は
れ
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
た
。
業
と
い
ふ
観
念
の
う
ち
に
は
、

四
八



「
有
」
と
「
時
」
が
我
々
に
よ
っ
て
無
限
な
重
荷
で
あ
る
と
い
ふ
存

在
自
畳
、
ま
た
同
時
に
「
時
」
の
本
質
の
自
覺
が
表
れ
て
ゐ
る
。
」

瀞
蒔
ざ
電
負
員
爵
き
き
習
愈
畠
も
庖
昌
、
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
四
二
～
二
四
三
頁
。

耐
）
瀞
蒔
《
§
画
員
｝
舌
ミ
員
鳥
冒
も
画
喧
．
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
五
一
～
二
五
二
頁
。

（
⑲
）
龍
樹
『
中
輪
』
×
旨
く
・
這
岬
「
以
有
空
義
故
、
一
切
法
得
成
。
」

動
）
瀞
蒔
き
劃
ロ
再
興
ｚ
ミ
ミ
員
蔦
曽
も
＆
賭
．
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
五
二
頁
。

副
）
詞
里
曾
§
Ｑ
討
昼
ミ
ミ
ミ
員
罵
冒
．
口
』
９
．
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
一
一
頁
。

（
型
）
「
三
年
た
っ
て
閏
年
に
逢
ふ
と
か
難
を
夜
明
け
に
聞
く
と
か
」
。

瀞
蒔
き
討
画
員
宝
ミ
ミ
員
蔚
冨
も
．
己
］
、
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
一
六
～
二
一
七
頁
を
参
照
。
ま
た
、
西
谷
は
道
元
の
詩
で
描
か

れ
た
禅
の
自
覚
的
体
験
を
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
生
成
の
無
垢
」

（
ｓ
冒
言
迂
号
匂
罵
、
号
冒
）
に
お
け
る
「
遊
び
」
と
親
近
性
が
あ

る
と
解
釈
し
て
い
る
。
静
房
ご
訂
口
コ
ミ
呑
尋
言
習
⑮
畠
も
心
嵐
、
『
宗

教
と
は
何
か
』
二
三
六
頁
を
参
照
。

翁
）
沁
亀
曾
昌
§
亀
シ
ミ
ミ
畠
蔚
目
．
弓
．
ｇ
や
昌
。
、
『
宗
教
と
は
何

か
』
二
二
九
～
二
三
一
頁
。

動
）
罰
亀
曾
。
劃
ロ
ョ
旦
乏
ｇ
雪
畠
蔦
麗
．
弓
．
層
や
い
ｇ
、
『
宗
教
と
は
何

か
』
二
四
八
～
二
五
○
頁
。

（
お
）
近
代
の
世
俗
主
義
を
批
判
す
る
西
谷
は
、
人
間
の
自
立
的
理
性

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
餓
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
〔
林
〕

の
妄
想
の
核
心
に
ま
で
洞
察
し
た
。
「
人
間
理
性
の
自
立
性
と
い
ふ

こ
と
の
根
底
に
、
存
在
そ
れ
自
身
の
自
主
化
の
衝
動
と
も
い
ふ
べ

き
も
の
が
潜
み
、
更
に
そ
の
衝
動
の
最
も
深
い
根
底
に
は
「
自
我

意
志
」
（
患
扇
ぎ
三
）
、
乃
至
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
ふ
「
意
志
へ
の

意
志
」
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
働
い
て
ゐ
る
と
語
っ
た
。
」
涛
蒔
ご
迂

回
再
興
ミ
ミ
ミ
員
鳥
目
．
口
魁
喚
『
宗
教
と
は
何
か
』
二
五
八
頁
。

盆
）
滝
亀
曾
昌
ロ
ミ
ン
ミ
ミ
烏
蔚
畠
．
ロ
．
ご
輿
『
宗
教
と
は
何
か
』

三
○
一
頁
。

分
）
詞
亀
尉
ご
蜀
角
員
］
き
『
言
畠
馬
冒
》
で
』
葛
、
『
宗
教
と
は
何
か
』

一
五
六
頁
。

魂
）
海
里
菌
§
画
司
旦
シ
ミ
雪
員
鳥
目
ゞ
、
凶
喚
『
宗
教
と
は
何
か
』

三
○
三
頁
。

（
沙
）
同
上
。

前
）
滝
亀
曾
§
ロ
戴
昼
ミ
ミ
雪
畠
蔚
冒
も
．
旨
Ｑ
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
四
八
頁
。

（
鋤
）
卑
獄
骨
旨
壷
ｚ
篇
冨
：
胃
）
さ
○
ご
弓
冒
言
画
ロ
邑
匡
⑥
旨
昌
、
勇
国
‐

富
自
昌
ｍ
⑥
ヨ
間
．
『
｜
旨
国
琴
、
、
。
、
旨
・
奇
二
壼
興
圏
。
悪
い
⑥
昌
怠
邑
画
ヨ
ニ
言
釦
邑
碗

冒
呂
ご
乏
里
冒
昏
昌
昌
昌
三
曾
雪
ざ
『
丙
罵
畠
昌
ョ
胃
◎
雷
．

再
＠
割
Ｇ
）
》
で
。
一
Ｇ
．

（
狸
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
虚
無
主
義
を
歴
史
と
し
て
興

味
深
く
指
摘
し
た
。
三
上
リ
ズ
ム
は
歴
史
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の

意
味
で
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
形
而
上
学
的
立
場
と
そ
れ
に
関
わ
る

も
の
の
法
則
性
を
と
も
に
規
定
し
て
い
る
が
故
に
、
西
洋
の
歴
史

四
九



の
本
質
を
な
す
。
根
本
的
な
形
而
上
学
的
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
が

世
界
史
、
そ
し
て
と
く
に
西
洋
の
歴
史
と
し
て
知
っ
て
い
る
も
の

の
地
盤
で
あ
り
、
領
域
で
あ
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
歴
史
の
歴
史
性

を
規
定
し
て
い
る
。
」
冨
目
旨
雷
鳥
隠
農
ｚ
蔚
曾
・
言
《
尋
冒
昌
愈

、
零
ミ
ミ
営
冒
．
言
昌
里
罠
呂
ご
雨
忌
昊
少
．
。
ｇ
冒
凰
窃
目

卑
昌
凰
唖
８
皿
顕
胄
冒
『
騨
刃
ｏ
君
．
后
胃
）
も
．
笛
を
参
照
。

（
羽
）
「
超
歴
史
の
次
元
に
お
い
て
力
へ
の
意
志
と
い
ふ
如
き
「
有
る
も

の
」
が
考
へ
ら
え
れ
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
『
そ
れ
が
「
意
志
」
と
い

ふ
も
の
で
あ
る
限
り
、
即
ち
第
三
人
称
的
な
「
そ
れ
」
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
「
有
る
も
の
」
と

い
ふ
性
格
を
脱
し
な
い
。
」
蒋
房
ざ
コ
ロ
ミ
募
尋
言
曾
免
畠
も
心
辰
、

『
宗
教
と
は
何
か
』
二
三
七
頁
。

詞
）
罰
亀
狩
ざ
討
画
ミ
ミ
ミ
ミ
畠
蔚
目
も
い
ａ
．
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
九
二
頁
。

話
）
静
一
首
§
画
員
乏
ミ
ミ
局
蔦
冒
も
い
ぎ
．
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
七
五
頁
。

（
苑
）
為
亀
曾
§
画
ミ
ミ
ミ
ミ
畠
蔚
目
も
い
ご
、
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
三
八
頁
。

（
”
）
「
昨
展
掃
却
奮
年
煤
今
夜
錬
磨
新
歳
飴
帯
根
松
芙
葉
加
橘
還

著
新
衣
待
客
來
」
鳶
蒔
き
劃
ロ
ミ
ミ
◎
号
畠
蔚
冨
も
心
。
、
『
宗
教

と
は
何
か
』
二
三
七
頁
、
「
朝
朝
日
東
出
夜
夜
月
沈
西
雲
收
山
谷

露
雨
過
四
山
低
」
諄
蒔
旨
再
ロ
ミ
ミ
◎
蟇
言
習
い
畠
も
．
畠
輿
『
宗
教

と
は
何
か
』
二
○
九
頁
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

参
考
文
献

冒
ョ
冨
呂
．
ｇ
昌
綴
”
・
駕
幕
閼
爵
冒
喜
農
§
島
言
○
ミ
畠
旦

詰
室
息
。
『
肴
尉
ミ
自
号
”
○
画
”
ｐ
ｇ
Ｆ
ｏ
ヨ
Ｑ
ｏ
員
。
。
『
邑
堅
ロ
ヨ
ご
曾
里
ご
宅
思
圏
。

』
ｃ
Ｃ
ｍ
。

○
胃
『
画
ロ
”
ぐ
昼
．
雲
霞
蹟
ｓ
『
言
里
、
×
己
曾
局
弓
８
画
醒
厨
ｓ
『
旨
里
国
凰
二
四
一
℃
屋
二
‐

で
巨
匡
一
い
ゴ
①
。
言
⑥
言
『
①
寓
口
⑰
画
質
《
ヨ
①
具
◎
命
宅
言
さ
い
。
ご
毒
琴
目
言
①

○
三
回
畷
⑥
ご
弓
ご
曾
望
ご
◎
由
巽
◎
ヨ
、
穴
。
。
四
ｚ
ｏ
ぐ
斜
い
つ
○
凹

困
画
写
興
ヨ
９
画
』
巨
『
函
⑤
。
．
二
シ
《
◎
ユ
⑦
『
己
ど
く
ｇ
い
巨
吻
や
。
駕
ヨ
◎
ユ
曾
三
ご
●
雪
雪
国
宅

。
⑮
、
弓
ミ
ヨ
。
、
葦
ｓ
置
砲
四
画
含
℃
函
二
．

望
④
昼
④
鴎
⑥
『
・
冨
鍾
再
旨
．
国
璽
員
画
。
且
弓
馬
．
言
豐
・
・
三
ｍ
ｇ
目
『
『
篇
．
旨
冒

目
二
国
合
冒
己
”
◎
亘
鳥
目
．
ｚ
⑰
君
田
ｇ
丙
霞
餌
昌
曾
騨
”
ｇ
薯
．
５
３
．

顕
⑰
昼
⑥
、
照
『
・
冨
閏
一
言
．
国
⑮
言
、
ロ
劃
且
ゴ
ミ
⑮
、
言
画
ご
・
・
望
画
ヨ
ウ
画
巨
頭
戸
旨
画
ヨ
．

シ
弓
画
口
鷺
望
呉
④
口
昌
ぐ
①
『
里
這
○
局
ｚ
、
君
国
○
異
宅
『
ｇ
い
、
后
℃
。

顕
農
侭
．
旨
言
ｇ
葵
、
ミ
目
§
言
昌
ミ
ミ
ミ
ミ
畠
罵
冒
．
晋
言
。
巨
屑
ご
己

ぐ
曾
曾
ご
◎
碕
霞
画
毛
画
室
勺
思
鵲
画
牌
・
つ
房

●

困
里
唖
碩
旨
ョ
①
晩
葵
”
且
旨
冒
ｐ
冨
胄
巴
号
．
８
ｍ
・
・
記
賃
烏
警
亡
鼻
§
‐

ミ
習
肉
§
．
忌
嗣
ご
ｇ
ｏ
罵
言
具
．
騨
蟇
、
ｃ
鳥
昌
。
冨
具
之
昌
。
謎
‐

ミ
雷
量
．
出
◎
昌
昌
昌
貝
己
昌
ご
曾
望
ご
◎
由
函
曽
三
國
藍
勺
忌
閉
・
ｓ
Ｃ
会

（
犯
）
評
一
碕
ご
戴
画
員
乏
員
雪
畠
鳥
鬮
も
．
ｇ
貝
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
九
九
頁
。

節
）
記
亀
碕
旨
ヨ
ロ
ミ
乏
員
雪
畠
蔦
畠
も
心
邑
、
『
宗
教
と
は
何
か
』

二
八
○
頁
。

五
○



＊
本
稿
は
二
○
○
六
年
七
月
二
十
九
日
に
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日

本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
発
表
原
稿
で
あ
る
。

ｚ
蔚
肩
恩
壷
ｐ
卑
厨
号
旨
言
塞
○
国
曰
昌
晉
画
ヨ
ロ
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蔚
言
”
。
ｍ
罵
国
０
言
自
昌

め
呂
駕
蕾
毒
『
琴
、
、
９
冒
辱
詩
乏
討
尉
胃
意
．
８
．
画
邑
竺
胃
四
目
・
閥
豊
津
。
ｇ
員

君
昌
冨
『
．
ｚ
④
重
電
胃
涛
勺
①
。
、
昌
冒
国
。
◎
富
。
后
『
。

ｚ
厨
三
富
昌
画
病
①
誉
．
詞
亀
狩
ざ
再
ロ
ゴ
型
乏
○
尋
言
的
討
恥
胃
．
言
画
冒
旨
邑
く
”
回

国
畠
嗅
・
画
臼
冨
行
雷
ご
凰
蔚
目
ご
ｇ
ｏ
昌
昏
昌
旨
淳
綴
鈩
這
胃
．

言
三
目
扇
．
ロ
昌
冨
．
ｂ
聖
習
島
員
台
目
詞
味
、
画
。
葛
、
奄
封
尋
里
、
六
百
冒

吻
何
審
。
。
《
、
寄
薑
○
匂
。
、
寺
⑮
、
函
ロ
戴
軋
、
○
皇
０
ミ
》
黄
、
、
◎
薯
⑲
詞
Ｆ
○
．
二
．
貝

”
◎
員
扁
・
頤
③
。
巨
昌
。
厚
い
○
○
全

大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
海
軍
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
○
○
一
年
。

河
上
徹
太
郎
、
竹
内
好
ほ
か
『
近
代
の
超
克
』
富
山
房
、
一
九
七
九
年
。

西
谷
啓
治
、
高
坂
正
顕
、
高
山
岩
男
、
鈴
木
成
高
『
世
界
史
的
立
場

と
日
本
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
三
年
。

西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
、
一
九
六
一
年
。

西
谷
啓
治
ｌ
空
と
歴
史
的
意
餓
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
〔
林
〕

（
翻
訳
者
恥
林
永
強
、
張
政
遠
、
竹
花
洋
佑
）
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