
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　る
状
況
と
そ
の
関
係
に
対
し
て
、
本
格
的
な
議
論
の
場
を
提
供
し
た
と
評

　
　
　
宗
教
の

複
数
性を
め
ぐ
る
宗
教
論
の
諸
問
題
　
　
　
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
も
既
存
の
「
宗
教
」
概
念
の
問
題
点
を

　
　
　
　
　
ー
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
議
論
を
中
心
に
1
　
　
取
り
上
げ
、
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
放
棄
と
同
時
に
新
た
な
宗
教
理
解
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
必
要性
を
論
じ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
ピ
ッ
ク
は
「
宗
教
多
元
主

　　　　　　　　　　　　　　　　　方
　
俊
植
　
譲
葬
籔
鐙
鹸
馨
錺
薯
驚
掻
灘
礎
の

　
　
一

は
じ
め
に
　
　
　
　
　
ヒ
難
緊
、
齢
襲
鵜
職
藷
艶
勤
襲
プ
相

　今
日
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
世
界
に
お
い
て
、
複
数
の
宗
教
が
存
在
す
る
　
　
互
対
立
的
な
神
学
を
持
つ
社
会
的
な
実
体
と
し
て
の
宗
教
、
あ
る
い
は
本

が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
が
絶
対
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
　
　
質
主
義
的
な
方
法
で
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
概
念
に
よ
っ
て
は
、
人
類

る
時
代
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
　
　
に
お
け
る
歴
史
的
宗
教
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
指
摘
す

他
宗教
と
の
軋
礫
は
常
に
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
　
　
る
。
ス
ミ
ス
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
行
う
背
景
や
問
題
意
識
と
は
何
で
あ

て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
外
来
宗
教
と
す
る
日
本
を
は
じ
め
と
し
た
東
ア
ジ
ア
　
　
　
ろ
う
か
。

では
、
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
の
問
題
と
共
に
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
　
　
　
本
稿
で
は
、
野
呂
芳
男
の
ス
ミ
ス
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
ス
ミ
ス
の
宗

き
た
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
が
複
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
関
し
て
は
、
　
　
教
論
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
の
宗
教
理
解
と
ヒ
ッ

キ
リ
ス
ト
教
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
諸
宗
教
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
様
々
　
　
　
ク
の
宗
教
論
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
の
宗
教
論
の
特

な
角
度
か
ら
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
注
目
を
浴
び
て
　
　
徴
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

いる
の
が
「
宗
教
多
元
主
義
」
の
研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ

鑑
爺
殺
。
菱
榊
螺
厩
叢
繕
㌃
短
鉱
　
二
野
呂
芳
男
の
ス
・
ス
研
究
と
そ
の
評
価

（
零
出
マ
①
α
〇
四
昌
箸
Φ
一
一
ω
ヨ
回
昏
）
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
と
ス
ミ
ス
の
研
究
の
特
　
　
　
野
呂
芳
男
は
、
一
九
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
と
民
衆
仏

質を
一
言
で
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
　
一
般
的
に
ピ
ッ
ク
の
場
合
は
、
　
　
　
教
ー
十
字
架
と
蓮
華
』
の
中
で
、
ス
ミ
ス
と
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
論
じ
て

「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
と
い
う
理
論
を
通
し
て
、
複
数
の
宗
教
が
存
在
す
　
　
　
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
の
関
係
と
い
う
野
呂
自
身

宗
教
の

複
数
性を
め
ぐ
る
宗
教
論
の
諸
問
題
ー
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
議
論
を
中
心
に
ー
（
方
）
　
　
　
　
　
　
｝
七
九



一
八
〇

の問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
人
を
取
り
上
げ
た
理
由
　
　
　
の
『
聖
人
伝
』
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
も
の
か
ら
ロ
シ
ア
語
へ
と
訳
さ
れ
、

に関
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
版
は
、
一
般
的
に
ダ
マ
ス
コ
の
ヨ
ハ
ネ
の
作
で
あ
る

　
　
何
故
に
こ
の
ふ
た
り
を
特
に
取
り
上
げ
る
か
と
尋
ね
ら
れ
る
な
ら
　
　
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
お
そ
ら
く
九
世
紀
に
グ
ル
ジ
ア
語
の

　
　ば
、
こ
の
小
論
の
主
題
に
関
す
る
世
界
の
神
学
論
議
に
お
い
て
こ
の
　
　
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
ア
ト
ス
山
の
グ
ル
ジ
ア
人
修
道
士
の
作

　
　
二
人が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
立
場
の
設
定
を
否
応
無
し
に
わ
れ
わ
れ
　
　
で
あ
る
。
こ
の
『
聖
人
伝
』
に
対
し
て
ス
ミ
ス
の
考
察
が
示
す
結
論
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
リ

　
　
に

迫る
よ
う
な
根
本
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
バ
ー
ラ
ー
ム
と
ジ
ョ
サ
フ
ァ
ト
『
聖
人
伝
』
と
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー

　
野呂
は
、
ス
ミ
ス
に
関
し
て
、
「
世
界
の
宗
教
史
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
　
　
　
ル
タ
（
O
碧
冨
ヨ
拶
ω
置
穿
鋤
酵
β
。
）
の
物
語
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
」
と
論
じ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ス
ミ
ス
　
　
す
な
わ
ち
、
釈
迦
の
物
語
が
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
、
二
世
紀
あ
る
い
は
四

の

議
論
の

特徴
は
宗
教
史
を
は
じ
め
と
し
て
、
宗
教
概
念
の
形
成
と
そ
れ
　
　
世
紀
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
｝
震

に

伴う
問
題
点
に
つ
い
て
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
こ
　
　
（
］
［
四
嵩
叶
四
く
博
ω
け
四
H
鋤
）
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
に
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
人
類
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
生
（
生
き
方
）
」
を
　
　
　
ま
た
、
宗
教
の
外
面
的
な
生
活
習
慣
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
今
日
、

キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
い
っ
　
　
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
者
が
使
っ
て
い
る
「
ロ
ザ
リ
オ

た

個
別
化さ
れ
実
体
的
に
区
別
さ
れ
た
諸
宗
教
の
神
学
的
、
歴
史
的
な
複
　
　
　
（
「
O
ω
四
「
団
）
」
を
例
に
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ザ
リ
オ
は
教
会
史
の
は

合体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
類
に
と
っ
　
　
じ
め
の
千
年
間
に
お
い
て
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
に

て

「宗
教的
な
生
（
生
き
方
）
」
と
は
、
全
体
が
一
つ
の
宗
教
史
の
中
に
含
　
　
よ
れ
ば
、
十
字
軍
の
時
代
に
イ
ス
ラ
ム
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
者
も
使
う
よ

ま
れ
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
そ
の
イ
ス
ラ
ム
の
背
後
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の

　
以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
複
数
の
宗
教
を
認
め
つ
つ
、
人
類
に
お
け
　
　
習
慣
ー
ロ
ザ
リ
オ
は
イ
ン
ド
で
は
シ
ヴ
ァ
神
の
聖
な
る
灌
木
の
名
称

る
「
宗
教
史
」
が
一
つ
で
あ
る
と
主
張
す
る
背
景
は
、
ス
ミ
ス
自
身
の
経
　
　
で
あ
る
ル
ド
ラ
ク
サ
（
疑
脅
接
ω
帥
）
と
呼
ば
れ
る
ー
が
存
在
し
て
い
る
。

験と
観
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
、
い
く
つ
か
　
　
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
ら
こ
の
習
慣
を
継
承
し
そ
れ
が
日
本
で
は
数
珠

の

事例
を
提
示
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
例
示
か
ら
、
野
呂
が
取
り
上
げ
て
　
　
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

いる
『
聖
人
伝
』
と
「
ロ
ザ
リ
オ
（
「
o
留
q
）
」
に
注
目
す
る
。
『
聖
人
伝
』
　
　
　
ス
ミ
ス
は
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
世
界
宗
教
が
万
郎
に
浸
透
し

と
は
バ
ー
ラ
ー
ム
（
切
”
二
p
。
p
。
ヨ
）
と
ジ
ョ
サ
フ
ァ
ト
（
｝
o
ω
琶
冨
け
）
と
い
　
　
合
っ
て
い
る
こ
と
を
実
例
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
注
目
す

う
二
人
の
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
の
伝
記
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
こ
　
　
べ
き
点
は
、
ス
ミ
ス
は
『
聖
人
伝
』
と
「
ロ
ザ
リ
オ
」
の
よ
う
な
信
仰
の



や
や
周

辺
的な
事
柄
だ
け
で
は
な
く
、
教
理
的
な
面
に
お
い
て
も
各
々
の
　
　
張
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
駁
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ス
ミ

宗教
が
互
い
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
主
張
す
る
こ
と
で
あ
　
　
ス
の
主
張
の
よ
う
に
各
々
の
世
界
宗
教
を
過
程
と
か
伝
統
と
か
と
い
う
方

る
。
た
と
え
ば
、
悪
魔
や
地
獄
が
そ
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
法
で
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
伝
統
を
す
べ
て
　
　
‘

悪
魔と
地
獄
は
多
く
の
宗
教
に
共
通
す
る
重
要
な
教
理
的
な
要
素
で
あ
　
　
包
括
し
た
一
つ
の
宗
教
史
が
存
在
す
る
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
の

り
、
諸
宗
教
の
相
互
浸
透
の
実
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
野
呂
は
、
こ
う
し
　
　
　
か
。
野
呂
は
西
洋
に
お
け
る
一
神
教
的
な
伝
統
、
い
わ
ば
人
格
的
な
神
観

た
ス
ミ
ス
の
主
張
に
よ
っ
て
重
要
な
問
題
点
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
見
　
　
と
東
洋
に
お
け
る
多
神
教
的
な
非
人
格
的
な
神
観
を
例
に
あ
げ
次
の
よ
う

な
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
述
べ
て
い
る
。

　
　…
…
十
一
世
紀
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
腰
罪
論
た
る
満
足
説
が
出
現
す
る
　
　
　
　
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
人
類
に
は
一
つ
の
宗
教
史
し
か
存
在
し
な
い
と
考

　
　ま
で
、
…
…
悪
魔
は
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
申
心
に
場
を
占
め
　
　
　
　
え
る
よ
り
も
、
か
つ
て
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
（
国
ヨ
ω
け
↓
H
o
Φ
目
サ

　
　
て

い
た

の

であ
る
。
…
…
今
は
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
の
内
容
に
と
っ
て
　
　
　
　
ω
o
げ
）
の
晩
年
の
考
え
に
な
ら
っ
て
、
宗
教
史
を
複
数
の
宗
教
圏
の
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
　そ
れ
程
大
き
な
場
所
を
占
め
て
い
な
い
悪
魔
や
地
獄
が
、
か
つ
て
は
　
　
　
　
別
な
歴
史
の
集
合
体
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
。

　
　
信
仰
生活
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
要
素
で
あ
っ
た
と
い
　
　
　
野
呂
に
よ
る
と
ト
レ
ル
チ
は
、
「
宗
教
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
徴
あ
る
諸

　
　う
事
実
は
、
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
自
体
が
不
変
の
　
　
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　実
体
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
文
化
や
他
宗
教
の
影
響
　
　
個
性
的
な
グ
ル
ー
プ
が
幾
つ
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
と
い
う
立
場
　
　
．

　
　を
受
け
て
大
き
く
そ
の
様
相
を
変
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
　
　
を
取
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
レ
ル
チ
の
場
合
は
人
間
の
「
宗
教
的
な

　
　
　
　
　
　
ハ
じ
り

　
　
す
の

であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
（
生
き
方
）
」
と
は
、
各
文
化
圏
（
生
活
圏
）
伝
統
や
習
慣
な
ど
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
野呂
の
指
摘
す
る
こ
の
よ
う
な
論
点
は
、
今
日
、
宗
教
哲
学
な
ど
に
お
　
　
て
個
性
的
、
あ
る
い
は
個
別
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
野
呂

い
ても
取
り
上
げ
ら
れ
る
、
宗
教
の
本
質
概
念
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
は
こ
う
し
た
ト
レ
ル
チ
と
ス
ミ
ス
の
宗
教
史
に
関
す
る
見
解
の
差
を
、
単

つま
り
、
ス
ミ
ス
は
宗
教
を
不
変
の
実
体
と
は
考
え
ず
、
過
程
や
伝
統
と
　
　
に
比
較
宗
教
学
の
発
展
と
そ
れ
に
伴
う
成
果
の
評
価
に
よ
る
も
の
で
は
な

し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
　
　
く
、
「
宗
教
史
に
対
す
る
ー
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
言
っ
て
歴
史
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ

ム的
過
程
（
H
°
。
冨
巳
o
冒
o
o
窃
ω
）
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
的
伝
統
（
H
ω
訂
巳
o
　
　
す
る
1
見
方
の
相
違
」
に
よ
る
も
の
と
判
断
す
る
。

貯
巴
置
o
づ
）
の
中
に
生
き
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
　
　
　
確
認
す
べ
き
点
は
、
宗
教
史
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
ス
ミ
ス
の
主
張
は
、

ス
ミ
ス
の
議
論
に
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
野
呂
は
ス
ミ
ス
の
主
　
　
　
必
ず
、
複
数
の
宗
教
の
存
在
、
あ
る
い
は
神
観
の
多
様
性
を
否
認
す
る
も

宗
教
の

複
数性
を
め
ぐ
る
宗
教
論
の
諸
問
題
ー
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
議
論
を
中
心
に
ー
（
方
）
　
　
　
　
　
　
一
八
一



一
八
二

　
　
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
も
他
宗
教
の
神
観
か
ら
　
　
け
る
「
陰
陽
」
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
各
宗
教
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、

　
　
孤
立し
た
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
宗
教
史
の
中
で
諸
影
響
を
受
け
な
が
　
　
表
面
的
な
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
宗
教
は
人
間
と
超
越
と
の
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
ロ

　
　ら
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
」
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
野
呂
は
、
こ
　
　
り
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
立
証
し

　
　う
し
た
ス
ミ
ス
の
考
え
方
を
「
人
間
論
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
よ
う
と
す
る
の
が
ス
ミ
ス
の
狙
い
で
あ
ろ
う
。
野
呂
は
、
ス
ミ
ス
の
よ
う

　
　
　
　…
…
常
に
人
間
は
何
ら
か
の
形
で
超
越
に
向
け
ら
れ
て
い
る
　
　
に
、
人
間
の
「
宗
教
的
な
生
」
が
超
越
に
向
け
ら
れ
る
点
か
ら
各
々
の
信

　
　
　　
（
け
「
四
昌
ω
O
①
口
住
①
昌
O
Φ
O
『
圃
Φ
口
汁
⑦
山
）
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
先
ず
　
　
　
仰
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
ち
ら

　
　
　
　
抽
象
的な
人
間
性
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
仏
教
徒
で
あ
　
　
　
か
が
他
よ
り
も
真
理
に
よ
り
近
い
の
か
と
い
っ
た
点
に
関
す
る
検
証

　
　
　
　る
と
か
、
…
…
合
理
主
義
1
ー
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
信
奉
者
で
あ
る
と
か
　
　
（
＜
①
噌
凶
訟
〇
四
け
画
O
昌
）
の
問
題
が
残
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
野
呂
は
こ
う

　
　
　
　
いう
よ
う
な
事
実
が
付
け
加
え
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
イ
ス
ラ
　
　
し
た
ス
ミ
ス
の
議
論
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
ム的
な
仕
方
で
生
き
て
い
る
人
間
、
仏
教
徒
的
な
仕
方
で
生
き
て
い
　
　
　
　
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
的
な
神
の
象
徴
と
、
仏
教
の
空
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
り

　
　
　
　る
人
間
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
象
徴
と
が
、
い
ず
れ
も
超
越
す
る
究
極
的
な
も
の
を
指
し
示
す
と
し

　
　
　
ス
ミ
ス
の
主
張
の
要
点
は
、
人
間
が
「
宗
教
的
な
生
」
を
生
き
る
と
い
　
　
　
　
て
、
指
し
示
す
強
度
に
関
し
、
両
象
徴
間
に
は
程
度
の
差
が
あ
る
筈

　
　う
こ
と
は
、
常
に
人
間
は
超
越
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
　
　
　
　
で
あ
る
。
…
…
で
き
上
が
っ
た
超
越
学
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
キ
リ
ス

　
　
いう
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
宗
教
以
外
の
他
宗
　
　
　
　
ト
教
の
伝
統
に
近
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
で
あ
っ
た
り
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
　
教を
理
解
で
き
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
超
越
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
　
　
　
　
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　ら
に
他
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
呂
は
ス
ミ
ス
の
考
え
方
に
一
定
の
理
解
は
示
す
も
の
の
、
ス
ミ
ス
の
議

　
　
　
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
が
常
に
超
越
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
　
　
論
は
、
教
理
的
な
も
の
な
ど
宗
教
に
お
け
る
客
観
性
が
剥
奪
さ
れ
、
宗
教

　
　う
人
間
論
を
「
象
徴
」
の
問
題
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
　
　
の
理
解
が
主
観
的
な
体
験
内
の
影
響
だ
け
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か

　　
「
象
徴
」
と
は
、
客
観
的
な
礼
拝
の
諸
対
象
で
は
な
く
、
「
そ
れ
自
体
を
超
　
　
ね
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
史
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
議
論

　
　え
た
何
か
を
指
し
示
す
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
特
定
の
人
々
の
信
　
　
は
、
「
現
実
の
中
に
あ
る
統
合
で
き
な
い
多
く
の
不
条
理
、
宗
教
史
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
仰
体
験と
か
ら
み
合
っ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ミ
ス
は
　
　
　
も
あ
る
諸
々
の
不
条
理
に
目
覚
め
て
い
な
い
楽
天
主
義
だ
」
と
批
判
し
な

　　
「
神
」
を
宗
教
的
な
象
徴
と
し
て
と
り
あ
げ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
と
い
　
　
が
ら
も
、
こ
れ
か
ら
の
宗
教
的
な
状
況
を
念
頭
に
い
れ
る
と
ス
ミ
ス
や
ト

．

　　
う
象
徴
に
類
似
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
な
伝
統
に
お
　
　
　
レ
ル
チ
の
宗
教
史
に
関
す
る
見
解
の
中
で
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
訳
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
・
文
化
的
に
多
元
的
な
社
会
に
お
い
て
1
宗
教
の
境
界
線
を
越
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

互
い
に

相
手を
理
解
し
、
信
頼
す
る
方
法
を
身
に
付
け
同
伴
者
と
し
て

三

ス

ミ
ス
の
問
題
意
識
・
宗
教
概
念
の
適
合
性
　
　
繋
獣
競
漿
鶴
初
鶴
騨
臨
購
器
矯
離

　こ
れ
ま
で
、
ス
ミ
ス
の
宗
教
史
に
関
し
て
、
野
呂
の
議
論
を
中
心
に
考
　
　
や
精
神
的
な
部
分
も
と
も
に
発
展
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

察を
行
っ
た
。
ス
ミ
ス
の
宗
教
史
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
背
景
に
　
　
い
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り
、
政
治
・
経
済
な
ど
の
交
流

は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
政
治
や
経
済
が
大
き
く
変
化
し
た
よ
う
に
、
宗
　
　
　
は
世
界
規
模
で
急
速
に
増
大
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
反
面
、
人
類
の
団

教
史も
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
た
と
い
う
主
張
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
　
　
結
・
共
存
と
い
う
理
念
的
、
文
化
的
な
問
題
は
比
較
的
に
関
心
が
少
な
い

り
、
二
十
世
紀
を
新
た
な
比
較
宗
教
学
的
神
学
（
夢
①
9
0
尊
亀
o
o
日
窓
罠
－
　
　
こ
と
を
ス
ミ
ス
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
信
仰

菖
く
o
H
巴
α
q
団
8
）
の
時
期
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
失
っ
た
人
々
、
あ
る
い
は
人
類
の
新
た
な
使
命
な
ど
を
騙
る
新
興
宗
教

　こ
う
し
た
、
ス
ミ
ス
の
問
題
意
識
と
主
張
内
容
は
、
彼
の
代
表
的
な
著
　
　
　
に
属
す
る
人
々
、
そ
し
て
自
分
が
も
っ
て
い
る
特
定
の
計
画
を
す
べ
て
の

作
で
あ
る
、
『
宗
教
の
意
味
と
目
的
§
恥
ミ
ミ
ミ
鑓
§
風
穿
駄
旦
　
　
人
々
に
強
要
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
は
、
世
界
共
同
体
は
不
可
能

肉
恥
蓉
註
（
一
九
九
一
年
）
の
中
で
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ス
ミ
　
　
　
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は
考
え
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
は
「
共
存
が
人
間
の
多
様

ス
は
、
人
類
が
今
日
抱
え
て
い
る
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
　
　
性
に
対
す
る
最
終
的
な
真
理
で
は
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
当
面
の
必
要

じ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
で
あ
っ
て
、
実
に
今
、
す
ぐ
手
が
届
く
よ
う
な
美
徳
で
あ
る
」
と
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ソ

　
　
ニ
十
世紀
に
人
間
が
直
面
し
て
い
る
二
つ
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
問
　
　
て
い
る
。

　
　
題－
一
方
は
社
会
的
な
、
他
方
は
個
人
的
な
問
題
ー
は
、
す
べ
　
　
　
す
な
わ
ち
、
世
界
共
同
体
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
他
人
の
信
仰
を
ど

　
　
て宗
教
に
関
係
す
る
。
社
会
的
な
次
元
で
は
、
い
か
に
今
日
、
生
ま
　
　
　
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
の
か
が
、
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で

　
　
れ
つ

つあ
る
世
界
社
会
を
世
界
共
同
体
と
し
て
変
容
さ
せ
る
の
か
と
　
　
あ
る
。

　
　
いう
問
題
で
あ
り
、
個
人
的
な
次
元
で
は
、
現
代
の
生
の
中
で
い
か
　
　
　
ま
た
、
個
人
的
な
次
元
か
ら
の
意
味
の
問
題
に
関
し
て
も
、
ス
ミ
ス
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

　
　
に

意味
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
伝
統
的
な
宗
教
は
そ
れ
な
り
に
答
え
を
持
っ
て
い
た
が
、
問
題
は
現
代
を

　
スミ
ス
は
、
ま
ず
、
世
界
共
同
体
（
≦
O
H
一
山
O
O
H
口
目
P
自
コ
団
け
同
）
を
目
指
す
　
　
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
答
え
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て

べき
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
世
界
共
同
体
と
は
1
宗
教
　
　
　
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
人
々
は
伝
統
的
な
答
え
を
理
解
で
き
な
い
こ

宗教
の
複
数
性
を
め
ぐ
る
宗
教
論
の
諸
問
題
ー
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
議
論
を
中
心
に
ー
（
方
）
　
　
　
　
　
　
一
八
三



一
八
四

と
、
も
し
く
は
伝
統
的
な
答
え
の
中
で
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
　
　
国
Φ
嵩
α
q
団
o
目
あ
る
い
は
、
O
昌
中
o
b
霞
国
Φ
蔓
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

き
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
＜
Φ
轟
園
Φ
＝
σ
Q
凶
o
昌
は
真
の
神
に
対
す
る
崇
拝
を
意
味
し

　
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
ス
ミ
ス
は
新
た
な
宗
教
の
理
解
が
　
　
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ

必要
と
さ
れ
る
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
「
宗
教
」
は
義
務
や
教
義
の
体
系
で
も
な
か
っ
た
し
、
制
度
化
さ
れ
外

　
　
ダー
ウ
ィ
ン
、
マ
ル
ク
ス
、
フ
レ
ー
ザ
ー
、
そ
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
を
　
　
部
か
ら
観
察
さ
れ
う
る
歴
史
的
な
伝
統
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

　
　読
ん
だ
世
界
、
ナ
チ
ズ
ム
の
悪
と
、
二
つ
の
原
爆
の
投
下
を
知
る
世
　
　
　
わ
ち
、
野
呂
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
「
宗
教
」

　
　界
、
パ
ロ
マ
ー
山
か
ら
天
体
を
観
察
し
宇
宙
時
代
の
開
幕
を
目
撃
し
　
　
と
は
過
程
の
一
部
で
あ
っ
て
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確

　
　
た

世界
。
こ
の
よ
う
な
世
界
は
、
超
越
的
な
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
と
　
　
認
す
べ
き
点
は
、
ス
ミ
ス
が
現
在
ま
で
「
宗
教
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の

　
　関
係
を
持
つ
実
在
に
対
し
て
、
ご
ま
か
し
、
偽
善
、
あ
る
い
は
時
代
　
　
自
体
を
否
認
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
宗
教
」
が
持
つ
豊
富
な
内
容
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

　
　
錯
誤
な
し
に
応
答
で
き
る
よ
う
な
新
た
な
宗
教
の
理
解
を
願
う
。
　
　
　
　
多
様
性
は
、
宗
教
の
研
究
者
（
宗
教
史
の
研
究
者
）
た
ち
が
困
惑
せ
ざ
る

　
以
上
の引
用
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
こ
れ
ま
で
の
宗
教
　
　
を
え
な
い
ほ
ど
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
義
が
不
可
能
で
あ
る
こ

理解
は
今
日
の
状
況
に
相
応
し
く
な
い
と
判
断
し
、
世
界
共
同
体
を
目
指
　
　
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

す
た
め
に
は
既
存
の
宗
教
概
念
は
破
棄
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
　
　
　
　
…
…
宗
教
に
お
け
る
歴
史
的
な
現
象
が
持
つ
豊
富
性
、
多
様
性
、
変

いる
の
で
あ
る
。
確
認
す
べ
き
点
は
、
ス
ミ
ス
が
廃
棄
を
主
張
す
る
宗
教
　
　
　
　
動
と
変
化
、
分
派
と
複
合
的
な
様
子
が
混
乱
を
与
え
て
い
る
。
キ
リ

概
念と
い
う
の
は
、
西
洋
に
お
い
て
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
　
　
　
　
ス
ト
教
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
は
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
み
る
と
一

形成
さ
れ
た
、
体
系
的
で
実
体
化
さ
れ
た
観
念
と
し
て
の
「
宗
教
」
で
あ
　
　
　
　
つ
で
は
な
く
、
数
百
万
の
事
物
、
あ
る
い
は
数
億
の
人
格
体
で
あ
る
。

る
。
ス
ミ
ス
は
体
系
的
で
実
体
化
さ
れ
た
「
宗
教
」
に
つ
い
て
、
啓
蒙
主
　
　
　
　
…
…
こ
こ
に
、
ま
た
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
過
去
だ
け
が
多
様
で
は

義
以後
、
主
知
主
義
的
な
世
界
観
の
現
れ
で
あ
り
、
論
争
と
弁
証
論
の
産
　
　
　
　
な
く
、
未
来
に
関
し
て
も
何
ら
か
の
形
で
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

物
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
。
…
…
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
定
義
す
る
の
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が

　そ
し
て
、
ス
ミ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
取
り
上
げ
、
自
分
が
展
開
　
　
　
　
持
つ
信
仰
の
自
由
と
誠
実
性
に
対
す
る
権
利
を
拒
否
す
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

す
る
議
論
を
よ
り
明
確
に
す
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
　
　
　
　
る
。
彼
が
明
日
何
を
す
る
か
は
、
今
日
誰
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

ス
は
自
分
の
著
書
を
b
恥
§
§
肉
恥
蓉
蕊
と
命
名
し
た
。
そ
れ
を
、
後
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
は
宗
教
に
は
本
質
が
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

世
、
O
口
昏
o
↓
巨
Φ
国
巴
o
q
δ
づ
と
訳
す
の
は
間
違
い
で
、
O
ロ
弓
昌
o
　
　
る
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
、
「
本
質
に
は
、
歴
史
が
な
く
、
不
変
で
あ
る
」



と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
は
歴
史
を
通
し
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
　
　
　
不
可
能
で
あ
る
ゆ
え
に
、
ス
ミ
ス
は
、
超
越
的
な
世
界
の
究
明
を
目
指
す

る
。
ス
ミ
ス
は
、
長
い
歴
史
の
中
に
お
い
て
多
様
な
る
様
式
で
展
開
さ
れ
　
　
の
で
は
な
く
、
人
間
の
宗
教
的
な
生
が
持
つ
こ
の
両
面
の
関
係
性
を
十
分

て
き
た
宗
教
的
な
伝
統
を
固
定
的
な
形
態
と
し
て
は
な
く
、
現
実
の
中
で
　
　
に
生
か
す
方
法
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

成
長す
る
複
合
体
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
二
つ
の
領
域
の
関
係
が
形
而
上
学
的
に
あ
る
い
は
神
学
的
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
家
が
見
る
限
り
二
つ
の
領
域
を
繋

四

落
的
な
伝
統
・
信
仰
　
　
　
　
吋
繕
糊
聾
雛
費
簸
雛
墾
．
騨
鰍
ピ
朧

　
ス
ミ
ス
は
、
体
系
的
で
実
体
化
さ
れ
た
観
念
と
し
て
の
「
宗
教
」
と
い
　
　
　
　
さ
れ
て
い
る
観
察
可
能
な
文
脈
と
、
歴
史
的
な
研
究
に
よ
っ
て
直
接

う
概
念
に
関
し
て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
新
た
な
「
宗
教
」
理
解
の
必
　
　
　
　
に
観
察
で
き
な
い
何
も
の
か
に
対
し
て
人
間
が
参
与
し
て
い
る
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

要性
を
主
張
し
て
き
た
。
で
は
、
宗
教
的
な
言
説
の
概
念
的
世
界
か
ら
歴
　
　
　
　
で
あ
る
。

史
的な
建
築
物
な
ど
の
具
象
的
実
体
ま
で
、
多
様
な
る
宗
教
的
な
事
実
を
　
　
　
ま
ず
、
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
（
o
ロ
日
巳
蝕
く
Φ
㌶
巴
庄
8
）
」
と
は
、
研
究

如何
に
掴
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
は
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
（
。
琶
p
ロ
・
　
　
対
象
と
な
る
共
同
体
に
お
け
る
宗
教
的
な
生
を
構
成
す
る
外
的
・
客
観
的

冨
賦
く
Φ
需
巴
筐
o
ロ
）
」
と
「
信
仰
（
h
p
。
圃
昏
）
」
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
「
宗
　
　
な
資
料
な
ど
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
寺
院
な
ど
の
建
築
物
や
経
典
な

教
」
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
の
神
学
的
な
体
系
、
舞
踊
な
ど
の
儀
式
的
な
規
範
、
あ
る
い
は
道
徳
な

　
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
宗
教
的
な
人
間
の
生
と
は
、
制
限
さ
れ
観
察
可
能
な
　
　
ど
人
格
か
ら
人
格
、
世
代
か
ら
世
代
に
教
え
諭
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

現実
の
世
界
と
超
越
的
な
世
界
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
　
　
し
た
が
っ
て
、
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
と
は
、
歴
史
家
に
よ
っ
て
観
察
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
り

う
。
こ
こ
で
ス
ミ
ス
が
問
題
と
す
る
の
は
、
制
限
さ
れ
、
観
察
可
能
な
世
　
　
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
は
「
信
仰
」
に
影
響

界は
、
そ
の
性
格
や
実
体
が
日
々
鮮
明
に
な
る
も
の
の
、
超
越
的
な
世
界
　
　
を
及
ぼ
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
、
「
信
仰
」
か
ら
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

は
そ
の
実
在
（
真
相
）
を
明
確
に
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
　
　
　
ス
ミ
ス
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け
る
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
（
空
α
q
＜
Φ
α
四
）
の

う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
超
越
的
な
世
界
と
は
そ
れ
が
人
間
の
想
像
　
　
中
の
歌
を
例
に
あ
げ
て
説
明
を
試
み
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
確
実
に
言

力
の
世
界
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
、
制
限
さ
れ
、
観
察
可
能
な
世
界
よ
り
　
　
え
る
の
は
そ
の
歌
を
作
っ
た
人
の
人
格
の
中
で
観
察
で
き
な
い
何
か
に

も
っ
と
実
在
的
な
世
界
で
あ
る
と
か
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
超
越
　
　
　
よ
っ
て
そ
の
詩
が
誕
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
信
仰
の
産
物
（
歌
）

的
な
世
界
の
実
在
（
真
相
）
に
対
し
て
そ
の
合
意
を
導
く
こ
と
は
事
実
上
　
　
が
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
に
転
化
さ
れ
、
そ
の
伝
統
が
、
象
た
変
化
し
た
と
見

宗
教
の

複
数性
を
め
ぐ
る
宗
教
論
の
諸
問
題
ー
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
議
論
を
中
心
に
ー
（
方
）
　
　
　
　
　
　
】
八
五



一
八
六

な
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
信
仰
も
以
前
か
ら
の
伝
統
の
影
響
を
う
け
　
　
で
は
な
い
。
ス
ミ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
や
イ
ス
ラ
ム
の
ウ
ン
マ
ー

る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
て
、
単
に
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
の
産
物
で
は
な
い
。
　
　
　
（
門
巨
目
昌
）
の
よ
う
に
、
宗
教
の
共
同
体
が
構
成
し
て
い
る
一
次
的
な
集
団

　
ス
ミ
ス
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
と
は
、
「
詩
を
作
っ
た
人
　
　
を
「
個
人
の
人
格
的
（
娼
臼
ω
o
ロ
巴
）
」
信
仰
の
表
現
と
し
て
捉
え
て
い
る
の

の

信仰
と
活
動
の
介
入
に
よ
っ
て
、
変
容
さ
れ
て
は
い
る
が
、
以
前
歴
史
　
　
　
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
信
仰
は
多
様
な
形
態
で
表
現
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
お
り

を
延
長
し
、
先
行
す
る
現
実
を
豊
か
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
考
え
　
　
　
き
る
。

る
。
こ
う
し
た
例
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
伝
　
　
　
　
信
仰
は
ー
も
っ
と
歴
史
的
な
観
点
か
ら
信
仰
は
観
察
で
き
る
よ

統
は
発
展
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
例
と
し
　
　
　
　
う
に
表
現
さ
れ
て
き
た
1
散
文
と
詩
と
い
う
言
葉
で
、
儀
式
や
道

て

説
明を
こ
こ
ろ
み
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
以
外
の
　
　
　
　
徳
の
よ
う
な
行
為
の
パ
タ
ー
ン
で
、
芸
術
、
制
度
、
法
律
、
共
同
体
、

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

宗
教
に
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
が
論
じ
て
い
る
宗
教
的
な
　
　
　
　
人
格
な
ど
他
に
多
様
な
方
法
で
表
現
さ
れ
て
き
た
。

伝統
と
は
、
歴
史
的
な
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
に
参
与
す
る
人
々
や
参
与
し
　
　
　
　
ス
ミ
ス
は
、
信
仰
の
表
現
を
理
解
す
る
に
は
芸
術
作
品
を
考
察
す
る
こ

な
い
人
々
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
　
　
と
が
有
効
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
芸
術
の
作
品
が
制
作
さ

「
蓄
積さ
れ
た
伝
統
」
が
継
続
さ
れ
る
理
由
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
　
　
　
れ
、
歴
史
的
な
要
素
と
し
て
作
用
し
は
じ
め
る
と
、
そ
の
芸
術
作
品
が
表

て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
す
る
も
の
は
、
そ
れ
を
制
作
し
た
人
々
の
精
神
を
超
え
、
超
越
的
な
ビ

　
　
蓄積
さ
れ
た
伝
統
の
資
料
が
継
続
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
そ
れ
が
、
　
　
　
ジ
ョ
ン
を
表
す
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
宗
教
的
な
信
仰

　
　
各
世代
に
と
っ
て
、
あ
る
超
越
的
な
信
仰
を
呼
び
起
こ
す
根
拠
と
し
　
　
　
は
共
同
体
を
形
成
す
る
要
因
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教

　
　
て

作用
し
て
い
る
か
ら
で
る
。
あ
る
伝
統
の
客
観
的
な
資
料
は
、
世
　
　
的
な
共
同
体
も
経
済
的
な
社
会
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ

　
　
の中
に
存
在
し
、
歴
史
家
に
よ
っ
て
観
察
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
し
　
　
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
お
け
る
個
人
の
人
格
的
な
信
仰

　
　
かし
、
そ
れ
は
、
そ
れ
を
使
用
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
超
越
の
世
　
　
　
を
表
現
し
、
具
体
化
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
は
存
在
し

　
　
界を
み
る
こ
と
が
で
き
る
窓
と
し
て
作
用
し
て
い
る
か
ら
、
継
続
的
　
　
な
か
っ
た
と
ス
ミ
ス
は
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

　
　
に

存在
し
、
観
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
多
様
な
方
法
で
表
現
さ
れ
て
き
た
「
信
仰
」
の
中
で
、
特

　
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
信
仰
と
は
、
個
人
の
人
格
　
　
　
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
知
的
に
定
式
化
（
固
耳
巴
8
巨
巴
ぞ
h
o
§
巳
鎚
け
巴
）

的
（
o
臼
ω
o
ロ
巴
）
な
内
面
的
性
質
（
ρ
轟
一
団
蔓
）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
個
　
　
さ
れ
た
も
の
と
し
て
信
仰
を
扱
う
場
合
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は
指
摘
す
る
。

人
の

人
格的
（
冨
誘
o
昌
巴
）
」
と
い
う
記
述
は
個
人
主
義
を
意
味
す
る
も
の
　
　
も
ち
ろ
ん
自
身
の
著
書
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト

、



教
の

伝統
に
お
い
て
は
「
散
文
」
を
通
し
て
信
仰
の
定
式
化
に
力
点
が
置
　
　
　
人
々
の
人
格
的
な
「
生
」
の
中
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
の

か
れ
てき
た
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
知
的
な
定
式
化
に
よ
っ
て
、
事
実
そ
　
　
主
張
に
よ
る
と
、
一
つ
の
規
範
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
（
昏
Φ
O
訂
凶
ω
菖
碧

のも
の
よ
り
、
定
式
化
さ
れ
た
内
容
的
な
展
開
に
注
意
を
払
っ
て
し
ま
う
　
　
団
飢
夢
）
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
、
個
人
的
、
あ
る
い
は
特
別
的
・

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
　
　
直
接
的
（
回
垂
口
O
α
凶
鋤
け
⑦
）
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
次

に

お
い

て

「信条
」
は
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
重
要
性
と
　
　
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

特
異性
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
信
条
的
な
知
　
　
　
　
　
神
学
は
伝
統
の
一
部
で
あ
り
、
世
界
の
一
部
で
あ
る
。
信
仰
は
神

的
内
容
か
ら
信
仰
を
考
え
る
こ
と
が
「
体
に
馴
染
ん
で
」
し
ま
い
、
他
宗
　
　
　
　
学
を
超
え
て
人
間
の
心
に
あ
る
。
真
理
は
信
仰
を
超
え
て
神
の
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

教
の

人
々

に

対し
て
も
「
彼
ら
は
何
を
信
じ
る
の
か
（
謬
魯
仙
o
臣
Φ
団
　
　
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

げΦ常
く
Φ
）
」
と
い
う
質
問
を
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ

魏
翫
製
笹
論
葺
雍
輪
錘
鷲
瞳
騒
継
　
結
び
に
か
え
て

究
者
た
ち
は
信
仰
を
「
散
文
」
で
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
　
　
　
本
稿
で
は
、
野
呂
芳
男
の
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
ス
ミ
ス
の
宗
教
論

え
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
表
現
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
に
あ
る
と
　
　
　
の
問
題
点
と
特
徴
、
お
よ
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
本
稿

主
張し
て
い
る
。
以
上
の
連
関
で
ス
ミ
ス
が
提
出
し
て
い
る
の
は
、
次
の
　
　
　
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
野
呂
は
ス
ミ
ス
が
主
張
す
る
、
一
つ
の
宗
教
史

仮説
に
他
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
構
想
は
、
実
際
的
に
は
困
難
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
、
ス

　
　
　こ
こ
で
私
が
提
示
す
る
特
定
の
仮
説
は
宗
教
的
な
言
明
は
超
越
に
　
　
ミ
ス
の
議
論
は
「
信
仰
と
い
う
主
観
的
な
宗
教
体
験
の
一
要
素
だ
け
で
統

　
　関
与
し
て
い
る
個
人
、
人
格
体
の
信
仰
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
ご
　
　
　
一
し
よ
う
と
す
る
不
十
分
な
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
を
し

　
　
　
　
　
　
ハ
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
。
確
か
に
、
ス
ミ
ス
の
宗
教
論
の
中
で
、
「
信
仰
」
に
関
す
る
議
論

　
ス
ミ
ス
の
考
え
る
宗
教
的
な
言
明
の
正
し
い
理
解
と
は
、
そ
の
文
章
の
　
　
が
人
格
と
人
格
に
と
っ
て
の
意
味
を
焦
点
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

単
語
や句
・
節
な
ど
の
言
語
表
現
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
　
　
　
る
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
は
、
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
と
い
う
議
論
を
用
い
て
、

そ
れ
を
発
言
し
た
人
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
た
か
、
そ
の
後
、
信
仰
の
表
　
　
宗
教
に
お
け
る
客
観
性
を
維
持
し
よ
う
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

現と
し
て
影
響
を
受
け
た
人
々
に
と
っ
て
、
何
を
意
味
し
た
か
を
考
え
る
　
　
い
。
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
「
信
仰
」
と
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
は
お

こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
学
的
な
命
題
は
、
そ
れ
を
使
用
す
る
　
　
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら
、
新
た
な
伝
統
と
信
仰
を
生
み
出
す
の
で

宗
教
の

複
数性
を
め
ぐ
る
宗
教
論
の
諸
問
題
ー
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
議
論
を
中
心
に
i
（
方
）
　
　
　
　
　
　
一
八
七



一
八
八

あ
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
宗
教
史
の
問
題
は
、
基
軸
時
代
以
後
の
宗
教
の
　
　
　
　
十
分
に
立
証
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
…
…
」
。

属性
や
ス
ミ
ス
が
追
求
す
る
世
界
共
同
体
（
≦
o
ユ
Q
o
o
日
目
⊆
巳
蔓
）
の
議
　
　
　
（
6
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
六
八
頁
。

論を
含
め
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
認
す
　
　
　
（
7
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
六
九
頁
。

べき
点
は
、
ス
ミ
ス
は
一
つ
の
宗
教
史
を
主
張
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
　
　
　
（
8
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
一
〇
六
頁
。

の

絶
対性
だ
け
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
　
　
（
9
）
　
野
呂
は
、
大
坪
重
明
訳
『
歴
史
主
義
と
そ
の
克
服
』
（
理
想
社
、
一

は
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
の
破
棄
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
は
、
今
日
、
世
　
　
　
　
九
六
八
年
、
四
四
ー
四
五
頁
）
を
引
用
。
「
歴
史
に
お
け
る
神
的
な
理

界
の宗
教
状
況
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
も
つ
の
か
。
ス
ミ
ス
の
世
　
　
　
　
性
、
著
し
く
は
神
的
な
生
命
は
、
常
に
新
し
い
独
特
な
個
性
的
姿
を

界
共同
体
（
≦
o
ユ
α
8
日
日
口
巳
蔓
）
議
論
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
絶
対
　
　
　
　
以
て
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
正
し
い
こ
の
事
情
の
た
め
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

性
の
問
題
な
ど
を
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
統
一
や
普
遍
性
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
個
性
的
生
活圏
が
そ
れ
自
体
の
中
で
そ
の
至
純
至
高
の
可
能
性
に

　
　
　
　
　　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
で
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
目
指
し
て
居
る
の
だ
と
い
う
こ
と
ー

（1
）
　
野
呂
芳
男
『
キ
リ
ス
ト
教
と
民
衆
仏
教
－
十
字
架
と
蓮
華
』
日
　
　
　
　
こ
の
こ
と
こ
そ
歴
史
の
一
般
法
則
で
あ
り
ま
す
」
。

　
　本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
一
年
。
六
二
ー
六
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
七
〇
頁
。

（2
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
六
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
七
一
頁
。

（3
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
六
三
頁
を
参
照
。
『
聖
人
伝
h
は
、
レ
フ
・
ト
ル
　
　
（
1
2
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
七
一
頁
。

　
　
ス
ト
イ
が
自
作
『
餓
悔
』
の
中
で
、
自
分
の
回
心
に
大
き
な
影
響
を
　
　
　
（
1
3
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
七
五
頁
。

　
　与
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
七
七
頁
。
更
に
、
野
呂
は
ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
見

（4
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
六
四
頁
の
内
容
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
－
異
な
る
世
界
の
諸
宗
教
が
、
神
や
絶
対
的
な
も
の
に
つ
い
て

（5
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
六
五
頁
。
野
呂
は
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
試
み
に
　
　
　
　
の
特
定
概
念
を
通
し
て
、
同
一
の
究
極
的
実
在
を
指
示
し
て
い
る

　
　
対し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
宗
教
史
の
中
で
は
、
一
つ
の
宗
　
　
　
　
ー
は
哲
学
的
な
議
論
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
上
、
絶
対
の
概
念

　
　
教
の中
の
一
要
素
が
、
他
の
諸
宗
教
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
　
　
　
　
と
い
う
の
は
他
の
概
念
と
併
存
で
き
な
い
哲
学
的
な
議
論
で
あ
る
と

　
　
てき
た
と
い
う
ス
ミ
ス
の
主
張
は
、
即
ち
、
諸
宗
教
は
お
互
い
に
交
　
　
　
　
見
な
す
の
で
あ
る
。

　
　
流し
て
き
た
し
、
ま
だ
、
交
流
し
得
る
も
の
だ
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
　
　
　
（
1
5
）
　
野
呂
、
上
掲
書
、
七
七
頁
。



（1
6
）
≦
出
坤
①
α
O
彗
暑
Φ
ロ
ω
巳
葺
h
o
8
箋
o
巳
9
H
o
げ
口
田
o
評
矯
§
鳴
　
　
　
　
壽
ミ
δ
§
§
融
§
駄
き
恥
ぎ
蕊
q
§
§
ミ
）
』
の
中
で
ス
ミ
ス
の
信

　　
§
§
ミ
亮
§
駄
§
蹴
ミ
蕊
蓉
§
男
o
「
茸
①
ω
ω
℃
お
ω
ρ
H
O
O
ど
や
。
。
°
　
　
　
　
仰
の
代
わ
り
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
使
っ
て
い
る
。

　　
初
版
は
一
九
六
二
年
に
出
版
さ
れ
る
。

（1
7
）
　
世
界
共
同
体
（
≦
o
ユ
α
8
目
B
⊆
巳
q
）
の
議
論
に
関
し
て
は
、

　
　零
凶
ヰ
Φ
α
O
p
。
9
≦
Φ
目
ω
巨
昏
り
§
鴨
誉
§
ミ
O
き
ミ
§
§
噂
Z
Φ
≦

　　
国
ロ
o
q
＝
旨
日
旨
轟
§
H
㊤
①
α
も
゜
H
b
。
°
参
照
。

（1
8
）
　
守
団
P
O
°
H
P

（
1
9
）
　
守
凶
α
‘
冒
゜
O
’

（
2
0
）
　
冒
圃
身
や
b
。
ω
゜

（2
1
）
　
守
凶
P
O
O
」
瞳
l
H
島
゜

（22
）
　
害
団
P
や
に
ω
゜

（
2
3
）
　
守
団
匹
‘
喝
゜
頴
①
゜

（
2
4
）
　
守
団
α
‘
O
”
°
5
0
ー
ド
零
’

（
2
5
）
　
守
己
己
唱
゜
H
㎝
O
．

（2
6
）
　
守
凶
ρ
や
H
8
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

（
2
7
）
　
冒
博
α
‘
P
H
謡
゜

（
2
8
）
　
H
び
崔
己
O
°
H
o
。
O
°

（
2
9
）
　
］
げ
凶
山
4
b
°
H
°
。
ω
゜

（
3
0
）
　
］
ゴ
α
゜
℃
O
」
o
。
9

（3
1
）
　
野
呂
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁
。

（3
2
）
　
ピ
ッ
ク
は
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
人
は
い
か
に
し
て
神
と

　
出
会
う
か
1
宗
教
多
元
主
義
か
ら
脳
科
学
へ
の
応
答
（
§
恥
審
ミ

　ぎ
謡
誉
憶
駄
肉
鳴
蒔
ご
§
犠
詰
駄
寒
ミ
融
」
肉
恥
蓉
器
魯
恥
風
§
悉

宗
教
の

複
数性
を
め
ぐ
る
宗
教
論
の
諸
問
題
ー
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
議
論
を
中
心
に
ー
（
方
）
　
　
　
　
　
　
一
八
九

り


