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學
界
展
望

第
九
回
寝
際
宗
教
學

一
宗
教
黒
蜜
議
に
つ
い
て有

賀
壬
太
郎

　
第
九
圓
國
際
宗
教
學
宗
数
史
會
議
（
一
九
五
八
年
八
月
二
十
八
臼
i
九

月
九
日
）
の
あ
ら
ま
し
を
、
こ
こ
に
記
録
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
名

禰
は
英
語
で
は
月
寒
2
ぎ
ひ
ぎ
8
旨
p
蝕
δ
葛
一
〇
〇
蛤
鍋
ω
。
。
8
『
簿
。
国
馨
。
馬

鐸
労
亀
σ
q
凶
。
諺
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
拓
本
語
で
は
、
内
容
に
即
し
て
、

「
宗
教
學
」
の
三
字
を
補
っ
て
託
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
會
議
は

第
九
圓
で
あ
る
が
、
第
一
睡
は
一
九
〇
〇
年
に
パ
リ
で
閉
か
れ
、
そ
の
後

第
八
回
ま
で
の
年
と
場
所
と
を
列
評
す
れ
ば
、

第
二
回
、

第
三
回
、

第
四
回
、

第
五
國
、

第
六
画
、

一
九
〇
四
、

一
九
〇
八
、

一
九
一
ご
、

一
九
二
七
、

扁
九
三
五
、

バ
ー
ゼ
ル

．
万
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

ラ
イ
デ
ン

ル
ン
ド

ブ
ラ
ッ
セ
ル

六
六

　
第
七
回
、
一
九
五
〇
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

　
第
八
回
、
一
九
五
五
、
ロ
ー
マ

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
欧
州
以
外
の
地
で
は
開
か
れ
た
こ

と
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
九
回
を
臼
本
で
開
い
た
こ
と
に
よ
っ

て
從
來
の
例
が
破
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
9
本
側
と
し
て
も
、
職
後

人
文
系
の
圏
際
學
術
大
會
が
日
本
で
開
か
れ
た
の
は
こ
れ
が
最
初
な
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
的
意
義
を
待
つ
會
議
で

あ
っ
た
と
書
え
る
。
こ
の
會
議
の
母
農
機
關
は
國
際
宗
教
學
宗
教
史
學
會

（困

?
①
言
鶏
δ
昌
巴
〉
。
・
。
・
o
。
鑓
け
δ
鐸
｛
．
g
讐
。
蛍
。
・
8
蔓
亀
菊
。
轟
M
o
嵩
）
で
あ

っ
て
、
現
在
の
會
長
は
ロ
ー
マ
大
學
の
ペ
ッ
タ
ツ
ォ
ー
二
教
授
で
あ
る
。

事
務
総
長
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
學
の
ブ
レ
ー
カ
ー
教
授
が
勤
め
て
い

る
。
醤
本
で
の
會
議
を
主
催
し
た
も
の
は
田
本
學
術
會
議
で
あ
る
。

　
會
議
は
主
と
し
て
東
京
で
行
わ
れ
、
會
場
に
は
塵
繧
會
館
が
當
て
ら
れ

た
。
八
月
ご
十
七
臼
午
後
一
時
か
ら
登
録
が
な
さ
れ
、
翌
二
十
八
日
（
木
）

の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
が
開
會
式
、
午
後
二
時
か
ら
五
時
ま

で
は
四
部
門
に
分
か
れ
て
の
研
究
骸
表
會
が
行
わ
れ
た
。
ご
十
九
B
（
金
）

は
午
繭
九
時
に
始
ま
り
、
午
前
も
午
後
も
研
究
薮
表
が
行
わ
れ
た
。
第
一

部
門
は
前
日
で
濟
ん
だ
の
で
、
第
ご
、
第
三
、
第
四
部
門
に
愛
す
る
研
究

験
表
が
四
室
に
分
か
れ
て
な
さ
れ
た
。
八
月
三
十
環
（
土
）
の
午
前
中
に
も

同
襟
四
室
に
分
か
れ
て
の
研
究
蛮
蓑
が
あ
り
、
午
後
二
時
一
五
時
に
は
合

同
會
議
（
覧
。
爵
芝
。
・
。
鞍
8
）
と
稽
し
て
、
全
員
一
堂
に
回
し
て
六
人
の

學
者
の
研
究
蛮
表
に
耳
を
傾
け
た
。

　
本
會
議
の
一
毅
的
主
題
と
し
て
は
「
半
張
及
び
現
在
に
お
け
る
菓
洋
の

宗
教
」
な
る
題
囲
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
事
實
そ
れ
に
沿
っ
た
論
文
が
数
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多
く
護
ま
れ
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
宗
教
畢
の
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
い
ろ
い
ろ
の
形
で
取
上
げ
ら
れ

て
い
た
。
部
門
と
し
て
は
1
未
開
宗
教
、
2
古
代
の
宗
教
、
3
現
在
の
宗

教
、
4
宗
教
學
一
般
、
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
第
一
部
門
に
厩
す

る
研
究
蛮
表
は
意
外
に
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
偶
然
的
な
要
素
も
加

わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
宗
教
學
者
の
關
心
が
一
時
ほ
ど
に
来
開
宗
教

の
現
象
に
集
中
さ
れ
な
く
な
っ
た
事
欝
を
反
映
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
本
會
議
に
善
い
て
八
月
三
十
一
霞
と
九
月
一
日
と
に
は
発
光
お
よ
び
東

京
革
命
の
調
査
病
身
が
あ
り
、
し
か
る
の
ち
九
月
二
臼
か
ら
四
馬
ま
で
は

「
東
西
の
宗
教
一
過
去
百
年
に
お
け
る
文
化
交
流
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
囎
か
れ
た
。
そ
の
一
般
的
主
題
は
さ
ら
に
幾
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
に

分
か
た
れ
、
分
圏
協
議
と
全
謄
…
會
議
と
に
よ
っ
て
討
議
が
罷
め
ら
れ
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
計
叢
は
ユ
ネ
ス
コ
の
協
力
に
よ
っ
て
威
立
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
最
後
の
全
膿
国
議
の
と
き
に
ユ
ネ
ス
コ
に
野
す
る
拗
告
が

採
揮
さ
れ
た
。

　
こ
れ
で
東
京
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
謬
り
、
九
月
五
日
か
ら
七
十
に

か
け
て
は
伊
勢
お
よ
び
奈
良
地
薩
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
一
行
は

七
鑓
の
タ
刻
に
京
都
に
到
着
し
た
。
八
日
は
京
都
の
就
寺
を
訪
問
、
夜
七

時
三
十
分
か
ら
は
關
電
ホ
ー
ル
で
公
開
講
演
會
が
開
か
れ
た
。
講
師
は
前

記
ペ
ッ
タ
ツ
ォ
ー
二
教
授
と
ボ
ン
大
學
の
メ
ン
シ
ン
グ
教
授
と
で
あ
っ

た
。
か
く
て
九
月
九
臼
（
火
）
午
前
十
時
三
十
分
に
は
京
都
大
層
に
お
い
て

閉
棚
式
が
開
か
れ
て
、
第
九
回
幽
際
宗
教
畢
宗
数
史
會
議
は
僧
号
鯉
に
そ

の
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
後
も
京
都
に
な
お
数

第
九
回
圏
際
宗
教
學
宗
教
史
會
議
に
つ
い
て

B
滞
在
す
る
外
人
点
者
も
多
か
っ
た
の
で
、
京
都
地
薩
蟹
行
委
員
會
と
し

て
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
た
め
に
東
附
本
騨
寺
訪
閣
、
南
藤
寺
訪
問
な
ど
の

世
話
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
人
々
は
ま
た
さ
ら
に
高
野
山
に
ま
で
足

を
の
ば
し
た
。

　
會
議
全
髄
と
し
て
の
参
加
者
は
段
本
人
三
五
四
名
、
外
入
一
二
三
名
、

計
四
七
七
名
の
多
数
に
上
っ
た
。
そ
の
ほ
か
準
會
員
と
し
て
登
録
さ
れ
た

人
々
は
一
一
四
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
研
究
薮
衰
を
し
た
人
の
数
は

内
外
人
あ
わ
せ
て
九
五
人
で
あ
っ
た
。
外
人
参
加
者
は
歓
州
各
國
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ヤ
、
北
米
合
衆
愚
の
ほ
か
、
エ
ジ
プ
ト
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ン

ド
、
ビ
ル
マ
、
タ
イ
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
等
の

様
々
か
ら
で
あ
っ
た
。
南
朝
鮮
か
ら
も
一
名
の
参
加
省
が
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
東
洋
即
詰
か
ら
の
比
較
的
多
数
の
参
加
者
を
え
た
こ
と
、
ま
た
ア

メ
リ
カ
か
ら
も
多
く
の
學
者
が
参
加
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ

た
と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
斎
場
が
日
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
も

た
ら
し
た
結
果
の
一
つ
と
屍
て
い
い
。
こ
れ
ま
で
鯨
り
に
も
歓
劇
中
心
的

で
あ
っ
た
こ
の
會
議
が
、
こ
れ
で
文
掌
通
り
園
際
的
な
曾
議
と
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
上
こ
の
第
九
平
身
議
の
開
期
中
に
門
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ

カ
部
會
」
の
里
美
に
つ
い
て
の
下
相
談
も
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

嵩

　
第
九
園
圏
際
宗
教
學
宗
教
史
遊
子
に
つ
い
て
の
外
側
的
叙
蓮
は
概
ね
右

の
通
り
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
内
容
的
に
立
入
つ
た
報
告
も
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
だ
が
内
容
的
と
い
っ
て
も
四
つ
の
室
に
分
か
れ
て

並
行
的
に
な
さ
れ
た
研
究
螢
衷
を
皆
聞
く
こ
と
は
事
實
上
不
可
能
で
あ
っ

六
七
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た
の
で
あ
り
、
ま
た
た
と
え
そ
の
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
に
よ
っ
て
そ
の
要
旨

を
知
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
多
種
多
様
な
研
究
登
表
に
つ
い

て
一
々
語
れ
ば
徒
ら
に
紙
数
を
費
す
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
い
ず
れ
英
文
の

プ
ロ
シ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
詳
し
く
は
そ

れ
を
嵩
ん
で
い
た
だ
く
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
は
た

だ
筆
者
が
漏
れ
た
限
り
に
お
い
て
の
、
感
想
の
一
端
を
書
き
と
ど
め
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
お
よ
そ
い
か
な
る
思
想
で
も
何
ら
か
の
意
味
で
宗
教
と
の
つ
な
が
り
を

持
た
な
い
思
想
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
思
想
が
明
ら
か
に
宗

教
を
否
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
す
ら
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
賢
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
思
想
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
否
定

す
る
宗
教
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
概
念
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
有
り

え
な
い
。
そ
こ
に
、
そ
の
特
定
の
概
念
に
封
ず
る
否
定
と
し
て
の
宗
教
否

定
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
隈
り
に
お
い
て
、
そ
の
特
定
の

思
想
は
そ
の
特
定
の
宗
教
概
念
と
不
離
の
閥
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ

た
ん
に
宗
教
そ
の
も
の
を
、
何
ら
の
定
義
を
も
下
す
こ
と
な
し
に
、
「
否
定

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
取
る
に
足
ら
ぬ
暴
論
で
あ
る
か
、
せ
い
ぜ
い

一
種
の
感
情
論
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
後
者
の
場
合
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
感
情
の
由
っ
て
來
た
る
と
こ
ろ
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
れ

が
い
か
な
る
宗
教
に
封
ず
る
反
感
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
か
を
ほ
ぼ
推

定
す
る
こ
と
も
で
ぎ
よ
う
。
一
般
に
思
想
と
宗
教
と
の
寡
髪
が
そ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ん
や
宗
教
翠
者
と
そ
の
人
自
身
の
宗
教

と
の
降
雪
が
問
題
と
な
ら
な
い
わ
け
は
な
い
。
宗
教
學
は
も
と
よ
り
純
粋

に
學
問
的
立
場
か
ら
宗
教
を
研
究
し
、
ま
た
論
じ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
か

六
八

ら
、
こ
と
さ
ら
に
何
ら
か
の
偏
見
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
る
宗
教
學
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
宗
教
學
の
名
に
面
し
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
ま
た
宗
教
的
信
仰
は
そ
の
信
じ
る
と
こ
ろ
を
眞
理
と
し
て

こ
そ
成
り
た
ち
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
入
の
億
仰
が
何
ら
か
の
形

に
お
い
て
そ
の
人
の
學
的
判
断
に
反
映
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
有
り
え
な

い
。
で
あ
る
か
ら
、
國
際
宗
教
学
宗
数
史
會
議
に
出
席
参
加
し
た
人
々
が

い
か
な
る
宗
教
を
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
無
盆

な
こ
と
と
は
思
え
な
い
。

　
そ
の
宗
教
的
背
景
は
、
参
加
者
た
ち
が
い
か
な
る
圏
ま
た
は
民
族
に
解

す
る
か
に
よ
っ
て
飛
そ
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
類
別
す

れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
佛
敬
等
に
な
る
こ
と

は
書
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
宗
教
の
い
ず
れ
か
を
背
景
と
す

る
尊
者
が
自
分
の
所
属
す
る
宗
教
を
研
究
の
封
象
と
す
る
場
合
と
他
宗
教

を
研
究
の
封
象
と
す
る
場
合
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
學
的
態
度
に
多
少
の
差

異
が
生
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
自
然
と
も
い
え
る
。
し
か
し
慣

し
く
も
宗
教
學
考
で
あ
る
限
り
、
入
は
輩
に
ド
グ
マ
テ
ィ
シ
ュ
に
自
分
の

信
奉
す
る
教
理
を
絶
封
的
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
自
分
の
僑
諒
す
る
と
こ
ろ
を
眞
理
と
し
て
主
張
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
他
宗
教
と
の
比
較
を
通
し
て
の
辮
誰
の

形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
他
宗
数
を
研
究

す
る
と
し
て
も
、
後
者
を
端
的
に
誤
謬
と
か
博
多
と
か
と
極
め
つ
け
る
こ

と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
員
理
内
容
を
汲
む
に
吝
か

な
ら
ざ
る
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
今
度
の
参

加
煮
た
ち
の
う
ち
で
、
自
分
の
宗
教
以
外
の
宗
教
な
い
し
は
宗
教
現
象
に
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封
ず
る
關
心
の
度
合
は
キ
リ
ス
ト
教
系
統
の
益
者
に
お
い
て
特
に
著
る
し

か
っ
た
と
書
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
こ
の
學
會
の
一
般
的
主
題
が
「
東
洋
の

宗
教
」
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
う
な
る
の
が
む
し
ろ
浩
然
で
あ
っ
た
と
も
誘

え
る
の
で
あ
っ
て
、
東
洋
の
益
者
と
し
て
は
、
西
洋
の
學
者
た
ち
の
場
合

と
こ
と
な
っ
て
、
自
分
た
ち
の
宗
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
、
そ
の
主
題

に
順
う
ゆ
え
ん
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

の
連
關
に
お
い
て
、
宗
教
學
、
宗
教
史
、
比
較
宗
教
學
な
ど
の
學
問
が
成

立
し
た
の
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
の
事
賢
を
想
起
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
キ
り
ス
ト
教
紳
學
と
直
接
ま
た
は
間
接

の
關
係
に
お
い
て
登
諾
し
た
も
の
で
あ
る
。
當
初
は
殆
ん
ど
の
場
合
下
下

師
た
ち
が
傳
道
の
必
要
上
ま
た
は
傍
ら
に
、
そ
の
土
地
の
宗
数
に
つ
い
て

多
少
の
研
究
を
し
た
こ
と
に
端
を
登
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
西
洋

に
東
洋
の
智
慧
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
も
あ
り
、
そ
の
事
は

キ
リ
ス
ト
教
融
唱
學
そ
の
も
の
の
方
法
に
も
大
き
な
攣
革
を
も
た
ら
し
た
事

は
歴
史
の
記
す
通
り
で
あ
る
。
中
に
は
宣
教
師
と
し
て
策
洋
に
派
遣
さ
れ

た
者
で
あ
り
な
が
ら
東
洋
の
宗
教
を
研
究
す
る
う
ち
に
遽
に
こ
れ
に
蘭
依

す
る
に
到
っ
た
幾
つ
か
の
例
も
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
膿
と
し
て
見

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
結
果
は
比
較
的
稀
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
東
洋

の
宗
教
に
巌
全
霊
を
認
め
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
異
教
に
封
ず
る
キ
リ
ス

ト
教
側
の
態
度
を
書
壇
あ
る
い
は
攣
革
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
か
く
し
て
近
代
的
自
由
紳
學
者
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
の
み
が
絶
封
書
啓

示
で
あ
る
と
す
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
放
棄
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
宗
教

史
と
の
遽
驕
に
お
い
て
、
ま
た
人
闘
一
般
の
宗
教
経
験
と
照
念
し
っ
っ
、

再
鯉
濃
し
、
そ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
改
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
掌
理
内
容
を

第
九
圓
麟
際
宗
教
學
宗
教
史
會
議
に
つ
い
て

辮
謹
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
ま
た
宗
教
史
的
連
閥
を
求

め
る
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
数
嘩
灘
の
歴
史
的
成
立
を
説
明
ま
た
理
解
す
る
上

に
不
可
駿
な
手
若
き
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
エ
ジ
プ

ト
、
，
小
ア
ジ
ア
等
に
話
す
る
宗
教
史
の
開
業
に
つ
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
ま
た
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
の
宗
教
現
象
も
、
そ
の
よ
う
な
観

黙
か
ら
研
究
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
學
問
的
傾
向

の
先
端
を
行
っ
た
者
が
、
か
の
「
宗
教
史
學
派
し
の
人
々
で
あ
っ
た
。

三

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
か
え
り
盛
れ
ば
、
こ
の
た
び
の
學
會
に
参
加
し
た

西
洋
の
二
者
た
ち
の
う
ち
、
宗
教
史
動
派
（
こ
の
名
欝
は
現
今
で
は
用
い

ら
れ
て
は
い
な
い
が
）
の
流
を
汲
む
人
々
が
可
な
り
多
か
っ
た
こ
と
も
う

な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
ハ
イ
ラ
ー
の
よ
う
な
豪
者
は
そ
の
代
表
的

な
人
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は

今
日
の
歌
学
の
學
界
で
は
山
鼠
ど
の
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
。
少
く
と
も
淋
學
と
の
紅
蓮
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
小
さ
か
ら
ぬ

抵
抗
を
排
し
つ
つ
蓬
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
に
鐙
か
れ
て
い
る
も
の

と
察
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
次
大
戦
直
後
に
始
ま
っ
た
バ
ル
ト

的
榊
學
蓮
動
は
歴
史
主
義
お
よ
び
心
理
主
義
を
排
し
て
啓
示
乳
離
の
再
興

を
企
て
、
紳
の
書
の
啓
示
と
し
て
の
編
音
を
、
宗
教
史
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、

キ
リ
ス
ト
教
史
ま
た
は
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
さ
え
も
猫
立
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
紳
無
税
鋤
が
歓
州
は
も
ち
ろ
ん
、
歓
州
以
外
の

地
ま
で
廣
く
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
黙
り
で
あ
り
、
こ
と
に
ド
イ

ツ
に
お
い
て
は
そ
れ
が
ヒ
ト
ラ
ー
的
全
篇
主
義
の
弾
膣
を
受
け
、
ま
た
勇

六
九
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敢
な
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
支
え
と
も
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
張
の

根
張
さ
を
謹
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
強
力
な
紳
學
漣
動
は
、
然
し
な
が
ら
、
宗
教
史
學
派
に
封
ず
る
殆

ん
ど
決
定
的
と
も
い
う
べ
き
打
撃
を
與
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
と
し
て
、
宗
教
學
者
た
ち
は
歓
州
の
紳
學
界
か
ら
見
れ
ば
、
わ
ず
か

に
周
漫
に
う
ご
め
く
存
在
と
し
て
残
っ
た
か
の
感
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

結
果
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
歴
史
的
経
緯
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
書
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
結
果
が
本
質

的
に
満
足
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
從
っ
て
バ
ル
ト
紳
學
に
封
ず
る

反
豊
凶
も
起
っ
て
來
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
動
き
が

宗
教
史
に
熱
心
を
持
つ
珍
事
者
た
ち
の
う
ち
に
強
い
こ
と
も
ま
た
當
然
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
今
度
の
學
會
に
出
席
し
た
ハ
イ
ラ
ー
お
よ
び
メ
ン
シ

ン
グ
、
ま
た
一
九
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
薄
本
に
來
て
い
た
ベ
ン

ツ
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
バ
ル
ト
紳
畢
に
は
皮
封
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
翼
翼
母
数
攣
宗
教
史

學
會
、
從
っ
て
ま
た
浮
言
宗
教
學
宗
教
史
會
議
を
支
持
す
る
ヨ
…
ロ
ッ
パ

的
學
者
層
は
過
宏
四
十
年
に
わ
た
る
バ
ル
ト
神
算
か
ら
の
挑
刺
と
戦
い
な

が
ら
、
そ
の
主
張
を
績
け
て
來
た
入
朝
に
よ
っ
て
成
る
と
も
鍛
え
る
で
あ

ろ
う
。

　
そ
れ
は
大
難
把
に
書
っ
て
、
た
し
か
に
そ
う
考
え
て
差
支
え
な
い
と
思

う
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
意
義
な
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

宗
教
思
想
に
お
け
る
、
そ
の
二
つ
の
相
反
す
る
勢
力
の
緊
張
を
認
識
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
方
書
幅
音
の
啓
示
を
一
切
の
人
間
的
繧
験
お

よ
び
歴
史
か
ら
断
絶
せ
し
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
他
方
に
一
切
の

七
〇

宗
教
に
お
け
る
統
一
と
相
互
理
解
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

蒲
者
に
と
っ
て
は
宗
教
現
象
の
種
々
相
と
統
一
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
そ
れ
を
も
含
め
て
、
一
切
そ
の
意
味
を
喪
失
す
る
。
そ
れ
に
反
し
後
者

は
あ
く
ま
で
も
人
間
的
立
場
に
立
っ
て
宗
教
に
お
け
る
相
異
と
統
一
と
の

問
題
と
取
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
後
者
の
、
ま
た
後

者
は
前
者
の
反
立
と
し
て
、
始
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
獲
得
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
開
心
式
に
お
け
る
ハ
イ
ラ

ー
の
特
甥
講
演
の
意
義
も
一
層
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

か
れ
は
そ
こ
に
お
い
て
諸
宗
教
の
根
源
的
統
一
を
強
調
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
同
時
に
セ
ム
系
の
三
大
宗
教
、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ

ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
ま
つ
わ
る
排
他
性
と
不
寛
容
性
と
に
超
す
る
優

し
い
批
判
を
俘
っ
て
い
た
。
ハ
イ
ラ
ー
博
士
は
マ
ー
ブ
ル
グ
大
事
瀞
學
部

の
教
授
で
あ
り
、
ル
ー
テ
ル
派
教
會
に
属
す
る
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
窺
判
は
ま
た
自
己
批
判
で
も
あ
る
。
か
れ
は
ア
ー
ノ

ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
…
の
》
昌
頴
碧
。
臥
導
、
。
。
〉
℃
鷲
。
鴛
ぴ
8
カ
。
｝
陣
σ
Q
δ
昌
を

過
玄
十
年
間
に
著
わ
さ
れ
た
最
も
勝
れ
た
神
事
書
（
し
か
も
、
そ
れ
は
い

わ
ゆ
る
紳
學
者
に
よ
っ
て
霧
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
）
と

し
て
推
賞
し
て
い
る
が
、
そ
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
指
摘
し
て
止
ま
な
い
黙

も
、
ま
さ
に
そ
の
三
大
宗
教
の
持
つ
撰
他
性
と
不
寛
容
姓
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
ハ
イ
ラ
…
は
玉
突
法
華
學
が
キ
リ
ス
ト
教
聖
書
以
外
に
お
け
る
啓

示
を
一
切
認
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
反
封
の
意
を
褒
明
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
か
れ
は
高
腹
の
諸
宗
教
（
憲
讐
亀
噌
。
轟
δ
蕊
）
の
間
に
紳
秘
主
義
的

救
濟
宗
教
と
豫
雷
者
的
啓
示
宗
教
と
の
類
別
を
認
め
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
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類
型
の
う
ち
に
お
い
て
も
種
々
の
相
蓮
が
あ
る
こ
と
を
も
承
認
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
遽
じ
て
「
究
麺

的
な
、
最
も
深
い
統
こ
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
統
一
は
次
の

七
つ
の
灘
に
つ
い
て
晃
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
1
　
超
越
的
な
も
の
、
聖

な
る
も
の
、
紳
的
な
る
も
の
、
他
な
る
も
の
の
籔
在
性
。
2
　
こ
の
超
越

的
饗
在
が
人
聞
の
心
に
内
在
す
る
こ
と
。
3
　
こ
の
超
越
的
實
在
が
人
間

に
と
っ
て
の
最
高
貢
理
か
つ
最
高
善
で
あ
る
こ
と
。
憂
　
こ
の
混
在
は
、

人
間
に
、
ま
た
人
間
の
う
ち
に
、
そ
れ
自
身
を
啓
示
す
る
究
極
的
愛
で
あ

る
こ
と
。
5
　
人
が
榊
に
到
る
道
は
献
身
（
二
日
放
棄
、
禁
欲
異
風
な
ど
）

の
道
で
あ
る
。
6
　
榊
へ
の
遽
は
溝
時
に
ま
た
隣
人
へ
の
道
（
隣
人
愛
、

一
切
の
生
物
へ
の
愛
、
敵
へ
の
愛
）
で
あ
る
。
7
　
愛
こ
そ
は
神
へ
の
最

上
の
道
で
あ
る
。
宗
教
畢
は
も
と
よ
り
宗
教
の
営
養
研
究
に
從
事
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
研
究
を
通
し
て
諸
宗
数
の
究
極
的
統
一
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
き
な
蜜
践
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
ハ
イ
ラ

ー
は
力
窮
す
る
。
だ
が
、
そ
の
事
は
諸
宗
数
が
た
だ
統
合
す
べ
し
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
は
簸
も

警
戒
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
學
は
宗
教
の
多
段
性
を
こ
そ
奪
重
す

べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
宗
教
學
は
ま
た
そ
れ
ら
多
襟
な
内
容
を
持
つ
諸

宗
教
相
互
の
理
解
と
栢
互
の
學
び
あ
い
と
を
促
蓬
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
　
「
も
し
諸
宗
教
が
か
く
の
如
く
相
互
に
理
解
し
あ
い
、
ま
た
協
力
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
最
も
目
ざ
ま
し
い
政
治
的
努
力
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
も
勝
っ
て
、
人
類
就
會
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
）
の
審
ハ
現
に
向
っ
て
、

し
た
が
っ
て
ま
た
世
界
挙
諏
に
鞭
っ
て
、
よ
り
大
き
な
翼
献
を
も
た
ら
す

で
あ
ろ
う
」
。

第
九
畷
國
際
宗
数
攣
宗
教
史
會
議
に
つ
い
て

囚

　
右
に
孫
抱
し
た
ハ
イ
ラ
…
の
登
會
講
演
は
確
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
苫
葺

か
ら
理
解
さ
れ
た
宗
教
學
の
任
務
に
つ
い
て
の
基
調
を
示
し
た
も
の
と
書

え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
今
度
の
會
議
を
一
貫
す
る
精
紳
で
も
あ

っ
た
。
京
都
に
お
け
る
公
開
講
演
會
で
メ
ン
シ
ン
グ
が
「
罪
数
に
お
け
る

寛
容
性
と
瞬
理
姓
」
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
の
論
旨
も
同
じ
方
向
を
指
…
し

示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
寛
容
性
を
形
式
的
寛
容
性
と
内
容
的
寛
容

性
（
8
雪
起
巴
。
↓
o
図
2
§
N
…
凶
弓
巴
樽
謬
ぽ
↓
o
囹
。
鑓
雪
）
と
に
分
け
、
た
ん

に
信
義
の
膚
由
を
認
め
る
と
い
う
形
式
的
寛
容
性
か
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で

内
容
的
寛
容
性
に
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し

て
、
内
容
的
寛
容
性
と
は
他
宗
教
に
も
聖
な
る
も
の
と
の
出
會
い
の
可
能

性
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ゆ
る
豫
書
誤
的
諸
宗
教
は
不
寛
容

に
傾
く
が
、
菓
洋
の
紳
秘
主
義
は
こ
の
よ
う
な
内
容
的
寛
容
性
の
よ
い
模

範
を
示
す
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
豫
訳
者
的
宗
教
に
お

い
て
も
心
惑
主
義
は
購
襟
に
寛
容
で
あ
る
。

　
今
度
の
會
議
に
出
席
は
し
な
か
っ
た
が
、
ト
イ
ン
ビ
…
も
ま
た
同
様
に

諸
宗
教
相
互
の
寛
容
牲
を
強
調
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
携
他
性
と
不
寛

容
性
と
を
擁
拭
す
べ
き
こ
と
を
礎
烈
し
て
い
る
こ
と
は
ハ
イ
ラ
…
の
講
演

に
も
あ
る
穿
り
で
あ
る
が
、
こ
の
關
係
に
お
い
て
、
ト
イ
ン
ビ
…
の
「
世

界
の
諸
宗
教
の
間
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
」
（
O
ξ
警
鞍
臨
ぞ
曽
ヨ
§
α
q
筈
。

男
鑑
σ
q
δ
霧
o
h
昏
。
乏
。
胤
F
一
⑩
竃
）
は
宗
教
學
的
見
地
か
ら
し
て
も
、
ま

た
キ
リ
ス
ト
教
無
業
の
立
場
か
ら
も
、
無
親
で
き
な
い
重
要
な
論
旨
を
含

む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
附
記
し
て
お
こ
う
。

七
一
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こ
の
よ
う
に
宗
教
學
は
排
他
性
に
傾
く
豫
言
者
的
諸
宗
教
に
深
い
ま
た

食
し
い
反
省
を
健
が
し
、
か
つ
ま
た
東
洋
の
諸
宗
教
が
含
む
根
源
的
・
究

極
的
統
一
へ
の
指
示
に
食
し
て
心
か
ら
の
周
感
を
示
そ
う
と
す
る
。
こ
の

事
は
ま
た
東
洋
諸
宗
教
の
代
辮
奢
た
ち
に
大
き
な
自
魔
を
う
な
が
す
結
果

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
が
膚
信
を
も
つ
て
惣
分
た
ち
の
宗
教

の
経
理
内
容
を
學
的
に
提
示
し
う
る
道
を
も
開
い
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
と
に
今
圓
の
、
す
な
わ
ち
第
九
圓
國
皇
宗
教
學
宗
教
史
豪
農
が
始
め
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
で
、
し
か
も
極
東
の
日
本
で
開
か
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
重
要
な
歴
史
性
を
敵
う
事
件
で
あ
る
。
日
本

を
始
め
東
洋
各
國
の
宗
教
武
者
が
か
く
も
多
数
こ
の
會
議
に
参
加
し
て
、

外
輸
血
の
目
を
通
し
て
で
な
く
、
自
分
た
ち
の
理
解
す
る
自
己
の
宗
教
ま

た
は
宗
教
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
所
期
を
述
べ
る
機
會
を
得
た
こ
と

は
、
た
ん
に
國
魚
島
数
學
宗
教
史
學
會
に
と
っ
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
實

に
人
類
の
卒
和
將
來
の
た
め
に
喜
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
っ
た
と
書
え
る
。
そ

の
よ
う
に
書
う
こ
と
は
決
し
て
御
座
な
り
の
祝
瀞
で
は
な
く
、
最
恵
の
意

味
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
御
座
な
り

の
観
舞
に
終
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
な
い
こ
と
は
な
い
。
す
で
に
需
つ
た

よ
う
に
ヨ
；
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
心
は
豫
盲
者
的
宗
教
、
精
に
キ
リ
ス

ト
教
、
の
絶
玄
孫
の
主
張
と
の
強
度
の
緊
張
に
お
い
て
蛮
展
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
、
イ
ギ
リ
ス
、
お
よ
び
北
米
に
お
い
て
、

人
々
は
キ
リ
ス
ト
教
が
他
宗
教
に
干
し
て
不
寛
容
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
相
分
れ
棚
争
っ
て
き
た
事
實
を
膿
験
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
膿
験
が
張
度
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

ま
た
そ
れ
に
封
ず
る
反
省
も
張
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
メ
ン
シ
ン
グ
の
雷

七
二

う
形
式
的
寛
容
性
と
し
て
の
信
教
の
自
由
と
い
う
こ
と
で
も
、
欧
米
に
お

い
て
も
幾
多
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
経
験
を
遇
し
て
漸
く
に
し
て
か
ち
と
ら
れ

た
原
則
で
あ
る
こ
と
を
人
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
で
も
な
お
信
教

の
霞
由
の
認
め
ら
れ
て
い
な
い
國
々
の
数
は
可
な
り
多
い
で
あ
ろ
う
。
闘

本
に
お
い
て
も
薪
憲
法
の
下
に
お
い
て
始
め
て
そ
れ
は
無
條
件
的
に
認
め

ら
れ
る
に
到
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
更
に
推
し
進
め
て
内
容
的
寛
容

性
を
培
養
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
を
問
題
と
し
て
提
起
し
た
の
は
、

そ
の
事
に
つ
い
て
の
強
い
緊
張
を
膿
験
し
て
き
た
西
洋
の
宗
教
學
者
た
ち

で
あ
る
。
こ
の
黙
は
よ
く
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
東

洋
の
宗
教
意
識
に
お
け
る
究
極
的
統
一
を
た
た
え
る
の
で
あ
る
が
、
東
洋

の
諸
宗
教
に
お
け
る
統
一
の
概
念
そ
の
も
の
が
、
ど
れ
だ
け
批
刺
的
に
自

畳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
容
易
に
漸
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
東
洋
の
諸
宗
教
ま
た
諸
宗
派
の
間
に
も
、
寛
容
も
あ
れ
ば
不
寛
容
も
あ

る
。
排
他
性
も
あ
れ
ば
抱
擁
性
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
東
洋
の
宗
教
學
者
自

身
に
よ
っ
て
改
め
て
取
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
横
た
わ
っ

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
西
洋
の
學
者
か
ら
東
洋
宗
教
の
統
一
性
に
つ

い
て
耳
下
り
の
い
い
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
窟
頂
天
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で

は
濟
ま
さ
れ
な
い
。
日
本
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
見
て
も
、
折
角
か

ち
え
た
（
と
い
う
よ
り
も
負
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
輿
え
ら
れ
た
）
信
教
の

自
由
を
さ
え
再
び
失
う
可
能
性
も
な
し
と
は
君
え
な
い
。
さ
ほ
ど
の
苦
勢

な
し
に
輿
え
ら
れ
た
自
由
な
ら
、
ま
た
割
合
に
氣
輕
に
手
離
す
こ
と
も
あ

る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
醤
憲
法
（
そ
こ
に
も
條
件
づ
き
で
は
あ
る
が
儒
教
の

落
掌
は
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
）
の
下
に
信
教
の
自
由
の
制
限
が
何
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
身
に
し
み
て
経
験
し
た
人
々
、
そ
の
下
に
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お
い
て
何
ら
か
の
迫
害
の
犠
牲
に
な
り
、
ま
た
は
、
な
っ
た
人
々
を
身
近

な
友
と
し
て
持
つ
た
人
々
、
そ
の
よ
う
な
入
々
だ
け
は
羅
封
的
に
儒
教
の

自
由
を
妨
げ
ま
た
は
脅
や
か
す
穂
者
を
も
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ

の
よ
う
な
人
々
は
日
本
人
の
宗
教
的
寛
容
性
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
そ
う

樂
擬
的
に
語
る
氣
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て

の
反
省
は
、
西
洋
の
學
者
だ
け
に
委
せ
て
お
い
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
。

日
本
は
も
と
よ
り
、
日
本
以
外
の
東
洋
諸
國
に
お
い
て
も
、
同
模
の
問
題

が
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
西
洋
の
宗
教
學
春
が
そ
の
酉
灘
の
歴
史

的
地
盤
に
お
け
る
問
題
を
卒
直
に
取
上
げ
た
よ
う
に
、
策
洋
の
宗
数
學
者

も
ま
た
東
洋
の
地
盤
に
お
い
て
、
そ
れ
と
同
襟
の
問
題
を
取
上
げ
て
然
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
し
に
、
た
だ
東
洋
的
寛
容
性
だ
と
か
抱
擁

性
だ
と
か
書
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
不
寛
容
の
内
賢
を
蔽
う
美
蹴
麗
句
に

過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
ま
た
、
そ
れ
な
ら
宗
教
の
問
題
は
寛
容
性
と
統
一
性
の
肖
畳
と
が

え
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
凡
て
解
決
す
る
の
か
と
窺
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
簡

箪
な
も
の
で
も
な
い
。
宗
教
學
は
ま
た
諸
宗
教
相
互
の
聞
に
、
ま
た
同
一

宗
教
に
つ
い
て
の
諸
の
理
解
の
間
に
も
、
深
刻
な
相
異
が
あ
る
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
臆
し
て
目
を
閉
じ
る
こ
と
は
決

し
て
霊
的
な
態
度
と
は
呼
べ
な
い
。
ま
た
ハ
イ
ラ
ー
も
喰
う
よ
う
に
宗
教

學
は
徒
ら
な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
推
賞
す
る
も
の
で
も
な
い
と
す
れ

ば
、
宗
教
儂
伸
の
唯
一
姓
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
信
仰
の
級
封
性
と
い

う
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
宗
教
學
の
課
題
と
し
て
取
上
げ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
思
う
。
バ
ル
ト
紳
學
が
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
の
絶
封
性
を
強

調
し
て
自
由
鳥
葬
お
よ
び
宗
教
史
學
派
を
極
力
排
撃
し
た
こ
と
は
、
そ
の

第
九
圖
國
際
宗
教
學
宗
教
史
會
議
に
つ
い
て

理
由
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
あ
ま
り
に
も
否
定
的
に
過
ぎ
た
こ
と

は
否
め
な
い
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
そ
れ
に
封
ず
る
自
由
紳
磯
上
た
ち
や
宗

教
學
者
た
ち
の
聖
慮
も
ま
た
要
り
に
否
定
的
に
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か

と
、
ひ
そ
か
に
恐
れ
る
。
一
一
つ
の
相
反
す
る
立
場
の
緊
張
は
そ
れ
自
膿
と

し
て
の
作
用
を
持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
緊
張
が
本
當
に
製
産
的
に

は
た
ら
き
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
相
反
す
る
立
場
が
互
に
他
を
理
解
す
る

と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
が
共
に
一
つ
の
意
識
の
う
ち
に
置
か

れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
何
人
も
磨
分
が
貴
と
信
じ
る
こ
と
を
擾
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ

れ
を
鉦
げ
て
ま
で
寛
容
性
と
抱
擁
性
と
を
持
て
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
入

の
良
心
を
ふ
み
に
じ
る
要
求
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
信
仰
の
絶
暴
露
を

偏
狭
な
不
寛
容
性
と
排
他
性
と
に
よ
っ
て
の
み
守
り
う
る
も
の
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
考
え
方
も
ま
た
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
疑
の
絶

封
性
は
必
ず
し
も
不
寛
容
性
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
逆
に
寛
容
性
を
暴
く
こ
と
は
必
ず
し
も
自
己
の
信
仰
の
無
封
性
を
放

棄
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
學
の
今
後
の
重
要
な
課
題

の
一
つ
は
、
絶
語
性
と
寛
容
性
、
唯
～
性
と
統
一
性
と
の
間
に
道
を
通
じ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
で
に
ト
レ
ル
チ
が
取
上
げ
た
無
題
で
は
あ

る
が
、
今
鑓
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
そ
の
問
題
に
立
向
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

宗
数
点
者
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
榊
學
老
た
ち
も
、
そ
の
よ
う
な

道
を
見
出
す
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
興
劒
に
考
究
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、
宗
教
學
が
人
類
の
李
和
の
た
め

に
貢
献
す
る
な
ど
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
一
片
の
僻
令
に
絡
っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
學
文
學
部
〔
基
督
教
學
〕
教
授
）
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