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本
書
の
執
筆
の
抑
々
の
出
発
点
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
哲
学
す
る
人

問
に
と
っ
て
信
仰
は
可
能
で
あ
る
の
か
、
神
学
す
る
人
間
に
と
っ
て
哲
学

は
可
能
な
の
か
」
と
い
う
、
「
単
純
明
快
な
」
疑
問
で
あ
っ
た
と
い
う
。

キ
リ
ス
ト
教
的
背
景
の
な
い
日
本
の
大
学
に
於
て
、
哲
学
し
ょ
う
と
す
る

者
は
神
学
を
軽
ん
じ
、
逆
に
ま
た
、
敬
震
な
信
仰
者
に
し
て
神
学
を
志
す

者
は
、
哲
学
を
蔑
視
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
般
的
風
潮
に
対

し
て
、
著
者
は
一
学
究
と
し
て
長
ら
く
強
い
不
満
と
疑
念
と
を
懐
き
つ
づ

け
、
両
者
の
綜
合
の
可
能
性
を
摸
索
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
と
う
と

う
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
う
ち
に
、
す
ぐ
れ
た
綜
合
・
和
解
の
例
を
見
つ
け
出

す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
探
究
成
果
を
遺
憾
な
く
披

露
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
妻
戸
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
に
つ
い

て
の
こ
の
論
述
を
通
し
て
、
信
仰
乃
至
神
学
と
哲
学
と
の
結
び
つ
き
の
在

り
方
を
、
広
く
世
に
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
八
○

　
さ
て
、
ベ
ル
リ
ン
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
一
＝
、
二
四
、
二
七
、

三
一
年
と
い
う
四
度
の
学
期
に
わ
た
っ
て
、
く
り
返
し
宗
教
哲
学
の
講
義

を
行
な
っ
た
。
し
か
る
に
一
＝
年
の
講
義
に
あ
た
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
作
成

し
た
草
稿
は
適
宜
加
筆
さ
れ
て
、
以
後
の
講
義
に
も
利
用
さ
れ
る
。
こ
の

草
稿
お
よ
び
各
年
度
の
講
義
に
於
け
る
若
干
の
受
講
者
の
筆
記
が
資
料
と

な
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
後
『
宗
教
哲
学
講
義
』
が
編
集
・
刊
行
さ
れ
た
。

そ
の
際
の
編
集
方
法
の
相
違
に
よ
っ
て
、
今
日
私
た
ち
は
、
二
種
の
異
っ

た
版
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
マ
ー
ル
ハ
イ
ネ
ケ
即
パ
ウ
ア

ー
版
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
一
八
三
二
年
に
マ
ー
ル
ハ
イ
ネ
ケ
が
主
と
し

て
最
後
の
講
義
の
記
録
に
墓
つ
い
て
急
ぎ
編
集
し
て
全
集
に
収
め
た
の
を
、

一
八
四
〇
年
に
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
が
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

と
ぎ
。
ハ
ウ
ア
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
草
稿
お
よ
び
受
講
者
の
筆
記
を
幅
広
く

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
版
を
大
幅
に
増
補
し
た
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー

の
全
集
版
は
、
こ
れ
の
復
刻
で
あ
り
、
最
近
の
ズ
ー
ル
カ
ム
プ
雨
曇
も
、

概
ね
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
も
う
一
種
類
は
、
ラ
ッ
ソ

ン
版
（
一
九
二
五
－
二
九
年
）
で
あ
る
。
ラ
ッ
ソ
ン
は
、
バ
ウ
ア
ー
の
方
針

を
批
判
し
つ
つ
、
自
ら
は
あ
く
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
草
稿
に
依
拠
す
る
こ
と

を
標
榜
し
た
。
そ
し
て
草
稿
の
順
序
を
決
し
て
動
か
す
こ
と
な
く
、
他
の

資
料
か
ら
適
宜
こ
れ
に
挿
入
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
編
集
を
成
し
遂
げ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
私
た
ち
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲
学
を
論
じ
よ

う
と
す
る
揚
合
、
与
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
へ
の
批
判
・
吟
味
と
い
う
課
題
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を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
パ
ウ
ア
ー
陥
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
、
ラ
ッ

ソ
ン
の
稀
事
に
対
し
、
等
し
く
批
判
的
態
度
を
保
持
し
つ
つ
、
必
要
に
応

じ
て
比
較
対
照
を
行
な
い
、
綜
合
的
な
見
地
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
の
輪

郭
の
再
現
を
試
み
る
、
こ
と
が
、
研
究
者
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本

書
の
著
者
の
場
合
に
は
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
を
骨
子
と
し
つ
つ
、
ラ
ッ
ソ

ソ
版
に
も
十
分
顧
慮
を
払
い
、
特
に
そ
こ
に
明
示
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

の
草
稿
の
部
分
を
重
視
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
そ
し
て
両
版
の
著
し

い
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
比
較

検
討
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

二

　
と
こ
ろ
で
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
に
よ
れ
ば
、
『
宗
教
哲
学
講
義
』
に
は
、

ま
ず
緒
論
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
お
よ
そ
宗
教
哲
学
の
何
た
る
か
が
論
じ
ら

れ
る
。
次
い
で
、
本
論
は
、
宗
教
の
概
念
、
規
定
的
宗
教
、
絶
対
的
宗
教

と
い
う
三
部
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ま

ず
宗
教
の
本
質
的
概
念
規
定
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
宗
教
の
歴
史
的
現

象
形
態
を
叙
述
し
、
然
る
後
に
、
歴
史
的
形
態
が
概
念
と
の
最
終
的
な
一

致
に
到
達
し
た
段
階
と
し
て
の
、
絶
対
曲
宗
教
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
を

論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
全
体
的
構
成
に
関
す
る
限
り
、
ラ
ッ

ソ
ン
版
も
特
に
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
本
書
の
著
者
も
、
本
論
の
部
分
を
、

グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
と
ま
っ
た
く
同
じ
標
題
に
よ
っ
て
三
部
に
区
分
し
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
講
義
内
容
を
順
次
詳
細
に
解
釈
・
検
討
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い

る
。
（
た
だ
し
、
本
書
の
場
合
、
第
一
部
は
、
講
義
の
緒
論
の
部
分
を
も
包

含
し
て
い
る
。
つ
ま
り
著
者
は
、
第
一
部
前
半
（
第
一
章
）
に
煮
て
、
ま
ず
、

書

評

「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
宗
教
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か

を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
、
信
仰
と
理
性

と
の
関
係
を
〔
彼
が
〕
ど
う
考
え
て
い
た
か
に
言
及
す
る
。
」
そ
し
て
、
こ

の
問
題
に
関
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
批
判
的
対
決
に
一
応
の
決
着
を
つ
け
た

う
え
で
、
同
後
半
部
（
第
二
章
）
に
撃
て
、
著
者
は
宗
教
の
概
念
に
関
す

る
考
察
に
と
り
か
か
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
）

　
第
一
部
前
半
の
論
述
で
は
、
信
と
知
と
の
分
裂
・
対
立
の
関
係
の
解
明

に
力
が
注
が
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
著
者
の
着
眼
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
近
世
に
於
け
る
信
と
知
と
の
深
刻
な
分
裂
の
只
中
に
身
を
置
き
、

こ
れ
を
明
確
に
認
識
し
つ
つ
、
し
か
も
両
者
の
和
解
・
綜
合
の
成
立
点
に

自
ら
の
宗
教
哲
学
の
根
底
を
位
置
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

著
者
と
し
て
は
、
ま
ず
両
者
の
対
立
関
係
の
詳
細
な
究
明
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル

宗
教
哲
学
の
根
本
的
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
ま
ず
、
信
と
知
と
の
対
立
と
い
う
問

題
に
関
す
る
思
想
史
的
背
景
に
遡
及
し
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
青
年

時
代
に
於
け
る
・
こ
の
問
題
と
の
取
り
組
み
の
成
果
で
あ
る
論
文
『
信
と

知
』
の
内
容
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
蒋
代
に
は
、
こ

の
問
題
は
如
何
な
る
様
相
を
呈
す
る
に
至
っ
て
い
た
の
か
を
説
明
す
る
Q

そ
の
う
え
で
、
臆
測
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
両
雄
の
峻
厳
な
対
立
関
係
を
踏
ま

え
な
が
ら
も
、
「
精
神
は
統
一
態
で
あ
り
、
た
だ
一
つ
の
理
性
の
み
が
存

在
す
る
」
と
い
う
最
高
原
則
の
も
と
に
、
両
老
の
和
解
を
達
成
せ
ん
と
し

て
い
た
の
だ
、
と
論
ず
る
。
「
和
解
」
と
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
相
対
立

す
る
二
つ
の
も
の
が
、
そ
の
区
別
を
見
失
う
こ
と
な
く
同
一
性
を
回
復
す

る
こ
と
」
で
あ
る
。
へ
！
ゲ
ル
の
思
索
の
ま
さ
に
そ
う
い
う
在
り
方
の
う

一
八
一
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ち
に
、
著
老
が
、
自
ら
冒
頭
に
提
出
し
た
根
本
的
問
い
に
対
し
て
、
一
つ

の
鮮
明
な
解
答
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
倹
た
な
い
。

な
お
、
著
者
は
ま
た
、
こ
の
話
題
に
因
ん
で
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
H
・
ゴ
ル
ヴ
ィ
ツ
ァ
ー
、
W
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
デ
ル
と
い
う
二
人
の

著
名
な
現
代
の
神
学
鼓
膜
に
か
わ
さ
れ
た
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
現
代
に
於
け
る
学
界
の
動
向
を
知
る
に
は
、
興
味
深
い
も
の
で
あ

る
。　

第
一
部
後
半
は
、
宗
教
の
概
念
を
と
り
扱
う
。
こ
れ
に
該
当
す
る
講
義

の
部
分
は
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
で
は
、
神
、
宗
教
的
関
係
、
儀
式
の
三
項

目
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ま
ず
絶
対
者
の
根
本

的
性
質
を
説
明
し
、
次
い
で
絶
対
老
と
質
問
と
の
結
び
つ
き
と
し
て
の
宗

教
を
、
さ
ら
に
こ
の
結
び
つ
き
の
確
証
と
し
て
の
儀
礼
を
逐
一
論
ず
る
の

で
あ
る
。
ラ
ッ
ソ
ン
版
は
、
こ
れ
と
は
か
な
り
異
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い

る
が
、
亡
児
は
、
前
述
の
と
お
り
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
…
版
に
基
づ
き
な
が
ら
、

ラ
ッ
ソ
ン
版
を
も
必
要
に
応
じ
て
顧
慮
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
論
を
進
め

て
い
る
。

　
ま
ず
著
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
独
特
の
神
出
の
解
明
に
力
を
注
ぐ
。
そ
し
て
、

よ
く
な
さ
れ
る
「
汎
神
論
」
と
い
う
評
価
に
関
し
て
も
、
諸
信
書
者
の
説

を
紹
介
し
な
が
ら
、
決
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
脇
差
が
普
通
の
意
味
で
の
汎
神

論
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
開
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
宗
教
的

意
識
の
諸
形
式
に
関
す
る
考
察
に
進
む
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
ラ
ッ
ソ
ン

版
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
で

は
、
宗
教
的
意
識
は
、
感
情
、
直
観
、
表
象
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
進
展

す
る
も
の
と
説
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
感
惰
O
①
B
三
と
い
う
語
に

一
八
二

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
、
も
と
も
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
草
稿
で
は
、
感
覚

国
ヨ
忌
巳
§
ぴ
Q
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
著
者
は
、
ラ
ッ
ソ
ソ
を
支
持

し
っ
っ
、
感
情
と
感
覚
と
の
区
捌
を
見
失
っ
た
バ
ウ
ア
：
ー
ー
グ
ロ
ッ
ク
ナ

ー
の
編
集
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
へ
！
ゲ
ル
に
於
け
る
両
語
の
用

法
に
つ
い
て
、
独
自
の
考
察
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
儀
礼
を
論
ず
る
箇
所

で
は
、
著
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
儀
礼
の
成
立
基
盤
と
し
て
国
家
共
同
体
を

重
視
し
て
い
る
点
に
着
眼
し
、
『
法
の
哲
学
』
、
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』

に
見
ら
れ
る
国
家
観
に
も
言
及
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
宗
教
と
人

倫
的
共
同
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
い
る
。

　
第
二
部
「
規
定
的
宗
教
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
歴
史
的
諸
宗
教

が
と
り
扱
わ
れ
る
。
歴
史
を
概
念
の
実
現
過
程
と
し
て
捉
え
る
以
上
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
『
宗
教
哲
学
講
義
』
に
於
て
も
、
い
っ
た
ん
宗
教
の
概
念
を

確
立
し
た
か
ら
に
は
、
続
い
て
そ
れ
の
実
現
過
程
と
し
て
の
宗
教
発
展
史

の
叙
述
に
と
り
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
：

版
で
は
、
自
然
宗
教
、
精
神
的
個
別
性
の
宗
教
と
い
う
二
節
に
分
か
れ
る
。

前
者
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
魔
術
か
ら
は
じ
め
て
中
国
宗
教
、
イ
ン
ド
宗

教
、
仏
教
、
ペ
ル
シ
ア
、
シ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
と
い
う
順
に
考
察

を
進
め
、
後
者
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
宗
教
を
考
察
し

て
い
る
。
発
展
の
最
終
的
到
達
点
は
、
概
念
の
完
全
な
実
現
と
し
て
の
絶

対
的
宗
教
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
第
二
部
は
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
成
立

の
前
史
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
こ
う
し
た
宗
教
史
の
扱
い
方
に
関
し
て
は
、
自
ら
の

哲
学
説
の
検
証
へ
の
積
極
的
意
欲
が
評
価
さ
れ
る
半
面
、
一
方
で
は
恣
意

的
構
成
が
批
判
さ
れ
、
ま
た
当
時
に
於
け
る
実
証
的
研
究
の
発
展
程
度
の
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低
さ
に
よ
る
制
約
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
著
者
も
、
そ
う
し

た
事
情
を
十
分
目
念
頭
に
置
い
て
論
述
を
進
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基

本
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
前
史
と
い
う
性
格
づ
け
の
も
と
に
、
第
二
部

金
体
を
一
貫
し
て
見
通
し
つ
つ
、
同
時
に
個
々
の
宗
教
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ

ル
の
所
説
を
、
実
証
的
宗
教
史
の
見
地
か
ら
、
順
次
詳
細
に
吟
味
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
R
・
ロ
イ
ツ
ェ
の
研
究
書
”
b
団
o
Q
ロ
じ
。
－

霞
。
年
一
・
。
島
落
窪
幻
Φ
一
喧
。
器
昌
び
二
戸
。
α
q
9
．
．
を
多
く
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
著
者
は
、
中
国
や
イ
ン
ド
の
宗
教
お
よ
び
仏
教
に
関
す
る
・
ヘ

ー
ゲ
ル
当
時
の
研
究
状
況
を
述
べ
、
具
体
的
に
如
何
な
る
研
究
文
献
を
ヘ

ー
ゲ
ル
が
利
用
し
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
特

に
中
国
の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
ラ
ッ
ソ
ソ
版
は
、
こ
れ
を
魔
術
宗
教
の
一

様
式
と
し
て
従
属
的
に
位
置
づ
け
、
「
度
量
の
宗
教
」
と
し
て
こ
れ
に
独

立
の
位
置
を
与
え
て
い
る
グ
p
ッ
ク
ナ
！
版
と
の
問
に
相
違
を
示
し
て
い

る
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
著
者
は
、
ロ
イ
ツ
ェ
を
援
用
し
つ
つ
、
ラ
ッ
ソ

ン
版
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
「
精
神
的
個
別
性
の
宗
教
」
中
、
ギ
リ
シ

ア
の
宗
教
は
、
『
精
神
現
象
学
』
に
於
て
「
芸
術
宗
教
」
の
名
の
も
と
に

大
々
的
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
そ
の
内
容
に
も
言
及

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
『
講
義
』
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ギ
リ
シ
ア
宗
教

観
と
の
対
照
を
浮
き
出
さ
せ
て
い
る
。

　
第
三
部
「
絶
対
的
宗
教
」
は
、
宗
教
の
完
成
形
態
で
あ
り
、
そ
こ
に
於

て
私
た
ち
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
の
見
解
が
頂
点
に
達

す
る
の
を
認
め
る
」
と
、
古
老
は
述
べ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
青
年
時
代
か

ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
要
関
心
事
で
あ
っ
た
・
宗
教
と
哲
学
と
の
内
的
関
連
の

問
題
に
関
し
て
、
こ
こ
で
総
決
算
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

書

評

そ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
、
著
者
は
、
こ
の
部
分
の
総
論
に
於
て
、
キ

ム
メ
ル
レ
を
援
用
し
つ
つ
、
青
年
時
代
か
ら
『
精
神
現
象
学
』
、
『
大
論
理

学
』
を
経
て
『
エ
ソ
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
に
至
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
観
の
発

展
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
の
関
連
に
於
て
、
『
講
義
』
に
見
ら

れ
る
絶
対
的
宗
教
の
基
本
的
特
徴
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、

ω
啓
示
宗
教
、
②
啓
示
さ
れ
た
宗
教
、
③
真
理
と
自
由
と
の
宗
教
と

い
う
特
微
点
が
、
と
り
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
概
括
的
把
握
を
な

し
た
う
え
で
、
著
者
は
、
次
に
絶
対
的
宗
教
の
内
容
は
三
位
一
体
論
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
じ
、
「
父
の
国
」
、
「
子
の
国
」
、
「
霊
の
国
」

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
独
特
の
三
一
性
論
の
考
察
へ
進
ん
で
ゆ
く
。

三

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
全
体
の
内
容
を
、
順
を

追
っ
て
辿
っ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
を
通
し
て
、
著
者
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
全
体
に
占
め
る
彼
の
宗
教
哲
学
の
重
要
な
位
置
づ
け
」
を
、
　
一
貫
し
て

明
確
化
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
同
時
に
ま
た
、
そ
こ
に
於
て
、
『
宗
教

哲
学
講
義
』
が
「
単
に
宗
教
の
哲
学
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宗
教
史
で

も
あ
り
、
宗
教
学
で
も
あ
り
、
ま
た
結
局
の
と
こ
ろ
は
暫
学
自
体
で
も
あ

る
」
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
、
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
へ
…
ゲ
ル
の
講
義
は
、
一
方
に
於
て
宗
教
史
、
宗
教
学
と
し
て

の
実
証
的
性
格
を
強
く
も
っ
と
と
も
に
、
他
方
ま
た
、
絶
対
的
宗
教
の
三

一
性
論
に
於
て
は
、
暫
学
体
系
そ
の
も
の
に
等
し
い
内
容
を
と
り
扱
っ
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
著
者
の
明
確
な
認
識
が
、
本
書
の
結
論
と
し

て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
三
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ま
さ
し
く
著
者
の
主
張
す
る
と
お
り
、
元
来
『
宗
教
哲
学
講
義
』
は
、

円
熟
期
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
論
の
大
成
と
し
て
、
き
わ
め
て
高
い

位
置
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
と
り
扱
う

研
究
は
、
従
来
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
講
義
の
全
体
を
、
部
分
ご
と
に
順

を
追
っ
て
逐
一
解
釈
・
検
討
し
て
ゆ
く
試
み
に
至
っ
て
は
、
例
を
見
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
は
、
主
と
し
て
二
つ
の
原
因
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
は
、
宗
教
哲
学
と
い
う
研
究
対
象
は
、

こ
れ
に
取
り
組
も
う
と
す
る
者
に
、
宗
教
と
哲
学
と
の
両
領
域
に
わ
た
る

入
並
み
は
ず
れ
た
広
い
視
野
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
は
、

講
義
草
稿
と
受
講
者
の
筆
記
と
を
も
と
に
し
て
編
集
さ
れ
た
と
い
う
事
情

か
ら
く
る
・
テ
キ
ス
ト
の
不
確
実
性
が
、
研
究
者
に
二
の
足
を
踏
ま
せ
た

と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
う
い
う
現
在
ま
で
の
経
過
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

今
回
、
講
義
の
全
貌
が
、
信
仰
と
哲
学
と
の
和
解
・
綜
合
を
真
言
に
探
究

し
つ
づ
け
る
勢
浜
に
よ
っ
て
、
慎
重
な
テ
キ
ス
ト
批
判
の
手
続
き
を
経
つ

つ
解
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
先
駆
的
意
義
と
い
う
点
に
嘗
て
き
わ
め
て

高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
に
於
て
、
著
者
は
、
実
に
多
数
の
へ
：
ゲ
ル
研
究
文
献
を
参
照
・

引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
嶺
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
部
分
毎
の
題
材
に

応
じ
利
用
す
る
文
献
を
使
い
分
け
る
と
い
う
点
に
於
て
、
鮮
か
な
手
際
を

示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
三
部
「
絶
対
的
宗
激
」
中
、
「
父
の
国
」
の

節
で
は
、
J
・
ヘ
ッ
セ
ン
の
ピ
閾
。
σ
q
o
尻
↓
H
ぎ
圃
＆
邑
。
ゲ
N
⑦
．
．
や
、
」
・
シ

ュ
プ
レ
ッ
ト
の
と
U
δ
↓
｝
捧
馨
ω
ぎ
ゲ
旨
O
．
≦
。
隠
事
①
α
q
o
尻
．
．
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
在
的
三
一
性
を
論
じ
、
「
子
の
国
」
で
は
、
」
・

リ
ン
グ
レ
ー
ベ
ン
の
㌶
国
①
α
Q
o
貯
6
ヶ
o
o
同
δ
匹
鶏
ω
録
p
似
¢
．
．
を
利
用
し
て
、

一
八
四

キ
リ
ス
ト
の
腰
罪
に
よ
る
神
と
世
界
と
の
和
解
の
問
題
を
論
じ
、
「
霊
の

国
」
で
は
、
H
・
シ
ャ
イ
ト
の
罵
O
飢
。
。
斤
β
昌
匹
O
①
ヨ
①
ぎ
幽
。
．
．
を
利
用
し

て
、
霊
の
共
同
体
た
る
教
団
の
問
題
を
と
り
扱
う
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
多
様
な
文
献
を
幅
広
く
適
切
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

著
者
の
論
述
は
、
非
常
に
客
観
的
な
、
説
得
力
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
批
判
の
問
題
に
関
し
て
は
、
バ
ウ
ア
ー
1
ー
グ
ロ
ッ
ク

ナ
ー
版
を
基
礎
に
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
ラ
ッ
ソ
ン
版
を
も
顧
慮
す
る
と

い
う
著
者
の
方
針
は
、
妥
当
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ッ
ソ
ン

の
編
集
は
、
も
と
も
と
読
解
の
む
ず
か
し
い
草
稿
を
根
底
に
し
て
、
そ
こ

に
種
々
雑
多
な
材
料
を
挿
入
し
た
が
た
め
に
、
思
想
展
開
に
関
し
て
、
バ

ウ
ア
ー
の
版
以
上
に
見
通
し
の
き
き
に
く
い
テ
キ
ス
ト
を
作
り
上
げ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
現
時
点
に
去
て
は
、
ズ
ー
ル
カ
ム
プ
社
版
の
編

集
老
の
述
べ
る
と
お
り
、
「
宗
教
哲
学
講
義
の
本
当
に
信
頼
で
き
る
版
を

呈
示
す
る
と
い
う
課
題
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
一
八
四
〇
年
の
版

は
、
凌
駕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
か
ら
い
っ
て
、
著
岩
の
と
っ
た
方
法
は
、
講

義
の
輪
郭
の
再
構
成
と
い
う
目
的
の
達
成
の
た
め
の
、
標
準
的
な
態
度
を

指
し
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

四

　
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
、
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
成
果
を
示

す
研
究
書
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
十
分
に
心
に
銘
じ
た
う
え
で
、
次
に
、

な
お
あ
え
て
二
、
三
の
批
判
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
第
一
に
、
全
体
の
構
成
に
穿
て
、
本
書
は
あ
ま
り
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル

の
講
義
自
体
の
区
分
・
配
列
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
標

題
ま
で
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
用
い
、
講
義
の
進
展
に
ま

っ
た
く
歩
調
を
合
わ
せ
て
、
逐
一
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
と
い
う
方
法
が
と

ら
れ
て
い
る
た
め
、
結
局
全
体
と
し
て
本
書
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
の
ひ

と
つ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
終
始
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
。
無
論
、

各
部
分
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
先
述
の
と
お
り
諸
研
究
者
の
説
が
適
宜
紹
介

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
講
義
の
趣
旨
が
敷
衛
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
注
解
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
率
直
に
言
っ
て
、
読
老
と
し
て
は
、
著
者

自
身
の
視
点
か
ら
独
自
の
思
想
的
言
語
に
よ
っ
て
大
胆
に
阻
噛
さ
れ
消
化

さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
を
こ
そ
、
見
せ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
既
述
の
と
お
り
、
著
者
を
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
の
研
究
に
向
か

わ
せ
た
根
本
的
動
因
は
、
信
仰
と
哲
学
と
の
対
立
に
関
す
る
著
者
自
身
の

主
体
的
問
い
で
あ
っ
た
。
本
書
の
論
述
に
予
め
し
っ
か
り
し
た
統
一
性
を

与
え
る
た
め
に
は
、
著
者
は
、
こ
の
点
を
ま
ず
序
論
乃
至
総
論
的
に
、
も

っ
と
し
っ
か
り
と
説
明
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
宗
教

的
信
仰
と
哲
学
的
思
惟
と
の
対
立
の
様
相
を
、
ま
ず
も
っ
て
著
者
自
身
の

思
索
体
験
に
基
づ
い
て
、
自
身
の
言
葉
で
も
っ
て
解
明
し
て
見
せ
、
こ
の

基
盤
の
上
に
立
っ
て
、
西
洋
思
想
の
伝
統
に
於
け
る
こ
の
問
題
の
展
開
の

様
子
を
瞥
見
し
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
こ
の
伝
統
内
に
位
置
づ
け
る
。
そ

の
う
え
で
、
か
れ
の
宗
教
哲
学
の
「
和
解
」
的
な
根
本
性
格
を
大
胆
に
大

掴
み
に
し
て
示
す
。
お
よ
そ
こ
う
い
う
筋
道
で
も
っ
て
、
著
者
自
身
の
主

体
的
意
図
と
研
究
対
象
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
の
根
本
的
特
徴
と
を
明

確
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
試
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
、
研
究
に

書

評

よ
っ
て
解
開
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
が
、
予
め
い
く
つ
か
し
ぼ
り
出
さ
れ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
応
じ
て
、
論
究
の
構
図
が
描
き
示
さ
れ

て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
実
際
に
は
、
著
者
は
、
そ
う
し
た
総
論
的
論
述
に
あ
た
る
も
の
を
、

既
に
見
ら
れ
た
と
お
り
、
本
論
第
一
部
の
前
半
に
押
し
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
き
わ
め
て
控
え
目
な
内
容
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
信
と
知

と
の
対
立
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
著
老
自
身
の
思
索
体
験

に
基
づ
く
論
述
は
寡
な
く
、
ま
た
西
洋
思
想
の
伝
統
的
背
景
の
考
察
は
、

も
っ
ぱ
ら
E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
研
究
書
を
準
拠
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
も
、

イ
ェ
ー
ナ
期
の
論
文
『
信
と
知
』
の
内
容
の
紹
介
に
紙
数
が
多
く
費
さ
れ
、

こ
れ
と
は
年
代
上
か
な
り
隔
っ
て
い
る
肝
心
の
『
宗
教
哲
学
講
義
』
と
の

連
関
は
、
一
向
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
状
態
の
ま
ま
で
、

著
者
は
す
ぐ
に
、
ゴ
ル
ヴ
ィ
ツ
ァ
ー
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
デ
ル
間
の
議
論
の
紹

介
に
移
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
展
開
で
は
、
論
述
全
体
の
構
想
は
な
か

な
か
読
老
に
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
た
か
も
、
見

通
し
の
な
い
ま
ま
に
講
義
の
本
論
に
取
り
組
み
、
講
義
そ
の
も
の
に
頼
り

き
っ
て
、
そ
の
歩
み
に
従
っ
て
部
分
的
注
解
を
重
ね
て
い
る
か
の
ご
と
き

印
象
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
著
者
が
き
わ
め
て
多
く
の
研
究
書
を
引
用
・
紹
介
し
、
ま
た

豪
面
の
テ
キ
ス
ト
以
外
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
著
作
に
も
多
く
言
及
し
て
い
る

結
果
、
そ
れ
に
伴
う
弊
害
の
一
面
を
も
、
面
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
の
は
、
と
も
す
れ
ば
そ
う
し
た
第
三
者
（
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
別
の

著
作
を
も
含
ん
だ
意
味
で
）
の
判
断
へ
の
依
存
が
目
に
つ
く
し
、
さ
ら
に

一
八
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場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
へ
の
言
及
が
か
え
っ
て
脱
線
的
作
用
を
及
ぼ

し
て
、
前
後
の
脈
絡
を
捉
え
に
く
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
前
述
の
『
信
と
知
』
へ
の
言
及
に
し
て
も
、
そ
れ
と
『
宗
教
哲
学

講
義
』
と
の
関
連
が
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
以
上
、
逸

脱
の
顕
著
な
一
例
に
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
他
に
も
一
、
二
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
部
第
二
章
「
宗
教
の

概
念
」
中
、
「
直
接
知
」
を
考
察
す
る
箇
所
で
、
突
如
「
主
観
－
客
観
関

係
」
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
論
議
が
挿
入
さ
れ
て
く
る
（
二
六
五
－

二
六
八
頁
）
。
そ
の
内
容
自
体
は
、
な
る
ほ
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
思
想
の
数
千
年
来
の
大
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
に
違
い
な
い

が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
必
然
性
を
、

読
老
は
な
か
な
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ

第
一
部
第
二
章
中
、
「
宗
教
的
意
識
の
諸
形
式
」
の
う
ち
の
「
表
象
」
を

論
ず
る
箇
所
で
の
「
歴
史
」
に
関
す
る
論
述
（
二
四
五
i
二
五
五
頁
）
も
、

読
者
の
目
に
は
大
き
な
脱
線
と
映
り
得
る
。
元
来
、
講
義
そ
の
も
の
が
当

該
箇
所
に
於
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
意
識
形
式
と
し
て

の
表
象
と
い
う
も
の
の
意
味
で
あ
り
、
歴
史
も
ま
た
、
そ
の
「
出
来
事
」

と
い
う
性
格
の
ゆ
え
に
表
象
の
領
分
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
述
べ
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
著
者
は
、
「
歴
史
」
と
い
う
語
を
こ

と
さ
ら
に
捉
え
て
、
た
ち
ま
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
の
大
々

的
な
考
察
に
立
ち
入
る
。
そ
し
て
『
歴
史
哲
学
講
義
』
や
『
エ
ン
チ
ク
ロ

ペ
デ
ィ
』
を
引
用
し
、
ト
イ
ニ
セ
ン
や
キ
ュ
ン
グ
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

著
者
の
こ
う
し
た
態
度
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、
完
全
に
講
義
の
脈
絡
か
ら

引
き
離
さ
れ
て
、
広
大
な
歴
史
哲
学
の
領
野
の
中
を
引
き
回
さ
れ
る
こ
と

一
八
六

に
な
る
が
、
し
か
も
そ
の
挙
句
、
著
者
の
「
表
象
に
関
す
る
最
後
の
規
定

性
へ
移
ろ
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
一
つ
で
、
た
だ
ち
に
ま
た
、
も
と
の
地

点
に
駆
け
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
右
の
こ
と
と
も
深
く
関
連
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
紙
数
が
徒

ら
に
多
く
費
さ
れ
た
観
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
特
に
挙
げ
る
の
は
、
八
一
五
頁
以
下
に
於
け
る
「
付
録
」
の
部
分

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
付
録
1
」
と
し
て
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
の
、
「
付
録

皿
」
と
し
て
ラ
ヅ
ソ
ン
版
の
、
そ
れ
ぞ
れ
講
義
の
総
巨
次
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
既
述
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
問
題
の
現
状
か
ら
い
っ
て
、
海
沢
の
構

成
が
読
者
に
分
か
り
や
す
く
具
体
的
に
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、

ま
こ
と
に
望
ま
し
い
。
問
題
は
、
付
録
1
が
八
一
五
－
八
一
九
頁
、
付
録

皿
が
八
二
〇
一
八
二
九
頁
と
い
う
具
合
に
、
両
方
が
別
々
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
総
目
次
と
い
う
形
で
全
体
の
構
成
を
通
覧
す

る
場
合
、
読
者
の
興
味
は
豪
然
、
両
版
の
対
比
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ

る
。
既
述
の
と
お
り
、
緒
論
に
続
い
て
本
論
を
三
都
に
区
分
す
る
と
い
う

全
体
の
構
成
に
関
し
て
は
、
両
版
は
一
致
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
本
書
の

付
録
の
部
分
を
二
段
組
み
に
し
て
、
上
段
に
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
、
下
段
に

ラ
ッ
ソ
ン
版
と
い
う
具
合
に
対
照
蓑
的
性
格
を
備
え
た
も
の
と
す
る
こ
と

は
、
造
作
な
い
筈
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、
読
者
に
対
す

る
的
確
な
親
切
心
の
表
明
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
Q
こ
れ
は
一
見
些
細
な

こ
と
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
問
題
に
関
し
て
、
既
述
の
と
お
り
著
者
が
き
わ

め
て
正
当
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
点
今
一
つ
の
配
慮
が
あ

っ
た
な
ら
と
、
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
筆
者
は
、
自
ら
の
読
解
力
の
至
ら
な
さ
を
棚
に
上
げ
て
、
思
い



つ
く
ま
ま
の
論
評
を
記
し
て
き
た
。
最
後
に
も
う
一
度
く
り
返
す
な
ら
ば
、

本
書
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
の
研
究
と
い
う
分
野
に
於
て
、
先
駆
的
開

拓
的
業
績
と
し
て
、
熟
読
さ
る
べ
き
・
き
わ
め
て
高
い
価
値
を
有
し
て
い

る
。
本
書
が
刺
激
と
な
っ
て
、
わ
が
国
に
於
け
る
こ
の
分
野
の
研
究
が
、

画
期
的
躍
進
を
遂
げ
る
こ
と
を
、
筆
者
も
ま
た
、
宗
教
哲
学
の
一
学
徒
と

し
て
、
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
（
筆
老
　
ひ
み
・
き
よ
し
　
奈
良
県
立
短
期
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
哲
学
〕
助
教
授
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