
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在

芦
　
名
定
　
道

1

は
じ
め
に
一
問
題
と
方
法
一

　
「
宗
教
と
は
何
か
」
、
「
宗
教
的
現
実
と
は
い
か
な
る
現
実
で
あ
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
対
し
て
、
こ
の
問
い
を
適
切
な
仕
方
で
定

式
化
し
、
そ
れ
に
一
定
の
解
答
を
試
み
る
こ
と
が
宗
教
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
一
般
に
と
っ
て
基
本
的
か
つ
不
可
避
的
な
問
い
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
も
し
本
質
概
念
の
問
い
が
す
ぐ
れ
て
哲
学
的
問
題
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
宗
教
と
は
何
か
」
こ
そ
宗
教
哲
学
の
根
本
問
題
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
宗
教
哲
学
的
に
答
え
る
以

繭
に
、
そ
も
そ
も
宗
教
哲
学
は
有
意
味
な
仕
方
で
可
能
な
の
か
、
も
し
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
か
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
う
問
題
自
体
が
決
し
て
自
明
で
も
簡
単
で
も
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
宗
教
的
認
識
と
い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
で

あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
思
想
を
手
掛
か
り
に
し
て
宗
教
哲
学
の
可
能
性
を
探
る
た
め
の
予
備
的
考
察
を
行
な
い
た
い
。
本
論
に
入

る
に
先
立
っ
て
、
以
下
の
議
論
の
基
本
的
視
点
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

　
宗
教
的
認
識
を
め
ぐ
る
諸
閥
題
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
宗
教
的
認
識
の
形
式
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
は
構
造
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
宗
教
的
認
識
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
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ポ
イ
ン
ト
は
宗
教
的
認
識
の
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
形
式
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
啓
示
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。
啓
示
は
日
常
的
意
味
連
関
を
越
え
た
も
の
（
無
制
約
的
な
も
の
）
が
こ
の
意
味
連
関
内
に
経
験
可
能
な
仕
方
で
顕
現

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
啓
示
の
知
識
は
自
然
、
歴
史
、
人
間
の
構
造
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
識
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
（
ω
↓
■

H
‘
旨
Φ
）
。
つ
ま
り
啓
示
に
お
い
て
第
一
義
的
な
も
の
は
、
啓
示
が
伝
達
す
る
個
々
の
神
秘
的
知
識
の
内
容
で
は
な
く
、
臼
常
の
意
味
連
関

を
「
揺
り
動
か
し
、
変
革
し
、
要
求
す
る
」
と
い
う
、
「
我
々
に
究
極
的
に
関
わ
る
も
の
の
顕
現
」
の
仕
方
、
つ
ま
り
顕
現
の
形
式
な
の

で
あ
る
（
同
げ
一
篇
．
　
一
一
〇
）
。
啓
示
は
伝
達
さ
れ
る
知
識
の
内
容
か
ら
で
は
な
く
ま
ず
そ
の
伝
達
の
形
式
あ
る
い
は
機
能
か
ら
問
わ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
形
式
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
第
二
の
理
由
は
、
宗
教
の
形
式
の
解
明
が
宗
教
と
文
化
の
関
係
、
あ
る
い
は
宗
教
的
認
識
と
認

識
一
般
の
関
係
を
、
特
に
両
者
の
共
通
点
に
お
い
て
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
宗
教
と
文
化
の
関
係
を
、

「
文
化
を
担
っ
て
い
る
内
実
は
宗
教
で
あ
り
、
宗
教
の
必
然
的
形
態
は
文
化
で
あ
る
偏
（
○
ど
く
．
H
）
（
噛
亟
卜
。
）
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
宗
教
は
そ
の
具
体
的
な
形
式
に
関
し
て
は
文
化
的
で
あ
り
、
文
化
と
の
共
通
性
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、

形
式
か
ら
の
ア
ブ
霞
ー
チ
が
宗
教
現
象
を
文
化
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
理
解
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
で
は
宗
教
的
認
識
の
形
式
を
特
に
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
読
解
と
い
う
場
面
に
限
定
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
問
題
を
よ
り
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
宗
教
的
認
識
一
般
の
モ
デ
ル
と
し
て
一
般
化
可
能
な
構
造
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
順
序
で
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
第
二
章
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
中
心
問
題
で
あ
る
、
「
聖
書
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
（
し
d
浅
）
」
に
お
け
る
門
新
し
い
存
在
」
の
現
実
化
と
、
そ
の
構
造
と
し
て
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ

マ
ギ
ニ
ス
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
生
起
す
る
宗
教
的
認
識
が
、
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
け
る
「
新
し

い
存
在
」
の
開
示
（
擁
自
己
化
）
と
い
う
形
式
を
取
り
、
こ
の
際
に
形
姿
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
う
構
造
が
決
定
的
意
味
を
持
つ
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
次
に
第
三
章
で
は
、
リ
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
と
イ
ー
ザ
ー
の
読
解
行
為
理
論
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
テ



キ
ス
ト
の
読
解
に
お
け
る
「
新
し
い
存
在
」
の
開
示
（
1
1
自
己
化
）
を
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
試
み
を
行
う
。
最
後
の
第
四

章
に
お
い
て
は
、
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
を
宗
教
現
象
の
モ
デ
ル
と
し
て
一
般
化
す
る
可
能
性
に
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
論
文

の
む
す
び
と
し
た
い
。

五

新
し
い
存
在
と
キ
リ
ス
ト
の
形
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
体
系
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
論
は
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
論
は
宗
教
的
認
識
の
問
題
の
分
析

に
対
し
て
も
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
が
宗
教
的
認
識
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に

結
び
付
い
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
自
体
に
つ
い
て
必
要
な
点
を
ま
と
め
る
こ

と
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
。

　
原
始
教
団
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
の
キ
リ
ス
ト
（
新
約
聖
書
に
表
現
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
）
と
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
、
そ
し

て
歴
史
的
方
法
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る
史
的
イ
エ
ス
と
い
う
三
つ
の
も
の
相
互
関
係
を
い
か
に
説
明
で
き
る
の
か
、
聖
書
の
歴
史
的
批

判
的
研
究
の
神
学
評
価
あ
る
い
は
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
対
し
て
持
つ
意
味
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い
う
諸
問
題
は
、
今
世

紀
の
新
約
学
、
新
約
神
学
、
そ
し
て
組
織
神
学
を
巻
き
込
ん
だ
神
学
論
争
の
主
要
な
論
争
点
を
形
成
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
歴

史
的
事
実
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
と
主
張
す
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
二
〇
〇
〇
年
に
も
お
よ
ぶ
歴
史
の
隔
り
を

い
か
に
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
は
（
レ
ッ
シ
ソ
グ
の
言
う
「
い
ま
わ
し
い
構
」
）
、
一
九
世
紀
の
歴
史
主
義
を
へ
た
今
日

に
お
い
て
不
可
避
的
な
問
い
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
歴
史
的
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
蓋
然
的
認
識
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
も
し
そ
れ
が
可
能
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
信
仰
は
い
か
な
る
根
拠
を
も
つ
の
か
、
歴
史
的
研
究
を
越
え
る
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事

の
歴
史
的
事
実
性
と
は
何
な
の
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
（
一
九
一
一
年
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
確
実
性
と
史
的
イ
エ
ス
』
と
題
さ

れ
た
キ
リ
ス
ト
論
の
一
二
八
の
命
題
に
そ
の
原
形
が
見
ら
れ
る
）
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
今
世
紀
初
頭
の
イ
エ
ス
の
歴
史
性
を
め
ぐ
る
広
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範
な
論
争
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
諸
学
説
と
対
決
し
な
が
ら
、
彼
の
師
で
あ
る
ケ
ー
ラ
ー
の
立
場
を
継
承
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
神
学
的
思
索
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
史
的
イ
エ
ス
と
歴
史
的
聖
書
的
キ
リ
ス
ト
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
見
解
は
後
の
『
組
織
神
学
』
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
る
の
で
、
我
々
は
一
九
一
一
年
の
キ
リ
ス
ト
論
と
『
組

織
神
学
』
の
二
つ
を
中
心
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
を
ま
と
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
「
ナ
ザ
レ
の
千
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
と
い
う
根
本
的
信
仰
命
題
と
、
「
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
イ
エ
ス
」
に
つ
い
て
の
歴
史
的

判
断
と
を
原
理
的
区
溺
し
、
そ
れ
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
で
あ
る
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
出
現
（
1
1
歴
史
的
実
在
の
イ
エ
ス
）
と
、
聖

書
の
記
章
の
背
後
に
あ
る
人
物
の
人
格
や
生
涯
の
具
体
的
事
柄
に
関
し
て
な
さ
れ
た
歴
史
的
研
究
成
果
で
あ
る
史
的
イ
エ
ス
と
を
区
別
す

る
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
甥
を
行
っ
た
う
え
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
到
達
し
た
結
論
は
、
聖
書

の
歴
史
的
研
究
の
結
果
は
常
に
蓋
然
的
仮
説
的
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
絶
対
的
に
確
実
な
結

果
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
従
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
鳳
の
出
来
事
の
事
実
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
と
を
歴
史
的
研
究
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
た
り
、
論
証
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
キ

リ
ス
ト
と
し
て
イ
エ
ス
の
出
来
事
（
Φ
く
Φ
三
）
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
呼
ば
れ
る
歴
史
的
人
格
・
歴
史
的
事
実
（
臨
9
貯
）
と
、
イ
エ
ス
が
キ

リ
ス
ト
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
（
『
①
O
⑦
℃
β
O
鵠
）
と
い
う
不
可
分
の
二
つ
の
要
素
の
網
互
作
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

歴
史
的
事
実
だ
け
を
、
受
容
の
側
面
か
ら
切
り
離
し
て
純
粋
に
取
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
歴
史
的
研
究
と
い
う

手
続
き
を
経
る
場
合
で
も
、
聖
書
の
記
述
か
ら
受
容
（
踊
解
釈
）
を
ま
っ
た
く
含
ま
な
い
生
の
事
実
（
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
）
を
取
り
出
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
儒
仰
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
あ
る
い
は
歴
史
的
研
究
に
よ
る
史
的
イ
エ
ス
を
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
単
純
に
同
一
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
我
々
は
次
の
よ
う
な
誤
解
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の

歴
史
的
事
実
性
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
で
あ
る
。
歴
史
や
事
実
性
と
い
う
こ
と
で
何
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
墓
本
的
な
闇

題
は
残
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
イ
エ
ス
の
歴
史
的
事
実
性
を
原
始
教
団
の
、
つ
ま
り
聖
書
に
表
現
さ
れ
た
ケ
リ
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6
）

ユ
グ
マ
の
キ
リ
ス
ト
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
、
ま
た
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
キ

リ
ス
ト
の
出
来
事
の
歴
史
的
事
実
性
を
捨
象
し
、
存
在
論
に
よ
っ
て
抽
象
化
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
部

分
的
評
価
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
信
仰
と
神
学
に
対
す
る
歴
史
的
研
究
の
持
つ
意
義
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
主
張
も
か
な

り
の
誤
解
を
含
ん
で
い
る
。
む
し
ろ
歴
史
的
批
判
的
研
究
は
限
界
づ
け
ら
れ
た
う
え
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
積
極
的
な
役
割
が
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
聖
書
の
歴
史
的
研
究
が
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
確
実
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
出
来
事
の
確
実
性
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
信
仰
の
確
実
性
は
ど
こ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
研
究
の
蓋
然
的
根
拠
の
上
に
信
仰
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
か
と
言
っ
て
、
信
仰

は
外
的
権
威
（
し
ば
し
ば
教
会
的
な
）
に
他
律
的
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
信
仰
は
自
律
的
歴
史
研
究

に
よ
っ
て
も
、
他
律
的
権
威
の
承
認
に
よ
っ
て
も
確
実
性
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
仰
の
根
拠
と
そ
の
確
実
性
は
信
仰
自
身
に
よ
っ

て
、
よ
り
厳
密
に
雷
え
ば
そ
の
信
仰
を
創
造
し
た
実
在
の
作
用
、
つ
ま
り
実
存
的
疎
外
を
克
服
し
、
信
仰
を
可
能
に
す
る
新
し
い
存
在

（
Z
①
芝
b
d
①
ぎ
ぴ
q
）
の
出
現
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
。
新
約
聖
書
に
表
現
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
出
来
事
自
体
（
キ
リ

ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
）
が
、
事
実
と
受
容
の
二
重
性
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
、
僧
仰
も
ま
た
事
実
の
現
前
（
作
用
を

う
け
る
こ
と
睡
捉
え
ら
れ
る
こ
と
）
と
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
（
捉
え
る
こ
と
）
の
不
可
分
の
二
重
性
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

（
8
）

る
。　

以
上
よ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
新
し
い
存
在
、
歴
史
的
実
在
の
イ
エ
ス
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
い
う
三
つ
の
も
の
も
の
が
取
り
出
さ
れ
た
。
次
に
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
の
相
互
関
係
を
手
掛
か
り
に
、

キ
リ
ス
ト
論
か
ら
宗
教
的
認
識
に
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
、
人
間
存
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
（
本
質
、
実
存
、
生
、
歴
史
）
に
応
じ
て
人
間
が
発
す
る

宗
教
的
問
い
あ
る
い
は
そ
の
答
え
の
追
及
（
生
と
死
に
関
わ
る
、
つ
ま
り
究
極
的
関
心
の
事
柄
に
関
わ
る
問
い
↓
存
在
と
意
馬
の
根
拠
・

　
　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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八

罪
の
克
服
。
生
と
歴
史
の
両
義
性
を
越
え
た
完
成
、
の
追
及
）
と
、
そ
れ
に
対
し
て
啓
示
さ
れ
る
答
え
と
を
相
関
さ
せ
る
と
い
う
方
法
に

よ
っ
て
（
宗
教
的
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
椙
関
さ
せ
る
賢
解
釈
す
る
）
、
神
学
の
体
系
的
叙
述
を
行

　
　
　
（
9
）

な
っ
て
い
る
。
こ
の
体
系
内
に
お
け
る
「
新
し
い
存
在
」
の
圃
有
の
場
は
第
三
部
の
「
実
存
と
キ
リ
ス
ト
」
（
キ
リ
ス
ト
論
）
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
新
し
い
存
在
」
と
は
、
人
閻
が
そ
の
実
存
的
疎
外
の
状
況
（
罪
に
規
定
さ
れ
た
古
い
存
在
）
の
中

か
ら
発
す
る
疎
外
を
克
服
す
る
も
の
へ
の
問
い
か
け
と
待
望
に
対
し
て
、
答
え
と
し
て
与
え
ら
れ
る
啓
示
の
内
実
、
つ
ま
り
実
存
的
疎
外

を
克
服
し
つ
つ
歴
史
的
状
況
の
中
に
出
現
す
る
人
間
の
新
し
い
存
在
の
有
り
方
を
意
味
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
は
、
こ
の
新
し
い
存

在
が
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
歴
史
的
な
一
園
的
出
来
事
に
お
い
て
究
極
的
で
決
定
的
な
仕
方
で
実
現
さ
れ
た
と
い
う
信
仰
に
あ
る
。

従
っ
て
志
し
い
存
在
は
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
と
い
う
歴
史
的
特
殊
存
在
（
イ
エ
ス
が
行
為
し
、
語
っ
た
一
切
と
イ
エ
ス
の
人
格
を

含
む
）
か
ら
分
離
で
き
な
い
。
し
か
し
他
方
現
代
に
お
い
て
儒
仰
あ
る
い
は
救
い
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
新
し
い
存
在
は
す
べ

て
の
歴
史
的
状
況
に
対
し
て
開
か
れ
、
そ
の
つ
ど
新
た
に
現
実
化
さ
れ
経
験
可
能
な
も
の
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

疎
外
は
そ
れ
を
克
服
す
る
新
し
い
存
在
を
自
ら
の
生
き
得
る
可
能
的
存
在
様
式
と
し
て
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
（
H
自
己
化
）
に
よ
っ

て
の
み
克
服
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
存
の
普
遍
的
問
い
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
新
し
い
存
在
と
は
古
い
存
在
を
克
服
す
る

も
の
と
し
て
す
べ
て
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
（
つ
ま
り
普
遍
的
に
）
探
求
さ
れ
現
実
化
さ
れ
う
る
常
に
薪
た
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
啓

示
1
1
答
え
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
歴
史
的
に
一
回
的
に
現
実
化
し
た
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
」
の
特
殊
性
に
結
合
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
新
し
い
存
在
」
の
最
大
の
問
題
は
、
普
遍
的
に
探
求
さ
れ
実
現
さ
れ
る
べ
き
新
し
い
存
在

と
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
と
い
う
特
殊
存
在
と
が
い
か
に
し
て
結
合
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
両
者
の
同
一
性
の
根
拠

づ
け
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
繕
い
換
え
れ
ば
歴
史
と
信
仰
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
我
々
の
主
題
で
あ
る
宗
教
的
認
識
の
問
題
に
他

　
　
（
1
0
）

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
存
在
が
各
時
代
の
そ
の
つ
ど
の
入
間
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
自
己
化
可
能
で
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
に

し
て
な
の
か
（
特
殊
な
も
の
の
普
遍
化
）
、
と
い
う
問
題
は
、
宗
教
的
認
識
の
問
題
i
現
代
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
に
関
わ
る



宗
教
的
認
識
が
可
能
な
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
一
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
「
新
約
聖
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
」
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
。
聖

書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
（
営
9
霞
ρ
ゆ
ま
）
は
、
先
に
述
べ
た
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
に
お
け
る
事
実
と
受
容
の
相

互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
こ
そ
が
新
し
い
存
在
の
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
そ
の
時
々
の
信
仰
者
に
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
信
仰
老
が
薪
し
い
存
在
へ
参
与
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
信
仰
者
と
キ
リ
ス
ト
の

出
来
事
に
お
い
て
歴
史
的
に
現
実
化
し
た
新
し
い
存
在
（
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
の
事
実
性
）
と
を
結
び
つ
け
る
の
も
こ
の
形
姿
で
あ
る
。

信
仰
者
が
新
し
い
存
在
に
参
与
で
き
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
い
て
現
実
化
し
た
新
し
い
存
在
の
力
に
よ
っ
て
創
造
さ

れ
た
共
同
体
（
9
Φ
O
ぎ
「
簿
）
と
、
そ
の
共
同
体
に
媒
介
さ
れ
た
新
し
い
存
在
の
力
の
歴
史
的
連
続
性
（
薪
し
い
存
在
の
史
的
次
元
）
と
を

　
　
　
　
　
（
1
2
）

介
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
実
と
受
容
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
が
共
同
体
を
生
み
繊

し
つ
つ
、
そ
の
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
動
的
な
性
質
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
け
る

新
し
い
存
在
と
信
仰
者
の
そ
の
つ
ど
の
今
こ
こ
に
お
い
て
現
臨
す
る
新
し
い
存
在
と
の
同
一
性
は
、
こ
の
動
的
な
形
姿
の
媒
介
作
用
に
よ

る
。
従
っ
て
信
仰
者
は
こ
の
形
姿
を
介
し
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
形
姿
を
生
み
出
し
た
歴
史
的
実
在
で
あ
る
人
格
を
認
識
で
き

る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
れ
を
キ
リ
ス
・
ト
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
形
姿
を
生
み
出
し
た
歴
史
的
人
格
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
、
つ
ま
り
ア

ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
（
形
姿
の
類
比
、
彗
鉱
。
臓
p
冒
四
σ
q
ご
貯
）
と
呼
ぶ
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

確
実
性
（
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
と
救
済
の
確
実
性
）
は
、
形
姿
に
媒
介
さ
れ
信
仰
者
に
お
い
て
現
実
化
す
る
新
し
い
存
在
に
根
拠
づ
け
ら

れ
、
キ
リ
ス
ト
の
形
姿
に
お
け
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
、
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
の
主
張
を
さ
ら
に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
ア
ナ
例
言
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
と
い
う
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
、
類
比
（
》
欝
ざ
臨
p
。
）
が
問
題
と
な
る
の
は
、
創
造
論
、
神
論
の
文
脈
で
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

エ
ソ
テ
ィ
ス
（
存
在
の
類
比
）
と
、
キ
リ
ス
ト
論
の
文
脈
で
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
の
二
つ
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ア
ナ
ロ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
宗
教
的
認
識
と
薪
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

ア
の
説
明
は
極
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
識
を
理
解
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い
。
ま
ず
ア
ナ
中
皿
ア
・
エ
ソ
テ
ィ
ス
は
す
べ

て
の
有
限
な
存
在
す
る
も
の
が
存
在
自
体
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
類
比
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
我
々
が
神
に
つ
い
て
巡

る
こ
と
の
正
当
性
を
与
え
る
」
（
ω
β
目
．
器
Φ
ご
。
す
な
わ
ち
存
在
自
体
と
存
在
す
る
も
の
、
創
造
者
と
被
造
物
、
つ
ま
り
神
と
世
界
と
の

間
に
成
立
す
る
類
似
、
つ
ま
り
存
在
論
的
あ
る
い
は
創
造
論
的
に
成
立
す
る
類
比
関
係
が
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
エ
ソ
テ
ィ
ス
で
あ
る
。
神
の
創

造
行
為
に
規
定
さ
れ
た
創
造
者
と
被
造
物
の
因
果
的
結
合
と
、
世
界
の
神
へ
の
普
遍
的
存
在
参
与
（
存
在
論
裏
糊
異
性
の
も
と
で
の
）
に

よ
っ
て
、
神
と
世
界
の
閥
に
は
、
存
在
構
造
に
お
け
る
類
似
性
が
成
立
す
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
類
比
関
係
が
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
神
に
つ
い
て
認
識
や
語
り
は
そ
の
可
能
的
根
拠
を
失
う
。
ア
ナ
五
玉
ア
・
エ
ン
テ
ィ
ス
は
、
宗
教
的
認
識
の
可
能
性
の
存
在
論
的
に

基
礎
づ
け
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
ア
ナ
F
ギ
ア
・
エ
ソ
テ
ィ
ス
は
宗
教
的
認
識
が
、
ど
こ
に
お
い
て
・
い
か
な
る
し
か
た
で
現
実
化
す

る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
。
宗
教
的
認
識
の
現
実
化
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
の
問
題
と
な
る
。
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
で

は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
エ
ン
テ
ィ
ス
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
単
な
る
可
能
性
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
り
具
体
的
で
よ
り
緊
密
な
神
一
世
界
相
関
、

つ
ま
り
現
実
化
さ
れ
た
宗
教
的
認
識
が
問
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
で
は
啓
示
が
歴
史
的
に
現
実
化
す
る
場
と
し

て
の
宗
教
的
象
徴
が
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
存
在
参
与
に
基
づ
い
て
歴
史
的
に
現
実
化
し
た
象
徴
的
参
与
が
問
題
と
な
る
。
従
っ
て
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
と
宗
教
的
象
微
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
形
姿
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
機
能
や
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

造
は
宗
教
的
象
徴
の
機
能
と
構
造
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
象
徴
」
を
、
指
示
、
開
示
、
、
参
与
、
承
認
の
四
点

に
お
い
て
規
定
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
、
そ
こ
に
成
立
す
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
に
も
当
て

　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

は
ま
る
。
形
姿
は
歴
史
的
実
在
の
イ
エ
ス
を
指
示
す
る
（
8
ぎ
ほ
8
）
、
ま
た
形
姿
は
指
示
さ
れ
る
実
在
と
形
姿
を
受
容
す
る
主
体
（
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

者
）
と
の
爾
方
に
お
い
て
一
つ
の
新
し
い
次
元
を
開
示
（
。
冨
二
ξ
”
“
新
し
い
存
在
を
具
体
的
に
直
観
可
能
な
も
の
と
す
る
）
し
、
そ
の
よ

う
に
し
て
実
在
と
主
体
を
相
関
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
に
お
け
る
指
示
や
開
示
は
、
そ
の
形
姿
が
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

体
に
新
し
い
存
在
の
実
存
を
変
革
す
る
力
を
媒
介
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
主
体
1
1
信
仰
者
が
新
し
い
存
在
に
象
徴
的
に
参
与
（
冨
「
瓢
。
弼
蝕
§
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
と
な
る
。
こ
の
参
与
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
聖
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
形
姿
は
、
我
々
に
と
っ
て
の
キ
リ

ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
成
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
姿
に
お
け
る
新
し
い
存
在
の
現
臨
と
形
姿
の
受
容
（
1
1
新
し
い
存
在
へ

の
参
与
）
と
は
分
離
で
き
な
い
同
一
の
事
態
と
し
て
説
明
さ
れ
る
（
こ
こ
に
論
理
的
な
循
環
が
存
在
す
る
）
。
従
っ
て
、
先
に
述
べ
た
、

形
姿
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
新
し
い
存
在
の
同
一
性
は
、
象
微
的
構
造
に
基
づ
く
同
一
性
、
象
徴
的
同
一
性
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
へ

聖
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
形
姿
が
、
そ
の
つ
ど
の
歴
史
的
状
況
に
あ
る
人
間
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
な
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
（
啓
示
的
相
関
）
が
、
形
姿
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
共
同
体
（
教
会
）
を
通
し
て
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、

形
姿
の
宗
教
的
象
徴
と
し
て
の
性
格
（
承
認
性
）
か
ら
考
え
て
当
然
で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
信
仰
の
確
実
性
と
新
し
い
存
在
の
同
一
性
（
1
1
連
続
性
）
が
、
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
聖
書
的
な
キ

リ
ス
ト
の
形
姿
と
の
間
に
成
立
す
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
か
ら
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
の
形
姿
の
宗
教
的
象
徴
と
し
て
の
機
能
か
ら
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
新
し
い
存
在
と
イ
エ
ス
の
歴
史
的
具
体
的
形
姿
と
が
不
可
分
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
の
出
来
事
に
お
い
て
現
実
化
し
た
新
し
い
存
在
が
持
つ
人
問
の
疎
外
に
対
す
る
答
え
と
し
て
の
普
遍
性
と
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
出
来

事
の
唯
一
性
あ
る
い
は
一
具
的
具
体
性
、
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
統
一
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
形
姿
の
も
つ
具
体
的
形
態
性
に
よ
っ

て
、
新
し
い
存
在
の
抽
象
化
と
非
歴
史
化
が
防
が
れ
る
と
共
に
、
新
し
い
存
在
が
常
に
新
た
に
人
指
の
実
存
的
歴
史
状
況
に
媒
介
さ
れ
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

実
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
が
歴
史
と
信
仰
の
関
係
の
問
題
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
決
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
と
宗
教
的
認
識
論
と
の
連
関
は
明
瞭
な
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
も
し
新
約
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お

い
て
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
一
に
つ
い
て
の
宗
教
的
認
識
が
生
じ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
何
等
か

の
仕
方
で
イ
メ
ー
ジ
性
と
関
わ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
性
を
通
し
て
新
し
い
存
在
が
読
者
の
生
き
得
る
可
能
性
と
な
る
（
自
己
化
）
、
と
い

う
形
式
を
取
る
と
予
想
で
き
る
。

　
ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
関
し
て
は
、
哲
学
的
に
も
神
学
的
に
も
多
く
の
議
論
が
存
在
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
主
張
一
信
仰
の
確
実
性
を
キ
リ
ス

　
　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
哲
学
研
究
第
五
百
五
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ニ

ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
に
基
礎
づ
け
、
そ
れ
を
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
象
徴
論
か
ら
説
明
す
る
一
1
に
対
し
て
も
、
神
学
と
哲
学
の
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

れ
の
側
か
ら
様
々
な
批
判
と
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
で
き
な
い
が
、
次
の
点
だ
け
は
簡
単
に
触
れ

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
に
よ
る
認
識
は
、
単
な
る
主
観
的
な
空
想
か
ら
区
別
さ
れ
た
い
か
な
る
真
実
性
、

実
在
性
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
二
五
年
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
講
義
で
は
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
主
観
と
客
観
の
相
互
作
用
（
霞
事
実
と
受
容
の
椙
互
作
用
）
か
ら
生
れ
た
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
は
、
客

観
的
歴
史
的
根
拠
な
し
に
主
観
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
神
話
、
あ
る
い
は
経
験
諸
科
学
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
多
少
と
も
蓋
然
的
な
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

的
事
実
、
と
い
っ
た
二
つ
の
も
の
に
対
す
る
第
三
の
も
の
（
U
霧
U
簿
け
Φ
）
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
従
え
ば
、
こ
の
イ
エ
ス
の
形
姿

が
持
つ
第
三
の
も
の
と
し
て
の
実
在
性
は
象
徴
的
実
在
性
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
真
性
の
宗
教
的
象
徴
が
単
な
る
主
観
的
で
恣

意
的
な
投
影
で
は
な
い
、
そ
れ
固
有
の
実
在
性
を
持
つ
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
様
な
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
の
形
姿

は
、
恣
意
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
的
形
姿
（
営
①
α
q
ぎ
。
・
蔓
皿
9
ξ
Φ
）
か
ら
区
別
さ
れ
た
第
三
の
も
の
と
し
て
独
自
の
実
在
性
を
持
つ

実
在
的
形
姿
（
踏
①
2
・
一
げ
ま
－
器
巴
唱
鐸
’
M
戦
Φ
）
と
言
え
る
。
実
在
的
形
姿
の
実
在
性
は
、
形
姿
が
事
実
と
受
容
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
相
互
作

用
か
ら
成
立
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
事
実
性
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
事
実
性
が
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の

は
信
仰
者
に
お
い
て
新
し
い
存
在
が
現
実
化
す
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
形
姿
が
実
在
的
形
姿
と
し
て
理
解
さ
れ
承
認
さ
れ
る
の
は
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
形
姿
を
生
み
出
し
た
新
し
い
存
在
の
持
つ
実
存
を
変
革
す
る
力
が
形
姿
を
通
し
て
現
代
の
僑
仰
者

に
対
し
て
実
際
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
に
循
環
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
循
環
の
外
に
立
つ
者
が
循
環
の
中
に

入
る
に
は
、
そ
の
人
に
対
し
て
聖
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
形
姿
が
実
在
的
形
姿
と
し
て
現
実
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
現
実

化
は
説
明
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
形
姿
に
よ
る
新
し
い
存
在
の
媒
介
が
形
姿
の
象
徴
的
機
能
と
し
て
説
明
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
具

体
的
な
場
面
に
即
し
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
我
々
は
再
び
キ
リ
ス
ト
論
か
ら
宗
教
的
認
識
の
問
題
に
到
達
す
る
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
を
包
括
的
に
論
じ
る
に
は
、
宗
教
学
的
に
も
、
宗
教
哲
学
的
に
も
、
神
学
的
に
も
多
く
の
要
因
が
考
慮
さ



れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
我
々
の
問
題
が
宗
教
的
認
識
の
形
式
あ
る
い
は
構
造
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
返
す
な
ら
ば
、
問
題
設
定
を
か

な
り
単
純
化
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
次
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
い
て
成
立
す
る
宗
教
的

認
識
の
講
造
を
理
解
す
る
の
に
有
効
な
モ
デ
ル
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
リ
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
理
論
と
イ
ー
ザ
ー
の
読
解
理
論
か
ら
、
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
形
姿
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
を
再
解
釈
し
得
る
モ
デ
ル
を
引
き
出
す
こ
と
が
次
章
の
課
題
と
な

る
。

皿

解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
と
新
し
い
存
在

一
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
テ
キ
ス
ト
解
釈
学

　
こ
の
章
で
は
、
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
」
ー
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
ー
新
し
い
存
在
と
い
う
三
つ
の
も
の
の
連
関

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
宗
教
的
認
識
の
問
題
を
、
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
宗
教
的
認
識
の
問

題
と
し
て
展
開
す
る
試
み
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
形
姿
に
よ
る
認
識
を
イ
メ
ー
ジ
化
を
通
し
て
の
新
し
い
存
在
の
自
己
化
に
至
る
解
釈

学
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
学
に
つ
い
て
論
じ
る
正
当
性

を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
は
解
釈
学
に
つ
い
て
の
十
分
に
詳
細
な
論
述
も
聖
書
の
注
解
書
も
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
同
時
代
の
神
学
者
で
あ
る

バ
ル
ト
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
ら
と
比
較
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
学
が
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
い
の
も

　
　
　
　
（
1
8
）

当
然
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
解
釈
学
的
問
題
が
重
要
で
な
い
と
か
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
解
釈
学
を
結
び
付
け

る
こ
と
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
彼
と
は
異
質
な
も
の
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
と
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の
思
想
は
す
ぐ
れ
て
解
釈
学
的
構
造
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
構
造
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
の
重
要
な
課
題
な
の
で

あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
解
釈
学
的
構
造
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
方
法
で
あ
る
「
相
関
の
方
法
」
の
構
造
（
状
況
／
メ
ッ
セ
ー
ジ
“
答
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え
、
状
況
髄
実
存
の
創
造
的
自
己
解
釈
の
全
体
）
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
幾
度
も
引
用
し
た
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
」
（
冷
語
ω
猿
子
①

O
ぼ
響
）
と
い
う
表
現
自
体
i
い
わ
ゆ
る
巴
ω
・
ω
ε
歪
ζ
霞
」
一
1
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
本
論
文
で
上
毛
し
た
い
の
は
『
認
識
行

為
に
お
け
る
分
離
と
結
合
－
認
識
の
存
在
論
の
諸
問
題
』
（
一
九
五
五
年
）
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
認
識
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
形
式

－
内
実
を
基
本
概
念
と
す
る
二
〇
年
代
の
認
識
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
五
〇
年
代
と
い
う
新
た
な
思
索
の
発
展
段
階
に
対
応
し
た
認
識
論
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

つ
ま
り
人
間
存
在
の
基
本
的
存
在
論
的
構
造
に
基
づ
い
た
、
主
観
と
客
観
の
弁
証
法
的
統
一
に
よ
る
認
識
論
で
あ
る
。
五
〇
年
代
の
認
識

論
に
よ
れ
ば
、
認
識
行
為
は
自
己
一
世
界
と
い
う
人
間
存
在
の
基
礎
的
な
存
在
論
的
構
造
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
の
『
存
在
と
時
問
』
に
お
け

る
世
界
－
内
一
存
在
と
い
う
現
存
在
の
構
造
に
対
応
）
の
一
つ
の
現
実
化
、
つ
ま
り
そ
の
認
識
論
的
側
面
と
考
え
ら
れ
る
。
認
識
を
構
成

す
る
主
観
i
客
観
構
造
は
、
自
己
一
世
界
と
い
う
人
間
存
在
の
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
、
個
別
性
（
世
界
一
内
一
存
在
と
し
て
の
人
間
が

世
界
一
内
的
に
出
会
わ
れ
る
諸
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
た
自
己
集
中
性
を
持
つ
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
同
一
性
あ
る
い
は
他
者
と
の
差
異
性
）

一
参
与
（
分
離
さ
れ
区
別
さ
れ
た
も
の
の
相
互
依
存
性
あ
る
い
は
相
互
共
属
性
、
つ
ま
り
人
間
は
常
に
自
ら
の
世
界
の
内
に
自
ら
を
惑
い

だ
す
こ
と
）
の
両
極
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
認
識
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
同
｛
性
と
差
異
性
の
両
極
性
が
あ
る
」
、
「
両
極

性
と
現
実
的
生
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
出
会
い
と
が
認
識
に
先
行
す
る
」
（
鑑
イ
く
・
　
一
曜
　
ω
Q
◎
N
）
。
認
識
と
は
主
観
と
客
観
の
出
会
い
一
認
識

す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
が
共
通
の
状
況
に
お
い
て
遭
遇
し
、
こ
の
状
況
に
参
与
し
、
状
況
の
部
分
と
な
る
こ
と
一
で
あ
り
、

こ
の
出
会
い
の
状
況
が
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
観
－
客
観
構
造
が
導
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
認
識
は
共
通
の
状
況
へ
の
参

与
（
状
況
の
共
有
睦
出
会
い
）
と
、
出
会
い
に
先
立
つ
分
離
（
距
離
）
と
い
う
二
つ
の
契
機
、
つ
ま
り
参
与
と
距
離
の
丙
極
性
を
前
提
と

　
（
2
0
）

す
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
に
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
の
距
離
と
参
与
の
弁
証
法
的
統
一
と
し
て
認
識
を
捉
え
た
う
え
で
、

認
識
の
諸
類
型
を
説
明
し
て
行
く
（
M
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
、
救
済
的
、
教
養
的
、
支
配
的
の
三
類
型
、
説
明
と
理
解
・
解
釈
の
区
別
と
連

関
）
。
解
釈
学
、
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト
解
釈
の
問
題
へ
の
簡
単
な
雷
及
が
行
わ
れ
る
の
は
こ
の
連
関
に
お
い
て
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に



よ
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
理
解
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
可
能
に
な
る
。
現
実
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
は
、
文
献
学
的
解
釈
（
厳
密
な
解
釈
学
的
規

則
に
従
う
↓
分
離
）
と
実
存
的
解
釈
（
解
釈
す
る
テ
キ
ス
ト
へ
の
参
与
↓
参
与
）
の
二
つ
の
極
を
持
つ
。
つ
ま
り
過
去
の
テ
キ
ス
ト
が
理

解
さ
れ
る
の
は
、
過
去
（
分
離
）
と
の
出
会
い
（
参
与
）
が
起
こ
る
場
合
で
あ
り
、
文
献
学
の
規
則
に
従
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
厳
密
な
読
解

が
時
代
的
文
化
的
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
解
釈
者
と
過
去
の
テ
キ
ス
ト
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
み
た
、
認

識
を
講
成
す
る
分
離
と
参
与
の
両
極
性
、
あ
る
い
は
弁
証
法
的
構
造
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
過
去
と
解
釈
者
の
現

在
と
が
結
合
し
、
過
去
が
現
在
の
早
成
要
素
と
な
る
。
従
っ
て
ま
っ
た
く
変
更
不
可
能
な
仕
方
で
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
結
し
て
い
る
、

不
動
の
過
去
と
い
う
見
方
は
退
け
ら
れ
る
。
過
去
の
テ
キ
ス
ト
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
可
能
性
が
現
在
の
解
釈
に
よ
っ
て
繰
り

返
し
現
実
化
さ
れ
る
、
と
い
う
点
で
過
去
は
非
完
結
的
で
あ
り
、
常
に
新
し
い
解
釈
へ
と
開
か
れ
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
テ
キ
ス
ト
解

釈
学
は
以
上
の
よ
う
な
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
宗
教
的
認
識
を
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
解
釈
す
る

方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
宗
教
的
認
識
の
構
造
の
理
解
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

宗
教
的
認
識
を
、
古
代
末
期
の
グ
ノ
ー
シ
ス
の
概
念
に
典
型
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
全
面
的
参
与
あ
る
い
は
神
秘
的
な
自
己
投

入
（
主
観
一
客
観
図
式
の
超
越
）
と
特
徴
づ
け
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
全
面
的
参
与
が
な
お
も
認
識
と
呼
ば
れ
得
る
理
由
を
問
題
に
す

る
。
も
し
宗
教
的
認
識
が
全
面
的
参
与
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
認
識
を
構
成
す
る
た
め
に
必
要
な
距
離
あ
る
い
は
分
離
の
要
素
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
「
認
識
は
存
在
的
（
。
口
塞
）
な

関
係
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
特
に
時
間
に
従
う
。
宗
教
的
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
は
、
A
旦
的
な
参
与
の
契

機
と
分
離
的
な
対
象
化
の
契
機
と
の
間
の
時
差
で
あ
る
。
…
両
契
機
は
相
互
に
交
代
し
、
そ
れ
ら
の
全
体
性
に
お
い
て
認
識
特
出
会
い
を

成
立
さ
せ
る
」
（
一
σ
一
α
．
ω
Q
Q
り
）
。
こ
の
「
時
差
」
と
い
う
考
え
は
、
宗
教
的
認
識
が
参
与
一
距
離
の
両
極
構
造
を
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
そ

れ
が
時
間
の
カ
デ
ゴ
リ
ー
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
時
間
的
経
過
を
も
つ
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
宗
教
現

象
に
お
い
て
は
「
瞬
間
偏
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
宗
教
的
認
識
は
あ
る
一
つ
の
時
点
に
限
定
さ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
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（
2
1
）

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
距
離
か
ら
参
与
に
向
か
い
、
両
者
が
交
替
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
以
下
の
論
述
の
屠
的
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
参
与
と
分
離
と
い
う
二
つ
の
契
機
の
時
差
と
交
替
を
認
識
行
為
に
お
け
る
解
釈
学
的
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
明
確
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
認
識
論
を
一
歩
前
進
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
際
に
我
々
は
、
先
に
み
た
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
形
姿
の
問
題
が
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
有
機
的
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
、
リ
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
と
イ
！
ザ
ー
の
読
書
行
為
論
を
参
照
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

2
　
リ
ク
！
ル
の
テ
キ
ス
ト
理
論

　
リ
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
は
本
来
彼
の
思
想
の
発
展
に
即
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
の
議
論
に
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

な
範
囲
に
限
定
し
て
説
明
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
リ
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
あ
る
い
は
隠
喩
理
論
の
言
語
学
的
前
提
か
ら
説
明
を
始
め
ば
な
ら
な
い
。
リ
ク
ー
ル
の
隠
喩
理
論

の
目
的
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
伝
統
に
立
つ
眉
来
の
修
辞
学
や
構
造
主
義
の
隠
喩
理
解
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
さ

れ
る
の
が
言
述
（
α
一
ω
O
O
¢
彗
ω
Φ
）
の
言
語
学
で
あ
る
。
言
述
の
基
本
構
造
は
出
来
事
一
意
味
の
弁
証
法
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
文
を
基
礎
単

位
と
す
る
雷
述
は
出
来
事
と
し
て
現
実
化
し
、
意
味
と
し
て
了
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
述
の
餓
来
事
性
の
ポ
イ
ン
ト
は
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

主
義
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
言
述
は
時
間
的
に
現
実
化
さ
れ
る
（
ラ
ン
グ
の
体
系
は
時
闘
の
外
に

あ
る
）
、
②
言
述
は
話
し
手
を
指
示
す
る
、
③
書
述
は
何
か
に
つ
い
て
語
る
霞
言
語
外
の
世
界
を
指
示
す
る
（
ラ
ン
グ
と
い
う
サ
イ
ン
は
同

一
体
系
内
の
他
の
サ
イ
ン
に
関
係
す
る
だ
け
で
あ
る
ー
ー
世
界
を
も
た
な
い
）
、
④
言
述
に
お
け
る
出
来
事
1
1
書
葉
の
出
来
事
は
、
言
語
に
お

け
る
世
界
の
到
来
（
届
く
Φ
導
）
で
あ
る
、
⑤
言
述
に
お
い
て
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
交
換
さ
れ
る
↓
言
述
は
そ
れ
が
差
し
向
け
ら
れ
る
対
話
者
を

も
つ
睦
対
話
の
確
立
（
ラ
ン
グ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
で
あ
る
）
。
ま
た
言
述
の
意
味
は
、
命
題
と
し
て
の
文

の
意
味
内
容
と
い
う
狭
い
意
味
に
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
雷
語
行
為
論
で
問
題
に
な
る
よ
う
な
意
味
効
果
を
含
め
た
広
い
意
味
で
考



え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
述
の
言
語
学
に
基
づ
き
、
更
に
H
●
》
．
リ
チ
ャ
ー
ズ
や
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク
、
モ
ン
ロ
ー
・
ビ
ア
ズ
リ
ー

の
隠
喩
論
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
は
旧
修
辞
学
の
伝
統
に
お
け
る
隠
喩
の
代
置
理
論
（
ω
賃
σ
ω
一
一
悼
二
仲
…
O
昌
　
仲
び
①
O
高
峯
）
の
克

服
を
試
み
る
。
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
a
隠
喩
は
語
の
意
昧
論
（
語
の
置
き
換
え
、
命
名
の
問
題
）
で
は
な
く
、
文
の
意
味

論
（
述
語
機
能
）
に
関
わ
る
。
隠
喩
は
言
表
号
の
、
「
主
意
一
伝
達
具
」
（
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
g
9
ワ
く
①
。
三
。
一
①
）
、
あ
る
い
は
「
枠
一
焦
点
」

（
ブ
ラ
ッ
ク
の
酔
①
ヨ
？
h
。
窪
。
。
）
の
緊
張
・
相
互
作
用
か
ら
生
ず
る
。
h
隠
喩
は
言
直
島
の
二
つ
の
語
の
間
に
で
は
な
く
、
二
つ
の
解
釈

（
つ
ま
り
二
つ
の
も
の
の
見
方
）
の
間
に
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
字
義
通
り
の
解
釈
（
目
常
的
な
も
の
の
見
方
）
の
崩
壊
を
条
件
と
し
て
、

二
つ
の
解
釈
の
緊
張
・
相
互
作
用
に
お
い
て
隠
喩
は
生
成
す
る
（
言
葉
の
出
来
事
）
。
従
っ
て
生
き
た
隠
喩
と
は
、
ビ
ア
ズ
リ
ー
の
言
う

「
隠
喩
的
よ
じ
れ
」
　
（
肖
P
①
叶
9
0
ず
O
H
一
〇
霊
跡
　
鈴
d
く
一
6
0
梓
）
を
通
し
て
の
意
味
の
創
造
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
字
義
通
り
の
意
味
か
ら
の
逸
脱
の
問
題

で
は
な
い
。
c
隠
喩
の
言
表
で
は
、
関
連
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
類
似
が
出
現
す
る
（
リ
ク
ー
ル
は
旧
修
辞
学
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で

は
な
く
、
隠
喩
に
お
け
る
「
類
似
性
」
と
い
う
点
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
隠
喩
論
を
隠
喩
の
緊
張
・
相
互
作
用
理
論
に
結
合
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
言
語
の
イ
コ
ン
性
。
イ
メ
ー
ジ
性
へ
と
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
）
。
＆
古
典
修
辞
学
に
お
け
る
「
代
置
」
は
意
味
の
革
新
を
伴

わ
な
い
不
毛
な
作
業
で
あ
っ
た
（
代
置
＋
復
元
1
1
0
、
讐
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
解
釈
の
場
合
と
同
様
）
。
生
き
た
隠
喩
で
は
字
義
的
意
味

の
破
綻
に
応
答
し
て
、
意
味
の
拡
張
が
行
わ
れ
る
。
亀
生
き
た
隠
喩
の
完
全
の
翻
訳
は
不
可
能
で
あ
り
、
無
限
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
が
可
能

な
だ
け
で
あ
る
。
生
き
た
隠
喩
は
意
味
が
固
定
さ
れ
翻
訳
可
能
な
決
ま
り
文
句
と
な
る
と
き
死
ん
だ
隠
喩
（
定
型
句
化
）
に
な
る
。
£
隠

喩
は
単
な
る
装
飾
で
は
な
く
、
現
実
に
つ
い
て
の
新
し
い
情
報
を
伝
達
す
る
。
つ
ま
り
現
実
に
つ
い
て
新
た
に
何
か
を
語
る
。

　
さ
て
、
テ
キ
ス
ト
は
文
と
は
雷
語
レ
ベ
ル
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
が
、
指
示
の
問
題
に
関
し
て
は
文
の
レ
ベ
ル
の
現
象
で
あ
る
隠
喩
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

似
た
扱
い
が
可
能
に
な
る
。
ま
ず
テ
キ
ス
ト
で
重
要
な
の
は
、
テ
キ
ス
ト
の
言
語
が
書
き
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
テ

キ
ス
ト
の
基
本
的
特
徴
は
、
話
し
言
葉
の
場
合
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
な
こ
と
で
あ
る
が
、
話
し
言
葉
に
比
べ
て
固
定
化
（
訪
×
ロ
諜
。
嵩
）
が
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

大
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
一
定
の
自
律
性
（
拶
仁
帥
0
5
0
ヨ
騰
）
、
距
離
化
（
α
陣
ω
3
9
聾
δ
・
）
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
テ
キ

　
　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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八

ス
ト
の
外
に
想
定
さ
れ
る
著
者
（
碧
θ
ぎ
巴
）
の
意
図
か
ら
自
律
し
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
の
意
味
す
る
も
の
は
著
者
の
意
図
、
心
理
的
意
味

と
は
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
の
事
柄
は
そ
の
著
者
の
意
図
と
い
う
有
限
な
地
平
を
越
え
て
お
り
、
ま
た
テ
キ
ス
ト

が
形
成
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
心
理
的
－
社
会
的
諸
条
件
（
歴
史
的
状
況
）
か
ら
も
一
定
の
自
由
を
持
つ
。
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
の
特
性

は
、
そ
の
著
者
の
意
図
や
成
立
の
歴
史
的
状
況
を
離
れ
て
、
す
な
わ
ち
成
立
の
最
初
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
て
、
新
た
な
状
況
の
中

で
読
み
得
る
構
造
を
持
つ
と
い
う
点
に
あ
る
（
脱
文
脈
化
↓
再
文
脈
化
）
。
こ
の
よ
う
に
蓉
三
品
ら
＄
9
品
関
係
は
。
・
需
髪
ぎ
ぴ
q
ぎ
＄
量
σ
q

関
係
の
単
な
る
特
殊
ケ
ー
ス
で
は
な
い
。
話
し
言
葉
と
し
て
の
雷
述
で
は
、
そ
れ
が
指
示
す
る
も
の
が
不
明
確
な
場
合
で
も
、
対
話
の
状

況
を
共
有
す
る
対
話
塁
間
に
共
通
の
事
態
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
了
解
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
で

は
事
態
は
異
な
る
。
著
者
と
読
者
と
の
間
に
は
共
通
の
状
況
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
指
示
を
確
定
す
る
た
め
の
指
し
示
し
の
行
為
が
成

立
す
る
具
体
的
条
件
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
隠
喩
の
場
合
と
岡
様
に
テ
キ
ス
ト
で
を
指
示
の
明
示
性
は
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
可
能
に
な
る
。
特
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
に
こ
の
明
示
的
指
示
（
O
ω
帥
①
づ
ω
一
く
①
　
円
①
門
Φ
巴
①
類
O
Φ
）

の
廃
棄
、
明
示
的
指
示
の
指
示
す
る
世
界
の
破
壊
を
意
図
的
に
遂
行
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
日
常
的
言
述
の
明
示
的
指
示
機
能
を
犠

牲
に
し
て
そ
れ
自
身
に
注
意
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
（
詩
的
機
能
）
に
よ
っ
て
、
、
目
撃
的
な
見
方
と
は
違
っ
た
仕
方
で
現
実
を
見
る
自
由
が

獲
得
さ
れ
る
。

　
リ
ク
ー
ル
が
続
い
て
問
題
と
す
る
の
は
次
の
問
い
で
あ
る
。
で
は
、
宗
教
的
あ
る
い
は
文
学
的
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
指
示
機
能
は
全

く
失
わ
れ
、
テ
キ
ス
ト
が
指
示
す
る
世
界
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
宗
教
や
文
学
は
そ
れ
が

指
示
す
る
現
実
性
を
一
切
持
た
な
い
幻
影
睦
（
投
影
）
に
す
ぎ
な
い
の
か
？
こ
こ
で
も
リ
ク
ー
ト
は
隠
喩
理
論
と
の
類
推
で
議
論
を
進
め

る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
詩
に
よ
る
第
一
度
の
指
示
（
日
常
的
あ
る
い
は
明
示
的
指
示
”
外
示
）
の
廃
棄
は
第
二
度
の
指
示
の
朋
示
の
可
能

性
の
条
件
で
あ
り
、
指
示
の
全
面
的
否
定
で
は
な
い
。
従
っ
て
隠
喩
の
場
合
と
同
様
に
、
問
題
は
テ
キ
ス
ト
の
第
二
度
の
指
示
と
は
何
か
、

テ
キ
ス
ト
の
指
示
す
る
世
界
と
は
何
か
、
ま
た
こ
の
テ
キ
ス
ト
世
界
は
臨
幸
的
経
験
世
界
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に



な
る
。
宗
教
に
お
い
て
、
日
常
的
経
験
に
お
い
て
は
隠
さ
れ
て
い
る
高
次
の
（
あ
る
い
は
よ
り
深
い
次
元
の
）
世
界
、
あ
る
い
は
超
越
的

世
界
と
し
て
褒
現
さ
れ
て
き
た
世
界
は
、
β
常
的
世
界
と
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
詩
、
隠
喩
に
お
け
る

第
二
度
の
指
示
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
世
界
と
同
じ
質
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
宗
教
的
世
界
は
詩
的
世
界
と
同
一
で
な
い
に
せ
よ
、
少
な

く
と
も
部
分
的
に
重
な
り
得
る
か
、
あ
る
い
は
詩
的
世
界
に
媒
介
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
宗
教
と
文
学
と
の
関
係

を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
上
よ
り
次
の
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
世
界
と
は
第
一
度
の
指
示
の
中

断
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
第
二
度
の
指
示
の
総
体
で
あ
り
、
読
者
が
自
ら
の
生
き
得
る
可
能
的
な
存
在
の
有
り
方
と
し
て
自
己
化
可
能
な

世
界
（
1
一
読
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
世
界
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
解
釈
と
は
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
著
者
の
「
本
来
の
」

意
図
の
探
求
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
第
二
度
の
指
示
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
前
方
に
展
開
さ
れ
る
「
存
在
の
有
り
方
」
（
世
界

一
内
－
存
在
の
新
し
い
様
態
）
を
分
析
し
、
自
ら
の
生
き
得
る
世
界
と
し
て
暴
露
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
最
終
目
標
に
到
達
す
る

　
　
　
（
2
6
）

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
。
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
世
界
は
日
常
経
験
の
世
界

の
コ
ピ
ー
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
自
律
性
、
対
話
的
状
況
と
さ
ら
に
は
日
常
的
経
験
世
界
か
ら
の
距
離
化
は
、
指
示
の
喪
失
で
は
な
く
、

距
離
化
を
媒
介
と
し
て
世
界
－
内
一
存
在
の
新
し
い
可
能
性
が
我
々
の
現
実
へ
と
開
か
れ
、
自
己
化
さ
れ
る
た
め
の
前
提
条
件
と
考
え
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
我
々
は
テ
キ
ス
ト
世
界
を
通
し
て
新
し
い
自
己
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
世
界

と
し
て
提
示
さ
れ
た
存
在
の
様
式
が
受
容
さ
れ
る
と
き
、
テ
キ
ス
ト
の
読
解
は
我
々
を
自
己
を
拡
大
し
自
我
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
導

く
。
こ
れ
は
ま
た
B
常
世
界
と
日
常
的
自
我
の
在
り
方
の
持
つ
虚
偽
、
幻
想
の
暴
露
1
1
批
判
を
伴
う
。
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
の
距
離
化
は
自

己
の
自
己
自
身
（
古
い
存
在
）
へ
距
離
化
を
引
き
起
こ
し
、
テ
キ
ス
ト
世
界
の
自
己
化
は
脱
自
己
化
に
よ
る
自
己
拡
大
と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
理
解
は
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
宗
教
的
認
識
の
形
式
あ
る
い
は
構
造
の
核
心
部
分
を
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
こ
と
と
し
て
、
次
に
我
々
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
テ

キ
ス
ト
解
釈
学
と
を
結
舎
す
る
た
め
に
、
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
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五
〇

3
　
三
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
テ
キ
ス
ト
世
界
の
開
示
と
自
己
化

　
以
下
リ
ク
ー
ル
に
従
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
を
ミ
メ
！
シ
ス
ー
↓
ミ
メ
ー
シ
ス
E
↓
ミ
メ
ー
シ
ス
巫
と
進
む
三
重
の
ミ
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

i
シ
ス
と
し
て
説
明
し
よ
う
。
な
お
イ
ー
ザ
ー
の
『
行
為
と
し
て
の
読
書
』
に
お
け
る
読
書
行
為
論
に
よ
っ
て
適
時
、
三
重
の
ミ
メ
1
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ス
の
説
明
を
補
足
し
、
ま
た
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
具
体
例
と
し
て
新
約
聖
書
、
特
に
イ
エ
ス
の
警
を
随
時
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
〈
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
〉
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
製
作
と
そ
の
理
解
の
前
提
で
あ
り
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
言
う
「
先
理
解
」
（
＜
。
二
七
の
＆
己
三
。
。
）
の

段
階
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
↓
デ
ィ
ル
タ
イ
↓
ハ
イ
デ
ッ
ガ
：
と
い
う
ド
イ
ツ
の
解
釈
学
の
伝
統
に
依
拠

し
つ
つ
、
彼
の
聖
書
解
釈
の
基
本
概
念
の
一
つ
と
し
て
「
先
理
解
」
を
論
じ
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
解
釈
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

あ
る
い
は
問
わ
れ
て
い
た
り
す
る
事
柄
に
つ
い
て
の
一
定
の
先
理
解
に
よ
っ
て
必
然
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
。
つ
ま
り
我
々
は
、
漠
然

と
テ
キ
ス
ト
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
　
一
定
の
視
点
か
ら
、
　
一
定
の
問
題
山
亭
に
従
っ
て
、
　
一
定
の
期
待
を
も
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
に
接
近

す
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
テ
キ
ス
ト
を
理
解
あ
る
い
は
誤
解
す
る
た
め
に
、
読
解
に
先
立
っ
て
一
定
の
理
解
あ
る
い
は
先
入
観
を
持
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
先
理
解
は
我
々
が
行
為
し
経
験
す
る
我
々
の
日
常
世
界
の
な
か
で
暗
黙
の
内
に
で
あ
れ
、
常
に
持

つ
存
在
連
関
・
意
味
連
関
の
理
解
（
世
界
理
解
）
に
根
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
理
解
は
読
解
の
前
提
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ
も
そ
も
テ
キ
ス
ト
（
質
草
）
を
著
者
が
作
製
す
る
際
の
前
提
で
も
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
物
語
の
筋
の
作
製
は

行
動
と
い
う
実
践
的
世
界
に
つ
い
て
の
先
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
説
明
す
る
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
悲
劇
は
行
為
の
再

現
）
。
つ
ま
リ
ブ
μ
ッ
ト
は
、
同
時
代
の
読
者
と
著
者
に
共
通
な
実
践
的
世
界
の
先
理
解
に
基
づ
い
て
お
り
、
従
っ
て
著
者
の
意
図
あ

る
い
は
最
初
の
読
老
の
行
っ
た
理
解
を
我
々
が
再
現
す
る
に
は
、
こ
の
先
理
解
の
内
容
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
的
な
テ
キ

ス
ト
解
釈
の
不
可
欠
な
段
階
（
文
献
学
的
解
釈
、
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
の
段
階
）
で
あ
る
だ
け
で
な
い
。
古
典
の
読
解
の
場
合
な
ど
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
　
一
般
の
読
書
行
為
に
お
い
て
も
、
著
者
や
最
初
の
読
者
が
持
っ
て
い
た
先
理
解
に
つ
い
て
の
最
低
限
度
の
理
解
が
必

要
に
な
る
。
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
先
理
解
と
は
、
一
方
で
は
読
者
の
読
解
行
為
を
導
く
先
理
解
で
あ
り
、
他
方
で
は
著
者
の
著
作
行
為



を
支
え
る
先
理
解
で
あ
る
、
そ
し
て
読
解
行
為
に
お
い
て
何
等
か
の
理
解
が
成
立
す
る
為
に
は
両
者
間
の
最
低
の
関
係
付
け
が
必
要
で
あ

る
、
と
な
る
。
こ
れ
を
リ
ク
ー
ル
は
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
の
段
階
と
呼
ぶ
。
リ
ク
ー
ル
は
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
の
構
成
要
素
と
し
て
、
構
念
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、
象
徴
体
系
、
時
間
的
性
格
の
三
つ
を
挙
げ
る
が
、
第
一
の
概
念
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
説
明
を
限
定
し
た
い
。
行
動
を
意
味
あ

る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
行
為
を
め
ぐ
っ
て
問
わ
れ
得
る
「
な
に
が
」
「
な
ぜ
」
「
ど
の
よ
う
に
し
て
」
「
だ
れ
と
」
「
だ
れ
に
た

い
し
て
」
に
い
っ
た
一
連
の
問
い
と
そ
れ
ら
へ
の
答
え
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
、
そ
し
て
相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
様
々
な
諸
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

念
に
つ
い
て
の
実
践
的
理
解
（
具
体
的
行
動
に
即
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
）
を
必
要
と
す
る
。
ど
ん
な
物
語
も
、
語
り
手
と
聞
き
手
の

両
者
が
、
行
動
の
主
体
、
匿
的
、
手
段
、
状
況
、
救
助
、
敵
対
、
協
力
、
争
い
、
成
功
、
失
敗
な
ど
の
用
語
あ
る
い
は
概
念
と
慣
れ
親
し

ん
で
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
形
成
す
る
概
念
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
概
念
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
実
践
的
に
駆
使
で
き
る
こ
と
は
、
行
動
一
般
を
そ
の
諸
特
性
に
従
っ
て
確
認
す
る
能
力
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
物
語
作
製
の
範

列
的
次
元
（
o
巳
8
冨
「
践
圃
『
q
筆
石
凱
ρ
ま
）
を
構
成
し
、
行
動
の
意
味
論
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
範
列
的
次
元
を
基
礎
に
し
て
、
個
々
の
具
体

的
な
物
語
は
連
想
的
に
現
実
化
さ
れ
る
（
o
a
お
超
簿
国
σ
q
ヨ
p
ユ
聲
Φ
）
。
従
っ
て
、
物
語
の
作
製
と
理
解
に
は
、
こ
の
謬
論
的
次
元
を
支
配
す

る
規
則
に
も
慣
れ
親
し
む
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
に
は
筋
の
類
型
論
、
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
理
解
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
テ

キ
ス
ト
の
先
理
解
と
し
て
の
ミ
メ
！
シ
ス
ー
は
、
範
列
と
連
辞
の
二
つ
の
軸
を
持
ち
、
そ
の
具
体
的
形
態
は
文
化
的
伝
統
に
お
い
て
規
定

さ
れ
る
。
こ
れ
を
イ
ー
ザ
ー
は
「
テ
キ
ス
ト
の
レ
パ
！
ト
リ
イ
」
（
↓
Φ
碁
冨
冨
9
幕
）
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
場
面
形
成
に
必
要
な
素
材
で
あ

り
、
テ
キ
ス
ト
の
場
面
構
成
の
た
め
に
取
り
込
ま
れ
た
既
存
の
知
識
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
（
例
え
ば
薪
約
に
対

す
る
旧
約
）
、
社
会
的
・
歴
史
的
規
範
（
イ
エ
ス
が
依
拠
し
あ
る
い
は
論
駁
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
規
範
）
、
テ
キ
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
社
会

的
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
イ
エ
ス
時
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
的
経
済
的
状
況
な
ど
）
、
時
代
独
自
の
意
味
シ
ス
テ
ム
（
世
界
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

構
成
の
枠
と
な
る
一
定
の
構
造
を
持
っ
た
現
実
の
モ
デ
ル
）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
文
献
学
的
、
歴
史
的
研
究
は
こ
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
の
解
明
に
向
け
れ
る
。
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〈
ミ
メ
ー
シ
ス
豆
〉
こ
れ
は
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
に
基
づ
い
て
現
実
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
段
階
で
あ
り
、
一
定
の
完
結
し
た
形
態
と
構
造
を

持
つ
。
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
は
、
多
様
な
小
事
件
か
ら
そ
の
「
主
題
」
を
問
い
得
る
よ
う
な
意
味
の
あ
る
全
体
と
し
て
の
物
話
を
構
成
し
、

ま
た
異
質
な
要
素
（
行
動
主
体
、
謬
的
、
手
段
、
相
互
作
用
、
状
況
、
結
果
。
例
え
ば
行
為
体
モ
デ
ル
で
分
析
さ
れ
る
よ
う
な
諸
要
素
）

を
全
体
へ
と
組
み
立
て
る
。
こ
れ
は
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
の
段
階
で
指
摘
さ
れ
た
、
範
列
か
ら
連
辞
へ
の
移
行
の
可
能
性
の
現
実
化
で
あ
る
。

ミ
メ
ー
シ
ス
旺
の
段
階
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
π
が
こ
れ
に
先
行
す
る
ミ
メ
ー
シ
ス
正
と
そ
の
後
に
続
く
ミ

メ
ー
シ
ス
巫
と
を
媒
介
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
読
解
行
為
と
は
ミ
メ
ー
シ
ス
豆
か
ら
ミ
メ
ー
シ
ス
狐
が
生
成
す
る
過
程
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
に
は
、
読
解
行
為
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
ミ
メ
ー
シ
ス
E

を
見
る
必
要
が
あ
る
。
イ
ー
ザ
ー
は
、
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
導
く
テ
キ
ス
ト
の
癖
直
上
の
特
徴
を
「
テ
キ
ス
ト
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
」

（
↓
。
㌶
ω
硝
煙
Φ
σ
q
冨
誉
）
と
呼
ぶ
。
テ
キ
ス
ト
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
レ
バ
ー
ト
リ
イ
と
し
て
範
列
的
に
用
意
さ
れ
て
い
る
諸
要
素
閥
の
結
合
を

作
り
出
し
、
テ
キ
ス
ト
の
主
題
の
構
成
と
そ
の
伝
達
条
件
を
用
意
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
構
造
が
読
老
の
イ
メ
ー
ジ
形

成
を
促
進
す
る
よ
う
な
不
確
定
箇
所
（
イ
ン
ガ
ル
デ
ソ
）
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
手
法
に
つ
い
て
の
説
明
は
後
回

し
に
し
て
、
ま
ず
イ
メ
；
ジ
形
成
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
イ
ー
ザ
ー
は
テ
キ
ス
ト
の
意
味
（
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
け
る
意
味
構
成
）

は
読
者
か
ら
全
く
分
離
し
た
仕
方
で
客
観
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
読
解
行
為
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
構
造
と
読
者
の
意
識
構
造
が
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

互
作
用
す
る
と
こ
ろ
に
、
従
っ
て
読
者
の
能
動
的
関
与
に
お
い
て
現
実
化
す
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
読
解
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
は
テ
キ
ス
ト

世
界
が
読
者
の
意
識
に
移
行
し
、
イ
メ
ー
ジ
・
形
態
的
意
味
（
ω
ぎ
巳
8
臨
窪
q
窺
讐
圃
。
づ
）
が
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
読
者
は
テ
キ

ス
ト
の
全
体
を
一
度
に
捉
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
は
一
定
の
順
序
で
読
み
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に

そ
の
全
貌
を
現
す
と
い
う
特
性
を
も
つ
。
読
者
は
自
分
が
捉
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
の
内
部
で
、
次
々
に
現
わ
る
様
々
な
遠
近
法
の
視
点

（
語
り
手
、
登
場
人
物
、
筋
、
虚
溝
の
読
者
な
ど
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
解
釈
す
る
様
々
な
立
場
）
を
取
り
な
が
ら
移
動
し
て
い
く
。
読
解

の
過
程
で
読
者
が
灘
を
向
け
る
断
片
が
そ
の
瞬
間
の
主
題
と
な
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
読
者
が
先
程
ま
で
向
か
い
合
っ
て
い
た
他
の
諸
断



片
（
そ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
の
主
題
）
が
今
の
主
題
の
地
平
と
し
て
控
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
題
一
地
平
構
造
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に
視
線
を
調
節
す
る
と
同
時
に
、
テ
キ
ス
ト
を
遠
近
法
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
統
合
し
て
い
く
。
こ
の
主
題
！
地
平
構
造
は
、
読
者
読
者

の
期
待
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
し
て
修
正
し
、
記
憶
に
新
し
い
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
行
く
。
個
々
の
部
分
の
意
味
内
容
は
、
動
的
に
主
題

－
地
平
構
造
の
内
部
で
相
互
作
用
を
行
な
い
、
次
第
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
共
に
、
湘
南
作
用
を
通
し
て
蓄
積
さ
れ
た
様

様
な
視
点
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
ば
、
読
者
の
意
識
の
内
部
に
次
第
に
統
一
的
な
意
味
の
地
平
（
全
体
の
首
尾
一
貫
し
た
意
味
）
を
形
成
す

る
。
こ
れ
が
形
態
的
意
味
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
（
動
的
な
自
己
修
正
な
過
程
）
で
あ
る
。
個
々
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
れ
も
、
イ
メ

ー
ジ
の
連
鎖
の
中
に
あ
っ
て
、
先
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
と
し
て
現
れ
、
〈
雪
だ
る
ま
効
果
〉
と
も
言
う
べ
き
累
積
効
果
に
よ
っ
て
結

合
し
全
体
の
意
味
地
平
を
作
り
出
す
。
形
態
的
意
味
は
テ
キ
ス
ト
の
間
主
観
的
構
造
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
統
一
的
な
意

味
、
一
つ
の
脈
絡
、
一
貫
性
を
見
出
だ
す
の
は
読
岩
の
役
割
で
あ
り
、
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
多
様
で
あ
り
う
る
。
読
者
が
テ

キ
ス
ト
の
間
主
観
的
溝
造
（
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
）
に
導
か
れ
て
主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
す
る
こ
と
を
言
わ
ば
自
動
的
に
行
う
と
こ
ろ
に
、

ミ
メ
ー
シ
ス
E
か
ら
皿
へ
の
移
行
の
鍵
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
テ
キ
ス
ト
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
て
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
構
造
は
イ
メ
：
ジ
形
成
を
促

進
し
導
く
よ
う
な
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
）
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
空
所
（
い
Φ
①
『
ω
箆
ぎ
P
イ
ソ
ガ
ル

デ
ン
の
不
確
定
箇
所
に
対
応
）
の
機
能
が
重
要
で
あ
る
。
空
所
に
も
賓
辞
と
範
列
の
二
つ
の
軸
が
存
在
す
る
。
〈
空
所
あ
る
い
は
空
白
・

シ
ソ
タ
グ
マ
軸
〉
部
分
断
片
間
の
結
合
の
欠
如
（
選
択
し
た
規
範
や
遠
近
法
が
何
の
関
連
も
な
く
配
置
さ
れ
、
物
語
の
流
れ
に
な
め
ら
か

な
連
続
性
が
欠
如
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
へ
の
期
待
が
破
ら
れ
る
）
↓
読
者
に
空
所
を
想
像
力
で
補
い
た
い
気
に
さ
せ
る
（
「
…
は
こ
の

よ
う
に
考
え
た
は
ず
だ
」
）
↓
空
所
の
配
置
が
巧
み
で
あ
る
ほ
ど
、
読
者
は
想
像
力
を
か
き
立
て
ら
れ
、
空
所
が
多
い
ほ
ど
そ
こ
か
ら
作

り
出
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
も
多
種
多
様
に
な
る
↓
海
老
は
こ
う
し
て
テ
キ
ス
ト
構
造
に
導
か
れ
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
修
正
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

う
作
業
を
ひ
と
り
で
に
開
始
す
る
（
読
者
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
参
与
）
。
〈
否
定
・
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
軸
〉
主
題
が
暗
示
さ
れ
て
は
い
る
が
明
確
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な
形
を
と
っ
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
容
認
さ
れ
て
き
た
社
会
規
範
が
否
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
読
潜
の
イ
メ
ー
ジ
構
成
の
手
掛
か

り
と
な
る
。
否
定
作
用
は
読
者
の
想
像
力
を
か
き
た
て
、
否
定
作
用
を
引
き
起
こ
し
た
隠
れ
た
原
因
を
発
見
さ
せ
る
。
そ
れ
は
否
定
さ
れ
た

規
範
に
対
し
て
読
者
自
身
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
き
た
の
か
、
ま
た
読
者
自
身
の
規
範
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
反

　
　
　
（
3
5
）

省
を
促
す
。
こ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
筋
の
中
に
空
所
や
否
定
を
配
置
す
る
と
い
っ
た
ス
ト
ラ
テ
ジ
：
を
用
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
連
鎖

の
形
成
を
促
進
あ
る
い
は
誘
導
し
、
そ
れ
ら
の
累
積
的
結
合
効
果
に
よ
っ
て
、
意
識
の
な
か
に
統
一
的
な
形
態
的
意
味
擁
テ
キ
ス
ト
世
界

が
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
テ
キ
ス
ト
の
第
一
度
の
指
示
作
用
の
中
断
を
経
て
第
二
度
の
指
示
作
用
（
テ
キ
ス
ト
世
界
）
が
開

示
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
、
特
に
新
約
聖
書
の
諸
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
い
て
容
易
に

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
ブ
ル
ト
マ
ソ
学
派
に
お
い
て
は
、
「
イ
エ
ス
の
讐
」
に
関
し
て
「
言
葉
の
出
来
裏
桟
（
Q
り
出
世
冨
『
①
野
曝
。
。
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ω
賢
酒
蒔
Φ
の
9
魯
魯
）
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
イ
エ
ス
の
讐
は
神
の
国
の
讐
で
あ
り
、
神
の
国
の
言
語
化
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り

神
の
国
は
讐
に
お
い
て
解
語
へ
と
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
イ
エ
ス
の
讐
の
読
解
に
お
い
て
言
葉
の
出
来
事
が
生
起
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
三
重
の
ミ
メ
：
シ
ス
の
プ
ロ
セ
ス
に
相
当
し
た
構
造
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
〈
ミ
メ
ー
シ
ス
皿
〉
読
解
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
は
最
終
的
に
作
声
受
容
に
よ
る
読
者
の
実
践
的
領
域
の
再
編
”
再
形
象
化
の
段
階
に
至
る
。

ミ
メ
ー
シ
ス
H
の
後
半
の
説
明
か
ら
分
か
る
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
世
界
は
テ
キ
ス
ト
構
造
と
読
者
の
意
識
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
一
貫
し
た

意
味
世
界
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
る
が
、
こ
の
際
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
読
者
の
現
実
意
識
と
の
間
に
は
相
互
作
用
が
成
立
し
た
。

読
書
を
通
じ
て
行
う
意
味
の
構
成
は
、
テ
キ
ス
ト
が
備
え
て
い
る
様
々
な
遠
近
法
の
局
面
を
総
合
し
て
、
そ
の
意
味
地
平
を
捉
え
る
行
為

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
自
覚
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
世
界
と
自
己
の
有
り
方
を
発
興
す
る
機
会
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
形
成
さ

れ
た
イ
メ
…
ジ
を
媒
介
と
し
て
発
見
さ
れ
た
も
の
か
ら
読
者
の
現
実
意
識
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
生
じ
る
。
例
え
ば
読
老
は
既
存
の
慣

習
の
否
定
に
導
か
れ
て
新
た
な
規
範
を
発
見
す
る
と
、
そ
の
発
見
を
自
分
の
慣
習
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
れ
は

テ
キ
ス
ト
世
界
と
聴
衆
あ
る
い
は
読
者
の
世
界
の
交
差
、
地
平
の
融
合
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
構
成
に
よ
る
意
識
の
再
構
成



に
他
な
ら
な
い
。
読
者
は
自
分
が
形
成
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
、
感
情
を
動
か
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
世
界
を
自
己
の
生
活
に

取
り
入
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
は
読
書
に
際
し
て
自
分
の
経
験
で
な
い
他
者
の
思
考
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
（
膚
二
化
）
に
他
な
ら
な
い

が
、
も
ち
ろ
ん
一
端
自
己
化
し
た
も
の
が
身
に
付
く
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
の
自
己
化
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
別

の
考
察
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
読
解
行
為
が
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
媒
介
と
し
て
自
己
自
身
を
発
見
し
変
革
す
る
機
会
と
な

り
う
る
こ
と
は
宗
教
的
認
識
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
の
讐
に
お
い
て
神
の
国
が
言
語

へ
と
到
来
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
懸
の
読
者
の
B
常
的
な
有
り
方
の
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

換
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
の
国
の
到
来
と
は
人
間
の
存
在
の
転
換
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
テ
キ
ス
ト
が
新
た
な
存
在
の
有
り
方
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
、
そ
れ
が
我
々
の
生
き
得
る
可
能
な
存
在
の
有
り
方
と
な
る
、
つ
ま
り
新
た
な

自
己
理
解
と
新
し
い
存
在
の
仕
方
が
生
起
す
る
、
と
い
う
こ
の
プ
μ
セ
ス
は
、
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
け
る
宗
教
的
認
識
の
基
本

構
造
で
あ
る
。
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
読
解
は
、
そ
れ
が
「
宗
教
的
」
と
言
う
に
相
応
し
く
読
ま
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
場
合
に
は
、
形
態

的
意
味
の
形
成
（
H
テ
キ
ス
ト
世
界
の
開
示
）
を
媒
介
に
し
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
世
界
を
自
己
の
存
在
可
能
性
と
し
て
自
己
化
し
、
そ
の

よ
う
な
仕
方
で
我
々
に
古
い
有
り
方
と
古
い
世
界
を
越
え
出
る
機
会
を
与
え
る
。
新
し
い
存
在
の
開
示
と
自
己
化
を
中
心
と
し
た
、
「
ミ

メ
ー
シ
ス
ー
↓
H
↓
皿
」
と
進
む
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
テ
キ
ス
ト
の
読
解
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
に
お
け
る
宗
教
的
認
識
の
基
本
構

造
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
認
識
一
般
の
形
式
あ
る
い
は
構
造
を
理
解
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

4
　
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス

　
以
上
の
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
を
も
と
に
、
第
二
章
で
見
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
を
再
解
釈
し
て
み
よ
う
。
第
二
章
で
は
、

次
の
よ
う
な
一
か
ら
3
に
い
た
る
プ
戸
セ
ス
が
示
さ
れ
た
。
1
。
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
イ
エ
ス
＋
弟
子
に
よ
る
イ
エ
ス
の
キ
リ
ス
ト
と

し
て
の
受
容
（
”
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
出
来
事
目
新
し
い
存
在
の
完
全
な
現
実
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
）
↓

2
新
約
聖
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
↓
a
こ
の
形
姿
に
よ
る
新
し
い
存
在
の
媒
介
睦
信
仰
者
の
い
ま
・
こ
こ
に
お

　
　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

け
る
新
し
い
存
在
の
現
実
化
。
問
題
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
こ
の
章
で
こ
れ
ま
で
晃
て
き
た
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に

再
解
釈
で
き
る
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
第
二
章
の
プ
ロ
セ
ス
と
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
前
者
は
共
同
体
的
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
後
老
は
個
人
レ
ベ
ル
で
の
精
神
の
内
的
プ
胃
セ
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
留
保
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
両
者
の
対
応
を
考
え
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
に

お
い
て
は
共
同
体
レ
ベ
ル
と
個
人
レ
ベ
ル
が
相
互
に
連
関
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
更
に
は
イ
メ
ー
ジ
・
形
姿
を
通
し
て
の
存
在
の
変
革

（
目
宗
教
的
認
識
）
と
い
う
点
で
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
は
同
一
の
機
能
と
構
造
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
対
応
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
し
は
ミ
メ
！
シ
ス
ー
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
2
も
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
を
新
約
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
行
為
に
お
い

て
テ
キ
ス
ト
の
構
造
（
相
互
主
観
的
）
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
解
釈
す
れ
ば
、
ミ
メ
ー
シ
ス
∬
の
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。

a
は
読
者
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
世
界
の
自
己
化
と
い
う
ミ
メ
ー
シ
ス
皿
に
紺
応
ず
る
。
こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿

に
よ
る
新
し
い
存
在
と
そ
の
変
革
力
の
媒
介
、
そ
し
て
そ
の
論
理
と
し
て
ア
ナ
β
ギ
ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト

論
は
、
三
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
約
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
い
て
宗
教
的
認
識
が
生
じ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
形
式
を
持
ち
、
読
響
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
媒
介
と
し
た
新
し
い
存
在
の
現
実
化

（
不
完
全
で
断
片
的
か
つ
一
時
的
）
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
に
重
要
な
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
が

テ
キ
ス
ト
の
相
互
主
観
的
構
造
と
読
み
手
の
意
識
に
お
け
る
主
観
的
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
複
合
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
様
性
と
、
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
個
々
人
の
間
で
の
キ
リ
ス
ト
と
し

て
の
イ
エ
ス
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
成
立
と
い
う
二
つ
の
事
態
が
説
明
可
能
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
「
新
約
聖
書
に
お
け
る
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キ
リ
ス
ト
の
形
姿
」
と
言
え
ば
、
新
約
テ
キ
ス
ト
の
構
造
の
中
に
客
観
的
に
固
定
さ
れ
た
諸
形
姿
が
問
題
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し

か
し
、
も
し
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
が
宗
教
的
認
識
と
言
い
得
る
も
の
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や

テ
キ
ス
ト
構
造
の
レ
ベ
ル
に
固
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
新
約
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
い
て
読
み
手
の
意
識
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
実
現
す



る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
い
て
宗
教
的
認
識
が
実
際
に
成
立
す
る
に
は
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
フ
ァ
ク
タ

ー
以
外
に
様
々
な
要
因
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
L
テ
キ
ス
ト
の
読
解
・
解
釈
を
規
定
す
る
伝
統
や
歴
史
の
問
題
。
Z
読
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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行
為
が
な
さ
れ
る
場
の
問
題
。
特
に
礼
拝
式
の
中
で
読
解
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
の
、
読
解
と
説
教
と
儀
礼
の
相
互
作
用
。
a
読
解
行
為
の
複

合
性
（
新
約
テ
キ
ス
ト
内
部
で
の
福
音
書
と
パ
ウ
ロ
書
簡
と
の
照
応
、
新
約
テ
キ
ス
ト
と
新
約
外
テ
キ
ス
ト
と
の
照
応
な
ど
）
や
反
復
性

（
同
一
テ
キ
ス
ト
の
読
解
が
定
期
的
に
も
不
定
期
的
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
）
。
こ
れ
ら
の
要
因
を
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
に
ど
の
よ
う
に

組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
は
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
形
姿
に
お
け
る
新
し
い
存
在
の

媒
介
と
い
う
点
に
関
し
て
、
唐
突
な
仕
方
で
神
秘
的
な
力
の
作
用
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
認

識
に
対
し
て
は
様
々
な
説
明
の
仕
方
、
あ
る
い
は
理
解
の
立
場
が
存
在
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
宗
教
学
的
あ

る
い
は
宗
教
哲
学
的
研
究
に
お
い
て
は
神
秘
的
な
力
の
働
き
の
助
け
に
訴
え
る
前
に
、
解
明
す
べ
き
問
題
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
本
論
文
の
取
り
扱
っ
た
宗
教
的
認
識
の
形
式
の
問
題
な
ど
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
を
解
釈
学
的
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
さ
し
あ
た
り
テ
キ
ス
ト
の
読
解
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
宗
教
的
認

識
の
構
造
の
核
心
部
分
を
形
姿
（
1
ー
イ
メ
ー
ジ
）
に
媒
介
さ
れ
た
新
し
い
存
在
の
開
示
・
自
己
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が

で
き
た
こ
と
に
あ
る
。

W
　
む
　
す
　
び

　
以
上
我
々
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
を
、
宗
教
的
認
識
の
問
題
と
し
て
捉
ら
え
、
五
〇
年
代
に
展
開
さ
れ
た
距
離
一
参
与
の
弁

証
法
モ
デ
ル
を
リ
ク
ー
ル
、
イ
ー
ザ
ー
の
テ
キ
ス
ト
読
解
行
為
論
に
よ
っ
て
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
解
釈
す
る
試
み
を
行
っ
た
。
最

後
に
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
認
識
の
理
解
が
開
く
地
平
の
一
部
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
論
文
の
結
び
と
し
た
い
。

　
　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

　
宗
教
的
認
識
を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
一
般
化
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
。
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
宗
教
的
認
識
は
、
読
解
行
為
と
い
う
限
定
さ

れ
た
場
面
か
ら
宗
教
的
認
識
一
般
に
、
そ
し
て
更
に
宗
教
的
認
識
を
含
め
た
宗
教
の
諸
現
象
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り

「
プ
ロ
セ
ス
」
は
宗
教
現
象
を
規
定
す
る
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
位
畳
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て

宗
教
的
認
識
以
外
に
プ
ロ
セ
ス
概
念
が
現
れ
る
場
面
を
探
す
と
き
、
歯
し
い
存
在
の
現
実
化
と
の
連
関
で
次
の
二
つ
の
プ
胃
セ
ス
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
第
一
は
新
し
い
存
在
の
歴
史
的
連
続
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
啓
示
と
い
う
観
点
で
雷
え
ば
啓
示
史
（
準

備
期
↓
究
極
的
啓
示
睡
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
け
る
啓
示
↓
受
容
期
）
で
あ
り
、
救
済
と
い
う
観
点
で
言
え
ば
救
済
史
と
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
出
来
事
（
中
心
的
カ
イ
ロ
ス
・
歴
史
の
中
心
）
が
前
後
か
ら

孤
立
し
切
り
離
さ
れ
た
瞬
間
で
は
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
プ
戸
隠
ス
が
　
二
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
に

対
応
し
た
構
造
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
出
来
事
は
、
実
存
的
疎
外
か
ら
の
解
放
が
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴

っ
て
待
望
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
ミ
上
之
シ
ス
ー
）
を
前
提
と
し
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
い
う
歴
史
的
人
格
が
キ
リ
ス
ト
と
し
て
受
容
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
生
起
し
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
を
生
み
出
し
た
（
ミ
メ
ー
シ
ス
資
）
。
次
に
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の

繊
来
事
は
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
形
姿
を
通
し
て
力
を
及
ぼ
し
続
け
、
人
問
の
有
り
方
を
変
革
し
続
け
て
い
る
（
ミ
メ
ー
シ
ス
盃
）
。

こ
れ
は
新
し
い
存
在
の
現
実
化
を
歴
史
と
い
う
時
童
舞
の
上
で
見
る
と
き
、
三
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
に
対
癒
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
解
釈

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
の
レ
ベ
ル
は
個
人
の
宗
教
的
成
熟
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
個
人
の
宗
教
経
験
あ
る
い
は
救
済
は

そ
の
個
人
に
お
い
て
温
し
い
存
在
が
現
実
化
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
伝
統
的
に
は
素
心
、
あ
る
い
は
再
生
一
義
認
i
塁
化
と
蓑
現
さ
れ
て

き
た
こ
の
偶
人
に
お
け
る
新
し
い
存
在
の
現
実
化
も
ま
た
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
鷲
谷
は
そ
れ
が
意
識
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

る
以
前
に
無
意
識
的
に
準
備
さ
れ
て
き
た
一
つ
の
長
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
（
、
・
・
メ
ー
シ
ス
至
↓
ミ
メ
ー
シ
ス
∬
）
、
新
し
い
存
在
の
現
実
化

が
意
識
的
に
経
験
さ
れ
る
園
心
と
い
う
現
象
も
（
ミ
メ
ー
シ
ス
叢
↓
ミ
メ
ー
シ
ス
田
）
、
再
生
↓
義
認
↓
混
化
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を

　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

な
し
て
い
る
。
そ
し
て
聖
化
は
完
成
を
昌
指
す
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
新
し
い
存
在
の
経
験
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
善
人
の
宗
教
経



験
も
ま
た
三
重
の
、
ミ
メ
ー
シ
ス
に
対
応
し
た
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
宗
教
現
象
は
、
ま
ず
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

較
的
短
い
時
間
間
隔
で
は
個
々
の
読
解
行
為
や
宗
教
儀
礼
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
次
に
は
個
人
の
宗
教
的
成
熟
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ

し
て
長
い
時
間
間
隔
で
は
歴
史
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
形
式
を
取
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
宗
教
現
象
の
基
本

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
プ
ロ
セ
ス
概
念
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
宗
教
的
認
識
に
対
し
て
そ
の
構
造
あ
る
い
は
形
式
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
現
象
を
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
限
界
が
あ
る
。
宗
教
の

形
式
の
解
明
は
、
宗
教
と
文
化
の
共
通
性
の
分
析
に
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
て
い
る
そ
の
内
実
、
つ
ま
り
宗

教
現
象
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
の
課
題
を
実
際
に
遂
行
す
る
に
は
、
本
論
文
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
加
え
て
、
宗
教
の
内
実
に
つ
い
て
の
考
察
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
に
他
な
ら
な
い
。
形
式
に
限
定
し
た
研
究
も
、
よ

り
包
括
的
な
研
究
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
宗
教
研
究
と
し
て
一
定
の
意
義
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
（
了
）

〈
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
の
引
用
文
献
と
略
記
号
〉

回
．
　
O
霧
亀
§
§
ミ
譜
曼
ミ
却
鳴
b
u
職
・
N
～
鼓
N
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

　
　
　
（
1
1
0
芝
）
類
房
α
q
．
く
．
園
窪
讐
①
≧
げ
冨
鼻
梓
．
o
Q
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什
o
q
鷲
仲
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⑩
＄
～
お
誤

b
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・
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偽
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§
O
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§
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帖
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六
〇

注

（
1
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
一
九
二
二
年
の
『
宗
教
哲
学
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
克
服
』
の
中
で
、
宗
教
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
概
念
的
把
握
あ
る
い
は
そ

　
　
の
本
質
概
念
の
構
成
が
持
つ
問
題
性
を
、
宗
教
自
体
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
1
。
宗
教
の
概
念
的
把
握
は
人
聞
理
性
に
よ
っ
て

　
　
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
的
行
為
、
宗
教
的
認
識
の
対
象
と
し
て
の
神
（
巨
額
制
約
的
な
も
の
）
の
確
実
性
は
、
概
念
を

　
　
構
成
す
る
主
体
と
し
て
の
人
間
理
性
の
自
己
確
実
性
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
a
無
制
約
的
な
も
の
は
、
人
聞
理
性
に
よ
っ
て
、
理
性
が
経
験

　
　
す
る
世
界
を
起
点
に
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
制
約
的
な
も
の
と
し
て
の
神
の
実
在
は
、
世
界
の
実
在
の
上
に
基
礎
づ

　
　
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
神
は
世
界
に
相
関
す
る
一
つ
の
対
象
と
な
り
、
最
終
的
に
世
界
の
一
部
と
な
る
。
3
，
宗
教
は
人
開
精
神
の
も

　
　
ろ
も
ろ
の
諸
機
能
に
並
ぶ
一
機
能
と
な
り
、
か
く
し
て
宗
数
は
文
化
の
一
轍
と
な
る
。
↓
啓
示
は
合
理
化
さ
れ
、
宗
教
史
あ
る
い
は
文
化
史
の
内

　
　
に
解
消
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
仕
方
で
、
宗
教
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
概
念
化
は
、
宗
教
畠
体
の
解
体
、
解
消
に
至
る
と
い
う
の
が
、
宗
教
の
宗

　
　
教
哲
学
に
対
す
る
抗
議
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
哲
学
は
宗
教
概
念
の
構
成
に
よ
っ
て
自
ら
が
把
握
し
よ
う
と
す
る
対
象
を
解
体
す
る
の

　
　
か
、
あ
る
い
は
宗
教
を
人
閾
理
性
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
告
白
す
る
の
か
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
直
賭
す
る
こ
と
に
な
る
。
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
イ
リ
ヅ
ヒ
は
宗
教
哲
学
が
宗
教
哲
学
で
あ
り
か
つ
宗
教
哲
学
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
の
道
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
、
つ
ま
り
第
三
の
道
が
可

　
　
能
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
哲
学
の
綴
本
課
題
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
索
の
全
体
は
こ
の
問
題
と
の

　
　
連
関
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
σ
冨
¢
び
霞
≦
ヨ
α
β
⇔
σ
q
留
ω
菊
鉱
騨
ぴ
q
6
霧
ぴ
Φ
σ
q
ユ
鎗
ω
『
号
門
力
巴
一
α
q
一
〇
諺
℃
三
ざ
ω
8
露
ρ
お
N
N
ぎ
”
9
≦
鼻

（
2
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
認
識
論
の
全
体
を
論
じ
る
に
は
、
少
な
く
と
も
啓
示
、
象
徴
あ
る
い
は
宗
教
言
語
、
解
釈
学
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
、

　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
展
開
に
即
し
て
（
意
味
の
形
而
上
学
の
枠
組
み
に
お
け
る
形
式
・
内
実
モ
デ
ル
か
ら
、
存
在
論
の
枠
組
み
に
お
け
る
参
与
・

　
　
距
離
の
弁
証
法
モ
デ
ル
へ
の
移
行
）
、
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
論
文
は
こ
の
よ
う
な
問
題
連
関
の
一
部
分
を
カ
バ
ー
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
3
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
後
に
見
る
信
仰
と
歴
史
研
究
と
の
関
係
や
ア
ナ
ロ
ギ

　
　
ア
、
形
姿
な
ど
の
諸
問
題
の
他
に
も
、
L
存
在
論
に
基
づ
い
た
キ
ヲ
ス
ト
論
の
象
徴
的
解
釈
が
キ
リ
ス
ト
の
人
格
的
性
格
（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト



　
　
と
神
の
人
格
的
な
子
一
廻
関
係
な
ど
）
を
非
本
来
的
な
も
の
と
し
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
の
不
可
分
的
統
一
性
を
危
う
く
す
る
↓
テ

　
　
ィ
リ
ッ
ヒ
の
三
一
論
は
問
題
的
で
あ
る
（
ネ
レ
ソ
ベ
ル
ク
、
大
林
）
、
2
．
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
論
の
救
済
論
あ
る
い
は
機
能
論
へ
の
徹
底

　
　
し
た
還
元
（
も
α
↓
．
H
押
冒
O
）
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
現
実
性
や
歴
史
性
の
解
体
に
至
る
危
険
が
あ
る
（
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
）
、
な
ど
。
し
か
し
キ
リ
ス

　
　
ト
教
神
学
の
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
論
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
の
相
違
の
一
面
的
強
調
は
ギ
ル
キ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
公
平
で
は
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

　
　
キ
リ
ス
ト
論
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
が
存
在
し
問
題
は
残
る
が
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
的
な
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
論
中
心

　
　
的
で
あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
（
寓
。
濠
o
q
①
ジ
累
驚
Φ
書
誤
σ
q
”
O
＝
騨
①
ざ
濁
ω
9
零
）
。

　
　
》
曜
↓
二
≦
o
＝
o
σ
q
①
♂
0
7
鼠
ω
け
。
ざ
α
q
《
曽
p
畠
b
d
ぴ
講
。
巴
O
臨
傭
。
置
ヨ
ぎ
↓
ヨ
8
7
冒
”
0
7
碧
一
①
ω
≦
辱
錦
Φ
σ
q
囲
①
《
餌
二
畠
閃
。
σ
Φ
葺
≦
■
じ
u
器
冨
嵩
（
o
α
圃
ソ

　
　
　
　
　
↓
評
鳴
↓
詠
§
ご
讐
。
、
℃
貸
ミ
↓
疑
、
㍉
q
画
Z
①
≦
尾
。
厭
犀
お
認

　
　
芝
。
罵
ぴ
母
貯
℃
曽
昌
轟
Φ
コ
ぴ
興
駆
q
”
O
、
ミ
蕊
職
N
ミ
偽
“
職
ミ
O
為
識
無
。
ご
肉
暗
－
○
痒
Φ
誘
δ
財
お
黛

　
　
訳
日
露
ω
・
∪
侮
辱
吋
Z
α
器
⇒
び
魯
ぴ
q
”
》
蕊
ミ
。
鴫
皆
N
ミ
喬
偽
帖
ミ
秒
b
鳴
、
曾
§
9
、
9
偽
、
ミ
§
叙
ミ
↓
款
鳴
。
ご
偽
暗
℃
黛
ミ
↓
ミ
勘
為
勲
O
葎
Φ
房
ざ
7
日
目
①

　
　
大
林
　
浩
　
『
ア
ガ
ペ
ー
と
歴
史
的
精
神
』
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
　
一
九
八
一
年
）

　
　
い
節
コ
ひ
q
匹
O
づ
〇
三
ハ
Φ
ざ
↓
ぽ
Φ
2
①
毛
ω
Φ
ぎ
σ
q
ρ
コ
仙
O
び
ユ
ω
8
ざ
ぴ
q
ざ
ぢ
”
い
い
．
》
鳥
p
。
ヨ
u
陰
》
芝
．
勺
卯
二
〇
評
鋤
p
飢
沁
い
．

　
　
　
　
　
ω
讐
昌
昌
（
①
山
）
．
↓
隷
鴨
↓
勘
。
蕊
偽
ミ
。
、
㌔
葛
ミ
↓
篭
凝
ら
画
2
①
芝
磯
。
降
一
り
。
。
㎝

　
　
頃
巽
ヨ
餌
邸
p
固
の
。
ケ
①
び
U
冨
O
犀
門
尻
8
δ
σ
q
δ
毘
ω
窓
犀
8
儒
。
ω
ω
《
の
8
ヨ
9
貯
”
出
興
ヨ
9
p
訂
翠
ω
o
ぴ
の
円
（
7
σ
q
，
）

　
　
　
　
　
㌔
貸
黛
N
↓
蔑
、
苛
詠
．
男
門
餌
口
障
h
¢
畳
陣
p
一
≦
己
一
㊤
c
Q
⑩

（
4
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
神
学
的
聖
書
学
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
語
全
集
版
補
遺
に
収
録
さ
れ
た
カ
ッ
セ
ル
講
演
に
つ
い
て
の
編

　
　
集
者
の
序
（
国
く
『
．
＜
図
●
N
Q
o
～
ω
一
）
で
簡
単
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
詳
細
な
説
明
と
し
て
は
ツ
ァ
ー
ル
ン
ト
、
マ
ク
グ
ラ
ー
ス
を
参
照
。

　
　
　
　
　
山
Φ
ぎ
N
N
四
ず
『
馨
層
b
龍
⑦
黛
O
出
門
§
欺
O
ミ
栖
U
冨
℃
δ
8
ω
鍵
暮
一
・
。
0
7
①
6
7
Φ
巳
O
σ
q
冨
一
ヨ
ト
っ
ρ
冒
7
弓
7
信
⇒
α
Φ
簿
埴
竃
自
昌
0
7
Φ
二
一
㊤
①
9
ω
．
卜
⊃
①
O

　
　
～
ω
G
o
一

　
　
　
　
　
〉
δ
諄
霞
H
≦
o
O
冨
聾
”
↓
壽
恥
ミ
Q
ミ
蕊
晦
。
＼
ミ
。
織
ミ
㌶
O
ミ
ミ
貸
㌶
O
瀞
、
蝋
無
ミ
。
尊
”
○
惹
。
乙
お
Q
Q
ρ
℃
℃
響
一
ト
。
①
～
一
①
O

（
5
）
　
ケ
ー
ラ
ー
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
関
係
（
キ
リ
ス
ト
論
に
関
し
て
）
に
つ
い
て
、
次
の
論
文
が
重
要

　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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六
ご

　
　
　
　
　
≦
断
罠
巴
ヨ
℃
髪
。
銅
、
、
℃
聾
三
§
旨
。
ぼ
訓
。
マ
。
唾
窪
①
乞
ヨ
①
3
①
箕
ず
O
㊦
馨
弩
ざ
、
、
言
”
≧
餌
ユ
8
℃
鋤
欝
搾
（
①
儀
）
り
、
、
o
ミ
ト
ミ
詠
ミ
ミ

　
　
↓
畿
勘
ら
画
Z
①
芝
磯
。
ユ
（
お
。
◎
腿
・
娼
P
誤
b
Q
～
邸
O
O

　
　
　
　
　
O
自
5
昏
興
≦
Φ
昌
辞
∪
一
Φ
冨
h
o
『
ヨ
簿
。
ユ
ω
o
ず
①
勺
①
誘
℃
①
π
二
く
Φ
●
U
興
田
う
め
q
ご
Q
　
ζ
㌶
二
昌
〆
二
三
Φ
房
9
鴬
h
↓
三
一
〇
互
ぎ
“
議
巽
ヨ
9
”
踵

　
　
翌
ω
o
ず
興
（
謬
響
）
”
、
§
へ
、
↓
匙
勘
ら
画
閃
冨
”
謀
鐸
ユ
山
「
ζ
●
H
Φ
Q
Q
O

　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ケ
ー
ラ
ー
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
本
論
文
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
要
旨
と
ケ
ー
ラ
ー
の
『
い
わ
ゆ
る
史
的
イ
エ
ス

　
　
と
歴
史
的
・
袈
書
的
キ
リ
ス
ト
』
と
を
比
較
す
れ
ば
閣
瞭
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
］
≦
七
四
写
訳
購
窪
①
び
b
ミ
旨
偽
偽
滝
ミ
§
鷺
ミ
無
ミ
ぴ
。
ぎ
＼
霧
霧
軸
§
匙
駄
ミ
鴫
禽
。
ミ
忠
ミ
ら
ぎ
ミ
昏
鳶
8
ミ
O
ミ
ぴ
、
§
（
ぽ
σ
q
．
く
●
円
●
＜
『
O
賦
）
．

　
　
］
≦
口
郎
O
ご
①
降
H
Φ
①
り

（
6
）
　
Q
Q
↓
軸
卜
⊃
矯
Φ
Q
◎
勝

（
7
）
○
。
β
卜
。
し
O
刈
～
躊
ω

（
8
）
　
こ
の
事
実
と
受
容
の
不
可
分
性
あ
る
い
は
捉
え
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
の
連
関
（
例
え
ば
、
臣
Φ
国
三
ω
。
差
益
§
α
q
”
ぎ
留
一
審
ω

　
　
国
村
σ
q
暖
熱
①
議
自
①
霞
σ
q
戦
漆
①
嵩
≦
一
H
9
…
し
貸
○
≦
．
＜
困
二
Φ
ω
）
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
『
組
織
神
学
』
で
論
じ
て
い
る
循
環
構
造
（
神
学
的
循
…

　
　
環
、
宗
教
的
認
識
を
問
う
主
観
と
問
わ
れ
る
宗
教
翼
象
と
の
循
環
。
Q
α
β
鮮
Φ
～
漏
）
と
同
じ
循
環
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
仰
と
論
理
的
循

　
　
環
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
信
仰
の
確
実
性
を
循
環
構
造
と
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
は
注
霞
す

　
　
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
「
九
＝
年
の
キ
リ
ス
ト
論
の
命
題
（
特
に
…
〇
二
～
「
○
八
命
題
）
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
認

　
　
識
行
為
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
同
一
性
と
い
う
ド
イ
ツ
観
念
論
的
原
理
が
儒
仰
の
確
実
性
の
原
理
と
し
て
位
遣
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
深

　
　
く
関
わ
っ
て
い
る
。

（
9
）
　
相
関
の
方
法
に
基
づ
く
『
組
織
神
学
』
の
構
造
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。

　
　
　
「
P
ニ
ァ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
神
の
問
題
ω
、
②
」
（
『
人
文
研
究
』
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
、
第
四
一
巻
第
七
分
甜
一
九
八
九
年
六
三
～
八
三
頁
、

　
　
第
囚
【
二
巻
第
三
分
冊
一
九
九
〇
年
六
一
～
八
○
頁
）

（
1
0
）
　
「
新
し
い
存
在
」
は
キ
ジ
ス
ト
論
ば
か
り
で
な
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
全
体
の
中
心
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
　
一
九
五
潮
差
の
「
キ
リ
ス
ト
教



　
　
神
学
の
中
心
概
念
と
し
て
の
く
新
し
い
存
在
＞
L
（
○
≦
．
≦
目
）
で
明
確
に
さ
れ
、
『
組
織
神
学
』
の
第
二
巻
（
一
九
五
七
年
）
で
詳
し
く
論
じ
ら

　
　
れ
る
通
り
で
あ
る
。
「
新
し
い
」
と
は
優
れ
て
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
「
新
し
い
存
在
」
と
い
う
場
合
、
存
在
と
歴
史
、
存
在
論
（
存
在
）

　
　
と
歴
史
精
神
（
新
し
い
）
が
緊
張
的
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
概
念
は
ド
イ
ツ
時
代
の
組
織
神
学
の
講
義
に
遡
る
。
例
え
「
ば
、
一
九

　
　
二
五
年
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
講
義
に
は
「
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題
は
…
無
制
約
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
た
結
し
い
存
在
が
反
本
質
性
の
連
関
へ
到
来

　
　
し
（
儀
器
閏
ぎ
言
2
窪
⑦
冒
①
ω
昌
Φ
属
①
P
亀
Φ
ヨ
q
各
Φ
匹
写
。
q
8
博
N
環
ぴ
q
Φ
毛
雪
落
雪
ω
①
言
ω
）
、
歴
史
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
」
（
評
巳

　
　
↓
蒙
O
『
．
b
◎
領
§
ミ
罫
L
ミ
ミ
伽
軸
ミ
鴫
ミ
閑
ミ
膏
句
§
晦
§
遷
N
竈
勲
証
魯
α
q
「
く
●
芝
O
醤
霞
ω
O
藝
ζ
○
♂
び
U
繍
ω
ω
①
罷
O
篤
お
Q
◎
①
ω
●
ω
お
）
と
い
う

　
　
表
現
が
見
ら
る
。
ま
た
一
九
二
七
／
二
八
の
ド
レ
ス
デ
ン
講
義
で
は
「
新
し
い
存
在
」
（
U
器
鐸
窪
①
ω
Φ
言
）
が
術
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

　
　
（
U
凶
Φ
O
①
ω
皇
軍
鳥
鍵
話
嵩
σ
q
＆
o
陰
Φ
P
肖
築
Φ
⇒
コ
9
欝
合
O
ミ
山
⑩
鱒
G
。
y
ぎ
”
H
o
ず
コ
℃
．
Ω
選
8
ρ
↓
ミ
O
o
§
伯
爵
。
、
O
ミ
ミ
N
衛
瓢
ミ
N
●
、
黛
ミ

　
　
↓
ミ
腎
隷
爲
㌶
駄
ミ
恥
、
o
恥
亀
ミ
、
蹄
ヒ
。
、
貸
ミ
鳴
織
貯
当
帰
鴫
↓
隷
鳴
。
、
o
讐
b
σ
Φ
ユ
『
＼
窯
Φ
尋
尾
。
『
搾
｝
Φ
Q
◎
ρ
O
や
ト
。
①
り
～
G
o
O
G
Q
）
。
ラ
ッ
チ
ョ
ー
に
よ
れ

　
　
ば
口
と
9
ω
鎚
ヨ
⑦
津
が
「
新
し
い
存
在
」
に
関
し
て
デ
ィ
ベ
リ
ウ
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
新
し
い
存

　
　
在
」
と
い
う
概
念
が
一
九
二
五
年
以
前
の
キ
リ
ス
ト
論
と
歴
史
解
釈
の
問
題
連
題
に
遡
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
O
p
二
鳳
①
貯
N
図
簿
ω
鼻
。
≦
”

　
　
＼
禽
§
O
専
鳶
ミ
勲
O
簿
Φ
諺
一
〇
7
6
Q
。
卜
。
■
Q
Q
．
δ
Φ
）
。

（
1
1
）
　
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
、
「
像
」
（
譲
6
）
を
め
ぐ
る
問
題
は
き
わ
め
て
錯
綜
し
て
い
る
。
一
方
で
は
、
偶
像
禁
止
や
見
る
こ
と
に
対
す
る

　
　
聞
く
こ
と
の
優
越
（
信
仰
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
と
し
て
の
聞
く
こ
と
の
強
調
。
沁
。
露
旨
ρ
嵩
）
と
い
っ

　
　
た
像
や
視
覚
的
な
も
の
へ
の
否
定
的
評
価
が
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
イ
コ
ン
や
イ
マ
ゴ
・
デ
イ
な
ど
の
問
題
に
お
け
る
像
的
な
も
の
の
重
視
が
見

　
　
ら
れ
る
。
新
約
聖
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
を
理
解
す
る
に
は
、
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
・
像
と
の
対
立
や
区
別
に
止
ま
ら
ず
、

　
　
む
し
ろ
積
極
的
に
両
老
の
内
的
連
関
を
問
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
言
語
の
イ
メ
ー
ジ
性
や
イ
コ
ン
性
と
、
像
を
通
し
て
の
信
仰
の
問
題

　
　
で
あ
る
。
こ
の
点
、
パ
ウ
ロ
神
学
に
は
「
聞
く
こ
と
」
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
「
像
」
あ
る
い
は
「
形
」
と
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
意

　
　
識
が
見
ら
れ
る
（
O
巴
．
鼻
．
6
）
。
こ
の
問
題
意
識
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
様
々
な

　
　
局
面
に
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
聖
書
の
読
解
に
お
い
て
生
成
す
る
宗
教
的
認
識
（
H
信
仰
）
に
お
け
る
「
像
」
の
意
義
に
関
し
て
、
次
の
論
文

　
　
集
（
特
に
カ
リ
ス
、
フ
ォ
ア
グ
リ
ム
ラ
i
）
を
参
照
。

　
　
　
虐
爪
教
的
籾
瞳
識
と
新
朋
し
い
存
み
仕
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四

　
　
　
＞
O
①
一
↓
冨
。
ユ
g
緊
7
0
¢
蔓
嘗
轟
自
い
⊆
ユ
≦
一
σ
q
ζ
¢
3
（
賑
『
ω
σ
q
●
ソ
O
、
ミ
へ
曾
鳶
昏
ミ
ら
壽
卜
題
偽
謡
～
、
驚
、
臨
㌶
二
言
誌
象
鳶
q
ぎ
ト
題
簿
ミ
、
、
へ
き

　
　
男
8
誉
舞
『
q
＼
し
σ
器
巴
＼
≦
げ
5
一
〇
8

（
1
2
）
　
Q
Q
β
b
◎
讐
お
①

（
1
3
）
　
ω
づ
γ
蕊
¢
断
．
ω
β
b
⊃
’
二
ω
～
一
ミ

　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
。
イ
マ
ギ
ニ
ス
に
つ
い
て
は
注
3
の
ネ
レ
ソ
ベ
ル
ク
の
研
究
書
の
他
に
次
の
パ
ル
マ
ー
の
研
究
を
参
照

　
　
］
≦
一
〇
7
”
⑦
一
閃
．
勺
巴
ヨ
①
誉

　
　
　
一
．
　
．
．
〉
ヵ
①
℃
ぐ
8
Q
Q
o
ヨ
。
目
9
臼
℃
お
3
笛
。
窺
o
h
§
＝
8
7
．
ω
O
ゴ
誌
。
。
8
δ
α
q
風
、
”
↓
瀞
偽
蔑
Q
ミ
ミ
。
》
＼
ミ
へ
慧
ミ
℃
×
≦
℃
Z
ρ
い
こ
，
一
鶏
①
℃
ワ

　
　
一
①
⑩
ム
刈
刈

　
　
　
紳
　
．
、
℃
9
巳
↓
卿
＝
卿
0
7
．
ω
O
ユ
餓
ρ
信
Φ
o
h
じ
d
巳
け
ヨ
p
鐸
靴
の
○
ぼ
冨
8
δ
σ
q
覧
、
り
ぴ
箆
・
×
×
℃
累
9
ω
”
ε
δ
唱
℃
．
b
σ
謬
心
。
。
Φ

　
　
　
ω
．
㌧
織
ミ
↓
ミ
軌
專
げ
、
ミ
獄
吻
。
博
壽
ヒ
。
、
》
蔦
■
じ
d
①
二
ぎ
＼
2
0
≦
尾
。
降
お
G
。
膳

（
1
4
）
　
拙
論
文
。
「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
象
徴
の
問
題
」
（
『
基
督
教
学
研
究
』
七
号
、
一
九
八
四
年
7
8
～
9
2
頁
）
参
照

（
1
5
）
　
パ
ル
マ
ー
（
注
1
3
の
2
、
3
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
類
似
と
絹
違
が
明
ら
か
に
な
る
。
キ
ジ
ス
ト

　
　
教
の
信
仰
と
宣
教
の
妥
当
性
が
イ
エ
…
ス
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
評
価
に
依
存
し
な
い
と
考
え
る
点
で
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
論
の
解
釈
と
キ
リ
ス
ト
教

　
　
信
仰
の
明
確
化
の
た
め
に
、
実
存
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
る
点
で
、
両
者
は
…
致
す
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
の
出
来
纂
の
啓
示
性
の
保
持
と
そ
の

　
　
た
め
に
用
い
る
聖
書
解
釈
の
方
法
論
（
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
非
神
話
論
化
に
対
す
る
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
非
字
義
化
）
に
お
い
て
、
両
者
は
き
わ
め
て
接

　
　
出
す
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
形
姿
の
表
現
と
し
て
、
パ
ウ
ロ
、
ヨ
ハ
ネ
と
並
ん
で
、
共
観
福
音
書
の
神
学
的
意
義
を
璽
視
し
、
イ
エ
ス
の
歴

　
　
史
的
実
在
と
原
始
教
団
の
宣
教
の
閣
に
ア
ナ
月
月
ァ
的
連
続
性
を
認
め
る
点
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ブ
ル
ト
マ
ソ
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ま
た
信

　
　
仰
の
成
立
に
と
っ
て
、
言
葉
と
聴
く
こ
と
だ
け
で
な
く
、
形
態
と
見
る
こ
と
の
意
義
を
認
め
る
点
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
独
自
性
が
存
在
す
る
。
す
な

　
　
わ
ち
信
仰
の
決
断
を
要
求
す
る
宣
教
の
言
葉
、
つ
ま
り
神
の
語
り
か
け
と
そ
れ
に
聴
く
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
形
姿
と
い
う
あ

　
　
る
種
の
形
態
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
リ
ク
ー
ル
の
言
う
言
語
自
体
に
含
ま
れ
た
イ
メ
ー
ジ
性
、
イ
コ
ン
化
さ
れ
た
意
味
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。



　
　
　
℃
9
三
肉
8
8
¢
き
い
鋤
ヨ
ひ
莚
℃
ぎ
。
憎
①
〈
卿
＜
ρ
℃
”
二
ω
一
Φ
刈
㎝

（
1
6
）
　
例
え
ば
一
九
世
紀
の
神
学
・
哲
学
思
想
に
お
け
る
田
冠
概
念
に
つ
い
て
は
、
次
の
リ
ン
ク
の
研
究
書
を
、
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア

　
　
論
を
含
め
た
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
全
体
の
概
観
と
し
て
は
、
注
3
の
ネ
レ
ソ
ベ
ル
ク
の
他
に
次
の
論
文
を
参
照
。

　
　
　
国
留
ω
・
0
8
茜
い
ぎ
ぎ
Q
題
き
帖
き
鷺
鳶
簑
　
翰
ミ
“
切
軌
ミ
O
ミ
凡
恥
畿
●
b
鳶
両
ミ
§
ら
ミ
軸
§
偽
§
、
O
専
ぴ
、
ミ
。
曳
網
さ
、
勘
月
映
昏
浮
、
ミ
南

　
　
累
Φ
億
冠
『
o
げ
難
興
H
Φ
刈
伊
ω
．
b
o
魁
o
Q
律

　
　
　
旨
。
碧
甑
ヨ
↓
毒
。
ぎ
、
．
〉
づ
巴
。
σ
q
δ
．
．
、
ぎ
”
↓
肉
両

（
1
7
）
注
1
0
に
引
用
の
2
5
年
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
講
義
の
、
特
に
顔
沼
を
参
照
（
麗
～
鵬
）
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
「
第
三
の
も
の
」
は
こ
れ
が
象
徴
論
、

　
　
隠
喩
論
と
連
関
し
て
い
る
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
マ
ー
カ
ス
・
B
・
ヘ
ス
タ
ー
か
ら
受
け
継

　
　
い
だ
「
…
と
見
る
」
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
。
隠
喩
的
な
「
…
と
見
る
」
、
つ
ま
り
隠
喩
を
構
成
す
る
類
似
の
「
…
の
よ
う
で
あ
る
」
は
、
「
で
あ

　
　
る
」
と
「
で
な
い
」
（
同
一
と
差
異
／
現
実
と
虚
構
）
を
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
仕
方
で
結
合
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
「
第
三
の
も
の
」

　
　
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
形
姿
」
の
現
実
性
・
直
理
性
は
隠
喩
的
な
現
実
性
・
真
理
性
と
し
て
、
人
間
の
経
験
や
行
為
を
支
え
る
意
味

　
　
世
界
と
の
関
係
で
論
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
リ
ク
ー
ル
の
『
生
き
た
隠
喩
』
（
注
1
5
）
の
℃
℃
・
卜
。
b
。
一
～
卜
。
話
参
照
。

（
1
8
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
相
関
の
方
法
と
の
関
連
で
、
解
釈
学
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
ト
ラ
ッ
ク
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思

　
　
想
を
そ
の
解
釈
学
か
ら
研
究
し
た
例
は
極
め
て
少
な
い
。
例
え
ば
ク
ロ
ス
マ
ソ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
目
録
に
お
い
て
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
学

　
　
に
つ
い
て
の
研
究
は
わ
ず
か
三
つ
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
国
9
鋤
乙
ρ
O
『
0
6
。
ω
ヨ
9
ρ
、
恥
ミ
、
↓
ミ
苛
青
　
冨
O
o
§
鳩
、
簿
§
鴇
器
b
u
焼
ミ
皆
偽
ミ
昼
香
ヒ
籍
隷
職
肉
ミ
ミ
ミ
概
ミ
織
§
o
、
㌔
識
℃
器
貸
遷
犠
謎
職

　
　
的
鳴
8
遷
園
織
蓬
苺
、
ミ
嵩
鴨
砺
§
馬
遷
偽
殿
思
嚇
護
。
讐
9
①
P
い
。
”
窪
。
コ
岡
Φ
c
。
ω

（
1
9
）
　
認
識
の
「
距
離
と
参
与
の
弁
証
法
モ
デ
ル
」
は
、
五
五
年
の
論
文
の
他
に
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
を
参
照
。

　
　
　
一
・
　
勺
負
ユ
詳
8
ぢ
舞
一
〇
嵩
餌
”
α
囚
訂
。
≦
冨
飢
σ
q
Φ
’
勺
δ
び
冨
ヨ
ω
o
剛
○
暮
。
一
〇
σ
q
賓
。
暁
O
o
α
q
三
焦
。
⇒
一
⑩
綬
噂
写
”
9
芝
一

　
　
　
P
　
ω
《
ω
富
ヨ
鋤
二
〇
↓
ず
o
o
δ
σ
q
鴫
く
。
ピ
P
℃
℃
■
O
艦
～
一
〇
㎝

（
2
0
）
　
存
在
論
的
構
造
の
両
極
性
に
つ
い
て
は
、
ω
目
「
一
”
旨
鮮
～
一
口
◎
。
」
≦
≦
・
伊
O
や
目
G
。
O
～
お
ト
○
を
参
照
。

　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
九
号

六
六

（
2
1
）
　
こ
の
瞬
聞
と
プ
ロ
セ
ス
の
関
係
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
カ
イ
ロ
ス
論
に
お
い
て
も
晃
い
だ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
カ
イ
ロ
ス
は
歴
史
の
転
換
点
で
は

　
　
あ
る
が
、
決
し
て
前
後
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
孤
立
し
た
瞬
間
で
は
な
い
。
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
来
た
も
の
が
、
適
切
な
時
に
至

　
　
っ
て
成
就
す
る
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
カ
イ
ロ
ス
理
解
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
プ
ロ
セ
ス
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
の
基
本
概
念
で
あ
る
。

　
　
な
お
カ
イ
ロ
ス
論
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。
「
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
時
間
論
」
（
『
基
督
教
学
研
究
』
第
六
号
一
九
八
六
年
一
一
五
～
一
三

　
　
　
〇
）

（
2
2
）
　
リ
ク
ー
ル
の
五
〇
年
代
か
ら
最
近
の
『
蒔
間
と
物
語
』
に
い
た
る
思
想
の
展
開
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
書
を
参
照
。
リ
ク
ー
ル
に
お

　
　
い
て
は
扱
わ
れ
る
テ
ー
マ
の
多
様
性
だ
け
で
な
く
、
思
想
展
開
の
㎜
貫
性
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
Q
Q
◆
譲
巳
Ω
島
，
憎
ぎ
㌧
§
亀
沁
帖
8
ミ
軋
き
い
。
笥
儒
0
5
p
”
創
瓢
Φ
≦
尺
。
『
搾
一
Φ
Φ
O

（
2
3
）
　
リ
ク
！
ル
の
言
述
の
言
語
学
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
以
下
の
リ
ク
ー
ル
の
隠
喩
論
の
要
約
は
次
の
し
の
八
七
～
＝
一
七
、
a
の
一
～
二
三
、

　
　
3
の
七
五
～
九
六
に
よ
る
。

　
　
　
一
順
　
卜
貸
§
鳳
ミ
》
評
ミ
驚
ミ
竃
”
幣
餌
ユ
ω
一
〇
刈
α

　
　
　
b
。
．
N
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
§
軸
↓
》
§
糞
ミ
恥
8
ミ
越
§
儀
、
ぎ
的
ミ
辱
、
§
o
、
§
恥
§
§
鱗
↓
①
呑
ω
お
♂

　
　
　
ω
◎
切
尊
欺
昏
ミ
N
ミ
Q
尋
蕊
貯
馬
軌
ミ
び
ぎ
”
o
o
閏
竃
ヨ
》
・
一
一
⑩
刈
頓

（
2
4
）
　
文
学
的
あ
る
い
は
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
摺
示
の
問
題
が
隠
喩
の
指
示
の
場
合
と
同
様
の
議
論
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
自
明
で

　
　
は
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は
次
の
文
献
で
、
隠
喩
理
論
と
テ
キ
ス
ト
理
論
と
の
共
通
基
盤
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
言
簿
碧
ぎ
冠
p
。
コ
q
二
お
8
路
需
餌
囲
只
〇
三
①
ヨ
。
鴎
冨
醜
ヨ
。
器
鴬
ユ
。
ω
噂
ぎ
”
冒
7
顕
b
d
．
↓
ぎ
ヨ
冨
。
只
Φ
⊆
y
㌔
§
へ
』
勘
帖
8
農
3
鳶
ミ
逞
制
§
鳴
ミ
帖
窮

　
　
§
ミ
ミ
恥
ミ
§
N
ミ
N
象
時
濤
ら
♪
〇
四
ヨ
げ
ユ
鳥
晦
。
一
⑩
G
Q
囲

（
2
5
）
　
呂
。
鉢
ぎ
瞬
と
看
簿
言
σ
q
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
注
2
3
の
文
献
2
の
第
二
章
と
注
2
4
の
論
文
集
研
収
の
次
の
論
文
（
℃
戸
H
繊
～
一
澄
）
に
よ

　
　
る
。
こ
の
ジ
ク
ー
ル
の
主
張
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
解
釈
学
へ
の
慰
事
と
解
釈
で
き
る
。
静
臥
ヨ
Φ
器
暮
げ
巴
鴎
§
。
臨
o
p
o
隔
象
ω
3
昌
。
貯
餓
§

（
2
6
）
　
著
者
の
意
図
や
最
初
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
へ
と
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
解
釈
の
方
向
性
と
、
テ
キ
ス
ト
が
読
者
の
方
向
へ
開
く
新
し
い
意
味
の
可

　
　
能
性
（
新
た
な
仕
方
で
自
己
化
さ
れ
る
可
能
性
）
へ
と
解
釈
す
る
解
釈
の
方
向
性
と
の
対
比
は
、
リ
ク
ー
ル
の
穴
○
年
代
の
象
徴
解
釈
論
に
す
で



　
　
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（
始
源
論
と
目
的
論
）
、
読
者
に
お
け
る
新
し
い
意
味
成
就
の
重
視
は
現
代
の
様
々
な
タ
イ
プ
の
解
釈
理
論
に
共
通
に

　
　
見
ら
れ
る
主
張
で
あ
る
。
例
え
ば
聖
書
解
釈
で
の
ペ
リ
ン
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
批
判
的
展
開
を
目
指
す
ス
コ
ー
ル
ズ
な
ど
。
し
か
し
こ
れ
ら
三

　
　
人
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
よ
う
に
、
重
要
な
の
は
解
釈
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
を
統
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
論
文
の
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
は
こ
れ

　
　
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
℃
9
巳
零
8
Φ
¢
♪
国
臥
。
。
8
昌
。
Φ
①
什
瓢
醇
B
ひ
コ
。
信
ユ
ρ
鐸
ρ
ぎ
”
卜
鴨
8
篭
届
篭
儀
題
凡
ミ
ミ
魅
、
ミ
ミ
帖
。
篭
勲
勺
鋤
ユ
ω
一
Φ
①
り

　
　
　
宕
g
ヨ
き
℃
醇
ユ
P
、
題
§
“
醤
織
き
⑩
卜
織
単
費
黛
“
偽
恥
。
、
導
鴨
居
§
偽
§
§
讐
℃
ぴ
＝
巴
。
甘
三
帥
お
♂

　
　
　
沁
。
び
Φ
嵩
Q
Q
9
9
ω
9
博
こ
馬
8
0
㌃
o
、
沁
ミ
ミ
遣
㍗
Z
①
毛
類
p
ユ
〈
窪
9
己
い
。
⇒
山
。
コ
δ
Q
。
⑩

（
2
7
）
　
リ
ク
ー
ル
の
『
時
間
と
物
語
』
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
緊
密
な
連
関
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
　
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
レ
ス
の
芸
術
論
の
根
本
命
題
は
、
悲
劇
を
は
じ
め
、
演
劇
、
彫
刻
、
絵
画
、
詩
、
音
楽
な
ど
を
含
め
た
芸
術
一
般
が
何
ら
か
の
仕
方
で
ミ
メ
ー
シ

　
　
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
（
竃
お
び
ω
①
占
O
p
ω
）
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ミ
メ
ー
シ
ス
論
は
、
リ
ク
ー
ル
自
身
が
述
べ
る
以
上
に
、
三
重

　
　
の
ミ
メ
ー
シ
ス
論
と
深
い
繋
が
り
が
あ
る
。
1
。
ミ
メ
ー
シ
ス
は
行
為
の
世
界
に
関
わ
る
。
つ
ま
り
悲
劇
は
プ
ロ
ッ
ト
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
の
構
成
に

　
　
よ
る
人
間
の
行
為
の
再
現
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
で
あ
る
。
2
。
悲
劇
の
再
現
し
よ
う
と
す
る
対
象
は
「
崇
高
な
」
人
間
の
行
為
で
あ
る
。
ミ
メ
ー
シ
ス

　
　
は
倫
理
的
性
格
を
帯
び
る
。
ミ
メ
ー
シ
ス
は
単
に
個
人
的
あ
る
い
は
主
観
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
行
為
や
人
聞
性
に
と
っ
て
普
遍
的

　
　
意
味
を
持
つ
。
a
悲
劇
の
行
為
は
「
一
定
の
大
き
さ
を
も
っ
て
完
結
し
て
い
る
」
（
一
儲
心
⑩
び
ト
こ
O
一
ω
O
）
、
「
描
写
さ
れ
る
行
為
は
統
一
性
を
持
つ
一
つ

　
　
の
全
体
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
。
つ
ま
り
ミ
メ
ー
シ
ス
は
一
定
の
構
造
を
持
っ
た
形
態
、
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
付
く
（
ミ
メ
ー
シ
ス
丑
）
。
4
「
悲

　
　
劇
は
…
い
た
ま
し
さ
と
恐
れ
を
通
じ
て
、
感
情
の
浄
化
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
を
達
成
す
る
」
（
竃
お
σ
鱒
。
。
）
。
つ
ま
り
ミ
メ
ー
シ
ス
は
読
者
（
観
客
）
の

　
　
意
識
に
影
響
を
及
ぼ
す
（
ミ
メ
ー
シ
ス
皿
）
。
我
々
の
行
為
の
世
界
と
悲
劇
の
世
界
（
テ
キ
ス
ト
世
界
）
と
の
相
互
作
用
。
a
「
詩
作
が
語
る
の
は

　
　
む
し
ろ
普
遍
的
な
事
柄
で
あ
り
、
他
方
歴
史
が
語
る
の
は
個
別
的
な
事
柄
で
あ
る
」
（
戸
蒔
㎝
困
σ
蒔
一
刈
）
。
　
つ
ま
り
ミ
メ
ー
シ
ス
は
個
別
的
な
行
為
や
出

　
　
来
事
の
単
な
る
真
似
1
ー
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、
主
観
的
で
個
別
的
な
形
態
と
通
し
て
普
遍
的
な
も
の
を
我
々
の
行
為
の
世
界
に
も
た
ら
す
こ
と
を
意

　
　
図
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
固
有
の
真
理
性
と
現
実
性
を
持
つ
。

（
2
8
）
　
≦
o
開
σ
q
雪
σ
q
H
の
Φ
5
b
ミ
墨
ミ
§
山
繭
題
§
♂
言
郎
9
冨
口
お
Q
。
蒔
（
N
≦
Φ
搾
Φ
”
雲
霞
3
σ
q
Φ
器
多
多
¢
鼠
〈
Φ
吾
Φ
ω
器
詳
④
〉
熔
ゆ
ゆ
σ
q
①
）

　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
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六
八

　
　
　
勺
舞
【
空
8
①
g
噂
↓
鴨
ミ
鳶
ミ
沁
警
鈍
↓
ミ
謹
一
～
ω
（
冨
。
◎
Q
Q
～
Q
Q
㎝
）
勺
母
圃
ω

　
　
イ
ー
ザ
ー
ら
の
受
容
理
論
に
も
問
題
点
が
少
な
く
な
い
（
ホ
ル
ブ
、
イ
ー
グ
ル
ト
ン
）
。
し
か
し
、
宗
教
的
認
識
の
形
式
を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
説
明

　
　
す
る
と
い
う
本
論
文
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
イ
…
ザ
ー
の
読
書
行
為
論
は
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
零
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
的
に
考
察

　
　
可
能
に
す
る
な
ど
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
特
に
読
解
行
為
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
読
者
の
関
与
と
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
の
利
点
は

　
　
積
極
的
に
評
価
で
き
る
。
ま
た
リ
ク
…
ル
自
体
が
イ
ー
ザ
ー
と
ヤ
ウ
ス
の
受
容
理
論
に
か
な
り
依
拠
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
イ
ー
ザ
…
を
援

　
　
用
す
る
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
塑
O
国
。
ξ
ダ
勘
唐
魯
勘
。
蕊
↓
》
§
蔓
．
Z
①
芝
曜
。
鱒
お
Q
。
み

　
　
　
↓
興
蔓
両
鋤
σ
q
δ
8
P
窺
鷺
ミ
遂
↓
ぎ
。
遂
讐
○
蔦
o
a
お
。
。
ω

（
2
9
）
　
尉
⊆
山
。
四
切
巳
搾
ヨ
鋤
づ
P
U
器
勺
『
〇
三
①
ヨ
ユ
霞
鵠
多
出
⑦
器
信
無
ぎ
一
目
日
範
§
さ
§
ミ
ミ
く
ミ
無
鴨
瀞
§
㌧
ト
↓
口
σ
二
賢
o
q
の
訂
お
認
喀
ω
．
詑
刈

（
3
0
）
　
リ
ク
ー
ル
の
問
題
意
識
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
有
意
味
な
行
為
の
聞
題
と
は
密
接
に
連
関
し
て
い
た
。
注
2
4
の
論
文
集
の

　
　
次
の
論
文
を
参
照
（
℃
唱
■
　
一
〇
刈
～
卜
⊃
卜
⊃
一
）
。

　
　
　
↓
び
①
ヨ
。
鳥
Φ
一
〇
h
8
×
嘗
ヨ
ω
帥
障
ぎ
α
q
欝
一
鋤
。
貯
δ
鵠
o
o
⇒
ω
一
α
①
冨
α
器
鋤
冨
簿
●
一
㊤
刈
H

（
3
1
）
　
イ
ー
ザ
ー
の
「
テ
キ
ス
ト
の
レ
バ
ー
ト
リ
イ
」
に
つ
い
て
は
、
注
2
4
の
イ
ー
ザ
ー
の
文
献
の
ω
’
Q
。
刈
～
ご
ω
（
特
に
。
・
。
一
＝
h
．
）
を
参
照
。
イ
ー

　
　
ザ
ー
の
レ
バ
ー
ト
リ
イ
の
説
開
で
重
要
な
の
は
、
「
社
会
的
そ
し
て
歴
史
的
規
範
」
（
ω
O
N
剛
ρ
」
一
①
　
．
¢
訂
伍
　
7
一
ω
一
〇
「
一
の
6
7
①
　
ワ
州
O
吋
ヨ
O
⇒
）
で
あ
る
。
イ
ー
ザ

　
　
一
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
を
例
に
と
っ
て
、
英
国
教
会
の
寛
容
派
（
二
丁
会
派
）
的
な
道
徳
（
オ
ー
ル
ワ
ー
ジ
ィ
）
、

　
　
理
神
論
的
規
範
（
ス
ク
ウ
ェ
ア
）
、
国
教
会
の
正
統
派
の
規
範
（
性
悪
説
、
ス
ワ
ッ
カ
ム
）
、
啓
蒙
主
義
人
間
学
の
基
本
原
理
（
ス
ク
ウ
ェ
ア
・
ウ

　
　
ェ
ス
タ
ン
）
、
上
流
階
級
の
社
会
因
襲
（
ウ
ェ
ス
タ
ン
女
史
）
と
い
っ
た
多
様
な
規
範
が
、
主
要
人
物
の
指
導
原
理
と
し
て
テ
キ
ス
ト
に
取
り
込
ま

　
　
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
σ
剛
α
陰
　
同
い
σ
刈
）
。

（
3
2
）
　
テ
キ
ス
ト
構
造
と
そ
れ
に
基
づ
く
読
者
の
意
識
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
化
と
の
関
係
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
直
観
を
欠
い
た
意
味
志
向
」

　
　
（
意
味
付
与
作
用
、
Q
Q
ぎ
瓢
α
q
①
び
Φ
a
黛
》
ζ
）
と
「
充
実
さ
れ
た
意
味
志
向
」
（
意
味
充
実
作
用
、
O
Q
ぎ
器
臥
巳
寮
費
興
》
契
）
の
区
別
に
対
応
す
る
。

　
　
読
書
の
現
象
学
は
イ
ー
ザ
ー
の
受
容
理
論
の
特
徴
で
あ
る
と
同
時
に
弱
点
で
も
あ
る
。



（
3
3
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
イ
ー
ザ
ー
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
の
読
解
な
ど
多
く
の
実
例
を
挙
げ
て
い
る
（
陣
ぽ
P
お
①
～
卜
。
O
一
）
。

　
　
読
解
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
読
者
の
意
識
野
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
着
目
し
、
読
者
の
意
識
に
対
す
る
読
解
行
為
の
作
用
を
分
析
す
る
手
法
は
、
フ
ァ

　
　
ソ
ク
な
ど
の
イ
エ
ス
の
讐
研
究
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
男
。
び
①
詳
芝
．
男
ロ
コ
ぎ
臼
び
Φ
σ
q
o
o
α
ω
男
望
9
ユ
錺
p
器
］
≦
①
B
℃
び
。
び
一
範
、
織
、
黛
ミ
鳴
黛
四
目
℃
ミ
器
篭
g
噂
勺
践
的
証
Φ
言
三
β
。
這
。
。
卜
σ

（
3
4
）
　
注
2
8
の
イ
ー
ザ
ー
の
ω
●
b
。
。
。
苧
ω
ミ
。
空
所
は
テ
キ
ス
ト
と
読
者
の
相
互
作
用
を
促
進
す
る
機
能
を
果
す
が
、
こ
の
相
互
作
用
の
形
式
は
歴
史
的

　
　
に
変
化
す
る
。
イ
ー
ザ
ー
は
、
語
り
手
あ
る
い
は
主
人
公
を
頂
点
と
し
た
遠
近
法
の
階
層
が
存
在
す
る
十
八
世
紀
の
小
説
（
語
り
手
の
下
す
評
価

　
　
が
小
説
の
定
点
と
な
る
。
典
型
的
に
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
）
か
ら
、
遠
近
法
の
頂
点
が
喪
失
す
る
十
九
世
紀
の
小
説
（
読
者
の
視
点
の
位
置
も

　
　
定
か
で
な
く
な
る
罷
物
語
の
出
来
事
を
判
断
す
る
準
拠
枠
が
不
確
か
に
な
る
↓
読
者
は
想
像
力
を
働
か
せ
て
、
理
解
行
為
の
準
拠
枠
を
自
分
で
作

　
　
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
空
所
の
増
大
）
を
経
て
、
空
所
の
存
在
を
主
要
な
手
法
と
し
て
駆
使
す
る
現
代
小
説
（
ジ
ェ
イ
ス
や
ベ
ケ
ッ
ト
）

　
　
に
至
る
変
化
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
と
古
代
の
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
の
場
合
、
例
え
ば
新
約
の
共
謀
福
音
書
と
を
比
較
す
る
と
、
も
ち
ろ
ん
空
所
の
存

　
　
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
に
つ
い
て
は
（
イ
エ
ス
の
最
初
の
語
り
に
帰
す
る
の
か
、
伝
承
史
の
過
程
に
帰
す
る
の
か

　
　
、
編
集
者
に
帰
す
る
の
か
な
ど
）
別
の
塁
塞
が
生
じ
る
が
、
現
在
読
み
得
る
文
献
と
し
て
一
般
読
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
聖
書
に
多
く
の
空
所
が

　
　
存
在
し
、
読
者
が
そ
れ
を
想
像
力
で
埋
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
イ
ー
ザ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
な
様
々
な
タ
イ
プ
の
空
所
が
見
ら
れ
る
こ

　
　
と
は
、
例
え
ば
実
際
に
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
礼
拝
説
教
を
分
析
す
れ
ば
き
わ
め
て
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
3
5
）
　
ま
藁
ω
ミ
山
ミ
。
否
定
は
読
書
の
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
軸
に
動
的
な
空
所
を
作
り
出
す
が
、
そ
れ
に
は
次
の
二
種
類
が
あ
る
。
第
一
の
否
定
で
は
、

　
　
既
存
の
規
範
の
否
定
に
よ
っ
て
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
規
範
を
発
見
す
る
（
U
構
成
す
る
）
よ
う
に
促
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
こ
の
否
定
で
は
、

　
　
様
々
な
規
範
が
次
々
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
自
分
自
身
の
規
範
を
反
省
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
、
読
解
行
為
に
お
い
て
形
成
さ
れ

　
　
る
イ
メ
ー
ジ
（
意
味
形
態
）
か
ら
読
者
の
慣
習
的
な
も
の
の
見
方
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
効
果
が
著
し
く
高
め
ら
れ
る
。
読
者
は
読
解
の
プ
ロ
セ

　
　
ス
に
お
い
て
得
た
異
質
の
経
験
を
真
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
分
の
も
の
の
見
方
を
変
更
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

（
3
6
）
　
イ
エ
ス
の
懸
を
言
葉
の
出
来
事
と
い
う
解
釈
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
重
要
。
但
し
ブ
ル
ト
マ
ソ
学
派
に
お
け
る
神
学
概
念
と
し
て

　
　
の
「
言
葉
の
出
来
事
」
と
り
ク
ー
ル
（
注
2
3
の
文
献
）
の
言
語
学
的
概
念
と
し
て
の
そ
れ
と
の
相
違
と
関
連
の
両
面
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在

六
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七
〇

　
　
　
国
『
コ
馨
閃
犀
。
ご
◎
。
鴨
b
d
①
ヨ
0
巴
評
二
⇔
α
q
Φ
⇔
N
β
『
○
δ
ぽ
7
蝕
ω
帥
二
巴
O
σ
q
¢
コ
α
q
一
〇
α
膳

　
　
　
閣
鑓
い
ぎ
p
Φ
ヨ
鋤
降
P
O
貯
詩
為
蕊
帖
毯
鳴
、
禽
3
0
α
簿
ぎ
ぴ
q
Φ
嵩
お
2

　
　
　
閃
び
零
ぽ
。
『
幽
旨
¢
づ
ぴ
q
①
ご
、
§
ヘ
ミ
物
賊
§
翫
、
題
黛
ρ
↓
鶴
げ
貯
σ
q
o
p
H
⑩
①
卜
σ

（
3
7
）
　
三
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
（
1
1
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
）
と
の
対
濾
で
、
イ
エ
ス
の
懸
解
釈
の
諸
方
法
を
一
つ
の
プ
μ
セ
ス
に
統
合
す
れ
ば
次
の
よ
う

　
　
に
な
る
。
な
お
こ
れ
は
注
2
3
の
リ
ク
ー
ル
の
文
献
2
（
O
℃
．
　
O
o
刈
～
c
Q
G
o
）
と
注
2
6
の
ペ
リ
ン
（
O
や
目
～
慰
）
と
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
〈
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
讐
研
究
の
プ
μ
セ
ス
〉

　
　
同
冒
　
づ
鍵
く
Φ
　
轟
什
O
円
℃
邑
①
け
9
嘗
O
⇒

　
　
　
娼
村
σ
笥
σ
q
¢
憎
飴
鼠
O
浮
（
ミ
メ
；
シ
ス
ー
）

　
　
　
　
↑

　
　
卜
。
「
①
x
℃
一
き
簿
一
〇
⇔
（
包
。
δ
ぴ
q
瞬
＄
囲
－
謀
の
8
二
。
帥
一
ω
葺
身
）
　
…
…
文
献
学
的
歴
史
的
研
究

　
　
　
　
↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
テ
キ
ス
ト
の
本
文
批
判
、
テ
キ
ス
ト
・
レ
バ
ー
ト
リ
イ
の
解
閣
）

　
　
Q
◎
噂
　
ω
霞
郎
9
二
吋
既
鋤
員
曽
ゼ
。
。
尻

　
　
　
　
（
ω
焉
3
8
↓
創
Φ
9
馨
毎
。
け
弩
。
）
　
　
－
…
・
…
…
…
…
文
学
批
判
的
研
究

　
　
　
　
o
o
餌
訪
σ
q
¢
雷
ユ
o
P
（
ミ
メ
ー
シ
ス
豆
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
テ
キ
ス
ト
の
構
造
分
析
、
文
化
的
機
能
の
分
析
）

　
　
　
　
↑

　
　
餅
　
o
昏
一
＄
＝
暮
①
壱
冨
欝
θ
圃
。
鵠
（
↓
の
Φ
o
o
乱
づ
鉱
く
Φ
）
…
…
思
想
の
解
明
あ
る
い
は
釈
義

　
　
　
　
　
窪
①
ξ
〇
二
自
o
h
審
×
計
巷
箕
。
勺
ユ
〇
二
〇
p
　
　
　
　
（
テ
キ
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
理
解
、
そ
の
受
容
と
適
用
、
新
し
い
存
在
の
規
実
化
）

　
　
　
　
　
巳
ω
o
O
〈
㊦
肘
O
h
偉
げ
Φ
ω
①
蹴
ほ
p
O
≦
ω
Φ
嵐
・
¢
冨
自
O
涜
欝
誘
伍
ぎ
吟

　
　
　
　
目
Φ
識
α
q
¢
械
P
凱
O
誕
（
ミ
メ
ー
シ
ス
皿
）

（
3
8
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
薪
約
蟄
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
」
と
い
う
表
現
を
単
数
形
で
用
い
て
い
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
膚
身
が
述
べ

　
　
る
よ
う
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
関
す
る
傍
観
福
音
書
、
ヨ
ハ
ネ
伝
、
パ
ウ
ロ
書
簡
の
記
述
は
多
様
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
　
つ
の
調
和
し
た
史
的



　
　
イ
エ
ス
像
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
単
数
形
の
「
形
姿
」
に
つ
い
て
語
る
に
は
そ
の
根
拠
と
意
味
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

　
　
ま
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
多
様
な
表
現
は
決
し
て
相
互
に
矛
盾
的
あ
る
い
は
排
他
的
で
な
い
と
答
え
る
。
「
十

　
　
字
架
」
「
復
活
」
と
い
う
二
つ
の
相
互
依
存
的
な
中
心
的
象
徴
を
取
り
囲
む
象
徴
群
か
ら
成
る
枠
組
み
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
形
姿

　
　
の
実
質
は
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
巻
き
込
ま
れ
た
実
存
的
な
疎
外
状
況
の
真
剣
さ
、
そ
し
て
そ
の
疎
外
を

　
　
克
服
し
つ
つ
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
い
て
現
実
化
し
勝
利
し
た
神
と
人
聞
の
本
質
的
一
体
性
（
新
し
い
存
在
の
現
臨
）
と
い
っ
た
実
質

　
　
に
お
い
て
、
聖
書
の
諸
記
述
は
㎜
致
す
る
。
「
メ
シ
ア
」
「
ロ
ゴ
ス
」
「
人
の
子
」
「
神
の
子
」
な
ど
、
「
イ
エ
ス
」
と
い
う
歴
史
的
実
在
に
適
用
さ
れ

　
　
た
諸
象
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
完
結
し
た
形
姿
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
形
姿
が
そ
こ
へ
呈
示
さ
れ
る
枠
組
み
を
形
成
す
る
の
で
あ
る

　
　
（
ω
↓
●
　
卜
。
二
　
一
ω
Φ
一
一
ω
Q
Q
）
。
こ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
主
張
は
、
聖
書
の
中
に
多
様
な
記
述
が
存
在
す
る
こ
と
に
．
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の

　
　
出
来
事
の
持
つ
意
味
内
容
の
全
重
量
を
支
え
る
こ
と
が
始
め
て
可
能
に
な
る
、
と
い
う
積
極
的
な
意
味
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
多
様

　
　
な
表
現
形
式
す
べ
て
が
相
互
に
結
合
し
響
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
の
議
論
と
し
て
、

　
　
シ
ュ
リ
ン
ク
と
リ
ク
ー
ル
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
　
　
国
．
ω
o
鷺
ぎ
ぎ
、
、
U
一
Φ
ω
什
二
二
欝
村
目
窪
α
o
α
q
懸
鼻
一
。
。
o
冨
鐸
》
β
ω
沼
σ
q
①
巴
。
・
α
犀
償
ヨ
Φ
渇
一
ω
o
冨
ω
勺
周
。
ぴ
一
Φ
ヨ
．
．
讐
ぎ
”
映
ミ
b
一
Φ
鵯

　
　
　
リ
ク
ー
ル
、
「
哲
学
と
宗
教
言
語
の
特
殊
性
」
「
哲
学
的
解
釈
学
と
聖
書
的
解
釈
学
」
（
い
ず
れ
も
『
解
釈
の
革
新
』
久
米
他
訳
白
水
社
｝
九
七

　
　
八
年
所
収
）
。

（
3
9
）
　
礼
拝
に
お
い
て
は
、
聖
書
の
読
解
プ
ロ
セ
ス
は
そ
れ
だ
け
で
孤
立
し
て
は
お
ら
ず
、
説
教
を
聞
き
、
聖
餐
式
へ
の
参
加
す
る
こ
と
な
ど
と
相
互

　
　
に
連
関
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
時
空
問
を
形
成
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
読
解
行
為
に
よ
る
宗
教
的
認
識
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

　
　
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
特
に
説
教
・
聖
書
の
読
解
と
聖
餐
と
の
相
互
補
完
な
弁
証
法
的
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。

　
　
　
累
”
ε
周
¢
コ
住
o
Q
四
〇
鐙
ヨ
⑦
三
》
言
”
O
芝
．
く
H
押
一
〇
q
～
誌
ω

（
4
0
）
　
啓
示
史
、
救
済
史
に
つ
い
て
は
、
ω
↓
．
一
円
お
縄
～
置
刈
を
参
照
。
こ
れ
は
、
神
学
的
に
突
き
詰
め
て
考
え
れ
ば
、
三
一
論
の
神
の
存
在
自
体
が

　
　
プ
ロ
セ
ス
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
O
o
窪
＄
Q
Q
⑦
ぼ
δ
け
ぎ
芝
Φ
a
Φ
ご
（
切
凶
憎
梓
7
、
　
隔
口
旨
鴫
Φ
一
）
。

（
4
1
）
　
「
回
心
は
瞬
私
的
な
出
来
事
で
は
な
い
。
…
無
意
識
的
に
長
く
続
い
た
、
一
つ
の
長
い
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
」
（
o
。
β
ω
℃
卜
。
冨
）
。

　
　
　
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

（
4
2
）
　
再
生
一
義
認
一
聖
化
に
つ
い
て
は
、
ω
↓
●
卜
。
”
嵩
①
～
圃
。
。
ρ
ω
↓
●
G
。
鰯
邸
ミ
～
b
。
れ
ω
を
参
照
。

（
4
3
）
　
甕
化
は
、
認
識
、
自
由
、
関
係
盤
、
超
越
性
の
増
大
の
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
ら
れ
る
（
一
三
α
‘
b
。
ひ
。
。
。
～
ひ
。
ω
刈
）
。
こ
の
よ
う
に
個
人
の
宗
教
的
成
熟
を

　
　
目
指
す
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宗
教
心
理
学
に
お
い
て
そ
の
類
例
を
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ユ
ン
グ

　
　
の
言
う
自
己
完
成
を
昌
指
す
個
性
化
、
あ
る
い
は
ル
タ
ー
や
ガ
ン
ジ
ー
の
精
神
形
成
に
つ
い
て
の
エ
リ
ク
ソ
ン
の
分
析
な
ど
。

（
4
4
）
　
宗
教
儀
礼
が
分
離
・
境
界
・
再
結
合
と
い
う
三
つ
の
段
階
か
ら
な
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
通
過
儀
礼
に
つ
い
て
の
ジ
ェ
ネ

　
　
ッ
プ
や
タ
ー
ナ
ー
の
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
＜
τ
8
厭
く
5
6
露
ヨ
①
さ
↓
壽
恥
沁
凡
馬
軸
ミ
、
、
こ
聴
跨
”
〇
三
＄
α
q
o
一
⑩
Φ
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　In　both　the　cyclic　theory　and　in　the　exaltation　of　antiquity，　histQry

is　seen　as　immutable　and　eternally　continuing；　moreover，　both　see

history　as　possessing　the　quality　of　repeatibility，　Both　theories，　expressed

parad　oxically，　could　be　called　“superhistorlcal”　（that　is，　transcending

history）　conceptlons　of　history，　and　therein，　the　subjectlve　identities　of

those　who　examined　history　itself，　are　non－existent．　This，　insofar　as

there　is　such　a　thing，　confor皿ed　to　the　despotism　of　the　Former　Han

Dynasty．　The　Former　Han　Kung－yang　school　of　which　Tung　Chung－

shu　was　representative，　reinterpreted　the　thought　of　the　“Ch‘un－ch‘iu

Kung・yang　Chuan”春秋公羊伝as　well　as　supporting　the　actual　state

system　and　the　values　thereof．

Religlous　Knowledges　and　the　New　Being

　　　　　　　　　　by　Sadamichi　Ashina

Associate　Professor　of　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters

　　　　　　　　　Osaka　City　University

　　In　this　paper　I　attempt　to　throw　light　on　the　form　or　structure

of　religious　knowledges　in　Tillich’s　christology　and　epistemology．

　　From　the　point　of　vlew　of　religious　knowledges，　it　is　one　of皿ain

problems　of　Christology　in　20th　century　to　explain　how　we　can　jump

over　the　Lessing’s　“Ugly　Ditch”　and　know　the　historical　facts　about

Jesus　Christ．　This　is　the　problem　of　the　foundation　of　christian　faith，

which　is　grounded　on　Jesus　as　the　historical　reality；　Tillich　begins　by

saying　that　the　certainty　of　christian　faith　cannot　be　guaranteed　by　the

historical　research　of　Bible．　For　we　cannot　derive　“the　pure　fact”

from　the　biblical　picture　of　Jesus　as　the　Christ，　which　was　created　in

the　correlation　between　the　historical　fact　named　Jesus　of　Nazareth　and

the　reception　as　the　Christ　by　his　disciples．　The　probiem　is：　exactly，

3



how　chr三stlan　fa呈th　is　made　possib！e．　Tilllch　answered：faith　can　be

created　by　the　appearance　of　the　New　Being　through　the　biblical

picture　of　Jesus　as　the　Christ，　Mediated　by　the　picture，　the　New

Being　has　power　to　conquer　our　existential　estrangement　and　so　creates

christian　fa1th．　（clrcular　argument！）

　　The　point　of　this　paper　is　to　interpret　Tillich’s　christology　in　the

！ight　of　Threefold　Mimesis　which　Paul　Ricoeur　discusses　ln　his　“Temps

et　R6cit”．　lt　becomes　clear　that　the　form　of　reiigious　lcnowledges

through　the　picture　is　nothing　else　than　a　process，　which　is　the　unity

of　the　stages　from　Mimesis　1　to　Mimesis　3　by　way　of　Mimesis　2．　Mimesis　1

is　the　profiguration　of　the　practical　field，　i．　e．，　the　pre－understanding

of　the　world　of　action，　presupposed　in　readlng　the　rellgious　Texts．

Mimesis　3　means　the　refiguration　of　the　practical　field　through　the

reception　of　the　Text－World．　The　transition　between　MimesiE　1　and

Mimesis　3　1s　brought　about　by　Mimesis　2　in　the　act　of　reading　the

Text。　M漁es三s　2，　therefore，　is　characterlzed　as　the　textua1　configuration

which　has　the　mediating　functlon．　lt　is　Threefold　Mimesis　that

rnediates　the　New　Belng　to　us　and　makes　possible　rellgious　knowledges

through　the　p1cture　of　Jesus　as　the　Chrlst，　when　we　read　New

Testament　（esp．　parables　of　Jesus）．　Thus，　we　can　understand　the

appropriation　of　the　New　Being　as　a　process　of　Threefold　Mimesis．

　　This　process　is　not　only　a’main　form　of　religious　knowledges　but

also，　1　think，　extensible　to　rellgious　phenomena　in　general．　ln　this　way，

we　come　to　have　the　process－concept　as　a　basic　category　of　religious

phenomena．

4


