
コ
ン
ミ　
　
ユ
ニ
オ
ン
の
意
義
と
展
開
（
完
）

ー
ロ
バ
ー
ト
ソ
ソ
・
ス
ミ
ス
か
ら
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
ヘ
ー

菅

康
　
弘

三
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗
教
論
に
お
け
る
コ
ソ
ミ
ュ
八
潮
ソ
と
そ
の
意
味

　
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
に
お
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
手
に
よ
る
コ
ソ
ミ
ュ
山
郭
ソ
の
議
論
の
展
開
は
、
主
と
し
て
三
つ
の
領
域
に

み
ら
れ
る
。

　
先
ず
第
一
に
供
犠
論
の
文
脈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
の
議
論
が
直
接
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
ス
ミ
ス
が
セ

ム
族
の
宗
教
研
究
に
お
い
て
ほ
ぼ
供
犠
の
み
を
射
程
に
い
れ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
た
の
に
妙
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
場
合
は
あ
く
ま
で

も
儀
礼
の
諸
形
態
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
供
犠
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
1
ス

ト
ラ
リ
ア
原
住
民
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
種
々
の
儀
礼
や
宗
教
的
諸
信
念
の
体
系
の
分
析
か
ら
、
帰
納
的
に
宗
教
と
社
会
の
結
び

つ
き
を
結
論
づ
け
よ
う
と
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
対
し
、
ス
ミ
ス
の
場
合
は
、
人
類
に
お
い
て
一
般
的
・
普
遍
的
と
も
考
え
ら
れ
る
宗
教

と
社
会
と
の
関
係
の
諸
前
提
か
ら
出
発
し
て
セ
ム
族
の
宗
教
、
特
に
そ
の
供
犠
の
意
義
を
論
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
両
者
の
議
論
展
開
の

相
違
は
、
社
会
学
と
宗
教
民
族
誌
と
い
う
違
い
は
あ
れ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
概
念
の
拡
張
性
に
相
違
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
結
論
で
は
、
供
犠
は
充
分
に
構
成
さ
れ
た
と
き
に
呈
示
す
る
形
態
の
も
と
で
は
二
つ
の
本
質
的
要
素
か
ら
な
る
。
す

　
　
　
　
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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七
四

な
わ
ち
「
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
行
為
と
奉
献
の
行
為
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
礼
拝
者
は
貰
食
を
呑
み
込
ん
で
自
ら
の
神
と
交
わ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

同
時
に
こ
の
神
に
供
物
を
な
す
」
の
で
あ
る
。
彼
は
ス
ミ
ス
の
供
議
論
を
評
し
て
「
全
く
新
し
い
形
相
の
も
と
で
現
れ
た
も
の
」
と
評
価

し
、
「
本
質
的
に
そ
れ
を
構
成
し
た
も
の
は
、
既
に
久
し
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
通
常
供
儀
の
語
が
意
味
し
て
い
る
よ
う
な
放
棄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

行
為
で
な
く
、
そ
れ
は
何
に
も
増
し
て
食
物
上
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
行
為
（
段
5
　
鋤
O
紳
㊦
　
α
O
　
O
O
翠
蔓
¢
づ
一
〇
づ
　
ロ
一
一
酷
P
Φ
コ
仲
9
圃
目
①
）
で
あ
っ
た
」
と
ま

と
め
て
い
る
。
彼
は
自
ら
が
分
析
対
象
に
選
ん
だ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
に
も
、
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
と
呼
ば
れ
る
祭
儀
の
中
に
セ
ム
族
と

同
様
の
食
物
上
の
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
を
見
出
す
。
こ
こ
で
は
ト
ー
テ
ム
動
物
が
ひ
と
た
び
殺
さ
れ
る
と
ア
ラ
ト
ゥ
ソ
ジ
ャ
と
呼
ば
れ
る

ク
ラ
ン
の
首
長
お
よ
び
老
人
た
ち
は
こ
れ
を
儀
礼
の
う
ち
に
食
す
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
「
こ
れ
に
宿
っ
て
い
る
聖
な
る
原
理
と
交
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

（
O
O
旨
P
ヨ
¢
P
「
㊦
樽
）
、
こ
れ
と
同
化
す
る
（
器
ω
冒
濠
「
）
」
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
凄
的
と
は
ト
ー
テ
ム
社
会
の
成
員
と

し
て
の
認
知
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ト
ー
テ
ム
氏
族
の
成
員
は
す
べ
て
、
自
己
の
存
在
の
卓
絶
し
た
部
分
を
構
成
す
る
一
種
の
神
秘
的

本
体
（
ω
餌
ぴ
ω
3
p
8
ヨ
誘
菖
ρ
話
）
を
身
に
帯
び
て
お
り
、
彼
の
霊
魂
は
こ
れ
に
よ
り
造
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、
「
彼
が
自
身
に
帰
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
る
力
能
、
お
よ
び
彼
の
桂
会
的
役
割
が
出
て
く
る
の
は
こ
こ
か
ら
だ
け
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ス
ミ
ス
が
供
儀
に
お
い
て
聖
餐
や
共
食
〈
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
〉
に
論
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
優
越
性
を
お
い
た
の
に
対
し
、

デ
ュ
ル
ケ
！
ム
は
こ
の
点
に
は
反
駁
す
る
。
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
確
か
に
残
響
は
二
部
分
は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
過
程
で
あ
る
」
が
、

し
か
し
「
そ
れ
は
ま
た
劣
ら
ず
本
質
的
に
贈
与
で
あ
り
、
放
棄
の
行
為
で
あ
り
、
画
聖
は
常
に
儒
徒
が
宙
ら
の
本
体
ま
た
は
資
産
の
何
か

を
神
々
に
委
ね
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
一
つ
を
他
方
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
無
駄
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
。
お
そ
ら
く
奉
献
そ
の
も
の
は
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
よ
り
も
恒
久
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
特
に
、
ス
ミ
ス
が
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
う
ち

に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
賠
罪
儀
礼
に
関
し
て
は
、
「
絶
対
的
に
奉
献
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
従
属
的
な
様
式
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ソ
に
役
立
つ
の
み
で
あ
る
」
と
雷
明
す
る
。
だ
が
奉
献
・
放
棄
の
行
為
に
対
す
る
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
第
二
義
性
は
儀
礼
論
全
体
、
ひ
い

て
は
儀
礼
以
外
の
文
脈
を
通
し
て
み
た
場
合
極
め
て
怪
し
い
も
の
に
な
る
。



　
た
だ
、
供
儀
を
論
じ
る
段
階
に
お
い
て
は
、
第
刷
に
密
粒
を
身
体
に
取
り
込
み
面
的
存
在
と
交
わ
る
こ
と
、
第
二
に
こ
う
し
た
存
在
に

供
物
を
な
す
こ
と
で
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
関
係
を
前
提
に
し
た
身
体
的
内
面
化
の
諸
様
式
が
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
の
論
点
の
中
に
見
出
し
得
る
。

特
に
後
面
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
「
供
え
る
と
い
う
行
為
が
、
精
神
の
内
に
、
あ
る
道
徳
的
主
体
（
ω
自
一
㊦
稗
　
B
O
H
”
一
）
一
供
物
は
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

満
足
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
一
の
観
念
を
、
当
然
に
も
よ
び
醒
ま
す
こ
と
は
鍔
白
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
奉
献
と
い
う
身
体
的
所
作
を
通
し
て
、
規
範
的
な
観
念
な
り
意
識
が
生
成
す
る
と
い
う
観
点
が
浮
上
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
道
徳
的
主
体
、
す
な
わ
ち
「
内
な
る
社
会
」
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
は
、
元
来
欲
求
と
い
う
形
で
個
人
に
内
在
化
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
論
文
集
『
栓
会
科
学
と
行
動
』
を
編
集
し
た
ジ
ャ
ン
・
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ィ
ユ
ー
は
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ

ー
ム
の
中
に
「
性
格
の
一
つ
の
与
件
と
も
い
う
べ
き
二
重
の
欲
求
が
存
在
す
る
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
二
重
の
欲
求
と
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

つ
は
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
へ
の
欲
求
で
あ
り
、
も
う
…
つ
は
法
へ
の
欲
求
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
重
の
欲
求
か
ら
構
成
さ
れ
る
内
な
る
道
徳

的
主
体
は
何
ら
か
の
集
合
的
な
行
為
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
発
現
さ
れ
る
。
そ
こ
で
今
仮
に
若
干
の
結
論
を
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
供
犠
論
の
場
合
、
血
の
流
出
や
断
髪
な
ど
、
自
己
の
肉
体
の
一
部
を
奉
納
・
奉
献
す
る
と
い
う
所
作
を
通
じ
、
身
体
に

暴
力
を
加
え
る
こ
と
で
、
内
在
す
る
道
徳
的
主
体
1
1
「
内
な
る
社
会
」
を
、
上
位
次
元
か
ら
の
一
方
的
な
圧
力
・
統
制
と
し
て
で
は
な
く
、

欲
求
と
い
う
形
態
で
喚
起
し
、
規
範
的
な
意
識
な
り
観
念
が
獲
得
さ
れ
る
図
式
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
後
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
こ
う
し
た
奉
献
等
の
行
為
に
よ
る
道
徳
の
身
体
性
の
観
点
も
ま
た
、
集
合
的
沸
騰
に
お
け
る
身
体
的
興
奮
状
態
を
通
じ
た
道
徳
性

の
喚
起
・
内
面
化
過
程
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
概
念
の
第
二
の
展
開
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
の
展
開
は
、
諸
々
の
儀
礼
全
般
を
対
象

と
し
た
、
儀
礼
論
の
結
論
と
も
い
え
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
儀
礼
論
で
は
儀
礼
は
消
極
的
儀
礼
と

積
極
的
儀
礼
の
二
つ
に
先
ず
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
後
者
、
す
な
わ
ち
積
極
的
儀
礼
に
お
い
て
は
、
供
犠
・
模
擬
的
儀
礼
・
表
象
的
ま
た

は
記
念
的
儀
礼
・
贋
罪
儀
礼
と
い
う
四
種
類
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
四
形
態
は
最
終
的
に
は
あ
ま
り
意
味
を
も
た
な

　
　
　
　
コ
ソ
ミ
ュ
亀
卜
ン
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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い
。
な
ぜ
な
ら
「
儀
礼
は
、
実
際
上
、
い
つ
も
同
じ
一
つ
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
様
々
の
機
能
を
充
足
さ
せ
る
か
の
よ

う
に
み
え
る
」
だ
け
で
あ
り
、
逆
に
「
単
一
の
儀
礼
が
い
く
つ
も
の
目
的
に
役
立
ち
う
る
の
と
同
じ
く
、
い
く
つ
も
の
儀
礼
は
同
じ
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
生
ん
で
互
い
に
交
代
し
う
る
」
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
に
お
け
る
目
的
や
効
果
の
可
塑
性
の
背
後
に
あ
る
本
質
と
し
て
措

定
さ
れ
た
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
で
あ
る
。

　
儀
礼
は
社
会
的
集
団
が
周
期
的
に
自
己
を
再
確
認
す
る
手
段
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
儀
礼
に
お
い
て
、
本
質
的
な
の
は
「
人
が
集
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
い
る
こ
と
、
共
通
の
感
情
が
痛
感
さ
れ
、
ま
た
共
通
の
行
為
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ス
ミ
ス
に

お
い
て
見
出
さ
れ
た
宗
教
研
究
の
見
解
や
方
法
と
同
様
、
表
出
さ
れ
る
感
情
の
具
体
的
内
容
や
様
々
な
所
作
に
関
す
る
解
釈
は
副
次
的
で

あ
り
、
特
定
の
所
作
だ
け
を
他
の
所
作
か
ら
区
別
し
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ス
ミ
ス
が
論
じ
た
セ
ム

族
の
ト
ー
テ
ム
社
会
に
し
て
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
題
材
と
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
そ
れ
に
し
て
も
、
二
部
は
血
の

絆
帯
に
よ
っ
て
、
し
か
し
更
に
多
く
利
害
と
伝
承
と
の
共
同
桂
会
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
と
感
じ
て
い
る
人
々
は
、
集
ま
っ
て
自
分
た
ち

の
道
徳
的
統
一
の
意
識
を
得
る
。
…
…
彼
ら
は
こ
の
統
一
を
同
体
の
極
め
て
特
殊
の
形
態
で
蓑
象
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ら
は
す
べ
て
あ
る
一
定
の
動
物
の
性
質
に
参
与
し
て
い
る
と
互
い
に
考
え
て
い
る
」
。
要
す
る
に
儀
礼
に
お
い
て
社
会
が
再
確
認
す
る
集

合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
前
節
で
も
述
べ
ら
れ
た
同
体
認
識
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
認
識
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
の
場
合
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
で
あ
る
。
従
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
集
団
が
「
同
じ
思
考
と
同
じ
活
動
の
も
と
で
、
コ
ン
ミ
ュ
論
オ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
謙
け
弱
震
出
8
ヨ
ヨ
募
囲
Φ
魯
霧
§
o
ヨ
ゆ
ヨ
㊦
℃
窪
q
。
σ
Φ
簿
畠
霧
§
①
ヨ
①
ヨ
Φ
鋤
＆
o
コ
）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
フ
ィ
ユ
！
が
指
摘
し
た
欲
求
と
い
う
形
で
内
在
化
さ
れ
た
側
面
以
上
に
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
は
共
憎
体
の
成
員
の
社
会
的
認
識

　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

や
社
会
的
感
情
・
社
会
的
諸
行
為
の
中
に
確
固
た
る
構
造
を
有
し
、
ま
た
ひ
い
て
は
彼
ら
に
対
し
一
種
の
命
法
的
規
範
と
し
て
定
立
し
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
儀
礼
上
の
要
求
は
、
禁
忌
・
禁
令
や
断
食
等
の
体
系
で
あ
る
消
極
的
儀
礼
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
場
合
、
そ
れ
ら
は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
へ
の
準
備
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
儀
礼
が
苦
悩
的
な
激
憤
に
彩
ら
れ
て

い
よ
う
と
、
歓
喜
的
な
祝
祭
に
彩
ら
れ
て
い
よ
う
と
同
様
で
あ
る
。
降
砂
儀
礼
に
お
け
る
記
述
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
祭
儀
は
「
数
週
間

さ
ら
に
は
数
ヵ
月
間
も
続
く
長
期
の
一
連
の
儀
礼
を
開
く
。
相
次
ぐ
時
々
に
、
そ
れ
は
種
々
の
形
態
の
も
と
で
更
新
さ
れ
る
。
男
女
の
諸

集
団
は
泣
き
、
嘆
き
、
一
定
の
時
点
で
は
抱
擁
し
合
っ
て
地
に
座
っ
た
ま
ま
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
上
の
抱
擁
は
喪
の
期
間
中
に
し
ば

し
ば
反
復
さ
れ
る
。
各
人
は
互
い
に
よ
り
緊
密
に
接
近
し
交
わ
る
欲
望
（
冨
ω
。
ぎ
伍
Φ
ω
Φ
冨
竈
8
9
①
樽
簿
α
Φ
8
ヨ
ヨ
¢
三
興
且
餌
ω
傘
「
。
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

富
馨
。
馨
）
を
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
。
こ
こ
で
も
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
集
合
的
沸
騰
の
中
に
定
立
す
る
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
見
出
し

て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
「
悲
哀
に
お
い
て
交
わ
る
（
8
ヨ
ヨ
ロ
巳
曾
）
の
も
や
は
り
交
わ
り

（
O
O
5
P
ヨ
⊆
づ
　
0
5
）
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
（
8
ヨ
ヨ
甚
句
。
昌
ロ
①
の
8
器
9
窪
8
ω
）
は
ど
の
種
の
も
と
で
な
さ
れ
る

に
し
て
も
社
会
的
活
力
を
高
め
る
。
共
通
の
苦
悩
の
必
然
的
か
つ
義
務
的
に
表
明
さ
れ
る
顕
現
が
例
外
的
に
激
烈
な
の
は
、
社
会
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
と
き
に
は
従
来
に
な
く
溌
刺
と
し
て
活
動
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
」
と
。

　
喪
で
あ
れ
、
部
族
に
降
り
か
か
っ
た
災
厄
で
あ
れ
、
ま
た
戦
い
の
敗
北
で
あ
れ
、
駿
罪
儀
礼
に
お
い
て
も
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
沸
騰
が

存
在
し
、
ま
た
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
が
見
出
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
と
き
ク
ラ
ン
の
構
成
員
た
ち
は
悲
哀
に
沈
み
、
苦
し
ん
で
い
る
。
し
か

し
そ
れ
以
上
に
社
会
は
「
そ
の
成
員
が
は
っ
き
り
と
そ
の
意
味
を
表
明
す
る
行
動
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
悲
哀
、
苦
悩
、
ま
た
は
激
怒
を

証
言
す
る
よ
う
、
彼
ら
に
抑
圧
を
加
え
る
」
。
そ
し
て
こ
う
し
た
行
動
の
集
合
的
顕
現
と
、
「
こ
れ
ら
の
諸
行
為
が
証
明
し
強
化
す
る
道
徳

的
コ
ソ
ミ
ユ
ニ
オ
ン
（
O
O
ヨ
ヨ
¢
づ
一
〇
づ
　
ヨ
O
『
帥
一
〇
）
と
は
、
諸
事
変
が
集
団
か
ら
取
り
去
ろ
う
と
脅
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
団
に
取
り
戻
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
玉
）

こ
う
し
て
社
会
を
立
ち
直
ら
せ
る
」
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
儀
礼
が
悲
し
み
に
満
ち
て
い
よ
う
と
、
ま
た
歓
喜
に
被
わ
れ
て
い
よ
う
と
、
「
共
有
さ
れ
た
感
情
は
極
度
の
衰
微
か
ら
極

度
な
悦
楽
へ
、
苦
悩
的
な
激
憤
か
ら
認
識
的
な
熱
狂
へ
と
変
わ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
場
合
に
意
識
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

こ
の
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
よ
っ
て
相
互
的
な
慰
安
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
。
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
儀
礼
上
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
と

　
　
　
　
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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は
社
会
そ
の
も
の
を
再
活
性
化
す
る
こ
と
に
意
義
を
有
す
る
過
程
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
参
与
す
る
諸
個
人
を
聖
化
し
、
社
会
に
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
回
復
さ
せ
、
鉱
毒
的
活
力
を
高
揚
さ
せ
、
結
果
と
し
て
諸
個
人
の
慰
安
を
と
り
お
こ
な
う
。
こ
こ
で
は
儀
礼
の
過
程
は
基
本
的

に
同
一
で
あ
る
。
た
だ
個
々
の
儀
礼
の
細
目
的
状
況
や
目
的
が
異
な
る
だ
げ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
に
お
い
て
コ
ン
ミ
ユ
ニ
オ

ン
は
一
つ
の
意
味
を
拡
張
し
た
。
そ
れ
は
ス
ミ
ス
お
い
て
み
ら
れ
た
「
食
事
」
と
い
う
具
体
的
与
件
が
捨
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
語
る
「
意
識
の
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
」
に
し
て
も
、
ま
た
「
道
徳
的
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
」
に
し
て
も
、
も
は
や
コ
ン

ミ
ュ
ニ
ナ
ン
に
至
る
手
段
に
お
い
て
共
食
や
聖
餐
は
特
別
の
一
場
面
で
は
な
い
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
儀
礼
に
お
け
る
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
か

ら
こ
の
与
件
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
よ
り
直
裁
に
社
会
へ
と
議
論
の
射
程
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
社
会
そ
の
も
の
を
も
沈
滞
↓

沸
騰
↓
再
活
性
化
の
一
連
の
過
程
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
は
儀
礼
の
究
極
的
目

的
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
も
そ
の
宗
教
論
の
中
で
社
会
は
充
分
に
考
慮
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か

し
彼
の
場
合
、
宗
教
的
営
為
の
中
に
社
会
の
存
在
自
体
は
指
摘
さ
れ
え
て
も
、
決
し
て
社
会
の
存
在
様
態
は
問
わ
れ
な
い
。

　
ま
た
儀
礼
に
お
け
る
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
最
後
に
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
の
儀
礼

論
に
お
い
て
は
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
取
り
巻
く
環
境
に
、
集
合
的
沸
騰
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
は
意
義
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
盤
面
に
お
け
る
悦
楽
と
い
う
側
面
し
か
見
出
し
え
な
か
っ
た
こ
の
概
念
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て

は
あ
ら
ゆ
る
儀
礼
に
見
出
し
う
る
。
そ
こ
に
は
奉
献
の
み
な
ら
ず
、
集
合
的
悲
哀
の
発
露
や
ト
ー
テ
ム
動
物
の
擬
態
行
動
、
ま
た
モ
ニ
ュ

メ
ン
タ
ル
な
諸
々
の
行
事
な
ど
で
あ
る
。
儀
礼
の
中
に
お
け
る
コ
ソ
ミ
ェ
口
口
ソ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
集
合
的
沸
騰
は
不
可

欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
概
念
装
概
を
挾
み
込
む
こ
と
で
、
社
会
は
先
ず
先
述
し
た
一
連
の
過
程
と
し
て
顕
現
す
る
。
他
方
、
成
員
の

意
識
の
側
面
に
お
い
て
は
、
聖
な
る
期
間
の
身
体
を
通
じ
た
内
面
化
が
拡
張
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
血
の
流
出
や
献
髪
な

ど
の
個
人
の
身
体
に
暴
力
を
加
え
る
こ
と
に
よ
る
｝
方
的
な
献
供
に
よ
る
内
面
化
ば
か
り
で
な
く
、
共
に
泣
き
、
共
に
騒
ぎ
、
共
に
歓
び
、

共
に
狂
乱
す
る
中
で
儀
礼
に
組
み
込
ま
れ
た
モ
デ
ル
と
し
て
の
社
会
が
、
や
は
り
身
体
を
通
し
て
内
面
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き



欲
求
と
し
て
内
在
化
さ
れ
て
い
た
コ
ン
ミ
ェ
ニ
オ
ソ
は
集
合
的
沸
騰
に
よ
っ
て
顕
現
し
、
規
範
と
し
て
意
志
と
し
て
儀
礼
の
中
に
定
立
す

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
儀
礼
に
お
い
て
は
集
合
的
沸
騰
と
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
と
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗
教

論
に
お
け
る
コ
ン
、
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
概
念
の
第
三
の
展
開
（
尤
も
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
に
お
い
て
の
順
序
で
は
最
初
で
あ
る
が
）
と
し

て
、
儀
礼
ば
か
り
で
な
く
革
命
や
社
会
の
変
動
期
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
集
合
的
沸
騰
や
精
神
的
高
揚
の
場
面
に
お
け
る
議
論
が
あ
る
。
こ

の
点
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
め
ぐ
る
議
論
展
開
は
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
希
薄
で
あ
る
。
（
と
い
う
よ
り
、
ス
ミ
ス
の
場
合
は
あ

く
ま
で
旧
約
学
の
一
貫
と
し
て
セ
ム
族
の
宗
教
の
研
究
が
あ
り
、
こ
こ
ま
で
議
論
を
広
げ
る
意
図
は
毛
頭
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
）
こ
の

段
階
に
至
っ
て
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
は
単
に
固
有
の
宗
教
の
一
儀
礼
概
念
を
脱
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
宗
教
的
な
殻
を
脱
ぎ
捨
て
、
社
会
学
の

中
に
確
圃
た
る
足
場
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
場
舎
で
も
そ
の
中
枢
に
あ
る
宗
教
性
は
依
然
保
持
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
住
民
や
古
代
セ
ム
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
離
れ
て
、
近
代
個
人
主
義
の
世
界
に
お
い
て
も
、
「
宗
教
が
社
会
的
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

で
あ
る
以
上
に
、
桂
会
が
宗
教
的
現
象
で
あ
る
」
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
点
が
理
解
さ
れ
る
。

　
変
動
期
に
お
け
る
集
合
的
沸
騰
の
記
述
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
群
衆
に
向
か
っ
て
語
る
人
間
は
こ
の
と
き
極
め
て
非
日
常
的
な
態
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

顕
わ
す
。
そ
れ
は
「
彼
が
群
衆
と
交
霊
（
8
ヨ
ヨ
§
8
旨
）
の
状
態
に
入
っ
て
い
る
と
き
」
で
あ
る
。
彼
は
も
は
や
日
常
の
姿
を
失
い
、
そ
の

言
葉
、
そ
の
仕
種
、
そ
の
思
想
ま
で
も
が
異
常
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
過
剰
の
源
泉
は
、
彼
自
身
が

訴
え
て
い
る
集
合
状
態
そ
の
も
の
か
ら
で
あ
る
。
「
も
は
や
話
す
の
は
単
な
る
個
人
で
は
な
く
、
化
身
し
人
格
化
し
た
集
団
（
毎
ぴ
q
8
唇
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

言
＄
ヨ
Φ
二
二
房
。
目
漆
ひ
）
で
あ
る
」
。
ま
た
同
様
の
記
述
は
ト
ー
テ
ム
社
会
の
コ
ロ
ボ
リ
ー
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
狂

熱
と
自
己
忘
却
の
状
態
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
例
外
的
に
強
力
な
興
奮
剤
と
し
て

働
く
」
の
で
あ
る
。
「
ひ
と
た
び
諸
個
人
が
集
合
す
る
と
、
そ
の
接
近
か
ら
一
種
の
電
力
が
放
た
れ
、
こ
れ
が
た
だ
ち
に
彼
ら
を
異
常
な

激
動
の
段
階
へ
移
す
の
で
あ
る
。
表
出
さ
れ
た
感
情
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
い
に
外
界
の
印
象
に
鋭
敏
な
全
員
の
意
識
の
中
で
抵
抗
な
し
に

　
　
　
　
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
0

こ
だ
ま
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
い
ず
れ
も
が
交
互
に
他
の
も
の
に
反
響
し
合
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
根
本
的
な
衝
動
は
反
射
さ
れ
る
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

れ
て
拡
充
し
て
い
く
。
進
む
に
つ
れ
て
雪
崩
が
大
き
く
な
る
よ
う
に
で
あ
る
」
。

　
ト
ー
テ
ム
氏
族
の
成
員
で
あ
れ
、
変
動
期
に
直
面
し
た
個
人
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
集
合
的
沸
騰
の
中
で
は
二
重
の
実
存
（
畠
。
⊆
三
①

o
×
犀
窪
。
①
）
を
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
「
宗
教
的
観
念
が
生
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
激
昂
し
た
社
会
的
環
境
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

お
け
る
、
こ
の
激
昂
そ
の
も
の
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
彼
ら
は
沸
騰
し
て
い
る
集
合
状
態
そ
の
も
の
と
交
わ
っ
て
い
る
（
O
O
ヨ
ヨ
一
昌
Φ
巴
）

と
い
え
る
。
こ
の
点
の
、
特
に
前
者
、
社
会
の
変
動
状
況
に
お
い
て
の
コ
ソ
ミ
ュ
竹
製
ソ
の
展
開
を
う
か
が
う
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

今
や
こ
の
概
念
が
集
合
的
沸
騰
と
い
う
概
念
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
、
も
う
一
段
新
し
い
展
開
を
獲
得
し
た
こ
と
を
理
解
す
る
。
す
な
わ

ち
、
儀
礼
に
お
け
る
究
極
と
し
て
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
に
お
い
て
は
先
ず
、
「
食
事
」
と
い
う
具
体
的
与
件
が
捨
象
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

こ
こ
第
三
の
局
面
に
お
い
て
、
新
た
な
る
共
同
性
の
生
成
母
体
と
し
て
確
固
た
る
詮
会
学
的
概
念
に
変
質
す
る
の
と
同
時
に
、
も
は
や
そ

れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
ト
ー
テ
ム
的
共
同
性
が
無
条
件
に
前
提
と
し
て
き
た
血
縁
・
地
縁
な
ど
の
具
体
的
与
件
ま
で
も
捨
象
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
激
動
状
態
の
沸
騰
に
参
加
す
る
諸
挙
人
は
ま
っ
た
く
雑
多
な
集
ま
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
ら
が
元
来
有
し
て
い
る
属

性
は
ま
っ
た
く
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。
た
だ
存
在
す
る
の
は
、
先
述
し
た
コ
ソ
ミ
ュ
葛
篭
ン
の
条
件
の
通
り
、
会
合
す
る
、
集
合
す
る

と
い
う
形
態
学
的
前
提
と
同
時
に
、
同
じ
観
念
・
同
じ
感
情
・
同
じ
所
作
に
よ
る
同
体
認
識
だ
け
で
あ
る
。

　
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
か
ら
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
へ
、
供
儀
か
ら
儀
礼
全
般
へ
、
儀
礼
か
ら
一
般
的
な
集
合
的
沸
騰
の
場
面
へ
、
コ
ン

ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
宗
教
学
か
ら
社
会
学
へ
移
植
す
る
こ
と
を
完
成
さ
せ
た
の
は
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結

果
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
、
道
徳
的
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
こ
そ
が
共
同
性
の
中
核
に
据
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
に
と
っ
て
こ
う
し
た
観
点
は
、
本
格
的
な
宗
教
研
究
に
着
手
す
る
以
前
に
、
ス
ミ
ス
の
著
作
に
よ
っ
て

「
啓
示
」
を
受
け
宗
教
研
究
の
方
法
に
何
ら
か
の
「
方
向
転
換
」
を
し
た
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
述
懐
の
直
後
、
一
八
九
六

年
か
ら
九
九
年
に
か
け
て
の
講
義
で
は
、
「
社
会
生
活
と
は
、
何
よ
り
も
同
一
の
既
報
に
向
か
う
人
々
の
努
力
が
調
和
す
る
共
間
遠



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

（
8
ヨ
担
手
ゆ
黛
Φ
）
、
精
神
と
意
志
と
の
融
合
態
（
8
ヨ
ヨ
§
ご
コ
）
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
扁
と
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
こ
の
主
張
は
、
も
は
や
外
部
に
聖
的
存
在
を
見
出
す
こ
と
な
く
人
間
そ
の
も
の
が
神
と
な
っ
た
近
代
個
人

主
義
の
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
は
「
人
間
の
人
格
は
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
は
人
格
を
敢
え
て
侵
犯
せ
ず
、
人
格
の
圏
域
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

あ
る
距
離
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
優
れ
て
善
な
る
こ
と
と
は
他
者
と
の
交
わ
り
（
O
O
ヨ
h
P
二
種
囲
O
海
　
鋤
く
Φ
0
　
9
9
仲
公
信
　
）
で
あ
る
」

と
、
言
明
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
彼
は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
も
つ
共
同
性
や
社
会
の
凝
集
力
に
お
け
る
意
義
を
、
こ
れ
ら
の
諸
言
明
が
示
す
よ
う
に
積
極
的
に
評

価
し
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
明
示
的
に
認
識
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
自
身
コ
ン
ミ
ュ
門
閥
ン
と
い
う
概
念
を
共
同
性

の
結
晶
に
位
置
づ
け
な
が
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
頻
繁
に
使
用
す
る
も
の
の
、
決
し
て
こ
の
概
念
自
体
を
積
極
的
に
定
義
し
た
り
、
そ
の

位
置
づ
け
に
腐
心
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
彼
は
、
フ
ィ
ユ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
教
者
と
し
て
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

き
る
こ
と
を
放
棄
し
た
と
き
で
さ
え
そ
の
信
条
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
が
先
に
示
し
え
た
よ
う
に
、
性
格
の
与
件

と
し
て
身
体
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
欲
求
と
い
う
形
で
個
人
に
内
在
化
さ
れ
、
身
体
を
通
じ
て
喚
起
さ
れ
、
意
志
と
し
て
願
望
と
し
て
規
範

と
し
て
立
ち
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
な
ぜ
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
幡
こ
の
よ
う
に
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は

彼
な
り
の
人
間
観
や
世
界
観
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
「
個
人
意
識
は
そ
れ
自
体
互
い
に
閉
じ
合
っ
て
い
る
」

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
個
人
意
識
の
「
内
的
状
態
が
蓑
現
さ
れ
て
く
る
徴
（
ω
一
σ
q
器
）
を
手
段
に
し
な
い
で
は
、
互
い
に
交
通
す
る

（
O
O
ヨ
目
P
β
昌
一
ρ
信
①
『
）
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
従
っ
て
「
個
人
意
識
の
間
に
定
め
ら
れ
る
交
際
（
8
ヨ
ヨ
頸
8
）
が
、
交
霊
（
8
ヨ
ヨ
§
δ
コ
）
、
い

い
か
え
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
特
殊
感
情
が
一
つ
の
共
通
感
情
へ
と
溶
解
（
2
。
。
凶
。
昌
）
し
う
る
た
め
に
は
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
を
表
わ
す
徴
が
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ユ
ニ
ー
ク
な
合
成
力
（
同
①
ω
鵡
一
丹
鋤
”
酌
）
に
溶
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
自
我
が
本
来
有
し
て
い
る
相
互
閉
鎖
性
を
前
提
に
す
れ

ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
：
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
一
旦
す
べ
て
の
所
与
の
関
係
構
造
を
帰
無
し
て
集
合
的
に
合
一
す
る
（
O
O
5
P
5
P
¢
P
　
①
壇
）

　
　
　
　
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

必
要
を
、
彼
は
感
じ
と
っ
て
い
た
。
そ
の
背
後
に
は
激
変
す
る
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
新
た
な
る
秩
序
の
模
索
、
社
会
統
合
と
い

う
課
題
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
は
学
問
上
の
課
題
で
あ
る
ば
か
り
か
、
実
践
的
課
題
で
も
あ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
り
、
儀
礼
の
究
極
的
目
的
で
あ
り
、
社
会
の
め
ざ
す
べ
き
凝
集
の

理
想
的
形
態
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
は
、
地
縁
・
血
縁
・
職
縁
な
ど
、
共
同
性
に
関
す
る

所
与
の
外
在
的
決
定
因
は
も
は
や
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
み
た
。
そ
こ
で
は
ま
さ
に
共
同
性
の
結
晶
と
も
呼
ぶ
べ
き
部
分
の
み

が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
＝
疋
の
集
団
に
お
け
る
撰
与
の
関
係
構
造
は
、
初
期
の
『
栓
会
分
業
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
機

械
的
連
帯
か
ら
有
機
的
連
帯
へ
偏
と
い
う
歴
史
的
変
遷
の
図
式
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
共
同
性
を
論
じ
る
際
の
出
発
点
な
り
議
論
の
前
提

枠
組
と
い
う
よ
り
、
宗
教
論
の
段
階
で
は
儀
礼
に
お
い
て
単
に
表
明
さ
れ
再
確
認
さ
れ
る
だ
け
の
外
的
枠
組
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

彼
は
『
自
殺
論
』
（
一
。
。
ミ
）
、
『
社
会
分
業
論
』
第
二
版
序
文
（
お
8
）
等
を
経
て
、
既
存
の
外
在
的
図
式
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
な
っ
た
地

平
で
共
同
性
や
鮭
会
統
合
の
あ
り
方
を
学
問
的
に
も
実
践
的
に
も
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
過
程
で
宗
教
の
社
会
に
お
け
る
意
義
を

見
出
し
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
の
研
究
、
特
に
供
儀
に
お
け
る
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
に
出
会
っ
た
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
3
）

は
多
大
な
「
啓
示
」
で
あ
り
「
方
向
転
換
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
外
在
的
枠
組
か
ら
内
在
的
な
結
晶
化
さ
れ
た
状
態

へ
と
い
う
、
共
同
性
の
議
論
の
転
換
は
、
逆
に
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
も
つ
二
重
の
視
角
ゆ
え
に
、
そ
の
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
要
因
に
も
な

っ
て
い
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

O
霞
穿
且
ヨ
リ
お
お
蝸
唱
∵
邸
曾
下
一
九
五
頁

囲
匡
O
二
Ψ
心
。
。
曽
下
一
八
七
頁

図
げ
置
二
℃
．
心
。
。
ト
こ
”
下
一
八
六
頁

一
鐸
P
”
℃
．
仁
Q
。
卜
。
”
下
一
八
七
頁



（
5
）
　
H
σ
置
ニ
サ
お
O
“
下
一
九
六
頁

（
6
）
　
H
鑑
儀
‘
o
．
お
O
”
下
一
九
八
頁

（
7
）
　
一
三
α
．
．
戸
お
一
”
上
一
九
七
頁

（
8
）
　
旨
ρ
国
一
δ
⊆
×
”
お
刈
9
、
ぎ
霞
。
創
琴
叶
δ
”
、
い
①
ω
。
冨
”
8
ω
。
9
巴
旨
い
．
碧
ま
P
国
薮
δ
U
暮
露
皇
籍
．
国
9
男
ζ
ロ
．
一
〇
”
佐
々
木
交
賢
・

　
　
中
嶋
明
勲
訳
『
社
会
科
学
と
行
動
』
（
恒
星
社
厚
生
閣
）
四
頁

（
9
）
∪
葺
写
Φ
ぎ
し
⑩
声
。
．
α
頓
b
。
”
後
編
二
七
一
頁

（
1
0
）
H
三
山
こ
や
誤
ω
“
下
二
七
一
頁

（
1
1
）
H
鐵
画
二
〇
．
綬
ω
…
下
二
七
二
頁

（
1
2
）
H
瓢
鳥
こ
℃
．
㎝
切
ω
n
下
二
七
　
頁

（
1
3
）
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
場
合
、
「
感
情
」
と
い
う
概
念
は
、
多
分
に
認
識
的
側
面
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
為
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
側
面
ば
か
り

　
　
で
は
な
く
、
認
識
の
萌
芽
形
態
と
も
い
う
べ
き
側
面
が
あ
る
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
く
力
V
へ
の
視
点
」

　
　
（
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
第
三
四
巻
第
】
号
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。

（
1
4
）
　
本
稿
で
は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
は
、
個
人
意
識
に
は
明
瞭
に
と
ら
え
ら
れ
な
く
と
も
、
一
定
の
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て

　
　
タ
ー
ナ
ー
が
考
え
た
よ
う
な
未
分
化
の
状
態
と
い
う
観
点
は
採
用
し
な
い
く
．
↓
珪
コ
Φ
び
お
①
ρ
国
領
鉱
、
等
0
8
ω
ω
O
o
ヨ
①
＝
9
評
や
Φ
①
”

　
　
冨
倉
光
雄
訳
『
儀
礼
の
過
程
』
（
思
索
社
）
一
二
八
頁
。

（
1
5
）
U
貰
窪
皿
β
一
〇
一
ト
。
”
ロ
・
呂
ゴ
下
二
七
〇
頁

（
1
6
）
　
囲
録
鎚
G
サ
α
①
O
”
下
二
八
○
頁

（
1
7
）
　
霞
藁
鰯
や
切
謹
”
下
二
九
六
頁

（
1
8
）
　
H
三
q
二
℃
．
α
。
。
⑩
”
下
三
一
四
頁

（
1
9
）
　
困
瓢
ユ
ニ
ワ
q
曾
　
下
三
一
六
頁

（
2
0
）
　
β
℃
9
・
房
。
嵩
9
一
⑩
ω
メ
↓
『
Φ
o
Q
け
脱
⊆
。
嘗
冨
。
隔
ω
0
9
巴
》
o
鉱
。
う
く
。
一
匿
ど
↓
冨
閃
お
④
℃
冨
ω
ρ
ワ
駆
ミ
”
厚
東
洋
輔
・
稲
上
毅
・
溝
部
明
男
訳

　
　
　
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
　
『
社
会
的
行
為
の
構
造
』
（
木
鐸
社
）
第
三
巻
一
七
八
頁

（
2
1
）
　
近
代
に
お
け
る
宗
教
と
は
、
人
間
の
人
格
需
房
。
茸
①
ぎ
嫁
星
器
に
対
す
る
崇
拝
を
も
っ
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
「
理
性
の
自
律
9
葺
。
唇
昆
。

　
　
畠
Φ
冨
聴
毘
ω
§
を
第
一
の
教
義
と
し
、
自
由
討
議
毫
話
①
×
p
ヨ
の
p
を
第
一
の
儀
礼
と
し
て
い
る
」
U
μ
藁
筆
β
一
G
。
⑩
。
。
㌦
い
、
言
a
〈
㌶
鶴
巴
δ
ヨ
①
簿

　
　
δ
ω
ぎ
9
一
冨
。
ε
鉱
、
い
”
Q
Q
。
寄
鋤
8
Q
Q
o
9
巴
9
い
、
鋤
a
o
”
幣
¢
．
男
”
や
鵠
。
。
輯
「
個
人
主
義
と
知
識
人
」
小
関
藤
一
郎
編
・
訳
『
デ
ュ
ル
ケ
…

　
　
ム
宗
教
社
会
学
論
集
』
（
行
路
社
）
所
収
四
三
頁
。

（
2
2
）
　
O
罎
剛
島
鉱
β
一
〇
一
N
宰
ω
O
O
”
下
三
七
九
頁

（
2
3
）
　
H
げ
達
こ
や
ω
O
O
”
下
三
八
○
頁

（
2
4
）
　
ぎ
凱
‘
ワ
ω
O
。
。
”
下
三
八
九
頁

（
2
5
）
　
H
瓢
α
二
や
ω
一
ω
”
下
三
九
三
頁

（
2
6
）
　
U
⊆
鱒
冨
冒
讐
一
Φ
㎝
ρ
い
①
鴫
。
づ
α
o
ω
0
9
0
δ
α
q
冨
勺
．
9
間
こ
戸
綬
”
宮
島
喬
・
川
喜
多
喬
訳
『
社
会
学
講
義
』
（
み
す
ず
書
房
）
五
〇
頁

（
2
7
）
　
∪
玉
筆
冨
ぎ
弘
⑩
O
ρ
、
U
珍
雪
ヨ
博
麸
凱
。
コ
a
h
金
け
ヨ
9
鮎
、
殉
ω
。
9
2
0
ぴ
q
δ
歯
質
蓬
8
0
喜
一
ρ
お
b
。
轟
轟
．
Q
．
閃
ニ
ワ
q
ω
…
佐
々
木
交
賢
訳
「
道

　
　
徳
的
事
実
の
決
定
」
『
祉
会
学
と
哲
学
』
所
収
（
恒
星
社
厚
生
閣
）
五
三
頁

（
2
8
）
　
榊
○
閃
ま
β
き
冨
刈
ρ
や
δ
”
五
頁
。
ち
な
み
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
も
と
も
と
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
の
家
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

（
2
9
）
　
∪
ξ
写
④
ぎ
層
一
⑩
一
b
。
”
℃
．
。
。
b
。
⑩
”
上
四
一
四
頁

（
3
0
）
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
と
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
概
念
的
相
違
に
関
し
て
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
は
正
反
対
の
立
場
で
社
会
か
ら
の
離
脱
、
孤
独

　
　
の
意
義
を
論
じ
た
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
客
〉
旨
し
d
Φ
『
身
器
メ
配
り
ω
臼
水
上
英
広
訳
『
孤
独
と
愛
と
社
会
』
（
呪
水
社
）
、
及
び
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社

　
　
会
学
主
義
と
実
存
主
義
の
架
橋
を
模
索
し
た
テ
ィ
リ
ア
キ
ア
ン
　
国
．
》
ゆ
凝
蔓
鉾
鑓
♪
一
8
b
。
サ
ω
0
9
9
0
σ
q
置
ヨ
　
p
コ
鳥
閃
首
ω
手
簿
一
斗
滞
β
》
嘱
興

　
　
田
中
義
久
訳
『
個
人
と
社
会
』
（
み
す
ず
書
房
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
1
）
　
こ
の
意
味
で
『
社
会
分
業
論
』
を
著
し
て
以
降
、
彼
が
ま
っ
た
く
「
機
械
的
連
帯
－
有
機
的
連
帯
」
の
概
念
を
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
興
味

　
　
深
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
の
祉
会
学
思
想
の
な
か
で
、
「
連
帯
か
ら
交
わ
り
へ
」
と
い
う
推
移
を
考
察
の
対
象
と
し
て

　
　
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
こ
の
点
は
示
唆
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。



四
　
結
び
1
二
つ
の
視
角
と
孤
独
の
定
立

　
一
人
の
研
究
者
の
研
究
経
歴
の
一
貫
性
や
連
続
性
・
非
連
続
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
ど
の
程
度
意
味
あ
る
こ
と
な
の
か
は
判
然
と
し
な

い
が
、
宗
教
と
い
う
一
つ
の
社
会
学
的
事
実
に
出
会
い
、
そ
し
て
そ
の
研
究
の
方
法
を
見
出
し
え
た
こ
と
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
共
同
性

に
関
す
る
考
え
方
は
明
ら
か
に
微
妙
な
変
化
を
き
た
し
た
と
、
今
や
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
歴
史
に
お
い
て
タ
ブ
ー
と
も
い

え
る
「
も
し
も
…
…
」
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
も
し
も
彼
が
そ
の
研
究
生
涯
を
も
う
少
し
長
く
続
け
ら
れ
た
な
ら
、
恐
ら
く

は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
は
明
確
な
形
で
研
究
の
島
上
に
の
せ
ら
れ
、
そ
の
姿
を
も
っ
と
明
ら
か
に
呈
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。

　
し
か
し
今
、
冒
頭
の
議
論
に
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
議
論
に
は
幾
ば
く
か
の
陥
穽
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
陥
穽
は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
自
体
の
構
造
の
中
に
潜
ん
で
お
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
も
ラ
シ
ュ
リ
エ
も

そ
こ
に
は
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
今
一
度
集
合
的
沸
騰
の
議
論
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
沸
騰
の
中
で
演
説
を
す
る
人
間
は
「
彼
を
超
越
し
た
、
し
か
も
彼
は
そ
の
解
釈
者
に

過
ぎ
な
い
道
徳
的
威
力
（
O
ξ
ω
ω
雪
8
ヨ
g
巴
①
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
て
お
り
」
、
「
話
す
の
は
も
は
や
単
な
る
個
人
で

は
な
く
、
受
肉
し
人
格
化
し
た
集
団
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
「
表
出
さ
れ
た
感
情
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
い
に
外
界
の
印
象
に
鋭
敏
な
全

員
の
意
識
の
中
で
抵
抗
な
し
に
こ
だ
ま
す
る
」
状
態
が
訪
れ
る
。
こ
の
と
き
参
与
し
た
個
人
に
は
二
つ
の
集
合
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
　
一
方
に
は
実
体
と
し
て
の
所
与
の
集
合
、
形
態
学
的
な
集
合
が
あ
り
、
ま
た
他
方
に
内
面
化
さ
れ
た
形
で
の
共
鳴
板
と
し
て
の
集
合

が
あ
る
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
集
合
的
沸
騰
状
態
に
お
け
る
諸
個
人
の
凝
集
と
、
そ
こ
に
降
臨
し
た
社
会
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

の
と
き
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
「
群
衆
と
の
交
霊
（
O
O
ヨ
ヨ
ロ
づ
一
〇
コ
　
①
〈
Φ
O
　
楠
O
賃
一
〇
）
」
と
呼
ん
だ
状
態
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
個

人
の
意
識
の
中
に
実
在
し
な
が
ら
も
意
識
の
意
識
（
O
O
昌
ω
O
一
〇
口
O
O
　
α
①
0
0
　
6
0
5
ロ
o
O
凶
O
ゆ
O
①
ω
）
と
し
て
定
立
し
た
外
的
な
道
徳
的
存
在
と
の
コ
ミ

　
　
　
　
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
哲
学
｝
耕
究
　

鮪
弟
五
百
五
十
・
九
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

ユ
ニ
オ
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
に
対
す
る
視
角
は
儀
礼
の
記
述
、
特
に
供
犠
論
や
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
論
じ
た

箇
所
に
も
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
の
儀
礼
の
最
後
の
背
面
で
は
、
首
長
で
あ
る
ア
ラ
ト
ゥ
ン
ジ
ャ
や
氏
族
の
老
人
た
ち

が
殺
さ
れ
た
ト
ー
テ
ム
動
物
を
食
す
る
こ
と
を
み
た
が
、
こ
こ
で
は
「
聖
な
る
原
理
と
交
わ
り
（
8
ヨ
ヨ
§
冨
嬬
奨
①
o
冨
胃
ぎ
。
一
℃
Φ
。
・
p
。
み
）
、

こ
れ
と
岡
化
す
る
」
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
供
犠
で
は
奉
献
の
行
為
と
並
ん
で
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
行
為
が
な
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
「
信
徒
が
主
食
を
呑
み
込
ん
で
自
ら
の
神
と
交
わ
る
（
8
ヨ
ヨ
§
面
長
①
。
。
。
言
簿
¢
と
こ
と
を
主
旨
と
す
る
。
そ
し
て

模
擬
的
儀
礼
に
お
い
て
は
、
ト
ー
テ
ム
共
同
体
の
成
員
は
自
ら
の
ト
ー
テ
ム
に
類
同
し
よ
う
と
努
め
る
が
、
こ
れ
も
、
よ
り
進
化
し
た
諸

宗
教
の
信
徒
が
神
に
類
似
す
る
こ
と
を
求
め
る
行
為
と
同
様
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
聖
な
る
存
在
、
い
い
か
え
れ
ば
聖

な
る
存
在
が
象
徴
化
す
る
集
合
的
理
想
と
交
わ
る
（
8
ヨ
ヨ
§
醇
奨
9
一
．
①
馨
ω
碧
『
少
。
．
Φ
ω
7
甲
α
一
お
巽
9
一
、
凱
①
巴
8
ぎ
。
無
ρ
器
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

山
巽
三
碧
超
ヨ
び
O
濠
⑦
）
手
段
」
と
さ
れ
る
。

　
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
概
念
が
は
ら
む
一
方
の
こ
の
視
角
、
す
な
わ
ち
聖
的
存
在
を
外
在
化
し
た
形
で
の
交
わ
り
く
8
ヨ
讐
§
圃
。
⇒
p
・
〈
。
。
…
〉

の
視
角
を
、
い
ま
仮
に
「
交
霊
」
の
視
角
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
こ
の
視
角
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

先
に
引
用
し
た
諸
点
の
中
に
概
観
す
れ
ば
、
供
儀
の
目
的
と
は
、
圃
有
の
神
と
の
供
儀
的
な
交
お
り
（
ω
碧
「
臨
。
戴
8
ヨ
ヨ
§
δ
路
≦
罫
子
の

oq

普
j
の
行
為
の
材
料
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
ゼ
バ
ハ
に
お
い
て
礼
拝
者
は
動
物
犠
牲
を
食
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
肉
と
血
に
あ
っ
か
る
と
き
「
神
的
生
命
と
の
真
正
の
交
わ
り
（
〈
¢
円
陣
9
σ
一
Φ
　
O
O
ヨ
5
P
姐
鵠
囲
O
欝
　
≦
帥
仲
掴
　
梓
ず
①
　
畠
田
く
一
箪
①
　
一
一
略
⑦
）
」
を
得
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
〈
O
O
ヨ
已
下
詩
一
Q
誘
　
P
J
く
①
O
．
：
〉
や
く
8
§
ヨ
儒
乱
§
惹
3
…
〉
と
い
う
交
霊
の
視
角
は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
中
枢
を
形
成
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
中
継
で
は
あ
る
が
一
部
の
視
角
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
も
う
一
つ
別
の
視
角
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。

集
合
的
沸
騰
に
参
与
す
る
諸
個
人
の
場
合
を
も
う
一
度
考
え
て
み
よ
う
。
彼
ら
は
確
か
に
翫
与
の
形
態
学
的
集
合
と
は
劉
の
、
一
種
独
特

の
（
ω
信
榊
　
σ
q
O
コ
Φ
『
掃
ω
）
内
面
化
さ
れ
た
集
合
、
肥
人
意
識
の
共
鳴
板
と
し
て
機
能
す
る
集
合
、
い
い
か
え
れ
ば
降
臨
し
た
社
会
へ
参
与
し
、
そ



れ
と
の
交
わ
り
を
持
つ
。
た
だ
、
彼
ら
は
分
離
さ
れ
孤
独
な
ま
ま
に
こ
の
交
わ
り
を
果
た
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
歴
然
と
し
た
も

う
一
つ
の
交
わ
り
、
す
な
わ
ち
神
と
人
と
の
交
わ
り
と
は
別
の
、
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
視
角
が
実
在
す
る
。
こ
の
視
角
は
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
に
も
ス
ミ
ス
に
も
頻
繁
に
現
れ
、
彼
ら
の
理
論
体
系
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

　
例
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
儀
礼
論
に
お
い
て
強
調
し
て
止
ま
な
か
っ
た
意
識
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
や
道
徳
的
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ナ
ソ
な
ど

は
こ
の
視
角
に
展
開
す
る
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
自
我
は
本
来
的
に
閉
じ
合
っ
て
い
る
と
い
う
理
論
的

前
提
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
前
提
の
上
で
は
、
諸
個
人
は
同
じ
観
念
と
感
情
、
同
じ
恩
考
と
雷
乾
の
下
に
交
わ
り
、

一
つ
の
合
成
力
を
構
成
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
従
っ
て
彼
に
と
っ
て
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
と
は
、
集
合
的
沸
騰
の
中
に
抽
出
さ
れ
る

共
同
性
の
、
桂
会
統
合
の
必
須
要
件
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
結
晶
化
し
た
理
想
的
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
本
来
欲
求
と
し
て
内
在
化
さ

れ
て
い
た
も
の
が
集
合
規
範
的
に
表
現
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
『
社
会
学
講
義
』
に
み
ら
れ
た
人
と
人
、
精

神
と
精
神
、
意
志
と
意
志
、
感
情
と
感
情
と
の
対
等
な
関
係
を
前
提
と
す
る
コ
ン
ミ
ュ
歯
型
ン
が
達
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ

ン
の
有
す
る
も
う
一
つ
の
こ
の
視
角
を
い
ま
「
一
体
化
」
の
視
角
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
こ
の
「
一
体
化
」
の
視
角
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
よ
り
も
ス
ミ
ス
に
お
い
て
よ
り
重
き
を
な
し
て
い
る
。
事
実
、
『
セ
ム
族
の
宗
教
』
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
コ
ン
ミ
ュ
巨
峯
ン
は
、
「
交
霊
」
の
視
角
よ
り
も
「
一
体
化
」
の
視
角
に
頻
出
す
る
。
と
い
う
の
は
、
第
二
節
で
論
じ

ら
れ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
供
儀
は
決
し
て
神
へ
の
一
方
的
な
支
払
や
贈
与
で
は
な
く
、
そ
の
意
義
は
神
の
食
卓
に
お
け
る
コ

ン
ミ
ュ
山
蔓
ン
の
行
為
に
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
に
は
「
究
極
的
に
唯
一
神
聖
な
も
の
は
共
通
の
部
族
的
生
命
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
る
い
は
生
命
と
同
一
視
さ
れ
る
共
通
の
血
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
親
縁
関
係
に
お
い
て
「
血
の
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

教
の
交
わ
り
（
8
ヨ
旨
§
8
つ
。
剛
げ
圃
。
鼠
H
o
嵩
σ
q
δ
鵠
）
」
が
最
重
要
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
は
部
族
や
氏
族
等
の
親
縁

関
係
の
中
に
、
儀
礼
に
お
い
て
諸
々
の
意
義
を
果
た
す
血
を
基
盤
に
し
た
生
命
性
（
一
躍
O
）
に
議
論
の
主
眼
を
置
き
、
そ
の
生
命
こ
そ
に

聖
な
る
地
位
を
与
え
て
い
る
。
従
っ
て
ス
ミ
ス
の
場
合
に
は
、
あ
る
種
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
関
係
を
前
提
と
し
た
「
交
霊
」
の
視
角
以
上

　
　
　
　
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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に
、
儀
礼
、
特
に
供
儀
に
お
い
て
為
さ
れ
る
共
食
・
聖
餐
の
場
に
達
成
さ
れ
る
「
一
体
化
」
過
程
と
し
て
の
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
が
重
視
さ

れ
る
。

　
た
だ
、
「
一
体
化
」
の
視
角
と
は
い
っ
て
も
、
ス
、
・
・
ス
の
場
合
に
は
人
間
の
み
に
よ
る
一
体
化
が
射
程
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
彼
に
と
っ
て
コ
ン
ミ
ュ
当
馬
ン
と
は
「
神
と
人
と
の
間
の
交
わ
り
（
8
ヨ
ヨ
巷
日
露
び
①
葺
①
窪
α
q
o
飢
彗
α
ヨ
雪
）
」
で
あ
り
、
ま
た

「
神
と
そ
の
礼
拝
老
た
ち
と
の
間
の
交
わ
り
（
8
ヨ
ヨ
環
三
曾
ぴ
。
暑
。
田
富
①
磯
鼠
鋤
民
翫
ω
ミ
。
冷
気
薯
魯
の
）
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら

れ
る
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
は
「
交
霊
」
の
視
角
か
ら
は
や
や
隔
た
り
を
み
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
が
意
義
を
認
め
る
と
こ
ろ
の
コ
ソ

ミ
ュ
ニ
オ
ソ
と
は
、
極
め
て
多
く
の
場
合
、
〈
～
と
の
交
わ
り
8
ヨ
岩
蟹
蕊
。
⇒
≦
ぎ
…
…
〉
で
は
な
く
、
〈
～
と
～
の
間
に
お
け
る
交
わ
り

8
筆
削
§
ご
昌
ぴ
①
箸
8
ゆ
…
…
鍔
F
・
：
：
〉
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
神
と
は
人
間
か
ら
の
贈
与
・

購
罪
の
対
象
で
は
な
く
、
．
《
圃
じ
座
に
お
い
て
》
交
わ
る
存
在
で
あ
り
、
際
立
っ
て
特
別
の
地
位
が
付
与
さ
れ
て
い
る
存
在
で
は
な
く
、

人
と
《
共
に
》
喜
怒
哀
楽
す
る
歓
喜
的
な
性
格
に
満
ち
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
「
神
と
そ
の
礼
拝
老
た
ち

と
を
同
一
族
に
属
す
る
も
の
と
す
る
親
縁
観
念
に
基
づ
く
宗
教
に
お
い
て
は
、
神
聖
の
原
理
と
親
縁
の
原
理
と
は
事
実
上
同
一
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

親
族
講
成
員
の
生
命
の
神
聖
性
と
神
の
神
盤
性
と
は
別
飼
の
も
の
で
は
な
く
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
に
先
立
つ
こ
と
十
三
年
、
同
様
に
供
犠
に
関
す
る
興
味
深
い
論
考
を
著
し
た
モ
ー
ス
と

ユ
ベ
：
ル
に
お
い
て
も
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
供
犠
上
の
聖
餐
と
は
「
信
奉
煮
た
ち
が
ト
ー
テ
ム
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
ト
ー
テ
ム
を
同

化
す
る
と
と
も
に
相
互
に
ト
ー
テ
ム
と
一
体
化
し
（
”
6
0
ω
一
旦
一
一
Φ
『
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
互
閾
あ
る
い
は
ト
ー
テ
ム
と
の
間
に
盟
約
を
結
ぶ
た

　
　
（
6
）

め
の
食
事
』
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
彼
ら
も
コ
ソ
ミ
ユ
ニ
ナ
ン
が
は
ら
む
二
つ
の
視
角
に
気
づ
い
て
い
た
。
例
え
ば
、

ス
ミ
ス
の
場
合
に
は
右
に
あ
げ
た
神
聖
の
原
理
と
親
縁
の
原
理
と
の
同
一
性
と
同
様
、
「
俗
的
道
徳
と
宗
教
的
道
徳
と
は
一
つ
に
し
て
同

じ
度
合
い
を
も
っ
て
お
り
、
人
々
の
尊
敬
を
獲
得
す
る
に
十
分
な
行
動
は
、
同
時
に
ま
た
人
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
全
く
安
心
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
に
十
分
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
同
体
の
成
員
の
意
識
や
行
動
を
場
と
し
た
交
霊
の
視



角
に
よ
る
道
徳
性
と
一
体
化
の
視
角
に
よ
る
道
徳
性
と
の
同
一
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
同
じ
地
平
で
の
二
つ
の
視
角
の

同
一
性
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
一
種
の
命
法
に
服
し
、
義
務
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
感
情
を
も
ち
、
神
聖
な
存

在
に
対
し
て
恐
怖
だ
け
で
な
く
尊
敬
す
ら
抱
い
て
い
る
ト
ー
テ
ム
氏
族
の
成
員
に
対
し
、
彼
ら
は
「
同
じ
ト
ー
テ
ム
原
理
の
中
で
交
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
い
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
に
結
ば
れ
て
い
る
」
と
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
よ
り
一
般
化
し
て
い

え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
り
人
格
の
観
念
は
個
別
化
す
る
因
子
と
非
人
格
的
な
因
子
の
二
種
の
因
子
の
産
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

後
者
、
す
な
わ
ち
非
人
格
的
因
子
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
集
合
体
に
霊
魂
と
し
て
宿
る
原
理
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
、
そ
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
交
わ
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
い
い
か
え
れ
ば
、
本
来
的
に
閉
じ
合
っ
て
い
る
個
人
意
識
が
溶
解
し
て

一
個
の
合
成
力
を
な
す
と
き
、
交
霊
の
対
象
と
し
て
聖
な
る
集
合
原
理
が
起
ち
顕
わ
れ
、
固
有
の
場
と
し
て
の
く
聖
〉
の
中
で
一
体
化
が

可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ロ
バ
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
も
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
も
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
が
有
す
る
こ
重
の
視
角
を
明
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

確
か
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
は
十
分
に
理
論
的
に
独
立
し
た
形
で
二
つ
の
視
角
が
論
じ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ナ
ン
と
い

う
概
念
自
体
が
二
つ
の
視
角
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
有
効
に
呈
示
さ
れ
得
ず
、
こ
の
こ
と
が
冒
頭
に
み
た
一
九
一
三
年
の
議
論
に
微
妙

な
齪
酷
を
き
た
す
原
因
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
た
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
い
ま
一
度
、
神
と
社
会
に
関
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
テ
ー
ゼ
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
宗
教
に
お
け
る
社
会
的
要

素
、
す
な
わ
ち
ト
；
テ
ム
が
一
方
で
神
の
、
も
う
一
方
で
社
会
の
象
徴
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
と
は
ひ
と
え
に
社
会
で
あ
り
、
礼
拝
者
が
礼

拝
す
る
対
象
と
は
ま
さ
し
く
自
身
の
社
会
・
共
同
体
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
命
題
の
源
は
ス
ミ
ス
に
由
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
が
「
神
聖
な
機
能
は
全
共
同
社
会
の
行
為
で
あ
る
」
で
あ
る
と
語
り
、
ま
た
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
〈
神

と
人
〉
・
〈
人
と
人
〉
と
の
等
価
的
な
二
重
の
関
係
を
見
出
し
た
の
を
受
け
て
、
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
は
こ
の
論
点
を
究
極
ま
で
押
し
進
め
た
。

　
し
か
し
神
と
社
会
と
の
理
論
的
な
独
立
性
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
　
つ
の
次
元
の
問
題
は
融
合
し
て

　
　
　
　
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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〇

お
り
、
殊
更
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
の
供
議
論
の
場
合
、
神
は
人
と
《
同
じ
座
に
》
、
際
立
っ
て
特
別

の
資
格
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
渾
然
一
体
と
コ
ン
ミ
ュ
一
一
オ
ン
を
形
成
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
神
も
人
と
同
様
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
々

の
宗
教
的
行
為
や
現
象
を
説
明
す
る
変
数
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
自
体
は
説
明
さ
れ
る
べ
き
変
数
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
礼

拝
は
俗
的
主
体
を
聖
な
る
存
在
と
交
わ
ら
せ
る
こ
と
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
聖
な
る
存
在
を
生
か
し
、
そ
の
力
を
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

復
さ
せ
、
ま
た
不
断
に
更
新
さ
せ
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
」
、
ま
た
「
ト
ー
テ
ム
琉
族
の
成
員
は
彼
ら
が
あ
た
か
も
ト
ー
テ
ム
と

し
て
信
奉
す
る
動
物
の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
同
じ
道
徳
的
共
同
体
の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
合
い
、
彼
ら
を
結

合
す
る
親
縁
関
係
の
意
識
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
儀
礼
は
こ
の
親
縁
関
係
を
表
明
す
る
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
儀
礼
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

れ
を
作
り
、
ま
た
は
作
り
直
す
の
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
ス
ミ
ス
の
供
議
論
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
神
は
人
間
の
力
に
よ
っ
て
帰
無
・
更
新
・
再
生
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
社
会
も
ま
た
同
じ

く
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
。

　
従
っ
て
、
ス
ミ
ス
と
比
較
し
た
場
合
、
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
に
お
い
て
は
、
神
、
並
び
に
そ
の
他
言
的
存
在
は
、
人
間
や
社
会
と
同
様
、
被

説
明
項
と
し
て
佃
人
の
意
識
の
中
に
定
立
す
る
実
在
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
神
と
社
会
と
い
う
二
つ
の
次
元
は
緊
密
な
関
数
関
係
を
保

ち
な
が
ら
も
理
論
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
同
じ
資
格
の
中
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
呈

示
さ
れ
た
神
と
社
会
と
の
問
題
を
、
ま
た
コ
ン
ミ
ェ
ニ
ナ
ン
の
問
題
を
一
旦
各
々
を
独
立
的
に
論
じ
る
こ
と
で
、
再
び
そ
の
連
関
性
を
呈

示
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
に
も
社
会
に
も
実
在
の
根
拠
を
追
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
命

題
を
世
に
問
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
宗
教
的
思
想
家
か
ら
は
、
神
と
祉
会
と
の
関
係
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
兇
郷
、
つ
ま
り

社
会
の
実
在
性
の
根
拠
を
神
に
求
め
る
考
え
方
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
彼
の
見
解

の
本
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
あ
く
ま
で
両
次
元
双
方
の
実
在
性
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
方

に
よ
る
他
方
の
基
礎
づ
け
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
こ
の
連
関
性
の
中
に
見
出
さ
れ
た
も
の
が
象
徴
概
念
で



あ
り
、
ト
ー
テ
ム
が
一
方
で
氏
族
の
神
を
、
ま
た
一
方
で
氏
族
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
な
ら
ば
、
氏
族
と
い
う
一
個
の
社
会
と
彼
ら
の
神

と
は
同
じ
も
の
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ト
ー
テ
ム
が
同
じ
も
の
を
象
徴
す
る
こ
と
で
宗
教
と
社
会
と
を
同
一
の
地
平
に
実
在
す
る
も
の
と
み
な
す
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
命

題
で
あ
る
が
、
第
三
の
要
因
に
よ
る
象
徴
的
連
関
性
を
論
拠
に
二
つ
の
次
元
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
の
は
論
理
と
し
て
は
塾
主
で

　
　
（
1
3
）

あ
ろ
う
。
習
頭
に
引
用
し
た
ラ
シ
ュ
リ
エ
と
の
議
論
で
も
、
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
に
対
し
ラ
シ
ュ
リ
エ
が
激
し
い
ば
か
り
の
論
難
を
し
て
い
た

の
も
、
単
に
彼
が
社
会
を
俗
な
る
自
然
と
み
な
し
社
会
か
ら
の
離
脱
に
宗
教
性
の
意
義
を
考
え
て
い
た
以
上
に
、
デ
ュ
ル
ヶ
i
ム
自
身
の

宗
教
と
社
会
を
め
ぐ
る
テ
ー
ゼ
の
論
理
的
脆
弱
性
が
理
由
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
宗
教
と
社
会
と
を
結
ぶ
別
の
側
面
に

よ
る
同
一
性
が
合
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
る
が
、
そ
こ
に
は
両
者
が
激
し
い
議
論
の
中
で
唯
一
一
致
を
み
た
コ
ン
ミ
ご
一
オ
ソ

の
存
在
、
ま
た
こ
の
概
念
が
含
意
す
る
二
つ
の
視
角
が
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
ト
ー
テ
ム
が
昏
怠
の
神
を
象
微
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
氏
族
の
成
員
に
よ
る
礼
拝
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
ト
ー

テ
ム
が
社
会
を
象
徴
す
る
と
い
う
と
き
に
は
、
ト
ー
テ
ム
を
媒
介
に
し
た
親
縁
関
係
の
設
定
が
あ
る
。
従
っ
て
氏
族
の
成
員
霞
ト
ー
テ
ム

神
の
礼
拝
老
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ト
ー
テ
ム
を
媒
介
に
し
た
、
一
方
に
は
氏
族
神
と
の
交
わ
り
、
他
方
に
は
疵
族
の
成
員
相
互
の
交
わ
り

が
存
在
す
る
。
従
っ
て
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
も
つ
二
つ
の
視
角
は
各
々
宗
教
と
社
会
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

交
霊
の
視
角
は
宗
教
性
に
、
一
体
化
の
視
角
は
社
会
性
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
こ
に
象
徴
と
い
う
変
数
に
加
え
て
、
新
た
に
コ

ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
と
い
う
第
三
の
説
明
変
数
を
付
加
し
、
ま
た
こ
の
変
数
自
体
が
基
盤
と
し
て
危
い
点
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
り
、
コ
ン
ミ
ュ
指
定
ソ
は
儀
礼
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
共
同
性
の
理
想
状
態
で
は
あ
る
が
、

単
な
る
幻
、
永
遠
に
果
て
し
な
く
求
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
究
極
の
状
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
儀
礼
の
中
に
、
集
合

的
沸
騰
の
中
に
、
人
間
の
意
識
の
中
に
定
立
す
る
一
個
の
実
在
的
な
過
程
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
方
に
お
い
て
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
は
礼
拝
者

が
外
在
化
さ
れ
た
聖
算
・
道
徳
的
存
在
と
交
霊
す
る
交
わ
り
の
過
程
と
し
て
現
出
し
、
他
方
共
同
体
の
成
員
が
内
在
化
さ
れ
た
こ
う
し
た

　
　
　
　
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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存
在
を
一
個
の
場
と
し
て
一
体
化
す
る
交
わ
り
の
過
程
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
と
社
会
と
の
間
に
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
定
立
さ
せ

て
、
独
立
し
た
説
明
変
数
と
す
・
る
こ
と
に
は
あ
な
が
ち
無
理
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
結
論
的
に
語
り
得
る
こ
と
は
、
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
は
神
と
社
会
の
丙
次
元
を
独
立
し
て
論
じ
た
が
故
に
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
概
念
に
様
々
な
艦
齢
を
き
た
し
、
そ
の
結
果
嚇
み

合
わ
な
い
議
論
に
陥
り
、
自
ら
も
ま
た
微
妙
な
揺
れ
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
以
上
の
諸
点
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
二
つ
の
視
角
、
及
び
宗
教
と
社
会
に
関
す
る
命
題
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

冒
頭
の
う
シ
ュ
リ
エ
や
ド
ラ
ク
ロ
ア
と
の
議
論
に
お
け
る
す
れ
ち
が
い
や
寒
雲
も
理
解
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
シ
ュ
リ
ェ
と
の
議

論
に
関
し
て
い
え
ば
、
二
人
の
間
で
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
対
す
る
眼
差
し
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交

霊
の
視
角
を
前
提
に
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
考
え
、
そ
の
結
果
孤
独
な
る
宗
教
的
営
為
を
重
視
し
て
い
た
ラ
シ
ュ
リ
エ
に
対
し
、
デ
ェ
ル
ケ

ー
ム
は
こ
の
と
き
人
間
梢
互
の
融
合
態
と
し
て
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
を
強
調
し
、
大
き
く
一
体
化
の
視
点
に
傾
い
て
い
た
。
従
っ
て
両
者

の
間
に
は
宗
教
観
・
社
会
観
に
お
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
、
特
に
奉
じ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
神
は
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
場
合
交
霊
と

い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
観
点
か
ら
の
み
認
め
ら
れ
る
高
級
神
に
限
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
場
合
は
対
等
に
一
体
化
す
べ

き
も
の
と
し
て
の
神
と
い
う
観
点
か
ら
、
巷
間
の
神
々
を
も
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
換
漏
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
に
極
め
て
近
寄
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
を
み
て
み
よ
う
。
「
（
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
は
）
宗
教
を
優
れ
た
現
実
と
し
て
み
て
お
り
、
人
間
の
交
わ
り
に
基
礎
づ
け
て
い
る
」
と
語
っ
た
コ
メ
ン
ト
に
対
し
、
彼
の
応
答
で
は
、

「
人
間
の
交
わ
り
は
優
れ
た
現
実
な
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
現
実
で
あ
り
、
…
…
し
か
も
道
徳
的
現
実
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
た
。
こ
の

と
き
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
交
霊
の
側
薦
に
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
ウ
ェ
イ
ト
が
傾
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
を
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
も
つ
一
体

化
の
視
角
か
ら
の
み
論
じ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
た
（
と
思
っ
て
い
た
）
た
め
に
、
彼
は
も
う
一
つ
の
視
角
の
方
を
特
段
に
強
調
す
る
必
要

性
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
勢
い
で
一
体
化
の
視
角
を
疑
下
し
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に
は
多
分
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
勇
足
も
あ
っ
た
と
は
い
え
る
が
、
そ
の
意
義
を
評
定
し
て
い
た
と
は
い
え
、
ま
だ
十
分
に
思
想
の
中
に
結
実
し
て
は
い
な
か
っ
た
コ
ソ



ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
多
義
性
に
彼
自
身
が
足
を
掬
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
儀
礼
へ
の
着
眼
に
見
出
さ
れ
、
供
儀
に
お
け
る
共
食
の
中
に
そ
の
中
心
的
意
義
を
展
開
し
て
い
た
コ

ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
っ
て
宗
教
学
か
ら
社
会
学
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
こ
の
概
念
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
社
会
理
論
の
中
に
、
集
合
的
沸
騰
と
結
び
付
く
こ
と
で
、
共
同
性
の
中
枢
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
精
神
の
、
ひ
い
て
は
知
的
・
実

践
的
な
あ
ら
ゆ
る
社
会
生
活
、
す
な
わ
ち
非
人
格
的
精
神
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
の
段
階
に
お
い
て
は
萌
芽

的
で
あ
っ
た
、
交
霊
と
一
体
化
と
い
う
二
つ
の
視
角
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
よ
り
そ
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
構
造
は
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
に
お
い
て
さ
え
も
ま
だ
不
明
瞭
な
部
分
を
残
し
、
こ
の
こ
と
が
多
く
の
宗
教
家
や
宗
教
学
者
と
の
論
争

を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た
。

　
た
だ
、
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
一
点
付
記
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
ア
イ
㍑
二
：
、
す
な
わ
ち
コ
ン
ミ
ュ

ニ
オ
ソ
が
あ
る
一
側
面
と
し
て
も
つ
共
同
性
に
対
す
る
負
機
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
確
か
に
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
も
つ
二
重
の

視
角
は
そ
れ
が
よ
り
良
く
調
和
し
て
い
る
と
き
に
は
共
同
性
の
理
想
的
状
態
を
呈
示
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
ひ
と
た
び
ど
ち
ら
か
の
視
角
に

重
心
が
移
動
し
す
ぎ
る
と
、
そ
の
共
同
性
に
対
す
る
正
機
能
性
が
負
機
能
性
へ
と
転
化
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る
。

　
ス
ミ
ス
は
古
代
セ
ム
族
の
供
犠
に
お
い
て
聖
餐
か
ら
取
り
結
ば
れ
る
契
約
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
セ
ム
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
成
員
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
絶
対
的
で
不
可
侵
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
絶
対
的
で
不
可
侵
な
た
だ
ひ
と
つ
の
親
交
が
あ
る
だ
け
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

す
べ
て
の
他
者
は
「
彼
の
生
命
を
神
聖
な
も
の
と
な
す
者
と
、
神
聖
な
も
の
と
な
さ
ぬ
者
」
の
二
つ
の
区
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

区
分
は
親
族
に
も
及
び
、
「
親
縁
は
純
粋
に
生
得
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
獲
得
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
の
観
念
を
得
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
う
し
た
象
徴
的
か
つ
擬
制
的
な
共
同
性
は
生
得
的
な
共
同
性
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
成
さ
れ
、
一
面
で
生
得
的
共
同
性
を
強
化
し
な

が
ら
も
、
逆
に
、
最
終
的
に
生
得
里
国
同
性
に
早
し
て
負
機
能
的
な
帰
結
も
生
じ
う
る
こ
と
は
ス
ミ
ス
も
指
摘
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

　
　
　
　
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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盟
約
（
O
O
く
O
瓢
9
⇔
片
）
の
観
念
は
、
そ
れ
が
礼
拝
者
相
互
の
も
の
で
あ
れ
、
礼
拝
老
と
神
と
の
間
の
も
の
で
あ
れ
、
「
人
為
的
兄
弟
関
係

（
僧
『
ぼ
圃
串
O
卿
9
一
　
σ
『
O
偉
7
0
吋
7
0
0
α
）
を
意
味
し
、
盟
約
が
そ
の
模
倣
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
的
兄
弟
関
係
が
も
は
や
存
立
す
る
余
地
を
も
た
な
く
な

（
1
7
）

る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
三
綱
的
な
親
縁
関
係
と
生
得
的
な
親
縁
関
係
が
相
互
に
齪
酷
な
く
重
な
り
合
い
強
化
し
合
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ

オ
ソ
は
共
同
性
に
対
し
て
は
正
機
能
的
に
働
く
。
し
か
し
象
徴
的
次
元
は
実
在
の
次
元
に
対
し
、
し
ば
し
ば
機
能
的
に
自
律
し
、
二
つ
の

次
元
の
齪
賠
は
次
第
に
大
き
く
な
る
。
こ
の
と
き
コ
ソ
ミ
ェ
ニ
オ
ン
は
そ
の
基
盤
で
あ
っ
た
本
来
の
共
同
性
そ
の
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と

を
停
止
す
る
ば
か
り
か
、
基
盤
た
る
部
分
を
否
定
す
る
方
向
で
動
き
出
す
。
確
か
に
一
体
化
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
は

一
種
の
疎
外
態
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
元
来
は
既
存
の
共
同
性
に
そ
の
内
実
を
負
い
共
同
性
そ
の
も
の
を
強
化
し
て
い
た
コ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ミ
ェ
ニ
オ
ン
が
一
体
化
の
帰
結
と
し
て
共
立
性
自
体
を
破
壊
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
可
能
性
は
大
き
い
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
自
体
が
内
包
す
る
危
険
性
は
交
霊
の
側
面
か
ら
も
引
き
出
せ
る
帰
結
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

通
常
の
共
同
性
に
お
け
る
聖
化
と
並
ん
で
、
「
過
剰
磁
化
」
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
危
険
性
に
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ

ン
は
通
常
神
聖
に
す
る
こ
と
を
機
能
と
す
る
宗
教
的
作
業
で
あ
る
が
、
と
き
と
し
て
漬
聖
と
同
じ
効
果
を
生
む
。
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
参

与
し
た
諸
韓
人
は
、
若
干
の
場
合
、
ペ
ス
ト
患
者
を
圓
避
す
る
よ
う
に
互
い
に
回
避
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
を
結
合
し
た
聖

な
る
絆
帯
は
、
同
時
に
彼
ら
を
分
離
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
事
例
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
多
数
あ
る
。
最
も

典
型
的
な
も
の
の
一
つ
は
ナ
ー
リ
馬
脳
リ
族
及
び
付
近
の
諸
部
族
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
子
供
が
こ
の
世
に
出
て
く
る
と
、
両
親
は

子
供
の
霊
魂
の
何
物
か
を
蓄
え
て
い
る
と
さ
れ
る
胞
衣
を
大
切
に
保
存
す
る
。
こ
う
し
て
保
存
さ
れ
た
胞
衣
を
交
換
す
る
二
個
人
は
、
こ

の
交
換
の
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
と
も
に
ロ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
霊
魂
を
交
換
し
た
の
も
同
じ
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
隅
時
に
、
彼
ら
は
互
い
に
触
れ
、
語
り
、
ま
た
見
る
こ
と
さ
え
禁
忌
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
互
い
に
恐
怖
の
鮒
象
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

か
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
行
な
わ
れ
る
。
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
交
霊
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
帰
結
と
し
て
の
孤
独
が
現
出
し
て
い
る
。



　
し
か
し
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
こ
う
し
た
孤
独
は
、
た
と
え
そ
れ
が
過
剰
聖
化
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、
通
常
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
の
孤
独
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
場
合
、
聖
と
俗
と
は
絶
対
的
な
異
質
性
に
よ
っ

て
分
離
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
は
通
常
の
手
続
き
で
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
世
界
の
記
述
を
追
う
か
ぎ

り
、
俗
な
る
期
間
は
不
当
と
も
お
も
え
る
ほ
ど
、
分
離
・
分
散
し
た
混
迷
の
世
界
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は

「
経
済
的
活
動
が
主
で
あ
り
、
一
般
に
そ
の
強
度
は
極
め
て
凡
庸
で
あ
る
。
…
…
そ
の
と
き
に
は
社
会
の
散
在
状
態
が
生
活
を
完
全
に
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

化
の
な
い
沈
滞
し
た
生
気
の
乏
し
い
も
の
」
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
前
節
に
お
い
て
引
用
し
た
よ
う
に
、
一
旦
聖
な
る
期
間
に
入
る
と

状
況
は
一
変
す
る
。
そ
こ
は
集
合
的
沸
騰
と
コ
ロ
ボ
リ
ー
の
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
俗
な

る
期
間
、
人
問
は
無
気
力
か
つ
打
算
的
な
生
活
を
送
り
、
相
互
の
関
係
や
結
び
つ
き
が
極
め
て
弱
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
俗
な
る
世
界
の
「
孤
立
」
と
聖
な
る
世
界
の
「
孤
独
」
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
前
節
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
よ
う
に
、
供
儀
か
ら
儀
礼
全
般
へ
、
儀
礼
か
ら
一
般
化
さ
れ
た
集
合
的
沸
騰
へ
と
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ソ
の
議

論
を
展
開
す
る
過
程
で
、
換
言
す
れ
ば
共
同
性
の
中
心
に
あ
る
結
晶
を
析
出
す
る
過
程
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
共
同
性
に
纏
わ
る
諸
々
の

与
件
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
払
拭
し
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
で
そ
の
結
晶
体
と
さ
れ
た
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ォ
ン
は
内
在
す
る
二
つ
の
視
角

を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
外
的
包
衣
た
る
共
同
性
の
外
在
的
所
与
は
、
も
は
や
儀
礼
の
段
階
に
お
い
て
さ
え
確
認
・
最
確
認
さ
れ
る
だ
け

の
枠
組
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ま
交
霊
と
一
体
化
と
い
う
、
こ
う
し
た
コ
ン
ミ
ェ
ニ
ォ
ン
の
も
つ
二
つ
の
視
角
が
摘
出

さ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
明
し
う
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
ミ
ェ
ニ
オ
ン
に
移
行
す
る
こ
と
で
人
間
は
聖
な
る
資

格
の
下
で
、
一
定
の
交
霊
の
対
象
を
見
出
し
え
た
「
飼
人
」
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
一
方
、
同
時
に
共
同
性
の
中
へ
と
組

み
込
ま
れ
る
、
否
、
融
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
そ
し
て
こ
の
点
を
別
の
角
度
か
ら
述
べ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
共
同
性
が
そ
の
属

性
た
る
種
々
の
関
係
的
与
件
を
払
拭
す
る
と
き
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
は
孤
独
を
も
そ
こ
に
定
立
さ
せ
る
場
所
を
認
め
る
も
の
と
な
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
と
き
孤
独
は
、
俗
な
る
期
間
の
無
目
的
な
孤
立
と
異
な
り
、
ま
さ
に
「
聖
化
さ
れ
た
孤
独
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
意
義
と
展
開
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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い
ま
や
わ
れ
わ
れ
に
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
様
々
な
既
存
の
親
縁
関
係
の
所
与
を
引
き
ず
ら
な
い
、
道
徳
的
事
実
性
の
み
に
よ
る
交
わ

り
の
意
義
を
、
孤
独
の
観
点
も
視
野
に
い
れ
て
も
っ
と
積
極
的
に
展
開
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
彼
自
身
コ
ソ

ミ
ュ
照
臨
ン
の
重
要
な
意
義
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
明
瞭
な
形
で
指
し
示
す
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
幾
多
の
議
論
に
混
乱
を

招
き
、
無
用
の
誤
解
を
生
じ
、
二
つ
の
視
角
が
も
た
ら
す
陥
穽
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
、
共
同
性
の
前
提
的
与
件

を
完
全
に
否
定
し
、
血
縁
も
地
縁
も
延
期
も
認
め
な
い
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
集
合
的
沸
騰
の
な
か
で
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
こ
れ
ら
を
す
べ

て
解
消
・
帰
無
す
る
こ
と
は
共
同
性
の
結
晶
化
の
帰
結
と
し
て
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
到
る
こ
と
を
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
自
身
ど
こ
か
で
考
え
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
確
か
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
三
会
を
俗
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
そ
こ
か
ら
の
離
脱
に
宗
教
的
営

為
を
見
受
す
者
に
は
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
等
特
に
そ
の
一
体
化
の
視
角
の
意
義
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
彼
自
身
、
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ォ
ソ
は

両
刃
の
剣
に
な
る
危
険
を
ど
こ
か
で
感
じ
と
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
散
発
的
に
何
度
も
何
度
も
コ
ン
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
意
義
を
説
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
一
度
も
そ
れ
自
体
を
議
論
の
対
象
に
し
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
存
外
こ
の
点
に
見
燦
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
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切
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Φ
詳
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§
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潔
貫
冨
⑩
画
℃
．
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一
b
。
”
後
編
一
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頁
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∪
駕
鱒
7
9
β
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下
一
九
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頁
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）
回
露
α
こ
効
◆
蟄
一
”
下
ニ
ニ
ニ
頁

（
1
3
）
　
こ
の
点
の
論
理
的
な
暖
昧
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
小
川
伸
彦
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
け
る
儀
礼
論
の
検
討
－
〈
社
会
V
成
立
の
内
的

　
　
過
程
と
外
的
状
況
」
（
一
九
八
八
年
度
京
都
大
学
文
学
研
究
科
修
士
論
文
一
九
八
九
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
宗
教
性
に
対
す
る
社
会
の
明
示
性
の
負

　
　
機
能
性
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
前
掲
拙
稿
が
あ
る
。

（
1
4
）
　
即
。
ぴ
Φ
算
ω
8
ω
ヨ
ヰ
貫
一
。
。
Φ
声
や
ト
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謡
”
後
編
九
一
頁
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H
玄
9
サ
邸
醤
H
後
編
九
二
頁

（
1
6
）
　
H
窪
α
．
掌
ミ
ω
”
後
編
九
三
頁

（
1
7
）
　
圃
び
置
’
や
舘
G
。
陰
後
編
＝
七
八
頁

（
1
8
）
　
こ
の
点
は
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
も
ま
た
同
様
に
、
疎
外
態
と
し
て
の
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
圧
力
的
側
面
に
言
及
し
て
い
る
○
．
O
高
丘
9
飾
職
①
①
。
。
℃

　
　
℃
．
一
①
Q
。
”
一
七
七
頁
。

（
1
9
）
U
ξ
罫
鼠
β
6
誌
”
や
㎝
。
。
刈
”
下
瓢
～
ご
一
頁

（
2
0
）
　
H
甑
α
二
Ψ
ω
O
Q
。
鱒
上
三
八
八
頁

（
2
1
）
　
た
だ
、
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
ォ
ン
と
孤
独
の
問
題
は
、
宗
教
論
や
社
会
学
の
み
な
ら
ず
、
実
存
主
義
や
広
く
哲
学
全
般
に
関
わ
っ
て
く
る
大
問
題
で
あ

　
　
り
、
こ
う
し
た
結
論
の
中
で
安
易
に
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
従
っ
て
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
も
つ
二
つ
の
視
角
と
絡
め
た
孤
独
の
問
題
は
稿

　
　
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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COMMUIVIOAT，　ITS　SIGNIFCANCE　AND　SHIFT　OF
　　　　MEAIING：　Frorr｝　Robertson　Srnith　to　Durkheim

ろアYasuhiro　Suga

Lecturer　of　Sociology

Faculty　of　Economics

Osaka　Gakuin　University

　　In　1913，　Durkheim　was　having　a　heated　discussin　with　Lacherier

who　was　the　scientlst　of　religion．　ln　this　debate，　both　tool〈　opposite

standpoints　in　religion，　society，　and　the　coRcept　of　god；　concerning

religious　act　Lacherier　insisted　on　escape　from　society　which　was

considered　as　a　・profane　nature，　and　Durkheim，　on　the　contrary，　thought

these　acts　as　collective　actions　and　that　they　could　exjst　only　in

society，　present　themselves　through　it．　But　it　serves　speclal　ment］on

that　the　two　debaters　agreed　with　each　other　in　one　point－the　existence

qf　communion　des　conciences．

　　This　paper　has　two　points；　the　one　is　to　consider　in　what　way

communion　is　incorporated　in　Robertson　Smith’s　study　of　sacrifice　and

Durkheim’s　sociology，　especially　his　sociology　of　religion，　and　what

meanings　it　is　given　in　them；　the　other　is　to　give　more　consideration

to　the　change　（the　shift　and　the　expansion　of　both　denotation　and

conno£ation）　of　the　conception　of　communion　from　Robertson　Smlth

to　Durkheim，　that　is，　from　the　science　of　religion　to　sociology．

　　In　chapter　two，　we　see　that　communion　is　given　a　historlcal　and

theoretical　priority　in　Robertson　Smith’s　study　of　sacrifice．　He　is　the

very　key－person　that　connects　the　science　of　religion　and　sociology．

Durkheim　owes　much　to　him；　He　learned　from　Robertson　Smith　that

the　sacred　and　the　social　in　religions　overlapped　each　other　in　many

places．　ln　one　sense，　the　social　in　religions　was　explored　by　Robertson

Smith　for　the　first　time，　and　Durkheirn　had　the　realm　come　into　flower．
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　　In　五ectures　oπ　tlze　Religion　o！　the　Seηnites，　Robertson　Sm三th，

opPos三ng　to　his　conteエnporary　scient圭sts　of　religion，　Ia宝d　special　emphasis

upon　the　practical　phases　of　re玉igio簸s　in．spite　of　its　i（至eal　ones．

0薙the　one　hand，　he　found　that　in　the　stud圭es　of　religions，　especially

oE　ancient　Semites’religion，　rituals　had　more　sig難i丘cance止an　dogmas

or　creeds，　and　on　the　other，　he　came　i堪。　the　conclus圭on　that三n

e｝ementary　forms　of　re玉igious　hfe　god　hadn’t　been　given　a　spec三al　seat，

and　that　he　and　h圭s　worshippers　ate　together，　dぎank　together，　and

made毛hemselves　at　home．　In　other　words，　there　was　a　conzmttnion

between　god　and　the　members　of　a　community．

　　Thus，　Robertson　S恥ith　founded　co17217z2tniO7z　in　the　center　of　reciprocity

of‘descriptive’d登ties　or　equai‘stimurative’intercoursesもetween　god

and　men，　and　those　between　men．　He　stated　com〃ntnion童n　sacrifices

co鷲ld　be　placed　in　the　root　of　every　re玉圭gious　r圭tes，　even　piaculai　o益es．

　　In　chapter　thτee，　we　see　the　process　that　communion　had　expanded

its　mea簸ings　and　had　become　take登root　in　Durkheim’s　soclology．　We

五nd　the　thτee　discussins　about　co1711・IZUf・ZiO71三n　Durkheim’s　Formes

　ノ

Eleiアtentaires　de　la　vie　1～6〃96¢‘se；　1．sacr圭丘ce，2．　conclus三〇n　of　the亡heory

of　rituals，3．　effe　rrv　escen　ce　collective．　h　the且rst　dlsc“ssion，　Durkheim

三nsists　that　not　on玉y　a　co7n7nztnion　in　an　act　of　eating　should　fu無ction

but　a玉so　offerjng　or　obia重圭on　shou玉（圭have　much　importance　in　sacτif…ce．

Bu℃in　the　second　discussion，　this　statement　is　absorbed　by　the　conclus三〇n

that　it　is　the　a玉m　of　each　religious　rite　for　comr鳳unity　to　acqu三re

CO〃zチm・tnio7t　morale，　or　cO72z〃iUIZiOIZ　deS　COnsciences．　In　this　step，

the　external　condit圭on　of　co2n7m〃tio7z，　such　as　meeting，　eating，　or

drinking，　from　which　Robertson　Slnith重ook　the　clue　to　find　out　the

significa11ce　of　communion，　were　wiped　out．　In　the　third　discussion，三t

is　treated　in　more　genera！玉zed　co飢exts　far　away　from　religiosity；the

period　of　the　Revo！ution　and　great　social　changes．　Here　we　caゴt　see

any　given　conditins　of　communlty，　e。　g．　blood　relationship，　shared
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territorial　bond，　in　communion，

　　Finally　in　chapter　four，　we　recognize　that　there　are　two　aspects

resulting　in　not　only　the　opening　disagreement　but　the　ambiguity　in

Durkheim；　the　one　is　‘the　fusion　with　moral　beings’　which　are　exterBally

positted，　and　the　other　is　‘the　assimilation　between　individuals’．　Neither

Durkheim　nor　Robertson　Smlth　clarified　this　structure．　Durkheim

applied　these　two　aspects　to　commapnion　unconsciously　off　the　top　of

his　head，　and　in　Robertson　Smith’s　theory　of　sacrifice　the　latter　played

more　an　important　role　than　the　former．

　　Adding　a　few　comments　in　conclusion，　it　is　true　that　communion　is

recognlzed　as　a　crystalization　of　communal　llfe　and　functions　well　in

the　creation，　maitenance　or　renewal　of　communities，　but　it圭s　so皿e亡三mes

disfunctional　to　the　solidarity　of　communities　if　the　balance　of　these

two　aspects　is　lost．　Comm”nion　is　p！aced　in　the　center　of　soridarity

of　community　or　society，　but，　in　another　sense，　it　admits　solitude一

‘sacred　solitude’．

7


