
書

評

↓
巴
8
け
霊
q
Z
Z
O
（
Φ
F
）
、
↓
団
国
幻
西
口
○
δ
d
ω
℃
匡
目
○
ω
○
勺
同
工
○
句
2
H
ω
国
一
↓
》
2
H
国
田
員
、

　
（
序
一
四
頁
、
本
文
三
三
六
頁
、
索
引
一
四
頁
。
〉
。
。
置
防
ぎ
§
三
塁
犀
Φ
歩
一
〇
。
。
Φ
）

仲
　
原

孝

　
西
谷
啓
治
の
主
著
『
宗
教
と
は
何
か
』
が
黒
甜
く
弩
じ
d
鑓
ぴ
q
け
に
よ
っ

て
．
菊
箋
σ
q
一
〇
口
重
鳥
劉
。
叶
三
嵩
α
q
器
ω
ω
、
と
い
う
善
管
で
英
訳
さ
れ
刊
行
さ

れ
た
の
は
｝
九
八
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
q
巳
く
。
房
諄
《
o
h
9
濠
霞
”
冨

勺
鴇
ω
ω
）
。
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
二
年
後
の
一
九
八
四
年
四
月
、
6
鉱
8
房
賃

C
言
。
と
沁
。
び
。
ひ
詳
↓
7
霞
三
豊
と
が
発
起
人
と
な
っ
て
、
こ
の
書
を
め

ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
ス
ミ
ス
、
ア
ー
モ
ス
ト
両
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て

開
催
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
行
な
わ
れ
た
藁
蕎
袈
と
後
で
寄
稿
さ
れ
た
諸
論

文
と
を
d
弓
。
が
一
冊
の
本
に
ま
と
め
公
刊
し
た
の
が
、
こ
こ
で
紹
介

す
る
『
西
谷
啓
治
の
宗
教
哲
学
』
と
題
さ
れ
た
書
で
あ
る
。
編
者
d
き
。

も
本
書
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
本
書
の
刊
行
以
前
に
は
西
谷
の
思

想
に
対
す
る
西
洋
の
側
か
ら
の
包
括
的
な
研
究
は
、
主
な
も
の
と
し
て
は

属
彗
ω
≦
巴
号
鼠
巴
ω
の
『
絶
対
無
』
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度
で
、
殊
に
ア
メ

リ
カ
の
思
想
界
は
本
書
に
お
い
て
羅
宇
通
り
初
め
て
西
谷
の
思
想
に
対
す

る
本
格
的
な
対
決
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書

は
極
め
て
注
目
す
べ
き
業
績
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
編
は
全
五
部
よ
り
成
る
。
第
一
部
「
神
」
、
第
二
部
「
科
学
」
、
第
三

部
「
倫
理
」
、
第
四
部
「
歴
史
」
、
第
五
部
「
仏
教
」
と
い
う
構
成
で
、
こ

れ
ら
様
々
な
角
度
か
ら
西
谷
の
宗
教
哲
学
に
綿
密
な
検
討
を
加
え
よ
う
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
本
書
は
先
ず
最
初
に
、
本
編
に
先
立
っ
て
そ
の
言
わ
ば
導
入
と
い
う
形

で
、
上
述
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
冒
頭
で
発
表
さ
れ
た
三
篇
の
文
章
を
配
置

し
て
い
る
。
即
ち
、
西
谷
啓
治
「
空
と
の
出
会
い
」
、
冒
β
く
碧
し
d
B
α
q
け

「
『
宗
教
と
は
何
か
』
を
、
図
①
臨
α
q
δ
昌
負
・
巳
Z
o
夢
ぎ
ひ
q
器
ω
ω
、
に
翻
訳
し
て
」
、

阿
部
正
雄
「
西
洋
の
哲
学
及
び
神
学
へ
の
西
谷
の
挑
戦
」
の
三
篇
で
あ
る
。

　
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
最
初
、
西
谷
自
身
が
参
加
す
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
急
遽
不
可
能
に
な
っ
た
為
に
、
代
り
に
短
い
文

章
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
空
と
の
出
会
い
」
と
題
さ
れ
た

一
編
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
西
谷
は
、
彼
の
根
本
的
な
課
題
が
「
西
洋
哲
学

か
ら
学
ん
だ
も
の
を
手
掛
り
に
し
て
東
洋
的
な
思
想
を
改
め
て
思
惟
し
直

す
こ
と
」
に
存
し
て
い
る
と
語
り
、
そ
し
て
東
洋
的
な
思
想
が
連
壁
に
し

ょ
う
と
す
る
根
本
的
な
事
柄
を
具
体
的
に
示
す
為
に
、
西
谷
自
身
の
根
本

経
験
の
一
つ
を
美
し
い
言
葉
で
描
写
し
て
い
る
。
西
谷
の
思
想
の
意
味
を

↓
巴
8
3
鑑
¢
Z
Z
O
（
0
9
）
．
↓
期
国
廻
国
目
O
同
○
¢
Q
o
勺
鵠
一
い
O
ω
O
℃
類
閃
○
閃
2
お
国
圏
↓
》
窯
一
国
甑
㎏
H
、

九
九



哲
学
研
究
　
第
五
頁
五
十
九
号

理
解
す
る
或
る
鍵
を
端
的
に
提
示
し
て
見
せ
て
い
る
、
短
い
け
れ
ど
も
味

わ
い
深
い
｝
文
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
ご
鎚
σ
q
梓
の
文
章
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
出
席
者
に
対
し
て
西
谷
の
人
と

な
り
や
そ
の
思
索
の
現
揚
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
、

『
宗
教
と
は
何
か
』
を
翻
訳
す
る
上
で
の
訳
語
の
決
定
な
ど
の
相
談
の
為

に
切
鎚
讐
が
西
谷
の
下
穿
を
訪
れ
た
際
の
模
様
を
始
め
、
具
体
的
な
逸

話
が
数
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
西
谷
の
人
柄
を
知
る
上
で
大
変
に
興
味

深
い
。
続
く
阿
部
の
論
文
は
、
本
編
で
は
な
く
そ
の
導
入
の
位
置
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
様
に
、
研
究
論
文
と
言
う
よ
り
は
寧
ろ

西
谷
の
思
想
へ
の
入
門
と
い
う
意
図
を
以
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
宗
教
と
は
何
か
』
と
い
う
雷
は
、
実
際
に
読
ん
で
み
る
と
、
厳
密
に
論

理
的
・
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
よ
り
は
寧
ろ
か
な
り
窟
由

な
形
で
思
想
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
為
に
多
く
の
箇
所
で
必
ず
し
も

直
ち
に
議
論
の
構
造
が
見
通
し
易
く
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
阿
部

は
こ
の
論
文
で
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
前
半
四
章
の
内
容
を
極
め
て
的
確

に
整
理
し
、
特
に
西
洋
の
哲
学
や
神
学
に
親
し
い
読
者
に
対
し
て
西
谷
の

書
が
如
何
な
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
西
谷
の
思

想
の
意
味
を
明
解
に
解
き
明
か
し
て
い
る
。

　
次
に
本
編
で
あ
る
が
、
先
ず
「
神
」
と
題
さ
れ
た
第
一
部
に
集
め
ら
れ

た
三
編
の
論
文
は
、
編
者
に
よ
る
と
、
上
述
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
直
接
に

扱
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
究
と
神
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
某
か
の

解
明
を
与
え
る
べ
く
、
後
か
ら
依
頼
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ピ
鋤
コ
ぴ
q
瓜
。
昌
9
艶
。
唄
「
西
谷
啓
治
の
．
勾
。
嵩
α
q
ざ
箒
鋤
貿
儀
Z
o
警
ぎ
α
q
昌
①
ω
。
・
”
」
、

↓
ぎ
ヨ
器
と
．
≧
け
総
角
「
空
と
神
」
、
O
O
a
O
嵩
U
●
匿
餌
段
ヨ
§
「
神
と
空

一
〇
〇

1
実
験
的
試
論
」
の
三
編
が
そ
れ
で
あ
る
。
表
題
を
［
書
し
て
直
ち
に

伺
わ
れ
る
様
に
、
こ
こ
で
は
三
人
の
神
学
者
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」

の
立
場
か
ら
西
谷
の
『
宗
教
と
は
何
か
』
を
貫
く
「
空
」
の
立
場
を
如
何

に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。

　
○
＝
新
製
は
、
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
内
容
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
要
約
し
な

が
ら
、
そ
こ
に
西
洋
哲
学
に
は
決
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
独
肖
の
思

想
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
縁
起
思
想
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
の

世
界
観
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
に
類
似
す
る
思
想
を
西
洋
の
、
例
え
ば
ヘ

ー
ゲ
ル
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
ネ
オ
・
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
内
に
見
出
す

こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
仏
教
は
（
そ
し
て
西
谷
も
ま
た
）
こ
の
様
に
見

ら
れ
た
琶
界
を
究
極
の
も
の
と
せ
ず
、
そ
れ
を
脱
却
し
、
絶
対
の
空
の
立

場
に
立
と
う
と
す
る
。
そ
こ
が
西
洋
思
想
と
の
根
本
的
な
絹
雲
で
あ
り
、

甲
介
が
酉
谷
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
で
あ
る
と
言
う
。

　
そ
れ
に
鰐
し
、
そ
の
独
特
の
「
神
の
死
の
神
学
」
の
立
場
か
ら
〉
憲
N
興

は
、
神
を
絶
対
の
無
と
し
て
、
或
い
は
自
己
を
空
ず
る
神
と
し
て

（
≧
け
煮
干
の
所
謂
匪
Φ
O
毎
0
5
①
q
O
o
鳥
と
し
て
）
理
解
す
る
の
は
、

寧
ろ
キ
リ
ス
ト
教
が
元
来
有
し
て
い
た
立
場
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
歴
史
的
展
開
の
過
程
の
中
で
、
根
源
的
な

絶
対
無
を
忘
却
し
、
神
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
「
悪
無
限
」
と
し
て
表
象
す

る
こ
と
を
伝
統
と
し
て
来
た
。
そ
の
結
末
が
二
…
チ
ェ
に
お
い
て
自
覚
に

も
た
ら
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
死
で
あ
る
。
西
洋
思
想
の
内
で
は
、

絶
対
無
は
最
早
絶
対
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
し
か
取
り
得
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
な
お
神
を
絶
対
無
と
し
て

思
惟
す
る
唯
一
の
可
能
性
は
、
西
洋
思
想
が
東
洋
思
想
に
対
し
て
、
と
り



わ
け
仏
教
に
対
し
て
、
自
ら
を
開
く
こ
と
し
か
あ
り
得
な
い
、
と
著
者
は

言
う
。
こ
う
し
て
〉
匡
N
窪
は
西
谷
を
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
再
生
」
に
不

可
欠
な
、
「
キ
リ
ス
ト
教
教
義
学
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
な
お
理
解

し
て
い
る
仏
教
思
想
家
」
と
し
て
受
け
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
際
碧
h
ヨ
碧
の
論
文
は
、
直
接
に
西
谷
の
思
想
を
扱
う
の
で
は
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部

か
ら
西
谷
の
思
想
の
圏
域
へ
と
近
づ
く
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
現
在
キ
リ

ス
ト
教
が
大
き
な
限
界
に
直
面
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
神
を
実

体
化
し
人
格
化
し
て
捉
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
結
局
、
神
を
一

切
の
中
心
に
置
く
と
い
う
考
え
方
が
最
早
限
界
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
閑
p
。
鼠
鷲
鼻
は
、
神
で
は
な
く

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
一
人
格
を
、
し
か
も
弱
き
者
・
苦
し
む
者
・

死
す
べ
き
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
、
改
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の

中
心
に
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

キ
リ
ス
ト
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
様
な
単
な
る
神
中
心
の
宗

教
と
は
異
な
り
、
寧
ろ
空
や
慈
悲
の
立
場
に
立
つ
仏
教
に
極
め
て
近
い
性

格
を
持
つ
に
至
る
、
と
言
う
。

　
次
に
第
二
部
に
は
、
O
O
富
山
＄
罪
人
9
。
8
井
口
O
げ
ぎ
ω
o
コ
「
動
的
空
の
内

で
の
科
学
と
宗
教
と
の
抗
争
」
、
ω
8
箒
国
’
Q
Q
8
房
9
「
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
と
を
超
え
て
絶
対
空
へ
」
、
菊
。
げ
⑦
「
け
〉
．
男
↓
ず
霞
ヨ
碧
「
仏
教
の

冒
器
厭
ω
9
0
昌
8
と
西
谷
」
と
い
う
三
篇
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

因
み
に
、
第
二
部
の
総
題
の
．
ω
鉱
。
零
①
．
は
、
切
。
び
ぎ
ω
o
つ
と
ω
富
屋
。
謬

の
論
文
で
は
「
科
学
」
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
6
ぎ
弓
寒
き

は
所
謂
宗
教
の
直
観
的
な
立
場
に
対
立
す
る
意
味
で
の
「
知
」
乃
至
は

「
学
」
の
立
場
を
表
わ
す
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。

　
園
。
ぴ
写
。
。
o
⇒
の
論
文
は
、
「
空
」
の
立
場
が
如
何
な
る
意
味
で
科
学
と
宗

教
と
の
対
立
を
超
克
し
得
る
か
と
い
う
点
に
着
目
し
て
購
谷
の
思
想
を
整

理
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
空
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
科
学
も
宗
教

も
最
終
的
に
は
同
じ
本
質
を
持
つ
営
み
と
し
て
、
即
ち
人
格
的
即
非
人
格

的
な
真
実
在
の
「
①
島
義
心
o
p
を
目
指
す
運
動
と
し
て
、
理
解
さ
れ
得
る

の
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
実
在
が
、
科
学
で
は
専
ら
非
人
格
的
な
「
自
然
法

則
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
で
は
専
ら
人
格
的
な

「
神
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

い
き
さ
つ
が
、
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ω
冨
島
。
鵠
は
、
科
学
技
術
が
必
然
的
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
帰
結
す
る
こ
と
、

そ
し
て
絶
対
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
絶
対
空
の
立
場
に
お
い
て
の
み
克
服
さ

れ
得
る
こ
と
を
叙
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
興
味
深

い
の
は
寧
ろ
、
肖
。
罵
ず
鴛
び
開
冨
鱒
。
σ
q
鋤
胃
斜
　
閃
器
＆
℃
譲
①
置
①
α
q
o
q
o
び

↓
薫
。
貫
霊
冨
α
o
等
の
思
想
家
か
ら
幻
。
σ
Φ
裁
許
8
け
等
の
現
代
詩
や

蜜
。
鑓
昼
じ
d
ω
o
窪
。
く
Φ
口
写
の
音
楽
、
更
に
は
草
藤
自
身
の
個
人
的
な
経

験
に
至
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
掛
り
を
総
動
員
し
て
、
西
谷
の
思

想
を
西
洋
の
文
脈
の
中
に
自
己
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
勇
Φ
嵩
α
q
ご
誉
p
。
＆
Z
o
件
三
つ
σ
q
湿
Φ
。
・
ω
．
を
禅
の
公
案

に
番
え
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
は
著
者
な
り
の
仕
方
で
こ
の
公
案
に
答
え

よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、
自
己

喪
失
の
状
態
か
ら
真
の
自
己
の
回
復
へ
向
っ
て
の
運
動
を
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状

態
か
ら
健
康
状
態
の
回
復
へ
向
っ
て
の
運
動
と
の
類
比
で
理
解
し
よ
う
と

す
る
な
ど
、
果
し
て
西
谷
の
真
意
を
捉
え
て
い
る
か
ど
う
か
検
討
の
余
地

↓
既
審
富
二
¢
Z
Z
O
（
0
9
）
、
↓
護
丙
”
国
国
臼
○
ご
Q
Q
℃
寒
い
O
ω
O
勺
頃
尾
○
腎
Z
お
霞
↓
》
Z
囲
国
論
蜜
．

一
〇
一
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が
あ
る
と
思
わ
れ
る
理
解
も
少
な
く
な
い
が
。

　
目
ぎ
贋
ヨ
弩
の
論
文
の
表
題
に
あ
る
．
9
①
営
為
『
ω
o
δ
コ
8
．
と
い
う

語
は
、
p
・
α
ξ
搾
ヨ
拶
く
雀
冨
（
漢
訳
で
は
「
内
明
」
）
の
英
訳
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
で
最
高
の
知
慧
と
さ
れ
る
自
己
知
を
意
味
し
て
い

る
。
著
者
は
、
こ
の
意
味
で
の
知
慧
を
国
指
す
仏
教
の
哲
学
者
達
（
イ
ン

ド
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ツ
ォ
ソ
カ
バ
等
が
こ
こ
で

は
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
の
認
識
論
を
、
西
谷
が
『
宗
教
と
は
何
か
』

の
二
～
四
章
で
提
示
し
て
い
る
認
識
論
と
詳
細
に
亙
っ
て
対
比
し
、
両
者

が
顕
著
な
類
似
性
を
有
す
る
こ
と
を
開
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
い
つ
た

議
論
を
背
貴
に
し
て
著
者
は
、
西
谷
を
現
代
の
「
文
殊
菩
薩
」
と
し
て
位

置
付
け
得
る
と
主
張
す
る
。
一
見
西
谷
を
神
格
化
し
て
い
る
様
に
も
見
え

る
が
、
こ
こ
は
寧
ろ
仏
教
学
者
と
し
て
の
著
者
の
、
西
谷
に
対
す
る
最
高

度
の
評
価
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
「
倫
理
」
と
題
さ
れ
た
第
三
部
の
最
初
の
二
篇
の
論
文
、
即
ち
、

U
9
〈
凱
＝
三
Φ
「
西
谷
の
．
幣
¢
臨
α
q
δ
p
①
巳
累
。
些
ぎ
ひ
q
器
ω
。
。
．
に
お
け
る

倫
理
の
問
題
」
と
固
冨
助
σ
㊦
終
O
自
・
躍
償
「
空
・
倫
理
・
縁
起
」
と
は
、

夫
々
問
題
提
起
と
そ
れ
に
対
す
る
解
答
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
先

ず
ζ
巳
①
は
、
西
洋
哲
学
と
り
わ
け
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
を
手
掛
り
と

し
て
、
西
谷
の
「
空
」
の
立
場
が
果
し
て
倫
理
の
問
題
に
対
す
る
根
本
的

な
解
答
を
与
え
得
る
か
と
い
う
疑
問
を
撲
起
す
る
。
カ
ン
ト
の
哲
学
か
ら

明
確
に
読
み
取
ら
れ
る
様
に
、
人
間
の
道
徳
的
行
為
は
、
私
と
同
様
畠
律

的
で
あ
り
し
か
も
そ
の
自
律
性
が
私
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
「
他

者
」
と
い
う
も
の
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
初
め
て
成
立
し
得
る
。
と
こ

ろ
が
西
谷
は
、
蜜
の
立
揚
に
お
い
て
は
「
絶
対
的
に
自
己
を
殺
す
」
と
い

一
〇
諾

う
こ
と
と
同
時
に
「
自
と
他
と
の
差
別
と
相
対
の
場
を
突
破
す
る
」
と
い

う
こ
と
が
起
こ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
具
な
空
の

立
場
に
お
い
て
は
、
人
間
が
こ
の
世
界
の
中
で
具
体
的
に
如
何
に
行
為
す

べ
き
で
あ
る
か
の
規
範
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
仏
教
が
総
じ
て
現
実
逃
避
的
で
あ
り
人
閲
の
主
体
性
の
放
棄
を
称
揚

す
る
も
の
だ
と
い
う
聖
母
は
観
け
二
①
に
限
ら
ず
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
○
巴
冨
は
言
う
。

「
無
我
」
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
、
自
己
も
他
者
も
全
く
消
え
去
っ
て
し
ま

う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
た
だ
他
と
対
立
す
る
意
味
で
の
自
己
を
一
切

の
中
心
に
置
く
態
度
が
捨
て
芸
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

空
の
場
と
は
、
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
一
切
の
他
の
も
の
の

為
で
あ
る
と
い
う
相
互
依
存
的
関
係
が
初
め
て
成
立
す
る
揚
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
空
は
従
来
の
意
味
で
の
倫
理
の
根
拠
に
は
な
ら
ず
と
も
、
全

く
新
し
い
「
相
互
依
存
性
の
倫
理
」
（
そ
れ
は
同
製
に
「
倫
理
な
ら
ざ
る

倫
理
」
で
あ
る
が
）
を
成
り
立
た
し
め
る
場
と
し
て
充
分
に
機
能
し
得
る
、

と
O
勢
罷
嘗
は
主
張
す
る
。
し
か
し
、
空
は
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の

で
は
な
く
自
己
自
身
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
以
外
に
あ
り
得
な
い
も
の
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
こ
の
自
覚
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
は
倫
理

は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は

Q
四
一
管
は
、
田
辺
元
の
言
う
「
繊
梅
道
」
や
浄
土
教
の
「
他
力
」
信
仰
に

お
い
て
、
一
文
不
知
の
凡
夫
が
空
の
揚
に
お
い
て
あ
る
可
能
性
が
開
か

れ
て
い
る
こ
と
を
示
竣
し
、
こ
こ
に
倫
理
を
基
礎
付
け
よ
う
と
し
て
い

る
。



　
第
三
部
に
は
も
う
一
編
、
ω
黒
く
①
⇒
O
・
国
o
o
搾
Φ
h
①
嵩
忠
の
「
ジ
ョ
ン
・

デ
ュ
ー
イ
の
自
然
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
西
谷
啓
治
」
と
題
さ
れ
た

論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
西
谷
は
、
西
洋
の
思
想
か
ら
空
の
立
場
を
理

解
す
る
為
の
手
掛
り
に
な
る
も
の
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
サ
ル
ト
ル
な
ど
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
い
る

が
、
著
者
は
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
こ
こ
に
更
に
も
う
一
人
、

デ
ュ
ー
イ
の
名
前
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
問
題
提
起
を
行
な
う
。
こ
の
論
文
は
本
書
の
内
で
分
量
的
に
最
も
長
大

な
論
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
こ
こ
で
は
、
形
而
上
学
、
自
己
の
問
題
、

倫
理
、
宗
教
哲
学
と
い
っ
た
様
々
な
観
点
に
お
い
て
、
夫
々
章
を
分
け
て

西
谷
の
思
想
と
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
と
が
詳
細
に
比
較
検
討
さ
れ
、
両
者
の

共
通
点
と
相
違
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
事
物
や
人
間
を
実
体
的

に
、
即
ち
独
立
自
存
・
永
遠
不
変
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、

一
切
が
無
尽
に
連
関
し
合
い
な
が
ら
無
限
の
生
成
の
過
程
の
内
に
あ
る
、

と
い
う
考
え
方
を
採
る
点
で
、
両
者
は
同
じ
思
想
を
共
有
し
て
い
る
、
と

著
者
は
言
う
。
し
か
し
、
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
に
西
谷
の
言
う
「
虚
無
」
の

自
覚
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
大
疑
・
大
死
と
い
う
出
来
事
を
経
て

初
め
て
実
現
す
る
と
さ
れ
る
「
空
」
の
自
覚
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
点
で
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
は
西
谷
に
よ
っ
て
深
化
さ
る
べ
き
余
地
を
残

す
が
、
他
方
で
自
己
の
問
題
が
単
に
自
己
だ
け
の
問
題
に
終
始
す
る
こ
と

な
く
同
時
に
社
会
や
歴
史
の
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
、

デ
ュ
ー
イ
の
民
主
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
は
西
谷
の
思
想
を
よ

り
一
層
豊
か
な
も
の
と
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
二
人
の
思
想
は
相

補
的
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
、
と
著
者
は
結
論
し
て
い
る
。

　
次
に
第
四
部
で
あ
る
が
、
本
書
の
編
者
α
旨
。
は
、
第
四
部
の
主
題

で
あ
る
「
歴
史
」
を
菊
呂
σ
q
δ
μ
睾
α
Z
o
簿
ぎ
σ
q
う
①
ω
ω
．
に
お
け
る
最
も

難
し
い
問
題
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
谷
の
立
脚
す
る
仏
教
に
は

元
来
西
洋
的
な
意
味
で
の
「
歴
史
」
に
対
す
る
思
想
が
希
薄
で
あ
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
第
四
部
の
第
「
論
文
の
著
者
函
器
島
δ

も
指
摘
す
る
様
に
、
西
谷
の
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
内
で
も
「
空
と
歴
史
」

と
題
さ
れ
た
一
章
は
最
も
革
新
的
な
試
み
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
重
大
且
つ
困
難
な
問
題
に
つ
い
て
、
↓
げ
。
自
認
ω
℃
・
際
餌
。
。
三
『

「
『
ど
こ
か
ら
』
と
『
ど
こ
へ
』
と
。
西
谷
の
歴
史
観
に
対
す
る
哲
学
的
反

省
」
、
阿
部
正
雄
「
意
志
・
空
・
歴
史
」
の
二
篇
の
論
文
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。

　
函
負
・
ω
巳
尻
は
先
ず
、
西
谷
や
西
田
を
含
め
た
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
と

の
根
本
的
相
違
を
、
「
ど
こ
か
ら
（
≦
げ
Φ
麺
8
）
」
の
立
場
「
と
「
ど
こ
へ

（
乏
遺
伝
Φ
「
）
」
の
立
場
と
の
相
違
と
し
て
図
式
化
す
る
。
即
ち
、
東
洋

思
想
は
物
事
を
そ
の
由
来
か
ら
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、

西
洋
思
想
は
物
事
を
そ
の
貝
的
か
ら
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
根
本
動
向

な
有
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
西
洋
に
お
け
る
歴
史
へ
の
注
厨
は
こ
こ
に

由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
空
の
立
場
に
お
い
て
歴
史
を
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
の
様
に
歴
史
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ

て
意
味
付
け
ら
れ
る
歴
史
で
も
な
く
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
の
様
に
無

意
味
さ
の
中
を
永
住
回
帰
す
る
歴
史
で
も
な
い
、
真
の
「
自
己
目
的
」
と

し
て
の
歴
史
を
考
え
る
全
く
新
し
い
立
場
が
初
め
て
可
能
と
な
る
。
し
か

し
他
面
、
一
切
を
空
に
お
い
て
、
即
ち
一
切
を
全
き
平
等
と
し
て
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
存
在
全
体
の
中
で
人
聞
が
占
め
る
特
別
な
地
位
や
、
或
い

↓
臥
3
房
ロ
嬬
Z
窯
O
（
o
住
．
）
、
↓
口
国
包
国
＝
O
一
〇
¢
ω
℃
二
目
い
O
o
Q
O
℃
出
磯
O
目
顔
目
ω
国
H
6
＞
Z
囲
囚
田
面
、

一
〇
三
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は
人
聞
の
歴
史
の
中
で
キ
リ
ス
ト
が
占
め
る
一
回
的
な
地
位
と
い
う
も

の
を
総
じ
て
否
定
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
を

ヌ
薬
嚢
置
は
提
起
し
、
東
洋
思
想
に
解
消
し
尽
く
さ
れ
な
い
意
義
を
西
洋

思
想
の
内
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
阿
部
は
こ
の
訳
①
ω
乱
貯
の
批
判
を
更
に
根
本
的
に
展
開
す
る
。
阿
部
は

先
ず
深
鍛
ω
巳
一
ω
の
西
洋
思
想
と
東
洋
思
想
と
の
紺
比
の
仕
方
に
は
問
題
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
確
か
に
空
を
≦
グ
雪
8
と
　
し
て
特
徴
付
け
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
乏
無
芸
自
に
対
立
す
る
意
味
で
の

≦
冨
琴
の
で
は
な
く
、
一
切
の
由
来
と
将
来
と
が
共
に
そ
こ
か
ら
し
て
初

め
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
意
味
で
の
≦
ぎ
コ
8
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
窒
の
立
揚
に
は
西
洋
思
想
と
東
洋
思
想
と

を
包
み
込
ん
で
い
る
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
認
め
た
上
で

な
お
、
西
谷
の
空
の
思
想
は
歴
史
を
考
え
る
上
で
決
定
的
な
視
点
を
欠
い

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
を
阿
部
は
指
摘
す
る
。
西
谷
は
、

西
洋
的
な
歴
史
の
立
場
も
仏
教
の
「
業
」
の
立
場
も
共
に
意
志
の
立
場
を

根
底
に
有
す
る
が
故
に
不
充
分
で
あ
る
と
し
て
退
け
る
。
し
か
し
、
意
志

の
立
場
を
克
服
し
、
一
切
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
あ
ら
し
め

る
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
躍
ち
「
当
為
（
ω
o
目
①
諺
）
」
の
成
立
す
る
余
地

が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
こ
か
ら
は
歴
史
の

賢
的
論
が
充
分
に
根
拠
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
阿
部
は
、

全
く
新
し
い
終
末
論
、
即
ち
、
西
洋
の
将
来
的
な
三
型
論
で
は
な
く
、

絶
対
の
現
在
の
立
場
で
の
終
宋
論
の
様
な
も
の
を
な
お
考
え
る
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。

　
最
後
の
第
五
部
「
仏
教
」
に
は
二
本
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本

一
〇
四

書
自
身
の
編
者
で
あ
る
↓
鉱
9
房
鎧
¢
p
8
の
「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
空

と
実
在
」
は
、
西
谷
の
思
想
の
背
景
を
な
す
仏
教
の
伝
統
的
な
思
想
の
水

脈
と
し
て
、
般
若
経
や
竜
樹
に
お
け
る
空
の
思
想
、
禅
の
思
想
と
実
践
、

華
厳
仏
教
に
お
け
る
事
窮
無
磯
の
法
界
縁
起
思
想
、
浄
土
教
の
慈
悲
の
思

想
と
い
う
四
つ
の
も
の
を
挙
げ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
簡
潔
な
解
説

を
与
え
て
い
る
。
西
洋
の
研
究
者
に
対
し
て
西
谷
の
仏
教
的
背
景
に
つ
い

て
解
り
や
す
い
解
説
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
♪
峯
o
O
．
室
①
ぎ
の

「
慈
悲
と
空
」
は
、
西
谷
の
思
想
が
仏
教
の
伝
統
的
な
中
観
思
想
を
現
代

の
哲
学
の
内
に
生
か
す
新
し
い
言
葉
を
創
造
し
た
と
い
う
意
味
を
持
つ
と

し
、
こ
の
様
な
立
場
か
ら
、
「
空
」
と
共
に
中
観
思
想
の
核
を
成
す
「
慈

悲
」
の
概
念
を
取
り
上
げ
て
、
両
者
の
本
質
的
関
係
を
、
西
谷
の
思
想
を

援
用
し
な
が
ら
解
明
し
て
い
る
。

　
以
上
、
全
体
を
読
ん
で
来
て
、
西
谷
の
思
想
が
今
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か

し
着
実
に
、
西
洋
の
思
想
に
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ

る
。
そ
れ
は
何
も
西
谷
の
思
想
が
忠
実
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
例
え
ば
第
一
灘
の
顕
9
急
ヨ
鋤
凝
の
論
文
、
或
い
は
第
四
部

の
匿
p
ω
三
置
や
阿
部
の
論
文
に
児
ら
れ
る
様
に
、
西
谷
に
対
す
る
鋭
い
抵

判
も
含
め
て
、
西
谷
の
問
い
か
け
に
対
す
る
応
答
と
い
う
形
で
思
想
が
着

実
に
動
き
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
が
真
に
偉
大
な
思
想

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
完
結
し
た
教
説
と
し
て
受
容
さ
れ
て
終
わ

る
様
な
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
絶
え
ず
新
た
な
る
創
造
的
な
思
想
を

生
み
だ
す
原
動
力
と
な
る
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン

や
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
等
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
谷

の
思
想
が
果
た
し
て
こ
の
様
な
意
味
で
創
造
的
な
原
動
力
と
な
る
こ
と
が



で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
現
在
の
我
々
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
問

い
に
他
な
ら
な
い
。
本
書
は
こ
の
間
に
対
す
る
㎝
つ
の
解
答
の
試
み
と
し

て
、
注
目
に
値
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
筆
者
な
か
は
ら
・
た
か
し
大
阪
外
国
語
大
学
〔
哲
学
〕
非
常
勤
講
師
）
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