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教
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あ
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か
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現
代
日
本
の
社
会
に
お
い
て
一
般
に
宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
「
私
的
な
事
柄
」
つ
ま
り
「
私
事
」
と
い
う
日
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1
）

本
語
は
「
自
分
一
身
に
関
し
た
事
柄
。
公
で
な
い
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
共
に
「
な
い
し
ょ
ご
と
。
密
事
」
を
心
胆
し
、
「
私
事
」
「
私
的
」

は
「
公
事
」
「
公
的
」
と
対
を
為
す
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
で
の
語
用
の
伝
統
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
一
方
で
、
現
代
の
公
私
の

概
念
使
用
は
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
元
来
は
ギ
リ
シ
ア
に
発
源
し
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ま
で
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
い
て
も
西
欧
世
界
に
お
い
て
も
公
私
の
観
念
に
関
し
て
ひ
と
つ
共
通
に
言
え
る
こ
と
は
、
私
的
（
娼
コ
〈
簿
ε
ω
）
な
も
の
は
公
的

（
℃
q
ぴ
ζ
O
瓢
ω
）
で
な
い
こ
と
と
し
て
、
「
公
的
」
の
否
定
態
と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
ラ
テ
ン
語

の
℃
『
凶
く
簿
さ
ω
の
語
源
が
「
（
人
か
ら
寄
る
物
を
）
奪
う
、
解
放
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
窯
ぞ
。
と
い
う
動
詞
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
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が
え
る
。
和
辻
哲
郎
は
「
私
的
存
在
」
と
は
「
物
事
の
あ
ら
わ
に
な
る
場
所
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
な
い
存
在
、
す
な
わ
ち
公
共
性

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

｝
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の
欠
如
態
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
公
共
性
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
公
共
世
界
は
「
自
由
と
恒
常
の
王
国
」
（
ハ

ー
バ
ー
マ
ス
）
で
あ
り
、
公
共
性
の
光
の
下
で
は
じ
め
て
、
一
切
の
存
在
者
が
形
を
取
り
、
万
人
の
目
に
見
え
る
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
私
事
性
は
、
公
共
性
と
い
う
光
に
対
し
て
、
常
に
影
と
い
う
性
格
を
こ
れ
ま
で
持
ち
続
け
て
き
た
。

　
宗
教
が
私
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
は
、
確
か
に
、
宗
教
を
公
共
的
な
場
か
ら
排
除
す
る
意
向
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
宗
教
の
私
事
性
の
中
に
積
極
的
な
意
味
を
も
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
「
こ
の
君
を
ぽ
わ
た
く

し
も
の
に
お
ぽ
ほ
し
か
し
つ
ぎ
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
」
（
桐
壼
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
わ
た
く
し
も
の
」
は
私
に
と
っ

て
特
別
に
大
切
な
も
の
を
意
味
す
る
。
こ
の
大
切
さ
は
、
先
述
の
秘
密
性
と
い
う
性
格
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的

な
意
味
合
い
を
、
宗
教
の
私
事
性
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
が
私
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
公
共
性
と
い
う
光

に
対
す
る
影
と
い
う
性
格
を
明
ら
か
に
は
み
出
す
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
公
と
私
は
相
関
的
で
相
補
的
な
概
念
対
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

　
だ
が
、
宗
教
が
私
的
な
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
る
の
か
。
宗
教
は
ま
さ
に
公
的
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。

宗
教
の
私
事
性
に
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
存
在
は
、
こ
う
い
う
問
い
を
我
々
に
投
げ
か
け
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
よ
う
な
問
い
方
に
対
し
て
根
本
的
な
疑
問
も
出
て
く
る
。
宗
教
が
公
的
か
私
的
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
焦
点
に
な
る
事
態
が
、

そ
も
そ
も
ど
れ
ほ
ど
宗
教
と
い
う
事
柄
に
的
確
に
符
合
し
て
い
る
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
う
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
の
は
、
宗
教
が

公
的
な
こ
と
か
私
的
な
こ
と
か
と
い
う
問
い
の
形
は
、
近
代
に
固
有
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
現
代
で
公
共
性
の
概
念
を
問
題
に
す
る
と
き
、
ま
ず
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
論
述
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
公

的
」
と
い
う
語
に
見
出
し
て
い
る
現
象
は
、
第
一
に
、
「
公
に
現
れ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
万
人
に
よ
っ
て
見
ら
れ
聞
か
れ
、
可
能
な
限
り
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）

最
も
広
く
公
示
さ
れ
る
㎏
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
我
々
す
べ
て
の
者
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
の
「
世
界
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。

こ
の
公
開
性
と
共
通
世
界
性
を
も
つ
公
的
空
間
は
、
言
々
の
「
生
に
輝
き
を
与
え
る
、
自
由
な
行
為
と
生
き
た
言
葉
の
空
間
」
で
あ
る
と
見



な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
善
き
秩
序
を
議
論
し
合
う
「
公
的
領
域
へ
の
参
加
」
は
「
人
間
の
条
件
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。

　
こ
の
公
共
性
の
捉
え
方
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
人
間
観
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
彼
女
は
、
入
間
は
自
然
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
あ

る
だ
け
で
な
く
、
人
賦
が
接
触
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
た
だ
ち
に
人
間
存
在
の
条
件
に
変
わ
る
と
い
う
意
味
で
、
条
件
付
け
ら
れ
た
存
在
で

　
　
　
（
5
）

あ
る
と
雷
う
。
人
間
の
活
動
的
生
活
が
営
ま
れ
る
世
界
は
、
人
間
の
活
動
力
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
物
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ

ら
の
物
は
そ
れ
を
作
り
出
し
た
人
間
の
絶
え
ざ
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
、
こ
の
人
間
の
活
動
力
の
内
部
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
歴
史
的
な
変
化

が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
公
的
領
域
が
失
わ
れ
、
私
的
領
域
に
専
有
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
現
代
世
界
の
危
機
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
、

こ
れ
が
『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
公
的
領
域
」
の
範
型
と
し
て

い
る
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
で
あ
っ
て
、
現
代
世
界
は
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
公
共
性
を
回
復
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
女
の

提
雷
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
公
共
性
の
観
念
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
公
共
性
の
伝
統
的
な
範
型
と
し
て
独
特
の
規
範
力
を
も
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
世
界
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
公
共
性
に
、
特
定

の
時
代
的
制
約
を
超
え
た
通
時
代
的
範
型
性
を
見
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
そ
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
近
代
社
会
に
お
け
る
公
的
領
域
の
喪
失
を
引
き
起
こ
し
た
当
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
た

「
社
会
的
な
も
の
」
の
成
立
の
な
か
で
、
近
代
の
新
た
な
公
共
性
と
し
て
「
市
民
的
公
共
性
」
を
考
察
す
る
。
彼
は
『
公
共
性
の
構
造
転

換
』
の
序
言
で
、
「
市
民
的
公
共
性
」
の
分
析
を
課
題
と
す
る
こ
の
書
の
研
究
が
「
特
異
な
方
法
」
を
と
る
こ
と
を
明
坐
し
た
上
で
、
こ
う

語
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
く
市
民
的
公
共
性
V
を
、
特
定
時
代
に
固
有
な
類
型
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中

世
盛
期
に
源
を
発
す
る
〈
市
民
社
会
〉
の
独
特
な
発
展
史
か
ら
取
り
外
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
理
念
型
と
し
て
一
般

化
し
て
任
意
の
歴
史
情
勢
の
形
式
的
に
同
一
の
局
面
へ
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
十
七
世
紀
後
半

の
イ
ギ
リ
ス
と
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
じ
め
て
精
確
な
意
味
で
〈
公
論
〉
（
公
共
の
意
見
、
世
論
）
が
人
々
の
話
題
に
な
っ
た
こ
と
を
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7
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示
そ
う
と
す
る
が
、
同
様
に
わ
れ
わ
れ
は
く
公
共
性
V
を
も
一
般
に
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
取
り
扱
う
の
で
あ
る
扁
。
こ
こ
で
、
公
共

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

三
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四

性
の
概
念
は
通
時
代
的
に
一
般
化
さ
れ
得
な
い
局
面
に
移
さ
れ
て
、
特
定
の
時
代
に
属
す
る
類
型
と
い
う
レ
ベ
ル
に
歴
史
化
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
レ
ベ
ル
は
、
一
回
的
に
生
起
す
る
過
程
や
事
件
の
レ
ベ
ル
に
対
し
て
は
或
る
限
定
さ
れ
た
普
遍
性
の
段
階
を
守
っ
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
個
癖
ケ
ー
ス
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
証
例
と
し
て
解
釈
し
て
ゆ
く
よ
う
な
歴
史
的
発
展
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
の

公
共
性
を
取
り
出
す
た
め
に
、
ハ
ー
バ
…
マ
ス
は
こ
の
書
で
社
会
学
と
歴
史
学
の
方
法
を
岡
時
に
用
い
る
「
特
異
な
方
法
」
を
と
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
公
共
性
と
私
事
と
い
う
概
念
が
、
こ
う
い
う
幾
つ
も
の
歴
史
的
鱗
細
細
の
段
階
、
言
い
換
え
れ
ば
幾
つ
も
の
限
定
さ
れ
た
普
遍
性
の
段
階

を
含
み
つ
つ
、
人
間
存
在
の
条
件
を
基
本
的
に
歴
史
的
社
会
的
形
成
物
と
い
う
枠
内
で
見
る
と
こ
ろ
の
言
述
世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
我
々
は
最
初
に
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
宗
教
は
、
人
間
存
在
の
条
件
を
人
間
存
在
を
超
え
た
と
こ
ろ
が

ら
思
惟
し
、
そ
の
超
越
性
の
も
つ
普
遍
性
を
思
考
空
間
か
ら
排
除
し
な
い
言
述
世
界
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
事
象
だ
か
ら

で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
は
、
宗
教
は
公
私
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
地
平
で
問
わ
れ
得
る
事
柄
で
あ

る
か
、
と
い
う
問
い
ま
で
含
ん
だ
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
日
本
に
お
け
る
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離

　
さ
て
、
宗
教
が
私
的
な
事
柄
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
私
事
性
は
一
般
に
「
信
教
の
自
由
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
不
可
分
に
結

び
つ
い
て
い
る
。
隣
本
国
憲
法
第
二
十
条
に
は
「
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
…
…
②
何
人
も
、
宗
教
上
の

行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
」
と
あ
る
。
同
時
に
こ
の
第
二
十
条
に
は
所
謂
「
政
教
分
離
」
を
う
た

う
文
章
も
含
ま
れ
て
お
り
、
「
…
…
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

…
・
－
③
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
蒼
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
ど
と
述
べ
ら
れ
る
。
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こ
の
「
政
教
分
離
」
と
「
信
教
の
自
由
」
と
の
関
係
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
昭
和
五
十
二
年
）
の
一
節
で
明
確
に
示
さ
れ
る
。

「
…
…
憲
法
は
、
明
治
維
新
以
降
国
家
と
神
道
と
が
密
接
に
結
び
つ
き
前
記
の
よ
う
な
種
々
の
弊
害
を
生
じ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
新
た
に

信
教
の
自
由
を
無
条
件
に
保
障
す
る
こ
と
と
し
、
更
に
そ
の
保
障
を
一
層
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
政
教
分
離
規
定
を
設
け
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
信
教
の
自
由
が
目
的
で
政
教
分
離
は
手
段
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
信
教
の
自
由
は
直

接
に
保
障
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
教
分
離
と
い
う
「
制
度
的
保
障
の
規
定
」
に
よ
っ
て
間
接
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
憲
法
の
規
定
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
歴
史
的
経
緯
を
概
観
す
る
と
、
日
本
に
お
け
る
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
見
え
て
く
る
。

　
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
憲
法
（
明
治
二
十
二
年
）
に
お
い
て
も
「
日
本
臣
民
は
安
寧
秩
序
を
妨
げ
ず
及
び
臣
民
た
る
の

義
務
に
背
か
ざ
る
限
に
於
て
信
教
の
自
由
を
有
す
」
（
第
二
十
八
条
）
と
い
う
条
項
が
示
す
通
り
、
条
件
付
き
で
保
障
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

条
件
は
、
公
事
と
し
て
の
臣
民
の
義
務
と
私
事
と
し
て
の
信
仰
と
い
う
関
係
を
明
示
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
私
事
は
ど
こ
ま
で
も
公
事
が

優
先
す
る
中
で
公
事
を
妨
げ
な
い
仕
方
で
、
存
在
を
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
政
府
の
意
図
す
る
こ
の
公
私
の
関
係
が
相
補
関
係
で
は
な

く
、
宗
教
は
国
家
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
明
確
な
上
下
関
係
で
あ
る
こ
と
は
、
明
治
八
年
に
出
さ
れ
た
教
部
省
口
達
書
の
記
述
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
「
痴
態
法
家
は
信
教
の
自
由
を
得
て
行
政
上
の
保
護
を
受
く
る
以
上
は
能
く
朝
旨
の
所
在
を
認
め
蕾
に
政
治
の
妨
害
と
な
ら

ざ
る
に
注
意
す
る
の
み
な
ら
ず
務
て
此
人
民
を
善
誘
し
治
化
を
翼
賛
す
る
に
至
る
べ
ぎ
点
れ
教
法
家
の
政
府
に
報
ず
る
所
以
の
義
務
と
云
ふ

（
9
）

べ
し
」
。
し
か
も
こ
の
上
位
に
位
置
す
る
国
家
が
「
国
家
神
道
」
と
し
て
宗
教
的
装
い
を
も
っ
た
こ
と
が
、
事
態
を
複
雑
に
し
た
。
つ
ま
り
、

一
方
で
個
人
の
信
仰
の
自
由
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
信
仰
の
上
位
に
別
の
信
仰
を
義
務
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
の
自
由
を
実
質
的
に

廃
棄
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
信
仰
の
自
由
を
廃
棄
し
た
の
は
、
神
道
と
い
う
特
定
の
宗
教
の
暴
力
で
は
な
く
、
神
道
を
国
家
神
道
と
い

う
形
で
意
の
ま
ま
に
改
装
さ
せ
る
国
家
の
暴
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
第
二
次
大
戦
後
、
連
合
国
軍
最
高
司
令

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

五
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部
は
日
本
政
府
に
対
し
て
、
宗
教
的
信
仰
の
自
由
の
宣
言
と
国
家
神
道
及
び
神
社
神
道
に
対
す
る
政
府
の
保
証
・
支
援
の
廃
止
を
強
く
要
求

し
た
と
解
さ
れ
る
。
日
本
国
憲
法
第
二
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
要
求
の
線
上
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
「
政
教
分
離
㎏
の
特
色
は
、
国
家
が
宗
教
を
政
治
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
意
図
を
、

強
力
に
も
っ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
教
分
離
が
、
宗
教
的
な
動
機
で
は
な
く
世
俗
的
な
動
機
に
導
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
世
俗

的
動
機
の
も
と
で
世
俗
的
権
力
の
自
己
規
制
と
し
て
成
立
す
る
点
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
権
力
が
宗
教
に
近
づ
く
こ
と
に
対

す
る
用
心
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
日
本
の
国
家
が
天
皇
制
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
と
宗
教
の
結
び
つ
き
の
可
能
性
を
急
度
的
に
保

持
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
用
心
深
さ
を
要
求
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
用
心
深
さ
の
下
で
の
信
教
の

自
由
は
一
般
に
そ
れ
自
体
、
理
念
的
な
高
さ
も
心
情
的
な
深
さ
も
有
し
て
は
い
な
い
。
信
教
は
「
政
治
的
次
元
を
超
え
た
墨
入
の
内
心
に
か

か
わ
る
こ
と
が
ら
」
（
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
国
憲
法
の
下
に
司
法
が
理
解
す
る

信
教
の
自
由
の
す
べ
て
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
内
面
性
を
介
し
て
、
信
教
の
自
由
は
私
事
の
自
由
と
同
一
視
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
戦
後
の
憲
法
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
保
障
が
、
国
家
に
対
す
る
私
権
の
保
障
の
一
環
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
西
欧
社
会
に
お
け
る
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離

　
そ
も
そ
も
「
信
教
の
自
由
（
完
Φ
一
包
○
器
中
①
貯
㊦
騨
）
」
と
い
う
観
念
は
、
日
本
の
思
想
的
宗
教
的
伝
統
の
中
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

西
欧
の
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
成
立
し
た
特
殊
な
観
念
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
よ
る
長
い
間

の
血
み
ど
ろ
の
難
い
を
経
て
よ
う
や
く
獲
得
さ
れ
た
。
政
教
分
離
の
原
鋼
は
、
理
論
的
に
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
寛
容
書
簡
転
（
》
U
象
韓

0
9
呂
①
ヨ
ヨ
α
q
↓
巳
興
簿
凶
O
P
δ
。
。
α
）
の
中
に
一
つ
の
到
達
点
が
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
原
則
の
確
立
は
現
代
の
宗
教
的
状
況
が
引

き
起
こ
さ
れ
て
く
る
出
発
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
政
教
分
離
は
元
来
は
、
宗
教
一
般
と
国
家
と
の
分
離
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、



キ
リ
ス
ト
教
会
と
国
家
と
の
分
離
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
は
政
治
的
社
会
的
法
的
に
多
様
な
側
面
を
も
つ
複
雑
な
テ
ー
マ
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
西
欧
世
界
に
お
け
る
歴
史
的
経
緯
を
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
宗
教
改
革
と
連
関
し
て
、
十
七
～
十
八
世
紀
の
市

民
革
命
の
時
代
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
会
の
位
置
づ
け
が
大
き
く
変
質
し
た
こ
と
に
は
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
割
拠
し
て
い
た
世
俗
的
権
力
に
対
し
て
教
会
が
代
表
的
具
現
の
公
共
性
（
象
Φ
お
。
感
ω
①
簿
幾
く
Φ
O
h
h
魯
『

膏
冥
Φ
ε
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
を
境
に
、
教
会
が
具
現
す
る
宗
教
は
公
的
権
力
に
対
し
て
「
私
事
」
と
い
う
位
置
づ

け
を
も
っ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
の
私
事
化
の
発
端
に
つ
い
て
だ
け
で
も
、
市
民
革
命
時
に
遡
っ
て
瞥
見
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。

　
そ
れ
を
瞥
見
す
る
に
は
、
A
・
D
・
リ
ン
ゼ
イ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
理
解
を
手
掛
か
り
に
す
る
の
が
簡
便
で
あ
ろ
う
。
リ
ソ
ゼ
イ
は
、

十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
諸
派
の
人
々
の
集
会
（
。
o
づ
ひ
q
お
α
Q
蝕
§
）
に
お
い
て
民
主
的
統
治
が
十
分
な
形
で
行
わ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

そ
れ
の
経
験
の
事
実
こ
そ
が
近
代
民
主
主
義
の
精
神
的
起
源
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
レ
イ
ン
ボ
ロ
i
大
佐
の
讐
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
住
む
ひ
と
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に
貧
し
く
と
も
、
も
っ
と
も
富
裕
な
ひ
と
と
同
じ
く
、
生
き
る
べ
き
生
命
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う

　
　
　
　
（
1
1
）

言
葉
を
引
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
こ
の
自
ら
の
生
命
に
対
す
る
責
務
の
万
人
に
お
け
る
岡
字
性
が
民
主
主
義
の
原
点
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
な
原
点
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
や
そ
こ
で
の
集
い
の
意
識
（
ω
窪
ω
①
o
｛
筥
Φ
Φ
一
億
σ
q
）
が
い
ま

な
お
近
代
国
家
の
民
・
王
主
義
的
な
政
治
体
制
の
範
型
で
あ
り
続
け
る
と
、
リ
ソ
ゼ
イ
は
主
張
す
る
。

　
こ
の
キ
リ
ス
ト
者
の
共
岡
社
会
が
民
主
主
義
国
家
の
模
範
と
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
な
か
で
掲
げ
ら
れ
た
「
教

会
と
国
家
と
の
相
互
的
独
立
（
夢
巴
巳
8
①
邑
Φ
昌
8
0
臨
。
げ
霞
魯
鋤
巳
ω
け
簿
Φ
）
」
の
原
理
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
「
政

教
分
離
（
窪
Φ
ω
Φ
唱
費
9
瓜
。
⇒
○
｛
o
げ
霞
。
げ
鋤
＆
ω
轟
け
Φ
）
」
を
意
味
し
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
際
に
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
と
オ
リ
バ

ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
原
理
は
国
家
が
教
会
の
政
治
的
影
響
力
を
抑
圧
せ
ん
と
し
て
立
て

た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
教
会
が
国
家
か
ら
分
離
独
立
し
よ
う
と
意
図
し
て
擁
立
さ
れ
た
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

七
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家
権
力
が
及
ば
な
い
領
域
が
あ
る
こ
と
を
国
家
に
対
し
て
呼
集
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
国
家
と
い
う
、
個
人
が
そ
こ
へ
の
従
属

を
強
制
さ
れ
る
社
会
組
織
に
対
抗
し
て
、
教
会
が
志
向
し
た
の
は
、
個
人
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
神
と
の
契
約
に
基
礎
を
置
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

こ
ろ
の
宗
教
的
な
共
同
関
係
に
あ
る
入
々
の
社
会
の
確
立
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
信
仰
箇
条
と
共
同
経
験
の
中
に
民
主
主
義
の
始
源
を
認
め
る
見
方
は
、
逆
に
言
う
と
、
民
主
主
義
と
い
う
近
代

社
会
の
公
共
的
場
面
の
主
導
原
理
を
、
個
人
の
内
的
事
象
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
リ
ン
ゼ
イ
は
言
う
。
「
完
全
な
民
主
主
義
は
、

｝
方
で
は
、
ひ
と
び
と
は
た
だ
独
り
で
内
な
る
声
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
が
同
時
に
、
お
互
い
に
一
致
し
た
交
り
に
結
ぼ
れ
ゆ

く
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
分
た
ち
の
属
す
る
政
府
に
た
い
し
て
は
、
心
か
ら
の
岡
意
が
寄
せ
ら
れ
、
し
か
も
、
な
ん
の
強
制
も
感
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
理
想
な
の
で
あ
り
ま
す
」
。
こ
の
「
単
な
る
声
」
と
い
う
雷
葉
は
ク
ェ
ー
カ
ー
の
「
内
な
る
光
（
冒
6
二
凶
ひ
q
簿
と

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
近
代
民
主
主
義
は
、
外
的
制
度
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
超
越
的
な
る
も
の
の
内
的
証
示
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と

い
う
の
が
、
リ
ン
ゼ
イ
の
確
信
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
リ
ソ
ゼ
イ
の
理
解
を
手
掛
か
り
と
し
て
見
て
ゆ
く
と
、
政
教
分
離
は
、
宗
教
が
個
人
の
内
的
な
事
柄
で
、
政
治
が
外
的
な
事

象
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
二
分
法
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
独
立
派
や
再
洗
礼
派
や
ク
ェ
ー
カ
ー
な
ど
の

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
諸
派
が
、
宗
教
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
良
心
に
の
み
関
わ
り
世
俗
的
な
事
象
と
は
関
わ
ら
な
い
と
す
る
傾
向
を
共
通
に
も
っ
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
信
仰
が
怪
人
の
自
由
で
自
発
的
な
信
仰
決
意
に
基
づ
く
こ
と
か
ら
、
い
わ
ぽ
儒
仰
の
前
提
と

な
る
自
由
が
彼
ら
に
お
い
て
特
別
の
重
さ
を
も
っ
て
く
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
諸
派
は
む
し
ろ
宗
教
が
輿
入
の
魂
の
事
柄
で
あ
る
と
見
な
す
か

ら
こ
そ
、
そ
の
魂
の
事
柄
を
純
粋
に
守
る
た
め
に
、
宗
教
上
の
外
的
強
制
に
対
し
て
徹
底
的
に
闘
う
人
々
と
な
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
＞

　
ハ
ー
バ
…
マ
ス
は
「
い
わ
ゆ
る
信
教
の
自
由
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
私
的
霞
律
の
最
初
の
圏
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
近
代
市
民
社
会
の
成
立
期
に
社
会
の
構
成
員
が
市
民
的
状
態
で
あ
り
う
る
た
め
の
諸
条
件
と
見
な
さ
れ
た
も
の
の
内
で
「
信
教
の
自

由
」
は
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
信
教
の
自
由
は
、
革
命
や
戦
争
に
お
い
て
そ
の
獲
得
が
め
ざ
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
約



自
由
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
信
教
の
自
由
は
、
個
人
の
信
仰
の
選
択
に
関
し
て
如
何
な
る
外
的
強
綱
を
も
受
け
な
い
と
い
う
強
制

か
ら
の
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
信
仰
が
自
発
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
社
会
的
に
守
り
、
か
つ
信
仰
と
い
う
内
的
な
自
由
の
営
み

を
内
的
な
自
由
の
営
み
と
し
て
公
に
守
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
信
教
の
自
由
は
、
内
的
自
由
を
社
会
的
に
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
外
的
自
由

な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
外
的
自
由
は
内
的
自
由
を
可
能
に
す
る
社
会
的
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
教
の
自
由
と
い
う
外

的
自
由
は
、
信
仰
が
内
的
自
由
の
事
柄
で
あ
る
と
い
う
確
信
か
ら
発
源
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
的
自
由
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
限
り
で
は
、
内
的
自
由
が
外
的
自
由
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
り
、
信
教
の
自
由
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
そ
れ
自
身
内
的
自
由
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
わ
ぽ
外
化
し
た
内
的
自
由
で
あ
る
。
「
信
教
の
自
由
」
に
は
、
内
的
自
由
と
外
的
自
由
と
の
こ
の
相
反
す
る
二
重
の
関
係
が
含
ま
れ
て
い

る
。
一
般
に
は
、
こ
の
内
的
自
由
と
外
的
自
由
は
信
教
の
自
由
を
構
成
す
る
二
つ
の
契
機
と
し
て
静
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
信
教
の
自
由
は
内
的
自
由
と
外
的
自
由
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
内
的
自
由
が
外
化

を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
外
的
自
由
が
内
的
自
由
の
要
求
に
応
じ
て
形
作
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
近
代
の
「
信
教
の
自

由
」
を
特
毒
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
信
教
の
自
由
を
社
会
的
に
採
択
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
の
内
面
と
外
面
と
の
一
つ
の
新
し
い
関
係

の
社
会
的
な
採
択
で
あ
っ
て
、
我
々
が
通
常
理
解
す
る
意
味
で
の
内
的
自
由
と
外
的
自
由
と
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
信
教
の
自
由
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
の
根
底
に
は
、
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』
の
「
選
択
意
志
（
名
凶
霞
（
母
）
の
自
由
」
に
比
す
こ
と
の
で
き

る
自
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
意
志
（
芝
竃
Φ
V
と
選
択
意
志
の
区
別
は
い
ろ
い
ろ
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
『
宗
教
論
』
で
は
選
択
意
志
の
働
き
が
悪
の
根
拠
の
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
は
、
意
識
的
な
悪
の
行

為
の
根
底
に
悪
し
き
格
率
を
看
取
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
悪
し
き
格
率
が
主
体
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
主
体
の
内
に
普

遍
的
に
存
在
し
て
い
る
悪
し
き
格
率
の
根
拠
を
推
論
す
る
。
こ
の
根
拠
自
身
が
ま
た
格
率
で
あ
っ
て
、
こ
の
格
率
と
し
て
の
根
拠
を
採
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
と
こ
ろ
の
も
う
ひ
と
つ
根
源
的
な
主
体
的
選
択
が
さ
ら
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
最
も
根
源
的
な
主
体
的
選
択
と
い
う
、

道
徳
的
格
率
の
採
用
の
一
番
始
め
の
場
面
に
、
選
択
意
志
の
自
由
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
推
測
す
る
に
、
信
教
の
自
由
を
認
め
る
と

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

九
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い
う
選
択
は
、
近
代
人
の
道
徳
的
関
係
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
と
こ
ろ
の
新
し
い
始
ま
り
に
相
当
す
る
選
択
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
信
教
の

自
由
の
制
度
的
社
会
的
確
立
は
、
そ
こ
か
ら
一
つ
の
新
し
い
宗
教
の
状
況
が
振
か
れ
る
始
ま
り
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
精
神
的
心
理

的
な
意
味
で
の
近
代
的
主
体
の
私
的
領
域
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
始
ま
り
と
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
選
択
は
、
叡
智
的
所
行
で
は

な
く
、
歴
史
的
選
択
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
内
面
と
外
面
と
の
一
つ
の
関
係
を
選
択
し
た
行
為
と
し
て
自
然
に
対
す
る
一
つ
の
態
度
決
定

を
含
ん
で
い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
選
択
行
為
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
意
味
で
の
そ
の
後
の
人
間
存
在
の
根
本
的
な
条
件
を
歴
史
的
に
決

定
し
た
と
い
う
根
源
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
信
教
の
自
由
の
採
択
と
い
う
発
端
が
、
社
会
的
な
意
味
で
新
し
い
悪
の
根
拠
の
始
ま
り
で

も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
場
舎
、
新
し
い
善
の
根
拠
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
宗
教
の
私
事
性
は
、
こ
の
時
点
で
は
二
つ
の
位
相
を
も
っ
て
い
る
と
雷
え
る
。
第
一
に
、
国
家
を
公
的
と

晃
な
す
限
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
共
岡
社
会
は
国
家
か
ら
独
立
し
た
非
政
治
的
共
同
社
会
と
し
て
、
私
的
領
域
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
私
的

領
域
は
よ
り
本
来
的
な
仕
方
で
「
自
由
」
と
「
民
主
制
」
が
行
わ
れ
得
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
政
治
的
領
域
に
対
し
て
よ
り
い
っ
そ
う
公
共
的

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
義
性
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
宗
教
の
私
事
性
は
、
国
家
と
い
う
公

共
性
に
対
峙
す
る
こ
と
で
、
よ
り
高
次
の
公
共
性
を
理
念
と
し
て
そ
の
内
に
保
持
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
私
事
性
は
、

こ
こ
で
、
一
一
重
の
公
共
性
を
可
能
に
す
る
媒
体
と
な
る
。
十
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
が
教
会
と
国
家
と
の
相
互
不
可
侵
的
独
立
の
宣

言
と
い
う
仕
方
で
、
宗
教
を
私
的
な
事
柄
で
あ
る
と
選
択
し
た
の
は
、
宗
教
の
私
事
性
が
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
可
能
性
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ

る
と
確
信
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
信
仰
（
信
教
）
の
自
由
は
、
こ
の
私
事
性
の
根
底
に
あ
る
自
由
と
私
事
性
の
内
に
あ
る
自
由
と
い
う
二
重

の
あ
り
方
を
す
る
が
、
こ
の
二
重
の
信
仰
の
自
由
を
浸
透
さ
せ
て
い
る
が
故
に
宗
教
の
私
事
性
は
豊
か
で
あ
り
、
こ
の
宗
教
の
私
事
性
の
豊

か
さ
が
、
私
有
圏
に
お
け
る
近
代
の
新
し
い
公
共
性
と
し
て
の
「
市
民
的
公
共
性
篇
を
育
成
す
る
土
壌
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に

こ
の
こ
と
は
、
宗
教
の
私
事
性
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
自
由
と
民
主
主
義
と
い
う
価
値
観
の
な
か
で
紡
ぎ
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

露
わ
に
し
て
い
る
。



四
－
一
　
世
俗
化
と
宗
教
の
私
事
性
の
変
容
ー
バ
ー
ガ
ー
の
分
析

　
こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
現
代
日
本
で
理
解
さ
れ
て
い
る
宗
教
の
私
事
性
が
如
何
に
底
の
浅
い
も
の
で
あ
る
か
が
明
白
に
な
る
。
そ
こ

で
の
信
教
の
自
由
は
平
板
で
あ
り
、
宗
教
の
私
事
性
が
相
対
す
る
公
共
性
も
ま
た
政
治
的
統
治
と
ぺ
ら
っ
と
重
な
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

日
本
に
お
け
る
宗
教
の
私
事
性
が
奥
行
き
を
欠
く
理
由
は
、
し
ば
し
ぼ
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
宗
教
者
が
国
家
権
力
に
抗
し
て
信
仰

の
自
由
を
自
ら
戦
い
取
っ
た
歴
史
が
欠
け
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
国
に
お
い
て
も
、
現
代
で
は
、
宗

教
の
私
事
性
が
高
次
の
公
共
性
の
源
泉
で
あ
る
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
教
会
も
な
お
あ
る
種
の
公
共
性
を
残
照
と
し
て
残
し
つ
つ
も
、

そ
れ
は
教
会
外
部
の
公
共
性
に
対
し
て
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
宗
教
が
高
次
の
公
共
性

を
世
俗
社
会
に
対
し
て
発
信
す
る
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
の
脱
教
会
化
と
い
う
事
態
が
進
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
私
事
性
の
有
り
様
は
、
近
代
の
世
俗
化
の
進
行
し
た
社
会
一
般
に
お
け
る
宗
教
の
私
事
性
の
有
り
様
だ

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
ベ
ラ
ー
レ
（
給
餌
二
〇
。
げ
げ
Φ
冨
2
Φ
）
の
古
典
的
な
定
義
に
よ
れ
ぽ
、
世
俗
化
と
は
「
社
会
全
体
を
お
お
う
超

越
的
宗
教
シ
ス
テ
ム
が
、
社
会
の
他
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
並
ぶ
　
個
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
な
り
、
社
会
を
お
お
っ
た
宗
教
か
ら
の
要
請
が
縮

小
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
な
プ
p
セ
ス
」
を
意
味
す
る
。
政
教
分
離
は
、
政
治
的
領
域
に
お
け
る
世
俗
化
の
現
象
で
あ
る
が
、
世
俗
化
は
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
以
外
の
人
間
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
生
起
し
進
行
し
た
。
世
俗
化
の
進
行
は
宗
教
の
私
事
性
そ
の
も
の
を
大

き
く
変
容
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
変
容
の
核
心
を
如
実
に
描
き
出
し
た
の
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
や
ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
と
い
っ

た
所
謂
現
象
学
約
社
会
学
の
立
場
に
立
つ
宗
教
社
会
学
者
た
ち
で
あ
る
。

　
バ
ー
ガ
ー
は
『
聖
な
る
天
蓋
』
の
中
で
、
世
俗
化
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
「
信
葱
性
（
空
拝
俄
σ
山
蔓
）
の
危
機
」
を
帰
結
し
た
と
論
述

（
／
7
）

す
る
。

　
バ
ー
ガ
ー
の
こ
の
表
現
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
社
会
構
築
の
理
論
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
生
物
に
お
い
て
世
界
が
単
純
に
与
え
ら

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

ご
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一
こ

れ
、
前
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
と
違
っ
て
、
入
間
は
自
分
で
世
界
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
構
築
さ
れ
た
世
界
が
「
文
化
」
で

あ
り
、
こ
の
文
化
の
基
本
的
圏
的
は
、
人
間
生
活
の
た
め
に
生
物
学
的
に
欠
け
て
い
る
確
固
た
る
構
造
を
供
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

裏
返
す
と
、
文
化
が
人
間
に
よ
っ
て
不
断
に
生
産
さ
れ
再
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
構
造
が
本
来
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
不
安
定
で
、
変
化
す
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
入
間
の
世
界
構
築
の
営
み
は
、
社
会
的
な
も

の
で
あ
る
。
社
会
と
そ
の
す
べ
て
の
組
成
を
構
成
す
る
材
料
は
、
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
外
在
化
さ
れ
る
意
味
で
あ
り
、
産
み

出
さ
れ
た
も
の
は
こ
の
外
在
化
（
Φ
y
μ
脅
①
一
，
コ
鋤
一
圃
斡
鋤
け
圃
O
コ
）
に
よ
っ
て
、
外
界
の
事
実
と
し
て
生
み
出
し
た
当
人
に
対
抗
す
る
に
至
る
。
客
体
化

さ
れ
た
諸
意
味
は
簡
単
に
は
消
え
表
ら
ず
、
人
間
が
創
り
出
し
た
意
味
秩
序
と
し
て
の
世
界
、
つ
ま
り
「
社
会
」
が
、
客
観
的
事
実
と
い
う

性
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
社
会
は
本
来
的
に
不
安
定
な
構
造
を
も
つ
た
め
、
「
正
当
化
（
一
Φ
α
q
三
ヨ
簿
凶
窪
ご
に
よ
っ
て
客
観
と

主
観
の
両
局
面
に
お
い
て
現
実
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
現
実
の
人
面
に
と
っ
て
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
存
在
し
続

け
る
た
め
に
は
、
そ
の
世
界
を
真
実
な
も
の
と
し
て
不
断
に
構
築
す
る
問
・
王
観
的
な
働
き
合
い
の
プ
ロ
セ
ス
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
信
金
し

合
う
間
主
観
的
プ
挺
セ
ス
が
「
信
感
性
の
構
造
（
豆
磐
隷
書
圃
蔓
ω
窪
一
。
讐
邑
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
構
造
が
、
正
当
化
と
正
当
化
さ
れ
た
世
界

と
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　
バ
ー
ガ
ー
は
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
理
論
の
も
と
で
、
社
会
的
世
界
を
安
定
し
た
仕
方
で
構
築
す
る
営
み
に
お
い
て
戦
略
的
（
ω
窪
讐
⑦
ひ
q
凶
。
）

役
割
を
果
た
し
た
の
が
宗
教
で
あ
り
、
さ
ら
に
正
当
化
の
も
っ
と
も
広
範
で
有
効
な
手
段
と
し
て
従
来
機
能
し
て
き
た
の
が
宗
教
で
あ
っ
た

と
位
置
づ
け
る
。
宗
教
は
伝
統
的
に
、
社
会
の
成
員
た
ち
の
た
め
に
意
味
の
共
通
世
界
（
簿
8
三
拝
§
§
幽
く
㊤
、
ω
Φ
o
ご
き
窪
ぎ
α
q
）
と
し
て
機

能
す
る
こ
と
の
で
き
る
現
実
規
定
の
統
合
体
を
構
築
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
祉
会
に
お
け
る
宗
教
の
公
共
的
な
機
能
と

な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
バ
…
ガ
…
に
よ
れ
ぽ
、
世
俗
化
の
現
象
が
経
済
の
領
域
か
ら
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
外
側
に
向
か
っ
て
進
行
し
、
社
会

の
他
の
領
域
に
波
及
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
宗
教
が
翻
心
的
秩
序
の
も
っ
と
も
公
的
な
部
門
と
も
っ
と
も
私
的
な
部
門
と
に
両
極
化
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
】
）

る
傾
向
が
出
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
工
業
社
会
の
中
枢
部
分
は
、
宗
教
の
影
響
力
か
ら
完
全
に
離
脱
す
る
に
至
っ
た
。
そ

し
て
一
方
で
、
制
度
的
秩
序
の
も
っ
と
も
公
的
な
部
門
、
即
ち
国
家
制
度
の
内
部
で
は
、
宗
教
は
典
型
的
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
レ
ト
リ

ッ
ク
の
事
柄
に
属
す
る
仕
方
で
残
存
す
る
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
宗
教
は
、
社
会
的
現
実
性
を
欠
い
た
レ
ト
リ
カ
ル
な
飾
り
物
に
な
る
。
他
方

で
、
制
度
的
秩
序
の
も
っ
と
も
私
的
な
部
門
、
即
ち
家
族
制
度
お
よ
び
そ
れ
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
社
会
関
係
の
内
部
で
は
、
宗
教
は
か
な

り
の
リ
ア
ル
な
能
力
を
保
持
し
て
い
る
。
即
ち
、
宗
教
は
日
常
的
な
社
会
生
活
の
私
的
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
社
会
の
世
俗
化
し
た
分
野

か
ら
い
わ
ば
効
果
的
に
隔
離
さ
れ
る
。
宗
教
の
世
界
構
築
の
能
力
は
下
位
世
界
（
ω
二
σ
一
≦
O
噌
一
轍
ω
）
の
建
設
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
信

認
性
の
構
造
は
場
合
に
よ
っ
て
は
核
家
族
以
上
の
大
き
さ
に
は
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
信
器
性
の
構
造
に
依
存
す
る
宗
教
は
脆
弱
な
骨
組
み

し
か
も
て
鈎
・
現
代
社
会
で
は
・
宗
教
の
公
共
肝
機
能
は
作
用
し
な
く
な
・
て
お
り
・
宗
教
は
私
的
な
も
の
と
な
・
て
い
る
・
こ
の
よ
う

に
バ
ー
ガ
ー
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
更
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
私
的
宗
教
性
の
様
相
を
、
バ
ー
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。
宗
教
は
個
人
も
し
く
は
核
家
族
の

「
選
択
」
や
「
好
み
」
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
選
択
や
好
み
は
簡
単
に
採
用
さ
れ
簡
単
に
放
棄
さ
れ
る
。
そ
こ
で
宗
教
を
支
配
す
る
の
は
、

市
場
経
済
の
原
理
で
あ
る
。
世
俗
化
が
も
た
ら
し
た
宗
教
の
多
元
的
状
況
は
一
種
の
市
場
相
場
で
あ
り
、
各
宗
教
教
団
は
市
場
取
り
引
き
機

関
と
な
り
、
宗
教
的
伝
統
は
消
費
者
に
向
け
て
の
商
品
と
な
る
。
伝
統
的
宗
教
教
団
の
大
手
の
も
の
は
、
リ
ス
ク
を
減
ら
し
て
競
争
を
合
理

化
す
る
た
め
に
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
と
い
う
い
わ
ば
カ
ル
テ
ル
化
の
動
き
を
示
し
て
く
る
。
宗
教
の
内
容
は
「
不
変
の
真
理
」
と
し
て
維
持

す
る
の
が
困
難
に
な
り
、
「
消
費
者
の
選
択
」
と
い
う
力
学
に
し
た
が
う
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
主
題
と
な
る
。
消
費
者
た
る
人
々
が
好
ん

で
選
択
す
る
の
は
、
彼
ら
の
私
的
生
活
に
お
け
る
個
人
の
道
徳
的
お
よ
び
精
神
治
療
的
な
欲
求
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
消
費

者
の
需
要
は
、
ま
っ
た
く
宗
教
の
公
的
機
能
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
性
の
様
相
に
対
応
し
て
、
人
々
の
意
識
内
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
、
バ
ー
ガ
ー

は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
の
事
柄
は
意
識
の
内
で
、
「
少
な
く
と
も
〈
分
別
あ
る
〉
人
た
ち
な
ら
す
べ
て
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
基
礎
的

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

＝
二
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四

〈
真
実
（
窪
¢
夢
ω
）
V
を
内
包
す
る
意
識
の
レ
ベ
ル
」
か
ら
「
さ
ま
ざ
ま
な
く
主
観
的
V
見
解
（
≦
①
≦
）
が
い
だ
か
れ
る
レ
ベ
ル
」
へ
と
移

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V

行
ず
る
に
至
っ
て
い
る
。
宗
教
の
内
容
は
も
は
や
客
観
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
な
く
な
り
、
個
人
の
私
的
な
事
柄
と
な
る
。
つ
ま
り
、
宗
教

は
本
気
で
議
論
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
宗
教
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
外
的
世
界
の
何
ら
か
の

事
実
性
に
根
ざ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
意
識
の
内
部
に
根
を
も
つ
と
見
な
さ
れ
る
。
実
際
、
個
人
は
、
宗
教
を
自
分
自
身
の
主
観

的
意
識
の
内
部
に
発
見
し
、
ど
こ
か
自
分
自
身
の
内
部
に
沈
潜
す
る
。
こ
う
し
て
二
重
の
意
味
で
、
宗
教
の
内
容
は
主
観
化
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。

四
⊥
一
現
代
社
会
に
お
け
る
私
的
宗
教
と
公
的
宗
教

　
さ
て
、
バ
ー
ガ
ー
の
『
聖
な
る
天
蓋
』
は
一
九
六
七
年
置
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
世
俗
化
論
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
一
九
六

〇
年
代
、
七
〇
年
代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
社
会
変
容
の
中
に
は
、
新
た
な
考
察
を
要
す
る
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
宗
教
の
私
事
化
の
線
に
沿
っ
て
新
た
に
考
察
す
べ
き
点
を
探
る
な
ら
ぽ
、
た
と
え
ば
、
宗
教
が
国
家
制
度
の
内
部
で
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て

機
能
し
て
い
る
こ
と
は
根
変
わ
ら
ず
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
近
年
の
情
報
通
信
技
術
の
急
速
な
発
達
の
中
で
、
政
治
的
工
芸
で
レ
ト
リ
ッ
ク

と
い
う
も
の
の
も
つ
意
味
が
格
段
に
大
き
く
な
っ
た
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
或
い
は
、
市
場
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
の

中
で
、
宗
教
を
支
配
す
る
市
場
競
争
の
原
理
そ
の
も
の
が
バ
ー
ガ
…
が
考
察
し
た
以
上
に
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
顧

客
層
の
も
つ
宗
教
的
欲
求
は
決
し
て
等
質
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
薪
た
に
考
慮
に
入
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

政
治
的
場
面
で
レ
ト
リ
ッ
ク
の
も
つ
意
味
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
は
、
宗
教
の
宗
教
と
し
て
の
働
き
が
拡
大
し
た
こ
と
を
何
ら
意
味
し
な
い
。

ま
た
、
消
費
者
の
宗
教
的
欲
求
の
多
様
性
は
多
様
な
商
品
提
供
と
多
様
な
販
売
形
態
を
促
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
宗
教
が
市
場
競
争
の
原
理
に

支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
現
代
の
多
く
の
社
会
に
お
い
て
む
し
ろ
㎝
層
強
化
さ
れ
て
い
る
。
バ
ー
ガ
ー
の
分
析
は
近
代
社
会
の

～
つ
の
帰
結
と
し
て
生
起
し
た
宗
教
の
変
容
の
核
心
的
事
態
を
実
り
だ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
今
日
で
も
基
本
的
に
妥



当
す
る
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
一
九
七
九
年
に
は
イ
ラ
ン
と
ニ
カ
ラ
グ
ア
で
革
命
が
勃
発
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
訪
問
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
、

宗
教
が
関
係
す
る
重
要
な
政
治
的
事
件
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
際
政
治
舞
台
へ
の
台
頭
で

あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
存
在
は
、
西
欧
型
の
近
代
社
会
と
い
う
形
態
の
外
か
ら
、
近
代
社
会
の
宗
教
の
私
事
化
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
の
疑
問

符
を
突
き
つ
け
た
。
次
に
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
地
域
で
は
、
民
族
紛
争
に
古
く
か
ら
の
宗
教

対
立
が
関
係
し
て
深
刻
な
事
態
に
発
展
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
民
族
の
伝
統
と
深
く
結
び
つ
い
た
宗
教
の
社
会
的
影
響
力
が
い
ま
な
お

根
強
い
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
南
ア
メ
リ
カ
で
の
政
治
的
抗
争
に
お
い
て
、
或
い
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
連
帯
の
台
頭
に
際

し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が

政
治
的
場
面
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
き
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
で
も
宗
教
の
私
事
化
の
趨
勢
と
は
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
動
き

　
　
　
　
　
（
2
2
）

が
目
立
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
は
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
と
社
会

と
の
関
係
が
緊
急
に
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
を
露
わ
に
し
た
。

　
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
宗
教
の
新
し
い
現
象
か
ら
宗
教
の
「
脱
私
事
化
」
の
動
向
を
読
み
取
る
宗
教
社
会
学
者
も
、
出
て
き

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
、
宗
教
の
私
事
化
の
趨
勢
に
対
す
る
批
判
と
反
発
が
見
出
せ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で

の
私
事
化
の
方
向
が
今
度
は
脱
私
事
化
に
転
換
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
ぎ
る
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
宗
教
共
同
体
か
ら

離
脱
し
て
個
人
の
宗
教
を
首
唱
す
る
動
き
は
、
現
代
社
会
の
中
で
な
お
進
展
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
の
趣

味
に
近
い
形
に
宗
教
が
私
事
化
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
反
発
と
し
て
、
市
民
社
会
に
お
い
て
宗
教
が
公
的
影
響
力
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い

う
動
き
が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
近
代
化
に
対
抗
す
る
反
近
代
化
お
よ
び
脱
近
代
化
の
運
動
と
結
び
つ
い
た
宗

教
の
変
動
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
私
事
化
の
進
展
と
脱
私
事
化
の
動
き
と
は
、
む
し
ろ
連
動
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

一
五
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五
　
宗
教
の
私
事
性
の
質
的
変
容

　
さ
て
、
現
代
社
会
の
宗
教
の
私
事
化
を
考
察
す
る
と
き
、
私
的
領
域
そ
の
も
の
が
、
十
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
の
時
代
と
は
大
き

く
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。
両
者
の
根
本
的
な
違
い
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
私
的
な
も
の
と
個
人
的
（
薄
藍
9
望

。
・
一
）
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
で
あ
ろ
う
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ぽ
、
十
九
世
紀
以
前
に
は
、
虚
血
や
家
族
と
い
っ
た
自
己
に
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
V

近
な
領
域
は
、
自
分
だ
け
の
領
域
、
も
し
く
は
他
人
と
は
違
っ
た
独
自
の
緬
性
の
表
現
の
た
め
の
領
域
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
十

九
世
紀
に
お
い
て
、
個
人
の
飼
性
が
社
会
的
範
麟
と
な
り
、
公
的
即
製
が
輿
入
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
現
代
に
お
け
る
公
事
の
死
滅
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

歯
し
た
、
と
い
う
の
が
セ
ネ
ッ
ト
の
分
析
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
公
的
文
化
は
終
焉
を
告
げ
、
い
ま
や
親
密
さ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支
配
し
て
い
る
。
彼
が
親
密
さ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
；
と
呼
ぶ
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
関
係
は
、
そ
れ
が
個
々
の
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

内
的
な
心
理
的
関
心
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
真
実
で
、
信
頼
で
き
、
真
正
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
で
あ
る
。

　
セ
ネ
ッ
ト
の
言
う
よ
う
に
現
代
社
会
に
お
い
て
公
共
性
が
死
滅
し
た
か
否
か
は
こ
こ
で
の
考
察
の
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
現
代
社
会

に
お
い
て
宗
教
が
私
的
な
も
の
だ
と
言
う
場
合
の
私
的
領
域
は
醸
人
の
内
面
の
領
域
と
外
延
を
岡
じ
く
す
る
の
に
対
し
て
、
十
七
世
紀
ピ
ュ

～
リ
タ
ン
た
ち
の
私
的
領
域
が
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
ら
の
私
的
領
域
は
、
個
々
人
の
内
面
に
中
心
を
置
き
つ
つ
そ
の

外
部
の
空
間
に
広
が
り
、
そ
の
非
望
人
的
空
間
が
私
事
性
の
内
実
に
関
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
宗
教
に
お
け
る
自
由
の
質
も
、

両
者
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
の
、
自
由
に
も
と
つ
く
決
断
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
信
教
の
自
由
の
固
有
性
は
、
現
代
社

会
で
は
消
費
と
享
受
の
自
由
の
強
力
な
繁
茂
に
い
わ
ぽ
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
私
的
自
律
と
し
て
の
自
由
は
、
ハ
ー

バ
…
マ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
も
は
や
消
費
行
動
の
中
ぐ
ら
い
で
し
か
維
持
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
〈
私
的
〉
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

雷
葉
の
積
極
的
意
味
は
、
資
本
主
義
的
に
機
能
す
る
財
産
に
対
す
る
自
由
処
分
権
と
い
う
概
念
に
即
し
て
形
成
さ
れ
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、

近
代
市
民
社
会
の
自
由
権
の
合
理
性
と
正
当
性
へ
の
確
信
が
、
自
由
競
争
の
経
済
体
剃
に
は
自
動
調
整
の
能
力
が
あ
る
と
い
う
自
由
市
場
の



合
理
性
と
正
当
性
へ
の
確
儒
と
通
饗
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
と
き
、
信
教
の
自
由
と
い
う
理
念
も
あ
る
種
の
利
害
関
心
か
ら

解
き
放
た
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
露
わ
と
な
っ
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
、
信
教
の
自
由
が
、
商
品
経
済
に
お
け
る
供
給
者
側
の
生
産
と

販
売
の
自
由
、
消
費
者
側
の
商
品
選
択
と
商
品
享
受
の
自
由
と
い
う
資
本
主
義
社
会
を
主
導
す
る
自
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
実
を
の
っ
と
ら

れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
素
性
の
　
つ
の
帰
結
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
こ
で
は
、
信
教
の
自
由
の
理
念
性
は
失
わ
れ
て
い
る
。
信
教
の
自
由

の
理
念
性
は
、
自
己
と
世
界
の
全
体
、
一
切
の
存
在
者
の
命
運
が
そ
こ
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
責
任
の
重
み
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自
由
の

自
覚
に
よ
っ
て
初
め
て
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
理
念
と
し
て
の
信
教
の
自
由
が
見
失
わ
れ
た
と
き
、
宗
教
が
自
己
自
身
を
そ
こ
へ
と
位
置
づ
け
た
私
的
領
域
は
、
そ
の
内
に
保
持
し
て
い

た
は
ず
の
高
次
の
公
共
性
の
理
念
を
見
失
う
。
宗
教
が
私
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
が

宗
教
的
真
理
の
あ
り
方
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
真
理
は
間
主
観
的
に
真
理
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い

の
で
あ
る
。
だ
が
、
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
も
の
は
、
間
主
観
的
に
真
理
と
見
な
さ
れ
る
も
の
以
上
の
も
の
で
あ
り
得
る
と
同
時
に
、

そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
あ
り
得
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
論
証
や
討
議
が
な
さ
れ
る
以
前
に
既
に
私
の
存
在
全
体
を
決
定
し
て
し
ま
っ
て

お
り
、
す
べ
て
の
人
の
否
認
も
そ
れ
を
揺
る
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
真
理
の
あ
り
方
が
、
一
方
で
示
さ
れ
る
。
他
方
で
、
単
に
私
が

満
足
す
れ
ぽ
よ
い
の
で
あ
っ
て
何
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
恣
意
的
な
見
解
が
示
さ
れ
る
。
後
者
は
ま
っ
た

く
「
真
理
」
と
は
別
の
位
相
に
出
て
行
く
こ
と
に
な
り
、
私
的
領
域
は
「
趣
味
」
や
「
嗜
好
」
の
領
域
と
な
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
時

代
か
ら
二
十
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
に
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
信
教
の
自
由
を
確
立
す
る
闘
い
が
明
ら
か

に
し
た
の
は
、
宗
教
的
真
理
そ
れ
自
体
は
公
的
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
宗
教
的
真
理
が
公
的
に
認
知
さ
れ
る

こ
と
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
は
公
的
に
認
知
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
信
教
の
自

由
に
お
け
る
内
的
自
由
と
外
的
自
由
と
の
二
重
の
関
係
の
内
包
と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
公
的
認
知
に
よ

っ
て
、
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
の
様
相
の
違
い
は
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

～
七
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論
証
や
討
議
を
必
要
と
し
な
い
あ
り
方
か
ら
趣
味
嗜
好
と
い
う
あ
り
方
へ
の
移
行
が
起
こ
る
原
因
は
、
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い

う
こ
と
の
構
造
の
中
に
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
移
行
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
に
は

真
理
の
あ
り
方
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と

の
可
能
性
と
限
界
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

六
－
【
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
実
存
」

　
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
の
思
想
で
あ
る
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
有
名
な
ギ
ー
レ
ラ
イ
エ
の
手
記
の
中
で
「
自
分
が
そ
の
た
め
に
生
き
か
つ
死
ぬ
こ
と
を
願
う
よ
う
な
理
念
を
見
出
す
こ

と
が
重
要
だ
扁
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
私
に
と
っ
て
の
真
理
、
主
体
的
真
理
の
有
り
様
で
あ
る
。
主
体
的
真
理
は
「
実
存
」
に

お
い
て
成
立
す
る
。
ち
な
み
に
、
彼
の
実
存
の
内
面
性
と
い
う
考
え
方
は
、
宗
教
の
私
的
な
あ
り
方
を
代
表
す
る
も
の
と
一
般
に
見
な
さ
れ

て
い
る
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
実
存
（
両
×
圃
ω
竃
震
ご
と
い
う
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
町
並
馨
①
震
（
現
存
）
の
概
念
へ
の
批
判
を
基
礎
に
し
て
い

る
。
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
閃
×
日
給
Φ
轟
の
思
惟
は
永
遠
の
相
の
下
に
あ
る
抽
象
的
思
惟
で
あ
る
故
に
、
実
存
す
る
考
の
窮
境
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
実
存
す
る
者
の
窮
境
と
は
時
間
的
な
る
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
窮
境
で
あ

る
が
、
抽
象
的
に
思
惟
す
る
者
は
、
永
遠
な
る
も
の
と
時
聞
的
な
る
も
の
を
共
に
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
抽
象
的
思
惟
の
純
粋

な
存
在
の
中
に
空
想
的
に
生
き
て
い
る
存
在
者
で
あ
る
と
共
に
も
っ
ぱ
ら
世
間
的
な
出
来
事
の
中
に
埋
没
し
て
生
き
る
存
在
者
で
あ
る
と
い

う
二
重
の
あ
り
方
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
時
聞
的
な
る
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
を
共
に
保
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
存
す
る
者
が
実
存
す

る
こ
と
に
無
限
の
関
心
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
「
実
存
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

と
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
現
実
性
（
乏
三
島
。
耳
①
轟
け
）
で
あ
る
」
。
抽
象
的
思
惟
が
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の



現
実
性
で
あ
る
。

　
現
実
性
と
い
う
概
念
は
、
哲
学
史
の
上
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
∪
春
鋤
自
ω
と
国
昌
興
α
q
①
昼
に
遡
る
可
能
性
と
現
実
性
と
い
う
概
念

対
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
様
態
の
変
容
と
い
う
性
格
に
本
質
の
実
現
と
い
う
性
格
を
付
け
加
え
て
、
「
現
実
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
8
）

は
、
本
質
と
現
実
存
在
（
国
×
一
ω
け
Φ
質
N
）
と
の
、
あ
る
い
は
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
、
直
接
的
に
成
っ
た
統
一
で
あ
る
」
と
規
定
す

る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
性
は
、
よ
り
高
次
の
も
の
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
現
実
的
な
も
の
の
総
体
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
思
惟
さ
れ
る
現
実
性
は
、
実
は
可
能
性
に
変
化
さ
せ
ら
れ
た
現
実
性
に
す
ぎ
な

　
　
　
（
2
9
）

い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
現
実
性
は
弁
証
法
的
運
動
の
契
機
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
弁
証
法
を
思
惟
す
る
者
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
り
結
び

合
お
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
得
る
の
は
可
能
性
で
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
存
す
る
者
が
自
ら
の
実

存
に
向
け
る
関
心
は
、
逆
に
、
可
能
性
を
可
能
性
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
関
心
そ
の
も
の
が
現
実
性
な
の

で
あ
る
。

　
弁
証
法
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
実
存
す
る
者
は
弁
証
法
的
契
機
の
内
に
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
弁
証
法
的
運
動
の
始

め
と
終
わ
り
は
存
し
な
い
。
彼
は
、
実
存
す
る
限
り
弁
証
法
的
契
機
（
即
ち
実
存
）
を
止
揚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が

具
体
的
な
現
実
存
在
の
あ
り
方
で
あ
る
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
問
は
質
素
な
る
も
の
と
時
間
的
な
る
も
の
と
の

「
総
合
」
で
あ
る
と
雷
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
総
合
は
、
二
つ
の
も
の
の
対
立
が
解
消
さ
れ
て
高
次
の
も
の
へ
と
止
揚
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

二
つ
の
も
の
の
対
立
矛
盾
が
保
持
さ
れ
つ
つ
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
と
な
る
。
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
と
は
、
美
里
的

な
る
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
と
の
関
係
と
し
て
の
人
間
が
、
時
間
的
な
る
も
の
を
永
遠
な
る
も
の
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
不
断
に
努
力
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
「
自
己
」
が
「
生
成
」
す
る
。
実
存
す
る
者
に
と
っ
て
永
遠
性
は
未
来
の
も
の
で
あ
り
、
未
来

と
し
て
生
成
す
る
。
こ
の
生
成
に
お
い
て
、
時
間
が
そ
の
あ
る
べ
き
場
所
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
立
が
解
消
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
一
見
、
対
立
す
る
も
の
に
た
だ
た
だ
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
「
自
己
扁
は
対
立
矛
盾

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

一
九
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を
ど
こ
ま
で
も
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
決
断
に
お
い
て
成
立
す
る
が
、
こ
の
決
断
に
よ
っ
て
対
立
関
係
の
質
は
変
わ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
は

矛
盾
対
立
と
格
闘
し
な
が
ら
そ
の
矛
盾
対
立
を
ま
る
ご
と
抱
え
込
む
と
い
う
そ
う
い
う
対
立
関
係
へ
と
変
わ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
の
思
想
は
、
哲
学
史
の
中
で
は
、
十
三
世
紀
の
ト
マ
ス
以
降
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
哲
学
の
歴
史
を
支
配
し
て

き
た
、
哲
学
の
第
一
主
題
を
「
本
質
扁
と
す
る
思
想
を
、
転
覆
さ
せ
た
も
の
と
し
て
一
般
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

存
在
と
い
う
こ
と
が
格
別
の
重
要
性
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
る
の
は
、
十
九
世
紀
の
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
思
想
界
の
主
要
な
流
れ
で
あ
る
が
、

我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
宗
教
の
問
い
の
形
が
こ
こ
で
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
自
ら
の
著
作
を
振

り
返
っ
て
、
「
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
」
と
い
う
こ
と
が
著
作
の
一
貫
し
た
主
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
主
題
は
”
人
は
如
何
に
し

て
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
か
”
と
い
う
問
い
の
形
に
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
間
違
っ
て
も
こ
の
問
い
で
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る

た
め
の
方
法
が
問
わ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
の
現
実
性
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
的
に
は
、
“
キ
リ
ス
ト
者
と
は
何
か
”
或
い
は
“
キ
リ
ス
ト
と
は
何
か
”
と
い
う
問
い
で
は
な
く
、
“
人
は
如
何
に
し

て
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
か
”
と
い
う
問
い
が
何
故
問
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
殊
更
に
問
題
に
な
る
。
宗
教
の
問

い
の
形
は
、
問
い
が
問
わ
れ
る
歴
史
的
世
界
の
状
況
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
」
と
い
う
こ
と
が
主
題
と
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
き
た
歴
史
的
現
実
に
お

い
て
キ
リ
ス
ト
の
本
質
の
知
が
信
仰
を
充
実
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
故
に
信
仰
の
現
実
存
在
性
が
欠
落
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
当
直
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
や
知
識
は
氾
濫
し
、
人
々
は
日
曜
日
に
は
教
会
の
説
教
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
、
キ
リ
ス
ト
教
界

は
繁
栄
を
示
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
キ
リ
ス
ト
者
は
現
実
に
不
在
で
あ
る
と
見
た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
は
儒

仰
の
現
実
存
在
性
の
欠
落
と
の
格
闘
に
よ
っ
て
根
底
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
”
人
は
如
何
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
か
”

と
い
う
問
い
は
、
“
キ
リ
ス
ト
者
と
は
何
か
”
と
い
う
理
論
的
問
い
が
先
行
し
た
上
で
出
さ
れ
る
実
践
的
な
問
い
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
後

者
の
問
い
が
自
己
が
現
実
に
成
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
収
め
込
ま
れ
る
仕
方
で
、
前
者
の
問
い
は
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
関
係
（
自
己
）



が
現
実
に
在
る
と
い
う
こ
と
の
重
み
を
取
り
戻
す
と
い
う
課
題
と
格
闘
す
る
中
で
、
現
実
存
在
性
を
獲
得
す
る
こ
と
自
体
が
神
関
係
の
事
柄

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
実
存
の
視
界
は
そ
の
実
存
に
先
立
つ
客
観
的
知
が
開
く
わ
け
で
は
な
く
、
実
存
す
る
こ
と
そ
の
も

の
と
実
存
す
る
こ
と
へ
の
無
限
の
関
心
と
が
開
く
の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
現
実
存
在
性
回
復
の
思
想
で
あ
る
こ
と
に
よ
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3
2
）

っ
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
の
思
想
は
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
見
て
き
た
宗
教
の
私
事
性
と
同
じ
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
、
宗
教
の
私
事
性
の
文
脈
に
引
き
込
ん
で
論
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
は
な
く
、
実
存
の
思
想
の
文
脈
が
宗
教
の
私

事
性
の
文
脈
と
ま
さ
に
相
応
ず
る
と
い
う
仕
方
で
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
実
存
」
は
、
信
仰
が
存
在
被
拘
束
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

徹
底
的
に
引
き
受
け
、
そ
の
存
在
被
拘
束
性
を
突
き
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
関
係
の
現
実
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

六
－
一
一
単
独
者
と
私
事
性

　
『
哲
学
的
断
片
へ
の
結
び
の
学
問
外
れ
な
後
書
』
で
は
、
普
通
の
意
味
で
の
「
実
存
す
る
篇
と
い
う
こ
と
は
「
個
人
が
、
そ
れ
が
生
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
＞

た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
に
在
り
且
つ
生
成
の
内
に
（
巨
乏
Φ
a
魯
）
在
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
か
ら

三
つ
の
契
機
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
第
一
の
契
機
は
、
個
人
と
い
う
個
的
な
存
在
形
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
一
般
的
な
も
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へ

の
に
決
し
て
解
消
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
個
と
し
て
の
こ
の
私
で
あ
る
。
第
二
の
契
機
は
、
そ
の
個
人
が
現
に
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
ト
マ
ス
が
Φ
×
圃
ω
8
箕
幣
と
い
う
語
に
定
着
さ
せ
た
現
実
存
在
と
い
う
契
機
で
あ
る
。
第
三
の
契
機
は
、
二
重
の
意
味
で
の
生
成
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
が
生
成
し
た
と
い
う
こ
と
（
現
実
に
存
在
す
る
）
と
、
そ
の
個
人
が
生
成
の
内
に
在
る
（
可
能
性
か
ら
現
実
性
に
移

行
す
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
に
在
る
と
い
う
こ
と
は
生
成
の
内
に
在
る
と
い
う
こ
と
と
重
な
る
の
で
あ
り
、
生
成
の
内
に
在
る
と
い

う
以
外
の
現
に
在
る
あ
り
方
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
生
成
の
内
に
在
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
個
人
が
生
成
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立

す
る
。
人
は
個
人
に
成
る
（
生
成
す
る
）
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
成
な
し
に
既
に
個
人
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
三
つ
の
契
機
の
内
の
個
体
性
の
契
機
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
生
き
た
時
代
社
会
の
中
で
実
践
的
に
尖
鋭
化
し
た
概
念
が
、
「
単

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

一
二



折
口
学
研
弗
九
　
第
五
百
七
十
六
m
写

二
二
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∀

独
者
（
儀
①
同
　
国
一
昌
N
Φ
一
鐸
①
）
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
「
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
単
独
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
誉
R
う
。

　
単
独
者
の
概
念
は
『
二
つ
の
建
徳
的
講
話
』
（
一
八
三
四
年
）
に
「
か
の
単
独
者
」
と
い
う
指
示
代
名
詞
つ
き
の
表
現
で
初
め
て
登
場
す

る
が
、
こ
の
語
は
明
ら
か
に
レ
ギ
ー
ネ
・
オ
ル
セ
ン
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
語
は
も
と
も
と
、
セ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
と
い
う
個
入
的
実
存
に
属
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
個
人
的
な
意
義
を
脱
し
て
一
つ
の
実
存
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
成
熟
し
て
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

き
、
や
が
て
「
単
独
の
人
間
で
あ
る
こ
と
扁
は
コ
切
の
宗
教
性
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
単
独
者
」

は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
歴
史
的
実
存
の
中
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
、
宗
教
的
実
存
の
具
体
性
と
実
践
性
の
標
識
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
単
独
者
と
い
う
こ
と
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
に
お
い
て
殊
更
に
語
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
「
神
の
前
に
は
大
衆
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

た
だ
ひ
と
り
の
人
が
い
る
だ
け
だ
偏
か
ら
で
あ
る
。
「
単
独
者
扁
は
「
大
衆
（
罎
Φ
護
Φ
）
」
乃
至
「
公
衆
（
℃
告
一
思
二
ε
扁
と
対
比
さ
せ
ら
れ

る
。
「
大
衆
」
と
「
公
衆
」
の
語
を
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
特
に
使
い
分
け
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
公
衆
」
は
新
聞
な
ど
の
媒
体
を

介
し
て
の
公
権
力
の
抽
象
的
な
相
手
方
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
単
独
者
と
公
衆
と
い
う
対
比
に
は
、
宗
教
的
な
も
の
と
政
治
的
公
共
的
な

も
の
と
い
う
対
比
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
宗
教
的
な
も
の
は
政
治
的
公
共
的
な
も
の
と
ま
っ
た
く
異

　
　
　
（
3
7
）

な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
大
衆
」
に
つ
い
て
は
、
「
〈
大
衆
V
は
数
（
N
善
一
）
で
あ
り
、
数
量
的
な
も
の
（
量
ω
Z
三
日
δ
『
同
ω
魯
Φ
）
で
あ

（
3
8
＞

る
偏
と
説
明
さ
れ
る
。
貴
族
で
あ
ろ
う
が
高
官
で
あ
ろ
う
が
、
大
富
豪
で
あ
ろ
う
が
牧
師
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
数
量
的
な
も
の
が
作
用
し

て
い
れ
ぽ
、
大
衆
な
の
で
あ
る
。
こ
の
数
と
し
て
の
人
間
に
、
支
配
関
係
や
社
会
的
位
階
の
要
素
を
付
け
加
え
た
と
き
、
一
般
的
な
大
衆
と

い
う
概
念
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
言
う
大
衆
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
支
配
的
な
エ
リ
ー

ト
（
＆
Φ
＜
o
ヨ
Φ
ど
類
窪
）
に
対
す
る
被
支
配
者
層
、
上
層
階
級
に
対
す
る
～
般
庶
民
と
い
う
人
間
の
格
付
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
は
、
数
と
し
て
の
人
間
と
い
う
入
間
の
一
つ
の
押
し
詰
め
ら
れ
た
在
り
方
に
、
人
間
把
握
の
抽
象
性
、
つ
ま
り
実
存
の
不
可
能
性
を
晃
る

の
で
あ
る
。



　
付
言
す
る
と
、
大
衆
は
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
が
行
わ
れ
る
集
会
（
＜
①
「
鈴
妻
事
§
α
q
）
の
会
衆
で
も
あ
り
得
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
集
会
で

も
、
投
票
と
か
、
表
決
と
か
、
党
派
と
か
い
う
こ
と
は
み
な
数
量
的
な
こ
と
で
あ
り
、
大
衆
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

リ
ソ
ゼ
イ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
体
お
よ
び
そ
の
集
会
を
、
政
治
的
共
同
体
や
政
治
的
討
議
機
関
か
ら
区
別
し
な
い
。
そ
れ
は
、
牧

師
が
官
吏
で
あ
る
と
い
う
デ
ン
マ
ー
ク
の
教
会
制
度
に
一
つ
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は
教
会
そ
の
も
の
を
否
定
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
烈
婦
批
判
に
は
、
現
実
の
如
何
な
る
教
会
の
あ
り
方
も
彼
を
満
足
さ
せ
な

い
と
判
断
さ
せ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
会
改
革
と
い
う
こ
と
も
彼
の
視
野
に
は
入
っ
て
こ
な
い
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
パ
ウ
ロ
の
言
葉
と
し
て
「
た
だ
一
入
が
目
標
に
達
す
る
」
と
い
う
語
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
が
、
単
独
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
他
者
と
の
共
同
性
を
退
け
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
単
独
者
は
、
最
も
信
頼
す
る
者
の
前
で
も
独
り
で
あ
り
、
死
の
不
安
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9
）

の
中
で
独
り
で
あ
り
、
己
れ
を
誰
に
も
理
解
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
存
の
意
味
喪
失
の
中
で
独
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
単

独
者
は
自
分
が
語
る
こ
と
を
多
数
者
か
ら
論
駁
さ
れ
公
衆
か
ら
嘲
笑
さ
れ
て
始
め
て
、
自
分
が
語
る
こ
と
が
真
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
独
者
は
そ
れ
ほ
ど
に
「
端
的
に
唯
一
人
（
ω
〇
三
Φ
o
巨
昌
昌
①
ぎ
ω
鋤
菖
）
」
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
単
独
性
は
、
概
念
の
地
平
と
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
お
け
る
普
遍
と
個
物
の
関
係
の
な
か
で
提
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

数
と
し
て
の
入
間
の
抽
象
性
や
メ
デ
ィ
ア
の
媒
介
に
よ
る
人
間
存
在
の
仮
構
性
は
、
個
別
性
へ
の
徹
底
を
妨
げ
る
現
実
的
な
契
機
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
不
断
の
否
定
を
通
し
て
「
端
的
に
唯
一
人
」
を
拓
き
出
す
こ
と
で
、
具
体
的
な
現
実
存
在
性
の
獲
得
が
も
く
ろ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
性
は
公
共
性
と
私
事
性
と
い
う
概
念
地
平
と
は
、
ど
う
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
十
七
～
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
市
民
的
公
共
性
が
私
的
領
域
か
ら
成
立
し
て
く
る
過
程
を
、
簡
単

に
言
う
と
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。
即
ち
、
私
人
（
民
間
人
）
た
ち
が
ク
ラ
ブ
や
新
聞
や
劇
場
・
美
術
館
・
音
楽
会
な
ど
で
公
共
的
な
論
議
を

行
っ
て
い
っ
て
、
自
分
た
ち
の
新
し
い
私
的
存
在
の
直
接
の
経
験
に
つ
い
て
自
警
啓
蒙
を
し
て
ゆ
く
こ
と
で
非
政
治
的
形
態
の
文
芸
的
公
共

性
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
文
芸
的
公
共
性
の
中
か
ら
、
立
入
た
ち
に
よ
る
公
権
力
の
公
共
性
に
つ
い
て
の
政
治
的
論
議
が
起
こ
り
政
治
的
な

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

二
三
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公
論
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
国
家
と
社
会
の
緊
張
場
面
で
は
っ
き
り
と
政
治
的
機
能
を
引
き
受
け
た
公
共
性
が
成
立
し
、
市
民
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
V

公
共
性
が
姿
を
現
し
て
く
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
公
共
性
と
文
芸
的
公
共
性
と
は
一
般
に
特
有
の
仕
方
で
交
錯
し
あ
っ
て

お
り
、
爾
者
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
質
問
人
た
ち
の
公
衆
が
形
成
さ
れ
、
私
有
財
産
の
自
由
処
分
権
に
も
と
つ
く
彼
ら
の
自
律
は
、
市
民
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
V

家
族
の
圏
内
で
そ
の
実
質
を
あ
ら
わ
に
し
、
フ
マ
ニ
テ
ー
ト
（
人
閾
形
成
）
と
し
て
内
面
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。
自
由

意
志
、
愛
の
共
同
体
、
教
養
と
い
う
三
つ
の
契
機
を
も
つ
こ
の
文
芸
的
フ
マ
ニ
テ
…
ト
と
い
う
理
念
は
、
小
家
族
的
親
密
圏
が
自
ら
形
成
す

　
　
　
　
（
4
2
）

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
市
民
的
公
共
性
は
そ
の
基
礎
を
、
私
生
活
圏
の
核
を
な
す
小
家
族
的
親
密
圏
に
置
く
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
市
民
的
公
共
性
が
崩
壊
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
も
、
小
家
族
的
親
密
圏
は
近
代
社
会
の
基
盤
で
あ
り
続
け
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
が
、
公
権
力
の
領
域
に
居
場
所
を
も
た
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
小
家
族
的
親
密

圏
に
お
け
る
共
同
性
を
も
厳
し
く
退
け
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
父
親
ミ
カ
エ
ル
や
婚
約
者
レ
ギ
ー
ネ
と
の
関
係
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

親
密
々
に
お
い
て
彼
の
宗
教
的
実
存
を
洒
養
し
て
い
っ
た
こ
と
と
同
時
に
、
こ
の
親
密
圏
が
ま
っ
た
く
宗
教
的
安
心
を
与
え
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
独
者
が
市
場
圏
を
含
む
近
代
市
民
社
会
の
私
的
領
域
と
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
関
係

を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
単
独
性
が
私
事
性
と
は
は
っ
き
り
と
別
の
位
網
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
単
独
性
の
位
棚
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
全
体
を
貫
い
て
い
る
。

　
単
独
性
は
、
親
密
圏
の
否
定
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
公
共
性
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
古
代
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
＞

リ
シ
ア
的
公
共
性
は
、
親
密
圏
の
否
定
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
古
代
共
和
主
義
的
な
「
徳
」
の
観
念
に

重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
宗
教
理
解
は
、
こ
の
一
点
に
限
っ
て
言
え
ば
、
バ
ー
ガ
…
の
観
察
し

た
よ
う
な
親
密
圏
に
そ
の
本
来
の
在
り
場
所
を
も
つ
私
事
化
し
た
宗
教
よ
り
も
、
古
代
的
な
公
共
的
宗
教
に
近
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。



六
－
三
　
内
面
性
と
外
面
性

　
だ
が
、
単
独
性
は
内
面
性
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
古
代
の
公
共
的
宗
教
と
は
っ
き
り
と
違
う
面
を
示
し
て
く
る
。

　
内
面
性
は
、
美
的
領
野
の
直
接
性
に
対
し
て
倫
理
的
・
宗
教
的
領
野
の
内
面
性
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
自
己
」
と
い
う
こ

と
で
言
え
ば
、
関
係
が
関
係
す
る
と
い
う
二
重
の
関
係
が
成
立
す
る
場
所
で
あ
る
。
内
面
性
と
い
う
概
念
は
、
直
接
的
な
も
の
と
し
て
の
信

仰
が
も
は
や
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
内
面
性
の
特
質
は
、
「
外
面
性
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
V

ど
、
内
面
性
は
い
っ
そ
う
多
い
」
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
内
面
性
は
「
絶
対
的
な
内
面
性
（
亀
①
⇔
σ
ω
9
葺
の
H
H
罠
Φ
蔑
。
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
）

冨
附
け
）
」
「
外
面
性
な
し
の
内
面
性
（
H
壼
①
島
。
穿
Φ
沖
。
巨
Φ
〉
’
一
ゆ
Φ
『
＝
。
算
簿
と
　
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
内
面
生
活
が
外
面
に
お
い
て
表
現

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
そ
の
反
対
の
も
の
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
内
面
性
、
そ
れ
が
最
高
の
内
面
性
で

（
4
6
）

あ
る
」
、
つ
ま
り
内
面
性
は
そ
の
徴
候
す
ら
外
面
に
表
現
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
単
独
者
の
内
面
性
は
「
覆
蔵
さ
れ
た
内
面
性
（
臼
Φ
＜
Φ
づ

σ
。
お
Φ
濤
ぎ
拓
三
。
莫
Φ
附
け
）
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
中
世
の
修
道
院
運
動
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
る
。
単
独
で
あ

る
と
い
う
あ
り
方
は
、
普
通
に
考
え
る
と
、
世
間
（
芝
Φ
間
け
）
か
ら
出
て
修
道
院
に
入
っ
て
生
活
す
る
こ
と
と
結
び
つ
く
。
し
か
し
、
修
道

院
生
活
と
い
う
外
面
を
と
る
こ
と
は
、
絶
対
的
な
も
の
が
外
面
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
も
の
は
失
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
「
個
人
は
絶
対
的
テ
ロ
ス
へ
の
絶
対
的
方
向
を
獲
得
し
た
後
、
世
間
か
ら
出
て
行
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
絶
対
的
テ
・
ス
と
は
永
遠
の
浄
福
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
世
間
と
い
う
外
面
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
に
対

す
る
絶
対
的
関
係
は
ど
こ
に
も
存
し
得
な
い
。
だ
が
、
世
間
の
中
で
単
独
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
が
世
間
に
属
す
る
事
柄
と
自
己

自
身
の
事
柄
と
の
間
に
引
き
裂
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
そ
こ
で
要
求
す
る
の
は
、
「
絶
対
的
テ
ロ
ス
に
は
絶
対

的
に
関
係
し
、
相
対
的
テ
ロ
ス
に
は
相
対
的
に
関
係
す
る
」
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
対
的
テ
ロ
ス
と
絶
対
的
テ
ロ
ス
と
は
媒

介
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
世
間
と
自
己
の
問
に
は
断
絶
が
存
す
る
。

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

二
五
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た
だ
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
決
し
て
、
絶
対
的
テ
ロ
ス
に
絶
対
的
に
関
係
す
る
た
め
に
、
相
対
的
テ
ロ
ス
に

相
対
的
に
関
係
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
よ
う
に
要
求
し
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
神
秘
家
へ
の
批
判
に
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い

る
。
『
こ
れ
か
一
あ
れ
か
』
で
倫
理
的
人
生
観
に
立
つ
陪
席
判
事
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
所
説
と
い
う
形
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
神
秘

家
は
「
与
え
ら
れ
た
現
実
に
対
す
る
如
何
な
る
関
係
も
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
永
遠
な
る
も
の
と
の
直
接
的
な
結
合
に
自
ら
を
置
こ
う
と

（
4
8
）

す
る
鳳
、
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
と
雷
わ
れ
る
。
自
ら
が
ま
さ
に
生
き
て
い
る
有
限
な
現
実
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
生
活
か
ら
乖
離
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
決
し
て
キ
リ
ス
ト
者
の
態
度
で
は
な
い
。
個
人
が
自
己
自
身
を
抽
象
的
に
で
は
な
く
具
体
的
に

選
択
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
外
的
生
活
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
問
題
は
、
神
関
係
が
如
何
に
し
て
現
実
的
に
成
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
面
性
は
神
関
係
が
探
究
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
所
は
外
面
性
と
の
葛
藤
の
中
で
具
体
化
す
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
個
人
は
そ
の
内
蒙
性
を
真
実
の
も
の
と
し
て
あ
ら
し
め
る
た
め
に
徹
底
的
に
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
滑
稽
さ
」
を
見
出
す
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
彼
の
言
う
「
滑
稽
さ
」
と
は
、
隠
さ
れ
た
内
面
性
が
周
囲
と
関
係
す
る
と
き
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
作
用
で
あ
り
、

内
面
化
さ
れ
た
宗
教
性
が
絶
対
的
な
宗
教
的
情
熱
を
極
点
に
ま
で
喚
起
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
永
遠
の
浄
福
と
の
関
係
の
中
で
、

思
惟
の
課
題
で
は
な
く
、
実
存
的
パ
ト
ス
の
高
ま
り
の
問
題
と
し
て
、
内
面
性
と
外
面
性
の
矛
盾
は
新
し
い
展
開
を
も
つ
。
こ
の
展
開
が
、

宗
教
性
A
か
ら
宗
教
性
B
へ
の
飛
躍
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
性
A
に
お
け
る
内
面
性
と
外
面
性
の
矛
盾
は
、
時
間
の
内
で
永
遠
な

る
も
の
に
関
係
す
る
、
な
い
し
そ
の
関
係
を
熟
考
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
不
可
避
的
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
実
存
を

支
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
永
遠
な
る
も
の
は
実
存
の
現
実
性
に
よ
っ
て
絶
え
ず
隠
さ
れ
て
お
り
、
隠
さ
れ
て
い
て
そ
こ
に
存
す
る
と
い
う
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

方
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
至
る
所
に
あ
っ
て
何
処
に
も
な
い
」
。
そ
れ
に
対
し
て
宗
教
性
B
に
お
い
て
は
、
永
遠
な
る
も
の
は
特
定
の
時

間
点
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
実
存
す
る
爾
人
は
時
間
の
内
に
あ
る
永
遠
な
る
も
の
に
時
間
の
内
で
関
係
す
る
に
至
る
。
こ
こ
に
絶
対
的
逆

説
が
存
す
る
。



　
永
遠
な
る
も
の
が
特
定
の
時
間
点
に
存
在
す
る
（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
）
と
い
う
こ
と
は
、
永
遠
性
の
意
識
と
い
う
内
在
的
な
仕
方
で
永

遠
な
る
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
個
人
は
自
己
自
身
の
外
部
の
永
遠
な
る
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

自
己
の
外
部
の
或
る
も
の
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
は
美
的
関
係
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
・
宗
教
的
実
存
が
ま
さ
に
否
定
し
て
き
た
関
係
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

る
が
、
こ
の
　
見
美
的
関
係
と
見
え
る
も
の
が
絶
対
的
神
目
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
逆
説
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
に
よ
っ
て
、
実
存
は
絶

対
的
な
矛
盾
と
な
り
、
内
面
性
は
逆
説
的
な
内
面
性
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
逆
説
的
内
面
性
に
お
い
て
、
外
面
性
と
の
対
立
は
構
造
的
に
い

わ
ば
底
が
抜
け
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
内
面
性
と
外
面
性
と
の
矛
盾
は
む
し
ろ
絶
対
的
に
融
和
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
宗
教
性
B
の
段
階
で
の
個
入
の
努
力
は
、
内
面
性
と
外
面
性
と
の
矛
盾
に
向
か
い
合
う
こ
と
よ
り
も
、
不
断
に
逆
説
に
踏
み
止
ま
る
こ

と
に
よ
り
い
っ
そ
う
向
け
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
逆
説
的
・
宗
教
的
な
も
の
は
、
端
的
な
背
理
の
前
に
個
人
の
悟
性
を
絶
え
ず
十
字
架
に
掛

け
る
と
い
う
持
続
的
な
信
仰
の
殉
教
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
宗
教
性
B
の
逆
説
的
内
面
性
こ
そ
、
”
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
の
奥
底
に
口
を
開
い
た
深
淵
で
あ
る
。
こ
の
逆
説

的
内
面
性
は
”
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
が
非
真
で
あ
る
こ
と
を
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
こ
と
の
内
か
ら
告
げ
る
。
こ
の

深
淵
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
は
宗
教
的
真
理
の
一
つ
の
現
れ
方
で
あ
り
得
る
。
そ

し
て
、
こ
の
深
淵
は
“
私
に
と
っ
て
真
で
あ
る
”
こ
と
の
内
で
隠
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
内
で
保
蔵
さ
れ
る
。

　
こ
の
事
態
は
逆
に
言
う
と
、
単
独
者
の
内
面
性
の
中
に
、
信
教
の
自
由
の
確
立
を
端
緒
と
し
た
近
代
の
私
的
領
域
の
精
神
的
面
で
の
全
き

成
熟
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
単
独
者
が
小
家
族
的
親
密
圏
に
対
し
ア
ソ
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
関
係
を
も
つ
こ
と

を
述
べ
た
が
、
こ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
関
係
は
こ
の
逆
説
的
内
面
性
へ
と
収
饗
す
る
。
私
的
領
域
は
、
絶
対
的
逆
説
と
い
う
深
淵
に
向

か
っ
て
生
成
す
る
運
動
で
あ
る
内
面
性
を
そ
れ
自
身
の
内
に
育
て
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
が
自
己
否
定
的
、
自
己
超
越
的
で
あ

り
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
内
面
性
と
い
う
私
的
領
域
に
お
け
る
成
熟
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
私
的
領
域
に
お
け
る
社
会
的
政
治
的
契
機
の

成
熟
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
信
教
の
自
由
が
直
接
に
引
き
起
こ
し
た
私
的
領
域
の
豊
か
さ
と
異
な

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

二
七
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二
八

る
点
で
あ
る
。
信
教
の
自
由
の
採
択
は
内
面
と
外
面
と
の
一
つ
の
新
し
い
関
係
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
関
係
は
変
容
し
続

け
る
。
信
教
の
自
由
が
制
度
的
に
確
立
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
、
既
に
こ
の
関
係
は
変
容
す
る
。
単
独
者
の
内
面
性
は
、
こ
の
関
係
の
変
容

の
い
わ
ぽ
最
終
的
な
帰
結
で
あ
る
。

　
宗
教
性
B
に
お
い
て
個
人
の
他
者
関
係
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
隣
入
愛
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
こ
と
で
新
し
い
質
を
も
ち
、
し
か
も
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

隣
入
墨
は
愛
の
「
業
」
と
し
て
、
現
実
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
行
為
」
へ
と
形
を
取
る
と
考
え
ら
れ
る
。
入
間
関
係
は
神
を
中
塗
規
定
と
し

た
人
間
関
係
に
転
換
す
る
。
「
こ
の
世
的
な
知
恵
は
、
愛
を
人
間
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
愛
と
は
人
間
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
＞
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

神
…
人
間
の
関
係
で
あ
る
、
つ
ま
り
神
が
中
間
規
定
で
あ
る
と
教
え
る
」
と
雷
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
神
を
中
闘
規
定

と
し
た
人
間
関
係
へ
の
移
行
は
具
体
的
な
人
間
関
係
を
直
接
的
に
変
容
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
外
面
的

に
周
囲
の
人
々
に
判
別
さ
れ
る
よ
う
な
変
容
が
そ
こ
に
起
こ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
逆
説
的
目
宗
教
的
な
も
の
の
内
部
に
お
い
て
、
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

聞
と
人
間
の
問
に
は
宗
教
性
A
が
妥
当
す
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
で
は
、
世

俗
社
会
の
中
で
の
宗
教
者
の
現
実
の
有
り
様
と
し
て
は
、
内
面
性
と
外
面
性
と
は
一
貫
し
て
緊
張
し
た
対
立
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ
の
著
作
活
動
の
最
後
に
は
直
接
伝
達
へ
と
出
る
に
至
り
、
『
コ
ル
サ
ー
漏
と
の
抗
争
に
打
っ
て
出
る
。
だ
が
そ

れ
は
覆
蔵
さ
れ
た
内
面
が
直
接
外
面
に
顕
わ
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
は
内
面
と
外
面
と
の
矛
盾
そ

の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
内
面
性
と
外
面
性
の
新
た
な
よ
り
強
い
緊
張
を
生
む
の
で
あ
っ
て
、
対
立
が
決
し
て
解
消
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。

　
内
蘭
性
と
外
面
性
と
が
媒
介
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
単
独
者
の
内
面
性
が
耳
聞
か
ら
断
絶
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

面
性
を
覆
蔵
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
神
関
係
の
頭
音
を
響
か
せ
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
宗
教
性
A
で
も
B
で
も
同
様
で
あ
る
。
外
面
に
表
れ
た
神
関
係
は
一
部
に
限
定
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
故
、
内
藤
性
を
何
人
に
も
気
づ
か
ぜ
な
い
こ
と
が
、
単
独
者
に
訓
練
と
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
神
に
つ
い



て
の
観
念
ま
た
は
そ
の
永
遠
の
浄
福
に
つ
い
て
の
観
念
は
、
人
間
に
彼
の
全
実
存
を
そ
の
観
念
と
の
関
係
に
お
い
て
改
造
す
る
と
い
う
こ
と

を
引
き
起
こ
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
（
そ
の
改
造
の
最
後
に
、
「
神
に
つ
い
て
の
絶
対
的
観
念
に
絶
対
的
に
捕
ら
わ
れ
た
」
と
感
ず
る
事
態
が
位

置
す
る
。
）

　
信
仰
の
内
面
性
は
現
代
の
宗
教
の
私
事
性
の
徴
表
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
見
な
さ
れ
る
に
際
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者

の
内
面
性
は
そ
の
最
も
純
粋
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、
社
会
性
を
欠
い
た
信
仰
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う

批
判
を
常
に
随
伴
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
単
独
者
の
内
面
性
は
、
近
代
世
界
を
生
き
る
主
体
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
根
を
も
つ
、
の
っ
ぴ

き
な
ら
な
い
宗
教
性
の
形
態
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
単
独
者
の
内
面
性
に
お
い
て
、
「
神
と
共
に
あ
る
」
と
こ
ろ
の
中
世
人
と
は

っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
近
代
人
の
信
仰
の
形
態
が
完
成
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
形
態
を
得
る
こ
と
で
、
信
仰
は
近
代
世
界
で
現
実
的
な
も
の

と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
絶
対
的
内
面
性
と
い
う
深
み
の
次
元
を
実
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
人
の
私
的
領
域
そ
の
も
の
が

頂
点
を
迎
え
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
的
視
点
か
ら
言
え
ば
、
近
代
市
民
社
会
の
成
熟
は
こ
の
宗
教
的
成
熟
を
準
備
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
信
教
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
自
由
権
と
近
代
の
私
人
の
文
芸
的
教
養
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
内
面
性
と
が
、
階

級
的
利
害
関
心
に
浸
透
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
格
下
げ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
単
独
者
の
内
面
性
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
格
下
げ
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
。
単
独
者
の
内
面
性
が
逆
説
的
な
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に
近
代
の
私
人
の
内
面
性
が
徹
底
的
な
自

己
否
定
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
単
独
者
の
内
面
性
が
社
会
的
政
治
的
な
貢
献
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
わ
ぽ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
内
面
性
の
否
定
が
内
面
性
そ
の
も
の
に
折
り
込
ま
れ
た
こ
と
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

七
－
［
　
ア
ド
ル
ノ
の
内
面
性
批
判

　
し
か
し
、
完
成
は
同
時
に
没
落
の
始
ま
り
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
影
響
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
、
神
学
や
宗
教
思
想
の
面

だ
け
で
な
く
、
多
方
面
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
第
一
次
大
戦
後
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
、
第
二

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

二
九
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三
〇

次
大
戦
後
に
は
サ
ル
ト
ル
や
カ
ミ
ュ
に
よ
っ
て
再
解
釈
さ
れ
て
「
実
存
主
義
」
と
い
う
流
行
思
想
の
源
泉
と
な
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
第

二
次
大
戦
へ
の
思
想
的
反
省
が
次
第
に
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
「
実
存
哲
学
扁
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
そ
の
も
の
へ

の
　
般
的
関
心
は
薄
れ
て
ゆ
く
。

　
二
十
世
紀
に
お
け
る
「
単
独
者
の
内
面
性
」
の
行
方
を
考
察
す
る
に
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
論
を
取
り
上
げ
る
の
が
適
切
で

あ
ろ
う
。
彼
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
論
は
非
常
に
厳
し
い
批
判
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
批
判
は
優
れ
た
理
解
と
鋭
い
歴
史
的
洞
察
に
基
づ
い

て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
二
十
六
歳
の
と
き
の
著
作
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
ー
美
的
な
も
の
の
構
築
』
（
一
九
三
三
年
）
を
読
め
ば
、
彼
が
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
内
面
性
は
歴
史
の
中
に
そ
の
場
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誰
よ
り
も
的
確
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
外
的
歴
史
に
対
す
る
「
内
的
歴
史
し
で
あ
る
と
い
う
留
保
つ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
故
に
、
「
物
象
化
」
の
支
配

す
る
社
会
的
現
実
か
ら
、
内
面
性
は
直
ち
に
現
実
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
。

　
そ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
。
「
内
面
性
は
、
物
象
化
と
い
う
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
私
的
領
域
に
人
間
的
実
存
を
翻
毒
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

と
と
し
て
振
る
舞
う
偏
。
こ
の
「
と
し
て
振
る
舞
う
（
巴
ω
～
ω
巨
彪
9
①
罷
）
」
と
い
う
表
現
は
厳
密
に
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル

ノ
が
内
面
性
に
お
い
て
注
視
す
る
の
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
内
面
性
」
が
そ
れ
自
体
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
内

面
性
」
が
彼
の
蒔
代
社
会
に
お
い
て
如
何
な
る
も
の
と
し
て
現
出
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
そ
の
よ
う
に
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
現
代
世
界
に
つ
い
て
の
自
ら
の
理
解
の
基
盤
を
獲
得
し
た
と
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
何
故
、
内
面
性
は
私
的
領
域

に
実
存
を
制
限
す
る
と
い
う
現
出
の
仕
方
を
す
る
の
か
。
ハ
ー
バ
…
マ
ス
は
、
親
密
圏
は
市
場
圏
か
ら
独
立
で
あ
る
と
人
は
思
い
こ
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
8
）

る
が
、
実
は
市
場
の
要
求
に
深
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
、
家
族
が
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。
内
面
性
と
い
う

絶
対
的
親
密
圏
は
、
そ
の
親
密
圏
か
ら
も
抜
け
出
た
も
の
と
し
て
市
場
の
要
求
か
ら
す
っ
か
り
脱
却
し
て
い
る
と
自
己
理
解
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
い
わ
ぽ
自
己
閉
鎖
に
よ
る
安
全
地
帯
の
確
保
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
安
全
確
保
の
や
り
方
は
私
事
（
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
）
の

守
り
の
仕
方
に
他
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
が
見
て
い
る
の
は
、
絶
対
的
内
面
性
と
い
う
神
関
係
を
拓
く
場
を
守
護
す
る
た
め
の
覆
蔵
が
、
私



事
の
守
り
と
同
じ
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
事
態
で
あ
る
。
内
面
性
は
、
現
代
社
会
で
は
私
的
領
域
へ
の
制
限
と
私
事
の
防
護
と
い
う
仕
方

で
し
か
、
そ
れ
自
身
を
確
保
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　
ア
ド
ル
ノ
は
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
で
の
主
観
”
客
観
も
、
存
在
を
含
ん
だ
客
体
も
存
在
し
な
い
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

だ
孤
立
し
た
主
体
性
、
暗
い
他
性
（
〉
昌
良
Φ
尻
ω
げ
Φ
凶
叶
）
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
た
主
体
性
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
彼
の
内

面
性
を
「
客
体
な
き
内
面
性
（
○
σ
噺
Φ
犀
叶
一
〇
ω
Φ
　
H
コ
コ
①
「
一
一
〇
7
片
Φ
吐
け
）
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
超
越
的
「
意
味
」
は
こ

の
純
粋
な
主
体
・
内
在
性
の
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
そ
れ
は
、
課
題
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
に
も
拘
ら

ず
到
達
不
可
能
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
見
な
す
。
こ
の
主
体
性
が
、
自
己
自
身
か
ら
、
自
己
自
身
の
内
で
、
超
越
的
な
「
意
味
」

に
繰
り
返
し
到
達
し
よ
う
と
す
る
運
動
は
弁
証
法
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
体
性
と
そ
れ
が
そ
の
内
に
も
つ
「
意
味
」
と
の
間
に
起
こ
る
内

在
的
弁
証
法
で
あ
っ
て
、
結
局
そ
れ
は
同
語
反
復
的
な
言
葉
に
よ
る
真
理
の
呼
び
出
し
、
つ
ま
り
「
弁
証
法
的
降
神
術
（
＆
巴
Φ
犀
瀞
。
冨

b
σ
①
ω
9
≦
α
野
口
α
q
ご
と
い
う
図
式
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
内
面
性
解
釈
の
核
と
な
る
理
解
で
あ

る
。　

た
だ
し
、
ア
ド
ル
ノ
の
こ
の
著
作
は
き
わ
め
て
錯
綜
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
整
合
的
な
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
理
解
を
取
り
出
す
こ
と
は
き
わ

め
て
難
し
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
理
解
が
彼
自
身
の
個
性
的
な
思
考
の
形
態
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て

い
て
、
彼
自
身
の
思
想
形
成
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
我
々
の
関
心
は
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
内
面
性
が
ど
う
理
解
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
即
す
る
な
ら
ば
、
内
面
性
は
ア
ド
ル
ノ
の
言
う
よ
う
な
内
閉
的
な
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
外
面
性
こ
そ
他
者
と
出

会
う
こ
と
の
で
き
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
内
面
性
を
結
局
、
意
識
内
在
性
と

し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
も
、
内
面
性
を
内
在
的
意
識
と
し
て
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
心
理
学
的
な

語
り
方
を
多
く
の
箇
所
で
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
確
か
に
、
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
よ
う
に
、
現
象
し
て
く
る
超
越
雪
意

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

一
三
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味
の
た
め
の
舞
台
と
し
て
内
在
的
意
識
を
確
保
す
る
た
め
に
、
外
界
に
背
を
向
け
て
内
面
に
立
て
こ
も
る
と
い
う
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
思
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
内
面
と
外
面
と
い
う
区
別
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
神
の
喪
失
に
関
わ
る
区
別
で
あ
っ
て
、
神
を
ど
こ
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
が
は
っ
き
り
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
界
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
雷
う
よ
う

な
物
象
化
し
た
近
代
資
本
主
義
社
会
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
パ
ス
カ
ル
の
語
る
よ
う
な
近
代
自
然
科
学
が
我
々
に
提
示
す
る
死
せ
る
無

機
的
宇
宙
に
ま
で
遡
っ
て
捉
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
外
的
世
界
と
は
、
そ
こ
で
神
と
の
結
び
つ
き
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
で
あ

る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
的
内
面
性
の
発
端
と
な
る
内
面
と
外
面
の
区
別
は
、
近
代
自
然
科
学
の
成
立
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
入
間
に
課
せ
ら
れ

た
世
界
理
解
、
霞
己
理
解
の
枠
組
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
外
に
喪
失
し
た
神
を
内
に
希
求
す
る
と
い
う
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
ほ
ど
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
実
存
の
思
索
は
単
純
で
は
な
い
。

彼
の
内
面
性
は
神
を
見
出
す
場
所
で
は
な
く
、
神
に
見
捨
て
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
知
る
場
所
な
の
で
あ
っ
て
、
神
喪
失
は
外
面
で
は
な
く
内

面
で
こ
そ
リ
ア
ル
に
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
神
は
二
重
に
隠
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
面
性
は
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
と
い
う
こ
と
が
真

に
具
体
的
に
生
起
し
得
る
場
所
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
逆
説
的
な
内
面
性
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
内
面
性
の
逆
説
で
あ
り
、
単
純

に
外
面
性
に
翻
っ
た
り
し
な
い
。
外
と
内
と
の
閣
係
は
、
人
間
が
神
を
抹
殺
し
た
場
所
と
入
間
が
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
場
所
と
の
関
係
で
あ

っ
て
、
両
者
の
闘
の
鋭
い
緊
張
が
「
関
係
が
関
係
す
る
」
と
い
う
自
己
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
具
体
的
な
も
の
に
す
る
。
人
間
が
神
に
見
捨
て

ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
人
問
が
神
を
見
捨
て
た
こ
と
を
告
発
し
、
入
間
が
神
を
見
捨
て
た
こ
と
が
人
間
が
神
に
見
捨
て
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
露

呈
さ
せ
て
ゆ
く
。
こ
の
事
態
は
内
面
の
自
覚
と
い
う
仕
方
で
の
み
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
内
と
外
と
の
関
係
は
均
等
で
は

な
い
。
外
面
に
は
、
こ
の
事
態
が
隠
れ
る
だ
け
で
な
く
、
内
面
性
が
自
己
充
足
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
も
現
れ
な
い
。
だ

か
ら
外
心
に
お
い
て
は
、
内
面
性
は
閉
塞
的
な
意
識
内
在
性
と
し
て
現
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
内
面
性
を
「
原
歴
史
的
人
戸
本
質
の
歴
史
的

（
6
0
）

牢
獄
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
事
態
に
対
し
て
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
内
面
性
を
意
識
内
在
性
と
誤
っ
て
理
解
し
た
と
い

う
の
で
は
な
く
、
内
面
性
が
外
面
に
は
意
識
内
在
性
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
そ
の
現
れ
に
お
け
る
意
識
内
在
性
を
描
出
し
た
と
い
う
べ
き
で



あ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
が
看
取
し
た
の
は
、
主
体
的
真
理
の
矯
小
化
と
私
的
領
域
の
狭
癌
化
で
あ
る
。

　
そ
の
限
り
で
は
ア
ド
ル
ノ
の
注
視
の
仕
方
は
適
切
で
あ
っ
て
、
「
降
神
術
し
と
い
う
雷
葉
は
、
真
理
が
現
実
に
生
成
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
意
図
を
ア
ド
ル
ノ
が
む
し
ろ
し
っ
か
り
受
け
と
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
こ
の
言
葉

は
、
「
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
」
と
い
う
こ
と
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
鮮
明
に
兇
え
て
い
た
も
の
が
、
ア
ド
ル
ノ
に
は
見
え
て
い
な
い
こ
と
を

も
、
確
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
見
え
な
さ
は
、
解
釈
が
及
ば
な
い
こ
と
に
よ
る
見
え
な
さ
と
は
質
を
異
に
す
る
。
二
人
の
間
に
介
在
す
る

の
は
い
わ
ぽ
現
実
性
の
捻
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
捻
れ
が
現
実
に
お
い
て
覆
い
隠
し
て
い
る
遣
る
も
の
が
存
す
る
。
こ
こ
に
生
起
し
た
或
る
も

の
の
隠
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
の
視
座
か
ら
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
覆
蔵
さ
れ
た
内
面
性
偏
が
そ
の
隠
れ
を
引
き
起
こ
し
た
と
見
え
、
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
視
座
か
ら
は
「
覆
蔵
さ
れ
た
内
面
性
」
こ
そ
こ
の
隠
れ
へ
の
闘
い
で
あ
る
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
宗
教
性
に
与
え
ら
れ
た
重
心
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
、
美
的
な
も
の
に
移
し
入
れ
ら
れ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

「
倫
理
的
領
域
」
と
「
宗
教
的
領
域
㎏
は
降
神
術
の
領
土
で
あ
り
、
結
局
そ
こ
で
は
真
理
の
仮
象
は
喪
わ
れ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

「
美
的
領
域
」
は
、
そ
こ
に
お
い
て
真
理
が
歴
史
的
に
な
る
弁
証
法
的
仮
象
の
領
土
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
間
を
隔
て
た
現
実
性
の
捻
れ
ば
、
美
的
な
も
の
へ
の
重
心
移
動
に
よ
っ
て
さ
ら
に
後
押
し
を
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
捻
れ
ば
さ
ら
に
捻
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
が
捻
れ
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
の
で
あ
る
。

七
－
二
内
面
性
の
変
容

　
で
は
、
こ
の
二
重
の
捻
れ
に
お
い
て
内
面
性
の
変
容
は
旦
一
体
的
に
何
を
帰
結
し
た
の
か
。

　
ア
ド
ル
ノ
の
視
座
は
信
仰
の
事
柄
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
が
、
取
り
逃
が
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
性
が
現
代
社
会
の
中
で
悪
し
き
権
力

を
は
び
こ
ら
せ
る
一
つ
の
要
因
に
変
ず
る
と
い
う
こ
と
を
看
取
し
得
た
。
彼
は
、
二
十
世
紀
前
半
の
神
学
・
哲
学
・
教
育
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
も
て
は
や
さ
れ
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
そ
の
も
の
と
は
別
で
あ
る
と
言
う
。
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

三
三
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わ
ず
か
百
年
の
間
に
、
最
も
有
名
な
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
の
大
家
に
よ
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
平
均
化
さ
れ
、
市
民
の
標
準
的
意
識
に
よ
っ

て
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
、
ち
ょ
う
ど
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
の
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ぽ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
約
二
千
年
後
に
そ
う
な
っ
た
よ

（
6
2
）

う
に
」
。
こ
こ
で
「
最
も
有
名
な
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
の
大
家
」
と
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
均
化
さ
れ
た
実
存
、

単
独
者
、
内
面
性
は
、
物
象
化
さ
れ
て
商
品
交
換
社
会
の
中
に
流
通
す
る
言
葉
、
つ
ま
り
「
隠
語
（
冨
薦
8
）
」
に
変
質
す
る
。
た
だ
し
ア

ド
ル
ノ
は
、
内
面
性
が
隠
語
に
な
っ
て
い
く
事
態
に
対
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
変
容
し
た
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
自
身
に
や
は
り
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
単
独
者
が
、
自
ら
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
看
取
で
き
ず
、
自
己
に
向
き

合
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
絶
対
化
し
て
し
ま
う
の
を
、
批
判
す
る
。

　
我
々
は
こ
の
批
判
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
そ
の
も
の
の
中
に
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
『
断
片
へ
の
後
書
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
も
し
客
観
的
に
真
理
が
問
わ
れ

る
な
ら
、
真
理
は
、
認
識
者
が
関
係
し
て
い
る
対
象
と
し
て
客
観
的
に
反
省
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
関
係
が
反
省
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、
彼
が
関
係
し
て
い
る
真
な
る
も
の
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
事
が
反
省
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
彼
が
関
係
し
て
い
る
事
だ
け
が

真
理
で
あ
り
愚
な
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
主
体
は
真
理
の
内
に
あ
る
。
も
し
主
体
的
に
真
理
が
問
わ
れ
る
な
ら
、
そ
の
場
合
に
は
個
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

関
係
が
主
体
的
に
反
省
さ
れ
る
、
も
し
こ
の
関
係
の
仕
方
だ
け
が
真
理
の
内
に
あ
る
の
な
ら
、
個
人
が
た
と
い
そ
の
時
真
理
で
な
い
も
の
に

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
儲
）

関
係
し
て
い
て
も
、
餓
人
は
真
理
の
内
に
あ
る
」
。

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
個
入
が
た
と
い
そ
の
時
真
理
で
な
い
も
の
に
関
係
し
て
い
て
も
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
記
述
は
…
こ
の
「
真
理
」
は
客
観
的
真
理

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
一
、
主
体
的
真
理
を
結
局
、
心
的
態
度
（
○
①
ω
ぎ
三
コ
ぴ
q
）
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
自
身
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
還
元
は
起
こ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
に
お
い
て
主
体
的
真
理
が
超
越
へ
の

関
係
と
し
て
し
か
存
し
得
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
人
は
如
何
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
に
成
る
か
」
と
い
う
問
い
が
宗
教
の
第
一
の
問
い
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
キ
リ
ス
ト
者
と
は
何
か
」



と
い
う
こ
と
が
問
い
に
な
ら
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
「
キ
リ
ス
ト
者
」
と
い
う
こ
と
が
既
に
掴
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
そ
の

「
キ
リ
ス
ト
者
」
は
未
だ
現
実
に
具
体
的
な
も
の
で
は
な
い
故
に
、
そ
れ
が
具
体
的
と
な
り
得
る
場
と
し
て
「
主
体
性
」
が
指
示
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
主
体
性
に
お
い
て
超
越
へ
の
関
係
が
そ
れ
自
身
の
深
淵
と
し
て
先
把
持
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
内
面
性
は
単
な
る
「
心

的
態
度
」
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
心
的
態
度
」
は
、
私
事
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
か
ら
、
我
々
は
内
面

性
が
一
つ
の
心
的
態
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
事
態
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
差
し
当
た
っ
て
内
面
性
か
ら
超

越
へ
の
関
係
を
消
去
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
だ
が
そ
の
一
方
で
、
ア
ド
ル
ノ
が
内
面
性
に
お
い
て
攻
撃
す
る
の
は
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
超
越
へ
の
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も

見
え
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
内
面
性
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
本
来
性
（
］
円
凶
ひ
q
Φ
P
腔
賦
O
ぴ
一
く
Φ
鴎
け
）
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
見
な

（
6
4
）

し
て
、
『
本
来
性
と
い
う
隠
語
』
に
お
い
て
内
面
性
と
本
来
性
を
一
緒
に
攻
撃
す
る
。
「
結
局
、
隠
語
に
お
い
て
は
内
面
性
に
関
し
て
、
自
分

自
身
を
選
び
出
し
た
者
た
ち
が
自
分
た
ち
を
優
越
し
て
い
る
と
思
い
込
む
と
い
う
最
も
外
面
的
な
こ
と
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
祝
福
さ
れ
て
い
る
と
思
う
者
の
自
負
で
あ
る
。
こ
の
自
負
は
、
た
や
す
く
エ
リ
ー
ト
の
自
負
に
、
も
し
く

は
エ
リ
ー
ト
の
後
ろ
に
く
っ
つ
い
て
い
く
気
構
え
に
、
転
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
後
者
の
場
合
に
は
こ
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
即
座
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

内
面
性
を
お
払
い
箱
に
す
る
の
で
あ
る
が
」
。

　
内
面
性
は
物
象
化
に
よ
っ
て
価
値
と
所
有
物
に
変
化
し
、
そ
の
中
に
立
て
こ
も
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
「
高
き
も
の
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
な
り
、
こ
れ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
発
生
を
許
し
ナ
チ
ス
の
台
頭
を
結
果
的
に
容
認
し
た
一
つ
の
精
神
的
要
因
と
な
っ
た
と
、
ア
ド
ル
ノ
は

考
え
る
。
彼
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
本
来
性
」
と
い
う
概
念
に
「
高
い
も
の
」
と
「
よ
り
低
い
も
の
」
と
を
切
り
分
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

を
か
ぎ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
「
内
面
性
」
や
「
本
来
性
」
が
商
品
交
換
社
会
の
中
で
高
い
価
値
を
も
っ
た
の
は
、
そ

れ
ら
の
言
葉
が
超
越
へ
の
関
係
を
内
包
す
る
も
の
と
見
え
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
内
面
性
は
そ
れ
が
内
包
す
る
超
越
へ
の
関
係
を
消
去

す
る
仕
方
で
物
象
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
物
象
化
は
内
面
性
の
は
ら
む
超
越
へ
の
関
係
そ
の
も
の
を
直
撃
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

三
五
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て
、
超
越
へ
の
関
係
は
、
い
わ
ぽ
商
品
交
換
社
会
の
表
面
に
一
つ
の
商
品
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
。
商
晶
と
な
っ
た
超
越
へ
の
関
係

は
、
ど
こ
ま
で
も
擬
似
的
な
超
越
・
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
超
越
へ
の
関
係
は
擬
似
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
で
、
内
面
性
か
ら
よ
り
徹
底
的
に

消
去
さ
れ
る
。
超
越
へ
の
関
係
喪
失
に
気
づ
く
こ
と
が
よ
り
一
層
む
ず
か
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
バ
ー
ガ
ー
が
叙
述
し
た
よ
う

な
、
現
代
社
会
の
宗
教
の
私
事
化
の
状
況
が
出
現
す
る
。

八
　
終
わ
り
に

　
宗
教
的
実
存
が
あ
る
種
の
「
心
的
態
度
」
に
還
元
さ
れ
た
事
態
を
表
す
も
の
と
し
て
、
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
が
現
代

世
界
で
流
布
し
て
い
る
。
現
代
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
の
中
に
超
越
へ
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

現
実
世
界
へ
の
あ
る
種
の
拒
絶
が
存
す
る
限
り
、
そ
の
関
係
は
主
体
性
に
お
い
て
深
淵
を
開
く
よ
う
な
仕
方
で
掴
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
は
購

え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
そ
の
超
越
へ
の
関
係
は
や
は
り
擬
似
的
な
も
の
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
周
知
の
よ
う
に
、
ハ
…
バ
ー
マ
ス
も
ま
た
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
及
び
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
単
独
者
の
思
想
の
中
に
、
ナ
チ
ス
の
政

治
的
暴
走
を
結
果
的
に
許
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
社
会
生
活
に
お
け
る
日
常
的
レ
ベ
ル
の
営
み
の
軽
視
を
認
め
る
。
単
独
者
の
思
想
が
、
他

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
み
上
げ
て
い
っ
て
相
互
理
解
に
至
ろ
う
と
す
る
、
或
い
は
社
会
の
矛
盾
と
真
っ
向
か
ら
向
き
合
っ
て
冷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

静
に
理
性
的
に
抑
圧
や
抗
争
を
克
服
し
て
ゆ
く
、
と
い
っ
た
態
度
に
導
く
も
の
で
な
い
こ
と
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。

　
内
面
性
が
心
的
態
度
に
変
容
す
る
と
い
う
こ
と
は
“
如
何
に
し
て
…
…
に
成
る
か
”
の
追
求
だ
け
が
一
人
歩
き
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

の
形
態
は
い
わ
ぽ
宗
教
性
を
世
俗
社
会
の
中
で
中
性
化
さ
せ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
対
極
と
し
て
、
逆
に
“
如
何
に

し
て
…
…
に
成
る
か
”
と
い
う
こ
と
が
す
っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
た
形
態
も
現
代
社
会
の
中
で
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
“
宗
教

に
は
ま
る
”
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
形
態
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
を
伝
統
か
ら
抽
出
さ
れ
る
宗
教
の
類
型
か
ら
と
っ
て
く
る
。
類
型
性
に
の
っ

と
っ
た
信
仰
は
、
信
仰
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。



　
内
面
性
が
意
識
内
在
性
と
し
て
し
か
生
起
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
直
接
性
と
し
て
の
信
仰
と
内
面
性
と
し
て
の
信
仰
と
を
区
別
す
る
こ
と

に
も
は
や
意
味
は
な
い
。
内
面
性
と
い
う
装
い
を
も
っ
た
す
べ
て
の
信
仰
も
実
際
は
直
接
性
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
の
直
接
性
と
し
て
の

信
仰
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
内
面
性
の
空
洞
化
の
中
で
新
し
く
信
仰
の
現
実
存
在
性
を
獲
得
せ
ん
と
格
闘
し
て
立
ち
現
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
信
仰
の
現
実
存
在
性
を
獲
得
し
よ
う
と
闘
っ
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
苦
闘
を
ま
っ
た
く
無
か
っ
た
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
た

一
種
の
先
祖
返
り
の
様
相
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
真
剣
さ
が
不
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
真
剣
さ
が
信
仰
を
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
し

て
し
ま
う
当
の
も
の
と
な
る
。
そ
う
い
う
仕
方
で
、
現
実
性
の
捻
れ
が
具
体
的
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
捻
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
リ

ー
フ
が
『
フ
ロ
イ
ト
ー
モ
ラ
リ
ス
ト
の
精
神
』
の
中
で
「
心
理
的
人
間
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
一
つ
の
人
間
の
類
型
に
固
着
す
る
。
リ

ー
フ
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
間
に
、
政
治
的
人
間
、
宗
教
的
人
間
、
経
済
的
人
間
、
心
理
的
人
間
と
い
う
理
念
的
性
格
が
次
々
と
西
欧
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

明
を
支
配
し
て
き
た
と
謡
う
。
心
理
的
人
間
と
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
現
代
技
術
が
人
間
の
内
面
生
活
を
侵
略
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

に
応
じ
て
出
現
し
た
性
格
型
で
あ
り
、
公
的
世
界
と
い
う
闘
争
の
場
か
ら
退
い
て
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
と
自
分
の
情
動
を
再
吟
味
す
る
私
的

人
間
で
あ
る
。
こ
の
心
理
的
人
間
に
と
っ
て
内
面
性
は
社
会
か
ら
の
避
難
所
で
あ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
の
自
由
は
、
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
て

自
分
と
自
分
の
感
情
の
実
損
を
如
何
に
少
な
く
す
る
か
と
い
う
逃
避
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
フ
ロ
イ
ト
の
登
場
と
と
も
に
、
内
的
自
由
の

実
質
的
意
味
は
根
底
か
ら
覆
さ
れ
、
内
的
自
由
の
輝
か
し
い
尊
厳
は
打
ち
砕
か
れ
た
の
で
あ
り
、
内
面
性
は
一
切
の
人
間
の
営
み
を
私
的
な

も
の
と
な
す
強
力
な
私
事
化
の
装
置
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
「
信
教
の
自
由
」
の
採
択
に
お
い
て
新
し
く
始
ま
っ
た
運
動
の
、
事
柄
と
し
て
の
終
わ
り
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
単
独
者
の
内
面
性
に
は
、
近
代
の
科
学
的
世
界
像
と
近
代
市
民
社
会
の
構
造
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
世
界

が
内
包
す
る
苦
し
み
に
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
存
在
性
を
獲
得
し
た
信
仰
の
あ
り
方
で
あ
る
と
雷
っ
て
よ
い
。
こ
の
信
仰
の
あ
り
方

は
、
既
に
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
自
然
観
に
触
発
さ
れ
る
形
で
パ
ス
カ
ル
に
お
い
て
先
駆
的
に
見
出
さ
れ
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
理
性
の
中
で

の
在
り
場
所
を
正
当
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
至
っ
て
、
近
代
市
民
社
会
と
信
仰
と
の
矛
盾
が
契
機
と
な
る
形
で
単
独
者

宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か

三
七
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の
内
面
性
と
し
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
信
仰
の
あ
り
方
は
近
代
の
歴
史
の
中
で
少
し
ず
つ
育
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
内
面
性
は
、
近
代
の
社
会
的
世
界
に
お
い
て
は
私
的
領
域
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
商
う
よ
う

に
、
近
代
市
民
社
会
が
公
衆
と
な
り
う
る
私
人
た
ち
の
生
活
圏
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
私
的
領
域
の
成
熟
と
深
化
と
が
近
代
社
会
の
成
立

と
存
続
を
支
え
て
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
単
独
者
の
内
面
性
と
し
て
の
信
仰
は
、
個
人
が
近
代
祉
会
を
生
き
る
こ
と
の
矛
盾
を
引
き
受
け

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
的
領
域
の
奥
底
に
破
れ
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
内
面
性
に
よ
っ
て
、
私
的
領
域
は
近
代
社
会
の
成
立
と

存
続
を
支
え
得
る
だ
け
の
豊
饒
さ
を
も
ち
得
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
酒
養
さ
れ
た
の
は
、
「
個
人
の
力
」
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
日
本
で
は
、
仏
教
の
伝
統
の
内
に
あ
る
本
来
的
自
己
を
問
う
と
い
う
宗
教
的
探
求
の
形
態
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
の

内
面
性
と
極
め
て
近
い
圏
域
を
拓
き
だ
し
て
き
た
。
そ
れ
が
「
個
人
の
力
」
を
育
み
、
近
代
的
・
王
春
の
私
的
領
域
の
豊
か
さ
に
相
応
す
る
も

の
を
提
供
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
信
教
の
自
由
に
内
包
さ
れ
て
い
た
内
的
自
由
と
外
的
自
由
と
の
相
反
す
る
関
係
性
は
、
そ

こ
で
は
展
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
現
代
日
本
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
た
信
教
の
自
由
の
底
の
浅
さ
に
現
れ
て
い
る
。

　
ア
ド
ル
ノ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
解
釈
は
、
二
十
世
紀
に
至
っ
て
私
的
領
域
が
そ
の
底
に
破
れ
を
持
ち
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
内
面
性
は
そ
の
現
実
存
在
性
を
喪
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
私
的
領
域
が
確
実
に
閉
塞
的
に
な
り
確
実
に
貧
弱
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
、
信
仰
が
如
何
に
し
て
現
実
存
在
性
を
獲
得
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
宗
教

の
根
本
の
問
い
に
な
ら
な
い
。
信
仰
に
つ
い
て
の
根
本
的
問
い
は
一
切
喪
わ
れ
て
お
り
、
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
根
本
的
問
い
の

喪
失
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
喪
失
そ
の
も
の
が
唯
一
、
我
々
に
と
っ
て
の
根
本
の
問
い
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か
、
こ
れ
が
我
々
の
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
、
私
事
性
が
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
限
り
、

宗
教
の
歴
史
的
状
況
を
問
う
問
い
と
な
る
。
宗
教
が
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
事
象
で
あ
る
限
り
、
こ

の
問
い
は
宗
教
の
事
柄
か
ら
歴
史
的
状
況
を
問
い
質
す
問
い
に
な
る
。
結
局
、
私
事
性
は
宗
教
を
規
定
す
る
概
念
で
は
な
く
、
宗
教
の
事
柄

が
ど
こ
に
ど
う
い
う
仕
方
で
探
求
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
指
し
示
し
を
与
え
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
い
は



宗
教
と
社
会
の
関
係
を
見
定
め
る
た
め
の
一
つ
の
導
き
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
宗
教
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
か
或
い
は
公
的
な
事

柄
で
あ
る
か
、
と
い
う
二
者
択
一
的
な
問
い
に
決
し
て
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
問
い
は
、

宗
教
は
公
的
な
事
柄
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
を
予
想
し
、
こ
の
問
い
へ
と
受
け
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
七
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凶
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凶
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こ
ω
．
冒
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同
書
、
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五
〇
頁
。

ぴ
達
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．
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9
同
輩
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一
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頁
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ぴ
剛
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こ
ω
］
這
■
同
書
、
一
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頁
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〈
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鳩
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ミ
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蕃
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創
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露
－
ω
．
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
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全
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』
第
二
巻
、
大
谷
長
／
渡
辺
裕
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訳
、
創
言
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九
五
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、
三
四
八
頁
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葺
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範
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鷺
ぎ
藩
魯
諺
葺
．
H
①
幽
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ω
』
嵩
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欄
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
～
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著
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全
集
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第
七
巻
、
工
八
○
頁
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凶
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4
ω
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．
同
疑
凶
、
　
一
二
六
一
着
只
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（
5
1
）
　
8
答
‘
ω
．
b
。
謁
。
同
書
、
三
四
八
頁
。

（
5
2
）
　
こ
の
行
為
は
外
面
的
行
為
で
は
な
い
。
「
現
実
性
と
は
、
外
面
的
行
為
で
は
な
く
て
、
個
人
が
可
能
性
を
廃
棄
し
そ
し
て
思
惟
さ
れ
た
内
容
に
従
っ

　
て
実
存
す
る
た
め
に
自
身
を
そ
の
思
惟
内
容
と
一
致
さ
せ
る
内
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
行
為
で
あ
る
」
（
一
σ
曲
譜
ψ
駆
N
．
岡
書
、
六
五
年
目
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こ
れ
を
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
特
定
の
宗
教
に
限
定
さ
れ
た
人
間
理
解
で
あ
る
と
見
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
間
規
定
と
し
て
の
神
は
、

　
西
湘
哲
学
の
概
念
を
用
い
る
な
ら
ば
「
場
所
」
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
場
所
と
い
う
思
想
を
用
い
る
な
ら
ば
、
よ
り
一
般
的
に
こ
の
事
態
を
説
明
で
き
る
。

　
ち
な
み
に
西
田
は
「
私
と
汝
」
と
い
う
論
文
で
、
自
覚
を
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
。
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、
「
本
来
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に
「
ひ
と
（
α
鋤
ω
譲
碧
ご
と
「
空
談
（
O
興
Φ
島
Φ
）
」
が
対
立
さ
せ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
が
物
象
化
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
（
つ
ま

　
り
隠
語
と
し
て
）
商
品
交
換
社
会
の
中
で
流
通
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
序
列
づ
け
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
、
意
識
的
に
歴
史
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
特
色
を
帯
び
て
い
る
。
即
ち
、
ア
ピ
ー
ル
は
変

　
化
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
間
、
ア
ピ
ー
ル
の
何
十
年
に
も
わ
た
る
展
開
を
通
じ
て
、
意
味
構
造
は
そ
の
連
続
性
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
う

　
し
て
、
耳
蝉
で
は
保
護
、
追
憶
、
監
視
、
好
意
、
愛
、
理
解
、
献
身
に
つ
い
て
い
つ
も
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
一
九
三
五
年
に
は
強
力
に
よ
る
行
為

　
が
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
ま
た
八
年
前
に
は
、
個
別
化
さ
れ
て
自
己
自
身
と
な
っ
た
私
的
実
存
と
準
宗
教
的
決
断
が
、
神
々
な
き
世
界

　
の
虚
無
の
た
だ
中
に
お
け
る
究
極
的
な
自
律
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
称
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
ピ
ー
ル
は
政
治
的
な
状
況
に
対
応
し

　
て
、
少
な
く
と
も
二
回
変
色
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
、
独
自
性
を
呼
び
か
け
、
頽
落
に
反
論
す
る
と
い
う
思
考
形
態
は
、
不
動
で
あ
っ
た
」
（
小
牧
治

　
他
訳
『
哲
学
的
・
政
治
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
上
）
』
未
來
社
、
一
九
八
四
年
、
九
五
－
九
六
頁
）
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ナ
チ
ズ
ム
に
親
近
性
を
も

　
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
た
以
前
も
以
後
も
同
じ
思
考
形
態
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
政
治

　
的
社
会
的
な
無
反
省
、
無
責
任
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
一
貫
し
た
思
考
形
態
と
見
な
し
て
い
る
も
の
は
、
ハ

　
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ま
さ
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
の
実
存
の
思
想
を
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
し
て
受
け
継
い
だ
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

サ　ロ

Uber　die　Privatheit　der　Religion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von

　　　　　　　　　　　　　　Masako　KETA

　　　　　　　Professor　fUr　Religionsphilosophie

am　Forschungskursus　der　philosophischen　Fakultat，

　　　　　　　　　　　　　　Universittit　Kyoto

　　Ist　die　Religion　etwas　Privates？　Man　betrachtet　sie　im　allgemeinen　heute　in

Japan　als　Privatsache．　Die　Begriffe　von　“privat”　und　“6ffentlich”　enthalten　die

Stufen　der　geschichtliche　Entschranl〈ungen　und　gehdren　zur　Ausdruckswelt，　in　der

die　Bedingungen　der　Menschen　grundsatzlich　innerhalb　des　Rahmens　eines　ge－

schichtlichen　sozia王en　Gebildes　erfaBt　werden．　Der　Charakter　dieses　Ausdruckswelt

bestimmt　unsere　Betrachtung．

　　Mit　der　ldee　der　Religionsfreiheit　ist　verbunden，　daB　die　Religion　etwas　Privates

ist．　ln　der　ldee　sind　die　dynamischen　Verhaltnisse　enthalten，　in　denen　die　innere

Freiheit　und　die　auBere　einander　bedingen．　Die　Annahme　der　Religionsfreiheit　vgTar

die　einer　neuen　Beziehung　zwischen　der　inneren　Freiheit　und　der　tiuBeren，　und

zugleich　zwischen　dem　lnneren　und　dem　AuBeren　des　Subjektes．　Diese　neue

Beziehung　hat　ein　soziales　System　aufgestellt　und　damit　eine　neue　religidse

Situation　eingeleitet．　Dadurch　hat　sich　zugleich　die　private　Sphare　des　modernen

Subjel｛tes　im　geistigen　psychischen　Sinne　zu　bilden　begonnen．

　　Die　private　Sphare　hat　sich　dann　allmahlich　weiter　entwickelt，　und　eine　geistige

Frucht　davon　ist　der　Gedanl〈e　der　“lnnerlichkeit　des　Einzelnen”　von　S．　A．　Kier－

kegaard．　Die　private　Sphtire　hat　sich　die　lnnerlichkeit　ausgebildet，　die　eine

Bewegung　bis　zum　Abgrund　des　absoluten　Paradoxes　ist，　und　die　private　SphZre

konnte　sich　dann　dialel〈tisch　selbst　Uberwinden．　lhre　Reife，　d．　h．　die　lnnerlichkeit

des　Einzelnen，　ist　trotzdem　dadurch　charal〈terisiert，　daB　sie　1〈eine　politische

soziale　Auffassungen　zur　Reife　bringt．　Der　Glaube　in　der　modernen　Welt　konnte　in
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dieser　Form　lebendige　Wirklichkeit　werden．

　　Die　Einzelheit　von　Kierkegaard　und　die　Privatheit　sind　begriff玉ich　von　ver－

schiedener　Art，　aber　sie　werden　in　der　jetzigen　Welt　gleichgesetzt．　Ftir　die　Puri－

taner　des　siebzehnten　Jahrhunderts　war　die　private　Sph哲re　sehr　viel　6ffentlicher

als　die　politische　Sphare，　weil　sie　glaubten，　daB　die　Freiheit　und　die　Demokratie　in

der　Privatsphare　in　wesentliches　Weise　ausgefUhrt　werden　k6nnen．　Die　private

Sphare　hat　ledoch　heute　solche　Tiefe　verloren．

　　Th．　W．　Adorno　beachtet　nicht　Kierkegaards“lnnerlichkeit”selbst，　sondern　ihre

Erscheinungsweise　in　der　ersten｝王alfte　des　zwanzigsten∫ahrhunderts．　Die　Inner－

1ichkeit　verbirgt　sich，　um　einen　Ort　zu　schUtzen，　wo　das　Selbst　sich　zu　Gott　verhalt．

Adorno　erkennt，　daB　dieses　Verbergen　und　das　Geheimhalten　der　Privatsache　in

gleicher　Weise　erscheinen，　daB　die王lmerlichkeit　sich　in　das　eingeschlossene

BewuBtsein　verwandelte，　und　daB　die　sublektive　Wahrheit　verkleinert　wurde．

Zwischen　Kierl〈egaard　und　Adorno　gibt　es　eine　zweifache　Verdrehung　der　Wirk－

lichkeit，　und　damit　ein　Verbergen　dieses　Wirklichkeit．　Die　Versachlichung　der

Innerlichkeit　geschieht　nicht　so，　daB　die　darin　beinhalteten　Verhaltnisse　zur

Transzendenz　ausgestoBen　werden，　sondem　daB　diese　Verhaltnisse　als　Waren　im

Vordergrund　des　Warent註uschgeschafts　in　Umlauf　kommen．　Wir　kδnnen　zwischen

der　religi6sen　Freiheit　und　der　wirtschaftlichen　nicht　mehr　eine　Grellze　ziehen．

　　Die　Privatheit　ist　kein　Begriff，　die　Sache　der　Religion　als　solche　zu　bestimmen．

“王st　die　Religion　etwas　Privates　？”ist　eine　Leitfrage　da魚r，　den　Zusammenhang

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　
zwischen　Religion　und　Offentlichkeit　zu　erforschen．　Sie　wird　dann　mit　der　anderen

Frage，“ist　die　Religion　etwas　Offentliches　P”，　verbunden　und　an　sie　weiter　geleitet．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Is　the　Die　Cast　？

　　　　　　　　　　　How　to　Justify　the　Use　of　Probability

and　a　Transcendental　Characteristic　of　Scientific　Experience

　　　　　　Yasuo　DEGucHI

Associate　Professor　of　Philosophy

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　Probability　theory　is　now　applied　in　many　fields　of　science　as　well　as　in　various

aspects　of　our　everyday　life．　ln　the　wake　of　its　extraordinarily　wide　use，　this　paper
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