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出
家
の
宗
教
的
「
中
立
」
性
の
擦
問

i
i
日
本
に
お
け
る
思
想
・
歴
史
・
法
解
釈
の
悶
悶
i
i

鴨

川

紀

勝

〈
翻
際
世
癒
督
教
大
学
)

国
家
の
京
教
的
「
中
立
」
性
会
日
本
に
部
し
て
検
一
読
し
た
研
究
は
珍
し
い
。
ぞ
れ
ゆ
え
に
、
試
論
後
援
関
し
て
み
た
い
。
と
り
あ
え

ず
、
思
想
・
監
史
・
法
解
釈
の
角
度
か
ら
主
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
。

「
中
立
」
の
語
義

〈

1〉

明
大
様
和
辞
一
典
』
に
よ
れ
ば
「
中
立
」
に
は
お
よ
そ
蕊
つ
の
語
義
が
あ
る
。

雪
中
正
独
立
の
義
。
か
た
よ
ら
ぬ
こ
と
。
中
立
不
筒
、
す
な
わ
ち
ム
中
立
し
て
片
寄
ら
な
い
。
普
選
不
山
薫
。
争
中
需
に
立
っ
て
揮
す
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
@
両
者
の
中
間
に
あ
っ
て
、
何
れ
へ
も
加
勢
せ
ぬ
。
馬
外
中
立
。
告
天
下
の
下
に
居
る
こ
と
。
争
独
立
し
て
、
人
に

壊
し
な
い
。

〈

2
)

大
切
で
、
舎
の
引
用
例
「
中
立
高
不
街
、
強
哉
鵠
い
〈
町
中
康
』
〉
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
。

ま
ず
、
赤
擦
に
よ
れ
ば
、

な
い
し
「
中
庸
」
と
は
、
そ
れ
に
一
反
す
る
問
機
端
・
過
不
及
・
奇
僻
そ
予
想
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
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激
し
い
対
立
す
る
・
も
の
な
し
に
「
中
」
を
説
く
こ
と
は
無
意
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
一
向
撞
端
に
議
定
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
中
整
・
中
正
・
適
中
」
の
三
義
を
兼
ね
備
え
た
普
遍
的
で
富
有
な
錨
誼
を
も
っ
た
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

な
い
し
「
中
薄
」
は
、
な
ん
で
も
対
ま
す
る
も
の
の
中
間
会
選
べ
ば
よ
い
と
い
う
「
ほ
ど
よ
さ
」
や
「
ま
っ
た
く
自
ギ
雀
を
失
っ

た
折
東
主
義
・
追
従
的
機
会
主
義
」
と
は
違
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
頴
有
な
癒
糠
会
実
現
す
る
思
い
が
心
の
中
に
あ
る
べ
き

〈

3
〉

で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
物
ご
と
の
根
本
で
あ
る
。
「
中
古
省
、
天
下
乃
大
本
患
い
〈
中
な
る
も
の
は
天
下
の
大
本
な
り
)
で
あ
る
。

〈

4
〉

「
か
た
よ
ら
ず
変
ら
ぬ
純
正
の
徳
」
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
の
追
求
の
立
場
は
、
対
立
し
た
高
額
鴻

し
た
が
っ
て
、

「
中
」
と
は
、

の
状
況
の
中
で
、
自
ら
を
そ
の
状
況
か
ら
抜
け
出
さ
し
め
て
、
し
か
も
穂
謹
的
に
普
遍
的
な
錨
値
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
な
譲

択
の
刷
機
揺
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

「
中
立
」
の
単
語
で
震
擦
な
要
素
は
、
明
ら
か
に
「
中
い
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
で
、

赤
楠
悼
の
指
擁
す
る
爵
極
鵠
と
そ
れ
に
規
定
さ
れ
な
い
独
立
し
た
そ
の
中
間
の
態
度
と
い
う
前
提
の
下
で
の
、
正
し
さ
の
徳
と
い
う
「
中

立
」
思
想
を
、
以
下
梗
宜
的
に
中
正
独
立
型
と
呼
ぶ
。

こ
う
し
た
中
正
独
立
型
を
示
す
も
の
と
し
て
引
罵
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
赤
塚
に
よ
れ
ば
、
引
鶏
例
の
中
に
あ
る
「
俺
」
は
、
古
く

国家の宗教的「中立J伎の原真IJ(綾)11)

は
「
鎮
」
と
問
問
音
で
、

方
に
傾
く
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
場
所
の
中
央
に
正
立
す
る
番
号
も
ゥ
て
、
中
庫
を
行
う
こ
と
を
い

い
表
わ
」
す
。
と
こ
ろ
で
、
引
用
例
の
場
語
は
、
孔
子
が
弟
子
に
、
本
当
の
強
さ
と
は
何
か
を
諮
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
乳
子
は
、
次

〈

5〉

の
よ
う
に
い
っ
た
〈
銭
的
椋
は
筆
考
に
よ
る
)
。

「
君
子
は
心
ひ
ろ
く
お
だ
や
か
で
よ
く
人
々
と
和
合
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
守
り
を
失
っ
て
人
々
の
意
見
に
押
し
流
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
。
こ
の
強
さ
こ
そ
ま
こ
と
の
強
さ
で
あ
る
ぞ
。

〈
つ
ま
り
〉
、
中
央
に
す
っ
く
と
立
っ
て
欄
か
な
い
よ
う
に
、

〈
自
分
か

ら
毅
然
と
し
て
中
腐
を
守
っ
て
い
る
)
、
こ
の
強
さ
こ
そ
ま
こ
と
の
強
さ
で
あ
る
ぞ
。
さ
れ
ば
、
国
に
議
が
行
な
わ
れ
て
、

〈
人
々

が
富
み
栄
え
て
い
る
時
も
、
自
分
の
利
議
や
名
誉
に
あ
こ
が
れ
て
、
)
一
半
生
の
深
く
期
す
る
思
い
を
か
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
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こ
の
強
さ
こ
そ
ま
こ
と
の
強
さ
で
あ
る
ぞ
J

ζ

の
会
話
か
・
り
す
れ
ば
、

「
中
立
」
は
、
君
子
が
片
寄
ら
な
い
、
乏
し
い
道
を
政
治
の
場
で
筒
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
正
し
さ
を
求
め
る
姿
勢
こ
そ
、
矯
(
し
な
や
か
〉
な
強
さ
で
あ
る
。

(
S
)
 

な
お
、
②
の
引
開
地
倒
的
「
民
中
立
均
一
本
知
所
由
、
比
骨
作
製
人
之
所
為
泣
也
」
(
韓
米
子
吋
外
鎗
貌
省
下
』
)
は
、
宇
と
悶
じ
く
や
反
独
立
型
受
ぶ
す
の
で
二
』
こ
で
は
説
明
を

省く。告
の
引
用
開

2
楚
特
設
襲
、
魯
毅
之
、
灘
五
患
之
、
強
耳
目
、

〈
?
〉

令
魯
中
立
い
〈
吋
脱
税
盟
、
糞
策
」
〉
の
文
艇
を
見
て
み
よ
う
。

獲
が
獲
を
伐
と
う
と
し
て
い
た
際
、
魯
が
楚
と
親
し
く
し
て
い
た
の
で
、

(
楚
を
助
け
は
し
な
い
か
と
、
)
斉
ま
は
、
心
配
し
た
。

す
る
と
、

〈
恐
ら
く
斉
王
の
毘
〉

「
霊
が
、
魯
を
中
立
さ
せ
る
よ
う
に
取
り
計
ら
わ
せ
て
い
た

っ
た
、

〈
ち
ょ
う
べ
ん
)

だ
き
ま
し
ょ
う
。
」
張
一
匂
は
、
魯
王
に
向
か
っ
て
、
勝
つ
も
の
に
味
方
し
な
い
で
、
魚
け
る
も
の
に
味
方
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
斉
と

「
足
下
に
は
、
む
し
ろ
、
憲
勢
を
無
事
に
保
た
れ
て
、
罰
留
の
(
戦
っ
た
)
後
に
(
勝
っ
た
方
に
)

(
8
)
 

味
方
さ
れ
る
に
麓
し
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
」
魯
君
は
、
な
る
ほ
ど
と
考
え
、
そ
こ
で
軍
勢
を
山
引
き
返
え
さ
せ
た
。

こ
の
引
用
例
の
「
中
立
」
は
、

楚
の
力
は
釣
り
合
っ
て
い
て
、

つ
の
点
で
特
畿
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

に
、
そ
れ
は
、
戦
争
に
お
い
て
当
事
ふ
匂
の
ど
ち
ら
に

も
諾
担
し
な
い
と
い
う
騎
外
中
立
を
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
事
は
単
純
に
軍
事
的
な

で
あ
る
。
し
か
も
、
勝
ち
負
け
の

打
算
的
な
計
算
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
打
算
的
な
賭
外
中
立
を
特
徴
と
す
る

思
想
を
、
以
下
便
宜
的

に
、
局
外
中
立
型
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
局
外
中
立
裂
は
、
舎
で
兇
て
き
た
普
遍
的
な
正
し
さ
や
君
主
の
行
動
規
準
に
か
か
わ
る
中
正
独
立

型
と
は
思
想
を
異
に
し
て
い
る
。

4

一
時
間
い
換
え
る
と
、
…
光
来
君
主
と
民
と
が
共
有
で
き
た
道
諒
と
政
治
の
一
致
の
行
動
規
準
で
あ
る
片
寄

ら
な
い
こ
と
が
、
戦
争
で
は
内
容
を
い
わ
ば
変
質
さ
せ
、
君
主
の
損
得
を
計
算
し
た
打
算
的
な
行
動
規
準
と
し
て
、
い
わ
ば
消
樺
的
に
、

軍
事
的
に
対
立
す
る
ど
ち
ら
の
勢
力
に
も
荷
視
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
中
正
独
立
製
の
場
合
、
問
機
構
と
そ
れ
に
規

-132 



定
さ
れ
な
い
強
立
し
た
そ
の
中
聞
に
お
け
る
態
度
と
い
う
一
一
一
者
の
構
造
が
あ
る
。
そ
し
て
、
局
外
中
立
塑
の
招
窓
口
に
も
、
対
立
す
る
箪

率
的
勢
力
と
そ
の
外
に
い
る
勢
力
と
い
う
一
一
一
者
の
構
造
が
見
い
だ
滋
れ
る
。

〈

9
)

な
お
、
④
の
引
岡
市
倒
的
「
成
土
中
立
。
品
川
総
朝
、
約
四
聖
緩
之
」
(
叫
大
戴
礼
、
保
簿
恒
〉
は
、
①
と
同
じ
く
市
中
正
独
立
型
を
示
す
の
で
、
こ
こ
で
は
説
明
そ
省
く
。

〈
川
山
〉

@
の
引
用
閥
的
「
昆
奨
乃
率
其
衆
、
議
接
中
立
、
不
常
顎
曾
鵠
奴
」
〈
『
史
記
、
大
宛
伝
恥
)
の
文
献
は
次
の
よ
・
つ
で
あ
る
。

旬
奴
の
王
単
子
〈
ぜ
ん
う
)
に
醸
し
て
い
た
琵
莫
(
こ
ん
も
〉
は
、
手
柄
を
立
て
、
単
子
か
ら
か
っ
て
の
父
の
民
を
与
え
ら
れ
て

支
配
し
て
い
た
。
単
エ
』
が
死
ぬ
と
、

「
畏
莫
は
そ
の
徒
挙
乞
ひ
き
い
て
遠
方
に
移
り
、
中
立
し
て
、
相
開
設
の
朝
会
へ
の
出
席
を
こ
と

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
旬
按
は
奇
襲
兵
を
放
っ
て
こ
れ
を
撃
っ
た
が
勝
て
な
か
っ
た
」
。

し
た
が
っ
て
、
舎
の
つ
中
立
」
は
、
謁
奴
か
ら
強
立
し
そ
の
支
配
に
頴
さ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
強
国
筒
奴
に
従
わ
な
い
、
議
鴎
捕
で

独
立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
舎
は
、
君
主
の
正
し
さ
の
徳
と
い
う
中
正
独
立
脱
出
品
と
は
思
想
的
に
関
係
な
く
、
議

治
的
軍
事
的
な
錆
面
に
お
い
て
拙
相
手
方
に
対
決
す
る
い
わ
ば
独
立
自
尊
の
婆
勢
を
い
う
の
そ
・
ー
す
る
と
、
⑤
の
独
立
自
尊
の
「
中
笠
」

思
想
は
、
笥
外
中
立
製
と
悶
じ
思
懇
を
表
す
だ
ろ
う
か
。

国家の宗教的「中立j伎の隊員IJ(彼)11)

筆
者
の
意
見
で
は
、
舎
の
「
中
立
」
思
想
は
、
術
審
の
中
に
見
ら
れ
た
「
中
立
」
患
認
と
は
ニ
つ
の
点
で
翼
な
る
。
第
一
に
、
③
は
、

舎
に
見
ら
れ
た
政
治
と
道
纏
の
一
致
を
説
く
正
し
さ
の
徳
と
い
う
伝
統
的
な
「
中
」
患
錦
と
は
一
致
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
正
し

「
独
立
し
て
、
入
に
騒
し
な
い
」
と
い
う
民
族
集
聞
の
強
制
以
な
政
治
的
独
立
自
尊
の
価
値
を
ま
張
し
て
い
る
。

そ
の
点
で
は
、
③
は
、
軍
事
的
「
中
立
」
か
ら
得
ら
れ
る
利
害
の
打
算
的
動
機
に
由
来
す
る
舎
と
も
違
い
、
民
族
集
団
の
存
立
を
緒
け

た
自
記
保
存
の
主
語
で
あ
る
。
第
一
一
に
、
舎
は
、
的
舎
に
毘
ら
れ
た
三
者
の
構
造
を
持
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
め
あ
の
儲
窓
口
に
は
、

な
ん
ら
か
の
問
題
端
を
前
提
し
、
・
自
ら
を
両
極
端
の
中
間
に
位
寵
づ
け
、
南
極
端
の
ど
色
ら
に
も
片
寄
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
一
二
者
の

構
造
は
本
鷲
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
舎
の
場
合
に
は
、

さ
と
は
関
係
の
な
い
、

一
つ
の
故
治
的
軍
事
的
勢
力
が
互
い
に
独
立
し
て
他
方
の
極
端
に
対
決
す
る
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の
で
、

一
者
で
な
く
こ
者
の
構
造
が
本
覧
的
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
毎
の
場
吾
に
は
、
相
相
手
に
題
服
す
る
か
、
そ
れ
と
も
相

手
か
ら
独
立
す
る
か
と
い
う
点
で
、

一
者
択
一
の
選
択
が
状
況
を
競
定
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
@
は
、
片
寄
ら
な
い
中
庸
の
立

場
を
排
払
除
し
て
い
る
。
以
上
か
る
す
れ
ば
、
舎
の

悪
想
は
、
内
容
的
に
も
構
造
的
に
も
独
自
で
あ
っ
て
、
以
下
側
便
宜
的
に
独

立
自
尊
掘
と
呼
ぶ
。

こ
う
し
て
、
舎
か
ら
寄
ま
で
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
頭
型
的
に
は
大
き
く
一
二
つ
の
タ
イ
プ
が
存
荘
す
る
。
第

は
、
正

し
さ
の
徳
令
持
っ
た
中
正
独
立
型
〈
岳
)
、

言
、
中
正
独
立
擦
と
間
同
様
の

一
者
の
構
造
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
正
し
さ
の
内
実
を

関
わ
な
い
痛
外
中
立
型
(
③
〉
、
第
三
一
は
、
正
し
さ
の
徳
も
、

に
基
づ
く
自
己
保
存
の
独
立
自
尊
型
〈
部
)
で
あ
る
。

一
者
の
構
造
も
持
た
な
い
で
、
い
わ
ば
あ
れ
か
こ
れ
か
の
題
端
な
選
択

2 

吋
大
漢
和
辞
典
い
に
毘
ら
れ
た

悪
態
の
三
つ
の
懇
型
を
前
提
と
し
た
と
き
、
日
本
一
語
の
「
中
立
」
思
想
は
、
ど
の
よ

〈
臼
)

う
な
特
畿
を
一
不
す
か
。
以
下
百
同
本
国
語
大
辞
典
い
を
参
考
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

勢
ど
ち
ら
に
も
片
寄
ら
な
い
で
そ
の
中
間
に
立
つ
こ
と
。
あ
る
特
定
の
思
想
・
立
場
・
意
見
な
ど
に
片
寄
ら
な
い
で
、
中
正
の
議

に
立
つ
こ
と

oe反
対
・
敵
対
し
て
い
る
ら
の
の
ど
ち
ら
の
味
方
も
し
な
い
こ
と
。
⑧
出
家
間
の
紛
争
お
よ
び
戦
争
に
参
加
し
な
い

国
家
の
国
際
法
上
の
地
位
。
政
方
の
交
戦
留
に
対
し
て
、
公
平
と
無
援
劫
を
顕
前
と
す
る
。
賭
外
中
立
。

〈
門
川
〉

舎
の
引
罵
倒
「
良
基
歴
伎
六
朝
、
中
立
白
金
、
最
与
義
満
墾
告
」
〈
吋
日
本
外
史
i
足
利
氏
正
記
い
〉
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

摂
政
襲
震
良
基
は
六
代
の
朝
廷
に
仕
え
て
、

「
中
立
自
ら
全
く
し
い
、
将
軍
義
識
に
大
変
気
に
入
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
員
基
は
、

ム
ハ
入
の
天
患
の
交
欝
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
片
寄
ら
な
い
態
度
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
良
落
と
義
識
の
時
代
と
は
、
北

輯
時
代
で
あ
る
。
両
者
の
開
銀
が
大
変
良
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
、
和
歌
を
よ
く
し
た
文
化
人
良
選
が
政
治
的
に
は
足
利
利
方
に
立
っ
て
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い
た
こ
と
を
訴
す
。
武
士
階
級
が
政
治
の
中
心
に
な
り
は
じ
め
た
と
き
に
、
彼
は
そ
う
し
た
歴
史
の
涜
れ
に
好
意
的
で
あ
っ
た
の
で
あ

(
路
)

る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
向
抗
議
は
、
武
士
階
級
の
登
場
の
中
で
北
朝
を
前
向
き
に
保
持
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
長
基

は
、
天
髪
一
方
と
足
創
刊
馨
点
的
方
と
の
間
に
あ
っ
て
、
高
者
の
融
和
に
努
め
た
人
物
に
な
る
。
こ
う
し
た
態
震
が
「
中
立
」
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
中
正
独
立
郡
山
部
に
近
い
。

(
M
H
)
 

な
お
、
引
用
例
「
雨
時
議
教
に
は
や
立
の
態
度
を
執
っ
て
」
(
徳
富
謹
花
『
思
出
の
記
』
)
は
、
上
の
内
容
と
同
じ
く
、
中
正
独
立
型
に
近
い
の
で
、
説
明
は
省
く
。

円
以
上
の
告
患
倒
的
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
語
の
「
中
立
」
も
、
た
し
か
に
両
極
端
の
間
に
あ
っ
て
片
寄
ら
な
い
と
い
う
漢
語
の
「
中
立
」

思
想
の
彰
響
下
に
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、

『
日
本
冨
語
大
辞
典
』
が
、

「
中
立
」
に
か
ん
し
て
『
中
庸
』
の
「
中
立
市
不
街
、

強
哉
増
」
を
引
摺
す
る
の
も
う
な
ず
け
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
の
「
中
立
」
と
漢
語
の
「
中
立
」
が
ま
っ
た
く
開
じ
思

想
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
中
正
独
立
型
の
場
合
、

「
中
立
」
は
な
に
よ
り
君
主
に
要
求
さ
れ
る
正
し
さ
の
徳

で
あ
っ
た
が
、
日
本
語
の
「
中
立
」
で
は
、
政
治
的
に
最
高
の
権
力
者
に
か
か
わ
っ
て
そ
の
あ
る
べ
き
正
し
さ
の
徳
が
諾
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
政
治
の
最
高
権
力
者
に
あ
て
て
い
わ
れ
な
い
「
中
立
」
は
、
そ
の
当
人
が
自
己
を
保
持
す
る
正
し

国家の宗教的「中立」性の原則IJ (笹]11)

さ
の
撞
を
構
え
て
い
て
も
、
勢
い
銘
霊
的
な
襲
震
の
表
現
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
の
あ
り
方
を
決
定
し
た
り
、
そ

れ
に
影
響
を
与
え
た
り
す
る
能
動
的
な
市
民
に
対
し
て
、
本
来
の
あ
り
方
を
受
け
て
持
為
し
、
し
か
も
そ
れ
に
深
入
り
し
な
い
受
動
的

は
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

な
小
市
民
と
は
区
剖
で
き
る
し
、
後
者
の
場
合
に
、
揺
響
詩
な
懸
震
と
し
て

⑦
の
引
用
例
「
又
緩
味
中
立
に
し
て
時
と
し
て
は
右
と
な
り
時
と
し
て
は
主
と
な
る
が
知
議
会
員
は
い
〈
矢
野
鱒
淡

の
文
脈
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

イ
パ
ミ
ノ
ン
ダ
ス
が
公
会
堂
に
入
っ
た
と
き
、
都
躍
に
会
議
席
が
あ
り
、
少
し
抵
い
と
こ
ろ
に
そ
し
て
会
関
よ
り
少
し
高
い
と
こ

ろ
に
発
一
言
台
が
あ
っ
た
。
会
堂
の
平
逝
に
会
議
の
席
、
が
あ
り
、
窓
客
離
に
じ
よ
じ
よ
に
蒔
く
な
る
騒
級
席
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
議
員

135-



宗教法IJ号(1992)

席
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
議
員
車
の
周
囲
に
人
民
の
静
聴
席
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
出
来
の
憐
閣
に
よ
れ
ば
、

一
主
義
リ
政

党
若
シ
石
鎖
ノ
遅
緩
席
ヲ
占
ム
レ
パ
之
ニ
反
対
セ
ル
他
ノ
政
党
ハ
左
鑓
ノ
鰭
級
席
ヲ
占
ム
ル
事
ナ
リ
ο
又
掛
校
総
時
中
立
ニ
シ
テ
時
ト
シ

テ
ハ
省
ト
ナ
リ
持
ト
シ
テ
ハ
左
ト
ナ
ル
ガ
如
キ
会
員
ハ
多
ク
皆
ナ
平
語
蕗
ヲ
占
ム
。
」

」
の
文
聴
か
ら
す
れ
ば
、

「
中
立
」
と
は
、
右
派
と
左
派
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
暖
昧
な
会
員
の
態
度
を
さ
し
て
い
る
。
実
際

ノ
暖
球
会
縄
県
」
は
「
ゾ
フ
イ
ス
ム
」
を
巧
み
に
し
て
、
容
易
に
護
ら
れ
な
い
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
・
ゆ
え
に
、
暖
味

金
問
闘
が
制
収
酷
で
あ
る
由
縁
は
、
時
に
よ
っ
て
府
派
か
左
派
に
罵
し
、
特
定
の
思
想
・
立
場
・
意
見
な
ど
に
片
寄
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
決
し
て
後
ち
は
、

て
「
反
対
・
敵
対
し
て
い
る
も
の
の
ど
ち
ら
の
味
方
も
し
な
、

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

能
弁
・
都
合
・
制
約
窓
口
に
よ
っ
て
「
皮
対
・
敵
対
し
て
い
る
も
の
の
ど
ち
ら
の
味
方
L

に
も
な
り
う
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
こ
う
し
た
梗
宜
的
で
可
愛
的
な
局
外
中
立
と
い
う
意
轄
で
は
、

も
、
摸
議
の

も
同
じ
思
懇
そ
表

し
て
い
る
。

〈日間〉

円
引
用
例
「
貸
借
間
を
散
じ
て
中
立
の
連
中
を
昧
方
に
引
き
入
れ
」
(
末
広
一
鉄
緩
『
花
関
鴬
』
)
と
引
用
例
「
公
求
中
立
於
羨
い
〈
詩
情
援
策
・
終
盤
崩
陥
〉
叫
向
上
と
同
じ

内
容
な
の
で
、
こ
こ
で
は
説
明
を
省
く
。

⑨
の
引
鰐
倒
的
は
日
本
の
平
和
条
約
十
六
条
「
戦
各
卒
中
立
で
あ
っ
た
国
に
あ
る
[
日
本
国
喪
び
そ
の
富
良
の
資
産
〕
L

で
あ
る
。
こ

の

は
、
歌
米
で
発
達
し
た
間
際
法
上
の
概
念
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
双
方
の
交
戦
国
に
対
し
て
、

「
公
平
と
無
援
助
」
を

駿
射
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゅ
は
、

を
馬
外
中
立
と
表
現
し
て
い
る
。

し
か
し
、
次
の
点
は
競
窓
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
語
の
鴎
際
法
上
の

w
」
キ
晶
、

;
i
 
「
公
平
と
無
援
助
」
の
内
容
が
あ
る
が
、

漢
一
誌
の
轄
外
中
立
型
に
は
「
公
平
と
無
援
酷
い
の
ご
と
き
特
定
の
内
殺
が
な
い
の
そ
れ
だ
け
れ
で
な
く
、
島
外
中
立
型
は
打
算
的
で
碍

変
的
性
震
を
も
ち
、
い
つ
な
ん
時
、

を
計
っ
た
も
の
が
稜
返
る
か
分
か
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
臼
本
錨
の
昏
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空
中
立
」
を
則
一
卦
と
解
説
し
、
船
中
毒
気
回
の
③
も

を
『
島
外
中
立
知
と
解
説
し
た
と
し
て
も
、
局
外
ム
吏
υ
品
、
と
宮
崎
外

が
問
問
じ
内
容
表
示
す
わ
け
で
は
な
い
。
設
撲
の
多
機
で
紛
ら
わ
し
い
が
、
十
偶
者
は
貿
易

w

輿
に
し
て
い
る
。

以
上
日
本
語
の
「
中
立
」
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
安
窃
は
撲
一
誌
の
「
中
立
」
思
想
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
舎
は
、

欝
法
の
響
機
留
を
受
け
て
い
て
、
議
諮
の
「
中
立
」
思
惣
の
彰
響
下
に
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
讃
絡
の
「
中
立
」
の
語
畿
を
整
理
し
て

類
型
一
化
を
計
っ
た
こ
と
に
郎
し
て
い
え
ば
、
舎
は
中
正
独
立
製
に
、
舎
は
局
外
中
立
裂
に
日
夜
い
。
今
「
中
立
い
と
「
島
外
中
立
」
と
の

違
い
を
あ
ま
り
強
調
し
な
い
で
い
え
ば
、
⑧
に
か
ん
し
て
は
、
国
際
法
的
中
立
製
と
い
う
類
型
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
『
大
葉
和
時
典
h

と
『
日
本
盟
諸
大
静
一
興
』
と
い
う
文
献
を
参
賎
し
た
範
聞
で
の
こ
と
に
遍
ぎ
な
い
が
、
日
本
語
の
「
中
守
口

に
は
、
独
立
自
尊
重
の
語
義
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
類
型
の
探
究
は
、
本
稿
に
は
擾
饗
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
次
に
揺
を
転
じ
て
み
よ
う
。

3 

日
本
諮
問
の
「
中
立
」
は
、
ロ
霊
許
可
向
山
戸
間
接
仲
宗
忠
喜
一

Z
5
5
Y
M
4
2守
白

E
r
な
ど
と
問
じ
謡
義
を
も
っ
て
い
る
と
糞
朴
に
信

国家の宗教約f中立j性の原員1](稜)11)

じ
ら
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

(げ〉

0
・
同
ロ
を
参
考
に
し
て
み
る
。
そ
の
主
な
も
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

@
支
配
者
や
悶
家
に
か
ん
し
て
い
い
、
戦
時
に
お
け
る
一
方
の
当
事
者
に
援
叫
制
し
た
り
噴
種
的
に
荷
担
し
た
り
し
な
い
。
。
意
見

な
ど
の
論
争
、
不
一
致
、
栴
瀧
に
服
部
し
て
、
ど
ち
ら
に
も
爵
担
し
な
い

0
0特
定
の
あ
る
い
は
暗
黙
の
両
極
端
の
ど
ち
ら
に
も
属
し

な
い
。
二
つ
の
穫
の
中
臨
を
占
め
る
。
強
い
個
性
を
持
た
な
い
、
開
明
確
で
な
い
、
不
特
定
の
、
あ
い
ま
い
な
。
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こ
れ
ら
舎
鵠
窃
の
ど
れ
も
、
正
し
さ
の
徳
と
い
う
漢
語
の
「
中
立
」
恕
惣
に
担
当
す
る
こ
と
は
い
わ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
漢
語

の
「
中
立
」
思
州
都
の
接
、
む
に
あ
っ
た
中
正
独
立
型
に
近
い
も
の
を

S
E
E
M
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

次
に
、
宮
口
ご
と
の
解
説
に
は
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
こ
と
が
あ
る
。

第
一
に
、
ゅ
の
解
説
は
、
出
。
巳
吋
駒
山
を
戦
時
に
お
け
る

と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
罷
際
法
的
中

立
翠
に
近
い
。

第
一
一
に
、
ゅ
の
解
説
は
、
戦
時
に
お
け
る
「
中
立
い
令
核
と
し
な
が
ら
、

の
論
争
に
お
い
て
ど
ち
ら
に
主
情
視
し
な
い

こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

E
C仲
吋
乱
も
、
漢
語
の
「
中
立
」
と
問
じ
く
、
対
立
す
る
ど
ち
ら
か
に
片
寄
ら
な
い
と
い
う
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
も
蕎
担
し
な
い
こ
と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
か
ら
、
出
品
C

可
白
]
は
中
正
独
立
型

よ
り
局
外
中
立
裂
に
近
い
。
そ
の
た
め
に
、

E
C許
可
と
は
、
舎
の
解
説
の
よ
う
に
、
あ
い
ま
い
な
態
度
を
指
摘
す
る
言
葉
と
も
な
っ

て
い
る
。

第
三
に
、
諮
史
的
に
い
え
ば
、
換
説
や
日
本
語
の

の
語
義
は
、
片
寄
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
国
難
法
上
の

へ
と
発
醸
し
て
い
る
が
、
同
阿
部
主
話
]
は
罷
際
法
上
の
戦
時
に
お
け
る

か
ら
、
態
度
の
礎
稼
さ
を
表
現
す
る
よ
う
に
麗
闘
し

て
い
る
。
進
む
方
向
が
、

い
わ
ば
ア
ジ
ア
と
ヨ

i
ロ
ッ
パ
で
は
遊
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、

0
5己
・
の
お
き
だ
巳
の
三
つ
の
解
説
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
両
種
議
と
そ
れ
に
規
定
さ
れ
な

い
独
立
し
た
そ
の
中
間
に
お
け
る
態
度
と
い
う
三
者
の
様
遊
で
あ
る
。
こ
の
三
者
の
構
造
を
曙
ま
え
て
い
え
ば
、
筆
者
の
鶏
摘
し
た

の
類
裂
の
う
ち
、
窓
口
可
色
に
は
狼
立
自
尊
重
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
立
自
尊
裂
が
な
い
点
で
は
、

本
語
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
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の
壁
史
的
麗
開

「
中
立
」
に
関
す
る
用
問
擦
法
の
文
献
は
、
日
本
語
で
も
少
な
く
は
な
い
。
そ
こ
で
「
中
立
」
に
関
す
る

鞍
的
な
文
献
に
注
掛
お
し
た

ぃ
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。

〈
ゆ
凶
〉

シ
旦
・
タ
イ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

爪

W
X設け

S
F
r
は
ラ
テ
ン

S
5
2
に
ム
器
楽
す
る
が
、
そ
れ
は
、

つ
の
山
内
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
露

さ
な
い
こ
と
後
意
味
す
る
。
@
そ
れ
は
、
戦
時
に
お
け
る

の
意
味
で
古
代
か
ら
捷
わ
れ
た
。
し
か
し
、
現
代
で
は
、
ぞ
れ

は
、
特
定
の
事
件
・
利
害
・
集
盟
な
ど
に
対
す
る
、
政
治
的
・
関
家
的
権
力
と
り
わ
け
そ
の
担
い
手
で
あ
る
関
家
な
ど
の
態
度
受
あ

ら
わ
す
。
争
よ
述
の
よ
う
な
意
味
の
拡
大
は
、
元
来
政
治
権
力
の
宗
教
問
題
に
対
す
る
関
係
、
す
な
わ
ち
罷
家
の
教
会
に
対
す
る
関

係
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
中
設
に
お
け
る
政
治
的
権
力
の
宗
教
的
権
力
か
ら
の
独
立
と
い
う
事
件
を
、
通
し
て
、
は
じ
め
て
宗
教
問
題

関理主の宗教的r<T立J牲の隊則(彼)11)

に
お
け
る
政
治
的
権
力
の

Z
S口氏
F
E
が
可
能
に
な
っ
た
。
品
ψ

一
一
…
世
紀
の
叡
在
権
闘
争
か
ら
鎗
ま
っ
た

は

教
会
内
に
お
け
る
大
分
裂
に
際
し
て
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
政
治
的
集
団
の
教
会
か
ら
の
分
離
独
立
を
表
現
す
る
手
設
で
あ
っ

た
し
、
教
会
に
対
す
る
近
代
の
独
立
し
た
主
権
的
自
家
へ
の
歩
み
を
示
す
。
号
宗
教
改
革
期
に
は
、

Z
き
だ
と
仙
芯
け
は
、
宗
教
団
体

の
容
認
(
す
な
わ
ち
寛
容
〉
と
そ
う
し
た
京
教
団
体
か
ら
内
面
的
に
距
離
を
お
く
こ
と
後
藤
味
し
た
。
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
は
、
君
主

と
主
権
ぞ
関
孫
付
け
た
。
争
い
が
生
じ
た
ら
、
君
主
は
、

(。u
g
)

と
の
関
連
で

Z
2
2色
忠
広
そ
と
ら
え
、

か
脅
し
に
よ
っ
て
こ
の
争
い
を
調
停
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
七
世
紀
に
な
っ
て
、
国
家
は
、
諸
宗
教
を
同
時
に
保

と
い
う
。
母
一
九
設
紀
に
な
っ
て
、

の
自
由
、
信
州
仰
の

84語
、
文
化
の
自
闘
が
保

揮
し
た
。
そ
の
保
障
方
式
を
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腕
揮
ぢ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
謂
民
の
権
科
義
務
も
宗
教
時
告
白
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
平
等
に
保
擁
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と

え
ば
、
=
一
月
革
命
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
卜
憲
法
ご
八
四
八
)
や
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
(
一
八
五

O
〉
が
教
会
の
自
律
性
会
蹴
明
確
に
規
定

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会
と
器
家
の
分
離
が
実
現
し
、
精
察
教
を
同
等
に
保
欝
ず
る

E
号

rの
保
階
方
式
は
克
服
さ
れ
た
。
こ

う
し
て
、

「
国
家
の
Z
き
だ
帥
阿
佐
公
」
の
概
念
が
現
れ
、
政
教
分
離
が
宗
教
そ
鶴
々
人
の
私
的
事
現
に
す
る
見
方
が
で
き
た
。
金
国

家
の
宗
教
題
題
に
か
ん
す
る

Z
2守
色
宗
と
は
、
法
捜
念
に
な
っ
た
。
そ
の
違
反
は
、
教
会
と
個
人
の
由
民
自
へ
の
護
警
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
シ
ュ
タ
ガ
ー
は
、
な
に
よ
り
国
際
法
と
の
関
連
で
Z
き
だ
弘
正
以
を
戴
り
上
げ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ぞ
れ
は

す
で
に
述
べ
た

0
・F
0
・
と
一
致
す
る
c

し
か
し
、
ぞ
れ
を
越
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
ぞ
筆
者
の
襲
、
心
か
ら
整
理
し
て
み

ょ
う
。a

 

戦
時
の
「
中
立
」
を
表
わ
し
た
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
二
一
者
の
構
造
そ
も
っ
た
国
際
語
的
中
立
型
に
近
い
。
そ
し
て
、
中
世
に
お

Z
幅
広
々
と
た
ん
止
は
「
中
立
」
に
相
当
す
る
の
で
、
そ
れ
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
富
代
か
ら
現
代
に
い
た
ま
で
、
基
本
的
に
は
、

い
て
国
家
が
教
会
か
ら
分
離
独
立
す
る
主
犠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
き
に
は
、
二
者
の
構
造
を
も
っ
た
独
立
自
薄
型
に
近
い
。
な
ぜ
な

ら
、
国
家
と
教
会
と
の
対
立
に
お
い
て
、
間
家
は
教
会
に
白
日
の
レ
!
ゾ
ン
・
デ
タ
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
六

世
紀
の
宗
教
改
革
期
に
な
る
と
、
国
家
は
、
諸
指
数
慌
の
対
立
に
際
し
て
、
調
停
者
と
し
て
の
役
割
を
は
た
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
一
一
一

者
の
構
造
を
も
っ
た
ゆ
正
独
立
型
に
近
い
も
の
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
諸
宗
教
関
の
対
立
が
消
え
て
、

九
世
紀
に
憲
法
が
良

心
の
自
崩
や
俗
的
仰
の
畠
由
を
保
棒
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
悶
家
が
そ
の
自
由
そ
接
客
す
る
か
ど
う
か
が
問
灘
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
隣
家
と
宗
教
一
般
と
の
対
立
の
構
造
の
中
で
、
盟
家
が
宗
教

綾
に
対
し
て
諮
極
的
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
窓
昧
で
「
中
立
」
安

保
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
中
立
」
は
、

二
者
の
構
造
そ
も
っ
た
独
立
自
尊
型
に
近
い
も
の
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る

と

は
、
事
柄
と
の
か
か
わ
り
で
、
い
ろ
い
ろ
な
堀
切
れ
方
を
示
し
て
い
る
。
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例
「
中
立
」
の
い
ろ
い
ろ
な
現
わ
れ
方
は
、
宗
教
そ
の
も
の
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
基
本
的
に
、
国
家
と
宗
教
と
の
対
立
と
い
う

二
者
の
構
造
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
が
宗
教
か
ら
分
離
独
立
し
、
宗
教
を
私
的
な
も
の
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
の
が
「
中
立
」
で
あ
り
、
こ
の
「
中
立
」
は
政
教
分
離
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、

一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
は
、
教
会
の
影

響
を
脱
し
て
主
権
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
が
国
家
の
宗
教
か
ら
の
「
中
立
」
で
あ
っ
た
。
他
方
、
国
家
が
教
会
の
影
響
か
ら
逃
れ
て
教
会

を
私
的
事
項
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
き
、
今
度
は
、
国
家
が
個
人
の
良
心
の
自
由
と
信
仰
の
自
由
を
侵
害
す
る
問
題
が
生
じ
た
の

で
あ
る
。

一
九
世
紀
の
国
家
は
、
憲
法
に
よ
る
自
由
の
保
障
を
課
題
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
宗
教
的
な
「
中
立
」
が
、
個
人
と

の
関
係
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

「
中
立
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
の
中
に
、
二
つ
の
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、

国
家
が
宗
教
か
ら
分
離
独
立
し
て
宗
教
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
国
家
が
宗
教
に
干
渉
し
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
国
家
の
宗
教
的
「
中
立
」
性
の
二
つ
の
事
柄
は
、
歴
史
的
な
発
展
の
相
違
に
由

国家の宗教的「中立」性の原則(笹川)

来
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
だ
け
で
な
く
、
論
理
的
に
も
、
一
一
つ
の
事
柄
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
分
離
独

立
と
自
由
の
保
障
と
は
別
な
事
柄
で
あ
る
。
自
由
の
保
障
を
徹
底
し
て
も
、
そ
れ
は
分
離
独
立
に
至
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ボ
ダ
ン
が

い
っ
た
ご
と
く
、

「
中
立
」
は
、
国
家
が
、
宗
教
か
ら
分
離
独
立
し
て
国
家
そ
の
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
要
求
と
し
て
、
近
代
的
な
国

家
の
主
権
を
成
り
立
た
せ
る
不
可
欠
な
視
点
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
な
ら
ば
、

「
中
立
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
で
、
分
離
独
立
と
自
由
の
保
障
の
二
つ
の
事
柄
を
表
現
し
た
と
き
、
次
の
こ
と
は
意

識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
、
自
由
の
保
障
は
国
家
の
侵
害
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
も
追
求
さ
れ
る
か
ら
、

こ
と
改
め
て
そ
の
保
障
を
不
干
渉
と
い
う
意
味
の
「
中
立
」
で
も
っ
て
カ
バ
ー
す
る
必
要
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
同
義
語
を
繰
り
返
す
に
等
し
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
分
離
独
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立
と
い
う
意
味
の

が
盟
家
の
罵
性
で
あ
る
主
権
を
実
現
す
る
読
点
で
あ
れ
ば
、
自
由
の
保
障
と
は
関
孫
な
く
、
主
権
の
維
持

の
た
め
に
、
国
家
の
宗
教
か
ら
の

は
追
求
さ
れ
る
に
臨
す
る
。
こ
う
し
た
意
味
の
「
中
立
」
は
、

一
般
に
政
教
分
離
と
い
わ

れ
る
。し

た
が
っ
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
語
家
の
楽
教
的
「
中
立
」
性
に
お
け
る
分
離
独
立
と
自
由
の
保
障
と
は
、
い
わ
ば
詞

か
う
べ
き
患
家
の
ベ
ク
ト
ル
を
奨
に
す
る
。

方
で
宗
教
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
、
地
方
で
宗
教
に
干
渉
し
な
い
。
ど
ち
ら
か
で

地
方
を
カ
バ
ー
し
さ
れ
る
・
も
の
で
は
な
い
の
中
一
一
一
回
い
換
え
れ
ば
、
分
離
独
立
と
自
由
の
保
障
あ
る
い
は
政
権
分
離
と
自
由
の
保
障
は
、
そ

し
て
、

で
い
え
ば
主
権
と
自
患
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

一
方
が
地
方
に
従
関
し
た
り
、
標
柱
に
立
つ

た
り
、
ま
た
、
自
的
に
対
す
る
手
段
に
な
っ
た
り
し
な
い
。

2 

(a) 

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
は
、
シ
デ
タ
イ
ガ
!
と
棺
互
に
憲
饗
し
あ
い
な
が
ら
、
関
家
の
世
界
観
的
宗
教
的
あ
る
い
は
世
界
一
観
的
イ

(
刊
日
〉

デ
オ
ロ
ギ

1
的
「
中
立
」
を
主
漉
す
る
c

そ
し
て
、
国
家
的
な
も
の
と
非
国
家
的
な
も
の
と
の
棺
護
、
本
命
令
渉
や
抑
制
的
態
疫
の
中
に
、

の
本
来
の
性
格
た
る
消
穂
性
を
見
い
だ
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
う

方
で
、
議
判
官
が
法
に
し
た
が
っ
て
職
務
を
執
行
す

る
陣
に
お
け
る
非
党
派
性
〈
戸
口
=
川
に
同
阿

る
G

す
な
わ
ち
、
後
に
よ
れ
ば
、
非
党
諌
性
と
は
、
桐
規
範
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
当
事
者
の
一
方
に
間
一

の
積
極
的
刷
機
一
識
を
見
い
出
し
て
い

北
し
な
い
〈
日
丘
町
主
主
主
昨
日

E
E
t
g
〉
だ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
彼
は
、

「
中
立
」
に
か
ん
す
る
消
極
性
と
積
極
性
の
区
別
を

独
印
に
指
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
宗
教
に
対
し
て
消
極
的
に
抑
制
的
態
更
を
と
る
だ
け
で
な
く
、
法
に
回
肉
体
化
さ
れ
た
非
党

派
性
の
内
容
を
積
械
的
に
実
現
す
る
道
を
主
張
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
の

の
両
面
牲
の
主
一
議
は
、
単
に
冨
家
の
宗
教
か
ら
の
分
離
独
立
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
多
元
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的
社
会
に
お
け
る
多
様
な
鑑
笹
実
現
の
た
め
に
闘
家
に
積
楼
的
な
役
轄
を
も
付
与
し
て
い
る
。
宗
教
的

設
に
か
ん
し
て
、
行

政
悶
家
の
要
請
に
対
誌
し
よ
う
L'
・
}
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

b
 

た
し
か
に
、

性
に
か
ん
す
る
務
経
・
議
極
の
両
面
性
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
こ
の
点
で
、

シ
ユ
4

フ

イ
ヒ
と
シ
デ
タ
イ
ガ

i
を
比
較
し
て
み
た
い
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
、
爵
家
の
宗
教
的
「
中
立
」
性
の
中
に
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
(
属
家
の
宗

教
か
ら
の
分
離
独
戎
と
間
出
家
に
よ
る
出
鳩
山
凶
の
係
脳
陣
〉
を
見
い
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
相
互
の
関
謀
を
十
分
論
じ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
詮
臣

す
べ
き
こ
と
に
、
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
共
に
消
極
的
な
自
家
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
、
富
家
が
積
擾
的
に

「
中
立
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
は
、
悶
家
の
宗
教
的

牲
の
中
に

の
側
面
(
消
極
的
・
積
極
的
)
を
見
い
出
し
て
、
消
極
的
な
国
家
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る

と
は
別
に
、
積
機
的
な
鵠
家
の
あ
り
方

に
か
か
わ
る
「
中
立
」
を
も
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
の

の
一
塁
酪
性
の
主
張
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
公
法
学
の
大
勢
で
あ
る
藤
本
権
の

つ
の
側
面
の
主
張
と
軌
を
一
に

密家の宗教室守frt::ll:J牲の総別〈綴JlD

す
る
。
し
か
し
、
そ
の
検
討
は
今
は
腕
と
し
て
、
本
楠
に
お
け
る
策
審
の
関
心
か
ら

L

す
れ
ば
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
の
両
面
性
の
主
張
よ
り
も
、

穣
極
性
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
諮
様
性
の
と
ら
え
方
こ
そ
性
意
・
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
、
「
正
し
い
規
準
」
〈
島
出
回

を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

「
中
立
」
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
異
体
的

g
n
v
g
認
知
的
問
〉
と
し
て
の

な
物
事
に
即
し
て
い
な
け
れ
ば
ゅ
な
ら
な
い
」
こ
と
で
あ
る
ご
由
者

Z田
4
0
5
F
n
y君
主
主

Y
2
m
o
z
gロ
)
。
物
事
に
部
却
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
正
し
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
て
も
、
か
か
る
正
し
さ
は
、
彰
式
的
で
あ
り
、
特
定
の
法
的
傾
櫨
を
持
た
な
い

の
は
、
明
か
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
の
こ
う
し
た
「
正
し
い
護
準
」
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
持
散
と
問
問
題
委
訴
す
。
す
な
わ
ち
、

が
認
し
さ
と

か
か
わ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
は
、
シ
チ
タ
イ
ガ
ー
に
よ
っ
て
培
訴
さ
れ
た
あ
る
べ
き
悶
家
の
正
し
さ
の
論
点 つ
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を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

で
は
、
そ
こ
で
い
わ
れ
た
正
し
さ
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

」
ろ
、
そ
れ
は
対
立
す
る

方
の
地
方
へ
の
法
の
適
用
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

「
中
立
」
に
か
か
わ
る
正
し
さ
は
、
対
立
す
る
ニ
者
の
構
壌
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、

正
し
さ
の
撞
を
主
張
し
三
者
の
構
造
を
前
提
に
し
た
中
正
独
立
墜
と
は
異
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
シ
ュ
ラ
イ
た
が
裁
判
官
を
部
機
と
し

て
構
想
し
た
「
中
立
」
理
論
は
ひ
ど
く
費
昧
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
揮
に
す
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
原
告
と

被
告
と
い
う
一
一
者
に
薬
科
宮
が
加
え
ら
れ
る
三
者
の
構
造
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
「
中
立
」
理
論
に
三
者
の
構
造
が
反
映

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
揺
は
謹
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
箆
を
判
的
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
国
家
と
宗
教
と
い
う
対
立
す
る
こ
者
の
間

lこ

を
機
能
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
も
、
シ
デ
タ
イ
ガ
?
と
間
じ
く
、
漢
語
の
類
型
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
も
の
を

示
し
て
い
る
。

p
u
 

構
造
で
「
中
立
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
銀
、
綾
は
、
単
純
に

シ
ュ
ラ
イ
と
は
、
一
一
一
審
の
構
造
で

の
本
賞
を
と
ら
え
な
い
で
、
あ
る
べ
き
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
ニ
者
の

方
の
地
方
に
対
す
る
独
立
自
尊
会
主
搬
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
両
者
の
あ
る
べ
き
状
態
を
蔀
援
と
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
漢
語
の
場
合
に
は
、
両
極
端
あ
る
い
は
対
立
す
る
こ
者
の
双
方
に
法
定
的
な
真
理
は
な
い
。
そ
う
し
た
叩

が
ど
ち
ら
も
宜
し
く
な
い
の
は
、
お
の
お
の
が
真
理
の
一
部
を
極
大
北
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
間
違
い
が
あ
り
、
正
し
さ

の
徳
を
欠
く
療
留
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
二
審
の
中
関
に
、
第
三
者
が
中
庸
と
し
て
の
真
理
を
実
現
で
き
る
、
こ
う
考
え

ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ョ
!
ロ
ッ
パ
の
必
ず
リ
ス
ト
教
の
法
統
か
ら
す
れ
ば
、
シ
品
タ
イ
ガ
i
が
指
擁
し
た
中
慢
の
国
家
と
教
会
の
分
離
独

立
の
場
合
、
あ
る
べ
き
閤
家
像
と
あ
る
べ
き
教
会
設
が
共
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
諮
ら
が
梓
立
で
き
れ
ば
他
方
は
滅
び
て
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も
よ
い
あ
る
い
は
ど
う
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
己
楳
存
と
し
て
の
独
立
自
尊
型
の
対
立
相
続
は
帯
磁
し
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
国
家
も
教
会
も
共
に
生
き
る
上
で
の
分
離
独
立
が
主
犠
容
れ
て
い
た
。

か
り
に
対
立
と
い
う
一
言
葉
を
捜
う
な
ち
ば
、

一
方
が
破
誠
す
る
対
立
と
共
に
金
き
る
対
立
と
で
は
、
根
本
的
な
嬉
違
が
あ
る
。
少
し

キ
リ
ス
ト
教
の

F

伝
統
を
述
べ
て
み
よ
う
。
国
家
と
宗
教
の
分
離
の
思
想
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
衿
の
蔀
と
地
の
都
の
灰
持
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
。
そ
れ
ぞ
背
景
に
し
て
、
中
世
に
は
一
向
鎖
論
が
護
関
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
教
裂
が
霊
的
な
剣
を
持
ち
、
俄
方
、
王
が
智
裕
的

な
斜
を
も
っ
て
統
治
す
る
。
そ
し
て
、
務
者
は
教
会
の
下
に
あ
る
と
い
う
も
の
守
あ
る
。
教
皇
と
ま
の
権
力
闘
争
を
通
し
て
、
宗
教
改

準
時
代
に
は
、

ル
タ
ー
は

つ
の
王
国
論
を
題
関
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
冊
滅
的
統
治
と
世
俗
的
統
治
の
産
分
を
継
承
し
た
。
五
が
世
径
の

権
力
を
掌
握
す
る
と
し
て
も
、
神
の
支
配
の
下
に
あ
る
こ
と
は
前
擦
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
、
霊
的
統
治
と
世
俗

一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
い
転
換
さ
れ
た
。

的
統
治
の
対
立
は
、
憲
法
に
よ
る
自
由
の
保
障
の
登
場
に
よ
っ
て
、
自
由
と
権
力
の

出
向
以
上
の
説
明
で
照
明
ら
か
な
ど
と
く
、
摸
語
の
中
正
独
立
型
と
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
を
議
ま
え
た
「
中
立
」
と
は
、
正
し
さ
に

か
ん
し
て
も
、
対
立
す
る
も
の
の
構
造
に
か
ん
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
棋
本
的
に
梧
違
す
る
。
ぞ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
富
由
の
保
障
と

国家の宗教約[や:ilJ牲の原則(筏)11)

陸
家
権
力
の
関
孫
と
な
る
と
、
こ
の
文
化
的
伝
統
の
椙
違
は
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
要
語
の
中
正
独
作
品
擦

の
文
化
的
影
響
を
受
け
た
日
本
で
も
、
今
日
、
欧
米
諸
器
の
場
合
と
罵
様
、
憲
法
は
、
富
家
の
宗
教
か
ら
の
分
離
独
立
と
く
に
厳
格
な

政
教
分
離
を
規
定
し
、
他
方
、
同
じ
憲
法
が
、
個
人
に
良
、
む
の
自
由
や
諮
仰
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
化

が
相
違
し
て
も
、
自
闘
と
握
力
は
、
ど
ち
ら
も
普
遍
的
な
性
賞
受
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
品
タ
イ
ガ
!
や
シ
a
w
ツ
イ

ヒ
が
強
調
し
た
閤
家
の
あ
る
べ
き
次
官
と
し
て
の
正
し
さ
ぞ
問
壊
に
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
正
し
さ
を
求
め
る
入
々
の
文
北
斡
伝
統
が
問
題

に
な
ら
が
る
を
得
な
い
。
日
家
語
の
「
中
立
」
は
、
間
遭
い
な
く
瀧
語
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
、
中
正
独
立
製
の
正
し
さ
の
徳
と

な
る
と
、
ど
こ
ま
で
漢
詩
の
文
化
的
伝
統
の
影
響
ぞ
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
摸
語
の
背
景
で
は
、
中
療
の
ょ
に
、
天
の
思
想
が
あ
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る
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
絶
対
持
に
近
い
思
鵡
は
、
日
本
文
化
に
は
帯
悲
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
場
合
、
あ
る
べ
き
閤

家
の
正
し
ぢ
を
求
め
る
カ
が
、
数
米
、
だ
け
で
な
く
、
中
闘
と
比
べ
て
も
、
は
な
は
だ
弱
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
普
遍
的
な
憲
法
の

悲
観
度
を
突
き
動
か
す
あ
る
い
は
連
用
す
る
の
は
日
本
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
文
化
的
特
徴
が
、
憲
法
運
吊
の
上
に
現
わ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。

ζ

の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
見
い
出
す
か
は
、
難
し
い
が
興
味
諜
い
課
題
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
患
家
の
宗
教
的

性
の
課
題

出
品
う
〉

た
し
か
に
、
日
本
に
も
、
や
ス
ト
教
的
証
続
の
柵
続
的
統
治
と
世
仲
間
的
統
治
に
類
叡
し
た
思
想
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
弘
法
去
っ

〈
お
う
ぼ
う
〉
で
あ
る
。
い
う
家
で
も
な
く
、
仏
法
は
、
仏
教
の
誌
で
あ
り
、
ま
法
は
、
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
諸
支
霊
者

の
法
を
意
践
す
る
。

黒
盟
に
よ
れ
ば
、
九
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
一
二
世
紀
の
後
半
に
か
け
て
国
家
日
政
治
権
力
と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
定
式
往
さ
れ

(
初
)

「
「
王
法
』
と
『
仏
法
』
と
は
椙
該
り
叫
掛
け
る
関
係
に
あ
る
と
す
る
王
法
弘
法
摺
依
論
で
あ
っ
た
い
。
そ
し
て
、
支
誌
仏

た
教
説
が
、

法
は
、
互
い
に
癒
着
し
な
が
ら
時
代
の
課
題
を
謹
い
つ
つ
国
家
全
体
の
秩
序
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
霊
的
統
治
と
世
俗
的
統
治
に
類
似
し
た
も
の
に
、

(
判
。

い
う
も
の
も
あ
る
。

〈
し
ん
ぞ
く
に
た
い
〉

真
俗
土
議
の
一
議
自
体
は
、
親
鷺
が

の
中
で
引
用
し
た
最
踏
の
作
と
い
わ
れ
る
円
未
法
燈
明
記
恥
と
に
出
で
く
る
。
す
な

わ
ち
、

俗
諦
と
は
王
法
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
互
い
に
顕
わ
れ
て
物
を
関
し
、
互
い
に
国
り
て
教
え
を

弘
む
と
い
う
。
ぞ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
鞍
誌
を
諮
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

「
ど
こ
ま
で
も
開
物
、
弘
教
を
め
ざ
す

に
つ
い
て
明
か
す
も
の
で
、
仏
法
中
心
の
立
場
に
立
つ
」
。
す
な
わ
ち
、

「
真
諦
、
仏
法
を
絶
対
憂
泣
と
し
、
俗
諦
、
王
一
法
は
、
そ
の
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仏
法
に
随
順
奉
仕
し
、
そ
れ
に
教
導
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
当
時
の
専
修
念
仏
の
弾
在
に
対
す
る

王
法
へ
の
批
判
を
意
稼
す
る
と
い
わ
れ
る
。

親
鴛
の
真
搭
二
諦
が
王
法
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
王
法
と
の
栢
依
で
あ
っ
た
か
の
真
偽
は
筆
者
に
は
分
か
ら
な
い
が
、

真
宗
は
、
そ
の
後
蓮
如
に
至
っ
て
、
た
し
か
に
俗
諦
の
優
註
の
下
に
糞
譲
を
控
震
性
け
た
。
親
鴛
の
仏
法
優
位
の
も
と
に
お
け
る
王
法

と
は
、
揺
し
が
逆
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
倍
諦
擾
註
の
も
と
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
は
、
仏
教
に
よ
る
官
接
支
配
の
正

当
化
の
議
論
と
し
て
、
江
戸
か
ら
戦
前
ま
で
続
い
た
。
世
、
金
又
一
誌
の
正
当
化
を
果
た
し
た
真
俗
諦
二
論
は
、
戦
後
に
な
っ
て
、
よ
う
や

く
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
強
題
な
理
論
で
あ
っ
た
。

世
搭
文
相
札
の
正
当
化
そ
果
た
し
た
真
裕
二
締
論
で
は
あ
っ
た
が
、
謹
話
し
た
い
の
は
、
選
如
の
議
案
布
教
の
中
で
、
門
徒
た
ち
に
よ

る
仏
法
領
が
影
或
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
、

で
発
腿
し
、
戦
器
時
代
を
生
き
装
い
た
。
こ
う
し
た

の
お
出
戦
争
に
よ
る
興
祭
門
徒
側
の

軍
事
的
殻
北
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
真
宗
は
、
皆
硲
に
生
き
る
信
仰
を
質
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
内
部
化
・
精
神

真
宗
に
よ
る
襲
畏
箆
家
は
、
加
賀
地
方
で
は
一

0
0年
間
続
い
た
の
だ
が
、

~家の宗教的仲立肢の係員iJ (筏)11)

化
を
は
か
り
、
搭
諸
費
註
の
下
で
の
真
諦
と
い
う
状
況
が
生
じ
た
。
円
以
後
、
国
家
権
力
に
勝
る
も
の
は

a本
に
存
存
し
な
い
こ
と
と
な

り
、
内
醤
へ
の
詑
潜
こ
そ
宗
教
の
本
質
と
捉
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
明
治
憲
法
の
も
と
で
は
、
信
教
は
絶
対
だ
が
、

片
付
齢
献
に
由
た
場
合
に
は
法
律
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
と
い
う
法
解
釈
が
一
般
化
し
て
も
疑
わ
れ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
南
斜
識
の
よ
う
に
、
宗
教
が
世
俗
権
力
を
間
限
界
付
け
る
患
想
と
壁
史
が
あ
っ
た
こ
と
は

な
蜘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
、
近
瞥
の
一
一
見
一
的
主
権
的
支
配
を
求
め
る
世
絡
的
壊
力
が
擾
勢
な
戦
い
を
し
た
た
め
に
、

ぞ
れ
が
思
想
と
し
て
も
現
実
と
し
て
も
持
た
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ぞ
れ
だ
か
ら
、
握
点
を
変
え
れ
ば
、
日
本
で
は
、
国
家
が
社

会
的
勢
力
と
し
て
の
宗
教
団
体
か
ら
分
離
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
、

ム
ハ
鞭
蛇
に
そ
も
そ
も
待
恋
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
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た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
権
力
は
自
ら
の
限
界
を
人
々
の
内
面
に
箆
い
だ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
関
畿
が
な
く
な
っ

た
の
で
は
な
い
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
今
度
は
、
毘
家
と
神
道
と
の
一
致
が
理
想
と
さ
れ
た
か
ら
閤
家
と
神
道
の
両
方
か
ら
分
離
強
立
の
要
求
は
出

て
こ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
政
教
一
致
の
た
め
に
、
他
の
宗
教
へ
の
正
這
と
干
渉
が
生
じ
て
い
た
。
シ
ュ
タ
イ
ガ

i
の
分
析
に
な
ら
っ

で
い
え
ば
、
分
離
独
立
と
自
由
の
保
障
の

方
、
明
治
緩
諸
円
以
来
一
信
仰
の
自
由
が
探
障
さ
れ
続
け
て
い
る
と
し
て
も
、
指
変
わ
ら
ず
自
ら
の
信
仰
を
心
の
中
に
嵩
じ
込
め
る
領
向
は

強
い
。
真
家
が
出
何
回
一
長
に
軍
事
的
敗
北
そ
酬
明
し
た
煙
史
的
彫
饗
は
ま
だ
ま
だ
襲
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
で
は
、
国
家
が
嬬
教
の
要
求
か
ら
分
離
独
窓
し
て
宗
教
性
を
帯
び
な
い
関
家
と
な
る
、
あ
る
い
は
、
宗
教

つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
う
ち
、
戦
後
に
な
っ
て
初
め
て
分
離
独
立
は
現
実
の
課
題
と
な
り
、
他

と
の
関
採
で
弱
家
の
主
権
を
確
立
す
る
課
醐
酬
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
人
民
の
カ
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
屋
家
が
支
配
の
た
め
に
宗
教
を
お
利
用
し
設
け
る
余
地
は
確
実
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

要
求
、
靖
墨
神
社
へ
の
天
皇
・
総
理
大
臣
の
公
式
参
拝
の
要
求
、
総
理
大
臣
な
ど
に
よ
る
伊
勢
神
宮
へ
の
年
識
の
参
拝
の
実
行
、

神
道
に
よ
る
大
嘗
祭
の
実
行
。
こ
れ
ら
は
、
支
記
者
が
宗
教
を
利
用
す
る
明
ら
か
な
事
例
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
盟
家
の
宗
教
的

牲
は
、
日
本
で
は
不
十
分
に
し
か
実
現
し
て
い
な
い
。

2 

料
倒
的
に
箆
ら
れ
る

性
の
つ
の
塑
向

〈

M
M
V

津
地
鎮
祭
事
件
最
高
裁
判
決
が
訴
し
た
臨
家
の
家
教
的

あ
と~ (a) 

性
の
叙
述
は
、
そ
れ
を
分
析
的
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
で

〔

A
〕
号
宗
教
や
信
仰
の
問
題
は
「
も
と
も
と
設
治
的
次
元
を
蹴
え
た
倒
人
の
内
心
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
い
で
あ
る
。

φ
政
教
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分
離
原
則
粥
と
は
、

「
世
議
的
権
力
で
あ
る
語
家
い
が
、
宗
教
や
信
仰
の
問
題
を
「
公
権
力
の
綾
方
に
お
き
、
宗
教
そ
の
も
の
に
干
渉

す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
、
国
家
の
非
宗
教
性
な
い
し
京
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
」
。
舎
こ
う
し
た
「
臨
家
と
宗
教
と
の
完
全
な

分
離
を
理
想
と
す
る
い
。

〔

B
〕
争
「
し
か
し
な
が
ら
」
、

信
仰
と
い
う
醐
人
の
肉
、
む
斡
な
事
象
と
し
て
の
側
面
を
有

す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
極
め
て
多
一
方
議
に
わ
た
る
外
部
的
な
社
金
事
象
と
し
て
の
側
面
を
伴
う
」
か
ら
、

「
宗
教
と

の
か
か
わ
り
合
い
を
生
ず
る
こ
と
そ
要
求
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
家
が
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
こ
と
そ
ま
っ
た
く
許

さ
な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
」
い
。

[
A
〕
の
部
分
と

B
〕
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
内

に
か
ん
す
る
叙
述
は
、

「
し
か
し
な
が
ら
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

容
的
に
は
、

〔

A
〕
の
部
分
で
い
わ
れ
た
こ
と
が

の
部
分
で
反
転
さ
れ
て
い
る
o

し
た
が
っ
て
、
こ
の
反
転
の
諜
由
そ
は
っ
き

り
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
要
点
は
ニ
つ
あ
る
。

〔

8
〕

の
部

{ィ)

最
高
裁
は
、

{
A
〕
の
部
分
で
、
宗
教
や
借
抑
が
も
と
も
と
内
心
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、

の
よ

分
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
事
象
の
側
頭
を
も
も
っ
と
述
べ
た
。
た
し
か
に
、
筆
者
の
理
解
で
は
、
宗
教
が
、

国家の宗教が~r r:þ立 J!'t:の係員IJ (後JII)

う
に
、
内
、

hvと
技
会
事
象
の
二
つ
の
艇
閉
会
も
っ
と
い
う
認
識
は
正
し
い
。
し
か
し
、

〔

A
]
の
部
分
で
、
最
高
裁
は
、
宗
教
を
公
権

カ
の
彼
方
に
お
き
、
そ
れ
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
と
き
、
決
し
て
、
宗
教
を
そ
の
よ
う
に
内
心
と
社
会
事
象
の
一

つ
の
側
面
を
も
つ
も

の
と
し
て
認
識
し
て
は
い
な
い
。

つ
ま
り
、
最
高
裁
は
、

〔

A
〕
の
部
分
で
は
宗
教
の
本
棄
を
社
会
議
象
の
撰
面
そ
欠
い
た
肉
、
む
の
問

ば
、
最
高
設
に
と
っ
て
は
、
依
熱
と
し
て
、
宗
教
は
内
心
に
習
ま
る
べ
き
も

輔
胞
に
巌
輔
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
加

の
で
あ
り
、
外
部
に
か
か
わ
る
と
き
に
は
制
削
減
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
す
で
に
述
べ
た
近
世
以
来
の
訟

統
的
な
宗
教
理
解
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
文
化
的
↑
伝
統
の
影
響
を
考
え
る
た
め
に
、
シ
デ
タ
イ
ガ
i
や
シ
ブ
フ
イ
と
を
患
い
起
こ
し
て
み
た
い
o

彼
ら
は
、
内
心
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会
的
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
」
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
異
な

る
」
と
い
う
理
由
で
政
教
分
離
を
不
徹
底
に
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
家
権
力
と
宗
教
と
の
癒
着
を
断
ち
切

る
こ
と
な
く
、
宗
教
性
を
帯
び
た
支
配
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
国
家

が
宗
教
性
を
身
に
纏
う
事
態
は
、
今
日
で
も
克
服
さ
れ
て
い
な
い
。
国
家
が
国
家
と
し
て
存
立
す
る
た
め
に
神
話
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
あ
る
い
は
国
家
の
非
神
話
化
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
民
が
宗
教
的
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
解
放

な
く
し
て
、
人
民
が
国
家
権
力
を
自
覚
的
に
そ
し
て
民
主
的
合
理
的
に
統
制
す
る
の
は
難
し
い
。

州
最
高
裁
が
、
他
の
場
面
で
「
中
立
」
を
い
う
と
き
は
ど
う
か
。

国
家
公
務
員
の
政
治
活
動
の
禁
止
に
か
か
わ
る
君
事
件
最
高
裁
誌
は
、

「
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
」
を
本
質
的
に
「
行
政

の
中
立
的
運
営
」
か
ら
要
請
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
中
立
」
は
「
党
派
的
偏
向
」
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

る
。そ

すこ
なで
わ
ち以
、上

最の
高接
裁払
は事
、件

公最

音覇
が決
政と
治津

語道
f喜
て件

証言
の裁
「判
中決
立を
」比
的較
運す
営る
をと
阻
害次
すの
るよ
とう
いな
つ コ
こン
とト
でラ
はス

そが
の毘
制え
限て

か
ん
し
て
峻
厳
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
自
治
体
が
宗
教
に
か
か
わ
っ
て
行
政
が
党
派
的
偏
向
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
不
安
を
示

す
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
実
に
寛
大
で
あ
る
。
行
政
の
「
中
立
」
的
運
営
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
な
ぜ
、
こ
う
し
た
極
端
と
さ
え
思
え
る

相
違
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
政
の
「
中
す
亡
的
運
営
と
い
う
観
点
か
'
り
す
れ
ば
、
国
家
と
宗
教
と
の
聞
に
は
、
未
だ
に
暖
昧
な

事
態
が
存
在
し
、
そ
れ
が
歴
史
や
社
会
条
件
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
も

し
ほ
ん
と
う
に
正
当
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
国
家
の
全

体
像
は
、
実
際
に
は
赤
裸
々
な
支
配
が
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
実
体
を
宗
教
の
ベ

1
ル
で
一
見
包
ん
で
、
人
々
の
厳
し
い
目
を
回
避
し
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
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、、
¥)  

む

び

す

国
家
の
京
教
的
「
中
立
」
性
の
原
則
を
、
態
想
、
睦
史
、
解
釈
の
レ
ベ
ル
か
ら
検
討
し
た
と
き
、
津
地
鎮
禁
事
件
最
高
裁
判
決
の
い

う
国
家
の
宗
教
的
「
中
立
」
性
の
思
想
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
畑
出
家
論
・
憲
法
論
に
大
変
近
い
理
論
構
造
を
も
ち
な
が
・
・
て
そ
の
実
擦
の

連
賂
に
な
る
と
、
強
く
長
続
的
な
発
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
家
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
、
国
家
権
力
は

未
だ
に
宗
教
性
を
帯
び
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
情
が
あ
る
た
め
に
、
自
由
の
保
障
も
ま
た
、
正
体
を
白
日
に
さ
ら
さ
な
い
出
家
の

は
違
っ
て
、
も
っ
と
権
力
の
中
植
に
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
り
方
に
制
制
約
さ
れ
ざ
る
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
に
お
い
て
政
教
分
離
を
実
現
す
る
課
題
は
、
ヨ
!
ロ
ッ
パ
諸
霞
と

紙
…
脳
の
都
合
上
注
M
H
必
婆
な
も
の
に
限
っ
た
。

〈
1
)
由
工
八
漢
和
雄
併
典
』
一
、
大
修
館
〈
一
九
双
五
)
、
一
問
符
向
刷
。

(
2〉
赤
塚
忠
明
大
学
・
ゆ
臨
農
務
釈
議
文
大
系
二
、
明
治
議
絞
(
一
九
六
七
〉
、

(
3
〉
向
上
、
二
ハ
一
一

i
$
9
5
5

一二、一一

O
四百周。

ハ4
〉
糠
紺
翠
之
官
ω
・
小
崎
明
潟
気
太
謹
露
目
出
鳩
総
詳
解
緩
和
大
守
T

奥
恥
富
山
側
関
(
一
九
五
一
一
て
周
到
頁
。

〈5
〉
赤
塚
忠
明
大
学
・
ゆ
潟
』
一
二
六
、
八
賞
。

(
6
〉
竹
内
燃
夫
『
一
様
券
子
下
知
新
釈
漢
文
大
系
一
二
、
明
治
懇
院
〈
一
九
六
殴
〉
、
L

ハ
一
九
頁
。

〈
?
〉
林
秀
一
『
戦
泌
策
上
』
新
釈
漢
文
大
系
四
七
、
明
治
禽
競
合
九
七
七
〉
、
一
一
一
五
七
頁
。

〈8
)

同
上
、
一
一
一
五
八
j
九
資
。

〈
事
)
祭
原
案
介
明
大
戴
礼
記
』
新
釈
漢
文
大
系
一
一
一
一
一
、
明
治
雄
官
践
〈
…
九
九
二
、
一
五
一
一
一
頁
む
な
お
、
四
六
、
一
五
回
i
五
頁
参
照
。

(
ぬ
〉
司
史
認
列
伝
下
』
漢
文
大
系
七
、
篠
山
混
合
九
一
二
、
五
O
七
頁
。
一
一
対
話
均
漆
繁
野
口
定
隅
内
訳
吋
史
認
下
脂
ゆ
留
+
防
災
文
学
大
系
一
二
、
平
凡
社
〈
一
九
七

二
双
策
。
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一
)
、
二
八
一

i
ご
頁
参
照
。

〈H
H
)

『
日
本
菌
組
問
大
辞
典
』
二
ニ
、
小
学
総
合
九
七
五
〉
、
間
四
七

O
賞。

〈内
M
)

『
臼
簿
外
史
上
』
漢
文
毅
替
、
育
問
堂
土
九
二
関
〉
、
六
七
九
賞
。

〈
日
〉
〔
一
…
条
良
甘
掘
〕
赤
瀬
伝
説
、
平
凡
社
大
百
科
辞
典
一
一
(
一
九
八
五
)
二
一
一
一
八
災
参
照
。

〈
川
同
〉
徳
慾
健
次
郎
吋
恵
山
山
の
記
』
滋
花
金
集
ム
ハ
(
一
九
二
八
)
二
一
二
六
一
良
窃

〈
日
〉
矢
野
総
渓
内
経
国
美
談
恒
明
治
政
治
小
説
祭
・
日
本
近
代
文
銀
夫
系
一
一
、
角
川
議
広
三
九
七
m
m
〉
、
一
・
丸
一
一
jell
限
策
。

〈
訪
米
広
鉄
脹
吋
仲
代
間
同
骨
局
知
明
治
政
治
小
説
悼
会
了
間
明
治
文
学
余
祭
六
、
筑
脚
部
帯
官
房
〈
一
九
六
七
)
、
…
八
一
一
一
資
。
縞
m
悶
裟
之
介
・
綴
熊
問
先
吋
戦
国
策
下
』
新
釈
淡

文
火
系
四
九
、
明
治
議
肺
訴
(
一
九
八
八
〉
、
一
一
段
…
真
。

〈げ
)

0
・
凶
門
戸
。

M
足
。
弘
よ

M
gタ

m
γ
ω
g

〈

凶

叩

)

問

仲

空

間

2
6
吋
時
弘
コ
古
相
需
品
喝

2
0
5
z
g和
ア
沿
い

(UO誌
と
え
三
凶
作
y
q
C
E
m仏
宮
町
ユ
門
r
e
o
-
認
可
伝
言
。
巧

F
F
(『
喜
四
)
"
阿
夕
日
由
湯
"
的

UHm
コ

〈
山
間
)
∞
。
r
g
w
y
E
P
C
F
X
E雪
氏

xrゑ
u
d
o
L
5
2
3
m
m
Zめ
y
c
w
y
E
勺
ユ
喜
一
予
三
芯
輸
出
N
e
∞
唱
曲
。
・
M
g
'
N
N
H
一
品
2
6
0
-
r命
令

門

HLOC常
節
目

H
P
H
γ
百
一

回
目
ぐ
ゆ
お
問
。
ロ
mw
の叩
w
の
沼
田
仲
飴
ロ
官
一

nx一
r
o
p
同
凶
乱
・
照
明

H

唱∞J

ア

的

N
N
A
F
出口
1.

〈
お
)
疑
問
俊
敏
ヲ
ム
法
と
仏
法
』
、
法
蔵
館
{
一
九
八
一
一
一
)
、
一
二
資
。

〈
幻
)
総
谷
大
学
火
学
院
議
楽
ゼ
ミ
総
『
真
俗
二
議
資
料
集
〈
一
〉
論
文
舗
網
』
、
同
叫
省
内
俗
ニ
翁
資
料
輪
競
(
一
、

に
お
け
る
奥
俗
二
議
論
の
研
究
〈
そ
の
一
)
」
同
よ
『
論
文
総
』

mm
一氏。

〈
認
)
海
地
鎮
祭
事
件
緩
前
例
裁
判
決
一
九
七
七
・
七
・
…
一
二
、
判
例
馳
吋
線
八
五
五
、
一
一
八
一
氏
。

〈
ね
)
腕
情
払
事
件
援
す
局
総
判
決
一
九
七
四
・
-
六
、
判
例
防
相
相
七
夜
七
、
一
一
一
間
関
東

G

祭教法11努(1宮古2)

154-

一
)
笈
料
編
』
参
照
。
な
お
、
信
楽
掛
明
麻
世
「
築
宗




