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第

i

為
が
ク
ロ
�
 ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
宗
教
的
信
念
な
い
し
教
義
に
基
づ
い
て
行
っ
た
行
為
が
、
杜
�
 
況
と
何
ら
か
の
形
で
乳
機
必
往
生
じ

A
A

語
教
の
・
自
由
と
宗
教
活
動
の
隈
界

!
問
題
提
起
 i

綱
ケ
詩

(
斜
線
大
学

こ
の
テ
�
 
i
マ
を
選
ん
だ
理
由

今
回
は
、
「
語
教
の
自
由
と
宗
教
活
動
の
限
界
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
り
、
平
野
会
箆
、
紀
綴
会
員
と
と
も
に
、
ミ
子
ン
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
行
い
た
い
。
ま
ず
、
私
か
ら
問
題
提
経
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
一
平
野
会
員
、
紀
藤
会
員
の
報
告
を
受
け
て
、
質
疑
応
答
を
行
い
た

い
と
思
う
。
ぞ
れ
に
先
立
ち
、
衡
感
に
問
問
題
提
起
と
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
開
問
題
を
選
ん
だ
の
か
、
お
よ
、
び
こ
の
関
慈
を
考
え
る
若

干
の
視
点
等
に
つ
い
て
、
ど
報
告
し
た
い
。

ze
容

」

、

�

 

一
九
九
五
年
令
中
心
と
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
数
々
の
犯
鍔
行
為
を
契
機
に
、
宗
教
罷
体
や
宗
教
者
の
行
う
反
社
会
的
行

た
り
、
あ
る
い
は
犯
罪
行
為
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
に
、
語
教
の
自
由
と
社
会
的
な
純
益
な
い
し
公
共
の
稲
松
と
の
策
ね
合
い

な
ど
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
ひ
と
り
こ
の
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
に
限
ら
な
い
c

ぞ
れ
以
前
か
ら

も
、
統
一
教
会
の
「
霊
感
溜
法
」
と
称
さ
れ
る
献
金
活
動
等
、
宗
教
間
体
の
麓
々
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て
、
消
費
者
被
害
と
い
う
よ
う
な

形
で
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
中
で
、
宗
教
側
の
信
教
の
自
由
、
宗
教
活
動
の
自
由
と
い
う
も
の
と
、
浩
費
者
�
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側
の
被
害
を
ど
う
調
整
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
、
大
き
な
問
問
題
と
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
エ
ホ
バ
の
誌
人
の
柔
剣
道
拒
否
事
件
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
的
…
信
念
に
基
づ
く
行
為
と
、
そ
れ
に
品
開
抱
安
課
寸
公

的
規
制
の
兼
ね
合
い
を
、
ど
う
捉
え
て
い
く
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
大
き
な
開
穏
と
し
て
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
る
。

第
三
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
事
件
を
契
機
に
し
て
、
宗
教
団
体
の
宗
教
活
動
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
規
秘
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
動
き
も
、

方
に
お
い
て
出
て
く
る
。
閉
山
家
権
力
か
ら
宗
教
国
体
に
対
し
て
何
ら
か
の
形
で
規
制
令
加
え
て

い
く
と
い
う
こ
と
は
様
め
て
重
大
な
陪
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
手
を
こ
ま
ね
い
て
放
留
一
す
る
と
、
ま
た
殺
の
中
が
大
変
危
検
な
状

態
に
な
っ
て
く
る
、
為
る
い
は
民
民
が
非
常
に
迷
惑
を
被
る
、
と
い
う
よ
う
な
側
面
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
開
題
を
ど
う
考
え
る
べ
き

な
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
ひ
と
つ
の
問
題
点
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

九
九
五
年
の
一

の
オ
ウ
ム
真
理
教
問
題
を
契
機
に
、
宗
教
法
人
法
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
も
緩
々
な
評

価
の
仕
方
が
あ
る
が
、
部
家
の
宗
教
に
対
サ
る
管
理
・
監
視
へ
の
第

歩
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
評
飽
も
守
き
る
。
そ
れ
に
引
き
続
い

て
、
白
民
党
の
ワ
!
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
等
が
、
ヱ
一
小
教
基
本
法
」
と
か
、
「
政
教
分
離
基
本
法
」
と
い
う
よ
う
な
立
法
を
画
策
し
て
、
宗

教
関
体
の
活
動
に
対
し
て
何
ら
か
の
規
制
を
加
え
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
な
動
き
も
見
え
て
い
た
。

最
近
の
動
き
と
し
て
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
ま
た
活
動
を
活
発
に
し
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
関
連
し
て
、
政
府
に
は
「
オ
ウ

ム
真
理
教
対
策
関
係
省
汗
連
絡
会
議
」
が

九
九
九
年
五
月
二
問
自
に
発
足
し
、
ま
た
政
党
側
で
も

ウ
ム
真
理
教
問
題
に
対
す
る

有
志
開
会
議
員
の
会
」
な
る
も
の
が
結
成
さ
れ
、
五
月
一
九
自
に
は
野
中
宮
一
房
長
官
、
野
田
自
治
大
限
(
い
ず
れ
も
当
時
)
に
対
し
て
、

次
よ
う
な
出
申
し
入
れ
を
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
信
内
閣
の
関
係
省
庁
に
よ
る
連
絡
組
織
を
設
け
る
こ
と
、
告
紛
争
が
生
じ
て
い
る
市
町
村
に
政
府
が
情
報
提
供
な
ど
の

支
援
を
行
う
こ
と
、
舎
破
紡
法
の
適
用
を
再
度
請
求
す
る
準
備
を
行
う
こ
と
、
@
教
団
の
活
動
を
規
制
す
る
た
め
の
法
的
措
皿
肢
を
講
ず 
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こ
こ
で

g

な
ぜ
な
ら
ば
、
�
 
弁
連
と
い
う
、

(
l
)

る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

番
問
題
に
な
る
の
は
、
間
番
目
の
教
自
の
活
動
を
規
制
す
る
為
の
法
的
措
護
を
講
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
政
党
か

ら
政
府
へ
の
ム
申
し
入
れ
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
比
較
的
関
誌
の
耳
に
も
入
り
易
い
話
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

オ
ウ
ム
真
理
教
が
非
常
に
危
険
な
こ
と
を
か
つ
て
は
や
っ
た
、
ぞ
れ
が
ま
た
各
地
域
に
進
出
し
て
い
る
、
自
分
た
ち
の
地
域
に
そ
う
い

う
も
の
が
進
出
し
て
き
で
は
廃
る
と
い
う
よ
う
な
、
留
民
的
な
世
論
が
あ
る
。
そ
う
い
う
世
論
を
背
祭
に
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
際

オ
ウ
ム
真
理
教
に
対
し
て
紺
何
ら
か
の
規
制
を
す
る
立
法
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
動
き
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
安
易
に
鐙
め
る
こ
と
は
極
め
て
設
検
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
館
家
の
宗
教
菅
理
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
が
い
か
に
非
道
で
民
社
会
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
宗
教
思
体
に
対
し
て
罰
家
権

力
が
持
ら
か
の
形
で
量
制
す
る
立
法
令
す
る
こ
と
を
露
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
宗
教
思
体
も
や
は
り
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
〈
気
に
入
ら
な
い
宗
教
を
扱
い
駐
車
ち
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
こ
と
を
秘
め
る
問
露
で
あ
る
。
よ
ほ

に
対

処
し
な
け
れ
ば
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
と
り
わ
け
、
宗
教
法
人
法
改
正
以
降
の
、
宗
教
に
対
す
る
民
家
か

ら
の
管
理
を
志
向
す
る
ベ
ク
ト
ル
の
ゆ
に
あ
っ
て
は
、

い
っ
そ
う
往
窓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、

一
方
に
お
い
て
、
こ
れ
は
後
ほ
ど
紀
藤
会
員
の
方
か
ら
も
詳
細
な
説
明
、
報
告
が
あ
る
と
思
う
が
、
日
弁
連
は
一
九
九
九
年

一
月
二
六
日
、
「
宗
教
的
活
動
に
か
か
わ
る
人
権
侵
容
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
」
(
以
下
、
「
判
断
総
数
」
と
い
う
)
を
柱
と
す
る
�
 吋
民
社

(2)

会
的
な
宗
教
活
動
に
か
か
わ
る
消
饗
者
被
害
等
の
救
済
の
指
針
」
な
る
意
見
番
〈
以
下
、
「
慾
見
書
官
」
と
い
う
)
を
採
択
公
表
し
た
。
と

く
に
こ
れ
は
公
的
な
規
制
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
宗
教
岡
山
体
が
自
分
の
教
毘
そ
健
全
に
連
営
し
て
い
く
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い

う
程
度
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
逮
府
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
宗
殺
に
対
す
る
公
的
規
制
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
。

角
令
担
う
弁
護
士
の
食
器
級
織
が
、
宗
教
関
体
に
つ
い
て
の
一
畿
の
選
艶
の
藤
準
を
示
す
�
 

-39-

の



宗教法第19号(2000)

上
憲
法

条

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
否
応
な
し
に
宗
教
を
公
的
に
選
別
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
信
教
の
自
由
と
い
う
こ
と
を
基
較
に
考
え
な
が
ら
、
宗
教
的
信
念
や
教
義
に
碁
づ
い
て
京
教
活
動
を
行
な
っ

て
一
行
く
中
で
生
じ
て
く
る
社
会
や
公
的
規
制
と
の
様
々
な
札
襟
や
衝
突
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
っ
た
よ
う

な
こ
と
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
患
い
、
今
国
の
ミ
子
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
こ
の
テ
�
 マ
を
選
ん
だ
次
第
で
あ
る
。

宮
本
に
お
け
る
裁
判
劉
お
よ
び
碁
準

こ
の
よ
う
に
、
信
教
の
自
腐
と
宗
教
盟
休
の
宗
教
活
動
と
い
う
も
の
を
め
ぐ
っ
て
、
現
在
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
よ
う
な
間
態
に
関
し
て
、
明
確
な
裁
準
を
示
し
た
日
本
に
お
け
る
裁
判
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
い
く
つ
か
の
裁
判
部
に
つ
い
て
、

鳥
搬
し
て
お
き
た
い
。
�
 

i

(3)

加
持
祈
祷
に
よ
る
傷
害
致
死
事
件

被
答
者
の
近
親
者
か
ら
精
神
病
の
治
療
を
依
頼
さ
れ
た
僧
信
〈
被
告
人
)
が
、
被
答
者
に
対
し
、
線
香
護
療
に
よ
る
加
持
祈
祷
を
行
つ

た
行
為
に
よ
り
、
同
人
の
身
体
に
熱
傷
を
負
わ
せ
た
上
、
殴
打
等
を
加
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
間
入
念
、
心
臓
麻
癖
に
よ
っ
て
死
亡
さ
せ

る
に
至
っ
た
事
件
に
つ
き
、

一、

審
裁
判
所
は
被
告
人
が
傷
害
致
死
罪
(
別
法

に
該
当
す
る
と
の
判
決
を
し
、
被
告
人

か
ら
上
告
。
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
被
告
人
を
傷
害
致
死
罪
で
有
罪
と
し
た
。

一
三
条
の
趣
設
に
照
ら
し
「
一
信
教
の
自
由
の
保
障
も
絶
対
無
制
制
限
な
も
の
で
は
な
い
勺
被
告
人
の
行
為
は

「
涯
療

般
に
承
認
さ
れ
た
精
神
異
常
者
に
対
す
る
治
療
行
為
と
は
到
底
認
め
得
な
い
い
。
「
一
種
の
宗
教
行
為
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
�
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2 る。3 所
為
は
、
「
間
口
的
に
お
い
て
相
当
な
範
闘
に
と
ど
ま
り
、
手
段
方
法
に
お
い
て
相
当
で
あ
る
」
の
で
、
「
全
体
と
し
て
法
秩
序
の
理
念
に

反
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
正
当
な
業
務
行
為
と
し
て
罪
と
は
な
ら
な
い
勺

{5)

時
種
目
の
綬
業
参
観
事
件

産
立
の
小
学
校
に
お
い
て
恒
鈎
の
年
一
倍
の
日
曜
詰
授
業
参
観
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
法
督
教
盟
小
岩
教
会
の
牧
諒
と
副
牧
師
榔

の
子
供
逮
(
当
時
中
八
年
と
四
年
)
は
、
参
観
授
業
の
当
日
、
一
肉
親
の
宗
教
的
信
念
に
基
づ
く
指
導
に
従
っ
て
そ
の

礎
教
会
学
校
に
出
席
し
、
学
校
の
授
業
そ
欠
席
し
た
た
め
、
指
導
要
録
に
「
欠
席
」
と
記
載
さ
れ
た
。
忠
盤
と
一
肉
親
が
原
告
に
な
り
、

A
的
器
仰
の
自
由
を
事
実
上
侵
す
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
の
で
、
そ
の
制
約
を
す
る
場
合
に
は
最
大
限
慎
重
な
配
惑
を
必
繋
と
す
る

牧
援
活
動
の
自
由
と
刑
罰
法
規
違
反
の
い
ず
れ
が
後
越
す
る
か
は
、
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
比
較
衡
議
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
。
本
件

告
人
の
該
行
為
が
「
著
し
く
反
社
会
的
」
な
も
の
で
、

一
�
 
条
一
項
の
信
教
の
自
・
闘
の
保
障
の
限
界
を
瀧
脱
し
た
も
の
」

O

牧
会
活
動
は
宗
教
行
為
と
し
て
憲
法
ニ

(4)

牧
会
権
事
件

O
条
に
よ
り
保
賂
慨
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
制
約
は
「
結
果
的
に
行
為
の
実
体
で
あ
る
内
閣

一一

に
関
わ
れ
起
訴
さ
れ
た
。
衿
一
戸
簡

O

で
あ日

41-

て
も
」
、
「
他
人
の
生
命
、
身
体
等
に
怠
官
官
令
及
沼
ナ
違
法
な
有
形
力
」
の
行
使
に
よ
り
被
害
者
を
死
に
致
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
被

教
会
牧
師
が
建
物
侵
入
等
の
事
件
の
犯
人
と
し
て
追
及
を
受
け
て
い
た
高
校
生
二
名
令
、
裁
の
依
頼
を
受
け
教
会
内
に
宿
泊
さ
せ
、

説
得
し
、
最
終
的
に
は
警
察
に
任
意
出
銭
さ
せ
た
事
件
に
つ
き
、
詑
人
蔵
匿
罪
(
刑
法
一

裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
こ
の
牧
師
を
無
罪
と
し
た
。
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4 

(S)

ヱ
ホ
パ
の
-
証
人
柔
剣
道
接
業
拒
否
事
件

「
欠
席
」
記
載
の
取
り
消
し
と
損
害
賠
償
を
求
め
て
出
訴
し
た
が
、
東
京
地
裁
は
、
次
の
よ
う
な
浬
自
で
議
求
を
棄
却
し
た
。

授
業
参
観
の
自
磁
日
実
施
は
、
必
要
か
つ
適
切
な
語
霞
で
あ
り
法
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
宗
教
関
体
が
そ
の
宗
教
活
動
と

し
て
宗
教
教
育
の
場
を
設
け
、
集
会
:
:
:
を
も
つ
こ
と
は
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
自
由
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
は
関
民
の
自
由
と
し
て

公
教
育
上
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
が
、
「
公
教
簡
を
し
、
こ
れ
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
も
ま
た
慾
法
が
国
家
及
び
朗
氏
に
対
し
て

要
翁
す
る
と
こ

で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
実
施
に
つ
い
て
は
関
係
法
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
校
長
等
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
宗

教
教
育
に
参
加
す
る
児
童
に
対
し
て
出
席
を
免
除
す
る
こ
と
は
、
宗
教
、
宗
派
ご
と
に
「
重
複
-
競
合
の
日
数
が
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、

結
樹
木
的
に
、
宗
教
上
の
浬
由
に
よ
っ
て
儲
々
の
児
童
の
授
業
自
数
に
差
異
を
生
ず
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
公
教
育
の
や

立
性
を
保
つ
よ
で
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
。
「
公
教
育
上
の
特
別
の
必
要
性
が
あ
る
授
業
日
の
振
替
の
範
崩
内
で
は
、
宗
教
教
団
の

集
会
と
抵
触
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
法
は
こ
れ
を
合
理
的
根
拠
に
基
づ
く
や
む
を
え
な
い
鰐
約
と
し
て
容
認
し
て
い
る
も
の

と
解
す
べ
き
〕
で
あ
り
、
原
告
ら
の
被
る
不
利
援
は
受
忍
す
べ
き
範
囲
内
に
あ
る
。

吋
エ
ホ
バ
の
証
人
」
の
信
者
で
あ
っ
た
神
戸
市
立
工
業
高
等
導
門
学
校
の
学
生
が
、
そ
の
教
義
、
特
に
「
国
民
は
国
民
に
烏
か
つ
て

42-

剣
を
上
げ
ず
、
彼
ら
は
も
は
や
戦
い
を
学
ぜ
な
い
」
と
の
教
え
に
従
い
、
必
修
科
目
の
体
育
の
剣
道
実
技
に
つ
い
て
、
滋
備
運
動
に
は

参
加
し
た
も
の
の
、
剣
道
の
実
技
を
拒
否
し
、
自
主
的
に
見
学
し
た
た
め
、
原
級
隊
問
豊
・
護
学
処
分
を
受
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
お

尚
子
生
が
処
分
は
怨
教
の
自
由
を
使
害
す
る
と
し
、
そ
の
取
調
し
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

一
審
は
、
剣
道
に
代
替
す
る
単
位
認
定
の
措
讃

を
と
る
と
、
「
儒
教
の
闘
由
を
理
由
と
ナ
る
有
利
な
扱
い
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
公
教
脊
の
宗
教
的
中
立
性
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
」

の
理
由
か
ら
、
本
件
各
処
分
は
、
裁
量
権
の
範
脳
内
で
あ
る
と
し
て
、
学
生
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
二
審
は
、
信
教
の
白
�
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由
も
、
「
信
仰
が
外
部
に
対
し
積
極
的
な
い
し
沼
極
的
な
彰
で
表
わ
さ
れ
る
場
合
に
」
制
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
適

否
は
、

の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
公
共
的
利
援
と
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
信
仰
者
の
利
益
に
つ
い
て
」

比
較
考
量
し
て
決
す
べ
き
だ
と
し
、
本
件
各
処
分
は
吋
裁
量
権
を
著
し
く
逸
脱
」
し
た
も
の
で
違
法
で
あ
る
旨
判
不
し
た
。

こ
れ
に
つ
き
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
原
料
判
決
〈
二
審
判
決
)
を
正
当
と
判
決
し
た

で
は
、
「
針
通
実
技
の
綾
修
が
必
須
の
も
の
と
ま
で
は
い
い
難
く
、
体
育
科 

に
よ
る
教
育
部
的
の
達
成
は
、

ほ
か
の
体
育
種

闘
の
履
修
な
ど
の
合
務
的
方
法
に
よ
っ
て
と
れ
を
行
う
こ
と
も
性
質
上
可
能
」
で
あ
る
。

の
実
技
拒
奇
の
現
出
は
「
信
仰
の
核
心

部
分
と
驚
接
に
関
連
す
る
宣
告
(
撃
な
も
の
で
あ
っ
た
」
が
、
本
件
各
処
分
は
原
級
留
置
、
退
学
と
い
う
「
重
大
な
不
利
益
い
を
被
ら
せ
る

g

c

も
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
「
剣
道
実
技
の
績
修
と
い
う
自
己
の

の
教
義
に
反
す
る
行
動
を
採
る
」
以

外
に
は
な
く
、
校
長
は
「
前
記
我
畿
機
の
行
使
に
あ
た
り
、
当
然
そ
の
こ
と
に
粉
応
の
考
癒
を
払
う
必
要
が
あ
っ
た
」
。

カT

よ
り
、
必
修
で
あ
る
体
育
科
目
の
謹
お
と
し
て
剣
道
の
授
業
を
採
用
し
て
い
る
学
校
を
選
択
し
た
」
か
ら
と
い
っ
て
、
上
の

よ
う
な
「
著
し
い
不
科
益
」
を
学
生
に
与
え
る
こ
と
が
当
然
に
許
得
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
「
代
替
措
置
と
し
て
、
例
え
ば
、
飽
の

i

体
育
実
技
の
護
修
、
レ
ポ 

ト
の
機
出
等
を
求
め
た
上
で
、
そ
の
成
果
に
臨
じ
た
評
価
を
す
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
宗
教
的

特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
促
進
す
る
効
果
を
ふ
仰
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
京
教
者
又
は
無
宗
教
者

に
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
効
果
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
、
態
様
の
如
何
を
関
わ
ず
、
憲
法
二 

条一

と
は
い
え
な
い
。
「
以
上
に
よ
れ
ば

の
理
由
に
よ
る
剣
道
実
技
の
履
修
拒
粧
を
、
正
当
な
理
由
の
な
い
報
修
拒
否

と
一
民
別
す
る
こ
と
な
く
、
代
替
措
置
が
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
に
、

つ
い
て
何
ら
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
、
体

育
科
討
を
不
認
定
と
し
た
担
当
教
員
ら
の
評
価
を
受
け
て
、
原
級
向
田
護
処
分
を
し
、
さ
ら
に
、
不
認
定
の
主
た
る
理
由
及
び
全
体
成
績

O

に
つ
い
て
勘
案
寸
る
こ
と
な
く
、
二
年
続
け
て
線
級
留
震
と
な
っ
た
た
め
進
級
等
規
程
投
び
退
学
内
規
に
従
っ
て
学
制
に
い
う
『
学
力 

43-
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ま
と
め

劣
等
で
成
業
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
同
に
当
た
る
と
し
、
退
学
処
分
合
し
た
と
い
う
よ
告
人
〔
校
長
)
の
措
穫
は
、
考
滋
す

ベ
き
事
項
を
考
慈
し
て
お
ら
ず
、
又
は
考
嘉
さ
れ
た
事
実
に
対
す
る
評
価
が
明
白
に
合
理
牲
を
欠
き
、
そ
の
結
果
、
社
会
観
念
上
著
し

く
妥
当
を
欠
く
処
分
を
し
た
も
の
と
評
す
る
ほ
か
は
な
く
、
本
件
各
処
分
は
、
裁
量
権
の
範
囲
を
越
え
る
違
法
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
」
。

ー
に
つ
い
て
は
審
査
基
準
を
取
り
立
て
て
考
患
す
る
ま
で
も
な
く
、
判
断
し
う
る
準
額
で
あ
る
。
�
 3
、
4
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
厳
格
審
査
基
準
が
意
識
さ
れ
、
と
り
わ
け
、
�
 4
の
高
裁
判
決
、
最
高
裁
判
決
に
は
、
そ
の
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
�
 2
に
つ
い
て
は
、
簡
裁
判
決
で
は
あ
る
が
、
厳
格
審
査
基
準
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
こ
の
当
時
と
し
て
は
極
め

て
格
調
の
高
い
判
決
で
あ
る
と
評
鏑
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
到
の
穣
み
重
ね
の
や
で
、
日
本
に
お
い
て
も
、
審
査
基
準
が
確
立
し

て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
例
お
よ
び
基
準

-44-

(

S

)

(

9

)

O

i

(?〉

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
宗
教
活
動
に
対
す
る
公
権
力
の
規
制
に
つ
い
て
、
�
 一
九
六
一
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
フ
ェ
ル
ド
事
件
、

一
九
六

コ
一
年
の
シ
ャ
!
パ
ー
ト
事
件
、
一
九
七
二
年
の
ヨ
�
 ダ
事
件
等
の
連
邦
最
高
裁
戦
決
に
よ
り
、
厳
格
な
審
査
基
準
が
確
立
さ
れ
て
き

年
の
ス
ミ
ス
事
件
に
お
い
て
逮
邦
最
高
裁
は
、
そ
の
基
準
を
変
容
し
厳
格
な
審
査
基
殺
を
放
棄
す

九
九 

い
わ
ゆ
る
「
信
教
の
自
由
捌
護
法
」
会
制
定
し
厳
格

た
。
し
か
し
な
が
ら
、

九
九
�
 

(
叩
叩
)

る
か
の
よ
う
な
判
決
会
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
議
会
は
、
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利
援
を
慌
進
す
る
の
に
必
要
に
し
て
最
小
限
度
の
も
の
で
な
い
限
り
、
無
効
と
さ
れ
る
。

第
ロロぬ

由
主
で
あ
り
、
規
制
約
手
段
が
必
要
最
小
限
境
の
も
の
で
あ
る
こ
と 

2
2
a
g広
三
尽
な
由
自
由
民
話
)
を
要
す
る
。

(
日
)

第
一
に
公
権
力
の
規
艇
を
争
う
側
は
、
ま
ず
、

一
定
の
行
為
を
禁
止
し
も
し
く
は
命
ず
る
規
制
が
自
己
の
宗
教
的
行
為
に
実
費
的
な

負
担
を
諜
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
設
明
し
な
け
れ
‘
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
「
笑
覧
的
負
担
」
と
は
、
法
律
の
文
一
一
路
上
特
定
の
宗
教
ま

た
は
宗
教

般
に
対
し
て
差
別
的
な
負
担
を
課
す
る

の
意
味
で
は
直
接
的
な
強
制
が
あ
る
)
場
合
は
も
と
よ
り
、

{
況
の
宗
教
ま
た
は
宗
教

般
に
対
し
て
中
交
的
で
あ
っ
て
も
、
適
用
上
一
定
の
宗
教
的
行
為
の
お
出
を
妨
げ
る
効
楽
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ

て
負
制
を
課
す
る
(
そ
の
慾
味
で
間
間
接
的
な
強
制
し
か
な
い
)
場
合
を
も
含
む
趣
旨
を
表
す
。

に
裁
判
所
は
、
も
し
前
記
負
担
が
存
在
す
る
と
き
は
、
規
制
料
の
有
ナ
る
公
共
的
創
刊
援
の
案
要
性
と
宗
教
的
行
為
の
自
由
に
対
す

る
負
担
!
と
を
比
較
衡
援
し
て
、
許
奇
を
決
す
べ
き
で
あ
る
。
比
較
衡
問
撃
に
際
し
で
は
、
公
共
的
利
誌
が
宗
教
的
行
為
に
対
す
る

ん況の

負
拐
を
正
当
化
す
る
に
足
り
る
ほ
ど
十
分
に
案
要
な
も
の
に
見
え
る
場
合
で
も
、
そ
の
負
担
が
宗
教
的
行
為
の
告
白
を
一
枕
す
る
世
俗
的

の

こ
れ
を
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。

5
Z
3

l

な
審
査
基
準
(
シ
ャ 
l
パ
i
ト 

テ
ス
ト
〉
を
、
判
例
法
上
の
纂
準
と
し
て
再
び
採
用
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
こ
の
連
邦
法
は
、

i

(
れ
)

…
九
九
七
年
の
パ
!
ニ
市
対
フ
ロ 

レ
ス
事
件
判
決
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
護
憲
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の

(
辺
)

つ
い
て
は
、
前
国
瀧
津
信
彦
会
員
の
方
か
ら
詳
細
な
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
概
略
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。

e

i

厳
格
な
審
査
基
準

前
述
の
シ
ャ 

パ 

ト
事
件
判
決
等
に
よ
り
確
立
さ
れ
て
き
た
厳
格
審
査
基
準
は
、
「
綴
も
制
限
的
で
な
い
手
段
」 

田
仲
江
口 

立
』
お
お
喜
ロ
印
〉
の
テ
ス
ト
も
し
く
は
詑
較
衡
衰
の
テ
ス
ト
呼
ば
れ
る
。
規
艇
の
目
的
が
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
公
共
的
利
益
」
〈 

宮山
 

2
3
2
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{
叫
凶
〉

ス
ミ
ス
事
件
判
決

こ
の
判
決
を
‘
き
っ
か
け
に
、
前
述
の
厳
格
審
査
基
準
が
変
容
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

事
案
は
、
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
教
会
の
会
員
が
、
オ
レ
ゴ
ン
州
薬
物
法
で
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
ペ
ヨ
!
テ
を
教
会
儀
式
に

神
聖
な
目
的
で
吸
っ
て
い
た
と
し
て
職
安
解
雇
さ
れ
、
失
業
保
健
給
付
を
中
摘
し
た
と
こ
ろ
、
州
雇
用
局
に
よ
っ
て
般
若
さ
れ
た
こ
と

に
つ
き
、
失
業
保
検
給
付
拒
若
が
、
宗
教
の
自
由
な
活
動
を
侵
害
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最

高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
右
失
業
保
険
給
付
税
杏
を
合
懇
と
し
た
。

辺
一
小
教
の
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
が
〔
規
制
約
〕
の
白
的
で
は
な
く
、
単
に
一
般
的
に
適
隠
さ
れ
か
っ
そ
の
地
の
点
で
は
有
効
な
裁
定

の
付
随
的
効
果
と
し
て
規
制
の
結
巣
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
修
正
第

条
は
侵
饗
さ
れ
て
は
い
な
い
。
:
:
:
宗
教
の
富
市
出
な
活

動
の
権
利
は
、
:
:
:
有
効
か
つ
ゆ
立
的
な

般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
従
う
義
務
か
ら
偲
人
を
解
放
す
る
も
の
で
は
な
い
。
�
 .. 

吋
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
』
テ
ス
ト
が
、

い
や
し
く
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
テ
ス
ト
は
、
宗
教
上
命
令
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
全
面
的
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
す
る
社
会
は
、
'
日

ら
招
く
無
秩
序
状
態
に
路
り
、
こ
う
し
た
危
険
は
、
宗
教
的
指
条
の
多
様
牲
に
穫
接
比
倒
的
し
て
増
大
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ

る
。
:
・
:
権
科
軍
総
ハ
に
よ
っ
て
政
府
介
入
か
ら
保
障
さ
れ
る
諸
錨
債
は
、
政
治
過
程
に
委
ね
ら
れ
る
。
〔
宗
教
的
活
動
へ

便
宜
供
与
�
 

2
2
0
5
5
0段
位
。
乏
を
政
治
識
経
に
委
ね
る
こ
と
は
、
広
く
い
き
わ
た
っ
て
い
な
い
宗
教
的
活
動
を
相
対
的
に
不
利
な
立
場

こ
と
に
な
る
が
、
民
主
主
義
政
府
の
不
可
避
的
帰
結
と
し
て
は
、
各
良
心
が
そ
れ
自
体
法
と
な
る
制
度
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
日
比
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
勺

本
判
決
に
お
い
て
、
最
潟
裁
が
立
法
府
へ
の
敬
譲
を
払
っ
た
こ
と
は
、
最
高
裁
が
衡
最
テ
ス
ト
、
な
か
ん
ず
く
「
ヤ
む
に
や
ま
れ
ぬ

利
益
」
テ
ス
ト
令
放
棄
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
態
法
で
保
稼
さ
れ
た
宗
教
的
少
数
者
の
権
引
を
見
捨
て
る
第
一
歩
を
歩
み
出
し
た
と
も
評
�
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ヰ 値
で
き
る
。

3 

l
パ 償

教
の
闘
自
由
復
法
の
制
定

ス
ミ
ス
事
件
判
決
に
対
す
る
世
論
の
批
判
を
背
景
に
、
連
邦
議
会
は

九
九

信
教
の
自
由
間
後
法
(
河
∞
一
変

0
5
万
四
主 
c
g 

m
g
z
g

l

氏
。
ロ
〉
三 

切
断 

4

岡
山
〉
〉
を
制
定
し
た
。mw

そ
の
内
容
は
、
原
則
則
と
し
て
、
政
府
は
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
っ
て
も
個
人
の
宗
教
実
践
に
実
質
的
な
負
担
令
諜
し
て
は
な

ら
ず
、
邸
内
外
的
に
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
、

れ
が
当
該
利
益
・
安
保
逃
す
る
最
も
制
約
線
的
で
な
い
手
段
で
あ
る
こ
と
そ
、
政
府
が
説
註
し
た
場
合
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

本
法
は
、
す
べ
て
の
連
邦
法
と
州
法
(
品
地
方
自
治
体
を
会
心
)
、
お
よ
び
そ
の
執
行
と
し
て
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
法
的
処
罷
に
適
用
さ
れ

る
と
さ
れ
、
本
法
に
よ
っ
て
国
教
樹
立
条
項
は
鰐
ら
の
膨
響
も
受
け
な
い
、
と
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
事
件
制
作
決
で
放
棄
さ
れ
た
(
少
な
く
と
も
大
一
般
に
後
退
し
た
て
厳
格
な
審
査
基
準
〈
シ
ャ

(
お
)

を
、
立
法
に
よ
り
裁
判
所
に
受
け
入
れ
谷
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
者
に
負
強
を
強
い
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
の
政
府
科
益
金
促
進
し
、
か
っ
、
@
そ

パ 

ト
・
テ
ス
ト
)

i

i

(
け

μ〉

一
一
市
対
フ
ロ
ー
レ
ス
事
件
判
決

前
述
の
連
邦
法
(
信
教
の
潟
市
出
回
復
法
〉
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
判
決
に
お
い

事
案
は
、
パ 

の
判
断
を
し
た
。

l
ニ
市
の
あ
る
教
会
が
教
…
肢
の
拡
大
に
よ
っ
て
臼
曜
の
ミ
サ
の
折
り
に
座
席
に
続
れ
な
い
者
が
多
く
出
て
き
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
教
会
を
管
轄
す
る
大
司
教
が
教
会
の
拡
張
工
事
に
つ
い
て
の
建
築
許
可
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
夜
前
に
制
制
定
さ
れ
た
条
椀

い
て
、
こ
の
申
請
が
棄
却
さ
れ
た
。
こ
れ
令
不
騒
と
し
て
大
碍
教
が
申
請
棄
却
を
違
法
と
す
る
訴
訟
を
連
邦
地
裁
に
提
起
し
た
、 
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。

信
教
の
自
由
回
世
復
法
の
合
憲
性
が
中
心
的
争
点
と
な
り
、

一
審
は
同
法
が
違
憲
で
あ
る
と
し
、

審
で
は
合
憲
と
さ
れ
た
が

最
高
裁
は
、
六
対
一
一
一
で
違
憲
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
ス
ミ
ス
判
決
を
前
提
と
し
て
、
連
邦
議
会
は
信
教
の
自
由
回
復
法
を
続
完
寸
る

に
あ
た
っ
て
、
憲
法
修
正
一
関
条
五
項
(
逢
邦
議
会
の
権
限
は
慾
法
上
の
諸
権
利
の
出
部
隊
を
実
施
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
〉

の
権
践
を
総
越

し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

四

臼
弁
連
憲
莞
惜
衛
門
{
反
社
会
的
な
宗
教
活
動
に
か
か
わ
る
消
費
者
被
客
等
の
救
済
の
指
針
同
に
つ
い
で

意
見
書
の
趣
旨
・
内
穿

日
弁
連
が
一
九
九
九
年
一
一
一
汗
二
六
日
に
採
択
公
表
し
た
、
意
見
書
「
民
社
会
的
な
宗
教
活
動
に
か
か
わ
る
消
費
者
被
害
等
の
救
済
の

{吋び

指
針
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
判
断
基
準
」
を
そ
の
柱
に
し
て
い
る
。
こ
の
「
判
断
基
準
」
は
、
そ
の
策
定
に
燐
わ
っ

の
担
当
し
た
事
件
な
ど
か
ら
捨
象
・
類
型
北
さ
れ
る
「
京
社
会
的
宗
教
活
動
」
の
特
徴
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
反
社
会
的
な
宗
教

活
動
に
よ
る
被
害
者
や
そ
の
家
族
が
弁
護
会
や
各
種
機
関
に
相
談
に
き
た
と
き
に
側
々
の
事
案
を
検
討
す
る
た
め
の
目
安
と
し
て
、
作

成
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
〈

オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
や
霊
感
・
霊
視
商
法
な
ど
の
一
行
き
過
ぎ
た
反
社
会
的
活
動
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
に
深
訴
な
影
響
を
与
え
て
い

る
こ
と
は
事
実
マ
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
積
極
的
に
翠
り
組
ん
で
き
た
日
弁
連
お
よ
び
関
係
各
位
の
姿
勢
や
今
回
判
断

基
撃
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
努
力
に
は
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
も
の
マ
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
団
体
と
い
え
ど
も
、
信
教
の
自
由
の
名
の

下
に
何
を
許
つ
で
も
よ
い
な
ど
と
考
え
る
も
の
で
は
弔
頭
な
い
。 
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
基
準
が
一
人
歩
き
し
、
宗
教
に
対
す
る
他
律
的
な
基
準
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
と

〈
そ
れ
を

日
約
に
し
て
い
る
こ
と
は
慾
見
書
の
随
所
に
路
地
ら
れ
る
)
、
傍
教
の
自
由
と
い
う
接
点
か
ら
見
て
、
問
題
点
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
以

下
、
建
設
的
な
窓
味
に
お
い
て
、 

い
く
つ
か
の
鰐
題
点
を
指
摘
す
る
。

基
準
の
定
立
に
対
す
る
若
干
の
危
慢
と
綾
問

日
弁
連
と
い
う
公
的
機
関
が
宗
教
活
動
の
あ
り
方
に
つ
き
一
定
の
基
準
を
定
立
し
た
こ
と
自
体
に
対
し
、
若
干
の
金
懐
と
疑
関
を
感

ド
し
ゅ
令
。

ωい
ま
ず
、
こ
の
意
見
警
は
、
「
弁
護
士
が
適
正
に
対
処
」
す
る
た
め
の
参
考
、
相
談
窓
口
等
に
お
け
る
「
問
問
題
を
判
断
す
る
に
当
た
っ

て
参
考
円
も
し
く
は
家
族
等
が
「
そ
の
宗
教
団
体
等
の
性
格
を
判
断
す
る
上
で
」
の
「

つ
の
「
も
の

と
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る

ニ
頁
)
。
立
法
化
等
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
と
は
い
う
冒
も
の
の
、
「
宗
教
家
や
宗
教
的
活
動
を
行
っ
て
い
る

人
お
よ
び
法
欝

検
事
、
裁
判
ん
豆
、
そ
し
て
市
民
が
、
宗
教
や
精
神
澄
界
に
関
す
る
諸
活
動
に
関
連
す
る
ト
ラ
ブ
ル
や
人
権

侵
害
事
件
に
康
面
し
た
と
き
に
、
そ
の
対
応
を
誤
ら
な
い
た
め
に
、
判
断
の
基
準
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
」
〈
一
一

以
上
、
法

的
な
レ
ベ
ル
明
、
も
で
も
か
な
り
有
力
な
基
準
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
的
に
宗
教
を
選
別
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
お
そ
れ
が
強
い
。

同
基
準
を
融
象
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
全
体
を
投
網
に
か
け
て
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
基
準
と
さ
れ
る
行
為
の
多
く
は
、

依
統
的
な
宗
教
に
お
い
て
も
、
抽
象
的
に
は
行
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
も
あ
る
。
基
準
を
恐
意
的
に
当
て
は
め
、

あ
る
宗
教
を

「
民
社
会
的
」
で
あ
る
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
り
、
逆
に
宗
教
の
側
は
そ
れ
を
恐
れ
て
活
動
が
萎
縮
し
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

日
開
ま
た
判
断
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
そ
も
そ
も
諜
教
は
人
の
内
面
と
外
面
の
双
方
に
関
わ
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
外
形
に
現
れ
た
側 
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3 面
の
み
を
捉
え
て
人
権
俊
樹
官
か
否
か
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
内
部
ま
で
踏

み
込
ん
で
評
価
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
危
険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
の
基
準
を
{
足
立
寸
る
こ
と
の
国
難
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

掛
さ
ら
に
い
え
、
は
、
そ
も
そ
も
宗
教
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
人
知
で
は
は
か
れ
な
い
領
域
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
慈
味
で
は
、
世
俗

的
・
社
会
的
な
常
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
部
分
も
あ
る
。
「
反
社
会
的
な
宗
教
活
動
」
と
い
う
く
く
り
方
で
こ
れ
ら
を
断
罪

す
る
こ
と
の
紅
険
性
を
感
じ
る
。

向
さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
基
撃
を
検
討
し
て
い
く
と
、
基
場
策
定
の
蒸
本
的
考
え
方
の
中
に
、
宗
教
の
布
教
活
動
を
世
俗

的
な
領
域
に
お
け
る
民
法
上
の
契
約
や
商
取
引
と
河
視
し
て
い
る
の
マ
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
鮪
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
布
教
の

自
由
は
い
う
ま
で
も
な
く
宗
教
的
宮
一
伝
の
自
由
と
し
て
、
信
教
の
自
由
の
震
婆
な
内
容
を
な
す
。
契
約
や
務
取
引
に
お
け
る
経
済
的
活

動
の
自
由
と
は
自
ず
と
性
質
を
異
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
制
罷
に
お
い
て
も
、
経
済
的
自
由
闘
に
対
す
る
制
限
と
は
異
な
る
、
慎

重
な
配
慮
が
必
要
な
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
基
本
的
人
権
に
対
す
る
制
約
原
理
と
し
て
、
「
一
…
撃
の
基
準
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
基
準
策
定
の
考
え
方
の
中
に
、
宗
教
を
欠
陥
高
品
の
発
賓
と
間
同
視
す
る
よ
う
な
ぞ
れ
が
い
診
さ
か
で
も
あ
る
と
し
た
ら
、

w

極
め
て
憂
慮
す
べ
き 
〕
と
で
あ
る
。

寵
闘
の
基
準
に
つ
い
て
の
問
題
点

個
別
加
の
基
準
に
つ
い
て
も
、

い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
1

資
金
獲
得
活
動
に
つ
い
て
」
を
例
に
し
て
そ
の
問

題
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

こ
こ
に
お
け
る
基
準
は
、
「
被
勧
誘
者
の
自
由
な
意
思
決
定
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
献
金
等
勧
誘
行
為
は
、
も
は
や
献
金
等
の
勧

誘
行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
考
え
を
前
提
と
し
て
お
り
、
「
川
献
金
等
の
勧
誘
に
あ
た
っ
て
、
次
の
行
為
に
よ
っ
て
本
人
の
自 
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る。

i

ン
ド
コ
ン
ト
ロ 

ル
や
洗
惑
と
い

と
思
わ
れ
る
が

由
意
思
を
侵
害
し
て
い
な
い
か
い
の
舎
な
い
し
@
は
、
裁
判
例
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
勧
誘
行
為
の
方
法
が
社
会
的
相
当
性
会
逸
説
す
る

場
合
」
を
類
型
化
し
た
も
の
と
い
う

し
か
し
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
問
点
が
あ
る
。

ωい
い
ず
れ
も

見
も
っ
と
も
ら
し
い
基
準
に
見
え
る
が
、
裁
判
例
で
は
具
体
的
な
状
況
を
認
定
し
た
よ
で
、
諸
事
情
を
総
合
的
に
判

断
し
「
社
会
的
相
当
性
」
を
判
断
し
て
い
る
。
具
体
的
事
案
を
離
れ
、
こ
こ
に
骨
脅
か
れ
て
い
る
よ
う
な
類
型
化
さ
れ
た
滋
象
的
基
準
だ

M
W

け
で
宗
教
を
選
別
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
諜
教
上
の
献
金
は
民
法
上
の
契
約
や
商
取
引
な
ピ
の
よ
う
な
取
引
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
相
場
部
に

お
け
る
自
由
意
思
と
全
く
持
議
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
と
り
わ
け
岳
(
先
制
恨
の
間
関
縁
や
た
た
り
、
お
る
い
は
病
気
・
健
康
の
不
安
を
根
度
に
あ
お
っ
て
精
神
的
滋
乱
を
も
た
ら
す
〉
を
基
準
に
す
る

こ
と
は
、
信
仰
や
教
畿
の
中
身
に
入
っ
て
判
断
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
宗
教
に
必
い
て
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
吉
陸
橋
一
箔
を
説

く
こ
と
は
ご
く
通
常
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
世
俗
の
尽
か
ら
見
れ
ば
、
常
軌
を
通
し
て
い
た
り
常
識
に
反
す
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
も

時
に
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
外
彩
的
・
表
閥
的
に
舎
の
よ
う
な
こ
と
は
、
多
く
の
ん
伝
統
的
宗
教
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ

倒
さ
ら
に
宗
教
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
る
に
し
て
も
、
人
知
を
超
え
た
絶
対
的
な
符
在
や
事
象
を
信
じ
る
と
い
う
側
蔀
を
も
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
合
の
心
理
状
態
は
合
理
的
説
明
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
合
理
的
説
明
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
自
由
意
思
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
来
し
て
妥
当
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
部
え
ば
、

そ
も
そ
も
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ 
i
t
N

の
発
議
と
の
線
引
き
は
綴
め
て
国
難
と
患
わ
れ
る
。

れ
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
場
合
は
自
由
意
思
が
な
い
と
詳
舘
さ
れ
る
も
の

や
洗
脳
と
い
う
心
塑
状
態
と
教
義
を
信
濃
し
て
い
る
心
理
状
態
か
ら
の
一
信
仰
心

マ
イ
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W

O

同
さ
ら
に
ま
た
、
献
金
の
持
点
で
宗
教
心
・
信
如
何
心
の
発
議
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
本
人
の
宗
教
心
等
が
失

わ
れ
た
場
合
に
は
、
団
体
に
轍
お
れ
た
と
い

い
方
を
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
場
合
と
の
遠
い
が
そ
れ
ほ
ど
甥
確
な
の
か

と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

W

川
川
の
碁
準
(
一
定
金
額
以
上
の
献
金
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
宗
教
団
体
等
の
財
政
報
告
を
し
て
、
使
途
に
つ
い
て
の
報
告
は
し
て
い
る
か
)
は
、

O

山 

C

飽
の
項
目
と
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
他
の
項
目
が
獄
金
や
そ
の
返
濃
の
擦
の
問
題
と
し
て
、
献
金
そ
れ
自
体
に
複
接
着
目
し
た
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
凶
の

、
そ
の
解
説
に
、
宗
教
自
体
の
民
主
的
運
営
や
透
明
性
を
高
め
る
と
か
、
自
己
の
逮
命
を
そ
の
宗

教
自
体
等
に
託
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
客
観
的
判
断
の
材
料
を
提
侠
す
る
な
ど
と
あ
る
と
お
り
つ
一

、
献
金
の
在
り
方
向

Q

体
を
庶
接
問
題
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
団
体
の
開
示
の
在
り
方
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
信
者
に
財
政
報
告
す
る
か
否
か

は
そ
の
宗
教
団
体
の
教
義
・
信
仰 

や
歴
史
・
沿
輩
・
日
伝
統
、

の
関
係
の
濃
淡
な
ど
に
よ
っ
て
宗
教
霞
体
が
自
律
的
に
決
す
べ
き

(
児
)

こ
と
で
あ
り
、
宗
教
法
人
法
改
正
問
題
の
際
に
も
大
い
に
議
議
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
財
政
報
告
し
て
い
な
い
か
ら
人
権
侵
害
の

お
そ
れ
が
あ
る
と
か
、
試
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
議
論
の
飛
脚
純
で
あ
る
。 

O

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
蔀
提
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
平
野
会
員
お
よ
び
紀
藤
会
員
か
ら
報
告
を
し
て
い
た
だ
く
。
商
会
員
に
得
約


因
。
分
程
度
報
告
を
し
て
い
た
だ
き
、

一 

分
経
度
休
惣
を
絞
っ
て
、
そ
の
後
三 

分
か
ら
態
。
分
寸
ら
い
を
費
疑
応
答
に
あ
て
た
い
。


そ
れ
で
は
平
野
先
生
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

{1)

た
と
え
ば
、
波
購
買
新
聞
一
九
九
九
年
五
月
二
六
日
朝
刊
三
面
。

〈 

2
〉
日
本
弁
護
士
官
職
合
会
淡
醐
賞
品
世
間
問
題
対
策
委
員
会
総
控
訴
教
ト
ラ
ブ
ル
の
予
防
・
救
諸
問
の
手
引
き
』
(
教
脊
史
料
竹
山
山
版
一
会
、
一
九
九
九
年
〉
。 
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3 

{言教の滋自と総数活動の限界{機ヶ谷)

{
4
)

(
8〉

へ
7

〉

判
決 
i 務

創
刊
決
刊
行
大
阪
地
判
部
昭
和
刊
一
三
五
年
五
月
七
段
・
刑
集
一
仁
巻
凶
号
三
二
八
一
員
、
一
一
審
骨
判
決 
H
大
阪
謝
料
開
昭
和
一
一
一
五
年
一
二
月
一

日
・
対
象

七
巻
四
品
川
ニ
ニ

二
一
一
一
一
頁
、
緩
世
間
裁
判
決 
H
緩
や
八
利
昭
和
一
一
一
八
年
五
月
一
五
日
・
掛
川
悠
一
七
巻
四
号
設
。
二
頁
。

制
特
例
評
釈
と
し
て
、
山
山
本
二
機
・
繍
同
時
一
五
務
九
号
一
蕊
ニ
災
(
一
九
六
…
二
年
)
、
香
川
澄
夫
・
奮
闘
隈
研
究
三
五
数
六
号
二
聞
出
資
(
一
九
六
問
問
初
土
、
姻
災
久

〈
好
郎
)
・
凶
刺
胤
川
ジ
ュ
り
一
一
一
号
三
一
一
吉
同
士
九
六
八
年 

γ
盟
問
三
七
珍
一 

頁
(
一
九
七
二
年
十 

γ
悶
凶
四
号
一
一
…
入
賞
二
九
七
間
同
年
)
・
問
中
ハ
ロ
八
号
関
大
政
(
一
九

年

γ
開
閉
九
五
品
ヱ
ハ
六
頁
(
…
九
八
八
年
、
清
水
禁
・
削
料
品
開
ジ
ュ
リ
… 

0
九
号
一
二
爽
(
一
九
九
…
年
)
、
帯
林
省
一
一
プ
則
郡
部
開
ジ
ユ
ワ
一
一
一
一 

O

O
八 

努
八
二
頁
二
九

O

S

O

R
nO

on-

九
開
同
年
)
、
小
泉
洋
一
・
制
服
臨
附
ジ
ュ
リ
…
五
四
号
八
六
災
(
二 

0
0
0年
)
等 

神
野
錨
問
料
昭
和
五 

年
二 

……
0
8
・
創
刊
時
七
六
八
ロ
マ
コ
一
昨
料
・
判
タ
一
一
二
八
号
一
一
一
九
表
。

ars-M

(
一
九
七
六
年
て
や
〈
谷
実
・
ジ
ユ
ワ
臨
轍
踊
哨
六
一
夜
間
守
一
一
一
三
寅
二
九
十

一
気
(
一
九
人
八
年
)
・
部
門
二
一
一 

号
八
肉
質
(
一
九
九
附
四
年
)
・
湾
…
一
本
間
出
品
す
九

年
)
輸
帯
。 

〈 
〉
東
京
品
期
利
昭
和
六
一
年
一
コ
月
二 

行
集
三
一 

繁
一
一
一
号
一
一
一
間
む
策
・
判
符
八
五
号
六
七
賞
。

M

制
判
例
評
釈
と
し
て
、
一
戸
波
紙
二
・
判
評
…
…
一
一
一
一
一
一
一
号
一
火
災
(
利
時
一
二
ハ
〉
六
号
一
五
問
問
料
)
(
一
九
八
六
年
)
、
約
滋
光
夫
・
制
制
胤
川
ジ
ュ
ワ
九
五
号
七
六
爽

九
八
八
年

γ
問問一コ一 

九
号
一
一
二
一
気
ご
九
九
一
年
)
、
山
口
和
孝 

制
判
例
評
釈
と
し
て
、
熊
本
僑
夫
・
料
開
貯
一
九
六
す
っ 
O
一
員
(
組
問
時
七
七
開
告
す
一
関
二
頁
)
(
一
九
七
五
年
)
、
久
保
留
き
ぬ
子
・
ジ
ュ
ワ
餓
増
六
…
広
す
二
一
頁

年

γ
同
九
五
分
八
円
〉

六
年
)
、
粕
谷
友
介
・
制
約
機
ジ
ぷ
日
ソ
六
人
間
サ
五
二
頁
ご
九
八 
O

災
(
二 
0
0
0年
)
、
前
川
悶
党
炎
・
別
凪
開
ジ
斗
リ
一
ひ
九
号
二
間
関
東

O

凪
川
ジ
ュ
リ
一

-m

omv

九
九

八
日
ぢ
凹 

闘
賞
m

八
入
賞
二
九
九
開
同
年
〉
、
背
庁
、
沢
斉
・
泌
総
ジ
ュ
リ
一 

O

0
0
0年
〉
等
。

次
進
級
相
間
部
口
処
分
事
件
制
判
決 

m

九

九

二

年

、

疑

問

仰

・

制

約

時

間

ジ

ュ

リ

ニ

五 
交
う
九
開
問
災

一
審
判
淡
詰
神
戸
地
利
平
成
五
年
十
二
月
一
一
一

O

四
ロ
万
二 

一
民
参
考
登
載
、

将

時

一

審

判

決

討

大

阪

湾

料

平

成

六

年

…

二

月

…

一

二

日

終

時

一

五

二

州

問

診

入

資

料

タ

八

七

三

院

主

ハ

八

頁

、

後

燃

裁

-a-

i
料
タ
八
一
一
一
一
今
一
一
川
一
四
一
一
良
・
第
二
次
進
級
終
夜
処
分
・
法
学
処
分
事
件

第

H

b

判
決 

品
昭
二
小
判
平
成
八
年
三
月
八
日
以 

間
民
集
五
ハ
〉
品
管
一
一
一
号

判
明
例
評
釈
と
し
て
、
出
羽
織
・
商
時
時
五
一
途
一
一
一
号
二
会
三
頁
(
一
九
九
九
年
)
、
小
杉
武
・
氏
布
陣

タ
臨
犠
九
附
四
五
号
三
関
八
爽
二
九
九
七
年
)
、
矢
島
碁
美 

meハ
九
賞
。

一
五
巻
ム
ハ
母
一
六
七
百
ハ
九
九
七
年
て
太
宙
誕
十
炎
'
創
刊

ジ
ュ
リ
一
一
…
…
一
一
叫
す
一
五
災

e

九
九
七
年
可
榊
原
秀
総
司
別
脱
出
、
ン
コ
リ
一
五 

珍
一
七
八
一
段

O

二
九
九
九
年
十
)
、
土
屋
英
雄
・
約
締
ジ
ュ
リ
一
五
回
号
九
六
頁
(
二 
0
0
0年
)
等
。

W
2
z
n
p
g

同 

戸
∞
問 
10
宅司

 
f

臼
品
川
町
の
極
的
'
印
坦
坦
(
同
淀
川
同
) 

G 
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HH)

O
E
5
2

H

向山諮問比 

け
吋
}
仰
ぐ

5
0
2・ 
〉
合
唱
伊
手
自
の
同
点
。
門
広

〕

湾
総
倍
加
喜
「
懇
伐
学
翠
人
権
各
総
山
』
一
二
五
一
員
(
一
九
九
八
年
)
。
な
お
、
野
坂
恭
一
刻
「
公
教
育
め
宗
教
的
中
立
伐
と
信
教
の
向
岡
市
岡
」
立
教
法
学
一
二
七
珍

二
九
九
一
一
年
)
参
照
。

結
同
教
の
白
書
総
制
間
後
一
乏
に
つ
い
て
は
、
花
開
凡
常
拳
「
傍
教
の
自
由
閥
復
淡
と
合
血
痕
耐
階
級
官
開
裁
の
判
断
」
宗
教
法
一
七
巻
一
九
五
葉
(
一
ー
九
九
八
年
)
に
診
し
い
。

日
弁
連
の
「
慾
見
場
雪
」
「
刺
判
断
基
準
」
に
対
す
る
間
同
窓
点
を
治
議
し
た
も
の
と
し
て
‘
宗
教
法
人
間
陥
商
連
絡
会
綴
口
宗
教
が
イ
ド
ラ
イ
ン
〕
に
対
す
る
兇
抑
芝

合
併
号
九
一
良
(
一
九
九
七
年
〉
、
終
に
三
一
一
亥
以
下
。

(
M
m
)

U
)

(
叩

μ
)

前
記
後 

(
2
)
参
熊
。
な
お
、
み
文
中
の
引
用
資
は
湾
奇
の
災
を
示
す
。

(

門 

(一一
 

0
0
0
年
〉
参
加
閉
山
。

(
日
目
)
た
と
え
ば
、
機
ヶ
谷
章
「
宗
教
法
人
法
の
役
立
を
め
ぐ
る
問
題
点

(
n
u
)

(

9

)

a

r

M
)

M

Z

0
2
4
N
A
W

〈

話

〉

由 

寄
付
出
兵
戸
ぐ
⑦
刊
誌
フ
印
三
戸
M
a
m
-
N
G
出
(
お

J

C

タ
詩 
0
2
5
戸 

ヘ
号
p
h
g
m
d
∞

(
ぬ
)
凹
号
、
。
河
口
高
ま
り 

方向 

刊
に
ま
出
向
口
町
内
言
。
ロ 

2
2
〈
・
出
器
三
グ
念
品
の
い
品
当
時
(
同
時
議
}

ハ
リ
終
日
、
。
同
綴 

由

-
g
m
(
3
4
H
)

{
刊 

〉
瀧
津
知
摘
出
ゆ
「
宗
教
的
肉
岡
市
惜
の
憲
法 
m
部
隊
の
限
界
に
つ
い
て
」
宗
教
法
一
人
口
万
一
二
笈
糞
(
一
九
九
九
年
)
。

(
悶 

C

2
5
5
P
O
O

戸
勺
一
。
同 
-
m
ν
m
r
M
U wp口

高
三

γ-m仏 

乱
-
N

Awg
m
M
品
{
同
時
叫
叫
)

Z
5
2口
問

N
2
2
F
2
2
戸
出
塁
一
円
『
プ
品
協
品 

i
系
教
極
体
に
柿
科
す
る
管
理
の
饗
素
の
導
入
の
有
無
と
ゑ
狩

∞
芯 

ミ
∞
ゐ
叫 

C
M

{
g
g
)

(y

」
創
締
法
学
二
六
巻
一

l

資 
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