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宗
教
法
研
究
に
お
け
る
方
法
と

「
天
泉
州
側
」

の
問
題

杉

原

誠

部

部

(
武
滋
野
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i

本
論
発
表
の
契
機
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
け
口
本
仏
教
教
育
μ子
会
紀
要
吋
日
本
仏
教
教
育
学
紀
婆
』

九
九
九
年
〉
に

ヰ
日
本
の
神
道
・
仏
教
と
政
教
分
離 

そ
し
て
宗
教
教
育
』
は
研
究
書
か 

研
究
と
研
究
論
文
の
関
係
に
つ
い
て
〕
な
る
長
文
の
論
文

を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
当
紀
要
五
号
(
一
九
八
九
年
)
に
、
日
本
仏
教
教
育
学
会
会
長
山
川
村
党
昭
氏
が
、
こ
の
私
の
本
「
日
本
の
種
規
・

仏
教
と
致
教
分
離 

そ
し
て
宗
教
教
育
い
(
文
化
書
房
博
文
社
、

一
九
九

i

の
書
評
を
さ
れ
て
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
発
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
評
で
川
村
長
は
、
「
関
所
に
著
者
の
主
情
的
直
観
が
見
ら
れ
、
理
論
接
関
の
上
に
論
理
的
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
( 

と
し
、
ぞ
れ
ゆ
え
、
「
学
術
書
で
あ
る
学
会
の
研
究
紀
要
に
本
警
の
欝
評
を
載
せ
る
こ
と
は
一
抹
の

不
安
を
禁
じ
得
な
い
」
(
二 

ニ
頁
)
と
指
議
さ
れ
た
。

実
は
、
私
自
身
も
実
は
こ
の
本
令
出
版
し
て
以
来
、

い
さ
さ
か
同
じ
よ
う
な
不
安
に
襲
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
告
患
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
私
自
身
が
出
壊
以
来
、
本
容
が
研
究
室
回
の
よ
う
に
見
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
ひ
っ
か
か
り
、
時
制
究
書
と
か
研
究
論
文
と
い
う

も
の
は
何
か
、
特
に
社
会
科
学
に
お
け
る
研
究
警
と
か
研
究
論
文
は
何
か
、
そ
し
て
そ
の
方
法
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
き
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
研
究
者
と
獅
究
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
も
う
一

内
容
上
の
剛
問
題
と
な
る
の 

iま

i二

め 
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の
関
越
で
あ
る
。
設
が
揺
に
お
け
る
山
一
邪
教
法
を
め
ぐ
る
研
究
で
「
天
皇
制
約
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
天
泉
純
」

を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
。
こ
の
「
火
皇
制
」
の
問
題
に
触
れ
ず
し
て
、 

5
本
に
お
け
る
訟
教
法
の
問
題
は
解
決
し
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
日
本
の
宗
教
法
の
問
問
題
で
「
天
皇
制
制
」
の
問
問
題
を
ず
ば
り
真
正
聞
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
発
表
は
本
学
会
で

も
い
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
本
論
は
、
あ
わ
せ
て
こ
の
問
題
に
若
干
で
も
遮
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

が
、
外
な
ら
ぬ

研
究
と
研
究
論
文
、
そ
し
て
研
究
者
が
研
究
す
る
目
的
は
何
か

〉
研
究
論
文
に
お
け
る
手
続
の
問
題
に
つ
い
て

L

ま
ず
は
、

ま
た
は
吋
科
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

疋
話
回
」
ま
た
は
「
科
学
」
と
は
持
か
と
語
、
え
ば
、
そ
れ
は
、
俄
別
的
な
、
ま
た
は
個
別
加
経
験
的
な
認
識
で
は
な
く
、
整
理
さ
れ
た
社

会
的
認
識
で
あ
る
と
一
寄
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
認
識
に
た
ど
り
つ
く
た
め
の
努
力
の
通
夜
、
ま
た
は
作
業
の
過
誌
が
、
「
研
究
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
人
間
の
こ
の
認
識
に
か
か
わ
る
、
最
小
単
位
の

の
か
た
ま
り
、
ま
た
は
そ
の
最
小
単
位
の
も
の
が
い
く
つ
か
組


合
わ
さ
っ
て
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
と
き
、
こ
れ
を
認
識

般
と
区
別
し
て
、
「
知
識
」
と
い
う
こ
と
に
会
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
研
究
と


い
う
も
の
は
、
原
財
と
し
て
、
こ
の
「
知
識
」
の
増
加
へ
の
業
献
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
研
究
戎
巣
を
文
章
仕
し
た
も
の


が
(
一
部
、
関
表
化
等
を
含
む
て
研
究
論
文
と
か
研
究
室
回
と 
か
い
う
も
の
に
な
る
。
社
会
的
に
吋
研
究
者
」
と
一
言
わ
れ
る
者
は
、
研


究
を
一
行
い
、
そ
の
研
究
成
条
を
研
究
論
文
(
以
下
、
適
時
、
研
究
擦
を
含
め

に
ま
と
め
、
会
表
す
る
こ
と
が
広
い

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
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と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
研
究
論
文
に
は
、

を
必
要
と
す
る
な
ど
、

一
定
の
形
式
、
手
続
が
る
要
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
研
究

論
文
作
成
の
日
的
な
ど
に
熊
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
当
然
守

る
べ
き
研
究
論
文
作
成
の
手
続
が
、
逆
に
、
研
究
お
よ
び
研
究
の
対
象
を
娘
定
す
る
現
象
が
あ
る
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
右
の
よ
う
に
、
当
然
守
る
ら
れ
る
べ
き
研
究
論
文
と

の
関
係
な
ど
、

つ
ま
り
硯
究
論
文
作
成
の
手
続

〈 

1)

上
の
要
件
を
厳
格
に
強
調
す
る
と
、
そ
の
要
件
を
守
り
や
す
い
研
究
と
研
究
対
象
に
、
日
間
究
を
限
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。

士
一
)
吋
知
識
」
の
開
発
の
た
め
に
は
、
研
究
論
文
作
成
の
手
続
を
厳
格
に
は
守
れ
な
い
場
合
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
「
知
識
」
の
開
発
、
増
加
の
た
め
の
時
究
論
文
は
、
逆
に
、
先
に
述
べ
た
「
日
正
」
の
付
記
と
い
う
作
成
の
要
件
を

必
ず
し
も
守
れ
な
い
場
合
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ア
イ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
に
関
す
る
最
初
の

論
文
に
は

が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
研
究
論
文
の
本
来
の
目
的
が
正
し
く
新
し
い

提
供
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
つ
正
」
を
付
す
な
ど
手
続
に
つ
い
て
お
ろ
そ
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う

る
こ
と
で
あ
る
。

特
に
社
会
科
学
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
。
社
会
科
学
は
社
会
を
運
営
す
る
た
め
の
「
科
学
」
で
あ
り
「
学
問
」
で
あ
る
と
す
る
と
、


社
会
科
学
に
関
す
る
論
文
で
は
大
局
を
述
べ
る
論
文
の
存
在
が
必
至
と
な
る
と
一
一
言
わ
管
る
を
え
な
い
。
と
す
る
と
、
大
閣
を
述
べ
よ
う


と
す
る

は
、
最
初
か
ら
そ
れ
ゆ
え
に

を
甘
す
な
ど
の
手
続
は
あ
ま
り
強
調
し
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
大
局
的
「
認
識
」


と
し
て
述
べ
て
い
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
よ
、
つ
で
あ
る
。
大
局
を
論
述
す
る
研
究
論
文
で
は
、
関
連
す
る
先
行
研
究
が
無
限
に
あ
る
と
い


う
原
理
的
挙
実
か
ら
も
こ
の
こ
と
は
補
強
さ
れ
る
。


そ
こ
で
、
暖
妹
だ
と
も
一
一
問
、
つ
べ
き
こ
の
よ
う
な
社
会
科
学
と
研
究
の
在
り
方
、

つ
ま
り
自
然
科
学
的
に
は
未
完
成
な
(
原
理
的
に
は の 
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永
久
に
未
完
成
な
も
の
し
か
作
れ
な
い
〉
研
究
論
文
を
発
表
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
夜
り
方
に
対
し
て
、
ぞ
れ
ゆ
え
に
補
完
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
の
開
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
研
究
者
ど
う
し
が
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て

し
あ
う
こ
と
で
あ
る
。
府
然
科
学
に
お
け
る

は
原
則
と
し
て
、
発
表
さ
れ
た
側
が
発
表
さ
れ
た
碗
究
令
線
解
す
る
た
め
の

「
議
論
」
で
あ
っ
て
、
も
し
発
表
さ
れ
た
側
が
産
ち
に
理
解
で
き
れ
ば
、
原
理
的
に
は
吋
議
論
」
は
必
繋
な
い
も
の
で
あ
る
。

れ
た
研
究
が
正
し
く
あ
り
、
理
解
可
能
で
あ
れ
ば
、
「
議
論
」
は
原
理
的
に
必
要
な
い
と
一
一
口
悶
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
科
学
は
、

社
会
に
関
す
る
「
認
識
」
を
援
供
し
て
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
絡
み
を
も
っ
て
正
し
い
か
は
自
然
科
学
の
そ
れ
と
沈

べ
る
と
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
よ
り
完
全
な

会
求
め
て
「
議
論
」
を
超
こ
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
よ

り
よ
い
「
認
識
」
に
高
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
因
に
社
会
科
学
に
お
け
る
「
議
論
〕
の
意
味
に
つ
い
て
、 

祖
ア
リ
ス
ト
テ
レ

{
2〉

ス
が
そ
の
饗
「
政
治
学
」
で
爽
質
的
に
閉
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

社
会
科
学
に
お
け
る
「
議
論
」
の
必
要
の
意
味
は
さ
ら
に
も
う

つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
科
学
は
結
局
、
社
会
を
運
営
し
て

い
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の

が
社
会
に
詰
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
構
成
長
が
そ
の
「
認

を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

自
然
科
学
は
緩
織
に
言
え
ば
真
偽
の
制
問
題
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
自
然
科
学
の
時
間
究
者

だ
け
の
理
解
が
あ
れ
ば
、
原
期
的
に
は
そ
れ
で
問
問
題
な
い
と
い
う
の
と
著
し
く
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
あ
ま
り
に
初
歩
的
な
未
完
成
な

も
の
は
論
外
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
未
完
成
な
も
の
で
も
発
表
し

を
起
こ
し
、
社
会
の
理
解
を
求
め
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
社
会
に
賞
献
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
社
会
科
学
に
あ
っ
て
は
、
研
究
者
は
い
か
に
「
議
論
」
に
真
撃
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
物
語
つ

て
い
る
。 
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(
一
一
一
〉
吋
議
論
」
の
際
に
必
喪
な
、
研
究
す
る
目
的
は
何
か
と
い
う
確
認

こ
の
「
議
論
」
の
際
、
社
会
科
学
で
は
、
自
然
科
学
の
場
合
以
上
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

研
究
、
ま
た
は
研
究
の
過
殺
に
お
け
る
「
議
論
〕
に
お
い
て
、
研
究
の
究
極
の
自
的
は
何
か
と
い
う
縫
露
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
自
然
科
学
の
場
合
も
社
会
科
学
の
場
合
も
、
研
究
者
が
礎
究
す
る
究
極
の 

的
は
何
か
。
研
究
が
、
社
会
的
に
な
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
結
局
、
そ
れ
は
抽
象
的
で
は
あ
る
が
簡
単
に
言
え
ば
、
社
会
に
欝
を
も
た
ら
し
、
社
会
の
人
々
を
よ
り
幸
福
に
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
慣
々
の
研
究
で
、
研
究
の
こ
の
よ
う
な
日
的
を
薮
接
に
窓
識
す
る
こ
と
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し

か
し
そ
も
そ
も
研
究
が
研
究
と
し
て
社
会
的
に
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
、
研
究
に
そ
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
社
会
的
に
暗
黙
禅
に
前

識
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
ご
と
く
自
然
科
学
研
究
の
場
合
は
、
自
然
に
対
す
る
「
認
識
」
の
真
偽
の
問
題
で
あ
り
、
「
議
論
」
の
問
題
は
そ
れ
だ
け
筒

単
な
障
問
紹
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
研
究
の
場
合
は
、
市
均
一
為
の
問
題
、

つ
ま
り
価
傍
観
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
研
究
の
問
題
は
複

雑
に
な
り
や
す
い
。
し
か
し
い
か
に
緩
維
に
な
る
と
し
て
も
、
研
究
の
間
的
と
し
て
言
え
ば
、
研
究
の
程
的
は
社
会
に
撃
を
も
た
ら
寸

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
一
致
で
き
よ
う
。
自
然
科
学
と
違
っ
て
、
社
会
科
学
研
究
は
価
僚
観
の
問
題
で
錯
綜
す
る
け
れ
ど
も
、
否
、
錯

綜
す
る
が
ゆ
え
に
、
社
会
科
学
研
究
め
究
機
の
目
的
は
再
三
再
四
確
認
し
な
け
れ
誌
な
ら
な
く
な
る
。
価
僚
観
と
は
社
会
を
運
営
す
る

g

す
る
こ
と
に
資
す
る
社
会
科
学
に
お
い
て
仰
を
よ
り
重
視
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
例
で
震
え
ば
、
自

出
と
平
等
の
開
問
題
で
、
自
由
を
よ
り
重
視
す
る
か
、
平
等
を
よ
り
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
社
会
科
学
と
し
て
の
論
述
は
異
な
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
社
会
科
学
碕
究
の
目
的
は
社
会
に
警
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
と
い
、
つ
こ
と
に
お
い
て
は

殺
し
ょ
、
っ
。

実
は
価
値
観
の
問
題
が
あ
る
ゆ
え
に
、
社
会
に
議
を
も
た
ら
す
と
い
う
目
的
は
降
一
二
持
四
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

-187 




主宗教法第 19iま(2000)

四

社
会
科
学
に
お
け
る
研
究
の
俊
劣
は
い
か
に
し
て
決
ま
る
か

以
上
、
社
会
科
学
と
い
う
の
は
、
社
会
を
運
営
す
る
た
め
の
整
理
さ
れ
た
社
会
的
認
識
で
あ
り
、
額
値
観
の
問
題
は
あ
っ
て
も
、
そ

の
科
学
を
発
蟻
さ
せ
る
た
め
の
研
究
の
目
的
は
、
社
会
に
義
を
も
た
ら
し
社
会
の
人
々
を
よ
り
幸
福
に
す
る
こ
と
だ
と
し
、
そ
し
て
社

会
の
漆
営
に
か
か
わ
る
社
会
科
学
は
議
論
が
不
可
避
な
研
究
方
誌
上
の
繋
素
と
な
る
こ
と
を
議
べ
て
き
た
。

と
す
る
と
、
当
然
な
が
ら
、
社
会
科
学
の
排
究
ま
た
は
論
文
に
も
優
劣
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
の
民
主
主
義
に
基
づ
く

政
治
的
意
見
の
表
明
で
は
な
く
、
「
科
学
」
ま
た
は
「
学
問
ぜ
と
し
て
の
表
明
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
価
値
観
の
問
題
を
除
い
て
も
、
あ

る
い
は
含
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
社
会
科
学
と
し
て
は
研
究
ま
た
は
論
文
に
お
い
て
も
優
劣
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
優
劣
が

あ
れ
ば
、
社
会
科
学
の
目
的
か
ら
し
て
、
優
劣
を
は
っ
き
り
指
犠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
、
社
会
科
学
研
究
に
お
け
る
優
劣
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
判
明
す
る
の
か
、
決
ま
る
の
か
(
政
治
的
に
「
決
め
る
の
か
」

で
は
な
い
〉
の
間
議
は
、
ぞ
れ
こ
そ
社
会
科
学
習
究
方
法
上
の
も
っ
と
も
議
大
な
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
簡
単
に
扱
い
切
れ
る
問
問
題
で

は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
科
学
研
究
の
際
的
か
ら
し
て
、
研
究
者
は
つ
ね
に
こ
の
方
法
上
の
問
題
に
鋭
敏
で
あ
り
、
謙
虚
で
な
け
れ
ば

4
Z

な
ら
な
い
こ
と
は
確
実
に 

(
3〉

悶
え
る
。

そ
こ
で
、
本
論
の
「
天
皇
制
問
」
の
問
題
と
か
、
そ
の
宗
教
法
に
か
か
わ
る
問
題
た
る
政
教
分
離
の
問
題
で
研
究
論
文
の
優
劣
を
明
ら

か
に
す
る
方
法
で
、
い
ま
こ
こ
で
確
認
で
き
る
、
そ
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
尺
度
が
少
な
く
と
も

つ
指
摘
で
き
る
こ
と
を
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
科
学
の

つ
の
研
究
お
よ
び
研
究
論
文
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
社
会
の
あ
る
部
分
を
対
象
と
し
て
何
か
を
論
述
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
、
そ
の
対
象
の
範
囲
内
で
は
組
娠
が
な
く
、
論
理
的
に
も
矛
盾
な
く
論
理
整
然
と
し
て
論
述
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

も
し
そ
の
論
述
そ
の
も
の
に
論
理
的
矛
盾
が
あ
れ
ば
も
は
や
研
究
論
文
と
し
て
は
見
な
さ
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
論
述
す
る
社
会
の
対 
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象
に
対
し
て
、
そ
の
対
象
の
範
関
内
で
矛
盾
を
き
た
す
研
究
論
文
は
研
究
議
文
と
し
て
は
見
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
問
題
は
そ

の
対
象
の
範
盛
山
内
だ
け
の
問
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
社
会
の
対
象
を
少
し
で
も
広
げ
た
と
き
に
ど
う
な
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
研
究
論
文

の
範
閥
内
で
は
、
そ
の
研
究
上
の
主
張
が
矛
窓
会
き
た
さ
な
く
て
も
、
少
し
社
会
の
対
象
を
広
げ
る
と
、
た
ち
ま
ち
矛
腐
を
き
た
す
も

の
は
、
そ
れ
は
結
局
、
社
会
的
に
は
誤
っ
た
〔
認
識
」
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
誤
っ
て
い
な
け
れ
ば
対
象
を
広
げ
て

も
矛
惑
を
き
た
す
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
に
そ
の
研
究
お
よ
び
論
述
は
、
社
会
的
に
替
を
も
た
ら
さ
な
い
研
究
お
よ
び

論
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

教
会
科
学
に
お
い
て
は
、

が
方
法
上
の
必
須
要
件
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
さ
ら
に
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
「
議

議
」
と
は
、
そ
の
研
究
に
お
け
る
論
述
が
、
よ
り
広
い
範
践
で
矛
惑
な
く
説
間
切
で
き
る
か
ど
う
か
の
検
証
の
議
程
で
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
議
論
」
に
よ
っ
て
よ
り
広
く
、
矛
騎
な
く
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
検
証
が
必
姿
な
の
で
あ
る
。

宗
教
と
は
何
か

)
宗
教
法
誹
究
と
宗
教
の
定
義

さ
て
、
京
教
法
研
究
の
対
象
た
る
宗
教
の
問
題
に
移
る
。
宗
教
法
を
取
り
扱
う
者
に
と
っ
て
、
宗
教
に
対
す
る
深
い
理
解
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ

で
も
な
い
。

そ
こ
で
こ
の
際
、
極
め
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
の
は
、
宗
教
法
研
究
に
際
し
て
、
宗
教
緋
究
者
の
宗
教
に
対
す
る
対
応
、
態
変

で
あ
る
。
宗
教
の
定
義
は
宗
教
学
者
の
数
だ
け
あ
る
と
か
言
わ
れ
る
が
、
問
問
題
は
単
純
に
定
義
の
問
題
で
は
な
い
。
宗
教
に
か
か
わ
る

問
題
が
宗
教
法
の
陪
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
と
き
の
宗
教
法
に
お
け
る
対
応
、
態
度
の
問
題
で
あ
る
の 
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具
体
的
問
例
で
述
べ
よ
う
c

「
宗
教
的
地
問
操
」
な
る
言
葉
が
あ
る
。
戦
欝
の
文
部
省
の
宗
教
教
育
に
か
か
わ
る
指
導
で
も
用
い
ら
れ
た

言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
行
教
育
纂
本
法
九
条
の
宗
教
条
項
の
草
案
で
も
ヱ
蒜
私
的
情
繰
の
詔
幾
は
、
教
育
上
こ
れ
を
議
捜
し
な
け

(4) 

れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

の
帝
函
議
会
で
も
、
昭
和
二
十

〈
一
九
四
六
年
)

八
丹
十
五
日
「
宗
教
的
靖
操
に
関
す
る
決
議
」
が
行
わ
れ
、
こ
の
語
葉
は
用
い
ら
れ
た
。

」
こ
で
教
育
基
本
法
に
お
い
て
「
宗
教
的
情
操
」
の

い
ら
れ
な
く
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
本
題
で
は
な
い
の
で
割
愛
す

る
が
、
こ
の
際
、
「
宗
教
的
惜
繰
」
に
つ
い
て
例
え
宗
教
学
会
や
教
育
学
会
で
ど
の
よ
う
な
定
義
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
教
育
基
本
法

草
案
お
よ
び
お
決
議
に
用
い
ら
れ
た
法
律
用
語
と
し
て
の
「
宗
教
的
清
操
」
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た
定
義
に
僚
接
に
拘

束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
科
学
の
な
か
の
社
会
科
学
た
る
宗
教
誌
の
街
究
者
と
し
て
「
宗
教
的
情
操
」
に
ど
う
対
誌
す
る
か
、
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
教
育
に
お
け
る
否
定
し
が
た
い
宗
教
教
育
の
意
義
そ
押
さ
え
、
宗
派
宗

教
に
基
づ
か
な
い

般
的
な
宗
教
教
育
と
宗
孫
宗
教
に
義
づ
く
宗
派
宗
教
教
育
の

い
を
明
ら
か
に
し
、
公
史
学
校
で
も

般
的
な
宗

教
教
育
が
可
能
な
よ
う
に
保
障
す
る
す
る
こ
と
で
あ
る
ο

人
間
に
と
っ
て
宗
教
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
、
事
物
の
本
質
、
性
鷲
に
応

と
た
法
研
究
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
問
題
に
際
し
て
た
え
ず
、
法
研
究
の
�
 的
(
社
会
科
学
部
川
究
の
目
的
)
は


何
か
と
い
う
権
認
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。


〉
信
教
の
自
由
、
儲
仰
の
自
由
が
基
本
的
人
権
中
の
基
本
的
人
権
と
な
る
理
由

E

そ
も
そ
も
宗
教
法
研
究
者
に
と
っ
て
、

の
自
由
、
信
仰
の
・
自
由
は
何
ゆ
え
に
、
基
本
的
人
権
出
?
の
恭
本
的
人
権
と
し
て
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
語
教
の
自
・
問
、
信
仰
の
自
由
は
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
基
本
的
人
権
中
の
暴
本
的
人
権
で
あ
る
の
か
。

人
間
は
、
肉
体
に
制
約
怒
れ
た
肉
体
的
存
在
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
肉
患
の
庖
先
に
あ
る
に
肉
片
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
、
�
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の

精
神
の
自
由
を
も
っ
た
精
神
的
存
夜
で
あ
る
。
こ
の
精
神
は
、
・
自
己
の
害
義
〈
精
神
の
存
在
)

少
な
く
と
も
、
時
間
的
に

は
有
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
有
線
を
越
え
よ
う
と
す
る
期
待
を
も
っ
て
自
覚
す
る
存
在
で
あ
る
。
自
覚
す
る
主
体
た
る
精
神

の
自
泡
そ
れ
じ
た
い
が
、
ほ
ん
ら
い
有
限
に
反
す
る
存
在
で
あ
る
。

般
の
動
物
は
、
そ
の
精
衿
的
能
力
が
銀
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、

つ
ま
り
そ
の
精
神
の
自
由
が
限
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
の

有
限
を
自
覚
す
る
知
的
、
感
情
的
能
力
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
飽
の
一
般
の
動
物
の
場
合
、
そ
の
有
限
な
る
存
在
へ
の
知
的
自
覚
、
感

情
的
自
覚
と
い
う
も
の
が
綴
則
的
的
に
は
な
い
。
し
か
し
人
跨
の
場
合
、
幼
廷
の
段
階
で
す
ら
、
自
弓
の
有
限
な
る
存
疲
そ
精
神
の
自
由

に
お
い
て
自
覚
す
る
。
有
設
と
自
由
と
の
対
立
が
起
こ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
に
、
人
関
の
場
合
、
幼
見
の
段
階
で
す
ら
、
宗
教
的
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

舘
教
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
の
根
源
は
、
ま
さ
に
こ
の
、
人
爵
は
普
滅
的
に
宗
教
的
存
夜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
こ
の
崩
発
点
を
正
し
く
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
語
、
宗
教
法
の
研
究
も
正
し
く
行
う
こ
と
は
で
き
、
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
思
懇
・
良
心
の
自
由
と
と
も
に
、
欝
教
の
自
由
、
信
部
の
自
訟
が
基
本
的
人
権
取
の
基
本
的
人
権
た
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
れ
が
人
間

の
精
神
的
自
由
を
蔀
提
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。

も
し
信
教
の
自
由
、
信
仰
の
自
白
が
、
単
に
宗
派
宗
教
の
信
仰
仰
の
自
由
で
あ
れ
ば
、
既
存
の
宗
派
議
教
の
な
か
に
は
、

も
の
が
多
々
あ
り
、
そ
し
て
反
社
会
的
な
も
の
も
多
々
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
を
何
ゆ
え
に
基
本
的
人
権
と
し
て
保
障
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
そ
の
保
擦
の
縦
拠
は
極
め
て
薄
弱
と
な
る
。

(
一
二
)
最
高
裁
判
事
に
見
る
宗
教
認
識
の
識
さ

こ
の
よ
う
に
宗
教
法
に
か
か
わ
る
者
は
宗
教
に
対
し
て
極
め
て
深
い
洞
察
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
現
実
に
は
必
ず 
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し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
、
最
高
裁
判
事
の
倒
で
見
て
お
さ
っ
。

す
べ
て
の
最
高
裁
判
事
が
と
讃
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
が
、
平
成
九
お
や
(
一
九
九
七
年
)
四
月
二
日
に
出
た
い
わ
ゆ
る
「
愛
読
悲

玉
虫
中
料
訴
訟
」

の
綴
高
裁
判
決
に
見
た
儲
別
意
見
に
は
、

っ
て
、
こ
れ
で
も
最
高
裁
判
事
な
の
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
笠
昆

が
堂
々
と
開
陳
さ
れ
て
い
た
。
綾
高
裁
判
事
と

、
社
会
的
に
は
知
性
の
最
高
水
準
に
あ
る
も
の
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
鰭
倒
的
意
見
を
見
る
と
、
法
曹
界
に
か
か
わ
る
経
歴
は
優
れ
て
い
て
も
、
知
性
の
深
ま
り
は
な
か
っ
た
と
設
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
、
振
り
返
っ
て
、
こ
の
最
高
裁
判
事
の
宗
教
に

の
浅
さ
は
、
け
っ
き
ょ
く
は
我
々
宗
教
法
研
究
者
の
宗
教
に
関
す
る
認

議
の
浅
さ
の
反
映
で
は
な
い
か
と
、
我
々
研
究
者
の
反
省
へ
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
園
都
逸
夫
判
事
の
意
見
で
あ
る
。
園
部
判
事
は
清
岡
林
社
へ
の
ま
率
料
が
漣
憲
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
鋳
国
神
社
は

3
7
、

「
他
の
宗
教
団
体
と
百
円
等
の
地
設
に
あ
る
宗
教
面
体
(
宗
教
法
人
)
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
施
設
は
宗
教
施
設
で
あ
る 

て
て
し

る
ο

現
在
、
靖
闘
神
社
が
宗
教
法
人
法
に
滋
づ
く
宗
教
法
人
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
国
家
が
病
認
神

社
を
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
宗
教
法
人
と
し
て
し
か
存
殺
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
、
他
の
宗
教
法
人
と
持
と
で
あ
る
と
寸
る
の
は
暴
論

で
あ
ろ
う
。
靖
雷
神
社
を
し
て
無
理
に
宗
教
法
人
に
開
閉
じ
込
め
て
お
い
て
、
他
の
宗
教
法
人
と
持
等
に
扱
う
と
い
う
の
で
は
、
最
高
裁

の
判
事
と
は
思
え
な
い
粗
雑
な
言
い
方
で
あ
る
。

次
に
述
べ
る
「
巨
的
効
果
甘
感
激
中
」

へ
の
批
判
と
も
識
な
る
が
、
宗
教
を
社
会
的
に
昆
た
場
合
、
策
教
的
儀
礼
な
る
も
の
が
あ
る
。


穏
で
は
た
し
か
に
宗
教
的
行
為
で
あ
る
が
、
他
面
で
は
個
々
の
宗
派
宗
教
を
越
え
た
社
会
的
儀
礼
と
し
て
の
京
教
持
為
で
あ
る
。
こ
れ


が
つ
ま
り
民
法
去
十
四
条
で
語
、
つ

で
あ
る
。
民
法
は
隠
民
の
私
的
佐
治
を
法
制
住
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、

一
十
四
条


で
湾
、
つ
「
祭
司
」
の
領
域
の
存
在
す
る
こ
と
を
開
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
民
法
上
で
は
公
設
法
人
と
し
て
祭
秘
に
関
す
る
法
人
を


設
立
す
る
こ
と
令
可
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
今
日
の
我
が
協
の
宗
教
法
制
約
で
は
、
こ
の
「
祭
記
」
に
関
す
る
会
話
法
人
設
立
の
制
制
度


と、、

¥ 
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が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
す
べ
て
一
律
に
宗
教
法
人
で
く
く
っ
て
い
る
。
宗
教
の
意
義
を
考
え
、
宗
教
を
広
く
深
く
考
え
た
と

き
、
宗
教
的
団
体
な
る
も
の
が
、
こ
の
宗
教
法
人
法
で
一
律
に
律
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
で
適
正
な
る
宗
教
法
制
で
あ
る
と
三
早
え
る
か
ど
う

か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
祭
杷
」
は
他
国
で
は
宗
教
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
憲
法
二
十
条
の
政
教
分
離
の
規
定
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
な
か
で
も
、
現
行
の
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
宗
教
法
人
で
さ
し
っ
か
え
な
い
も
の
と
、
「
祭
杷
」
を
主
と
す
る
団
体
と
を
相

対
的
に
区
別
す
る
必
要
が
憲
法
学
的
に
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
か
な
り
性
格
の
異
な
る
宗
教
の
社
会
的
存
在
に
対
し
て
別
々
に
取
り
扱

う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
宗
教
的
存
在
た
る
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会
の
、
宗
教
に
対
す
る
細
か
な
配
慮
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
最
高
裁
判
決
の
個
別
意
見
で
さ
ら
に
驚
い
た
の
は
、
高
橋
久
子
判
事
の
個
別
意
見
で
あ
る
。
堂
々
と
、
憲
法
に
言
、
つ
政
教
分
離

(5)

に
つ
い
て
「
国
家
と
宗
教
の
完
全
な
分
離
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
政
教
分
離
に
関
す
る
研
究
論
文
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い

の
か
。
パ
ー
セ
ン
ト
の
う
え
で
は
と
も
か
く
、
数
の
う
え
で
は
お
び
た
だ
し
い
政
教
分
離
の
研
究
論
文
が
、
国
家
と
宗
教
の
完
全
分
離

は
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
無
理
に
完
全
分
離
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
社
会
主
義
国
家
の
宗
教
政
策
と
同
じ
に
な
っ

て
、
宗
教
弾
圧
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
宗
教
の
自
由
を
、
精
神
的
自
由
に
基
づ
く
基
本
的
人
権
と
す
る
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
、
完
全

な
政
教
分
離
は
意
味
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
論
文
は
無
数
に
あ
る
。
最
高
裁
の
判
事
と
し
て
こ
の
よ
う
な
論
文
を
読
ん
で
い
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
に
対
す
る
謙
虚
さ
が
な
く
、
最
高
裁
の
判
事
と
し
て
の
知
的
誠
実
さ
に
お
い
て
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
高
橋
久
子
判
事
の
個
別
意
見
で
は
、
正
解
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
別
に
述
べ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
目
的
・
効
果
基
準
」

を
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
個
別
意
見
要
旨
」
か
ら
直
接
に
引
用
し
て
お
こ
う
。
�
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詩
的
・
効
樹
木
蒸
準
は
稼
め
て
媛
味
な
明
篠
性
を
欠
く
基
準
で
あ
る
。
刊
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
」
と
は
都
内
か
、
「
相
当
と
さ
れ
る
夜

と
い
う
の
は
ど
の
程
度
を
指
す
の
か
、
諸
般
の
事
情
と
し
て
何
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

右
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
判
決
が
、
閉
じ
事
実
を
器
定
し
な
が
ら
結
論
を
異
に
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
し
、
本
判
決
に
お
い
て

も
、
多
数
意
見
と
一
反
対
意
見
と
で
は
、
全
く
反
対
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。

「
目
的
・
効
果
基
準
」
は
ア
メ
リ
カ
の
戦
艇
を
応
用
し
て
呂
本
で
は
昭
和
五
十
二
年
(
一
九
七
七
年
)
、
津
市
地
鎮
祭
の
最
高
裁
判
持

決
で
初
め
て
用
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
基
準
で
言
え
ば
、
た
し
か
に
高
橋
判
事
の
言
う
よ
う
に
「
相
当
と
さ
れ
る
限
震
」
と
い

う
の
が
ど
の
程
度
を
指
す
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
社
会
に
お
け
る
宗
教
が
お
お
よ
そ
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
で
一
元
化
し
て
い

る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
宗
採
宗
教
と
祭
認
の
豆
分
が
不
明
瞭
で
、
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
不
明
瞭
な
吋
目
的
・
効
果
慕
準
」
で
も
適
用
せ

E

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、 

本
の
よ
う
に
宗
教
が
お
お
ま
か
に
は
神
道
と
仏
教
に
分
か
れ
、
議
騒
信
仰
が
一
般
化
し
て
い

る
社
会
で
は
、
宗
派
宗
教
と
は
到
に
「
祭
詑
」
が
却
相
対
的
に
区
分
さ
れ
て
い
る
社
会
で
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
殴
昧
な
「
目
的
・

効
果
基
準
」
を
用
い
る
必
要
は
な
い 
c

そ
れ
よ
り
「
祭
淀
」
の
部
分
が
よ
り
相
対
的
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

の
領
域
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
に
豆
分
し
て
、
政
教
分
離
の
原
射
を
通
期
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

宗
教
法
に
お
け
る
「
天
皇
制
」
の
問
問
題

(
一
)
「
天
皇
制
」
に
触
れ
な
い
の
は
社
会
科
学
者
と
し
て
議
案
な
夜
り
方
で
は
な
い

い
よ
い
よ
吋
天
皇
制
い
の
陣
認
を
論
じ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
き
た
。

吋
は
じ
め
に
」
で
示
し
た
と
こ
ろ
の
、
十
卒
論
発
表
の
契
機
と
な
っ

の
、
制
執
の
本
刊
日
本
の
神
道
・
仏
教
と
政
教
分
離
同 
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に
対
す
る
審
評
で
、
次
の
よ
う
に
私
の
論
を
批
判
さ
れ
た
な
ハ
一 

六
三
頁
)
。

著
者
が
自
ら
、
人
間
は
本
来
宗
教
的
存
在
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
こ
と
か

、
た
と
え
日
本
の
特
殊
性
が
あ
る
に
し
て
も
、

リ
ン
ク
さ
せ
な
い
絞
り
、
日
本
の
宗
教
の
問
題
は
語
れ
な
い
と
い
う
の
は
遺
言
で
は
な
い
か
。
確
か
に
夫
議
制
と
政
接
し
て

い
る
宗
教
形
襲
が
存
私
す
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
問
題
」
が
有
無
を
い
わ
せ
ず
天
皇
制
と

結
合
す
る
と
い

、
イ
デ
オ
ロ
、
中 
i
約
一
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
教
に
つ
い
て
は
も
っ
と
関
か
れ
た
議
論
を
し
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
指
織
は
た
し
か
に
一
理
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
社
会
の
な
か
に

を
高
一
接
に
は
意
識
し
な
い
宗
教
現
象
は
い
く

ら
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
持
ち
出
し
て
論
じ
る
と
き
、
「
天
患
制
」
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
必
要
は
毛
頭
な
い
で
は
な
い
か
、
と
の

川
村
氏
の
指
摘
は
た
し
か
に
当
た
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

を
持
ち
出
す
必
授
の
な
い
我
が
匿
の
宗
教
法
研
究
が
あ
り
う

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

i

し
か
し

の
問
題
を
本
義
に
取
り
扱
っ
た
と
き
、

一
見
「
天
皇
制
」
と
は
関
係
な
い
そ
の
宗
教
現
象
も
、
そ
れ
は

制
」
岡
田
家
に
よ
っ
て
存
在
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

一
見
、
岡
家
の
保
障
と
は
関
係
な
く
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

も
の
も
、
隣
家
が
崩
壊
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
存
立
し
な
く
な
る
も
の
は
慨
を
あ
、
げ
る
ま
で
も
な
く
、

い
く
ら
で
も
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も

関
家
の
崩
壊
に
よ
っ

そ
の
存
在
の
形
態
が
馨
し
く
変
わ
っ
て
く
る
も
の
は
い
く
ら
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
呂
本

の
宗
教
法
の
問
題
で
最
大
の
問
問
題
は
、
ぞ
れ
じ
た
い
が
宗
教
的
側
捕
を
も
っ
「
天
皇
制
約
い
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
物
体

の
存
在
は
空
間
判
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
や
巾
な
る
前
提
で
あ
る
た
め
、
物
体
の
存
夜
を
考
え
る
と
き
、
い
ち
い

聞
の
存
在
を
前
建
に
豊
か
な
い
の
と
似
て
い
る
。

し
か
る
に
、
宗
教
法
を
専
門
に
研
究
す
る
本
学
会
に
お
い
て
も

を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
発
表
が
い
ま
だ
な
い
と 
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う
い
う
現
実
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ぞ
れ
は
け
っ
き
ょ
く
は
宗
教
法
街
究
者
が
社
会
に
必
要
な
「
器
識
」
令
提
供
し
て
い
な
い
、

つ
ま
り
は
社
会
に
必
要
な
研
究
を
し
て
い
な
い
と
い
う
怠
慢
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
研
究
が
研
究
者
の
生
活
の
た
め

と
い
う
研
究
者
の
側
の
都
合
だ
け
に
よ
る
研
究
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
ゆ
し
開
き
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

川
村
氏
の
「
天
皇
制
と
リ
ン
ク
ぢ
せ
な
い
限
り
、
日
み
の
宗
教
問
問
題
は
語
れ
な
い
と
い
う
の
は
過
誌
で
は
な
い
か
」
と
い
、
勺
鶏
摘
は
、

確
か
に
一
面
で
真
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
国
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

〉
政
教
分
離
の
原
則
黙
に
関
寸
る
、
よ
り
広
い
範
隣
の
対
象
で
矛
盾
の
な
く
説
明
で
き
る
こ
と

宗
教
法
研
究
に
お
い
て
、
見
解
が
分
か
れ
た
と
き
、
ど
ち
ら
が
優
れ
た
見
解
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
が
よ
り
広
い
対
象
に

お
い
て
矛
属
な
く
説
明
で
き
る
か
に
お
い
て
優
劣
が
決
ま
る
と
述
べ
た
が
、
今
呂
、
日
本
の
宗
教
法
需
患
で
「
政
教
分
離
」
の
問
題
は

と
の
か
ら
み
で
最
大
で
、
日
本
の
京
教
法
の
開
題
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
問
題
か
ら
出
て
い
る
と
言
つ

先
に
絡
介
し
た
よ
う
に
、
議
高
裁
の
高
橋
久
子
判
事
は
、
政
教
分
離
の
原
則
に
対
し
て
平
然
と
「
岡
家
と
宗
教
の
完
全
な
分
離
を
意

味
す
る
」
と
述
べ

し
か
ら
ば
次
の
よ
う
な
問
題
は
ど
う
な
る
の
か
。
も
し
高
橋
判
挙
の
担
問
、
つ
よ
う
に
、
現
行
憲
法
二
十
条
の
政
教
分
離
の
原
射
を
厳
格

に
鴻
期
す
れ
ば
、
憲
法
八
十
九
条
の
公
の
財
産
の
用
途
制
制
限
の
規
定
と
椋
候
っ
て
、
宗
教
系
の
私
立
学
校
へ
の
関
、
地
方
公
共
団
体
か

ら
の
祷
助
金
は
違
憲
と
な
る
。

ま
た
、
政
教
分
離
の
原
則
則
の
厳
格
適
用
の
主
張
は
、
例
え
ば
京
都
の
祇
園
祭
、
東
京
浅
草
の
二
一
社
祭
な
ど
、
全
国
各
地
で
行
わ
れ
る

地
媛
の
神
社
を
や
心
と
し
た
祭
典
が
公
選
で
行
わ
れ
る
の
を
違
憲
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
全
国
で
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
て
い
る
祭
典
は
不
可
能
に
な
る
で
は
な
い
か
。
逆
の
場
合
も
あ
る
。
富
士
山
の
山
頂
は
、
宗
教
法
人
浅
間
神
社
の
聖
一
地
で
あ
る
。

し、。
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だ
と
す
れ
ば
、
私
的
法
人
た
る
浅
間
神
社
は
、

一
般
の
人
の
立
ち
入
り
を
禁
止
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

考
え
て
み
る
と
よ
い
。

十
条
の
規
定
の

の
話
的
は
、
信
教
の
協
閥
、
~
信
仰
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。

宗
教
を
弾
圧
す
る
た
め
の
規
定
で
は
な
い
。
本
貿
は
友
好
的
分
離
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ニ
の
規
定
の
適
用
は
、
信
教
の
自

由
、
信
仰
の
自
由
が
も
っ
と
も
瀬
調
に
保
描
博
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ぞ
れ
以
上
の
厳
格
な
適
用
は
、
信

mw

教
の
自
由
、

の
自
由
を
抑
圧
し
、
や
が
て
は
か
つ
て
の
社
会
主
義
国
の
宗
教
政
策
の
よ
う
に
、
宗
教
令
弾
圧
す
る
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。

宗
教
は
宗
教
文
北
と
し
て
授
受
的
側
面
を
も
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
側
語
を
十
分
に
尊
重
す
る
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
聞
の
本
来
の
宗
教
心
、
戸
信
教
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
は
共
柊
的
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
、
政
教
分
離
を
緩
や
か
に
適
用
し
た
と
き
、
も
っ
と
も
利
す
る
の
は
神
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
言
う
の
も
、

神
道
は
他
の
宗
派
宗
教
と
辻
べ
て
開
明
確
な
教
義
は
な
く
「
然
明
記
」
の
側
面
を
濃
厚
に
も
つ
宗
教
で
あ
り
、
政
教
分
離
を
緩
や
か
に
適
用

す
る
と
、
こ
の
社
会
儀
礼
の
よ
う
な
宗
教
が
存
殺
し
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る 

そ
し
て
神
道
は
「
天
皇
制
料
〕

て
い
る 

そ

こ
で
政
教
分
離
を
厳
し
く
通
用
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
、
情
熱
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
大
局
的
に
は
社
会
か
ら

G

宗
教
を
排
除
し
、

信
教
の
自
治
、
僑
僻
の
自
由
に
試
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
明
ら
か
に
反


宗
教
的
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。


と
す
れ
ば
、

の
宗
教
法
を
考
え
る
と
き
「
天
皇
制
約
」
の
問
題
を
外
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
よ
く


分
か
る
。


〈
…
一
平
「
天
皇
制
」
は
お
本
の
歴
史 

発
展
に
設
献
し
た
こ
と 

G
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の
宗
教
法
と
か
か
わ
っ
て
、

に
関
す
る
大
局
観
と
し
て
、
ま
ず
「
天
皇
制
」
が
日
本
の
歴
史
の
発
展
に
寅
献
し
た
こ
と
を

明
絡
に
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
社
会
科
学
者
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
�
 パ
!
は
、

ヨ
�
 

i

i
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
イ
ズ
ム
が
資
本
主
義
の
発
展
に
玄
献
し
た
こ
と
を
実
証
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
そ
の
ウ
ェ
�
 パ
!
が
才
一
小
教
社
会
学
論
集
』

l

i

(8)

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ロ
ッ
パ
の
文
北
世
界
に
生
を
享
け
た
者
が
普
選
的
な
間
諜
を
取
り
扱
う
場
合
、
彼
は
必
然
的
に
、
次
の
よ
う
な
問
題
の
立

て
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
事
情
の
連
鎖
が
存
寂
し
た
た
め
に
、
他
な
ら
ぬ
西
洋
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
そ
こ

に
お
い
て
の
み
、
普
通
的
な
意
義
と
妥
当
牲
を
も
つ
よ
う
な
発
展
的
傾
向
令
と
る
文
化
現
象
が
姿
を
表
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

五
世
紀
、
六
世
紀
、
日
本
に
大
和
朝
廷
が
誕
生
し
た
こ
ろ
、
臼
本
に
は
文
字
も
な
か
っ
た
。

の
巨
大
な
文
明
閥
、
中
間
か
ら
す

ベ
て
学
、
び
日
本
と
い
う
臨
家
を
建
閲
し
た
。
そ
の
よ
う
に
護
れ
て
出
発
し
な
が
ら
も
、
十
九
世
紀
中
葉
の
江
戸
幕
末
、
日
本
自
民
の

字
率
は
ア
ジ
ア
で
裁
を
越
え
て
高
く
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
十
分
に
倍
し
て
い
た
。
そ
し
て
唯
一
、
欧
米
諸
患
と
伍
し
て
文
明
痛
北

を
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
「
天
象
制
」
の
意
義
を
を
定
す
る
人
た
ち
に
替
え
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
五
世
紀
、
六
世
紀
に
は
文
字
も
知
ら
な
か
っ
た
日

本
国
民
が
、
そ
し
て
お
本
国
誌
の
み
が
、
十
九
世
紀
中
葉
に
、
ど
う
し
て
散
米
諸
問
測
の
ア
ジ
ア
へ
の
侵
食
に
対
抗
し
え
た
の
か
。
そ
の

合
理
的
理
由
を
「
天
象
制
約
」
以
外
に
指
摘
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
立
本
は
地
政
学
的
に
、
中
間
関
と
い
う
途
方
も
な
い
限
大
な
文
明
間

の
傍
ら
で
、
韓
関
ほ
ど
に
は
近
か
ら
ず
、

ハ
ワ
イ
ほ
ど
に
は
速
か
ら
ず
、
中
国
に
恐
れ
は
抱
き
な
が
ら
も
、
直
接
に
侵
略
を
受
け
る
ほ

ど
大
き
な
叩
恐
怖
は
な
く
、
た
め
に
豆
大
な
惣
留
を
意
識
し
な
が
ら
、
罰
家
を
自
主
的
に
運
営
し
え
た
。
中
閣
に
対
す
る
国
家
意
織
と
、

直
接
に
は
侵
略
の
な
い
関
係
の
な
か
で
、
国
家
を
自
主
的
に
運
営
し
え
た
。
そ
の
決
定
的
成
果
が

の
な
い
「
天
皇
制
」
で
あ
�
 

近
代
ヨ

か
、
と
。
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ぶ
・
は
明
ら
か

形
成
の
な
か
に
、
ウ
ザ
ム 

パ 

の
一
言
、
っ
「
事
情
の
達
鎮
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
「
事
情
の
連
鎖
」
が
「
天
皇

i

i

g

制
い
に
絞
殺
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
「
天
皇
制
」
に
は
、
中
富
を
含
む
東
ア
ジ
ア
で
は
、
持
十
年
か
、
何
百
年
か
に

関、

文
化
の
大
破
壊
を
引
引
き
起
こ
す
「
易
姓
革
命
」
に
対
抗
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
天
皇
制
約
い
の
対
立
概
念
は

命
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
天
皇
制
例
」
は
疲
史
の
進
展
に
お
い
て
文
化
の
破
壊
を
最
小
限
に
す
る

証
し
の
意
味
が
あ
り
、
そ
の
最
た
る
証
拠
が
、
は
か
な
ら
ぬ
日
本
の
京
教
文
化
で
あ
る
。
日
本
に
仏
教
を
訟
え
、
仏
教
文
化
の
先
輩
で

あ
っ
た
、
中
間
関
、

大
ま
か
に
は
仏
教
文
化
令
檎
て
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
日
本
は
大
和
朝
廷
の
も
と
、
い
っ
た
ん
取
り
入

れ
た
仏
教
は
、
こ
れ
を
破
壊
せ
ず
、
む
し
ろ
深
詑
さ
せ
て
今
日
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
四
)
戦
争
認
識
の
需
題

が
、
不
幸
に
し
て
、
今
日
の
日
本
の
「
天
皇
制
約
い
を
考
え
、
宗
教
法
の
問
題
で
あ
る
政
教
分
離
の
問
題
マ
、

致
で
き
な
い
原
滋
と
し
て
、
こ
の
前
の
戦
争
に
か
か
わ
る
深
刻
な
対
立
が
あ
る
。

こ
の
前
の
日
米
戦
争
は
避
け
ら
れ
た
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
お
り
、
勝
て
な
い
戦
争
に
日
本
の
側
か
ら
自
ら
入
り
、


日
本
の
股
史
の
な
か
で
は
中
東
曾
有
の
災
用
を
悶
民
が
被
っ
た
、
そ
し
て
対
外
的
に
も
多
大
な
災
厄
を
も
た
ら
し
た
こ
の 

米
戦
争
、
お


よ
び
そ
れ
を
含
め
た 

中
戦
争
に
お
い
て
「
天
皇
制
制
」
が
必
ず
し
も
適
正
に
機
能
し
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
。


が
、
し
か
し
、
合
わ
せ
て
開
時
に
、
当
時
の
人
た
ち
が
、
当
時
の
時
点
に
立
っ
て
戦
争
を
せ
、
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
締
ら
か
の

が
あ
り
、
そ
の
理
由
は
堂
々
と
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
仰
の
理
由
も
必
然
性
も
な
い
と
こ
ろ

に
、
日
本
側
が

E

方
的
に
侵
略
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
と
い

っ
て
い
る
と
患
っ
て
い
る
。
日
米
掲
載
の
襟
、
日

て
い
た
。
約
六
年
の
日
本
お
鎮
の
寅
伎
を
終
え
て
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
た
マ
ッ
カ 
i
サ 

は、
i
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n 

nu E

年
、
上
長
議
院
で
「
日
本
は
安
全
保
隙
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
」
い
た
と
述
懐
し
た
。
約
六
年
の
日
本
占
領
を
通
じ
て
、
日
本
の
戦

〈

7〉

争
に
入
る
状
況
を
熟
知
し
て
、 

E
十
棋
は
生
帯
を
脅
か
さ
れ
て
い
た
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
野
本
に
解
放
の
使
命
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
歌
米
の
椴
民
地
に
な
っ
て
久
し
く
あ
え
い
で
い
た
ア
ジ
ア
諮
問
出
が
拙
立
の
き
っ
か
け
を
つ
か
も
う
と
し
て
い

た
時
機
と
震
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
明
ら
か
に
そ
の
拙
立
を
促
進
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

問
題
は
、
今
日
の
日
本
で
、
日
本
に
も
そ
の
と
き
戦
争
を
す
る
理
由
が
あ
っ
た
と
、
な
ぜ
語
家
的
に
一
一
首
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
恋
出
を
な
ぜ
明
示
す
る

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

患
か
な
戦
争
で
は
あ
っ
た
し
、
避
け
ら
れ
る
戦
争
で
も
あ
っ
た
が
、
戦
争
を
す
る
理
由
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
凝
夜
の
日
本
で
は
、
こ
の
と
き
の
戦
争
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

の
理
由
を
間
憎
ん
象
的
に
一
一
一
一
口
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な

ぜ
か
。こ

れ
は
、
私
が
昨
年
十
一
月
出
版
し
た
吋
杉
原
千
畝
と
日
本
の
外
務
省
』

で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
外
務


害
は
こ
の
避
け
う
る 

米
関
戦
に
つ
い
て
、
そ
の
無
能
と
失
態
の
た
め
に
阻
止
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
戦
争
素
任
を
、

に
よ
っ
て


ふ
み
、

箪
部
以
上
に
も
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
段
戦
と
な
る
や
、

ワ
シ
ン
ト
ン
の
日
本
大
使
鎮
の
怠
慢
に
よ
っ
て
宣
戦


布
告
が
遅
れ
、
た
め
に
真
珠
湾
攻
撃
が
「
縦
し
討
ち
」
と
な
り
、
日
米
戦
争
が
必
要
以
上
に
凄
惨
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
失
態
に
つ


い
て
も
、
そ
れ
は
東
燦
英
機
が
し
た
と
昭
和
天
皇
に
嘘
の
報
告
を
し
、
占
領
解
除
前
後
に
は
、
こ
の
失
態
の
直
接
の
素
任
者
二
名
令
外


務
次
宮
に
就
任
さ
せ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
占
領
謡
の
外
務
ル
憾
の
中
板
を
占
め
て
い
た
の
は
、
か
つ


祖
す
る
か
、
ま
た
は 

米
関
裁
と
い
う
最
悪
の
外
交
の
失
敗
に
も
っ
と
も
質
住
を
有
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
争
責
任
を


せ
っ
せ
と
軍
部
に
押
し
付
け
な
が
ら
、
そ
の
中
枢
に
残
っ
た
の
は
も
っ
と
も
戦
争
責
任
令
有
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。


外
に
向
か
っ
て
、
日
本
は
な
ぜ
そ
の
と
き
戦
争
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
っ
た
か
を
語
ら
な
け
れ
ぜ
な
ら
な
い
外
務
省
が
、
自
己
の 力日
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戦
争
素
任
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
語
れ
る
は
ず
は
な
い
。
現
在
の 

本
岡
民
は
、
こ
う
し
て
外
務
省
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

ん
だ
替
錯
空
間
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

過
去
を
正
し
く
知
る
こ
と
は
、
社
会
科
学
者
の
一
つ
の
大
き
な
使
命
で
あ
る
。
過
去
を
正
し
く
知
ら
な
い
で
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を

運
営
寸
る
た
め
の
、
正
し
い
「
認
識
」
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
方
の
社
会
科
学
者
が
社
会
科
学
を
研
究
す
る
と
き
、
陰
に

揚
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
過
去
の
「
認
識
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ま
ち
が
っ
て
い
て
は
社
会
科
学
者
と
し
て
の
使
命
を
糸
た
す

}
と
は
で
き
な
い
。
家
教
法
を
め
ぐ
る

の
問
題
に
、
戦
争
認
識
の
問
題
を
も
ち
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
ん
マ
あ
る
。

z

(
五
)
「
重
層
信
仰
」
に
つ
い
て

先
に
示
し
た
川
村
党
昭
氏
の
、
私
の
本
「
臼
本
の
神
滋
・
仏
教
と
政
教
分
離
|
そ
し
て
宗
教
教
育
」
に
対
す
る
書
評
の
な
か
ぞ
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
(

。
五
貰
)
。

著
者
が
従
来
の
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
き
h
J二
元
的
な
焼
教
信
仰
形
惑
か
ら
兇
る
と
、
前
近
弐
的
な
宗
教

B

形
態
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
重
層
欝
仰
合
、
高
度
に
発
浅
し
た
現
弐
社
会
の
宗
教
的
寛
容
の
態
境
の
形
成
に
叢
接
す
る
穣
犠

的
な
宗
教
形
態
と
見
る
卓
見
は
、
高
く
評
鑓
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
凄
惨
な
宗
教
戦
争
を
念
頭
に
置
い
て
の
川
村
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
を
、
人
閉
め
精
神
の
自
由
に
か

か
わ
る
最
も
尊
厳
な
も
の
と
の
理
解
か
ら
出
発
す
る
と
き
、
極
め
て
重
要
な
指
織
と
替
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
精
神
の
白
由
の
、
有
限
な

8
2
の
存
在
と
の
絶
対
矛
盾
を
示
す
、
入
閣
の
宗
教
的
存
住
の
立
場
か
ら
は
、
原

理
的
に
一
育
っ
て
、
精
神
の
自
由
に
慈
づ
く
宗
教
的
解
決
は
、

一
、
画
一
な
解
答
に
た
ど
り
着
く
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
課
求
ゆ
え
に
、
他
方
で
一
一 
口
う
べ
き
は
、
有
限
な
世
界
の
合
現
性
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と 
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で
あ
る
。
絶
対
矛
震
に
対
す
る
京
教
的
解
決
は
、
現
実
の
有
限
を
越
え
て
成
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
つ

て
、
そ
の
単
一
、
蘭

で
は
な
い
宗
教
的
解
務
を
も
っ
て
偲
々
の
人
聞
が
現
実
を
勝
手
に
切
り
刻
ん
で
い
く
こ
と
は
許
怠
れ
な
い
。
も

し
そ
の
宗
教
的
解
務
に
基
づ
い
て
現
実
を
切
り
裂
ん
で
い
け
ば
、
現
実
の
合
理
性
の
伎
界
は
破
壊
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
が
宗
教
生
活
を
す
る
と
き
、
唯
一
求
め
ら
れ
る
共
通
の
格
家
は
、
現
災
世
界
(
世
俗
)
の
合
理
性
を
現
実
の
合
理
教
と
し
て
尊

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
殺
俗
の
平
和
は
破
壊
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
漆
く
宗
教
的
生
活
を
し
な
が
ら
、
飽
方
で
は
現
実
の
合
潔
性
を
侵
さ
な
い
生
活
態
設
と
い
う
も
の
は
、
一
抑
制
仰

と
い
う
宗
教
義
活
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
答
れ
る
の
か
。

そ
の
歴
史
的
、
経
験
的
に
結
論
さ
れ
る
最
た
る
方
法
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
「
重
層
信
仰
い
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
少
な
く
と
も

「
接
す
る
」
と
い
う
殺
護
で
は
、
多
数
の
宗
派
宗
教
に
譲
し
な
が
ら
宗
教
生
活
を
し
て
い
る
。
今
日
の
文
明
技
会
で
は
、
大
な
り
小
な

り
「
重
潜
信
仰
」
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
の
宗
派
宗
教
に
の
み
の
め
り
込
み
、
他
の
宗
派
宗
教
に
ま
っ
た
く
援
し
な
い

マ
生
活
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
死
者
儀
礼
、
婚
姻
儀
礼
な
ど
他
の
宗
派
宗
教
の
儀
礼
に
か
か
わ
ら
な
い

」
と
は
事

実
上
不
可
能
で
あ
る
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
「
重
層
信
仰
」
を
強
い
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
現
代
の
よ
う
な
高
度
な
社
会
で
は
、
他
の
宗
派
宗
教
に
接
触
し
な
が
ら
自
三
の
宗
派
宗
教
の
議
仰
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
偶
人
は
自
三
の
信
仰
に
合
理
性
の
光
を
照
射
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
合
理
性

を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
非
合
理
な
信
仰
生
活
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
。
と
言
う
よ
う
な
わ
け
で
、
「
重
層
信
仰
い
な
る
も
の
は
、
現
代
の

高
度
な
文
明
社
会
に
お
け
る
宗
教
生
活
で
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
川
村
氏
の
右
の
指
摘
は
、
こ
の
こ
と
令
前
識
に
、

発
表
者
杉
原
の
「
重
層
信
仰
」
の
意
義
に
同
意
し
て
い
る
の
だ
。

そ
こ
で
宮
本
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て

が
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
夫
泉
観
」
に
暴
づ 
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く
仏
教
の
取
り
入
れ
で
あ
る
。

尽
本
の
仏
教
は
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
神
道
の
祭
主
た
る
天
皇
が
、
議
磁
的
に
中
間
、
韓
顕
か
ら
取
り
入
れ
た
・
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
な
か
で
も
人
爵
個
人
と
し
て
仏
教
を
学
ぶ
の
に
熱
心
で
あ
っ
た
票
徳
太
子
は
、
天
皇
を
助
け
る
摂
政
と
し
て
、
こ
の
仏
教
導

入
の
事
業
令
積
極
的
に
推
進
し
た
。
そ
し
て
大
和
朝
廷
は
、
奈
由
民
、
一
平
安
時
代
、
僧
但
令
岡
家
公
務
畏
と
し
て
仏
教
を
研
究
さ
せ
、
臼

本
に
仏
教
を
中
弘
め
る
基
礎
を
築
い
た
。

こ
う
し
て
日
本
は
仏
教
酉
に
な
っ
た
が
、
神
道
の
祭
主
た
る
夫
陶
器
が
仏
教
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
が
い
く
ら
広
ま
っ

て
も
神
道
が
滅
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
神
道
も
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
し
、
仏
教
は
神
道
の
議

教
義
紘
の
う
え
に
神
道
と
調
和
し
な
が
ら
哲
学
的
宗
教
と
し
て
、
日
本
割
民
に
葉
大
な
貢
献
を
し
て
詰
ま
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
神
道
と
仏
教
の
関
係
、
そ
し
て

に
基
づ
く
議
か
な
宗
教
生
活
は
、
法
く
は
「
天
皇
制
」
に
基
づ
く
宗
教

生
活
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
必
繋
が
あ
る
。

一
宗
派
宗
教
が
偶
人
を
過
剰
に
支
配
し
、
個
人
を
し
て
非
合
理
的
な
行
動
に
走
ら
せ
る

側
内
が
、
キ
リ
ス
ト
教
扇
よ
り
少
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
宗
教
戦
争
が
少
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

(
六
)
神
道
と
仏
教
の
協
力


我
が
匿
の
京
教
は
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
展
簡
を
し
た
の
か
。
こ
れ
も
宗
教
法
に
か
か
わ
る
重
婆
な
歴
史
認
識
で
あ
る
。
そ
の
大
関


を
よ
く
押
さ
え
、

つ
て
は
な
ら
な
い
。


ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
機
関
と
比
較
す
る
と
ど
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
は
極
め
て
優
れ
た
宗
教
で
あ
る
が
、

出
閉
;
文


ゐ
ふ
9
ゐ
完
縛 

」

し
て
の
教
義
の
も
と
、
凄
惨
な
宗
教
戦
争
会
繰
り
広
げ
た
こ
と
は
読
で
も
知
っ
て
い
る
。

中
間
で
は
ど
う
か
。
日
本
に
仏
教
令
奨
め
た
驚
の
王
朝
で
す
ら
末
期
に
は
、
仏
教
を
弾
一
ほ
し
、
仏
像
を
鋳
演
し
、
貨
幣
に
し
た
り
し

4
2
F

j
H
-

203-



宗教法第19号(2むむの

E

た
。
そ
し
て
王
朝
は
頻
繁
に
交
替
す
る
。
交
替
し
た
王
朝
は
必
ず
し
も
先
王
朝
の
大
切
に
し
た
弘
教
を
大
切
に
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

人
民
令
盗
意
的
に
支
配
す
る
こ
と
を
原
理
と
す
る
「
易
姓
事
命
」
の
理
論
に
基
づ
く
中
層
の
王
朝
は
先
王
朝
の
大
切
に
し
た
宗
教
を
平

気
で
破
壊
、
追
放
す
る
こ
と
が
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。
こ
ろ
し
て
仏
教
は
中
間
で
長
く
存
続
す
る
こ
と
は
で
・
え
切
な
か
っ
た
。
現
在
の
中

間
で
断
片
的
に
は
仏
教
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
仏
教
は
滅
、
び
、
中
罷
は
仏
教
固
と
は
一
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

隣
国
、
穂
留
は
ど
う
か
。
穂
留
は
中
国
ほ
ど
に
は
綴
繁
に
王
朝
は
交
替
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
中
間
に
あ
ま
り
に
接
近
し
た
位
離
に

あ
る
韓
閣
は
、
・
中
間
の
「
易
姓
革
命
」
の
理
論
に
関
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
部
氏
を
恋
意
的
に
統
治
す
る
度
合
い
が
日

本
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
高
か
っ
た
の
だ
。

一
四
世
紀
末
成
立
し
た
李
斡
は
、
前
の
高
襲
王
朝
の
家
臣
が
建
て
た
支
朝
で
あ
る
が
、
中

国
に
倣
い
、
官
同
議
王
朝
の
大
切
に
し
た
仏
教
を
激
し
く
弾
…
比
し
た
。
百
本
に
仏
教
を
熱
心
に
奨
め
、
多
く
の
僧
侶
を
日
本
に
滋
っ
た
隷

国
で
あ
り
な
が
ら
、
李
朝
の
蝉
在
の
た
め
に
仏
教
は
衰
微
し
、
現
在
、
必
ず
し
も
篤
い
仏
教
掴
と
は
謡
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

中
出
、 

本
の
う
ち
、
野
本
の
み
、

度
取
り
入
れ
た
仏
教
を
継
続
し
て
大
切
に
し
、
い
ま
な
お
金
諮
各
地
に
仏
教
伽
藍
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
仏
教
関
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
大
き
な
仏
教
弾
一
注
の
副
総
史
も
な
く
、

度
建
て
ら
れ
た
寺
は
、
そ
う
め
っ
た
に
は
壊
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
は
な
く
現
在
に
続
い
て
い
る
。
政
治
権
力
の
実
繋
的
保
持
者
で
あ


る
幕
府
が
交
替
し
、
実
質
的
な
政
治
権
力
の
交
替
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
大
和
鞘
鶏
の
権
威
の
も
と
で
の
交
替
で
あ
る
か
ら
、
大
和
朝


廷
が
熱
心
に
導
入
し
、
育
て
た
仏
教
を
大
々
的
に
弾
圧
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。


こ
う
し
て
神
道
と
仏
教
は
協
力
期
関
係
を
も
っ
て
発
展
し
、
間
誌
の
宗
教
心
を
よ
く
満
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
離
間
遜
的
に
宗

教
的
で
あ
る
と
誓
う
と
き
、
こ
の
神
道
と
仏
教
の
協
力
的
な
歴
史
巌
関
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
仏
教
関
係
者
は
こ
の
こ
と
令

十
分
に
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。
新
た
に
二
十

世
紀
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
野
本
の
仏
教
は
神
道
と
と
も
に
協
力
関
係
に
あ
っ
て
そ
の

金
命
力
を
傑
ち
う
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。 
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も
ち
ろ
ん
、
近
代
以
降
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
も
入
っ
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
と
も
に
欧
米
文
化
の
柱
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

も
必
要
な
か
ぎ
り
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
し
、
か
つ
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
な
く
、
社
会
的
に
存
在
の
場

所
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

と
き
に
は

の
併
と
比
較
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
綿
花
�
 確
な
意
味
は
分
か
ら
な
い
。
神
道
と
仏
教
の
あ
い
だ
に
確

分
か
る
。

L

得
議
と
仏
教
の
あ
い
だ
に
は
、
け
っ
し
て
平
和
的
な
関
係
ば
か
り
で
は
な
く
、
小
競
り
合
い
も
あ
っ
た
こ
と
は
篠
か
で
あ
る
。
近
代

に
な
っ
て
、
倒
え
ば
明
治
初
爆
の
「
廃
仏
段
釈
」
で
あ
る
。
神
道
が
仏
教
を
弾
圧
し
た
倒
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ヨ

i
ロ
ッ

パ
の
宗
教
弾
丘
、
中
国
や
韓
国
の
仏
教
弾
圧
と
辻
べ
れ
ば
も
の
の
数
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
社
会
科
学
と
し
て
暦
史
研
究
を
す
る

か
に
あ
る
小
競
り
合
い
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
過
大
に
解
す
る
の
も
、
過
小
に

解
す
る
の
も
、
と
も
に
誤
っ
て
い
る
。
他
限
の
例
を
考
え
る
と
、
大
局
的
に
は
、
神
道
と
仏
教
は
協
調
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

し
か
も
明
治
初
牒
の
「
廃
仏
致
釈
」
で
一
一
言
、
つ
べ
き
は
、
必
ず
し
も
神
濃
の
仏
教
に
対
す
る
弥
…
ほ
と
は
解
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
廃

(1)
縁
関
英
傘
ハ
他
網
棚
吋
教
育
出
入
織
の
再
構
築
い
(
教
育
学
年
線
中
ハ
)
蛍
蹄
欄
冊
館
一
線
人

一
九
九
七
年
�
 

i
一
九
頁
に
よ
る
と
、
策
紋
大
学
数
府
村
山
償
却
却
が
戦
後
に
劇
部
設

さ
れ
て
す
で
に
ヨ
十
年
を
債
に
縫
え
る
が
、
剖
飢
絞
以
来
三
十
年
間
に
摺
提
出
さ
れ
た
博
土
総
文
は
、
体
禅
問
、
生
理
学
と
、
そ
し
て
心
緩
め
爽
験
系
の
も
の
を
除
け
ば
、

十
九
件
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
十
七
件
は
綬
史
研
究
で
あ
っ
た
と
い
う
ひ
歴
史
研
究
で
あ
れ
ば
、
附
限
内
恋
さ
れ
た
資
料
、
ま
た
は
史
料
に
碁
づ
く
整
理
に

よ
っ
て
、
研
究
鎗
文
の
手
続
を
厳
格
に
守
り
な
が
ら
、
知
初
め
て
の
「
知
織
い
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
新
し
い
「
総
滋
」
の
場
紛
で
あ
る
。
叫
阿
部
九

受信教法研究における方法と「天皇鍛JJ(I)問豊富(杉燦}

仏
設
釈
い
の
直
接
の
、
最
大
の
燦
酉
は
、
…
杭
礼
一
戸
戸
末
期
の
仏
教
退
醐
廃
狗
に
対
す
る
民
衆
の
仰
懇
結
柑
唆
佐
で
あ
る
と
ニ
雪4
 

識
と
し
て
、
過
去
を
悲
し
く
知
る
と
い
う
立
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
(s) 
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教
を
体
験
と
す
る
と
、
緩
い
氏
四
度
の
と
き

水
の
体
後

高
揚
禍
制
判
世
帯
は
家
教
に
対
す
る
浅
い
認
雑
織
の
も
と
に
惜
思
決
一
一

O
粂
mw
也
被
易
な
文
潟
解
釈
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
な
ら
ば
慾
法
一
一

条
の
後
絡
な
激
動
私
分
離
の
双

{
蕊
は
ど
う
解
す
べ
き
な
の
か
争
水
は
簿
一
氏
閲
授
の
と
き
が
最
小
体
積
と
な
る
。
グ
ラ
フ
で
考
え
て
、

X
輸
を
滋
度
、

Y

杉
原
誠
間
関
節
「
教
育
議
本
法
そ
の
制
制
定
過
程
と
解
釈
い
協
同
門
的
版
一
九
七
一
一
年
一
一

五
一
良
、
鈴
木
材
党
一
『
資
料
・
教
育
基
本
法
一
一

年
』
(
紋
育
基
本
淡

文
献
選
集
制
加
巻
)
時
十
開
掃
量
官
房
一
九
七
八
年
二
ニ
図
前
月

(
S
)
?

(
4
v 3

N
N
a
w

y

の
手
続
と
し
て
は
ま
っ
た
く
問
題
な
い
。
研
究
に
衛
官
す
る
時
間
も
手
頃
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
手
続
的
に
も
ま
ち
が
い
の
な
い
、
そ
し
て
縫
実
に
「
知
幾
」
の
場

l
t

i

加
と
な
る
研
究
総
文
が
一
定
紛
関
内
に
で
き
る
。
研
究
論
文
作
成
に
不
可
欠
と
恩
わ
れ
る
手
続
が
、
逆
に
、
研
究
奨
の
一
身
と
の
都
合
を
反
帥
快
さ
せ
て
、
師
明
党
の

主
題
と
対
象
を
限
定
し
て
し
ま
う
の
ぞ
あ
る
。

(
2
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
(
加
盟
小
影
後
訳
)
「
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
後
学
」
(
『
ア
ワ
ス
ト
テ
レ
ス
い
〈
世
界
の
名
物
曹
人
巻
)
ゆ
央
公
論
社
一
九
七
二
年
〉
五
二 

一気
 

〈
大
塚
久
雄
・
生
訟
敬
一
一
一
総
)
『
宗
教
役
会
学
誌
編
集
い
み
寸
ず
書
一
一
場

九
七
二
年

g
m

G
N
M
明
ゆ
と
‘
タ
ー
ン
(
バ
4
7
0
ヨ
霊
的
提
出
己
主
宍
丘
町
円

(
3
)
発
期
決
務
杉
原
は
、
社
会
科
学
の
方
法
務
に
つ
い
て
体
系
的
に
考
察
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
本
論
発
表
に
潟
た
っ
て
、
社
会
科
学
の
研
究
者
は
、
そ
の
方
法
論
に
つ

い
て
、
細
問
え
ば
、
ポ
パ
!
〈
町
内
向
同
一
男
密
日 

H
J
6
潔
タ
阿
世 

ム
沼
会
、
ラ
カ
ト
シ
ユ
(
日 

・

時

申
立
)
ら
の
研
究
を
幾
野
の
ど
こ
か
に
後
い
て
、
た
え
ず
方
法
論
的
反
省
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

X

(
5
)
世
間
繁
久
子
制
判
事
は
い
と
も
簸
単
に
政
教
分
離
の
鍛
伸
被
途
用
を
支
援
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
教
育
界
の
次
の
よ
う
な
例
は
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う 

定
住
経
新
開
ま

平
成
十
年
三
九
九
八
年
)
化
月
二
十
八
日
に
よ
れ
ば
、
念
沢
市
の
学
納
税
で
は
紛
交
の
時
間
に
「
合
掌
」
と
い
う
挨
拶
が
、
柑
一
九
小
教
に
同
開
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
自

粛
さ
れ
て
い
る
と
苓 

宗
教
教
資
の
要
素
を
抜
き
取
ら
れ
た
教
狩
で
、
教
資
は
日
に
日
に
排
出
廃
に
向
か
っ
て
進
ん
マ
い
る
の
で
あ
ゐ
。
日
本
の
社
会
に
は
{
泳
教

の
意
義
、
宗
教
数
育
の
意
棋
執
を
認
め
る
人
は
数
多
く
い
な
が
ら
、
現
物
内
に
は
‘
叫
礼
会
か
ら
宗
教
的
要
素
が
日
に
お
に
消
え
て
お
日
き
、
教
榔
向
か
ら
は
宗
教
教
育
の
要

素
が
日
に
日
に
消
え
て
い
き
‘
動
私
嚇
円
は
生
命
力
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

O

は
最
小
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勧
仏
教
分
離
の
規
定
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
水
の
温
度
と
徐
被
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
て
考
え
る
こ
と
が
ヤ
き
る
。
も

f

Z

N

N

し
、
政
教
分
離
離
を
厳
し
く
適
潟
し
て
い
く
度
合
い
を 

輸
で
表
し
、
ぞ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
径
数
の
由
笠
段
、
信
仰
の
良
市
開
の
妨
占
現
面
さ
れ
る
度
合
い
を 

識

で
表
す
と
す
る
と
、
摂
炎
筒
度
の
と
き
の
厳
し
き
の
と
き
が
、
傍
教
の
告
白
、
信
仰
の
向
同
市
聞
に
と
っ
て
も
っ
と
も
快
渡
な
、
適
正
な
と
き
と
な
る
。
そ
し
て
愈
淡

の
規
定
を
、
帽
摂
氏
零
度
の
と
き
の
状
態
で
幾
注
す
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
政
教
分
維
の
原
則
を
厳
絡
に
瀦
潟
す
る
よ
う
な
方
向
で
の
幾
定
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
憲
淡
の
規
定
は
、
然
災
零
度
の
叫
吋
ぷ
で
の
相
獄
後
令
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

O

ツ
ク
ス
・
ヴ
ェ 

パ 

五
頁

O

H
2
3
H
A
h
w
r
2
f
c
m

c O

Y
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主主教法研究における方法と「天皇制」の問題(杉原)

(
7
)
小
岨
嫡
絞
叫
ん
郎
窓
生
以
裁
判 

日
本
の
弁
明
」
講
談
社
九
九
五
年
五
六
五
頁

〈 

8
〉
例
え
ば
、
辻
鵡
智
之
助
の
吋
日
本
仏
教
出
入
』
{
第
一 

巻
・
近
世
之
都
)
(
単
品
波
書
底
九
五
五
年
)
を
見
て
も
、
江
戸
末
期
の
仏
教
寺
践
の
退
廃
は
相
当
な
も
の

で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
約
二
世
紀
半
、
「
寺
輪
開
制
制
成
」
に
よ
っ
て
行
絞
め
末
端
に
後
霊
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
も
退
廃
す
る
と
い
う
こ
と
は
極
め

て
隠
然
な
成
り
行
き
マ
あ
る
。
民
然
の
怨
唆
は
抑
制
滋
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
「
議
仏
雄
副
都
帆
」
は
神
遂
の
機
暴
に
よ
る
も
の
と
す
る
よ
り
も
、
民
衆
の
長
い

隠
の
怒
り
と
解
す
べ
き
マ
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
「
機
仏
数
釈
」
は
開
明
治
数
般
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
出
向
れ
ん
「
神
仏
分
離
令
」
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
は
い
る
が
、

c

そ
れ
が
阪
や
り
に
「
酬
明
仏
数
釈
い
を
拘
開
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ぞ
れ
が
「
緩
仏
数
絞
い
に
至
っ
た
の
は
‘
ぞ
れ
以
前
に
民
衆
の
怨
嵯
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

神
滋
は
広
い
意
味
で
は
そ
の
な
か
に
間
同
学
を
佼
み
山
山
し
、
移
家
の
開
出
家
品
泌
総
に
際
会
し
て
関
抽
出
掛
維
新 

ザ
品
、
平
ル
ギ 

を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
自
負

O

か
ら
神
演
が
多
少
織
暴
に
な
っ
て
「
酬
明
仏
数
釈
い
に
か
か
わ
告
た
と
こ
ろ
が
た
し
か
に
あ
る
が
、
吋
榔
持
仏
楠
以
臨
帆
」
の
本
体
は
あ
く
ま
で
も
仏
教
の
退
廃
に
対
す
る
民

衆
の
怒
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
廃
仏
師
制
釈
」
に
明
治
政
府
が
磁
援
に
拙
明
敏
的
に
か
か
わ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
い
ま
後
ち
に
は
旭
川
縦
一
ゆ
え
な
い
が
、
附
明
治
政
府
と
し
て
は
「
酬
明
仏
数
釈
」
を
大
々
的
に

唆
し
た
り
、
窓
図
的
に
放
霞
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
状
、
況
が
あ
る
こ
と
も
考
織
に
入
れ
て
綴
か
な
け
れ
ば 

ら
な
い
。
と
骨
闘
う
の
も
、
明
治
政
府
い
れ

は
仏
教
の
側
か
ら
受
け
た
恩
義
が
あ
っ
た
。
弘
教
会
一
体
と
し
て
は
、
官
帯
家
に
あ
っ
て
、
危
機
を
傍
鋭 

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
の
す
べ
て
が
然
行
動
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
真
出
市
組
問
本
間
朝
点
す
は
、
徳
川
募
出
前
へ
の
怨
念
か
、
開
明
治
政
腐
の
成
立
に
、
そ
の
財
政
衝
で
爽
大
な
資
献
を
し
て
い
る
の
マ
あ
る
。
関
本
側
糊

寺
に
は
そ
こ
ら
の
大
名
と
は
比
べ
よ
う
も
な
く
対
策
を
蓄
え
て
い
た
が
、
複
本
脳
願
寺
は
そ
の
金
滋
を
怨
に
し
て
明
治
政
府
を
財
政
的
に
助
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
功
が
あ
っ
て
、
真
家
は
開
明
治
に
な
っ
て
「
築
家
」
と
い
う
家
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ろ
に
な
り
、
相
帆
掛
舟
は
明
治
夫
闘
臓
に
よ
っ
て
「
見
世
科
大
阪
」
と
い

う
大
姉
号
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る 

こ
の
よ
、
つ
な
間
周
辺
の
事
務
を
考
え
た
と
き
、
「
榔
縄
仏
鍍
釈
」
を
神
道
や
開
明
治
政
府
の
せ
い
に
す
る
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。 
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