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近
代
と
い
う
一
語
で
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
内
容
は
、
人
に
よ
っ
て
か
な
り

異
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
歴
史
学
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
離
れ
て
、
こ
れ
を
文

学
の
上
で
も
た
ら
さ
れ
た
質
的
変
化
の
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
近

代
詩
の
起
点
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
問
題
と
は
別
個
に
、
そ
の
ぬ
き
さ
し

な
ら
ぬ
性
質
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ

(
2
)
 

ん
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
純
粋
詩
の
成
立
と
い
う
形
で
肯
定
的
に

(
3
)

（

4
)
 

捉
え
る
立
場
も
あ
れ
ば
、
ウ
エ
イ
ド
レ
や
ス
。
ヘ
ン
ダ
ー
の
よ
う
に
、
詩
的
想

像
力
の
単
独
化
・
孤
立
化
と
い
う
過
程
を
通
し
て
い
わ
ば
否
定
的
に
見
る
立

展

望

「
詩
的
信
と
宗
教
的
信
と
を
こ
の
よ
う
に
一
括
し
た
こ
と
に
対
し

て
、
私
は
弁
明
の
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
も
か

く
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
『
哲
学
的
」
精
神
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ

た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
連
命
の

い
ず
れ
か
一
方
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
は
、
他
方
の
信
の
運
命
に

も
何
等
か
の
関
心
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ

(
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る

。

」

（

バ

ジ

ル

・

ウ

ィ

レ

ー

）

場
も
あ
っ
て
、
一
見
両
者
は
正
反
対
の
考
え
方
を
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

し
か
し
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
、
宗
教
や
哲
学
や
科
学
を
未
分
化
の
ま
ま
ひ
っ
く
る

め
て
韻
律
化
し
て
い
た
か
っ
て
の
詩
か
ら
詩
本
来
の
要
素
を
抽
出
す
る
知
的

操
作
の
極
限
に
、
純
粋
詩
の
投
影
を
見
た
と
す
れ
ば
、
逆
に
宗
教
や
哲
学
や

科
学
な
ど
も
ま
た
詩
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
を
純
化
す
る
傾
向
を

辿
っ
た
こ
と
も
、
歴
史
の
中
に
指
摘
で
き
る
。
宗
教
改
革
に
よ
る
ビ
ュ
ー
リ

タ
ニ
ス
ム
の
出
現
と
か
、
自
然
哲
学
か
ら
認
識
論
へ
の
傾
斜
と
か
、
呪
術
的
思

考
か
ら
の
脱
却
と
か
、
自
然
現
象
の
数
式
に
よ
る
置
換
と
か
、
こ
れ
ら
の
こ

と
は
、
等
し
く
近
代
思
想
が
成
立
す
る
上
で
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
段
階
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
純
粋
詩
の
成
立
と
い
う
こ
と
と
詩
的
想
像
力

の
孤
立
と
い
う
こ
と
と
は
、
い
わ
ば
楯
の
両
面
な
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
精
神

の
活
動
が
、
そ
の
領
域
の
拡
大
に
応
じ
て
こ
ま
か
く
分
岐
し
、
し
か
も
そ
の
各

々
が
個
有
の
方
法
に
従
っ
て
開
拓
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
近
代
の
一
っ

の
特
質
と
も
言
う
べ
く
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
詩
の
出
現
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の

特
質
を
分
有
す
る
限
り
に
お
い
て
近
代
的
と
一
応
言
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
位
置
」
の
中
で
、
ボ
ー
の
詩
が
出
現
し

た
こ
と
の
意
味
を
分
析
し
、
「
ボ
ー
は
活
動
力
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
や
領
域

有

ー
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
を
中
心
と
す
る

詩

と

近

代

世

界

田

忠

つ
の
覚
え
書

I

郎

:J./jl 
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が
次
第
に
は
っ
ぎ
り
分
離
し
て
行
く
の
が
見
ら
れ
た
一
時
代
の
傾
向
に
、
近

代
玲
か
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
し
、
ま
た
そ
れ
が
本
来
の
目

、
、
、
、
、
`
‘
、

的
を
実
現
し
て
、
い
わ
ば
純
粋
状
態
に
お
い
て
生
ま
れ
出
る
こ
と
に
望
み
を

(
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か
け
得
る
こ
と
を
理
解
し
た
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
ホ
し
て

い
る
。と

こ
ろ
で
、
同
じ
歴
史
的
現
象
を
扱
い
な
が
ら
、
た
と
え
は
ジ
ュ
ー
ル
・

モ
ヌ
ロ
は
、
多
少
比
喩
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
時
代
の
傾
向
」
に
対

(
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し
て
悲
観
的
な
刊
断
を
下
し
て
い
る
（
「
近
代
詩
と
聖
な
る
も
の
」
）
。

訂
は
そ
の
起
椋
を
呪
術
と
等
し
く
す
る
が
、
砒
者
の
相
違
は
、
呪
術
が

詈
羹
や
身
振
り
に
よ
っ
て
事
物
に
ひ
そ
む
精
霊
に
有
効
に
働
き
か
け
得
る
と

い
う
希
望
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
反
し
、
認
は
そ
の
よ
う
な
希
望
を
抱
い

て
い
な
い
、
つ
ま
り
希
望
な
き
呪
術

m
a
g
i
e

s
a
n
s
 e
s
p
o
i
r

だ
と
い
う

点
に
あ
る
。
「
詩
が
も
は
や
詩
自
身
て
し
か
な
く
な
る
と
、
詩
を
推
進
す
る
側

に
と
っ
て
も
詩
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
側
に
と
っ
て
も
、
そ
の
操
作
は
も
う
効
果

に
対
す
る
期
待
を
と
も
な
わ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
期
待
こ
そ
向
を
呪
術

に
類
似
さ
せ
て
い
た
も
の
な
の
だ
。
飩
は
、
呪
術
の
た
め
の
呪
術
、
希
望
な
き

呪
術
と
な
り
、
訂
人
は
儀
式
の
た
め
の
低
式
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
呪
術
師
と
な

る
。
彼
は
、
こ
の
儀
式
を
取
り
行
う
行
為
そ
の
も
の
と
一
体
を
な
し
て
い
る
体

(
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険
以
外
に
は
何
も
の
も
期
待
し
な
い
の
で
あ
る
」
。
即
ち
、
事
物
に
働
き
か
け

る
た
め
に
必
笈
な
手
段
と
目
的
と
の
囚
果
閃
係
を
発
見
し
た
の
は
自
然
科
学

で
あ
る
が
、
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
呪
術
の
中
に
ひ
そ
む
疑
似
科
学
が
打
破
さ

れ
た
以
上
、
詩
は
も
は
や
己
れ
の
言
葉
を
通
じ
て
人
間
と
事
物
の
雪
茫
と
の
関

係
を
調
整
す
る
と
い
う
能
力
を
臼
負
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
詩
と
科
学
の
ほ
か
、
更
に
宗
教
も
呪
術
か
ら
分
離
し
て
、
人
間
存

在
の
根
拠
を
な
す
普
遍
的
な
信
の
領
域
を
引
受
け
、
呪
術
は
異
饂
と
し
て
追

放
さ
れ
る
。
「
―
―
つ
の
相
反
す
る
動
キ
0
_

_

 

つ
ま
り
起
自
然
の
驚
異

le

m
e
r
v
e
i
l
l
e
u
x

の
社
会
化
と
単
独
化
と
い
う
両
傾
向
か
、
各
々
増
大
し
な

が
ら
常
に
共
存
し
て
き
た
が
、
時
代
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
方
が
よ
り
明
ら
か

に
、
よ
り
決
定
的
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、

le

'
m
e
r
v
e
i
!
1
e
u
x

は
一
集
団
の
、
も
っ
と
正
確
に
言
う
と
一
集
団
の
断
乎
た

る
要
望
の
、
所
有
物
と
な
る
。
そ
れ
は
結
局
聖
な
る
も
の

le
s
a
c
r
e

の
一
属

性
な
の
て
あ
る
。
し
か
し
後
者
の
場
合
、
そ
れ
は
呪
術
的
と
な
り
、
反
抗
者

に
奉
仕
す
る
。
呪
術
的
な
も
の
と
宗
教
的
な
も
の
と
の
こ
の
対
立
は
、
呪
術

に
つ
い
て
中
け
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
逹
が
練
り
上
け
た
概
念
に
端
を
発
し

(
8
)
 

て
い
る
の
て
あ
る
」
。
そ
し
て
、
中
世
に
お
い
て
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
な

お
混
じ
ら
れ
て
い
た
「
呪
術
的
な
も
の
」
が
、
近
代
に
至
っ
て
完
全
に
追
放

さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
．

か
く
て
詩
は
源
泉
か
ら
絶
た
れ
、
そ
の
果
す
べ
き
役
割
は
宦
に
迷
い
、
帰

趨
を
失
っ
て
、
空
虚
の
上
を
票
い
つ
つ
無
対
象
の
対
象
に
呼
び
か
け
る
不
在

へ
の
祈
り

p
r
i
e
r
e
a
 !
'
a
b
s
e
n
c
e

と
化
し
た
、
モ
ヌ
ロ
は
そ
う
帰
結
す

る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
は
、
美
を
求
め
る
と
か
、
も
の
こ
と
を
忍
識
す
る
と
か
、
あ
る

い
は
労
働
を
す
る
と
い
う
こ
と
さ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
生
活
の
一
形
式
で
あ
り
、

同
じ
人
間
の
異
っ
た
働
き
と
し
て
無
理
な
く
苫
え
ら
れ
る
世
界
と
は
迩
っ

て
、
冠
代
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
自
ら
の
性
質

か
ら
し
て
要
請
さ
れ
た
方
法
に
従
っ
て
個
別
的
に
進
め
ら
れ
、
し
か
も
相
且

の
間
の
秩
序
と
か
調
和
と
か
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
し
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

が
無
限
に
開
拓
さ
れ
て
行
く
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
自
然
科
学
が
、
単
に
旧
然

科
学
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
く
て
多
数
の
専
門
に
分
化
し
た
の
は
、
そ
の

一
例
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
科
学
は
言
う
ま
で
も
な
く
実
証
と
因
虻
袢

:t.$? 



rr 

を
武
器
と
し
、
宗
教
は
永
年
の
伝
統
が
培
っ
た
弁
証
と
倫
理
感
と
を
堅
持
す

る
の
に
対
し
、
詩
は
、
あ
る
い
は
一
般
に
文
芸
は
、
何
を
目
己
の
方
法
と
し

て
褐
げ
れ
ば
よ
い
か
。
否
、
方
法
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
科
学
が
事
物
の

正
確
な
認
識
と
支
配
を
、
宗
教
が
救
[
て
J

倫
理
的
精
錬
を
目
的
と
す
る
と
す

れ
ば
、
・
文
芸
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
る
の
か
ー
ー
こ
う
し
た
問
い

は
、
人
間
の
活
動
領
域
の
細
分
化
が
迎
み
、
そ
の
方
法
に
閃
す
る
意
訊
が
精

密
強
固
に
な
れ
は
な
る
ほ
ど
尖
鋭
化
す
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、

自
己
を
栢
神
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た
っ
て
適
用
し
よ
う
と
欲
し
な
い
方
法

と
は
、
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
~

近
代
に
お
け
る
文
芸
が
、
個
有
の
領
域
を
発
見
し
保
持
す
る
た
め
に
精
妙

な
自
己
反
省
の
途
を
辿
る
こ
と
は
、
か
く
て
必
至
の
成
行
き
だ
っ
た
の
で
あ

る。

文
芸
と
人
間
形
成

さ
て
、
宗
教
・
哲
学
・
科
学
の
分
離
は
十
し
世
紀
に
至
っ
て
よ
う
や
く
顕

著
に
な
る
が
、
も
と
も
と
す
べ
て
の
秩
序
を
論
珂
的
に
考
え
、
そ
の
手
続
き
に

従
っ
て
事
物
を
追
求
す
る
こ
と
に
馴
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
は
、
こ

の
分
離
を
単
な
る
分
離
に
終
ら
せ
ず
、
そ
の
何
れ
か
―
つ
を
中
心
と
し
て
、

他
を
方
法
的
に
己
れ
に
従
属
さ
せ
る
か
乃
至
は
ま
っ
た
＜
排
除
し
よ
う
と

す
る
、
即
ち
宗
教
的
・
折
学
的
あ
る
い
は
科
学
的
世
界
観
を
形
成
す
る
途
を

辿
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
文
芸
的
間
界
観
と
い
う
も
の
が
店
え
ら

れ
る
だ
ろ
か
。
こ
う
問
う
て
み
る
時
、
我
々
は
、
文
芸
復
巽
に
発
す
る
―
つ
の

態
度
を
想
起
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
単
な
る
文
芸
の
復
興
に
と
ど
ま

ら
ず
、
人
間
形
成
の
包
括
的
な
理
念
と
し
て
働
く
た
め
に
は
、
文
芸
に
そ
れ
だ

け
OJ
宣
大
な
役
割
を
与
え
る
事
情
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
ま
で

人
間
形
成
の
主
専
栢
を
掴
っ
て
き
た
宋
教
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
小
論
は
必
ず
し
も
歴
史
的
記
述
を
眼
目
と
す
る
も
の
て
は
な
い
が
、

主
類
の
性
質
上
そ
れ
に
触
れ
す
に
す
ま
せ
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
の
で
、
す

て
に
さ
ま
ぎ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
近
代
の
思
想
的
系
諮
に
つ
い

て
、
必
要
上
許
さ
れ
る
恥
囲
で
復
唱
し
な
が
ら
節
を
進
め
て
行
き
た
い
と
息

{
ノ

周
知
の
辿
り
、
十
じ
止
紀
初
頭
に
は
反
宗
教
改
革

C
o
u
t
r
e
,
 Re
f
o
r
m
e
 

と
呼
ば
れ
ろ
一
連
の
旧
教
再
建
迎
動
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
新
教

徒
や
目
由
思
想
家
に
対
す
る
聘
教
の
意
閃
か
ら
出
た
ば
か
り
で
な
く
、
肝
史

的
に
も
っ
と
深
い
意
味
を
持
つ
。
と
い
う
の
は
、
近
代
に
お
け
る
思
想
感
忙

の
新
局
面
に
適
応
す
る
と
共
に
こ
れ
を
吸
収
し
て
自
己
を
よ
り
包
括
的
な
ら

し
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
原
理
そ
の
も
の
か
ら
要
諮
さ
れ
た

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
た
と
え
ば
ェ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
分

(
9
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析
に
従
え
ば
、
文
芸
復
興
が
も
た
ら
し
た
自
然
的
生
命
の
芹
返
り
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
。
ハ
史
の
上
か
ら
見
れ
は
、
新
教
諸
派
よ
り
旧
教
の
諸
絡
力
と
一
脳
内
面

的
に
結
合
し
や
す
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
せ
な
ら
、
カ
ト
リ

ッ
ク
に
と
っ
て
自
然
の
領
域
は
、
恩
寵
の
世
界
に
お
け
る
下
部
構
造
で
あ
り
、

そ
の
従
属
的
な
地
位
を
踏
み
越
え
な
い
限
り
、
相
対
的
に
独
立
し
た
も
の
と

し
て
罪
に
活
動
の
閂
由
を
保
持
し
て
い
る
。
従
っ
て
自
然
の
生
活
諸
形
式
は

そ
の
ま
ま
合
鯉
的
・
自
然
的
秩
序
と
み
な
さ
れ
、
た
だ
祭
記
階
級
と
禁
欲
的

身
分
と
が
本
米
の
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
と
し
て
そ
れ
を
袖
足
し
、
一
段
と
高

い
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
て

は
、
こ
の
宗
敬
内
身
分
編
成
が
撤
廃
さ
れ
た
結
果
、
自
然
の
生
活
諸
形
式
に

す
べ
て
の
人
々
の
倫
理
的
副
練
の
手
段
と
な
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
の

15q 
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み
設
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
自
然
的
秩
序
は
宗
教
倫
理
の
実
践
の
契
機
以
上
の

も
の
で
は
な
く
な
る
た
め
、
文
化
に
対
す
る
そ
の
彩
孵
力
は
と
か
く
偏
向
し

が
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ス
ム
の
出
現
を
見
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
厳
し
い

梵
欲
主
義
を
戦
業
生
活
口
組
織
的
に
適
用
す
る
そ
の
特
質
が
、
与
え
ら
れ
た

現
柑
の
労
働
を
聖
化
し
、
利
潤
追
求
を
神
の
意
志
と
み
て
合
法
化
す
る
こ
と

に
貢
献
し
た
た
め
、
新
し
い
庄
業
文
明
の
推
進
力
と
な
っ
た
反
面
、
こ
の
目
的

に
直
接
寄
与
し
な
い
も
の
を
軽
祝
せ
し
め
る
結
果
に
立
ち
至
っ
た
。
宗
教
改

革
の
枯
神
と
生
産
の
推
珪
力
と
の
一
致
に
近
代
の
歴
史
形
成
の
根
茄
的
劫
囚

を
氾
め
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
ビ

ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
生
活
理
想
の
う
ち
に
、
文
化
を
蔑
祝
す
る
偏
狭
な
戦
人

根
性
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
少
く
と
も
学
問
に
つ
い
て
は

嫌
悪
さ
れ
た
ス
コ
ラ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
別
と
し
て
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ

っ
た
…
…
し
か
し
、
学
同
以
外
の
文
学
、
お
よ
び
さ
ら
に
す
す
ん
で
感
性
ご

術
の
飢
域
に
立
ち
入
る
と
き
、
土
柏
は
一
変
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

禁
政
は
霜
の
よ
う
に
、
暢
気
な
古
い
ィ
キ
リ
ス
の
生
活
の
上
に
お
り
し
い

(10) 

た
」
と
。
オ
ラ
ン
ダ
の
文
化
史
家
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
シ
ン
ガ
の
言
葉
を
借
用
す

れ
け
、
「
厳
格
な
情
教
乱
じ
義
は
、
中
仇
と
同
じ
よ
う
に
生
活
美
化
の
全
般

を
、
そ
れ
が
す
べ
て
決
定
内
に
宋
教
的
形
式
を
と
り
信
仰
に
直
接
役
立
つ
こ

と
に
よ
っ
て
口
心
認
さ
れ
な
け
れ
は
、
本
来
罪
深
く
担
俗
的
だ
と
雌
し
た
の
で

(n‘ 

あ
る
」
。
清
教
徒
精
神
の
蔽
格
さ
が
修
正
さ
れ
た
後
に
も
な
お
、
そ
の
欠
陥

た
る
教
養
の
偏
仰
、
詩
的
慇
覚
の
欠
如
、
観
照
に
媒
介
さ
れ
な
い
行
為
の
侵

越
等
が
、
崖
業
文
切
の
生
ん
だ
俗
物
性

p
h
i
l
i
s
t
i
n
i
s
m
e

と
混
じ
て
深
い

影
野
を
残
し
た
こ
と
は
、
十
九
世
紀
半
ば
を
す
ぎ
て
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル

名

12)

ド
が
「
教
婆
と
餌
秩
序
」
を
書
き
、
こ
れ
に
一
人
警
告
を
発
し
な
け
れ
は
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
ほ
ぼ
推
察
さ
れ
る
。

こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
自
然
的
秩
序
と
認
自
然
的
秩
序
を
緊
密
に
結
合
し
た

ロ
ー
マ
旧
教
は
、
文
化
に
対
し
て
相
対
的
に
せ
よ
倒
有
の
価
伯
を
認
め
る
た

め
、
そ
の
影
響
力
は
よ
り
一
屈
の
柔
較
性
を
そ
な
え
て
い
た
。
ま
た
一
方
で

は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
側
で
も
、
そ
こ
に
含
i

ま
れ
る
ス
ト
ア
主
義
や
プ
ラ
ト
ン
主

義
が
、
カ
ト
リ
ソ
ク
の
狸
念
と
古
い
籾
和
関
係
を
持
つ
と
主
版
し
た
の
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
文
主
義
の
波
が
、
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
の
い
わ
ゆ
る
キ

(
1
 

リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
ス
ト
ア
主
義
や
、
プ
ラ
ト
ン
ー
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
田
」

想
に
円
面
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
べ
き
で
虎
ろ
う
。

即
ち
反
宗
教
改
革
は
、

ILi教
の
見
本
的
立
場
て
あ
る
反
対
の
一
致

c
o
i
n
c
iー

d
e
n
t
i
a
 
o
p
p
o
s
i
t
o
r
i
u
m

の
近
世
的
な
一
形
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
ニ
ル
ネ

サ
ン
ス
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
反
宗
教
改
革
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
融
合
す
る
こ
と
に

:14) 

よ
っ
て
に
じ
め
て
そ
の
大
晟
模
な
世
界
史
的
貫
徹
と
普
及
と
を
み
だ
」
と
い

う
、
我
々
に
は
や
や
大
胆
と
も
見
え
る
ト
レ
ル
チ
の
言
棠
も
、
以
上
の
I

い
を
吟

味
し
た
上
て
下
さ
れ
た
判
断
で
あ
り
、
決
し
て
奇
巽
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
じ

し
か
し
な
が
ら
、
ん
の
よ
｝
つ
な
二
つ
の
秩
序
の
統
一
と
い
う
性
枯
が
、
こ
の

場
合
か
え
っ
て
文
化
の
憔
俗
化
に
力
を
貸
し
た
と
い
う
矛
盾
閃
係
を
忘
れ
る

わ
け
に
は
行
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
祭
祀
附
級
と
凰
俗
人
と
が
区
分
さ
れ

た
結
果
、
後
者
は
、
超
自
然
の
卓
柄
に
閂
し
て
は
ひ
た
す
ら
教
会
に
服
す
る

反
面
、
そ
れ
に
よ
っ
て
京
教
的
義
務
を
外
面
の
形
式
的
行
為
に
委
託
し
て
し

ま
い
、
か
く
て
宗
教
的
覇
応
を
巧
み
に
処
理
し
た
上
で
、
あ
と
は
巧
ら
日
烈

の
事
桐
に
没
頭
す
る
と
い
う
、
一
種
の
過
渡
的
便
宜
的
な
生
府
の
二
玉
糾
織

が
、
さ
ほ
ど
の
皿
理
も
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
純
粋
に
過
渡
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
は
知
信
分
離

に
よ
っ
て
出
視
し
た
信
仰
絶
対
諭

f
i
d
e
i
s
m
e

と
依
疑
論
と
が
、
相
予
盾

1洞
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か
く
て
文
芸
は

皿

分

一
般
に
宗
教
と
不
即
不
離
の
関
係
を
保
ち
、
明
ら
さ
ま

離

す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
補
い
合
い
つ
つ
共
存
し
得
た
と
い
う
当

時
の
特
殊
事
情
が
、
こ
の
二
重
組
織
の
思
想
的
背
丑
と
な
っ
て
い
る
点
か
ら

(15) 

も
う
か
が
え
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
本
来
相
反
す
る
二
つ
の
体
系
が
遭
辿
し
交

渉
し
合
う
局
面
に
お
い
て
、
旧
来
の
そ
九
は
新
し
い
体
系
を
、
自
己
の
内
部

に
提
起
さ
れ
た
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
同
化
せ
ん
と
し
、
新
し

い
秩
序
は
旧
来
の
そ
れ
に
一
応
依
存
し
て
そ
の
最
良
の
部
分
を
摂
取
し
な
が

ら
、
漸
次
自
己
の
精
錬
と
独
立
と
に
向
お
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
形
で
、
両

者
の
衝
突
に
よ
る
破
局
を
一
時
廻
避
し
つ
つ
あ
る
姿
な
の
で
あ
る
。

こ
の
均
衡
の
上
に
成
立
し
た
の
が
、
十
七
世
紀
文
化
の
理
想
的
人
間
像

h
o
n
n
H
e
 h
o
m
m
e
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
来
均
衡
の
上
に
立
つ
も
の
で

あ
る
以
上
、
そ
の
人
間
形
成
の
原
理
は
、
相
反
す
る
も
の
の
調
整
と
仇
錬
と
に

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実

h
o
n
n
H
e
h
o
m
m
e

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

(16) 

ス
ム
が
生
ん
だ
眺
業
人
と
は
対
遮
的
な
、
い
わ
ば
教
疑
人
c
u
l
t
i
v
e
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
宗
教
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
人
間
形
成
の
指
導
力
を
失
い

つ
つ
あ
る
時
に
お
い
て
、
こ
の
教
養
が
彼
の
中
核
を
な
さ
ざ
る
を
褐
ず
、
そ

し
て
そ
れ
は
、
生
ま
れ
て
ま
だ
日
の
浅
い
自
然
科
学
で
も
な
け
れ
は
、
論
理

の
自
己
連
動
に
よ
っ
て
と
か
く
一
方
の
極
限
を
目
ざ
し
や
す
い
哲
学
で
も
な

く
、
そ
れ
ら
を
共
に
人
間
の
知
的
関
心
の
形
式
と
し
て
含
み
つ
つ
よ
り
自
由

な
形
態
を
と
る
こ
と
の
で
き
る
文
芸
を
、
主
要
索
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
に
よ
る
品
性
の
全
的
な
訓
練
は
、
遂
に
こ
の
教
養
そ
の
も
の
を

目
的
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
完
全
性
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
標

と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

に
は
そ
れ
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
さ
な
い
と
い
う
形
で
、
人
間
形
成
の
過
程
に

柏
極
的
に
参
加
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
へ
た
通
り
、

そ
れ
が
歴
史
の
特
定
の
一
時
期
に
お
い
て
諸
条
件
の
埒
衡
の
上
に
成
立
し
た
．

も
の
で
あ
る
以
上
、
や
が
て
状
磐
の
推
移
に
と
も
な
い
、
均
衡
は
破
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
そ
の
文
化
の
中
に
棋
俗
化
の
契
機
が
す
で

に
学
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
反
宗
教
改
革
に
お
け
る
「
反
対
の
一
致
」
が
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る
隈
教
的
・
政
治
的
勁
槻
か
ら
し
て
、
強
制
的
・
人
為
的
な

性
格
を
免
れ
な
か
っ
た
た
め
、
宗
教
と
文
化
と
の
紐
帯
が
一
旦
弛
緩
し

f
暁

に
は
、
両
者
の
分
離
は
イ
ギ
リ
ス
よ
り
更
に
急
進
的
な
形
で
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。そ

の
禎
極
的
な
推
進
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
啓
蒙
主
義
思
想
家
で
あ
っ

た
。
宗
教
と
文
化
と
の
閲
連
を
歴
史
に
即
し
て
研
究
し
、
幾
多
の
名
苫
を
発
表

し
た
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
史
家
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
ー
ソ
ン
は
、
近
代
ョ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
文
化
の
世
俗
化
を
扱
っ
た
部
分
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
主

義
者
達
は
「
英
国
思
想
家
の
特
徴
で
あ
る
伯
屯
な
実
在
論
を
少
し
も
示
さ

ず
、
神
学
と
信
仰
と
の
統
治
の
か
わ
り
に
、
科
学
と
理
性
と
の
統
冶
を
な
す

べ
く
、
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
統
一
に
か
わ
っ
て
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
普
逼
的
な
栢

(17) 

学
的
正
統
信
仰
を
置
き
か
え
ん
と
試
み
た
」
と
評
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
置
き
か
え
」
は
、
単
に
異
質
な
論
理
の
交
替
と
い
う
こ

と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
せ
な
ら
、
善
か
れ
悪
し
か
れ
従
来

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
一
大
形
成
因
と
し
て
歴
史
的
現
実
性
を
担
っ
て
き
た

、
、
、

カ
ト
リ
シ
ス
ム
に
対
し
、
哲
学
的
正
統
は
、
本
来
自
己
の
内
部
に
あ
る
合
理

的
基
準
を
以
て
歴
史
を
裁
断
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
的
且
然

の
処
理
（
自
然
科
学
）
に
お
い
て
す
で
に
着
実
な
成
功
を
収
め
つ
つ
あ
っ
た
こ

の
合
理
的
規
準
を
歴
史
に
適
用
し
よ
う
と
す
れ
は
、
そ
れ
は
対
象
を
外
的
自

155 



然
か
ら
人
間
的
自
然
、
即
ち
人
間
性

n
a
t
u
r
e
h
u
m
a
i
n
e

に
拡
大
し
な
け

れ
は
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
人
間
性
は
こ
の
規
掌
か
ら
の
要
請
に
対
す
る
応

答
以
上
の
も
の
を
含
む
た
め
、
哲
学
的
栢
神
か
ら
す
る
人
間
性
の
計
測
を
そ

の
ま
ま
正
当
化
し
よ
う
と
す
れ
は
、
理
念
に
よ
る
現
実
の
破
東
と
、
従
っ
て

主
た
坦
実
か
ら
の
復
讐
を
招
か
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

(ls) 

も
ち
ろ
ん
、
ラ
ン
ソ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
口
制
良
打
破
の
絶
対
的

必
妾
と
い
う
状
勢
に
対
す
る
拭
極
的
な
解
答
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
こ
の
改
革
へ
の
情
熱
そ
の
も
の
が
、
人
道
主
義

的
色
彩
を
帯
び
て
思
雁
の
抽
象
性
と
相
対
応
し
、
エ
ミ
ー
ル
・
フ
ァ
ゲ
の
い

(19) 

わ
ゆ
る
「
理
性
の
宗
教
」
と
「
慇
恰
の
宗
教
」
と
を
形
成
し
た
こ
と
も
、
否

定
で
き
ぬ
事
実
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
ソ
ン
1
1
テ
ュ
フ
ロ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
哲
学
者
は
、
現
実
は
多
く
の
努
力
を
要
せ
ず
に
理
性
の
構
辿
と
一
致
し
得

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
社
会
は
単
な
る
精
神
の
操
作
に
よ
っ
て
改
造
さ
れ

る
と
等
し
く
思
い
こ
ん
て
い
た
の
て
あ
る
。
事
実
や
習
慣
や
利
害
や
本
能
の

抵
抗
を
、
彼
等
は
予
め
測
定
し
な
か
っ
た
。
彼
等
は
人
間
の
限
り
な
い
善
意

を
信
じ
た
。
誰
一
人
、
ル
ソ
ー
さ
え
も
、
人
々
が
戯
れ
に
作
っ
た
り
採
っ
た

り
す
る
煤
業
の
力
を
予
感
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
生
き
た
現
実
と
接
触
さ

せ
る
時
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
危
害
を
与
え
る
か
に
、
誰
一
人
と
し
て
気
づ

(20) 

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と

3

、

、

、

、

か
く
て
新
た
な
統
一
、
新
た
な
正
統
を
指
回
す
る
鯉
論
は
、
一
切
を
自
ら

の
中
に
包
摂
し
終
ら
ね
は
や
ま
ぬ
拍
象
的
栢
熱
と
、
礼
会
進
歩
の
道
徳
的
情

熱
と
を
帯
び
、
封
じ
ら
れ
た
宗
教
感
情
の
息
わ
ざ
る
捌
け
口
の
観
を
も
空
す

る
の
て
あ
る

-3

す
で
に
引
用
し
た
ト
ー
ソ
ン
の
言
葉
を
別
の
個
所
か
ら
再
び

引
い
て
み
よ
う
。

っ
し
つ
L
よ
、

一
オ
オ
オ
オ

i

フ
ラ
ン
ス
哲
学
者
の
反
宗
教
的
な
酷
評
に
誤
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
。
真
の
懐
疑
主
義
は
酋
通
買
容
で
あ
る
が
、
卜
八
且
紀
暫
学
者
等

の
ネ
寛
容
と
聖
像
破
壌
は
、
十
六
且
紀
の
宗
敦
改
革
者
の
そ
れ
と
同
じ
く
、

新
し
い
福
音
の
宗
徒
の
狂
信
て
あ
っ
た
。
実
際
フ
ラ
ン
ス
の
粋
蒙
~
↓
義
は
、

ヨ
ー
ロ
ソ
。
ハ
坂
後
の
異
端
て
あ
り
、
そ
の
理
性
に
訴
え
る
こ
と
は
、
枇
刊
の

ピ
ゞ
ッ
ク
の

余
地
を
与
え
ぬ
信
仰
行
為
で
あ
っ
た
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
や
卜
］
I

こ
と
き
唯
物
論
省
で
さ
え
も
、
理
刊
の
い
絶
性
や
知
的
迅
徳
的
迎
歩
の
小
可

(21) 

避
性
を
信
ず
る
頸
伸
論
者
の
信
念
を
と
も
I
C
し
た
の
で
あ
る
」
。

続
け
て
彼
は
言
う
、
啓
蒙
埠
動
の
合
刑
的
改
進
主
義
は
、
「
理
性
に
，
直
え

る
の
を
そ
の
教
理
と
し
、
啓
蒙
さ
れ
た
独
裁
制
の
権
威
に
仏
存
す
る
」
点
で

「
正
統
内
形
態
の
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
」
に
対
応
し
、
一
方
ル
ソ
ー
と
そ
の

追
随
者
逹
の
革
命
的
理
炉
主
義
は
、
「
初
期
の

T
福
年
説
者
や
再
洗
派
の
熱

五）

示
的
希
望
と
よ
り
緊
密
な
類
近
性
を
有
し
て
い
る
」
と
。

十
九
机
紀
に
入
っ
て
さ
え
、
た
と
え
は
キ
リ
ス
ト
教
を
去
っ
て
科
学
の
陣

(23

、

営
に
投
じ
た
ル
ナ
ン
の
「
科
学
の
未
来
」
忙
お
い
て
、
そ
の
モ
ラ
ル
や
サ
ン

テ
ィ
マ
ン
が
キ
リ
ス
ト
数
的
な
そ
れ
の
科
挙
へ
の
投
彩
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

(
2
4
)

（

2
5
)

．
 

ッ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
テ
ィ
ー
ゲ
ム
の
指
罰
す
る

エ
ミ
ー
ル
・
フ
ァ
ケ
や
フ
ィ
リ

と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
悧
単
な
デ
ッ
サ
ン
か
ら
、
当
面
の
問
題
に
関
し
て
幾
つ
か
の
婦
結

め
い
た
も
の
を
引
き
出
す
と
す
れ
は
、
京
ず
次
の
よ
う
な
点
を
学
け
る
こ
と

が
で
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
一
に
、
宗
教
的
信
あ
る
い
は
宗
教
的
体
験
の
変
化
の
関
屈

3

す
て
に
述

べ
た
通
り
、
正
統
キ
リ
ス
ト
教
に
合
ま
れ
る
凶
日
然
と
自
然
、
信
仰
と
理
竹
‘

啓
示
と
認
識
と
の
綜
合
が
そ
れ
ぞ
れ
の
向
損
に
分
離
し
な
が
ら
も
、
信
仰
絶

対
論
及
び
壌
疑
論
と
し
て
両
立
し
て
い
た
均
拗
の
吐
期
を
過
き
、
今
ゃ
丸
性

が
す
べ
て
を
自
然
の
光

l
u
m
i
e
r
e
s
n
a
 tu
r
e
l
l
e
s

に
照
ら
し
て
吟
味
し
謡
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明
し
去
ろ
う
と
す
る
時
代
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
。
十
七
世
紀
以
来
徐
々
に

確
謁
さ
れ
来
っ
た
こ
の
思
想
は
、
初
め
二
つ
の
面
か
ら
の
要
諮
に
同
時
に
応

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
一
方
で
は
超
自
然
も
自
然
も
内
的
な
本
有
の

光
て
明
確
に
認
識
し
説
明
し
よ
う
と
す
る
理
性
か
ら
の
要
求
を
充
た
し
、
他

方
で
は
、
神
を
煩
瑣
な
弁
証
に
よ
っ
て
で
な
く
ま
さ
に
自
己
の
内
な
る
明
証

的
な
観
念
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
は
、
清
く
正
し
い
心
に

よ
っ
て
知
ろ
う
と
す
る
信
仰
の
側
か
ら
の
要
求
を
充
た
し
た
の
で
あ
る
。
デ

カ
ル
ト
の
思
想
が
す
で
に
こ
の
両
側
面
を
そ
な
え
、
そ
の
た
め
、
彼
の
哲
学
が

ア
ポ
ロ
ジ
ー
と
し
て
信
仰
に
寄
与
し
得
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の

神
学
界
が
分
裂
し
た
の
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
次
の
此
代
が
彼

の
数
学
的
な
抽
象
性
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
り
に

ド
ー
ソ
ン
に
な
ら
っ
て
、
「
啓
蒙
迎
動
」
を
理
性
の
側
か
ら
の
要
求
に
、
「

ル
ソ
ー
と
そ
の
追
随
者
逹
」
を
信
仰
の
側
か
ら
の
要
求
に
、
よ
り
近
く
布
筐

し
て
鳥
敵
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
一
応
の

綜
合
の
中
に
平
衡
を
と
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
の
両
側
面
が
、
十
八
棋
紀
で

は
分
離
し
て
、
同
じ
革
命
の
時
代
に
生
き
な
が
ら
異
っ
た
指
導
者
を
見
出
し
、

共
通
の
途
に
賠
み
出
し
な
が
ら
別
個
の
運
命
を
辿
っ
た
と
言
う
こ
と
か
で
き

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
正
統
宗
教
に
包
ま
れ
る
信
は
、
推
論
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

神
、
内
的
明
証
の
光
に
よ
っ
て
直
接
知
ら
れ
た
神
へ
の
信
で
は
な
く
、
歴
史

的
に
啓
示
さ
れ
、
聖
書
と
教
会
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
神
へ
の
信
で
あ

る
。
多
少
の
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
パ
ス
カ
ル
の
有
名
な
言
葉
を
伯
用
す
れ
は

「
哲
学
者
の
神
で
は
な
く
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
プ
の
神
」
な
の

で
あ
る
。
推
論
も
内
的
明
証
も
、
こ
の
信
へ
の
補
足
的
な
途
で
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
代
用
を
つ
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
こ
う
し
た

補
足
と
し
て
初
め
て
、
そ
の
充
全
な
活
動
の
分
野
を
見
出
し
た
の
て
あ
る

3

こ
う
し
て
正
統
宗
教
の
緊
密
な
多
層
性
は
次
第
に
変
質
し
、
あ
た
か
も

認
識
と
啓
ホ
の
区
分
を
担
俗
的
平
而
に
移
し
た
か
の
よ
う
に
、
「
押
性
の
宗

教
」
と
「
慇
梢
の
宗
教
」
と
が
形
成
さ
れ
て
行
く
。
そ
し
て
前
者
か
、
イ
テ

オ
ロ
ギ
ー
的
測
争
の
時
代
に
促
さ
れ
て
ポ
レ
ミ
ッ
ク
の
姿
磐
で
自
己
を
貝

徹
す
る
た
め
、
明
快
な
実
践
性
を
帯
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ

は
、
他
方
て
は
、
そ
れ
ま
で
心
理
的
負
目
を
免
れ
な
か
っ
た
地
上
的
娯
し
み
・

p
l
a
i
s
i
r

が
、
既
成
宗
教
の
禁
忌
か
ら
解
放
さ
れ
、
経
験
論
折
学
に
よ
っ
て
新

た
な
倫
哩
的
基
盤
を
得
た
た
め
、
感
恰
は
、
優
雅
て
機
智
的
な
快
楽
を
水
め

て
い
よ
い
よ
洗
錬
の
度
を
加
え
る
。
更
に
、
自
然
宗
教
の
基
盤
と
も
な
り
、
ま

た
そ
れ
が
培
捉
し
た
も
の
で
も
あ
る
自
然
や
人
間
の
善
性
の
観
念
は
、
仮
説

的
な
理
論
て
あ
り
な
が
ら
既
定
の
事
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
扱
わ
れ
、
ゆ
え

、、

に
そ
れ
は
感
じ
や
す
い
魂
に
当
然
触
れ
る
べ
き
て
あ
っ
た
。
「
そ
こ
か
ら
、
阪

定
的
な
事
実
や
抽
象
的
な
思
想
に
も
即
座
に
慇
動
す
る
と
い
う
視
蒙
が
起

(
2
6
)
 

る
J

(
ラ
ン
ソ
ン
）
。

理
性
の
時
代
の
他
の
一
項
で
あ
る
感
傷
趣
味

s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
e

が
、
か
く

て
一
般
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
か
よ
う
に
理
性
と
感
愉
と
が
分
離
し
て
、
前
者
が
「
＇
具
」
に
、
後

者
が
「
快
」
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
こ
の
傾
向
は
、
誌
に
対
し
て
決
定
的
な
衝

陀
を
及
ぼ
さ
な
い
で
は
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
詩
が
前
者
に
従
う
場

合
、
そ
れ
は
平
板
な
折
学
詩
・
教
訓
詩
と
な
り
、
後
者
に
従
う
場
合
、
機
笞

や
感
傷
に
触
発
さ
れ
た
一
種
の
遊
戯
と
な
る
こ
と
は
、
避
け
難
い
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
は
、
こ
の
二
つ
の
陥
穿
に
跨
っ
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
場
合
、
穏

聟
か
経
快
犀
利
な
諷
刺
の
精
神
と
し
て
一
挙
に
真
実
を
貰
い
て
い
る
仰
所
は

別
と
し
て
、
彼
の
オ
筆
を
以
て
し
て
も
、
こ
の
趨
勢
を
如
何
と
も
し
輝
か
っ
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た
か
に
見
え
る
。

こ
う
し
た
傾
同
は
、
ペ
ジ
ル
・
ウ
ィ
レ
ー
の
見
解
に
従
え
は
、
デ
カ
ル
ト

が
「
思
惟
」
と
「
延
長
」
と
を
方
法
的
に
分
離
し
、
思
惟
を
実
在
に
到
る
唯

一
の
途
と
し
て
、
感
覚
か
ら
実
在
性
を
奪
っ
た
時
に
す
で
に
始
ま
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
「
思
惟
す
る
我
」
を
優
位
に
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
反
省
的
な
思
惟
と
は
異
質
な
詩
的
体
験
を
―
一
次
的
な
も
の
に

貶
め
る
た
め
、
「
詩
は
「
娯
し
み
』
を
提
供
す
る
も
の
、
即
ち
空
想
に
と
っ

て
は
快
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
し
い
判
断
か
ら
す
れ
ば
『
実
在
性
』
と
は

(

2

7

)

 

無
関
係
と
忍
め
ら
れ
る
飾
り
を
供
給
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
か
ら

、
、
、

で
あ
る
。
か
く
て
、
「
人
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
詩
人
と
し
て
感
じ
る
こ
と
と

良
識
と
判
断
力
を
持
っ
た
教
養
人
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
の
分
裂
」
が
あ
ら

わ
れ
、
そ
れ
は
「
真
と
感
じ
ら
れ
た
も
の
を
伝
え
る
も
の
で
、
判
断
力
に
訴
え

（
四
）

る
散
文
」
と
、
「
悦
び
を
伝
え
る
も
の
で
空
想
力
に
訴
え
る
詩
」
と
の
分
裂

に
対
応
す
る
。
従
っ
て
、
「
デ
カ
ル
ト
以
後
、
詩
人
は
、
自
分
逹
の
構
成
物
は

、
、
、
、
、

真
で
は
な
い
と
感
じ
な
が
ら
書
く
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
感
梢
は
、
彼
等
の
作
品
か
ら
本
質
的
な
真
剣
さ
を
失
わ
せ
て

(

3

0

)

 

し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。

、
、
、

詩
と
哲
学
的
精
神
と
の
こ
う
い
う
関
係
を
十
八
世
紀
に
延
長
し
た
の
は
、

デ
カ
ル
ト
に
代
る
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
の
哲
学
は
、
経
験
論
と
し
て

デ
カ
ル
ト
の
本
有
観
念
を
排
し
、
感
党
の
優
先
を
主
張
し
つ
つ
も
、
な
お
感

覚
か
ら
実
体
へ
の
通
路
を
封
鎖
し
て
、
こ
れ
を
人
間
の
心
像
に
限
定
す
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
的
抽
象
か
ら
心
像
を
解
放
し
て
、
そ
の
敏
速
な

動
き
や
結
合
を
楽
し
む
機
智
の
精
神
で
詩
に
活
気
を
入
れ
る
こ
と
に
与
っ
て

力
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
面
で
は
そ
う
し
た
活
動
に
、
や
は
り
頁
の

実
在
と
は
他
関
係
な
、
二
次
的
な
価
仙
以
上
の
も
の
を
賦
与
す
る
こ
と
を
許

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ウ
ィ
レ
ー
の
見
解
の
当
否
は
別
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
主
義

と
古
典
文
学
と
の
関
係
は
残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
般
文
学
史
風
に
、

古
代
文
学
の
規
範
の
摂
取
が
デ
カ
ル
ト
の
純
合
理
主
義
的
体
系
を
綬
和
し
た

(
4
)
 

と
も
説
明
で
き
る
し
、
一
歩
を
進
め
て
、
ブ
リ
ュ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
に
な
ら
い
、

古
典
文
学
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
影
響
を
極
め
て
少
く
見
積
る
こ
と
も
て
き

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
計
算
か
ら
は
ず
せ
な
い
の
は
、
「
理
性
」
と
い
う
観

念
の
意
義
で
あ
ろ
う
。
．

十
七
世
紀
で
は
、
こ
の
言
葉
は
専
ら
詔
目
然
と
自
然
と
の
区
分
に
従
っ
て

「
自
然
」
を
意
味
し
、
し
か
も
、
そ
れ
は
神
の
是
詞
を
受
け
て
趨
自
然
の
背

光
を
担
う
も
の
と
じ
て
、
永
遠
の
「
直
理
」
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ

(32) 

た
。
従
っ
て
、
ボ
ワ
ロ
ー
が
「
詩
学
」
の
中
で
、
「
常
に
理
性
を
愛
せ
よ
」
と
説

命
）

＜
吐
、
そ
れ
は
「
自
然
が
汝
の
唯
一
の
研
究
対
象
で
あ
れ
」
と
い
う
こ
と
と

内
面
的
に
は
同
義
で
あ
り
、
更
に
こ
の
「
自
然
」
は
、
ラ
ン
ソ
ン
も
言
う
よ
う

(

3

4

)

 

に
、
人
間
の
自
然
即
ち
人
間
性
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
を
研
究
す
る

こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
人
間
性
の
永
遠
不
変
の
真
実
を
正
確
に
掴
む
こ
と
に

等
し
い
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
、
直
ち
に
こ
の
兵
実
の
完
璧
な
表
現
で
あ
る
古
代

作
品
の
尊
重
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
理
性
と
芸
術
と
の
―
つ
の
通
路
が
こ
う
し

て
開
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
啓
蒙
理
性
も
こ
の
自
然
と
の
合
致
と
い
う
性
質
を
受
け
つ
い

で
は
い
る
も
の
の
、
他
面
、
そ
れ
は
超
自
然
の
背
光
か
ら
離
れ
、
経
験
的
な
操

作
を
導
く
最
大
の
武
器
と
し
て
の
意
味
を
も
帯
び
て
く
る
た
め
、
理
性
は
真

理
そ
の
も
の
と
等
置
さ
れ
る
よ
り
、
む
し
ろ
真
理
へ
到
達
す
る
た
め
に
必
要

な
操
作
を
選
択
し
行
い
得
る
力
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、

真
理
の
嵐
範
を
過
去
の
表
現
の
中
に
求
め
る
必
要
を
慇
じ
な
い
の
で
あ
る
。
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さ
て
、

「
理
性
の
宗
教
」
と
「
感
恰
の
宗
教
」
と
は
、
伝
統
的
宗
教
の
基

lV 

「
新
旧
論
争
」
の
経
緯
は
、
そ
の
LJ

取
も
早
い
一
例
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
上

か
る
に
他
方
で
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
真
実
に
至
る
―
つ
の
途
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
理
由
か
ら
、
そ
れ
が
人
間
性
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る

こ
と
に
対
し
て
、
反
動
的
に
、
他
の
立
場
、
た
と
え
は
「
理
性
の
宗
教
」
に

対
す
る
「
感
情
の
宗
教
」
か
ら
の
反
撃
を
誘
発
し
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
っ
て
理
性
と
感
覚
と
の
双
方
を
、
陛
層
的
に
境
を

接
し
て
共
に
個
有
の
慟
き
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め
た
よ
う
な
思
想
的

背
景
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
両
者
の
相
剋
は
深
ま
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
立
場
は
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
分
裂
の
一
方
が
、
他
方
へ
の
反
動
と
し
て
や
が
て
歴
史
の
一
大
潮
流

と
な
り
、
新
た
な
文
学
・
芸
術
の
動
き
が
生
じ
る
こ
と
は
、
す
で
に
文
学
史

の
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
動
と
反
動
と
の
二
律
背
反
が
、
知
と
信

と
の
綜
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
訓
練
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ソ
。
ハ
精
神
の
平
衡
を
破

る
深
刻
な
出
来
事
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
無
視
し
、
単
に
合
理
と

非
合
理
と
い
う
二
つ
の
範
疇
の
角
逐
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
は
、
文
学
史
の

常
識
も
遂
に
一
片
の
図
式
を
提
供
す
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
「
象
徴
主

(

3

5

)

 

義
の
詩
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
著
者
ギ
イ
・
ミ
シ
ョ
ー
は
、
こ
の
二
律
背
反
を
、

西
欧
的
精
神
の
解
体
・
分
離

s
c
h
i
s
m
e

と
し
て
分
析
す
る
こ
と
か
ら
近
代

詩
の
歴
史
を
書
き
始
め
て
い
る
が
、

s
c
h
i
s
m
e

と
い
う
単
語
が
も
と
も
と

宗
教
史
上
の
用
語
と
し
て
、
た
と
え
ば
東
西
ロ
ー
マ
教
会
の
分
裂
を
指
す

l
e
 
S
c
h
i
s
m
e
 d
'
O
r
i
e
n
t

の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

危
機
意
識

揺
に
大
き
な
衝
撃
を
加
え
た
。
再
び
エ
ミ
ー
ル
・
フ
ァ
ゲ
の
言
葉
を
偕
用
す

れ
は
、
こ
の
基
盤
と
は
、
倫
理
的
・
神
学
的
・
犀
史
的
な
そ
れ
で
あ
る
が
、
第

二
、
竺
―
一
の
も
の
は
、
無
限
に
証
明
を
求
め
る
哲
学
的
乃
至
科
学
的
積
神
に
導

か
れ
る
新
し
い
批
評
ー
—
原
典
批
判
、
脳
史
的
批
判
等
に
よ
っ
て
、
仮
定
の

事
実
を
基
礎
と
し
た
ド
グ
マ
と
し
て
斥
け
ら
れ
、
第
一
の
も
の
も
こ
れ
ら
の

支
柱
を
失
え
ば
、
や
が
て
感
情
的
な
人
道
主
義
に
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

更
に
、
既
成
宗
教
か
ら
踵
を
転
じ
た
家
教
感
情
は
、
哲
学
ゃ
利
学
の
理
論
に

し
の
び
や
か
に
侵
入
し
、
い
わ
ゆ
る
理
神
論
を
形
成
す
る
。
そ
れ
は
‘
[
了
宙

の
秩
序
と
謳
和
に
つ
い
て
の
確
固
と
し
た
感
情
に
応
え
る
点
で
、
煩
瑣
な
神

学
上
の
問
題
よ
り
は
る
か
に
立
ち
ま
さ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
理
神
論
も
ま
た
永
続
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
感
惰
に
対
応
す
る
証
拠
は
す
で
に
発
見

さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
災
厄
と
苦
悩
と
悪
と
に
充
ち
た
人
間
世

界
の
現
実
は
む
し
ろ
お
び
た
だ
し
い
反
証
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
災
厄
や
苦
悩
の
解
消
を
未
来
に
置
い
て
そ
れ
を
目
標
と

す
る
「
進
歩
の
観
念
」
は
、
来
柑
の
生
活
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に

取
っ
て
代
り
、
人
類
の
道
徳
的
完
全
性
の
信
念
に
鼓
舞
さ
れ
て
、
狸
神
論
の

抽
象
を
越
え
て
伝
播
さ
九
た
。
し
か
し
、
「
巡
歩
」
の
跛
大
の
式
器
と
な
る
は

ず
で
あ
っ
た
科
学
が
｀
皮
因
に
も
そ
の
成
功
自
体
忙
よ
っ
て
、
進
歩
の
観
念
の

非
現
実
性
を
暴
蕗
し
た
か
に
兄
え
る
。
前
に
挙
け
た
ル
ナ
ン
を
例
に
と
れ
は
、

一
八
四
八
ー
九
年
に
壽
か
れ
た
「
科
学
の
未
来
」
は
、
一
八
九

0
年
に
至
っ

て
初
め
て
発
表
さ
れ
る
が
、
こ
の
四
十
年
間
に
、
彼
が
自
ら
の
楽
天
主
義
を

批
判
し
、
科
学
が
人
類
の
道
徳
的
理
想
を
実
現
す
る
と
の
希
望
に
制
限
を
加

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
発
表
の
菜
に
附
加
え
ら
れ
た
「
序
文
」

に
よ
っ
て
は
ぽ
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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「
要
す
る
に
、
十
九
世
紀
の
絶
え
ざ
る
努
力
に
よ
っ
て
、
事
実
に
関
す
る

知
識
は
異
常
に
増
大
し
た
が
、
人
間
の
運
命
は
か
っ
て
な
い
ほ
ど
不
分
明
に

な
っ
た
。
重
大
な
こ
と
は
、
•
も
し
我
々
が
再
び
あ
の
軽
々
し
い
信
心
に
帰
る

の
で
な
け
れ
ば
、
も
は
や
将
来
、
人
間
が
受
入
れ
る
に
足
る
教
条
を
見
出
す

て
だ
て
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
超
自
然
の
信
仰
の
破
産

に
続
い
て
理
想
主
義
的
信
念
の
破
産
が
く
る
か
も
し
れ
ず
、
人
類
が
も
ろ
も

ろ
の
事
物
の
現
実
を
見
た
ま
さ
に
そ
の
日
か
ら
、
人
類
の
モ
ラ
ル
の
低
下
が

(37) 

実
際
に
始
ま
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
は
、
実
証
科
学
の
各
部
門
の
拡
大
・
精
密
化
と
共
に
、
・
か
っ
て
科

学
が
内
面
的
に
依
存
し
て
い
た
秩
序
の
観
念
が
影
を
ひ
そ
め
、
哲
学
が
以
前

の
知
的
指
導
権
を
奪
わ
れ
て
実
在
の
世
界
に
足
場
を
失
う
時
代
、
後
に
ヴ
ァ

レ
リ
ー
が
、
「
近
代
の
世
界
は
、
そ
の
力
は
大
し
た
も
の
で
あ
り
、
驚
異
的

な
技
術
の
資
本
を
所
有
し
、
実
証
的
な
方
法
に
完
全
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
自
分
が
創
造
し
た
生
活
様
式
と
か
、
一
種
の
科
学

精
神
の
普
及
が
誰
に
で
も
抱
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
思
想
形
式
と
か
に
適

応
す
る
政
治
学
も
、
倫
理
も
、
理
想
も
、
刑
法
あ
る
い
は
民
法
も
、
何
一

(

3

8

)

 

つ
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
時
代
の
特
質
が
、
す
で
に

十
分
に
熟
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
自
然
や
歴
史
の
事
実
に
関
す
る
知
識
が
異
常
な
増
大
を
見

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
的
な
領
域
に
分
化
し
て
著
校
さ
れ
た
こ
れ
ら
文

化
財
の
総
和
を
人
間
と
等
置
す
る
こ
と
が
も
は
や
許
さ
れ
ず
、
精
神
的
活
動

の
各
部
門
が
活
液
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
従
う
べ
き
全
体
の
形
式
は
行
方

不
明
に
な
る
と
い
う
、
近
代
の
特
徴
的
な
様
相
が
醸
成
さ
れ
て
行
く
過
程
に
、

．
す
で
に
足
を
踏
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
伝
統
的
宗
教
の
よ
う
に
、
奇
蹟
や
伝
承
、
予
言
等
、
自
然
あ

る
い
は
歴
史
的
事
実
の
足
場
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
理
神
論
の
よ

う
に
、
宗
教
か
ら
横
す
べ
り
し
て
き
た
理
念
を
自
分
の
方
式
で
流
用
す
る
の

で
も
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
実
証
科
学
の
よ
う
に
、
事
実
と
推
論
と
帰
結
の

連
鎮
を
追
つ
て
遂
に
、
事
実
の
無
限
の
多
様
さ
に
対
応
し
て
無
限
に
視
点
を

移
動
し
た
り
分
解
し
た
り
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
推

論
や
事
実
よ
り
も
体
験
に
即
し
、
対
象
の
変
化
よ
り
も
感
性
の
形
式
に
従
う

，
根
源
的
な
直
観
の
働
き
を
認
め
つ
つ
、
宗
教
で
も
科
学
で
も
な
い
、
し
か
し

そ
の
体
験
の
性
質
に
お
い
て
宗
教
的
信
に
類
比
し
た
も
の
を
含
み
、
ま
た
恒

常
の
人
間
性
に
根
ざ
し
た
現
実
と
し
て
科
学
的
真
に
対
置
し
得
る
実
在
を
も

包
み
こ
ん
だ
、
い
わ
ば
第
三
の
途
、
肛
観
に
よ
る
実
在
の
認
識
へ
の
入
口
が

発
見
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
こ
こ
で
、
よ
う
や
く
近
代
特
の
緒
口
に
ま
で
、
曲
り
な
り
に
も
論

旨
を
漕
ぎ
寄
せ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
を
限
定
す
る
た
め
、
さ
し
あ

た
っ
て
十
八
世
紀
末
あ
た
り
か
ら
起
っ
た
―
つ
の
注
目
す
べ
き
現
象
と
し
て

各
種
の
神
秘
思
想
の
復
活
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
・
ロ

ー
マ
ン
派
か
ら
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
ー
マ
ン
派
へ
の
波
及
に
始
ま
る
こ
の
復
活
の

影
響
は
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
、
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ラ
ン
ボ
ー
等
を
中
心
と
し
て
近

代
詩
の
中
に
か
な
り
広
汎
に
見
ら
れ
、
従
っ
て
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
も

枚
挙
に
い
と
ま
な
く
、
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
ン
主
義
や
象
徴
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
特
定
の
時
期
に
出
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
過
程
を
、
思

想
史
を
背
景
と
し
て
辿
っ
て
い
る
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ベ
ガ
ン
の
「
ロ
ー
マ
ン
的

品）

魂
と
夢
」
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
神
秘
思
想
の
復
活
の
研
究
と
も
呼
び
得

＞
 
詩
的
体
験
の
回
復
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る
ほ
ど
で
あ
る
。

神
秘
主
義
と
は
何
か
。
再
び
バ
ジ
ル
・
ウ
ィ
レ
ー
の
言
葉
を
倍
り
れ
は
、

そ
れ
は
世
界
を
況
明
す
る
方
法
と
い
う
よ
り
、
霊
的
体
験
の
二
つ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
説
明
と
し
て
の
宗
教
が
神
学
で
あ
り
、
体
験
と
し
て
の
宗
教
が

品）

神
秘
主
義
で
あ
る
」
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
単
に
異
教
的
な
も
の
で
は
な
く
、

総
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
生
き
た
中
核
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
制
度
と
し
て
の
キ

リ
ス
ト
教
が
型
に
は
ま
っ
て
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
た
時
、
ま
た
神
学
論
争

が
繁
雑
化
し
て
霊
的
体
験
を
窒
息
さ
せ
る
か
に
見
え
る
時
に
、
神
秘
主
義
は

「
神
に
到
逹
す
る
近
道
と
し
て
、
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
に
特
有
の
多
く
の
も

(
4
1
)
 

の
を
索
通
り
し
て
し
ま
う
」
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
神
秘
思
想
は
、
専
ら

天
啓
を
受
け
た
人

i
l
l
u
m
i
n
e
あ
る
い
は
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
る
人

v
i
s
i
o
n
,
 

n
a
i
r
e
と
し
て
の
内
的
体
験
に
終
始
す
る
。
そ
れ
は
、
権
威
や
制
度
や
信
条

の
普
遍
性
、
明
白
さ
等
々
が
、
必
要
に
よ
っ
て
は
切
り
捨
て
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
個
性
的
な
感
受
性
の
鋭
さ
、
深
さ
、
精
妙
さ
に
端
を
発
し
、
そ
れ

を
生
命
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
神
秘
思
想
が
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見

(
4
2
)
 

る
単
独
者
（
ス
ペ
ン
ダ
ー
）
と
し
て
の
詩
人
に
相
通
ず
る
機
徴
を
有
し
て
い

た
こ
と
は
、
容
易
に
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
い
わ
ば
詩
的
神
秘
主
義
は
、
す
で
に
ル
ソ
ー
忙
始
ま
る
詩
的

感
恰
と
宗
教
的
慇
情
と
の
間
の
通
路
を
一
挙
に
開
放
し
、
詩
の
中
に
絶
対
的

実
在
へ
の
信
を
持
ち
こ
む
と
同
時
に
、
知
的
で
抽
象
的
な
目
然
索
教
に
生
き

生
き
と
し
た
詩
的
影
像
を
注
き
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
に
見
え
る
。
ロ

ー
マ
ン
派
に
と
っ
て
、
詩
は
単
な
る
空
思
力
に
訴
え
る
「
娯
し
み
」
で
は
な

く
て
、
絶
対
の
実
在
へ
迫
る
短
絡
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま

た
そ
れ
は
、
自
然
の
中
に
ひ
そ
む
精
霊
を
再
発
見
し
て
こ
れ
に
呼
び
か
け
、

人
聞
と
霊
と
の
親
和
閃
係
を
回
復
せ
ん
と
す
る
点
で
、
デ
カ
ル
ト
以
来
単
な

る
延
長
と
化
し
た
自
然
の
機
械
的
秩
序
を
、
あ
り
あ
ま
る
情
紹
を
以
て
、
万

物
の
照
応
交
感
す
る
生
命
あ
る
調
和
の
世
昇
、
大
い
な
る
神
の
宮
居
に
変
貌

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
の
処
女
詩
集
「
瞑
想
訂
集

」
中
の
次
の
一
行
は
、
す
で
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
有
名
な
十
四
行
詩
「
照
応

」
を
予
告
す
る
も
の
と
し
て
、
「
悪
の
華
」
の
註
釈
者
ク
レ
ペ
1
1
プ
ラ
ン
の

(
4
3
)
 

注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

D
i
e
u
 c
a
c
h
e
,
 
d
i
s
a
i
s
 ,
 
tu, 
la 
n
a
t
u
r
e
 
est 
t
o
n
 t
e
m
p
l
e
!
 

「
か
く
れ
て
い
ま
す
神
よ
、
と
汝
は
言
い
ぬ
、
自
然
こ
そ
御
身
が
宮
匡
＇
．
」

か
く
れ
て
い
ま
す
神

D
e
u
s

a
b
s
c
o
n
d
i
 t
u
s

に
人
々
の
心
を
向
わ
せ

る
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
の
ア
ボ
ロ
ジ
ー
の
目
的
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
ウ
ィ

レ
ー
か
言
う
よ
う
に
、
も
と
も
と
神
秘
思
想
は
、
神
と
我
と
の
間
の
絆
が
、

聖
典
礼

s
a
c
r
e
m
e
n
t
も
信
条

c
r
e
d
0

も
介
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
瞑
想

と
直
観
と
に
よ
っ
て
十
分
結
は
れ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
堕
落
し
た
人
間
に

よ
っ
て
も
楽
園
は
回
復
さ
れ
、
人
間
の
始
祖
が
犯
し
た
罪
が
償
わ
れ
る
ゆ
え

に
、
人
間
は
独
力
で
神
に
同
っ
て
飛
翔
を
試
み
る
こ
と
が
て
き
る
の
で
あ

る
。
詩
人
の
場
合
、
こ
の
試
み
に
失
敗
す
れ
ば
、
そ
の
幻
滅
は
お
の
ず
か
ら

慰
め
の
歌
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
白
然
的
人
間
の
叩
落
や
、
自
己
を
呼

化
せ
ん
と
す
る
人
間
的
努
力
の
む
な
し
さ
を
信
仰
そ
の
も
の
の
バ
ネ
と
す
る

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
ヘ
の
傾
釘
を
示
し
た
パ
ス
カ
ル
の
思
想
と
、
ロ
ー
マ
ン
的

感
情
が
呼
び
か
け
る
「
か
く
れ
て
い
ま
す
神
」
と
は
、
言
葉
の
上
て
は
と
も

か
く
、
内
包
的
に
相
蔽
う
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
前
の
詩
句
に
続

く
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
の
次
の
一
行
、

L、
e
s
p
r
i
t
t
e
 
v
o
i
t
 
p
a
r
t
o
u
t
 
q
u
a
n
d
 n
o
t
r
e
 
oeil 
la 
c
o
n
-

t
e
m
p
l
e
;
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こ
こ
ろ

「
我
等
の
眼
が
白
然
を
観
る
時
、
梢
神
は
至
る
所
御
身
を
見
る
」

こ
れ
は
、
パ
ス
カ
ル
の
決
し
て
取
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
自
然
を
「
神
の
宮
居
」
と
見
る
こ
と
は
、
「
か
く

れ
て
い
ま
す
神
」
か
ら
受
け
た
霊
感
と
し
て
「
体
険
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

神
と
の
絆
を
回
復
し
よ
う
と
願
っ
自
我
が
、
自
然
に
投
対
し
た
己
れ
の
図
望

に
よ
っ
て
自
然
を
「
説
明
」
せ
ん
と
す
る
行
為
と
も
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
科
学
が
築
い
た
「
延
長
」
の
幾
何
学
的
図
形
、
機
械
的
迎
動
と
し
て
の

宇
宙
に
対
し
て
、
詩
の
立
場
か
ら
す
る
宇
宙
の
説
明
へ
少
く
と
も
一
歩
を
踏

み
出
し
た
姿
勢
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
神
は
非
情
な

宇
宙
法
則
の
勁
因
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
自
我
の
内
部
で
確
実
に
交
感

す
る
も
の
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
神
で
あ
っ
た
。
許
人
は
こ
の
交
感
を
自
然

に
投
射
し
て
、
そ
こ
に
伸
の
影
像
を
見
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自

我
の
影
像
に
よ
っ
て
宇
宙
を
包
み
、
こ
の
影
像
に
従
っ
て
そ
れ
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
こ
と
と
、
ど
う
違
う
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
自
然
を
説
明
す
る
応
欲
に
、
す
で
に
科
学
が
完
全
に
吸
収
し

つ
つ
あ
っ
た
。
．
科
学
は
、
そ
れ
自
身
か
宗
教
や
哲
学
を
生
む
も
の
て
は
な
い

に
せ
よ
、
事
物
を
説
明
し
た
り
こ
れ
に
働
き
か
け
た
り
す
る
実
践
的
な
分
野

に
お
い
て
は
、
他
に
見
ら
れ
な
い
成
功
を
博
し
、
宗
教
の
、
桁
学
の
、
芸
術

の
、
実
践
的
意
欲
を
奪
い
去
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
科
学
は
そ
の
対
象

を
自
然
か
ら
人
間
の
身
体
へ
、
身
休
か
ら
精
神
へ
、
精
神
か
ら
歴
史
へ
と
拡

大
し
、
か
く
て
歴
史
科
学
が
自
然
科
学
と
相
た
す
さ
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
象

の
説
明
に
乗
り
出
す
。
聖
書
に
含
ま
れ
る
神
話
の
歴
史
的
研
究
は
、
そ
の
背

景
に
つ
い
て
の
よ
り
豊
富
な
知
識
と
、
事
実
の
生
成
発
展
に
つ
い
て
の
よ
り

確
実
な
感
覚
と
を
羨
う
こ
と
で
、
瑣
末
な
神
学
論
争
よ
り
は
宗
教
感
情
に
脊

与
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
結
局
聖
書
を
他
の
す
べ
て
の
歴
史
的
文
献
と
同

列
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
奇
与
を
相
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
更
に
、
生

物
学
に
よ
る
い
わ
ば
有
史
以
前
の
歴
史
の
書
き
か
え
ー
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進

化
論
が
、
人
々
の
感
情
生
活
に
如
何
に
大
き
な
衝
撃
を
及
ぽ
し
た
か
は
、
言
う

ま
で
も
な
い
。
こ
の
時
、
詩
的
神
秘
思
想
の
包
む
感
情
だ
け
が
例
外
で
あ
り

得
た
ろ
う
ゆ
。
そ
れ
が
「
体
験
」
を
趙
え
た
「
説
明
」
に
よ
っ
て
、
自
己
の

宇
宙
感
恰
を
自
然
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
欲
望
の
大
き

さ
そ
の
も
の
に
蹟
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
詩
が
如
何
に
自
然
の

中
に
己
れ
の
感
情
を
移
入
し
て
修
辞
の
衣
を
か
ぶ
せ
よ
う
と
、
ま
た
過
去
の

黄
金
時
代

i
g
e
d
'
o
r

を
現
在
に
喚
起
し
て
そ
こ
に
充
全
な
自
我
の
彩
像

を
托
そ
う
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
然
ゃ
歴
史
に
関
す
る
虚
構
の
説
明
て
あ
る

こ
と
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ュ
ー
ル
・
モ
ヌ
ロ
の
言
葉
を
も
う
一
度

借
用
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
「
詩
1
1
希
望
な
き
呪
術
」
の
定
式
を
拭
い
去
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
虚
構
性
を
救
っ
た
の
は
、
た
た
そ
の
中

に
充
満
す
る
震
密
な
自
我
の
感
恰
の
真
摯
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
か

そ
れ
な
ら
は
、
ロ
ー
マ
ン
派
か
う
た
っ
た
悲
し
み
の
歌
は
、
例
の
空
杞
力
に

訴
え
る
「
娯
し
み
」
を
歌
っ
た
詩
の
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い

で
は
な
い
か
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
自
我
が
つ
か
ん
だ
詩
的
休
険
は
、
も
っ

と
厳
密
な
意
味
で
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
や
が
て
幻
滅
の
廿

美
さ
さ
え
許
さ
れ
ぬ
時
が
く
る
。
覚
め
た
眼
で
、
人
間
が
捲
き
こ
ま
れ
て
い

る
現
実
の
条
件
、
空
想
な
ら
ぬ
地
獄
の
実
在
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
が
く

る
。
そ
れ
は
恒
常
の
人
間
性
の
根
源
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
説
明
」
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
「
説
明
」
す
る
も
の
、
即
ち
そ
れ
な
く
し
て
は

お
よ
そ
人
間
の
連
命
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
|
|
「
原
罪
」
の

観
念
な
の
て
あ
る
。
こ
の
時
、
凶
人
が
語
る
の
は
、
幻
滅
で
は
な
く
て
悲
劇

な
の
だ
。
な
せ
な
ら
、
悲
劇
の
木
質
は
不
宰
の
感
帖
で
は
な
く
、
た
た
不
辛
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VI 

の
感
情
が
そ
の
一
部
分
を
分
有
す
る
に
す
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
、
運
命
の
容
赦
な

い
動
き
そ
の
も
の
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

近
代
詩
の
意
味

し
か
し
、
原
罪
の
観
念
は
、
宗
教
の
問
題
と
し
て
で
な
く
、
ま
さ
に
詩
的

体
験
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
た
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
詩
人
が
語
る
の
は
原

罪
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
親
念
が
消
滅
し
た
後
に
出

現
す
る
文
明
の
錯
乱
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
「
真
の
文
明
は
原
罪
の
痕
跡

(

4

5

)

 

の
縮
少
に
あ
る
」
（
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
）
。
ゆ
え
に
、
詩
は
必
然
的
に
文
明
批

評
を
内
包
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
に
一
定
の
文
明
観
が
表

明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
詩
の
成
立
自
体
が
、
近
代
文
明
を

錯
乱
と
見
る
感
覚
に
促
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
の
文
明
批
評
な
の
で
あ

る
。
し
か
も
文
明
の
側
で
は
、
た
と
え
ば
科
学
の
理
念
に
ど
の
よ
う
な
危
機

の
徴
候
が
と
も
な
お
う
と
も
、
そ
れ
が
実
際
面
に
適
用
さ
れ
た
場
合
の
成
功

の
ゆ
え
に
、
い
さ
さ
か
も
生
活
の
方
式
を
阻
害
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
得
ず

そ
れ
が
詩
人
の
精
神
に
二
重
の
蝕
を
刻
ん
で
行
っ
た
。
そ
の
作
品
の
中
に
、

科
学
の
宗
教
と
も
言
う
べ
き
進
歩
の
馘
念
に
向
っ
て
発
せ
ら
れ
た
不
信
乃
至

警
告
と
、
眼
の
あ
た
り
に
見
る
物
質
生
活
の
整
備
に
酔
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に

向
っ
て
発
せ
ら
れ
た
罵
什
と
が
し
ば
し
ば
相
対
応
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
そ

の
一
例
で
あ
ろ
う
。

か
て
て
加
え
て
、
本
来
こ
う
し
た
事
態
、
文
明
の
末
期
現
象
に
根
本
的
な

批
判
の
鉄
鎚
を
加
え
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
会
が
、
そ
こ
ま
で
宗
教
を
深
化
し

得
ず
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
近
代
文
明
の
中
に
自
己
の
真
の

姿
を
発
見
し
得
ぬ
人
間
の
苦
悩
の
体
験
に
出
し
ぬ
か
れ
た
こ
と
は
、
詩
人
を

駆
っ
て
教
会
か
ら
離
反
せ
し
め
、
こ
れ
が
第
三
の
、
し
か
し
最
も
重
大
な
蝕

、
、
、
、

を
彼
の
魂
に
刻
み
つ
け
た
。
な
ぜ
な
ら
、
聖
書
の
命
令
に
従
っ
て
完
全
な
る

生
命
を
探
求
し
、
体
験
し
、
伝
え
て
き
た
宗
教
が
、
近
代
の
も
ろ
も
ろ
の
局

面
に
そ
の
影
響
を
浸
透
さ
せ
る
力
を
失
っ
た
現
在
、
し
か
も
、
哲
学
も
科
学
も

一
度
は
宗
教
に
代
り
、
こ
の
生
命
を
芋
ん
で
新
た
な
時
代
に
転
生
せ
ん
と
し

て
失
敗
し
た
か
に
見
え
る
現
在
、
詩
が
単
独
で
新
た
な
生
命
の
変
容
に
着
手

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
今
や
詩
人
自
身
が
、
祭

祀
階
級
・
禁
欲
的
身
分
に
代
っ
て
、
漂
流
す
る
魂
の
被
委
托
者
、
悩
め
る
苦

行
僧
と
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
詩
と
神
秘
思
想
と
の
内
的
類
緑
と
い
う
こ
と

も
、
こ
の
こ
と
を
勘
定
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
単
に
ロ
ー
マ
ン
派
的
特
徴
と
言

い
切
っ
て
し
ま
う
の
は
躊
躇
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
む
し
ろ
爾
後
更
に
深
く

進
行
す
る
詩
の
単
独
化
と
聖
化
と
の
予
徴
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

、。
9
>
 か

く
て
詩
は
、
神
の
不
在
の
ド
ラ
マ
、
否
定
の
神
学

t
h
e
o
l
o
g
i
e
n
e
-

(

4

6

)

 

g
a
t
i
v
e
、
「
吟
遊
詩
人
が
そ
の
構
図
を
見
出
し
得
ぬ
『
神
曲
」
の
か
け
ら
」

(47) 

（
「
悪
の
華
」
に
与
え
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ボ
ワ
ザ
の
形
容
）
と
し
て
、
近

代
世
界
に
お
け
る
各
種
の
信
念
の
大
規
模
な
挫
折
を
、
近
代
そ
の
も
の
の
内

部
か
ら
告
発
す
る
も
の
と
な
る
。
既
成
の
宗
教
か
ら
の
離
脱
と
自
己
の
苦
悩

ヽ
．
、
、
、
、
、

の
意
義
の
聖
化
、
呪
わ
れ
た
も
の
が
祝
福
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
地
獄
の

(

3

)

 

季
節
が
、
失
わ
れ
た
聖
性
、
「
き
よ
ら
か
な
光
の
発
見
に
志
す
」
身
の
必
然

的
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
魂
の
風
土
で
あ
る
と
い
う
詩
人
の
逆
説
が
、

こ
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
逆
説
は
時
に
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
表
わ
れ
る
。

「
文
学
の
基
本
的
な
二
つ
の
特
徴
は
、
超
自
然
主
義
と
イ
ロ
ニ
ー
だ
」
（
ボ

(

4

9

)

 

ー
ド
レ
ー
ル
ご
そ
し
て
最
大
の
イ
ロ
ニ
ー
は
、
夙
に
宗
教
を
棄
て
去
っ
た

か
に
見
え
た
近
代
が
、
そ
の
自
己
表
現
の
ど
ん
づ
ま
り
で
、
信
の
不
毛
の
悲

劇
に
徹
す
る
詩
の
出
現
を
見
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
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か
く
て
我
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
近
代
の
歴
史
の
中
に
、
そ
れ
自
身
に
は
ね

返
っ
て
く
る
皮
肉
な
論
理
の
刃
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
ぎ
る
を
碍
な

い
。
哲
学
・
科
学
そ
し
て
誌
が
相
次
い
で
宗
教
か
ら
分
離
し
、
こ
れ
ら
文
化

の
謂
形
態
が
ま
た
相
互
に
矛
盾
の
途
を
辿
っ
た
揚
匂
、
再
び
宗
教
的
伍
の
問

題
へ
回
帰
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
科
学
は
必
ず
し
も
そ
の
本
買
上
宗
教
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
然
科
学
が
拠
っ
て
立
つ
機
械
論
的
宇
宙
観
は
、
も
と

も
と
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
そ
の
朋
芽
を
持
つ
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
な
せ
な
ら
、

自
然
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
ゲ
ニ
ウ
ス
を
想
定
す
る
ギ
リ
シ
ャ
ま
た
は
東
洋

風
の
自
然
観
に
対
し
、
聖
書
的
世
界
創
造
説
で
は
、
自
然
は
そ
の
外
に
立
っ

単
一
の
人
格
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
、
従
っ
て
自
然
自
体
は
、
そ

(
5
0
)
 

れ
に
内
在
す
る
個
有
の
活
力
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
然
科
学
に

お
け
る
合
理
生
へ
の
信
念
が
、
如
何
な
る
些
事
も
神
が
照
覧
し
秩
序
づ
け
て

い
る
と
い
う
感
覚
、
キ
リ
ス
ト
教
が
中
批
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
に
与
え
た
刻

叩
を
前
提
と
し
て
い
る
と
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

(51) 

っ
た
。
科
学
の
成
立
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
た
の
は
宗
教
的
啓
示
で
は
な
く
、

聖
書
に
合
ま
れ
る
疑
似
科
学
的
要
索
ー
~
そ
の
天
文
学
、
地
質
労
、
生
物

学
、
歴
史
学
等
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
宗
教
も
、
こ
れ
ら
疑
似
科

学
に
よ
っ
て
恨
界
を
説
明
す
る
と
い
う
任
務
を
解
か
れ
、
自
然
や
歴
史
の
因

里
律
を
忍
え
た
人
間
の
主
体
的
迎
命
と
い
う
問
顆
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引

く
こ
と
が
可
指
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
近
代
に
至
り
、
キ
リ
ス
ト

(
5
2
)
 

教
は
息
惟
の
内
面
に
ま
で
入
り
こ
み
、
問
題
そ
の
も
の
を
一
変
さ
せ
た
」
と

い
う
ベ
ル
ジ
ャ
エ
フ
の
言
葉
も
、
大
胆
で
は
あ
れ
決
し
て
奇
異
で
は
な
い
の

頂

展

望

む
ろ
ん
、
彼
も
言
う
遥
り
哲
学
と
宗
教
と
の
衝
突
は
、
科
学
の
場
合
に
比

べ
て
公
環
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
一
層
烈
し
く
、
両
者
の
闊
和
は
困
難
で
あ
っ

た
。
哲
学
は
二
重
真
理
説
で
一
時
こ
の
術
突
を
廻
避
す
る
が
、
宗
教
が
神
学

と
い
う
個
有
の
認
謡
形
式
と
そ
の
表
現
を
持
つ
以
上
、
哲
学
と
の
閤
に
悲
闇

的
な
衝
突
を
惹
起
し
な
い
わ
け
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
折
学
と

い
え
ど
も
認
識
か
ら
生
へ
行
く
の
で
は
な
く
、
生
か
ら
認
識
へ
の
途
を
辿

る
。
「
と
こ
ろ
で
、
存
在
の
只
中
で
人
間
に
啓
示
さ
れ
た
生
と
は
、
宗
教
以

外
の
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
哲
学
は
如
創
に
し
て
そ
れ
を
無
視
す
る

(
5
3
)
 

こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
。
「
啓
示
そ
れ
自
身
は
認
識
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

a) 

な
い
」
。
か
え
っ
て
、
哲
学
が
思
惟
の
自
由
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

宗
教
は
特
定
の
認
峨
形
式
か
ら
解
放
さ
れ
、
純
化
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
「
哲
学
が
宗
教
的
体
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
や
否
や
、
存
在
~

(
5
5
)
 

か
ら
遠
ざ
か
り
、
実
り
な
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
」
。
そ
の
時
、
哲
学
は

、
、
、

科
学
的
哲
学
と
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
哲
学
の
本
性
上
世
界
と
人
閻
と
の

説
明
を
断
念
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
宗
教
的
体
験
に

伐
え
る
に
、
個
人
的
世
界
賎
と
い
う
「
宗
教
の
蒼
ざ
め
た
代
用
物
」

(
T
.

E

・
ヒ
ュ
ー
ム
）
を
以
て
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
哲
学
は
、
科
学
の
客
~

観
性
に
も
牽
引
さ
れ
て
、
科
学
的
な
認
識
の
装
備
の
助
け
を
仰
ぐ
。
し
か

も
、
自
分
が
宗
教
的
休
験
の
一
一
次
的
・
三
次
的
な
複
写
と
も
言
う
べ
き
個
人

的
世
界
観
の
溜
池
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
あ
く
ま
で
科
学
的
で
あ
る
こ

と
を
梗
榜
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
二
重
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
近
代
的
に
お
け
る
体
験
の
深
化
は
宗
教
に
ど
う
い
う
衝
撃
を

与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
か
宗
教
を
特
定
の
影
像
（
た
と
え
ば
天
国
閃
、

で
あ
る
。
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