
鈴
木
大
拙
の
「
大
地
」
論

O
う
、
、
｝
o
H
曽
昌
ユ
．
．
ぎ
一
）
巴
。
。
o
窃
⊆
G
リ
ロ
N
ロ
置

は
じ
め
に

　
「
存
在
の
喪
失
」
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
）
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
現
代

の
精
神
的
事
態
を
「
宇
宙
的
意
識
の
喪
失
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み

た
い
、
と
い
う
の
が
小
論
を
動
か
し
て
い
る
根
底
の
意
図
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
捉
え
直
し
の
目
的
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
事
態
の
あ
る
側
面
を
一
層
具
体
化

す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宇
宙
的
意
識
（
8
ω
ヨ
搾
8
つ
ω
9
0
話
－

器
ω
ω
）
と
は
簡
単
に
、
宇
宙
と
の
一
体
感
も
し
く
は
全
体
感
で
あ
る
。
宇
宙
的

意
識
の
特
色
と
し
て
例
え
ば
、
e
宇
宙
の
生
命
と
秩
序
に
つ
い
て
の
意
識
、
口

道
徳
的
高
揚
の
意
識
、
⇔
永
遠
の
生
命
の
意
識
、
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
諸
特
色
は
、
宇
宙
に
関
す
る
全
体
性
の
意
識
の
い
わ
ば
諸

相
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
全
体
性
の
意
識
は
、
全
体
と
い
う
一

つ
の
秩
序
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
自
己
と
と
も
に
全
体
を
構
成

北
　
野
　
裕
　
通

し
て
い
る
他
者
へ
の
慈
愛
の
意
識
で
あ
り
、
さ
ら
に
全
体
な
る
も
の
（
永
遠
な

る
も
の
）
に
あ
ず
か
る
意
識
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宇
宙
的
意
識

の
喪
失
は
宇
宙
に
つ
い
て
の
全
体
性
の
意
識
の
喪
失
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が

ま
た
現
在
、
全
体
性
の
意
識
一
般
の
成
立
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
一
因
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
宇
宙
的
全
体
性
の
意
識
が
今
日
、
科
学
的
な

分
析
的
思
惟
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
否

め
な
い
。
し
か
し
他
面
、
こ
の
全
体
性
へ
の
志
向
が
宇
宙
へ
の
帰
属
意
識
と
し

て
、
郷
愁
の
ご
と
く
わ
れ
わ
れ
の
心
奥
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
承
認
さ
れ
て

よ
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
「
存
在
の
回
復
」
は
種
々
に
考
え
ら
れ
得
よ
う
が
、
宇

宙
は
一
こ
れ
と
て
容
易
な
道
で
は
な
い
が
一
そ
こ
に
至
る
可
能
的
通
路
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
宇
宙
を
考
え
る
場
合
、
必
ず
し
も
そ
の
全
体
図
を

示
し
て
、
こ
れ
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。
宇
宙
的
意
識
に
お
い
て
は
、
宇

宙
を
構
成
し
て
い
る
そ
の
部
分
が
小
宇
宙
と
し
て
大
宇
宙
を
代
表
し
て
い
る
か
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鈴木大拙の「大地」論

ら
で
あ
る
。
宇
宙
的
世
界
は
ま
た
象
徴
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
多
様
な
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
（
象
徴
作
用
）
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
鈴
木
大

拙
に
お
け
る
「
大
地
」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
（
以
下
、
こ
れ
を
「
大
地
」
論
と
呼

ぶ
）
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
農
耕
民
族
を
祖
先
に
も
つ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大

地
は
最
も
縁
の
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一一

@
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
大
地
」
論

　
管
見
に
よ
れ
ぽ
、
鈴
木
大
拙
が
「
大
地
」
を
彼
の
重
要
な
論
点
の
一
つ
と
し

て
取
り
上
げ
は
じ
め
る
の
は
、
優
に
半
世
紀
を
こ
す
そ
の
長
い
著
作
活
動
の
う

ち
で
も
昭
和
十
八
、
九
年
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
折
り
し
も
大
著
『
浄

土
系
思
想
論
』
（
昭
和
十
七
年
十
二
月
）
と
『
禅
思
想
史
研
究
第
一
』
（
昭
和
十
八

年
七
月
）
が
上
梓
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
。
も
し
白
書
の
表
題
の
う
ち
に
大
拙

の
思
想
の
質
を
特
徴
づ
け
る
も
の
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
「
大

地
」
論
は
大
拙
の
立
場
が
い
よ
い
よ
決
定
的
と
な
っ
た
こ
ろ
の
思
索
と
し
て
、

決
し
て
看
過
で
き
ぬ
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
い
ま
、
大
地
と
い
う
言
葉
が
は
っ
き
り
見
出
し
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
著
作
を

拾
い
出
し
て
み
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
大
地
と
宗
教
」
（
『
一
士
者
の
思
索
』
昭
和
十
八
年
三
月
）

　
「
鎌
倉
時
代
と
大
地
」
（
『
宗
教
的
経
験
の
事
実
』
昭
和
＋
八
年
六
月
）

　
「
大
地
と
禅
」
（
『
禅
百
題
』
昭
和
十
八
年
十
二
月
）

　
「
大
地
性
」
「
日
本
的
言
意
と
大
地
」
（
『
日
本
的
霊
性
』
昭
和
十
九
年
十
二
月
）

　
小
論
で
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
大
拙
の
「
大
地
」
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
す

る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
自
体
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
こ
と
に

す
ぐ
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
｝
般
に
「
大
地
」
の
概
念
そ

れ
自
体
が
漠
と
し
て
い
る
点
に
存
す
る
。
大
地
の
意
味
と
し
て
、
例
え
ば
「
天

に
対
し
て
地
を
広
く
い
い
な
し
た
語
」
「
広
く
て
大
き
な
土
地
」
（
い
ず
れ
も

『
広
辞
苑
』
）
と
説
明
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
大
地
そ
の
も
の
だ
け
を
指
す

の
か
、
大
地
の
み
な
ら
ず
、
大
地
と
と
も
に
大
地
が
包
含
す
る
す
べ
て
を
言
う

の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
時
々
で
両
方
の
意
味
の
い
ず
れ
か
に
な
る
と
言
う
の
か

釈
然
と
し
な
い
。
第
二
に
は
、
大
拙
の
文
章
全
体
が
、
上
に
掲
げ
た
著
作
の
よ

う
に
、
特
別
学
術
的
な
性
格
の
も
の
で
な
い
場
合
に
そ
う
で
あ
る
が
、
洒
々

落
々
と
し
た
調
子
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

が
そ
の
大
地
の
概
念
を
一
挙
に
理
解
し
た
く
思
っ
て
も
、
そ
の
文
体
が
こ
れ
を

許
さ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
が
、
彼
の
文
章
の
ほ

と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
身
の
身
体
的
「
把
握
」
の
い
わ
ぽ
表
白
と

な
っ
て
い
る
点
と
関
係
し
よ
う
。
大
拙
の
「
大
地
」
論
は
あ
る
箇
所
で
か
な
り

詩
的
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
単
な
る
文
学
と
見
誤
っ
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
禅
僧
が
自
己
の
境
涯
を
漢
詩
に
託
す
る
ご
と

き
趣
き
の
も
の
と
解
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
わ

れ
わ
れ
は
大
拙
の
「
大
地
」
論
を
い
き
な
り
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は

そ
の
た
め
の
基
準
と
な
る
も
の
を
設
け
て
、
し
か
る
後
に
そ
の
基
準
に
沿
っ
て

そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
に
考
察
の
基
準
を
提
供
し
て
く

れ
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
宗
教
学
者
で
あ
る
M
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
大
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北野裕通
地
L
論
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
エ
リ
ア
ー
デ
は
　
『
比
較
宗
教
類
型
論
』
の
第
七
章
で
、
大
地
、
地
母

（
フ
麟
O
け
ゴ
Φ
噌
］
円
鋤
円
け
7
）
、
地
神
（
国
母
昏
コ
三
巳
鉱
①
ω
）
、
地
霊
（
国
碧
昏
ω
O
凶
葺
ω
）

と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
信
仰
形
態
を
、
種
々
の
時
代
と
文
化
圏
に
わ
た
っ
て

渉
猟
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
人
間
の
行
動
、
信
仰
お
よ
び
理
論
を
観
察
し
て
い

る
。
い
ま
、
そ
れ
を
順
次
、
要
約
し
て
み
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
ω
大
地
の
宗
教
性
一
般
に
つ
い
て
。
「
大
地
、
大
地
の
神
性
、
大
寺
神
に
関

す
る
数
多
く
の
信
仰
、
神
話
及
び
儀
礼
が
多
く
の
民
群
の
間
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
。
大
地
は
、
あ
る
意
味
で
宇
宙
の
基
礎
と
し
て
、
多
様
な
宗
教
的
意
義
が
附

与
さ
れ
て
い
る
。
大
地
は
永
遠
性
の
ゆ
え
に
、
万
物
が
そ
こ
か
ら
来
た
り
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
そ
こ
へ
帰
る
ゆ
え
に
崇
拝
さ
れ
る
。
」

　
ω
天
と
地
の
思
想
。
天
と
地
と
は
太
初
の
配
偶
神
と
し
て
、
神
話
の
普
遍
的

な
中
心
思
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宇
宙
的
二
元
論
に
お
い
て
は
、
多
く
の
神
話

で
天
が
最
高
神
の
役
割
を
演
じ
、
「
大
地
は
わ
が
母
、
天
は
わ
が
父
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
女
神
性
を
帯
び
た
、
天
の
伴
侶
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
ω
宇
宙
あ
る
い
は
〈
場
所
〉
と
し
て
の
大
地
。
「
宗
教
的
〈
形
態
〉
と
し
て

の
大
地
の
最
初
の
直
観
は
、
お
そ
ら
く
、
〈
宇
宙
一
聖
な
る
力
の
豊
か
な
貯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

蔵
所
〉
と
い
っ
た
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
こ
と
を
確
信
せ
し

め
る
の
は
、
子
供
の
起
原
に
関
す
る
信
仰
の
歴
史
で
あ
る
。
受
胎
の
肉
体
的
原

因
が
知
ら
れ
る
以
前
、
人
々
は
洞
窟
、
岩
な
ど
の
裂
け
目
、
井
戸
、
樹
木
と
い

っ
た
も
の
の
な
か
に
生
き
の
び
て
い
た
も
の
、
も
し
く
は
単
な
る
種
子
、
あ
る

い
は
〈
先
祖
の
霊
魂
〉
が
婦
人
の
胎
内
に
直
接
挿
入
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
男
は
子
供
の
誕
生
に
何
ら
の
役
割
も
に
な
わ
な
い
の
み
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
イ
ク
ロ
　
コ
ス
ム

ず
、
母
親
と
の
関
係
も
不
安
定
で
あ
っ
た
。
子
供
ら
は
む
し
ろ
、
小
宇
宙
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ス
ミ
コ
マ
タ
ヒ
ナ
ル

し
て
の
自
然
環
境
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
、
宇
宙
－
母
国
生
命
に
あ
ず

か
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
意
識
し
て
い
た
。
か
く
し
て
「
〈
大
地
〉
は
そ
れ
自

体
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ま
わ
り
の
地
域
、
す
な
わ
ち
小
宇
宙
と
同
一
化
す

る
。
こ
こ
で
く
大
地
〉
は
、
人
々
を
と
り
ま
く
す
べ
て
一
そ
の
山
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
、
そ
の
植
物
を
持
つ
一
全
〈
場
所
〉
を
意
味
す
る
。
」

　
⑯
地
母
と
し
て
の
大
地
。
多
産
の
無
尽
蔵
性
ゆ
え
に
、
「
母
神
、
す
な
わ
ち

豊
饒
の
神
と
な
る
以
前
、
大
地
は
そ
れ
自
ら
を
人
々
に
母
、
地
母
↓
o
豪
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ζ
讐
臼
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
。
」
あ
る
部
族
の
予
言
者
が
、
そ
の
仲
間
に
大
地

を
掘
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の
は
、
耕
作
に
よ
っ
て
彼
ら
の
共
通
の
母
を
「
傷
つ

け
、
切
り
、
引
き
ち
ぎ
り
、
切
り
さ
く
こ
と
は
罪
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
地
母
信
仰
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ほ
か
に
「
新

生
児
を
大
地
に
ね
か
せ
る
風
習
、
子
供
の
埋
葬
（
大
人
の
火
葬
と
対
照
さ
せ

て
）
の
風
習
、
病
人
と
瀕
死
の
老
を
で
き
る
だ
け
地
面
に
近
く
置
く
風
習
」
が

　
（
7
）

あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
も
と
〉
陰
∪
δ
け
臼
8
戸
ミ
ミ
凝
ミ
肉
§
b
職
§
§
誘
§
評

§
ミ
ぎ
§
竃
、
暗
室
ミ
（
一
㊤
8
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
れ
ら
三
つ
の
習
慣
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
大
地
が
新
し
い
生
命
の
母
胎
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
う
信
仰
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
、
こ
う
し
た
地

響
信
仰
か
ら
帰
結
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
エ
リ
ア
ー
デ
の
言

葉
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「
わ
れ
わ
れ
が
生
と
死
と
呼
ぶ
も
の
は
、
全
体
と
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鈴木大拙の「大地」論

し
て
の
地
母
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
け
る
た
だ
二
つ
の
異
な
る
契
機
に
す
ぎ
ぬ
。
す

な
わ
ち
生
は
た
だ
大
地
の
胎
内
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
死
は
〈
そ
の
家
〉
に

帰
る
こ
と
で
あ
る
。
す
こ
ぶ
る
多
く
の
民
族
が
、
自
分
の
生
れ
た
土
地
に
埋
め

ら
れ
た
い
と
感
じ
る
欲
求
は
、
こ
の
自
ら
の
生
れ
た
土
地
へ
の
神
秘
的
な
愛
情

の
俗
的
な
形
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
自
分
の
家
に
帰
ろ
う
と
の
欲
求
な
の
で
あ

（
9
）

る
。
L

　
ω
生
命
に
よ
る
大
地
と
有
機
的
形
態
と
の
連
帯
性
。
一
定
の
場
所
に
あ
る
植

物
、
動
物
、
人
間
と
そ
れ
ら
が
生
れ
て
き
た
大
地
と
の
間
に
は
呪
術
的
、
共
感

的
な
結
合
力
が
存
在
す
る
。
こ
の
結
合
力
は
地
母
の
創
造
物
に
お
け
る
と
同
様

に
、
こ
の
地
母
の
う
ち
に
脈
う
つ
生
命
に
よ
っ
て
い
る
。
コ
方
で
は
大
地

と
、
他
方
で
は
植
物
、
動
物
、
人
間
の
形
態
と
の
間
の
連
帯
性
は
、
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
べ
て
に
お
い
て
全
く
同
質
で
あ
る
生
命
に
負
う
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
間
の
結

合
は
生
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
生
命
様
式
の
ど
の
一
つ
で
も
が
、
生

命
に
対
す
る
罪
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
た
り
、
鈍
ら
さ
れ
た
り
す
れ
ぽ
、
他
の
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
の
様
式
も
ま
た
そ
の
有
機
的
連
帯
性
の
ゆ
え
に
毒
さ
れ
て
し
ま
う
。
」

　
㊥
耕
地
と
女
性
と
の
同
】
視
。
農
耕
社
会
に
広
く
分
布
し
、
か
つ
非
常
に
プ

リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
直
観
と
し
て
、
女
性
と
耕
や
さ
れ
た
う
ね
と
の
同
一
視
が
あ

る
。
こ
の
女
性
と
耕
地
と
の
同
一
視
は
、
男
性
生
殖
器
と
鋤
と
の
同
一
視
、
農

業
労
働
と
生
殖
の
わ
ざ
と
の
同
一
視
を
他
方
で
暗
示
し
て
い
る
。

　
以
上
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
『
比
較
宗
教
類
型
論
』
か
ら
大
地
の
宗
教
的
性
格
を

六
点
ま
と
め
出
し
て
み
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
を
大
拙
の
「
大
地
」
論
を
考
察
す

る
た
め
の
基
準
に
す
え
る
こ
と
は
適
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
言
う
の
は
、

エ
リ
ア
ー
デ
と
大
拙
で
は
大
地
に
つ
い
て
論
述
す
る
態
度
が
基
本
的
に
相
異
な

る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
気
が
付
く
。
い
ま
宗
教
学
的
研
究
を
規
範
的
研
究
と
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

学
的
研
究
に
大
別
す
る
な
ら
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
は
す
ぐ
後
で
明
ら
か
に
な

る
よ
う
に
、
大
拙
自
身
の
大
地
に
関
す
る
一
種
の
信
仰
告
白
と
み
な
し
う
る
類

の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
規
範
的
研
究
に
含

ま
れ
よ
う
。
他
方
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
そ
れ
は
実
証
性
を
重
ん
じ
る
科
学
的
研
究

に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
と
る
方
法
は
は
っ
き
り
と
異
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
相
異
は
両
者
の
比
較
を
妨
げ
る
難
点
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
意
義
が
あ
る
と
積
極
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
宗
教
の
規
範
的
研
究
と
科
学
的
研
究
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
〔
科
学
的
研

究
〕
は
、
必
ず
し
も
、
そ
れ
ら
〔
諸
々
の
規
範
的
研
究
〕
と
矛
盾
し
た
り
衝
突

し
た
り
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
別
な
目
的
を
も
っ
て
、
互
い
に
補
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
合
い
な
が
ら
、
平
行
し
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
言
わ
れ
う
る
根
拠
は
真
の
客
観
は
真
の
主
体
に
お

い
て
成
立
し
、
真
に
主
体
的
な
も
の
は
客
観
を
証
示
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

（
1
3
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
大
拙
の
「
大
地
」
論
を
エ
リ
ア
ー
デ
の
そ
れ

に
沿
っ
て
考
察
す
る
こ
と
の
一
つ
の
意
味
は
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
拙

が
大
地
に
つ
い
て
語
る
言
葉
が
果
た
し
て
真
に
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
、
換
言
す
れ
ぽ
、
そ
れ
が
恣
意
か
ら
出
た
単
な
る
空
想
的
産
物
で
な
い
か
ど

う
か
が
わ
れ
わ
れ
に
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
れ
を
逆
に
エ
リ
ア
ー
デ
に

つ
い
て
言
え
ば
、
彼
の
研
究
が
大
拙
の
所
論
を
も
包
括
し
得
る
ほ
ど
十
全
な
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
）
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は

i8324



北野裕通
次
節
に
お
い
て
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
が
よ
く
そ
れ
の
客
観
的
考
察
の
結
果
と

も
一
致
す
る
の
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。

三
　
大
拙
の
「
大
地
」
論
6

　
以
下
、
上
で
わ
れ
わ
れ
が
要
約
し
た
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
大
地
」
論
に
そ
っ

て
、
大
拙
の
大
地
に
関
す
る
所
論
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
（
次
の
各
項
の
番

号
ω
か
ら
㊥
は
内
容
的
に
前
節
の
も
の
と
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
）

　
ω
エ
リ
ア
ー
デ
は
前
記
の
著
書
で
大
地
の
宗
教
性
に
着
目
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
大
拙
は
こ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
る
形
で
、
宗
教
の
大
地
性
を
主
張

し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
拙
の
言
葉
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
大
地
は
ど
う
し
て
も
、
母
で
あ
る
。
愛
の
大
地
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
具
膿
的

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

な
も
の
は
な
い
。
宗
教
は
實
に
此
具
燈
的
な
も
の
か
ら
で
な
い
と
獲
生
し
な

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い
。
霊
宝
の
奥
の
院
は
實
に
大
地
の
座
に
在
る
。
」
　
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
）

こ
こ
で
く
霊
性
〉
と
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
宗
教
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
大
拙

が
宗
教
を
思
想
、
儀
礼
、
制
度
な
ど
実
証
的
な
も
の
に
お
い
て
で
は
な
く
、
宗

教
意
識
と
し
て
の
霊
性
的
自
覚
の
レ
ベ
ル
で
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
引
用
を
続
け
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

よ
う
。
「
宗
教
は
上
天
か
ら
く
る
と
も
云
へ
る
が
、
其
實
質
性
は
大
地
に
在

へる
。
蜜
性
は
大
地
を
根
と
し
て
生
き
て
居
る
。
萌
え
出
る
芽
は
天
を
指
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

．
根
は
深
く
く
大
地
に
く
ひ
ご
ん
で
居
る
。
」
以
上
は
『
日
本
的
硬
性
』
か
ら

の
引
用
で
あ
る
が
、
コ
二
者
の
思
索
』
中
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
も
見
い
だ

さ
れ
る
。
「
大
地
と
は
吾
等
、
大
地
と
は
人
間
と
云
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

へ

で
、
そ
れ
に
部
翻
し
て
宗
教
と
云
ふ
も
の
が
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
地

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

の
持
っ
て
る
る
徳
用
は
悉
く
宗
教
の
徳
用
で
あ
り
ま
す
。
し
こ
の
引
用
文
の
前

半
は
仏
教
の
身
土
不
二
の
思
想
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、
「
宗
教
に

は
、
神
秘
と
云
ふ
か
、
不
可
思
議
性
と
云
ふ
か
、
普
通
の
知
性
的
勘
定
で
は
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
耐
秘
と
云
っ
て
お
き
ま
す
が
、
こ
の
宗
教

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
1
7
）

の
神
秘
性
を
大
地
は
持
っ
て
る
る
の
で
す
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言

葉
か
ら
窺
い
知
れ
る
の
は
、
大
拙
が
大
地
を
宗
教
の
基
盤
に
す
え
て
考
え
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
、
も
っ
と
言
え
ば
、
宗
教
性
と
大
地
性
の
一
致
を
考
え
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
拙
の
宗
教
観
は
大
地
的
宗
教
観
と
言

い
得
よ
う
。

　
㈹
エ
リ
ア
ー
デ
の
考
察
に
よ
れ
ぽ
、
天
と
地
と
は
神
話
に
お
い
て
太
初
の
配

偶
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
の
場
合
に
天
が
最
高
神
の
役

割
を
、
大
地
は
女
神
性
を
帯
び
た
天
の
伴
侶
と
し
て
表
象
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ

て
い
る
。
大
拙
も
ま
た
、
天
と
地
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
ω
で

述
べ
た
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
と
地
の
位
階
が
エ
リ
ア
ー
デ
の

報
告
と
は
逆
に
、
す
な
わ
ち
大
地
が
天
よ
り
も
上
位
に
考
え
ら
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ

う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
天
日
は
有
難
い
に
相
違
な
い
。
又
こ
れ
な
く
て
は
生

命
は
な
い
。
生
命
は
み
な
天
を
さ
し
て
居
る
。
が
、
根
は
ど
う
し
て
も
大
地
に

下
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
地
に
係
は
り
の
な
い
生
命
は
、
本
革
の
意
味
で
生
き
て

居
な
い
。
天
は
亙
る
べ
き
だ
が
大
地
は
親
し
む
べ
く
愛
す
べ
き
で
あ
る
。
大
地

は
い
く
ら
踏
ん
で
も
叩
い
て
も
お
こ
ら
ぬ
。
生
れ
る
も
大
地
か
ら
だ
。
死
ね
ば
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鈴木大拙の「大地」論

固
よ
り
そ
こ
に
上
る
。
天
は
ど
う
し
て
も
仰
が
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
自
分
を
引
取
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
は
呉
れ
ぬ
。
天
は
遠
い
、
地
は
近
い
。
し
そ
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
「
天
日
だ
け
で
は
宗
教
意
識
は
呼
び
さ
ま
さ
れ
ぬ
。
大
地
を
通
さ
ね
ぽ
な

ヘ
　
　
　
へ

ら
ぬ
。
大
地
を
通
す
と
云
ふ
の
は
、
大
地
と
人
間
と
感
慮
道
交
の
在
る
と
こ
ろ

を
通
す
と
の
義
で
あ
る
。
中
空
に
ぶ
ら
り
と
下
っ
て
居
て
は
天
日
の
恵
み
も
何

も
わ
か
ら
ぬ
。
足
が
大
地
に
著
い
て
居
て
、
而
し
て
其
大
地
は
亦
自
分
の
手
を

何
と
か
し
て
又
い
く
ら
か
加
へ
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
通
し

て
天
日
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
天
の
行
動
は
、
か
く
し
て
、
大
地
に
よ
り
て
人
間
と

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

交
渉
し
て
く
る
。
天
に
封
ず
る
宗
教
意
識
は
、
唯
々
天
だ
け
で
は
生
れ
て
來
な

い
。
天
が
大
地
に
下
り
て
障
る
と
き
、
人
間
は
そ
の
手
に
畏
れ
る
こ
と
が
出
干

る
。
天
の
暖
か
さ
を
人
間
が
知
る
の
は
事
實
そ
の
手
に
登
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

大
地
の
耕
さ
れ
る
可
能
性
は
天
の
光
が
地
に
落
ち
て
煎
る
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
宗
教
は
親
し
く
大
地
の
上
に
起
臥
す
る
人
間
一
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ち
農
民
の
中
か
ら
出
る
と
き
に
最
も
眞
母
性
を
撃
つ
。
」
確
か
に
、
以
上
の
天

と
地
に
関
す
る
大
拙
の
見
解
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
考
察
し
た
よ
う
な
世
界
創
造

に
直
接
関
係
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
大
拙
は
天
と
地
に
つ
い
て
述
べ
て

は
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
る
創
造
に
つ
い
て
は
少
し
も
語
っ
て
は
い
な
い
。
こ

の
点
で
両
者
を
同
一
次
元
で
論
じ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
ま
創
造
の
問
題
を
括
弧
に
入
れ
て
、
天
と
地
と
の

位
階
に
つ
い
て
の
み
問
題
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
大
拙
に
お
い
て

天
と
地
と
の
比
重
が
エ
リ
ア
ー
デ
の
場
合
と
は
逆
転
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
の

彼
の
言
葉
か
ら
は
っ
き
り
見
て
と
れ
よ
う
。

　
㈹
お
れ
お
れ
が
先
に
「
宇
宙
あ
る
い
は
〈
場
所
〉
と
し
て
の
大
地
」
と
見
出

し
を
つ
け
て
お
い
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を

も
う
少
し
補
足
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ぽ
、
原
始
的

宗
教
意
識
で
は
、
大
地
は
「
そ
の
大
い
さ
、
そ
の
堅
固
さ
、
そ
の
風
景
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

化
、
植
物
の
種
々
相
」
な
ど
を
単
位
と
す
る
一
つ
の
生
き
た
宇
宙
、
あ
る
い

は
、
大
地
を
と
り
ま
く
石
、
樹
木
、
山
、
水
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
む

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
、
（
2
0
）

「
一
つ
の
偉
大
な
全
体
」
と
し
て
経
験
さ
れ
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
が
宗
教
の
〈
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

態
〉
と
し
て
の
大
地
の
最
初
の
直
観
を
、
既
述
の
ご
と
く
＜
宇
宙
i
聖
な
る

力
の
豊
か
な
貯
蔵
量
〉
と
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
を
例
証
す
る
も
の
と
し
て
、
子
供
の
起
原
に
関
す
る
あ
る
信
仰

が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
考
え
で
は
、
そ
う
し
た
俗

信
の
意
義
こ
そ
「
大
地
が
宇
宙
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

（
2
1
）

る
。
」
換
言
す
れ
ぽ
、
そ
こ
で
は
宇
宙
が
小
宇
宙
も
し
く
は
く
場
所
〉
を
形
成

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
さ
ら

に
、
わ
れ
わ
れ
に
も
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
自
己

自
身
の
生
命
を
直
観
す
る
人
々
に
は
、
周
辺
の
小
宇
宙
、
そ
の
〈
場
所
〉
と
の

ソ
リ
ダ
リ
テ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

連
　
帯
の
感
情
が
強
く
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
大
地
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
単
純
そ
う
に
見
え
る
言
葉

が
実
際
に
は
自
明
で
は
な
い
。
大
地
と
言
う
以
上
、
第
一
義
的
に
は
大
地
そ
の

も
の
を
指
す
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
第
二
に
、
大
地
は
普
通
、
大
地
と
と
も
に

存
在
す
る
も
の
と
一
緒
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
全
体
を
指
す
こ
と
が
で
き

る
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
っ
て
大
地
一
宇
宙
1
1
場
所
と
考
え
ら
れ
た
と
き
の
「
大
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北野裕通
地
L
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
後
者
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
大
拙
に
お
い
て
も

「
大
地
」
の
語
は
、
一
見
二
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

し
、
あ
る
箇
所
に
お
い
て
は
っ
き
り
「
大
地
部
ち
四
園
の
環
境
」
と
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
大
地
を
含
む
場
所
全
体
の
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
た
、
宇
宙
あ
る
い
は
場
所
と
し
て
の
大
地
の
意
味
が
、
再
び
大
拙
に
お
い
て

も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
、
大
拙
の
「
大
地
」
の

意
味
が
そ
う
し
た
表
面
上
の
意
味
に
尽
き
な
い
こ
と
を
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
大
拙
は
実
は
「
大
地
」
を
も
っ
と
深
い
象
徴
的
意
味
に
使
っ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
（
一
一
＝
頁
以
下

参
照
）
。

　
㈹
大
地
の
母
性
性
を
大
拙
は
ど
う
見
る
か
。
大
拙
が
「
大
地
は
ど
う
し
て

　
　
　
　
（
2
6
）

も
、
母
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
、
こ
の
こ
と
は
大
地
の
有
す
る
宗
教
的
な
愛
の

立
場
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
天
日
は
死
し
た
屍
を
腐
ら
す
、
醜
き

も
の
臓
ら
は
し
い
も
の
に
す
る
。
が
、
大
地
は
そ
ん
な
も
の
を
悉
く
受
け
入
れ

て
何
等
の
不
平
も
云
は
ぬ
。
却
て
そ
れ
ら
を
綺
麗
な
も
の
に
し
て
新
し
き
生
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
息
を
吹
き
か
へ
ら
し
め
る
」
と
い
う
文
章
中
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
指
摘
し
た

よ
う
な
大
地
の
多
産
性
の
視
点
が
全
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
こ
で
は
圧
倒
的
な
姿
で
「
大
地
の
限
り
な
き
愛
、
そ
の
包
容
性
、
何
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

も
許
し
て
呉
れ
る
母
性
」
「
死
ん
だ
子
を
も
抱
き
と
る
慈
母
」
が
直
観
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
大
拙
は
「
愛
の
大
地
」
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
大
拙
が
「
母
」
の
霊
的
意
義
を
高
く
評
価
し
て

い
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
大
拙
に
「
母
」
と
題
す
る
小
文
が
あ

（
3
0
）

る
が
、
そ
こ
で
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
女
性
の
後
に
は
い
つ
も
種

族
が
く
っ
つ
い
て
居
る
。
〈
母
〉
の
強
さ
に
は
個
人
は
か
な
は
ぬ
。
〈
母
〉
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
〕

天
地
の
生
命
の
秘
密
が
宿
っ
て
居
る
。
」
ま
た
、
「
母
性
愛
は
動
物
的
で
あ
る
と

云
っ
て
仕
舞
へ
ぽ
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
が
、
母
は
母
、
或
は
女
は
女
と
し
て
、

本
曲
超
個
人
な
る
も
の
を
深
く
そ
の
中
に
漏
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
母

は
自
分
の
子
を
通
し
て
〈
永
遠
〉
に
重
れ
る
。
…
…
〔
各
宗
教
の
〕
租
師
は
何
れ

も
く
母
〉
の
子
で
な
い
も
の
は
な
い
。
〈
母
V
は
そ
の
子
に
お
い
て
自
分
を
完

成
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
個
人
的
に
云
へ
ぽ
、
母
は
そ
の
身
を
殺
し
て

そ
の
子
を
立
て
た
と
云
っ
て
よ
い
。
母
は
子
に
表
現
す
る
。
子
は
そ
れ
故
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

然
に
ま
た
母
を
工
高
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
」
大
拙
は
こ
こ
か
ら
し
て
、
仏
教
の

高
僧
な
ど
に
見
ら
れ
る
母
に
対
す
る
無
限
の
尊
敬
と
愛
慕
の
思
い
も
会
得
で
き

　
　
　
　
　
（
3
3
）

る
と
述
べ
て
い
る
。
大
拙
が
「
母
」
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
語
り
え
る
の
も
、

事
実
そ
の
よ
う
な
体
験
が
彼
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
大
拙

が
大
地
に
慈
母
を
思
う
と
き
、
そ
の
慈
母
の
具
体
的
経
験
は
彼
の
実
母
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈎
）

る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
の
項
で
論
考
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
さ
ら
に
も
う
一

つ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
郷
愁
」
の
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
前
節
㈹
に
お
い
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
注
意
し
て
お
い

た
。
そ
の
箇
所
を
こ
こ
に
再
度
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が

生
と
死
と
呼
ぶ
も
の
は
、
全
体
と
し
て
の
地
母
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
け
る
た
だ
二
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鈴木大拙の「大地」論

つ
の
異
な
る
契
機
に
す
ぎ
ぬ
。
す
な
わ
ち
生
は
た
だ
大
地
の
胎
内
を
離
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
死
は
〈
そ
の
家
〉
に
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
す
こ
ぶ
る
多
く
の
民
族

が
、
自
分
の
生
れ
た
土
地
に
埋
め
ら
れ
た
い
と
感
じ
る
欲
求
は
、
こ
の
自
ら
の

生
れ
た
土
地
へ
の
神
秘
的
な
愛
情
の
俗
的
な
形
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
自
分
の

家
に
帰
ろ
う
と
の
欲
求
な
の
で
あ
る
。
し
わ
れ
わ
れ
が
単
独
で
幾
分
長
期
間
、

外
国
に
滞
在
す
る
よ
う
な
場
合
、
郷
愁
の
感
に
お
そ
わ
れ
な
い
も
の
は
誰
も
な

い
。
こ
れ
が
高
じ
て
、
精
神
に
異
常
を
き
た
す
も
の
が
出
る
ほ
ど
で
あ
る
（
ヤ

ス
パ
ー
ス
「
懐
郷
と
犯
罪
」
、
『
精
神
病
理
学
研
究
』
所
収
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

郷
愁
は
何
に
よ
っ
て
生
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
先
の
引
用
文

中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ぽ
、
そ
れ
は
自
分
が
そ
こ
か
ら

生
ま
れ
た
土
地
と
い
う
意
味
で
自
分
の
母
、
自
分
の
家
で
あ
る
大
地
へ
の
言
わ

ば
回
帰
欲
求
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
お
い
て
郷
愁
と
は
表
層
の
感
情
で
あ
っ

て
、
こ
の
根
底
は
母
な
る
大
地
へ
帰
ろ
う
と
の
、
神
秘
的
な
還
帰
の
感
情
で
あ

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
大
拙
の
場
合
で
も
、
こ
の
問

題
は
大
地
と
の
関
係
で
見
ら
れ
て
い
る
。
例
に
よ
っ
て
、
ま
ず
大
拙
の
言
葉
を

提
示
し
て
み
た
い
。
「
吾
等
が
い
つ
も
故
郷
忘
じ
難
し
と
申
し
ま
す
の
も
、
つ

ま
り
大
地
は
忘
れ
る
こ
と
が
出
撃
ぬ
と
云
ふ
こ
と
な
の
で
す
。
…
…
昔
な
が
ら

の
香
り
の
す
る
故
郷
の
大
地
に
關
係
を
も
つ
て
走
る
と
、
何
も
か
も
何
か
深
い

も
の
を
示
唆
す
る
の
で
す
。
そ
こ
に
大
地
の
宗
教
性
、
祀
心
心
來
の
霰
的
な
る

も
の
の
面
影
が
出
て
詣
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
此
の
宗
教
性
、
此
の
霊
的
な
も

の
で
、
吾
等
の
心
の
力
は
底
知
れ
ぬ
働
き
を
出
す
や
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
こ

に
一
種
の
神
秘
性
を
帯
び
た
も
の
を
弁
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
故
郷
を
思
ふ
と

云
ふ
事
は
、
此
の
神
秘
を
憶
ひ
出
す
と
云
ふ
事
に
非
常
に
嫁
迎
を
も
つ
て
み
る

　
　
（
3
5
）

の
で
す
。
し
こ
れ
に
よ
れ
ば
大
拙
に
お
い
て
郷
愁
は
、
大
地
へ
の
、
し
か
も
そ

れ
は
単
に
地
理
的
な
も
の
で
な
く
、
「
盤
的
な
も
の
」
と
し
て
「
神
秘
を
帯
び

た
」
大
地
へ
の
想
い
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
拙
に
は
す
で

に
、
「
霊
性
の
奥
の
院
は
實
に
大
地
の
座
に
あ
る
」
と
か
「
霊
性
は
大
地
を
根

と
し
て
生
き
て
居
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
が
、
彼
に
お
い
て
大
地
は
、
わ

れ
わ
れ
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
そ
こ
へ
と
帰
っ
て
行
く
一
「
生
ま
れ
る
も
大
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

か
ら
だ
。
死
ね
ば
固
よ
り
そ
こ
へ
鋸
る
」
と
大
拙
は
言
う
一
「
蜜
の
故
郷
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
「
霊
の
故
郷
」
の
想
起
が
郷
愁
の
実
質
で
あ
る
と
い

う
の
が
大
拙
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
郷
愁
の
問
題
に
関
し
て
エ
リ
ア
ー
デ
と
大
拙
の
考
え
を
並
べ
て
み

る
と
、
力
点
の
置
き
方
に
若
干
の
相
違
（
例
え
ば
、
回
帰
欲
と
想
起
）
は
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
と
も
こ
の
問
題
を
い
ま
見
た
よ
う
な
大
地
の
宗
教
性

と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
て
お
り
、
そ
こ
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
哲
学
者
は
「
存
在
の
忘
却
」
と
言
う
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
）
。
エ
リ
ア
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

デ
や
大
拙
な
ら
、
同
じ
こ
と
を
「
大
地
の
忘
却
」
と
言
い
表
わ
す
だ
ろ
う
。

　
ω
エ
リ
ア
ー
デ
の
指
摘
し
た
大
地
の
生
命
性
と
こ
の
生
命
に
よ
る
宇
宙
的
規

模
の
有
機
的
統
一
に
つ
い
て
、
内
容
的
に
比
較
的
こ
れ
に
近
い
こ
と
を
述
べ
た

言
葉
を
大
拙
の
う
ち
に
求
め
る
と
す
れ
ぽ
、
次
の
文
章
の
う
ち
に
そ
れ
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
大
地
の
霊
と
は
霰
の
生
命
と
云
ふ
こ
と
で
あ

る
。
此
生
命
は
必
ず
個
膿
を
根
底
と
し
て
生
成
す
る
。
個
髄
は
大
地
の
連
績
で

r7928



北野裕通
あ
る
、
大
地
に
根
を
も
つ
て
、
大
地
か
ら
出
で
、
ま
た
大
地
に
還
る
。
個
膿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

奥
に
は
大
地
の
蜜
が
呼
吸
し
て
い
る
。
L
大
拙
に
お
い
て
「
脳
性
は
生
命
」
で
あ

る
。
し
か
も
先
に
見
た
ご
と
く
「
霰
の
故
郷
」
は
大
地
に
あ
る
か
ら
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
そ
の
生
命
を
大
地
よ
り
得
て
い
る
。
事
実
、
「
大
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

に
係
は
り
の
な
い
生
命
は
、
本
門
の
意
味
で
生
き
て
居
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。

大
拙
が
「
大
地
の
霊
と
は
霰
の
生
命
」
で
あ
る
と
述
べ
る
所
以
で
あ
る
。
先
の

引
用
文
中
、
個
体
と
は
差
し
当
た
っ
て
人
間
存
在
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
そ
れ
を
人
間
存
在
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
人
間
に
限
ら
ず
、
動
植
物
を
含
め
生
命
を
有
す
る
す
べ
て
の
も
の

が
個
体
と
し
て
等
し
く
大
地
に
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
人
間

も
動
物
も
植
物
も
、
大
地
の
大
生
命
を
生
き
る
が
ゆ
え
に
平
等
で
あ
る
。
し
か

し
近
代
知
性
を
兼
ね
そ
な
え
た
大
拙
の
場
合
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
述
べ
て
い
る
よ

う
な
、
生
命
を
媒
介
と
す
る
大
地
と
有
機
的
形
態
と
の
、
呪
術
性
を
帯
び
た
生

理
的
結
合
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
大
拙
で
あ
れ

ぽ
、
仏
教
の
コ
切
衆
生
悉
有
仏
性
し
ま
た
は
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
考

え
に
沿
っ
て
平
等
的
生
命
観
に
も
と
つ
く
慈
悲
を
強
調
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
㊥
大
拙
で
は
、
農
耕
社
会
に
広
く
分
布
す
る
耕
地
と
女
性
と
の
プ
リ
ミ
テ
ィ

ブ
な
同
一
視
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
大
拙
が
農
業
を
軽
視

し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
反
対
に
、
農
業
は
大
地
上
に
成
立
す
る
が
ゆ
え

に
、
ま
た
よ
く
宗
教
の
基
盤
た
り
得
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
農
は
大

地
を
離
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
農
業
は
大
地
で
あ
り
、
大
地
は
農

業
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
で
農
業
は
宗
敏
と
非
常
に
深
い
關

係
を
持
っ
て
る
る
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
宗
教
は
農
に
依
存
す
る
と
云
ふ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

或
は
農
そ
の
も
の
が
宗
教
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
L
大
拙

が
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
農
に
よ
る
大
地
と
の
直
接
的
、
具
体
的
な
交
錯
を

通
じ
て
人
間
に
諸
種
の
宗
教
的
情
緒
が
育
成
さ
れ
、
宗
教
意
識
が
形
成
さ
れ
る

と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
拙
は
述
べ
て
い
る
、
「
人
間
は
其
力
を
大
地
に

加
へ
て
農
産
物
の
収
穫
に
予
め
る
。
大
地
は
人
間
の
力
に
鷹
じ
て
こ
れ
を
助
け

る
。
人
間
の
力
に
誠
が
な
け
れ
ぽ
大
地
は
協
力
せ
ぬ
。
誠
が
深
け
れ
ば
深
い
だ

け
、
大
地
は
こ
れ
を
助
け
る
。
人
間
は
大
地
の
助
け
の
如
何
に
よ
り
て
自
分
の

誠
を
計
る
こ
と
が
出
挙
る
。
…
…
大
地
は
人
間
に
取
り
て
大
教
育
者
で
あ
る
、

大
訓
轡
師
で
あ
る
。
人
間
は
こ
れ
に
よ
り
て
自
ら
の
完
成
を
ど
れ
ほ
ど
途
げ
た

　
　
　
　
　
（
4
3
）

こ
と
で
あ
ろ
う
そ
。
」

　
（
な
お
、
農
と
宗
教
の
問
題
に
関
し
て
、
大
拙
に
「
農
業
の
宗
教
と
工
業
の

　
（
4
4
）

宗
教
」
と
い
う
興
味
あ
る
一
文
が
あ
る
。
）

　
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
大
地
」
論
を
手
掛
か
り
と
し
な
が

ら
、
鈴
木
大
拙
の
「
大
地
」
論
を
概
観
し
て
み
た
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て

み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
確
か
に
、
㈲
内
容
的
に
対
応
し
て
い
な
い
場
合

の
存
す
る
こ
と
（
㈹
に
お
い
て
の
ご
と
く
）
、
㈲
一
応
対
応
関
係
が
考
え
ら
れ

る
場
合
で
も
（
㈹
以
外
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
お
い
て
の
よ
う
に
）
そ
こ
で
強

調
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
違
い
の
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
す
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
相
違
を
理
由
に
し
て
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
を
何
か

不
当
な
も
の
と
し
て
斥
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る

29i78



鈴木大拙の「大地」論

た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
エ
リ
ア
ー
デ
の
依
拠
し
て
い
る
資
料
の
性
格
に
つ

い
て
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
エ
リ
ア
ー
デ
は
彼
の
「
大

地
」
論
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
「
こ
こ
で
は
本
書
の
他
の
す
べ
て
の
章
に
お

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

け
る
と
同
様
に
、
時
代
を
異
に
し
、
性
質
を
異
に
す
る
文
化
圏
に
属
す
る
人
々

、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

の
行
動
、
信
仰
及
び
理
論
を
観
察
し
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
」
と
述
べ
て
は
い

る
。
し
か
し
そ
こ
で
実
際
に
彼
の
取
り
扱
っ
て
い
る
資
料
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
原
始
・
古
代
そ
し
て
未
開
の
宗
教
に
属
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す

れ
ぽ
、
い
わ
ゆ
る
原
始
的
心
性
に
属
す
る
人
々
の
行
動
、
信
仰
及
び
理
論
が
問

題
に
さ
れ
て
い
る
に
止
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
鈴
木
大
拙
は
自
ら
近
代
に
生
き

た
近
代
知
識
人
で
も
あ
っ
た
。
近
代
の
特
徴
の
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ

れ
が
高
度
の
科
学
技
術
上
に
成
立
し
て
い
る
点
に
あ
り
、
こ
の
事
実
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
近
代
人
の
大
地
に
関
す
る
宗
教
的
理
解
に
、

そ
の
こ
と
が
理
解
の
制
約
と
な
る
場
合
の
存
す
る
こ
と
は
充
分
想
像
さ
れ
得
よ

う
。
上
述
㈲
は
こ
う
し
て
生
じ
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
大
拙
の
「
大

地
」
論
に
は
、
さ
ら
に
今
述
べ
た
よ
う
な
客
観
的
な
歴
史
的
状
況
の
変
化
と
い

う
視
点
だ
け
で
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
論
点
と
の
違
い
を
説
明
し
き
れ
な
い
独
自
性

が
存
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
大
地
が
エ
リ
ア
ー
デ
に
お
い
て
も
大

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

拙
に
お
い
て
も
宗
教
的
象
徴
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
エ

リ
ア
ー
デ
と
大
拙
に
共
通
す
る
の
は
、
大
地
が
常
識
や
科
学
に
よ
っ
理
解
さ
れ

る
も
の
以
上
の
も
の
、
超
越
的
な
何
か
を
あ
ら
わ
す
も
の
（
す
な
わ
ち
宗
教
的

象
徴
）
と
見
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
一
般
に
承
認
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
宗
教
的
象
徴
は
多
義
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。
こ

れ
に
は
歴
史
、
風
土
、
民
族
性
の
違
い
と
い
っ
た
要
因
、
そ
れ
か
ら
場
合
に
よ

っ
て
は
そ
れ
ら
の
い
わ
ぽ
尖
端
と
し
て
の
主
体
的
要
因
が
大
い
に
関
係
し
よ

う
。
こ
の
点
よ
り
す
れ
ぽ
、
仮
り
に
同
じ
象
徴
に
つ
い
て
全
く
正
反
対
の
解
読

が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
実
際
エ
リ
ア
ー
デ
も
、
「
宗
教
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ヴ
ア
リ
エ
ド
シ
ヨ
ン

は
科
学
の
面
か
ら
す
る
な
ら
、
ひ
ろ
く
聖
の
表
現
の
過
程
を
形
成
す
る
減
　
価

　
リ
ヴ
ア
リ
エ
ド
シ
ヨ
ン

と
再
評
価
の
歴
史
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
「
偶
像
崇
拝
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
れ
に
対
す
る
非
難
と
は
か
か
る
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
く
自
然
に
ハ
イ
エ

ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
表
象
に
直
面
し
た
心
に
う
か
ん
で
く
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て

　
（
4
7
）

い
る
。
重
要
な
の
は
宗
教
的
象
徴
が
経
験
の
事
実
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
的
象
徴
に
お
け
る
理
解
の
相
違
は
、
根
本
的

に
は
宗
教
的
経
験
に
お
け
る
事
実
上
の
差
異
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

合
、
事
実
と
は
人
工
的
な
も
の
の
加
わ
ら
な
い
自
然
の
も
の
、
自
ず
か
ら
の
も

の
を
言
う
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
加
え
て
事
実
の
解
読
に
も
不
当
な
作
意
が
な
い
も
の
と
期

待
さ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
宗
教
的
象
徴
の
理
解
に
対
し
て
如
何

な
る
態
度
を
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
一
わ
れ
わ
れ
は
、
な
お
種
々
の
問
題

は
残
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
等
し
く
尊
重
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
上
述
㈲
に
関
し
、
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
両
者

の
相
違
は
差
当
っ
て
余
り
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
と
の
比
較
に
お
い
て
大
拙
の
「
大
地
」
論
を
全
体
と
し

て
ど
う
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
大
拙
の
大
地
に
関
す
る
体
験

的
「
把
握
」
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
客
観
的
研
究
の
結
果
と
多
く
の
点
で
対
応
し
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北野裕通

て
い
る
こ
と
に
む
し
ろ
驚
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

四
　
大
拙
の
「
大
地
」
論
口

　
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
大
地
」
論
に
照
ら
し
て
大
拙
の

「
大
地
」
論
を
考
察
し
て
き
た
が
、
し
か
し
こ
れ
で
大
拙
の
「
大
地
」
論
が
語

り
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
換
言
す
れ
ぽ
、
エ
リ
ア
ー
デ

の
視
座
の
圏
内
に
立
つ
限
り
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
に
つ
い
て
以
上
の
ご
と
く

言
い
得
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
エ
リ
ア
ー
デ
の
視
圏
を
は
る
か
に
越
え
た
性
格

を
も
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
拙
の
「
大
地
」
論
の
本
質
は
む
し
ろ
、
エ
リ
ア

ー
デ
の
視
圏
外
の
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
た
め
に
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
に
関
す
る
、
前
節

⇔
で
取
り
扱
わ
れ
た
の
と
は
別
の
表
現
を
ま
ず
幾
つ
か
あ
げ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
㈲
「
大
地
は
吾
等
の
肉
細
そ
の
も
の
」

　
㈲
「
大
地
と
云
ふ
は
田
舎
の
義
、
百
姓
農
夫
の
義
、
智
慧
分
別
に
樹
照
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
義
、
起
き
る
も
什
れ
る
も
悉
く
こ
こ
に
お
い
て
す
る
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
ω
「
大
地
の
眞
實
性
・
絶
心
性
・
孤
往
熱
血
性
・
具
案
的
究
極
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
④
「
現
實
性
が
大
地
の
根
本
的
性
格
に
外
な
ら
ぬ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
⑥
「
大
地
の
心
性
・
久
遠
性
・
沖
秘
性
」

　
ω
「
「
一
」
が
大
地
で
象
徴
せ
ら
れ
、
「
多
」
が
個
個
の
身
で
象
徴
せ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
と
見
て
も
よ
い
し

　
各
項
に
つ
い
て
簡
単
に
敷
塾
し
て
お
き
た
い
。
㈲
は
仏
教
で
身
二
不
二
と
言

わ
れ
た
事
柄
で
あ
る
。
大
地
（
国
土
）
と
人
間
の
身
体
と
の
間
に
は
、
人
間
が

大
地
に
働
き
か
け
て
収
穫
す
る
産
物
を
食
す
る
こ
と
を
通
じ
て
密
接
な
連
関
が

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
の
住
み
慣
れ
た
一
し
か
も
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ

れ
↓
代
限
り
の
こ
と
で
は
な
く
、
遠
い
祖
先
の
時
代
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た

1
大
地
の
産
物
が
、
わ
が
血
、
わ
が
肉
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
大
地
と
は
吾
等
、
大
地
と
は
人
間
と
云
ふ

（
5
4
）

事
」
で
あ
る
。
㈲
心
土
不
二
の
思
想
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
農
の
重
要
性
に

気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
先
に
「
農
業
は
大
地
で
あ
り
、
大
地
は
農
業
で
あ

る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
人
間
が
農
に
従
事
す
る
現
場
が
都
で
な
く
田
舎
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
大
地
は
田
舎
の
義
と
な
る
。
ま
た
田
舎
に
起
臥
し

（「

N
き
る
も
悟
れ
る
も
悉
く
こ
こ
に
お
い
て
す
る
」
）
、
そ
こ
に
お
い
て
思
惟
す

る
（
「
智
慧
分
別
に
謝
罪
」
的
に
）
も
の
が
農
に
従
事
す
る
人
間
で
あ
る
点
か

ら
す
れ
ぽ
、
大
地
は
「
百
姓
農
夫
の
義
」
と
な
る
。
人
間
は
大
地
に
産
す
る
も

の
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
に
大
地
と
繋
が
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
大

地
に
働
き
か
け
産
物
を
得
た
の
で
な
け
れ
ぽ
、
そ
の
限
り
わ
れ
わ
れ
と
大
地
と

の
関
係
は
抽
象
的
で
あ
る
。
自
ら
大
地
を
耕
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
住
し
、
そ
こ

か
ら
得
た
も
の
に
よ
っ
て
糊
口
を
し
の
ぐ
農
の
人
に
お
い
て
初
め
て
、
大
地
と

の
関
係
は
最
も
具
体
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
な
お
「
智
慧
分
別
に

封
照
す
る
義
」
と
は
、
農
夫
た
ち
の
思
惟
が
大
拙
の
い
わ
ゆ
る
「
無
分
別
の
分

別
、
分
別
の
無
分
別
」
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
大
拙
は
彼
ら
の
そ
う
し
た

思
惟
の
因
っ
て
来
た
る
所
以
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
大
地
は
言
學
げ

せ
ぬ
が
、
そ
れ
に
働
ぎ
か
け
る
人
が
、
そ
の
誠
を
亡
く
し
、
私
心
を
離
れ
て
、

自
ら
も
大
地
と
な
る
こ
と
が
出
來
る
と
、
大
地
は
そ
の
人
を
己
が
懐
に
抱
き
上
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鈴木大拙の「大地」論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

げ
て
く
れ
る
。
大
地
は
ご
ま
か
し
を
嫌
ふ
。
農
夫
の
敦
厚
純
朴
は
實
に
大
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

氣
を
受
け
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

　
㈲
大
地
の
真
実
性
は
「
大
地
は
ご
ま
か
し
を
嫌
ふ
」
と
い
う
「
句
の
う
ち
に

す
で
に
十
全
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
な
お
他
に
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
「
大
地
は
詐
ら
ぬ
、
欺
か
ぬ
、
ま
た
ご
ま
か
さ
れ
ぬ
。
人
間
の
心
を
正
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

に
映
し
か
へ
す
鏡
の
人
面
を
照
す
が
如
く
で
あ
る
。
」
大
地
は
自
然
の
理
法
を

生
き
て
い
る
。
自
然
の
理
法
に
例
外
は
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
も
絶
対
的
に
妥
当

す
る
（
「
大
地
の
絶
射
性
」
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
地
は
真
実
そ
の
も
の
、
誠
そ
の

も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
大
地
は
よ
く
人
心
の
誠
を
映
す
鏡
た
り
え
る
の
で
あ

る
。
真
実
な
る
も
の
は
ま
た
常
に
独
行
的
で
あ
り
、
独
行
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に

孤
独
で
あ
る
。
例
外
者
と
し
て
自
ら
を
顕
わ
す
と
い
う
の
が
真
実
な
る
も
の
の

運
命
で
あ
る
。
大
地
の
童
心
独
行
性
は
「
大
地
の
鈍
重
性
・
常
住
不
攣
性
・
四

　
　
　
（
5
7
）

季
無
頓
延
性
」
に
も
現
わ
れ
て
い
よ
う
が
、
次
の
文
章
の
う
ち
に
も
つ
と
は
っ

き
り
し
た
形
で
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
大
地
は
ま

た
急
が
ぬ
。
春
の
次
で
な
け
れ
ぽ
夏
の
來
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
居
る
。
蒔
い
た
種

子
は
そ
の
時
節
が
こ
な
い
と
芽
を
出
さ
ぬ
、
葉
を
出
さ
ぬ
、
枝
を
張
ら
ぬ
、
花

を
険
か
ぬ
、
從
っ
て
實
を
結
ば
ぬ
。
秩
序
を
延
す
こ
と
は
大
地
の
せ
ぬ
と
こ
ろ

　
（
5
8
）

で
あ
る
。
」
さ
ら
に
も
う
一
点
、
大
地
の
具
体
的
究
極
性
に
つ
い
て
は
、
大
地

が
一
切
の
存
在
す
る
も
の
に
と
っ
て
「
そ
こ
か
ら
、
そ
こ
へ
」
と
い
う
性
格
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
想
い
出
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で
特
に
「
具
体

的
」
と
断
わ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ω
で
見
る
ご
と
く
、
大
地
が
形
而
上
学
的
究

極
者
で
あ
る
「
一
」
を
象
徴
す
る
具
体
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
⑥
大
拙
は
法
然
が
室
の
泊
で
出
合
っ
た
遊
君
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
述
べ
て

い
る
。
「
大
地
の
臭
ひ
は
惟
か
に
彼
女
等
を
襲
う
た
の
で
あ
る
。
遊
君
の
生
活

は
概
念
的
・
抽
象
的
で
は
な
か
っ
た
。
如
何
に
も
生
々
し
い
現
實
性
を
も
つ
て

居
た
。
」
そ
し
て
こ
の
す
ぐ
後
に
「
而
し
て
此
現
勢
性
が
大
地
の
根
本
的
性
格

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
続
け
て
い
る
。
そ
こ
よ
り
、
「
現
実
性
」
の
反
対

は
通
常
「
可
能
性
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
拙
で
は
「
概
念
的
・
抽
象

的
」
が
そ
れ
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
も
っ
と
も
「
概
念
的
・

抽
象
的
」
な
有
り
方
は
「
可
能
的
」
有
り
方
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
矛
盾
で

は
な
い
が
）
。
し
た
が
っ
て
大
拙
に
お
い
て
「
現
実
性
」
は
ま
た
「
行
為
性
・

具
体
性
」
に
密
接
に
連
関
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
大
拙
に

お
い
て
、
大
地
は
自
ら
鍬
を
も
ち
大
地
に
寝
起
き
す
る
人
々
、
つ
ま
り
大
地
に

行
為
的
・
具
体
的
に
か
か
わ
る
人
々
に
対
し
て
の
み
、
そ
の
全
貌
（
現
実
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

開
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
大
地
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
的

で
あ
る
が
、
こ
の
現
実
性
が
大
地
の
「
根
本
的
性
格
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
以

上
述
べ
ら
れ
て
き
た
、
ま
た
こ
れ
か
ら
述
べ
ら
れ
ん
と
す
る
大
地
の
全
性
格
が

大
地
の
現
実
性
を
根
本
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
㈲
こ
れ
ま
で
㈲
か
ら
④
ま
で
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
大
地
の
諸
性
格
は

ま
だ
内
在
性
に
止
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
よ
り
大
地
に
関
す
る
議
論
は
一
転
回
し

て
、
形
而
上
学
的
場
面
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
「
大
地
の

霰
性
・
久
遠
性
・
耐
湿
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
走
性
・
神

秘
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（
前
節
⑯
）
、
こ
こ
で
は

大
拙
に
お
い
て
大
地
の
久
遠
性
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
を
、
直
接
大

i7532



北野裕通
拙
の
言
葉
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
だ
け
に
止
め
た
い
。
大

拙
は
大
地
の
久
遠
性
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
先
租
の
生
れ
た

庭
を
思
ふ
と
云
ふ
は
、
先
租
の
先
租
と
、
そ
の
又
先
租
と
云
ふ
藍
梅
に
、
何
庭

ま
で
行
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
悠
久
な
る
も
の
、
久
遠
の
實
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

と
云
ふ
も
の
を
、
無
意
識
に
憶
ふ
も
の
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
大
地
の
久
遠
性
と

は
、
わ
れ
わ
れ
が
先
祖
伝
来
の
故
郷
を
想
う
と
こ
ろ
に
感
得
さ
れ
る
、
大
地
の

悠
久
な
る
性
格
に
他
な
ら
な
い
。

　
ω
さ
て
最
後
に
、
大
地
が
超
越
的
な
」
し
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
の
個
々
の
身
体
（
と
言
っ

て
も
、
心
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
身
体
の
意
味
で
な
く
、
心
身
を
含
め
た
身
体
で

あ
る
）
が
「
多
」
の
象
徴
で
あ
る
と
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
大
拙
に
お
け

る
大
地
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
真
骨
頂
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
存
す
る
と
見
て
よ

い
。
た
だ
し
『
日
本
的
霊
夢
』
（
第
二
篇
二
及
び
三
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
表
題

の
指
し
示
す
事
柄
と
の
関
係
も
あ
っ
て
「
一
」
は
「
超
個
の
人
（
に
ん
）
」
「
超

個
己
の
一
人
」
「
一
人
」
「
宇
宙
霊
」
「
超
個
霊
」
等
と
種
々
に
言
い
か
え
ら
れ

て
お
り
、
「
多
」
も
ま
た
「
個
己
の
一
人
一
人
」
「
樹
勢
」
「
個
霊
」
等
と
呼
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

れ
て
い
る
。
さ
て
大
拙
に
お
い
て
「
こ
の
超
個
の
人
が
早
期
の
個
己
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
か
し
普
通
に
は
個
己
の
世
界
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
。
超
個
の
人
の
世
界
は

頑
強
な
迷
妄
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
実
の
個
己
は
、
個
己

が
自
ら
の
奥
底
に
超
己
の
人
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
し
か
も
こ
の

自
覚
は
「
超
個
の
人
（
こ
れ
を
「
超
個
己
」
と
云
っ
て
お
く
）
が
個
己
の
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

一
人
で
あ
り
、
こ
の
一
人
　
人
が
超
個
の
人
に
外
な
ら
ぬ
と
云
ふ
自
覚
L
（
形
式

上
か
ら
言
え
ば
コ
即
発
、
多
即
一
し
の
自
覚
）
と
別
で
は
な
い
。
こ
の
と
き

墨
守
は
個
己
で
あ
っ
て
し
か
も
個
己
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
逆
理
は
首
脳
己
の

自
己
限
定
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
拙
は
こ
う
し
た
個
己
に
よ
る
逆
軍
己

的
経
験
の
具
体
的
表
白
と
し
て
「
一
無
位
の
真
人
」
（
『
臨
手
録
』
）
「
親
鷲
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

人
」
（
『
歎
異
抄
』
）
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
無
難
に
よ
る
超
尊
卑
的
経
験
は

い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
大
拙
は
親
鷺
の
場
合
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
説

明
し
て
い
る
。
「
彼
〔
親
鶯
〕
が
、
流
窟
の
身
と
な
っ
て
邊
鄙
と
云
は
れ
る
北

地
へ
往
っ
て
、
そ
こ
で
大
地
に
親
し
ん
で
居
る
人
々
と
起
居
を
共
に
し
て
、
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

さ
に
大
地
の
経
験
を
自
ら
の
身
の
上
に
味
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
親

驚
は
、
自
ら
具
体
的
事
実
と
し
て
の
大
地
の
上
に
大
地
と
共
に
生
き
、
大
地
が

与
え
て
く
れ
る
恵
み
を
通
し
て
大
地
的
霊
性
に
触
れ
た
き
、
自
分
の
個
己
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

し
て
下
身
己
的
な
る
も
の
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
肝
要
な
こ
と
は
難
平
が
自

ら
の
身
体
を
大
地
に
投
げ
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は

超
個
の
人
が
抽
象
的
・
概
念
的
に
で
は
な
く
、
具
体
的
・
身
体
的
に
把
握
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
し
か
し
さ
ら
に
、
何
故
に
超
越
己
の
一
人
が
大
地
に
よ
っ
て
象
徴
せ
ら
れ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ぼ
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
海
や
山
は
一
人

の
象
徴
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
大
拙
は
「
こ

　
ヘ
　
　
　
へ

の
一
人
は
大
地
に
よ
り
て
象
徴
せ
ら
れ
る
が
一
番
手
近
な
の
で
あ
る
。
大
地
の

具
膿
性
が
即
ち
一
人
の
具
腱
二
一
他
の
も
の
で
は
ど
う
し
て
も
置
き
換
へ
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

れ
ぬ
性
格
1
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
人
を
会
得
し
た
大

拙
に
し
て
初
め
て
よ
く
言
い
得
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
と
も
か
く
、
言
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わ
れ
て
い
る
意
味
は
明
瞭
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
大
地
の

　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

具
体
的
な
全
性
格
が
そ
の
ま
ま
一
人
の
そ
れ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
点
、
他
の
も
の
で
は
代
置
不
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
象
徴
の
性

格
の
一
つ
と
し
て
多
義
性
を
あ
げ
た
が
、
象
徴
は
さ
ら
に
そ
れ
自
体
、
象
徴
さ

れ
る
も
の
と
の
間
に
内
的
な
力
の
関
係
（
必
然
的
関
係
）
を
有
し
て
お
り
、
こ

の
た
め
に
象
徴
を
人
為
的
に
取
り
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
象
徴
の
理

．
翻
を
想
起
す
れ
ぽ
・
大
拙
に
お
い
て
大
地
ま
さ
に
そ
う
し
た
意
味
で
不
の
象

徴
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
大
拙
の
「
大
地
」
論
は
「
一
」
に
お
い
て
究
極
し

た
。
し
か
し
こ
の
「
一
」
は
』
即
多
、
多
即
一
し
の
「
一
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
知
ら
れ
る
通
り
、
数
的
一
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砺
）

が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
一
、
つ
ま
り
絶
対
｝
む
し
ろ
絶
対
無
で
あ
る
。
こ
の
点

よ
り
、
大
拙
に
お
け
る
大
地
は
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
象
徴
す
る

と
も
考
え
ら
れ
得
よ
う
。
し
か
し
「
一
」
が
こ
の
よ
う
に
「
絶
対
一
」
あ
る
い

は
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
言
い
か
え
ら
れ
よ
う
と
、
な
お
そ
れ
だ
け
で
は
不
充

分
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
「
一
」
の
当
体
そ
の
も
の
に
当
た
っ
て

は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
拙
に
お
い
て
大
地
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

は
結
局
、
二
」
の
当
体
を
指
し
示
す
象
徴
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
着
す
る
で
あ

ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
大
地
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
観
想
の
立
場
で
成
立
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
一
層
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
は
た
ら
く
身
体
が
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
落
す
べ
き
で
は

な
い
。
宇
宙
的
意
識
を
も
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
一
見
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
が
、
大
拙
も
言
う
ご
と
く
「
大
地
に
親
し
む
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

大
地
の
苦
し
み
を
嘗
め
る
こ
と
で
あ
る
。
」
自
身
泥
と
化
し
て
は
た
ら
く
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
誠
を
尽
く
す
の
で
な
け
れ
ぽ
、
大
地
は
決
し
て
そ
の
秘

密
を
打
ち
明
け
ば
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
も
ま
た
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
と
言
う
の
は
、
生
活
の
近
代
化
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
は

た
ら
く
場
所
が
空
間
的
に
も
職
業
の
上
で
も
、
ま
す
ま
す
狭
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
大
拙
も
こ
の
点
に
注
意
し
て
、
ど
う
し
て
も
大
地
を
離
れ
ら
れ
ぬ

わ
れ
わ
れ
が
、
近
代
生
活
の
進
む
に
つ
れ
て
大
地
を
離
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な

い
矛
盾
を
、
わ
れ
わ
れ
の
直
面
す
る
「
困
難
の
最
も
基
本
的
な
る
も
の
」
と
認

　
　
（
7
0
）

め
て
い
る
。
大
地
を
通
し
て
宇
宙
的
意
識
の
、
ひ
い
て
は
「
存
在
」
の
回
復
を

図
る
場
合
の
難
し
さ
の
一
面
も
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
確
か
に
課
題
は

山
積
み
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
と
て
、
大
地
の
生
活
は
工
夫
の
仕
方
如
何
に
よ

っ
て
、
困
難
で
は
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）
　
霜
≡
泣
ヨ
富
ヨ
o
ρ
↓
ぎ
§
ミ
、
駐
旦
葡
災
喧
。
器
彗
ミ
措
§
〆
高
き
畠
。
ヨ

　
＝
O
藍
ω
ρ
一
8
P
薯
．
ω
。
。
㊤
1
。
。
㊤
O
■
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
岩
波
文
庫
、
下
巻
、

　
二
一
二
一
二
＝
二
頁
。
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（
2
）
ζ
マ
。
①
四
日
冨
α
ρ
隷
、
、
ミ
蕊
篤
ミ
G
o
§
ミ
ミ
ご
鳴
沁
ミ
喧
。
§
お
㎝
。
。
．
堀
一
郎

　
訳
『
大
地
・
農
耕
・
女
性
　
　
比
較
宗
教
類
型
論
』
未
来
社
、
一
九
七
〇
年
。

　
以
下
、
本
書
よ
り
の
引
用
の
際
に
は
、
ま
ず
英
語
版
の
頁
を
示
し
、
括
弧
内
に

　
邦
訳
版
の
頁
を
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
日
本
語
訳
は
ほ
ぼ
こ
の
版
に
し
た
が
っ

　
た
。

（
3
）
　
二
四
〇
（
八
O
I
一
）
頁
。
　
　
（
4
）
二
四
二
（
八
四
）
頁
。
　
　
（
5
）
二
四

　
四
（
八
六
）
頁
。
　
　
（
6
）
二
四
五
（
八
八
）
頁
。
　
　
（
7
）
二
四
七
（
九
〇
）

　
頁
。
　
　
（
8
）
二
四
七
一
二
五
三
（
九
一
－
九
九
）
頁
参
照
。
　
　
（
9
）
二
五
三

　
（
一
〇
〇
）
頁
。
　
　
（
1
0
）
二
五
五
（
一
〇
二
）
頁
。

（
1
1
）
　
岸
本
英
夫
監
訳
『
宗
教
学
入
門
』
（
ζ
．
日
九
八
Φ
雪
ユ
旨
ζ
●
凶
津
帥
σ
q
曽
≦
P

　
『
譜
雰
ご
壱
駄
肉
職
喧
。
江
綜
§
ミ
ミ
鳴
ミ
ミ
ミ
§
）
東
京
大
学
出
版

　
会
、
一
九
六
二
年
、
二
頁
。

（
1
2
）
　
同
右
、
三
頁
。

（
1
3
）
　
「
我
々
が
物
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
物
と
一
致
す
る
と
い
う
に
す

　
ぎ
な
い
」
（
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
第
九
章
）
参
照
。

（
1
4
）
　
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
八
巻
、
四
五
頁
（
『
全
集
』
は
再
刊
版
を
使
用
。
以
下

　
こ
れ
よ
り
の
引
用
は
、
全
的
－
四
五
頁
の
ご
と
く
表
示
す
る
）
。

（
1
5
）
　
同
上
－
四
四
頁
。
　
　
（
1
6
）
全
十
五
－
八
三
頁
。
　
　
（
1
7
）
同
上
－
八
四
頁
。

　
（
1
8
）
全
層
－
四
五
頁
。
　
　
（
1
9
）
同
上
一
四
七
頁
。

（
2
0
）
国
＝
巴
①
鴇
二
四
二
（
八
四
）
頁
　
　
（
2
1
）
二
四
四
（
八
六
）
頁
。
　
（
2
2
）

　
同
上
。

（
2
3
）
　
鈴
木
大
拙
、
全
十
五
－
七
五
頁
。

（
2
4
）
　
注
（
3
8
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
2
5
）
　
こ
の
項
に
関
連
し
て
、
西
田
哲
学
の
「
場
所
」
が
想
起
さ
れ
る
。

　
つ
い
て
は
、
最
後
に
若
干
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
2
6
）
　
鈴
木
大
拙
、
全
八
－
四
五
頁
。
　
　
（
2
7
）
（
2
8
）
（
2
9
）
　
同
上
。 こ

の
点
に

（
3
0
）
　
全
十
九
－
二
七
五
－
二
八
○
頁
。
な
お
同
類
の
も
の
に
「
母
性
尊
重
」
と
題
し

　
た
小
文
も
あ
る
（
全
三
十
】
1
十
六
一
十
九
頁
）
。

（
3
1
）
　
全
十
九
－
二
七
七
頁
　
　
（
3
2
）
　
同
上
－
二
七
九
頁
。
　
　
（
3
3
）
同
上
一
二
七
七

　
頁
。

（
3
4
）
　
大
拙
は
自
分
の
母
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
多
か
っ
た
人
で
あ
る
。
森
本
省
念

　
老
師
は
大
拙
の
述
懐
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
掲
げ
て
い
る
。
「
わ
し
は
母

　
の
手
一
つ
で
育
っ
た
の
で
、
今
で
も
母
の
事
が
有
難
い
。
父
の
事
は
忘
れ
る
事

　
が
あ
っ
て
も
、
母
親
の
事
は
忘
れ
ら
れ
ん
。
本
を
読
ん
で
く
れ
た
事
や
、
人
の

　
所
へ
行
く
時
に
、
よ
く
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
事
な
ど
、
今
に
覚
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
な

　
／
…
…
母
は
、
ど
こ
と
な
く
、
淋
し
さ
の
影
を
ひ
い
た
、
清
楚
な
婚
人
で
、
桔

　
梗
の
花
を
思
わ
せ
る
人
で
あ
っ
た
。
」
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

　
「
『
桔
梗
の
花
を
思
わ
せ
る
人
』
は
、
後
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
そ
う
解
釈
せ

　
し
む
る
何
か
が
、
母
堂
に
、
ま
つ
わ
っ
て
お
る
の
だ
ろ
う
。
／
そ
れ
が
、
大
拙

　
翁
の
い
わ
ゆ
る
大
地
性
で
あ
り
、
日
本
的
雲
上
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
大
拙

　
の
永
遠
な
る
、
法
身
の
中
核
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
『
禅
　
　
森
本
省
念
の
世

　
界
』
春
秋
社
、
」
九
八
四
年
、
八
一
－
二
頁
）
。

（
3
5
）
　
鈴
木
大
拙
、
全
十
五
－
八
四
頁
。
　
　
（
3
6
）
全
八
一
四
五
頁
。
　
　
（
3
7
）
全
十

　
九
－
二
七
〇
頁
。

（
3
8
）
　
こ
の
項
で
わ
れ
わ
れ
は
郷
愁
が
大
地
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た

　
が
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
わ
れ
わ
れ
は
大
地
の
概
念
に
つ
い
て
さ
ら
に
次
の

　
よ
う
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
郷
愁
の

　
対
象
と
な
る
大
地
が
そ
う
で
な
い
よ
う
に
、
大
地
は
ど
こ
を
見
て
も
同
じ
と
い

　
う
よ
う
な
広
漠
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
エ
リ
ア
ー
デ
の
先
の
引
用
文
中
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
「
自

　
ら
の
生
れ
た
土
地
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
意
味
を
担
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

　
い
し
、
も
っ
と
具
体
的
な
大
拙
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
そ
こ
に
流
れ
て
居
る
小
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川
で
は
、
誰
か
が
小
魚
を
す
く
っ
た
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
向
う

　
　
の
山
で
は
茸
狩
り
に
誰
か
が
行
っ
て
天
狗
に
で
も
會
つ
た
と
云
ふ
こ
と
で
な
け

　
　
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、
具
膣
的
事
象
で
埋
め
ら
れ
、
そ
の
事
象
の
一
一
に
歴

　
　
史
的
、
文
化
的
聯
想
が
繋
が
れ
て
居
な
く
て
は
な
ら
ぬ
し
（
全
十
九
－
二
七
一

　
　
頁
）
。
（
大
地
の
歴
史
性
と
い
う
視
点
は
エ
リ
ア
；
デ
の
先
の
引
用
文
中
に
は
見

　
　
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
大
拙
の
場
合
に
は
、
「
昔
な
が
ら
の
香
り
の
す
る
故
郷

　
　
の
大
地
」
「
租
先
傳
來
の
霊
的
な
る
も
の
」
と
い
う
表
現
の
う
ち
に
、
そ
の
視
点

　
　
が
含
意
さ
れ
て
い
た
。
）
要
す
る
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
や
大
拙
で
は
、
大
地
と
は
い

　
　
つ
も
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
慣
れ
親
し
ん
だ
「
わ
が
故
郷
の
大
地
」
つ
ま
り
「
郷

　
　
土
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
地
の
こ
う
し
た
意
味
は
、
す
で
に
前
項
㈹

　
　
で
問
題
と
な
っ
た
大
地
一
1
宇
宙
1
1
場
所
の
意
味
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
（
上
記
の

　
　
よ
う
な
意
味
を
担
う
「
大
地
」
は
、
和
辻
哲
郎
の
「
風
土
」
の
概
念
に
接
近
し

　
　
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
大
地
」
の
概
念
を
い
っ
そ
う
閲
明
す
る
た
め
に
、

　
　
両
者
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問

　
　
題
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
）

（
3
9
）
　
鈴
木
大
拙
、
全
八
－
五
〇
頁
。
　
　
（
4
0
）
同
上
一
四
八
頁
。
　
　
（
4
1
）
同
上
－
四
五

　
　
頁
。
　
　
（
4
2
）
全
十
五
－
八
三
頁
。
　
　
（
4
3
）
全
八
－
四
六
頁
。
　
　
（
4
4
）
全
十
九

　
　
一
七
六
－
七
九
頁
。

（
4
5
）
　
団
＝
四
α
ρ
二
四
〇
（
八
一
）
頁
。

（
4
6
）
　
例
え
ば
『
宗
教
学
辞
典
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
の
「
象
徴
」

　
　
の
項
を
参
照
（
三
八
六
－
七
頁
）
。
（
な
お
、
も
し
宗
教
的
象
徴
の
多
義
性
を
認
め

　
　
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
う
し
た
見
解
は
少
な
く
と
も
論
理
上
、
世
界
の

　
　
諸
々
の
宗
教
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
不
合
理
に
陥
り
、
や
が
て
世
界
に
唯
一

　
　
の
宗
教
し
か
認
め
な
い
排
他
的
宗
教
観
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
ろ
う
）
。

（
4
7
）
　
日
一
巴
ρ
二
五
（
五
七
）
頁
。

（
4
8
）
　
鈴
木
大
拙
、
全
八
－
八
六
頁
。
　
（
4
9
）
同
上
。
　
（
5
0
）
同
上
一
九
一
頁
。

　
　
（
5
1
）
同
上
－
九
七
頁
。
　
　
（
5
2
）
全
十
五
－
八
五
頁
。

　
　
頁
。
　
　
（
5
4
）
全
十
五
－
八
三
頁
。

（
5
5
）
　
全
八
1
＝
八
。
な
お
農
夫
の
「
無
分
別
の
分
別
」
の
風
光
が
一

　
　
八
頁
に
か
け
て
美
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

（
5
6
）
　
全
八
－
四
六
頁
。
　
　
（
5
7
）
同
上
－
九
一
頁
。

　
　
（
5
9
）
同
上
－
一
一
八
頁
参
照
。
　
　
（
6
0
）
全
十
五
－
八
五
頁
。

　
　
頁
。
　
　
（
6
2
）
同
上
－
八
二
頁
。

（
6
3
）
　
『
歎
異
抄
』
に
あ
る

　
　
へ
に
親
驚
一
人
が
た
め
な
り
け
り
し
の
「
首
固
一
人
」

　
　
る
こ
と
に
は
異
議
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

　
　
て
承
認
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
6
4
）
　
全
曲
－
九
四
頁
。
　
　
（
6
5
）
同
上
一
八
四
頁
。

（
6
7
）
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
宗
教
的
象
徴
」

　
　
水
患
、
一
九
七
九
年
、
二
七
七
頁
）
。
な
お
拙
論

　
　
ス
パ
ー
ス
に
即
し
て
L
（
『
認
識
と
超
越
』
北
樹
出
版
、

（
6
8
）
　
鈴
木
大
拙
、
全
三
－
五
四
七
頁
。

　
　
1
一
七
一
頁
。

（
5
3
）
全
十
五
⊥
七
五

一
七
⊥
一

ノへ　　o

　馨

（同
61上
）　1
全四
八一1　ノ、

八頁
　o

「
彌
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
の
立
場
か
ら
の
一
解
釈
と
し

　
　
　
　
（
6
6
）
同
上
－
九
〇
頁
。

（『

e
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
第
四
巻
、
白

　
　
　
　
「
記
号
・
象
徴
・
暗
号
　
　
ヤ

　
　
　
　
　
昭
和
五
十
六
年
）
参
照
。

（
6
9
）
全
章
－
二
八
頁
。
　
　
（
7
0
）
全
十
五
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