
一

問
題
の
視
点

タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
宗
教
」
概
念
の
問
い
直
し
の
問
題

は
、
今
日
も
な
お
宗
教
学
や
人
類
学
の
領
域
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
普
遍
的
「
本
質
」
を
も
っ
た
「
宗
教
（religion,

R
elig-

ion

）」
概
念
は
、「
世
俗
主
義
（securalism

）」
が
、
西
洋
近
代
と
い
う
特
殊
な

時
代
に
お
い
て
「
世
俗
（the

secular

）」
の
対
概
念
と
し
て
生
み
出
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
。「
世
俗
」
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
宗
教
」
概
念
に
基

づ
く
近
代
の
儀
礼
論
、
例
え
ば
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
の
立
場
で
は
、
儀
礼
は

な
に
も
の
か
の
象
徴
と
し
て
「
解
釈
」
さ
れ
、「
世
俗
」
に
対
し
て
説
明
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
他
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
や
中
世
キ
リ
ス
ト
教
社
会

に
お
い
て
は
、
儀
礼
は
公
共
的
で
社
会
性
を
も
っ
た
「
訓
育
（disciplinary

prac-

tice

）」
で
あ
っ
た
。
近
代
儀
礼
論
が
捨
象
し
た
の
は
、
こ
の
側
面
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
儀
礼
の
象
徴
性
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
教
義
を
理
解
す
る
こ
と
も
一

つ
の
訓
育
と
い
え
よ
う
が
、
訓
育
に
お
け
る
解
釈
は
「
世
俗
」
に
対
し
て
な
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
儀
礼
に
参
加
し
、
公
共
的
な
儀
礼
の
型
に
従
っ
て
自
ら
を
訓

育
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
自
ら
に
対
し
て
な
す
解
釈
で
あ
る
。
本
来
の
儀
礼
論

は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
信
仰
が
指
示
す
る
次
元
へ
、
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
参
加
者

を
訓
育
す
る
か
、
と
い
う
視
点
を
抜
き
に
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
本
発
表
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
サ
ド
の
立
場
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
、
日
本

仏
教
固
有
の
儀
礼
論
の
端
緒
を
模
索
す
る
試
み
で
あ
る
。

二

日
本
に
お
け
る
仏
教
儀
礼
論
の
現
況

日
本
に
お
い
て
は
、
仏
教
儀
礼
そ
の
も
の
が
主
題
と
し
て
系
統
だ
っ
て
論
じ
ら

れ
る
局
面
は
少
な
く
、
あ
っ
て
も
断
片
的
で
あ
る
。
西
洋
近
代
の
儀
礼
論
が
基
本

的
に
未
開
宗
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
ま
で
を
包
括
す
る
理
論
構
築
を
ま
ず
目

指
し
、
そ
の
う
え
で
個
々
の
儀
礼
を
解
釈
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
儀
礼
に
学
的
に
取
り
組
む
態
度
に
か
な
り
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
い
く
つ
か
日
本
仏
教
儀
礼
に
関
す
る
具
体
的
言
説
を
見
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、
藤
井
正
雄
氏
は
、
儀
礼
一
般
に
関
し
て
は
「
教
義
を
行
為
に
あ
ら
わ

し
た
も
の
で
、
儀
礼
を
と
お
し
て
、
信
仰
を
深
め
る
と
と
も
に
、
さ
き
に
述
べ
た

仏
教
儀
礼
論
の
端
緒

│
│
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
Ｔ
・
ア
サ
ド
を
手
掛
か
り
に
│
│

小

野

真
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よ
う
に
儀
礼
の
も
つ
機
能
と
し
て
、
成
員
の
一
定
の
感
情
体
系
の
維
持
、
い
い
か

え
る
と
儀
礼
の
も
つ
集
団
的
拘
束
力
が
、
同
信
意
識
を
高
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
員
間
に
連
帯
力
が
生
じ
、
教
団
維
持
・
発
展
の
原
動
力
と
な
る
」（�
）、
と
述
べ

る
に
と
ど
ま
り
、
仏
教
儀
礼
を
対
自
儀
礼
と
対
他
儀
礼
の
二
種
類
に
わ
け
、
さ
ら

に
そ
れ
ら
を
五
つ
の
タ
イ
プ
の
儀
礼
に
分
け
て
い
る
。
ま
た
、「
か
た
ち
か
ら
入

る
の
が
仏
法
を
知
る
近
道
で
あ
り
、
か
た
ち
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
真
髄
が

あ
る
」
と
、
儀
礼
的
な
「
か
た
ち
」
と
仏
法
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

お
ら
れ
、
こ
こ
で
深
い
仏
教
哲
学
が
示
唆
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
そ
の
哲
学
と
儀
礼
的
な
「
か
た
ち
」
の
関
係
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
た
だ
断
片
的
に
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

他
の
論
者
の
仏
教
儀
礼
論
に
お
い
て
は
、
儀
礼
を
分
析
す
る
研
究
が
主
だ
っ
た

も
の
に
な
る
。『
儀
礼
に
み
る
日
本
の
仏
教
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
山
岸
常
人
氏

の
論
文
「
法
会
の
変
遷
と
「
場
」
の
役
割
」（p.199
〜240

）
に
よ
れ
ば
、
法
会

分
析
の
方
法
と
し
て
、「
法
会
」・「
法
会
内
容
」・「
法
会
研
究
の
視
点
」
の
三
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
あ
げ
、「
法
会
内
容
」
に
つ
い
て
は
、「
前
提
」「
形
式
」「
主
要

部
」「
附
帯
部
」、「
法
会
研
究
の
視
点
」
に
つ
い
て
は
「
組
織
論
」「
財
政
論
」

「
文
書
論
」「
機
能
論
」「
空
間
論
」
の
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
細
分
し
て
法
会
を

分
析
し
て
い
る（
�
）。
こ
の
儀
礼
論
は
、
種
々
の
儀
礼
的
行
為
と
声
明
が
連
な
っ
た

法
会
と
い
う
有
機
的
な
儀
礼
複
合
の
流
れ
や
構
成
自
体
を
、
い
く
つ
か
の
概
念
で

分
析
し
て
見
通
し
を
よ
く
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
仏
教
の
法
会
は
、
例

え
ば
、
自
分
の
犯
し
て
き
た
罪
を
仏
に
懺
悔
す
る
「
悔
過
会
」
や
宗
派
上
の
偉
人

に
感
謝
の
意
を
表
す
る
「
報
恩
講
」
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
法
会
が
大
き
な
目
的
へ
向

け
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
法
会
自
体
を
必

要
な
各
部
に
分
類
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
っ
た
法
会
を
成
立

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
機
構
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、「
仏
教
的
目
的
を
達
成
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
般
的
に
必
要
な
要
素

を
抽
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
目
的
に
応
じ

て
、
ま
た
宗
派
や
地
域
に
応
じ
て
、
各
部
分
の
変
数
が
変
わ
り
、
そ
れ
が
法
会
全

体
の
姿
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
説
は
、
儀
礼
そ
の

も
の
の
骨
格
を
浮
き
彫
り
に
す
る
が
、
論
理
的
な
分
類
に
終
始
し
て
お
り
、
確
か

に
儀
礼
の
構
造
は
浮
き
彫
り
に
な
る
が
、
儀
礼
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
る
本
来
の

儀
礼
論
に
ま
で
ま
だ
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
大
村
英
昭
氏
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
教
の
あ
り

か
た
と
し
て
、
儀
礼＝

荘
厳
の
重
要
性
を
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
特
に

仏
教
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
固
有
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
言

わ
れ
る
。「
仏
教
ほ
ど
、
一
義
的
な
論
理
の
こ
わ
さ
を
、
と
り
わ
け
書
き
言
葉
の

も
つ
論
理
性
の
こ
わ
さ
を
知
っ
て
い
た
教
え
も
め
ず
ら
し
い
。「
不
立
文
字
」
と

い
い
、「
即
非
の
論
理
」
と
い
い
、
要
は
、
一
義
性
に
至
る
一
切
の
論
理
は
、
所

詮
「
虚
妄
分
別
」
で
し
か
な
い
こ
と
を
見
抜
い
て
の
話
で
あ
ろ
う
。「
不
条
理
で

す
ら
な
く
て
、
た
だ
そ
こ
に
あ
る
だ
け
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
な
い
し
自
然
に
対
し

て
、
こ
れ
を
虚
妄
の
分
別
智
で
割
り
切
っ
て
い
こ
う
と
す
る
不
遜
！
あ
る
い
は
、

我
執
に
ま
み
れ
た
論
理
を
押
し
つ
け
、
挙
句
は
、
幻
想
の
世
界
に
退
行
し
て
い
く

愚
か
さ
。
こ
の
辺
り
の
事
情
に
、
も
っ
と
も
敏
感
な
の
が
、
わ
れ
わ
れ
仏
教
の
徒

で
は
な
か
っ
た
の
か
…
…
な
ら
ば
、
論
理
を
超
え
た
象
徴
的
な
表
現
に
も
、
儀
礼

の
も
つ
表
現
的
な
含
み
に
も
、
も
っ
と
も
鋭
敏
な
人
間
の
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
」（�
）。「
超
越
的
な
も
の
と
の
出
会
い
、
あ
る
い
は
、
無
限
な
る
も
の
と

の
対
話
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
義
的
な
論
理
性
（
分
別
智
）
を
も
っ
て
表
現
し

き
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」（�
）。
近
代
主
義
的
な
仏
教
教
学
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が
儀
礼
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
こ
と
に
抗
弁
し
て
、
儀
礼＝

荘
厳
の
重
要
性

を
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
仏
教
の
固
有
性
か
ら
仏
教
儀
礼
や
荘
厳
が
与

え
る
感
性
的
側
面
の
重
要
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
こ
で
は
、
仏
教
教
義
の
論
理
的
帰
結
の
一
つ
と
し
て
、
仏
教
儀
礼

や
荘
厳
の
重
要
性
が
出
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
儀
礼
そ
の

も
の
に
つ
い
て
は
、
儀
礼
は
「
象
徴
的
な
表
現
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
「
超
越
的

な
も
の
」
と
の
出
会
い
や
「
無
限
な
る
も
の
」
と
の
対
話
を
含
む
も
の
、
と
い
う

西
洋
儀
礼
論
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
一
般
的
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

ず
、
儀
礼
論
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
従
来
の
西
洋
儀
礼
論
の
着
想
を
踏
襲
し
て
い

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
佐
藤
道
子
は
『
東
大
寺
お
水
取
り
』
に
お
い
て
仏
教
儀
礼
の
意
義
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
仏
教
儀
礼
は
、
い
ず
れ
も
、
拠
り
所
と
な
る

経
典
か
ら
そ
の
理
念
を
抽
出
し
て
、
理
念
の
体
現
化
を
図
り
ま
す
。
理
念
と
実
践

の
両
立
と
で
も
申
せ
ま
し
ょ
う
か
」（�
）。
佐
藤
は
こ
の
書
で
、
東
大
寺
の
お
水
取

り
を
構
成
す
る
儀
礼
の
各
要
素
を
入
念
に
解
説
し
て
い
る
が
、
仏
教
儀
礼
の
意
義

一
般
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
は
こ
の
部
分
し
か
な
い
。
こ
こ
で
は
、
儀
礼
は

「
理
念
の
体
現
化
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
発
想
も
後
に
見
る
よ
う
に
、
西
洋

近
代
儀
礼
論
特
有
の
、
儀
礼
は
理
念
の
「
象
徴
的
表
現
」
で
あ
る
と
い
う
定
式
の

枠
内
の
言
説
で
あ
る
。
理
念
の
体
現
化
の
仕
方
に
、
仏
教
独
特
の
要
素
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
以
上
は
踏
み
込
ん
で
仏
教
固
有
の
儀
礼
論
を
展
開
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
実
は
、
仏
教
儀
礼
論
、
と
り
わ
け
日
本
仏
教
の
儀
礼
論
を
体
系
的

に
展
開
し
た
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
く
の
論
者
は
、
仏
教

儀
礼
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
は
、
西
洋
近
代
の
宗
教
学
な
い
し
文
化
人
類
学
に
お

け
る
儀
礼
観
の
も
つ
、
基
本
的
枠
組
み
の
う
ち
に
あ
る
簡
明
な
一
般
命
題
を
、
単

純
に
仏
教
儀
礼
に
あ
て
は
め
て
す
ま
せ
て
い
る
。
な
ぜ
、
日
本
で
は
固
有
の
仏
教

儀
礼
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
洋
に
お
い
て
キ
リ
ス

ト
教
に
つ
い
て
も
原
始
宗
教
に
つ
い
て
も
儀
礼
論
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
思
え
ば
、
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら

仏
教
の
思
想
的
特
徴
に
由
来
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

西
洋
の
儀
礼
論
が
見
落
と
し
て
い
る
、
儀
礼
論
を
安
易
に
展
開
す
る
こ
と
に
対
す

る
抑
制
的
な
要
素
を
、
仏
教
の
立
場
で
は
な
お
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
逆
に
、
西
洋
の
儀
礼
論
の
う
ち
に
普
遍
的
儀
礼
論
を
積
極
的

に
展
開
し
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
宿
命
的
な
要
素
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
疑
念
の
核
心
は
、
仏
教
を
も
扱
う
体
系
的
西
洋
近
代
儀
礼
論
が
ど
の

よ
う
に
仏
教
を
語
る
か
を
見
て
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
る
違
和
感
か
ら
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
、
西
洋
儀
礼
論
が
、
仏
教
の
思
想
的

特
徴
を
捨
象
す
る
こ
と
な
く
、
仏
教
儀
礼
を
そ
の
枠
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
仏
教
儀
礼
論
自
体
が
単
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
も
し
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
西
洋
儀
礼
論
に
不
自

然
な
普
遍
的
儀
礼
論
の
展
開
へ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
推
認
し
う
る
。
そ
し
て
、

仏
教
儀
礼
に
西
洋
儀
礼
論
で
は
説
明
し
え
な
い
固
有
な
要
素
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
い
っ
た
西
洋
儀
礼
論
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
の
供
犠
論
を
例
に
と
っ
て
み
た
い
。
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三

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
供
犠
論
の
仏
教
儀
礼
へ
の
対
応

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
第
三
部
第
三
章
「
祭
祀

と
供
犠
」
で
、
儀
礼
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
彼
の
議
論
を
こ
こ
で
と
り

あ
げ
る
の
は
、
彼
が
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
の
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ウ
ー
ゼ
ナ
ー
ら
の
哲

学
的
西
洋
儀
礼
論
の
伝
統
を
批
判
的
に
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
、
ま
た
、
も
ち
ろ

ん
時
代
的
な
限
界
は
あ
る
が
、
当
時
の
宗
教
学
の
成
果
を
集
約
し
て
い
る
ハ
ン
ブ

ル
ク
の
「
ワ
ー
ル
ブ
ル
ク
文
庫
」
に
集
め
ら
れ
た
「
第
一
次
文
献
に
直
接
あ
た
っ

て
企
て
ら
れ
た
、
神
話
的
―

宗
教
的
意
識
の
展
開
に
つ
い
て
の
こ
れ
ほ
ど
包
括
的

な
概
観
は
、
他
に
例
を
見
な
い
」（�
）か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の

仏
教
理
解
が
、
非
常
に
的
を
え
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、「
仏
教
が
追
及
す
る
救
済
は
や
は
り
、
個
々
の
自
我
の
救
済
で
は
な
く
、

個
々
の
自
我
か
ら
の
救
済
」（S

:
303

）（�
）で
あ
り
、
ま
た
「
仏
教
は
、「
無
神
論

的
宗
教
」
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
が
、
そ
れ
は
神
々
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
神
々
の
存
在
は
、
仏
教
の
核
心
的
問
題
、
主

要
的
問
題
に
比
べ
れ
ば
、
ど
う
で
も
よ
い
無
意
味
な
問
題
」（S

:
304

）
で
あ
る

と
い
う
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

は
「
な
ん
ら
か
の
存
在
の
主
張
で
は
な
く
、
特
殊
な
「
秩
序
」、
特
殊
な
意
味
の

主
張
」（S

:
304

）
こ
そ
が
一
つ
の
教
説
に
「
宗
教
的
」
と
い
う
刻
印
を
押
す
も

の
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
仏
教
を
「
宗
教
」
の
範
疇
に
入
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
な

ど
と
同
じ
枠
組
み
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
宗
教
」
の
範
疇
に
仏
教
を
入
れ

る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
以
上
の
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
仏
教

へ
の
洞
察
は
本
質
的
な
地
点
へ
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
供

犠
論
に
お
い
て
、
仏
教
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し

て
み
た
い
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
儀
礼
論
は
「
祭
祀
（K

ult

）」、
と
り
わ
け
供
犠
儀
礼
に
宗
教

の
本
質
的
要
素
を
見
る
と
い
う
、
西
洋
儀
礼
論
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
も
、
元
来

供
犠
を
必
要
と
し
な
い
仏
教
を
も
そ
の
中
へ
理
論
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
苦
慮
し

て
い
る
。
彼
は
、
仏
教
の
本
質
を
か
な
り
の
精
度
で
洞
察
し
つ
つ
も
、
西
洋
儀
礼

論
の
中
に
仏
教
を
理
論
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
理
論
的
に

は
一
貫
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
仏
教
の
位
置
づ
け
は
我
々
日
本
仏
教

の
環
境
に
生
き
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
少
々
不
自
然
な
印
象
を
与
え
る
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
裏
面
か
ら
い
え
ば
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
理
論
の

「
不
自
然
な
印
象
」
を
検
証
す
る
こ
と
で
西
洋
儀
礼
論
が
見
落
と
し
て
い
る
仏
教

の
重
要
な
要
素
が
、
あ
る
い
は
西
洋
儀
礼
論
が
無
意
識
に
前
提
と
し
て
い
る
事
柄

が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
「
神
話
的
思
惟
」
に
お

い
て
、
神
話
を
「
精
神
の
表
現
形
式
の
体
系
」
の
一
つ
と
と
ら
え
る
。
ま
た
、
言

語
、
芸
術
、
宗
教
な
ど
「
精
神
文
化
の
基
本
的
諸
形
式
」
は
、
神
話
的
意
識
か
ら

発
生
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
思
惟
を
根
本
的
な
「
精
神
の
表
現
形
式
」

と
と
ら
え
、
神
話
的
意
識
に
お
け
る
空
間
把
握
と
時
間
把
握
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
ど
原
始
宗
教
の
神
話
的
諸
観
念
は
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏

教
な
ど
が
持
つ
諸
観
念
を
網
羅
的
・
理
論
的
に
位
置
づ
け
る
。

彼
は
「
祭
祀
（K

ult

）」
は
人
間
が
自
分
を
神
々
に
捧
げ
る
「
能
動
的
振
る
舞

い
（das

aktive
V

erhältnis

）」
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
遂
行
の
中
で
神
話
的
意

識
が
展
開
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
。「
祭
祀
こ
そ
が
神
話
の
前
段
階
で
あ
り
、
そ

の
「
客
観
的
」
基
盤
を
な
し
て
い
る
」（S

:
271

）。
そ
し
て
、
祭
祀
の
形
態
が

展
開
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
供
犠
」
が
そ
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
、
と
説
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く
。
そ
し
て
、「
供
犠
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
信
仰
は
「
真
の
可
視

性
（seine

eigentliche
Sichtbarkeit

）」
を
持
つ
（vgl.

S
:

272

）、
と
す
る
。
こ

の
よ
う
に
「
供
犠
」
を
祭
祀
の
中
心
的
な
要
素
と
み
る
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
基
本

的
な
立
場
は
、
西
洋
的
な
供
犠
儀
礼
観
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
儀
礼
観
は
仏
教
を
ど
う
取
り
扱
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
は
元
来

供
犠
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
仏
教
は
、
人
間
の
苦
と
そ
れ
へ
の
対
応
に

対
す
る
釈
迦
の
洞
察
に
基
づ
く
教
え
で
あ
り
、
供
犠
を
本
質
と
す
る
ヴ
ェ
ー
ダ
宗

教
の
伝
統
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
次
元
に
あ
り
、
供
犠
を
必
要
と
し
な
い
。
ま

た
、
後
の
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
仏
は
人
格
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
犠
牲
の
羊
な
ど
を
供
え
ら
れ
る

一
神
教
の
神
と
は
異
な
っ
て
、
仏
と
契
約
関
係
に
入
る
の
で
は
な
く
、
元
来
仏
の

本
性
は
空
で
あ
る
こ
と
は
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
自
覚
さ
れ
続
け
て
い
る
。
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
本
性
を
洞
察
し
、
一
神
教
の
枠
組
み
に
力
づ

く
で
は
め
込
む
こ
と
な
く
、
供
犠
を
中
心
と
し
た
彼
の
儀
礼
論
の
中
へ
理
論
的
に

位
置
付
け
よ
う
と
す
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
供
犠
の
「
否
定
的
な
要
素
」
に
着
目
す
る
。
そ
れ
は
自
己
の

所
有
物
の
破
壊
に
よ
る
「
感
覚
的
欲
望
の
制
限
」
に
基
づ
く
「
自
己
否
定
」
で
あ

る
。
元
来
、
流
血
を
伴
う
破
壊
に
よ
っ
て
、
自
然
的
―

魔
術
的
な
己
の
力
を
高

め
、
マ
ナ
を
身
に
つ
け
て
神
々
の
意
志
へ
迫
ろ
う
と
す
る
着
想
が
供
犠
の
根
底
に

あ
る
が
、
そ
れ
が
到
底
神
々
の
力
に
及
ば
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
挫
折
し
、
供
犠

の
意
義
は
神
々
へ
の
「
捧
げ
も
の
（O

pfergabe

）」
と
な
る
。
し
か
し
、
ま
だ
捧

げ
も
の
の
対
価
と
し
て
神
々
の
意
志
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
「
交
換
の

理
念
」
が
残
存
し
て
お
り
、
供
犠
に
お
け
る
「
決
定
的
な
精
神
的
変
転
（V

er-

w
endung

）」（S
:

276

）
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
「
変
転
」
と
は
、
宗

教
的
配
慮
が
捧
げ
る
こ
と
の
内
容
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
捧
げ
る
こ
と
の
形

式
に
、
献
上
の
形
式
そ
の
も
の
へ
集
約
し
、
捧
げ
る
こ
と
自
体
へ
の
内
的
な
動
機

へ
の
思
惟
が
現
れ
る
。「
む
し
ろ
望
ま
し
い
供
犠
と
は
、
│
│
そ
れ
は
仏
教
の
テ

ク
ス
ト
の
中
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
│
│
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
の
犠
牲
が
基
礎
と

な
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
間
な
く
な
さ
れ
る
﹇
人
間
の
内
的
な
も
の
を
﹈
捧
げ
る

こ
と
に
本
質
を
持
つ
供
犠
で
あ
る
」（S

:
227

）。「
供
犠
」
は
、
内
的
な
も
の
を

捧
げ
る
「
供
養
（V

erehrung

）」
と
し
て
初
め
て
そ
の
頂
点
に
達
す
る
、
と
さ
れ

る
。カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
仏
教
な
い
し
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
ダ

宗
教
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
暴
力
的
な
供
犠
」
な
し
の
供
犠
が
成
立
し
て
い

る
と
さ
れ
る
。
同
様
に
、
同
じ
「
転
換
」
に
よ
っ
て
「
預
言
者
宗
教
（prophetische

R
eligion

）」
も
成
立
す
る
、
と
さ
れ
る
。「
預
言
者
宗
教
も
ま
た
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ

ド
や
仏
教
で
果
た
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
供
犠
概
念
の
転
換
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
預
言
者
宗
教
と
な
る
」（S

:
278

）。
キ
リ
ス
ト
教
を
範
型
と
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
「
預
言
者
宗
教
」
も
ま
た
、
暴
力
的
な
供
犠
か
ら
の
「
転
換
」
を
経
験

し
て
、
供
犠
の
本
来
の
意
味
を
「
人
間
の
内
的
な
も
の
」
を
捧
げ
る
供
養
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
暴
力
的
供
犠
の
意
味
を
「
供
養
」
に
集
約
さ

せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
供
犠
の
観
点
か
ら
す
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
一
種
の
「
宗
教

進
化
論
」
に
お
い
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
同
列
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
す
る
た
め
の
、
こ
こ
か

ら
の
も
う
一
度
の
「
宗
教
的
変
容
（religiöse

V
erklärung

）」
を
示
唆
す
る
。

「
神
の
供
犠
」
の
概
念
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
と
も
に
神
的
な
存
在
と
「
我
（ich

）」
の
関
係
に
お
い

て
、「
供
養
」
の
段
階
に
達
し
な
が
ら
、
仏
教
は
「
我
」
を
無
に
解
消
せ
し
め
、
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そ
れ
と
対
照
さ
れ
る
神
々
も
ま
た
、
宗
教
的
意
識
の
中
心
か
ら
消
失
す
る
。
他

方
、
一
神
教
的
な
宗
教
は
双
方
の
極
が
明
確
に
描
写
さ
れ
、「
双
方
の
対
比
と
緊

張
」
が
現
れ
て
く
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
分
岐
が
な
ぜ
生
じ
、
ど
ち

ら
が
よ
り
発
展
し
た
宗
教
か
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
た
だ
、
一
神
教
的
宗

教
が
展
開
さ
れ
た
と
き
、「
神
の
供
犠
」
と
い
う
新
た
な
供
犠
の
観
念
が
現
れ

る
。
神
の
犠
牲
死
に
お
い
て
は
、
神
は
有
限
で
実
存
的
な
存
在
者
と
な
り
、
神
は

死
の
苦
し
み
を
現
実
化
し
、
死
へ
と
供
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
と
実
存
的
な

存
在
の
「
共
同
（K

om
m

union
）」
が
実
現
し
、
他
方
で
は
実
存
的
な
存
在
者
は

神
的
な
も
の
へ
と
高
め
ら
れ
、
死
か
ら
解
放
さ
れ
る
。「
供
犠
の
意
味
は
、
神
に

捧
げ
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
だ
け
で
は
汲
み
つ
く
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
供
犠
の

意
味
は
、
神
自
身
が
犠
牲
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
か
、
犠
牲
と
し
て
自
分
を
捧
げ
る

と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
て
現
れ
出
て
、
そ
の
真
に
宗
教
的
か
つ
思
弁
的
な
深
み
に
お

い
て
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（S

:
284

）。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
捧
げ
も
の
の
内
容
や
そ
の
破
壊
の
仕
方
が
重
視
さ
れ
る
供

犠
か
ら
始
ま
り
、
破
壊
や
暴
力
に
よ
る
供
犠
を
排
し
て
内
的
な
も
の
を
捧
げ
る
供

養
と
し
て
の
供
犠
、
そ
し
て
神
の
供
犠
と
い
う
段
階
を
踏
ん
で
供
犠
観
念
の
深
ま

り
を
示
唆
し
、
仏
教
を
そ
の
二
番
目
の
段
階
に
位
置
づ
け
る
。
あ
る
程
度
の
仏
教

の
本
質
的
な
理
解
を
踏
ま
え
て
の
結
論
で
あ
る
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
西
洋
の
宗

教
儀
礼
論
の
中
心
で
あ
る
供
犠
論
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
あ
え
て
仏
教
的
儀
礼
の

特
質
を
捨
象
し
て
い
る
。

第
一
に
、
確
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
儀
礼

・
供
犠
観
念
を
基
礎
と
し
つ
つ
成
立
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
仏
教
は

ヴ
ェ
ー
ダ
宗
教
を
革
新
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
的
諸
観

念
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
た
、
釈
尊
の
人
間
の
実
存
へ
の
洞
察
か
ら
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
仏
教
に
は
「
供
養
」
の
観
念
が
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
宗
教
の
供
犠
観
念

を
超
克
し
た
と
こ
ろ
か
ら
「
供
養
」
の
観
念
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
仏
教
に
お
い
て
仏
と
い
う
「
供
養
」
さ
れ
る
対
象
は
存
在
す
る
が
、

仏
教
で
は
他
の
宗
教
の
神
々
の
よ
う
に
必
ず
し
も
こ
の
仏
を
擬
人
化
し
て
実
体
視

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
元
来
、
仏
教
は
苦
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
、
ダ
ル

マ
（
法
）
を
会
得
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
、
釈
尊
自
体
を
崇
拝
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
諸
仏
を
崇
拝
す
る
こ
と
が
仏
教
が
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
の
解
決
に
直

接
つ
な
が
る
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
仏
に
「
内
的
な
も
の
」
を
捧
げ
る

こ
と
に
拘
泥
す
る
と
、
仏
教
の
本
旨
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
大
乗
仏

教
が
成
立
し
て
初
め
て
、
仏
を
供
養
す
る
、
と
い
う
観
念
が
重
要
性
を
増
し
た
。

し
か
し
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
供
養
さ
れ
る
対
象
の
仏
は
、
単
純
に
実
在
す
る

存
在
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
空
性
が
方
便
と
し
て
顕
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
自
覚
に
基
づ
い
て
礼
拝
さ
れ
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
供
犠
論
の
枠
組
み

に
仏
教
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
わ
ざ
わ
ざ
、
破
壊
や
暴
力
な
し
の
供
犠

と
し
て
の
「
供
養
」
の
観
念
を
強
調
す
る
。
し
か
も
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
特

質
を
も
説
明
す
る
た
め
に
、「
供
養
」
の
次
の
段
階
と
し
て
再
び
「
神
の
供
犠
」

と
い
う
「
供
犠
」
観
念
を
提
唱
す
る
。
そ
こ
で
は
い
っ
た
ん
姿
を
消
し
た
供
犠
の

破
壊
性
が
、
神
の
側
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
再
び
現
れ
る
必
然
性
は
語
ら
れ
な

い
。
逆
に
、
必
然
性
を
語
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
教
に
は
「
神

の
供
犠
」
と
い
う
観
念
は
存
在
せ
ず
、「
神
の
供
犠
」
の
必
然
性
を
説
く
こ
と

は
、
せ
っ
か
く
包
摂
し
た
仏
教
を
供
犠
論
の
枠
組
み
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
儀
礼
論
は
供
犠
を
中
心
に
考
え
る
が
ゆ
え
に
、

逆
に
仏
教
の
本
質
的
な
特
徴
を
捨
象
せ
ざ
る
を
え
な
い
理
論
的
立
場
に
追
い
や
ら
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れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
儀
礼
論
に
潜
む
不
自
然
さ
は
何
に
由

来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
供
犠
論
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
供
犠
論

を
正
当
化
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
を
も
包
摂
せ
ん
と
す
る
、
西
洋
の

宗
教
儀
礼
論
が
深
い
と
こ
ろ
で
持
つ
傾
向
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
も
そ
も
こ
の
傾
向
自
体
は
、
ど
の
よ
う
な
淵
源
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
い
っ
た
問
題
に
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
指
摘

で
あ
る
。

四

ア
サ
ド
に
よ
る
「
宗
教
」
の
本
質
論
批
判

ア
サ
ド
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
概
念
の
成
立
は
、
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
「
世
俗
（the

secular

）」
概
念
及
び
政
治
原

理
と
し
て
の
「
世
俗
主
義
（secularism

）」
の
成
立
と
裏
腹
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
現
行
の
「
宗
教
」
の
概
念
は
、
近
代
の
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
初
め
て
生
成

し
た
特
殊
概
念
で
あ
り
、
必
ず
し
も
時
代
的
・
空
間
的
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
は

な
い
。

ア
サ
ド
は
、
近
代
を
「
権
力
の
座
に
あ
る
特
定
の
人
々
が
達
成
し
よ
う
と
求
め

る
プ�

ロ�

ジ�

ェ�

ク�

ト�

│
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
相
互
に
連
関
し
た
一
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」（FS

:
13

）（�
）と
規
定
し
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
立
憲
主
義
、
民
主

主
義
、
大
量
消
費
、
市
場
の
自
由
な
ど
、「
多
く
の
（
と
き
に
は
相
対
立
す
る
、

し
ば
し
ば
進
化
す
る
）
原
則
を
制
度
化
す
る
こ
と
」
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。

「
世
俗
的
な
も
の
と
宗
教
的
な
も
の
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
築
す
る
試

み
」（FS

:
14

）
も
、
こ
う
い
っ
た
近
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
の
一
つ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
と
づ
い
て
、
近
代
的
な
生
の
出
現
が
要
請

さ
れ
、
非
近
代
人
は
自
ら
の
在
り
方
の
妥
当
性
を
査
定
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た

わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
上
記
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
ん
ら
か
の
本
質
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

「
宗
教
」
に
「
独
立
の
本
質
」
が
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、「
そ
の
先
に
く
る
の

は
、
宗
教
を
（
他
の
い
か
な
る
本
質
と
も
同
じ
く
）
超
歴
史
的
で
超
文
化
的
な
現

象
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
を
定
義
し
よ
う
と
い
う
こ
の
努
力

が
、
宗
教
を
政
治
、
法
、
科
学
か
ら
│
│
す
な
わ
ち
、
様
々
な
権
力
と
理
性
が
近

代
固
有
の
生
を
分
節
化
す
る
種
々
の
領
域
か
ら
│
│
き
れ
い
に
切
り
離
し
て
お
き

た
い
と
い
う
今
日
の
リ
ベ
ラ
ル
の
要
求
と
目
指
す
と
こ
ろ
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ

と
は
、
幸
運
な
偶
然
と
い
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
定
義
は
（
世
俗
的
リ
ベ

ラ
ル
に
と
っ
て
は
）
宗
教
を
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
戦
略
に
、（
キ
リ
ス
ト
教
リ
ベ

ラ
ル
に
と
っ
て
は
）
宗
教
の
守
り
を
固
め
る
戦
略
に
、
同
時
に
資
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
」（G

R
:

28

）。「
宗
教
」
を
定
義
し
て
、「
世
俗
」
と
の
領
域
か
ら
分
離

し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
実
は
宗
教
的
立
場
（
特
に
キ
リ
ス
ト
教
リ
ベ
ラ
ル
）
と

世
俗
的
立
場
の
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
、
利
害
が
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
俗
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
世
俗
の
上
に
立

ち
、
全
般
的
に
権
力
を
行
使
し
て
き
た
「
宗
教
」
を
そ
の
定
義
さ
れ
た
領
域
に
の

み
押
し
籠
め
、
不
当
な
影
響
力
を
排
除
し
う
る
。
他
方
、
宗
教
的
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
と
も
す
れ
ば
急
激
に
台
頭
し
て
き
た
世
俗
主
義
か
ら
存
在
意
義
を
全
面
否
定

さ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
お
い
て
、
世
俗
が
関
わ
れ
な
い
固
有
の
領
域
を
設
定
し
て

宗
教
の
領
域
を
守
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
無

前
提
に
用
い
て
い
る
、
な
ん
ら
か
の
本
質
を
も
っ
て
い
る
「
宗
教
」
概
念
は
、
近

代
と
い
う
特
殊
な
時
代
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
聖
俗
両
方
の
利
害
の
産
物
な
の
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で
あ
る
。
宗
教
の
普
遍
的
定
義
を
求
め
る
最
初
期
の
体
系
的
試
み
が
な
さ
れ
た
の

は
ロ
ー
マ
教
会
の
統
一
と
権
威
が
破
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
宗
教
戦
争
が
起
き
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
が
分
断
さ
れ
た
の
ち
の
十
七
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
一
七
九
五
年
の
カ
ン
ト
の
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
宗
教
の
純
本
質

的
な
概
念
が
打
ち
出
さ
れ
た
と
す
る
。
カ
ン
ト
は
種
々
の
具
体
的
な
歴
史
的
宗
派

や
、
そ
れ
ら
宗
派
の
数
と
同
じ
だ
け
あ
る
宗
教
的
書
物
は
、「
宗
教
」
の
媒
介
物

以
上
の
も
の
と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
ず
、「
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
あ
ら
ゆ

る
人
間
に
有
効
な
宗
教
は
、
た
だ
一
つ
の
も
の
が
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
」
と
す

る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
諸
宗
派
は
、
普
遍
的
本
質
で
あ
る
「
宗
教
」
が
、
時
と
場

所
の
違
い
に
応
じ
て
そ
の
つ
ど
偶
然
的
に
と
っ
て
い
る
形
態
に
す
ぎ
な
い
（cf.

G
R

:
42

）。

ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
を
出
発
点
と
し
て
、
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
哲
学

者
、
神
学
者
、
人
類
学
者
、
宣
教
師
ら
の
間
で
、
歴
史
的
諸
宗
派
を
低
級
な
宗
教

か
ら
高
級
な
宗
教
へ
分
類
す
る
こ
と
が
流
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
う
え
で
、

「
宗
教
」
に
関
す
る
各
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
各
論
の
一
つ

に
、
こ
こ
一
世
紀
半
の
う
ち
に
宗
教
学
や
人
類
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
、

種
々
の
儀
礼
論
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
儀
礼
論
は
、
上
述
し
た
近
代

西
洋
の
「
宗
教
」
概
念
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
「
宗
教
」
概
念
に
基
づ
く
儀
礼
論
と
し
て
、
ア
サ
ド
は
ク
リ
フ
ォ
ー
ド

・
ギ
ア
ツ
の
立
場
を
代
表
的
な
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
、
対
決
す
る
。
ギ
ア
ツ
は

普
遍
的
な
「
宗
教
」
概
念
の
定
義
を
め
ざ
し
て
お
り
、
宗
教
を
、
人
間
の
中
に
強

力
で
広
範
で
持
続
的
な
ム
ー
ド
と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
打
ち
立
て
る
働
き
を
も
つ

「
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
（a

system
of

sym
bols

）」（G
R

:
29

）
と
す
る
。
象
徴
の

シ
ス
テ
ム
と
は
、
文
化
の
パ
タ
ー
ン
で
も
あ
り
、
個
人
が
そ
こ
に
生
ま
れ
お
ち
る

「
間
主
観
的
な
共
通
理
解
の
世
界
」
内
に
先
在
し
、「
情
報
の
外
在
的
源
泉
」
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
に
は
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
な
諸
事
象
が
充
ち

て
い
る
し
、
宗
教
は
象
徴
抜
き
に
語
れ
な
い
が
、
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
ギ
ア
ツ
の
象

徴
理
解
は
、「
自
己
（「
社
会
的
・
心
理
的
実
在
」）
の
社
会
的
条
件
と
状
態
に
と

っ
て
外
在
的
な
意
味
を
―

担
う
事
物
と
し
て
の
象
徴
理
解
に
引
き
戻
っ
て
い
る
」

（G
R

:
32

）。
近
代
の
人
類
学
者
た
ち
は
み
な
「ritual

を
本
質
的
に
表
象
的
な

種
類
の
行
動
と
み
な
し
て
い
る
」（G

R
:

60

）。
宗
教
的
行
動
は
、
ま
ず
も
っ
て

象
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、「
象
徴
は
解
読
を
必
要
と
し
て
い
る
」（G

R
:

60,
cf.

G
R

:
128

）
の
で
あ
る
。「
儀
礼
の
過
程
は
本
質
的
に
象
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
本
質
的
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
」（G

R
:

128

）。
こ
う
い
っ
た
近
代
人
類
学
者
の
儀
礼
観
を
、
先
に
挙
げ
た
ア
サ
ド
の
主
張
、
す

な
わ
ち
、
近
代
に
お
け
る
世
俗
主
義
と
宗
教
的
立
場
と
の
利
害
の
一
致
か
ら
「
宗

教
」
と
い
う
本
質
概
念
が
成
立
し
て
き
た
と
い
う
主
張
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
よ

う
。
世
俗
の
側
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
観
は
、
儀
礼
の
核
心
的
な
機
能

に
踏
み
込
む
こ
と
な
く
、
表
象
的
に
宗
教
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
応
の
宗

教
の
理
性
的
理
解
を
獲
得
し
、
宗
教
の
意
味
領
域
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
一

方
、
宗
教
の
側
か
ら
す
る
と
、
宗
教
儀
礼
を
、
世
俗
の
合
理
的
知
性
に
も
受
け
入

れ
ら
れ
う
る
よ
う
に
解
釈
し
、
世
俗
主
義
に
お
い
て
も
宗
教
を
延
命
さ
せ
う
る
戦

略
の
力
学
の
中
か
ら
成
立
し
て
き
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。「
世
俗
」
と
「
宗

教
」
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
媒
介
地
点
に
立
つ
近
代
人
類
学
者
の
儀
礼
論
は
、
ま
ず
も

っ
て
、
理
性
の
本
性
で
あ
る
普
遍
性
を
満
足
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
一
神
教

的
神
観
を
中
心
に
据
え
つ
つ
も
あ
ら
ゆ
る
宗
教
儀
礼
を
説
明
し
う
る
理
論
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
儀
礼
論
が
儀
礼
の
「
本
質
」
を
媒
介
し
説
得
す
る
相
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手
は
「
世
俗
」
で
あ
る
の
で
、
儀
礼
論
は
理
性
に
よ
っ
て
儀
礼
の
「
意
味
」
を

「
読
み
解
」
い
た
り
、「
解
釈
」
し
、
そ
の
「
本
質
」
を
抽
出
し
て
提
示
す
る
営
み

に
な
る
。
ま
た
、
儀
礼
が
宗
教
性
を
持
つ
か
ど
う
か
を
儀
礼
に
参
加
す
る
個
人
の

内
面
の
秘
私
的
な
領
域
へ
押
し
や
り
、
後
に
も
見
る
よ
う
に
、
元
来
訓
育
シ
ス
テ

ム
と
し
て
の
知
恵
を
凝
縮
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
儀
礼
的
行
為
そ
の
も
の
だ
け
で

は
儀
礼
と
い
え
ず
、
き
ち
ん
と
し
た
宇
宙
論
的
世
界
観
が
抽
出
さ
れ
う
る
も
の
で

な
け
れ
ば
儀
礼
と
は
み
な
し
え
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五

仏
教
儀
礼
論
の
可
能
性

│
│
ア
サ
ド
の
主
張
を
踏
ま
え
て

さ
て
、
従
来
の
西
洋
の
儀
礼
論
を
見
て
み
る
と
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
に

始
ま
り
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
経
て
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ワ
ッ
ハ
に
至
る
ま
で
、
主
要
な

宗
教
学
者
は
皆
「
供
犠
と
祈
り
」
を
中
心
に
据
え
て
き
た
。
こ
れ
は
、
彼
ら
も
ま

た
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
ア
サ
ド
の
い
う
よ
う
に
「
宗
教
」
を
近
代
の
「
世
俗
」
へ

媒
介
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
世
俗
主
義
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
て
き
た
「
宗

教
」
概
念
の
中
核
は
、
仏
教
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
―

キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教

伝
統
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
統
に
お
い
て
供
犠
（
そ
し
て
祈
り
）
の
観
念
が
儀
礼
の

中
心
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
し
て
ま
た
、「
供
犠
」
の
観
念
が
、
理
性
に
重
き

を
お
き
、
合
理
的
に
欲
望
を
追
及
す
る
世
俗
主
義
に
お
い
て
は
最
も
理
解
さ
れ
難

く
、
忌
み
避
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
儀
礼
論
の
中
心
と
し
て
供
犠
を
、

「
世
俗
」
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
可
能
性
を
探
り
つ
つ
如
何
に
提
示
す
る
か
、
と
い

う
こ
と
が
必
然
的
に
儀
礼
論
の
焦
点
と
な
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
し
て
も
ワ
ッ
ハ
に
し
て
も
、
供
犠
か
ら
血
な
ま
ぐ
さ
い
呪
術

性
を
そ
ぎ
落
と
し
、
ま
ず
「
内
的
な
も
の
」
を
捧
げ
る
こ
と
へ
と
意
味
を
転
換

し
、
儀
礼
の
外
形
が
宗
教
を
教
導
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
は
内
面
的
な
も
の

で
あ
る
べ
し
、
と
い
う
世
俗
主
義
が
許
し
た
「
宗
教
」
の
意
味
（
宗
教
の
本
質
は

内
面
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
）
内
へ
と
見
事
に
変
換
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

キ
リ
ス
ト
教
の
特
質
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
再
び
「
神
の

供
犠
」
と
い
う
観
念
を
持
ち
出
す
。
た
だ
、
こ
の
観
念
は
、
も
ち
ろ
ん
内
面
的
な

供
犠
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
で
、内
面
的
な
実
存
に
お
け
る
神
と
の「
共
同（K

om
-

m
union

）」
が
語
ら
れ
る
。
神
の
血
や
肉
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
のK

om
-

m
union

で
は
な
く
、
神
が
受
苦
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
神
が
人
間
に
近

づ
き
、
人
間
が
神
の
受
苦
を
通
し
て
神
と
共
感
す
る
、
と
い
う
神
の
側
か
ら
の

「
内
的
な
も
の
」
の
捧
げ
も
の
と
い
う
観
念
的
・
象
徴
的
なK

om
m

union

で
あ

る
。ま

た
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
こ
う
い
っ
た
供
犠
論
は
、「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」

と
い
う
彼
の
固
有
の
立
場
と
の
関
連
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
宗
教
は
神
話
的

意
識
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
人
間
の
自
己
意
識
の
一
形
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
神
話
的
意
識
と
言
語
や
認
識
に
関
す
る
意
識
を
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す

る
試
み
で
あ
り
、
宗
教
が
そ
の
中
核
に
持
つ
神
話
的
意
識
を
、
言
語
や
認
識
と
い

っ
た
世
俗
主
義
的
要
素
と
同
一
の
地
平
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
基
づ
い
て

お
り
、
結
果
と
し
て
世
俗
主
義
に
対
す
る
宗
教
の
媒
介
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
私
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
意
図
的
に
世

俗
主
義
と
宗
教
を
分
離
す
る
先
兵
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
自
身
も
漏
ら
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
、
神
話
的
意
識
は
言
語
や
認
識

と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
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理
論
哲
学
の
立
場
で
普
遍
的
な
儀
礼
論
を
語
る
以
上
、
世
俗
主
義
に
神
話
な
い
し

宗
教
を
媒
介
す
る
、
と
い
う
要
素
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
り
、
世
俗
主
義
に
認

知
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
た
理
論
的
整
合
性
の
も
と
で
、
世
俗
主
義
が
避
け
る
儀
礼

の
持
つ
本
質
的
な
部
分
が
捨
象
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
西
洋
儀
礼
論
で
仏
教
儀

礼
を
語
る
時
に
不
自
然
さ
が
生
じ
る
の
は
、
西
洋
儀
礼
論
が
潜
在
的
に
持
つ
、
こ

の
よ
う
な
構
え
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
西
洋
儀
礼
論
が
持
つ
前
提
を

自
覚
し
た
う
え
で
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
儀
礼
に
つ
い
て
の
語
り
が
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
仏
教
儀
礼
を
語
る
う
え
で
も
有
効
な
も
の
た
り
う
る

で
あ
ろ
う
か
。

ア
サ
ド
は
近
代
的
な
「
宗
教
」
概
念
か
ら
離
れ
て
、
近
代
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教

儀
礼
の
概
念
に
着
目
し
、
近
代
に
お
い
て
儀
礼
の
持
つ
重
要
な
側
面
を
指
摘
す

る
。「
適
切
な
挙
行
に
必
要
な
の
は
、
解
釈
さ
れ
る
べ
き
象
徴
で
は
な
く
、
権
威

あ
る
者
か
ら
承
認
さ
れ
た
規
則
に
基
づ
い
て
習
得
さ
れ
る
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は

不
明
瞭
な
意
味
な
ど
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
身
体
的
、
言
語
的
な
技
能
の
形
成
を

前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
適
切
な
遂
行
と
し
て
のrite
の
前
提
と
な
る
も
の

は
、
コ
ー
ド
│
意
味
論
で
い
う
記
号
体
系
で
は
な
く
、
規
制
す
る
も
の
と
し
て
の

法
体
系
│
と
そ
れ
を
評
価
し
て
教
え
る
人
間
な
の
で
あ
る
」（G

R
:

62
）。
中
世

キ
リ
ス
ト
教
社
会
や
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
い
て
は
、
儀
礼
は
、
個
人
の
内
面
性

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
権
威
あ
る
ル
ー
ル
な
い
し
権
威
あ
る
指

導
者
に
よ
っ
て
、
一
定
の
権
力
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
公
共
的
な
内
面
性
の

「
訓
練
（discipline,

disciplina,
paideia

）」
と
し
て
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い

る
。
儀
礼
の
遂
行
中
に
生
成
す
る
感
情
や
意
志
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
宗
教
性
そ

の
も
の
を
規
定
し
て
い
く
。「
典
礼
は
、
技
術
的
な
活
動
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も

の
と
は
異
種
の
も
の
と
し
て
の
象
徴
的
行
為
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
キ
リ

ス
ト
教
の
徳
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
須
で
あ
る
よ
う
な
実
践
で
あ
る
」（G

R
:

63

）。し
か
し
、
ア
サ
ド
の
議
論
も
ま
た
、
あ
る
意
味
一
神
教
的
信
仰
の
枠
内
で
な
さ

れ
て
い
る
。
ア
サ
ド
自
身
も
お
そ
ら
く
認
め
る
で
あ
ろ
う
が
、「
法
に
対
す
る
無

条
件
の
服
従
、
神
に
従
う
意
志
と
な
ろ
う
と
い
う
欲
望
│
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教

の
最
高
の
徳
」（G

R
:

145

）
と
い
う
目
的
と
は
異
な
っ
た
、
儀
礼
に
よ
る
訓
練

も
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ア
サ
ド
の
よ
う
な
、
世
俗
主
義
へ

の
説
明
義
務
か
ら
自
由
に
な
っ
た
語
り
は
、
一
神
教
的
信
仰
以
外
の
信
仰
の
儀
礼

で
、
試
み
ら
れ
て
こ
そ
、
も
と
よ
り
そ
の
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
日
本
の
仏
教
儀
礼
を
素
材
と
し
て
選
び
、
日
本
の

仏
教
儀
礼
の
指
示
す
る
地
平
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
仕
事
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
よ
う
に
近
代
的
「
宗
教
」
概
念
の
枠
内
で
、
仏
教
儀

礼
を
説
明
す
る
こ
と
の
不
自
然
さ
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
日
本
仏
教
の
儀
礼
に
お
い

て
も
、
日
本
国
内
で
は
、
近
代
宗
教
学
・
人
類
学
の
儀
礼
論
を
適
用
す
る
議
論
が

少
な
い
こ
と
の
違
和
感
が
、
な
に
よ
り
も
日
本
の
仏
教
儀
礼
を
語
る
言
葉
が
ま
だ

見
い
だ
せ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

大
乗
仏
教
は
諸
仏
の
観
念
を
説
き
な
が
ら
も
究
極
的
に
は
空
観
に
立
脚
し
て
い

る
。
仏
像
と
し
て
彫
塑
さ
れ
、
そ
の
前
で
様
々
な
供
養
が
な
さ
れ
、
実
体
的
に
存

在
し
て
い
る
よ
う
に
崇
拝
さ
れ
て
い
る
諸
仏
は
、
窮
極
的
に
は
空
性
で
あ
る
。
別

の
言
葉
で
い
え
ば
、
そ
れ
ら
諸
仏
は
縁
起
の
法
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
意
志
を
持

っ
た
世
界
の
創
造
者
で
は
あ
り
え
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
日
本
仏
教
儀
礼
は
、
一
神
教
的
宗
教
の
儀
礼
よ
り
も
重
層

的
な
複
雑
さ
を
示
し
て
い
る
。
仏
教
儀
礼
は
、
あ
る
仏
を
供
養
す
る
儀
礼
で
あ
り

つ
つ
も
、
そ
の
仏
の
空
性
に
つ
い
て
の
自
覚
を
抱
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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つ
ま
り
、
仏
教
儀
礼
は
、
本
来
的
に
は
、
事
物
の
空
性
を
自
覚
さ
せ
る
よ
う
に
導

く
構
造
を
背
後
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
諸
仏
に
供
養
し
祈
願
す
る

だ
け
で
終
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
ア
サ
ド
流
に
い
え
ば
、
い
わ
ば
「
空
性
へ

の
訓
育
（disciplinary

practice

）」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「
空
性
へ
の
訓
育
」
と
し
て
の
日
本
仏
教
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
べ

き
か
│
│
お
そ
ら
く
「
訓
育
」
と
い
う
語
の
使
用
の
可
否
も
巡
っ
て
│
│
今
後
研

究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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で
あ
り
、
前
者
の
引
用
箇
所
は

（G
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ペ
ー
ジ
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）、
後
者
の
そ
れ
は
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ペ
ー
ジ
数
）
で
文
中
に
表
記
す

る
。
な
お
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
表
記
箇
所
に
は
右
横
に
点
を
付
す
。
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