
【
要
旨
】

　

本
稿
は
︑
宗
教
と
い
う
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
な
側
面
︑
定
義
︑
解
釈
︑
見
方
が
あ
っ
て
理
解
し
に
く
く
な
っ
た
い
ま
︑
改
め
て
﹁
宗
教
と
は

何
か
？
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑
一
定
の
視
点
か
ら
問
い
直
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
宗
教
は
︑
一
方
で
は
人
間
に
と
っ
て
の
普

遍
的
な
心
の
機
能
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
︑
他
方
で
は
個
々
の
固
有
な
文
化
現
象
と
し
て
捉
え
︑
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
か
つ
包
括
的
・

本
質
的
な
視
点
に
依
拠
す
る
︒
筆
者
は
そ
れ
を
︑
認
知
宗
教
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ん
で
い
る
︒

　

こ
う
し
た
課
題
と
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
本
稿
の
前
半
で
は
︑
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
宗
教
と
密
接
な
関

係
に
あ
る
︑
次
の
よ
う
な
人
間
現
象
に
注
目
し
つ
つ
︑
宗
教
と
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
︒
す
な
わ
ち
﹁
宗
教
と
言
語
﹂﹁
宗
教
と
芸
術
﹂﹁
宗

教
と
国
家
﹂﹁
宗
教
と
暴
力
﹂﹁
宗
教
と
歴
史
﹂﹁
宗
教
と
○
○
教
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
︑
宗
教
の
正
体
に
近
づ
く
さ
ら

な
る
試
み
と
し
て
︑﹁
宗
教
の
起
源
﹂
に
つ
い
て
若
干
の
探
究
を
加
え
た
︒

　

本
稿
の
後
半
で
は
︑
あ
る
程
度
の
輪
郭
が
見
え
た
︑
宗
教
の
漠
然
と
し
た
正
体
と
そ
れ
に
接
近
す
る
妥
当
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
思
わ
れ
る
認

知
宗
教
学
に
︑一
定
の
具
体
性
を
見
る
た
め
︑身
近
な
ケ
ー
ス
と
し
て
の
﹁
人
と
動
物
と
の
関
係
﹂︵
動
物
と
の
触
れ
合
い
か
ら
見
る
宗
教
性
︶

に
つ
い
て
︑そ
の
実
態
を
幾
つ
か
の
角
度
か
ら
た
ど
っ
て
み
た
︒
最
後
に
﹁
宗
教
と
は
何
か
？
﹂
と
い
う
一
定
の
結
論
を
簡
潔
に
提
示
し
た
︒

宗
教
と
は
何
か
？　
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序

　

本
稿
は
︑﹁
宗
教
と
は
何
か
﹂
と
い
う
宗
教
研
究
に
と
っ
て
の

永
遠
の
課
題
を
︑﹁
認
知
﹂
的
な
角
度
か
ら
説
明
し
よ
う
と
試
み

る
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
筆
者
は
﹁
認
知
宗
教

学
﹂︵C

ognitive Science of R
eligion

︶
と
呼
ん
で
い
る︿
１
﹀︒

　

こ
う
し
た
視
点
の
特
徴
は
︑宗
教
を
︑人
間
の
﹁
心
﹂
と
︑人
々

の
生
を
取
り
巻
く
多
様
な
社
会
的
・
文
化
的
な
﹁
生
活
様
式
﹂
の

相
互
作
用
の
中
か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
見
る
と
い
う
点
で
あ

る
︒
た
だ
し
認
知
宗
教
学
が
見
る
宗
教
と
は
︑
常
に
心
の
側
が
主

体
性
・
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
場
合
の﹁
宗
教
﹂で
あ
る
︒し
た
が
っ

て
こ
う
し
た
視
点
に
立
つ
と
︑
宗
教
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
が
自

律
的
な
構
造
や
法
則
を
用
う
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
ま
た
も
ち
ろ
ん

そ
う
し
た
構
造
・
法
則
を
単
独
的
に
理
解
し
た
り
解
明
し
た
り
し

よ
う
と
す
る
試
み
も
無
意
味
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
む

し
ろ
人
々
が
特
定
の
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
様
式
の
中
で
︑
実

際
に
ど
の
よ
う
に
宗
教
を
﹁
運
用
﹂
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に

着
目
し
︑
そ
う
し
た
動
的
・
関
係
的
な
現
れ
方
を
︑
あ
く
ま
で
も

人
間
の
心
の
次
元
の
働
き
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
こ
と
を
目

指
す
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
る
と
︑
今
日
の
時
代
を
生
き
る

わ
れ
わ
れ
は
皆
︑
宗
教
を
す
で
に
生
活
の
中
で
あ
る
程
度
実
践
し

て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
は
宗
教
的
で
あ
る
︑
と
言
う
こ
と
が
で
き

る︿
２
﹀︒
し
か
し
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
代
人
が
宗
教
を
絶
え
ず
探
し

求
め
た
り
敬
遠
し
た
り
隠
蔽
し
た
り
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
︒
認

知
宗
教
学
的
な
視
点
か
ら
現
時
点
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
は
︑
宗

教
は
人
間
生
活
の
中
に
︑
意
識
す
る
の
が
困
難
な
ほ
ど
深
く
浸
透

し
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
正
体
に
つ
い
て
い
ま
ひ
と
つ
し
っ
く
り
捉

え
ら
れ
な
い
ま
ま
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
い
る
︑
と
い
う
点

で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹁
宗
教
と
は
何
か
﹂
を
心
の
次
元
か
ら
探
究
し

よ
う
と
す
る
本
稿
の
﹁
旅
路
﹂
は
︑
主
人
公
で
あ
る
は
ず
の
宗
教

宗
教
と
は
何
か
？　
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が
︑
ど
う
い
う
存
在
で
あ
っ
て
︑
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る

の
か
︑
ほ
と
ん
ど
得
体
の
知
れ
ぬ
存
在
で
あ
る
た
め
︑
そ
れ
に
魅

か
れ
て
探
検
す
る
わ
れ
わ
れ
も
︑
安
定
し
た
滑
ら
か
な
道
の
り
を

た
ど
っ
て
理
解
に
到
達
す
る
な
ど
︑
期
待
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
で

あ
ろ
う
︒
む
し
ろ
不
潔
で
不
吉
で
あ
っ
た
り
︑
無
意
味
で
素
っ
気

な
か
っ
た
り
︑
歪
ん
で
乱
れ
て
い
た
り
︑
く
だ
ら
な
さ
や
不
気
味

さ
を
思
わ
せ
る
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
え
て
言
う
な
ら

ば
︑
こ
う
し
た
生
活
世
界
の
陰
の
面
を
い
か
に
陽
の
面
に
裏
返
し

て
見
つ
め
直
す
か
と
い
う
こ
と
が
︑
宗
教
に
対
す
る
も
っ
と
も
ら

し
い
眼
差
し
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

今
回
は
ま
ず
︑
こ
の
よ
う
な
不
安
に
満
ち
た
つ
か
み
ど
こ
ろ
の

な
い
旅
に
出
る
前
に
︑
せ
め
て
の
心
構
え
と
し
て
︑﹁
宗
教
﹂
と

い
う
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
地
の
風
土
を
︑
そ
れ
と
親
密
な
交
流
関
係

に
あ
る
﹁
大
物
﹂
た
ち
を
通
し
て
︑
手
が
か
り
程
度
に
把
握
し
て

お
き
た
い
︒

　
　

宗
教
と
言
語

　
﹁
生
活
の
中
で
実
践
さ
れ
て
い
る
が
︑
必
ず
し
も
理
解
さ
れ
て

い
な
い
﹂
と
い
う
状
況
は
︑
言
語
の
世
界
で
顕
著
に
起
こ
る
︒
母

語
話
者
は
成
長
す
る
過
程
の
中
で
︑
自
然
言
語︿
３
﹀を
﹁
他
者
や
外
界

や
自
分
自
身
の
内
面
と
つ
な
が
り
を
も
つ
た
め
に
欠
か
せ
な
い
メ

デ
ィ
ア
﹂
と
し
て
︑
そ
の
正
体
を
客
観
的
に
吟
味
す
る
間
も
な

く
︑
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
の
中
で
否
応
な
し
に
身
に
つ
け
る
︒

母
語
話
者
に
と
っ
て
母
語
と
は
︑
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
︵
命
題
的
な
情
報
の
や
り
と
り
︶
の
手
段
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
自

ら
の
内
面
を
表
現
し
た
り
外
界
と
結
び
つ
け
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
確
立
さ
せ
た
り
す
る
た
め
の
パ
イ
プ
で
も
あ
る
︒
母
語

話
者
が
身
に
つ
け
て
い
る
母
語
と
は
︑
客
体
化
し
う
る
表
層
レ
ベ

ル
の
言
語
知
識
︵
語
彙
︑
音
韻
︑
構
文
に
関
す
る
知
識
︶
を
越
え
︑

主
体
化
し
て
い
る
深
層
レ
ベ
ル
の
言
語
能
力
︵
意
味
の
心
的
理
解

や
記
号
・
表
象
に
関
す
る
能
力
︶
に
根
差
す
も
の
で
あ
る
︒
後
者

は
人
間
の
心
に
直
結
す
る
︒
母
語
話
者
が
︑
そ
の
言
語
を
大
人
に

な
っ
て
か
ら
︑
客
体
的
な
言
語
知
識
と
し
て
系
統
だ
っ
て
︵
ベ
ー

ス
に
あ
る
母
語
の
仲
立
ち
を
介
し
て
間
接
的
に
︶
学
ぼ
う
と
す
る

外
国
人
に
と
っ
て
必
ず
し
も
良
い
教
師
に
な
り
え
な
い
と
い
う
の

も
︑
そ
れ
故
で
あ
る
︒

　

右
記
の
よ
う
に
人
と
言
語
の
関
係
を
︑
言
語
が
有
す
る
﹁
媒
介

性
﹂﹁
表
現
性
﹂﹁
集
団
性
﹂
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
て
宗
教
に

照
ら
し
て
見
る
と
︑
宗
教
と
は
﹁
他
者
や
外
界
や
自
分
自
身
の
内

面
と
つ
な
が
り
を
も
つ
た
め
の
社
会
的
・
文
化
的
な
体
系
で
あ
る
﹂

と
い
う
ふ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

た
だ
し
︑﹁
媒
介
性
﹂か
ら
見
る
と
︑宗
教
に
お
け
る
他
者
・
外
界
・

内
面
と
は
︑
言
語
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
︑
時
空
と
五
感
に
よ
っ
て

三



括
ら
れ
る
枠
を
は
る
か
に
越
え
る
よ
う
な
︑
深
い
・
広
い
・
大
き

い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
︒
た
と
え
ば
祖
先
︑
神
話
と
歴
史
上
の

出
来
事
︑
個
々
・
共
同
体
・
民
族
の
心
と
精
神
︑
自
然
の
力
︑
霊
魂
︑

精
霊
や
神
々
な
ど
︑
い
わ
ば
﹁
不
可
視
の
領
域
﹂
を
指
す
も
の
で

あ
る
︒
こ
れ
ら
壮
大
な
領
域
が
宗
教
の
﹁
シ
ニ
フ
ィ
エ
﹂
で
あ
る

な
ら
ば
︑
そ
れ
ら
と
の
接
続
を
媒
介
し
て
く
れ
る
﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン︿
４
﹀﹂
も
︑た
だ
も
の
で
は
な
い
︒
宗
教
に
と
っ
て
は
︑お
よ
そ
人
々

の
生
活
体
系
の
す
べ
て
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
も
っ
と
も
代

表
的
か
つ
集
中
的
な
も
の
が
︑
礼
拝
・
瞑
想
・
儀
式
・
祭
り
・
規

範
・
ル
ー
ル
・
仕
来
り
・
慣
習
・
マ
ナ
ー
な
ど
の
生
活
パ
タ
ー
ン

を
含
む
︑深
い
本
質
的
な
意
味
で
の﹁
儀
礼
﹂で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
表

現
性
﹂
と
﹁
集
団
性
﹂
か
ら
見
る
と
︑
宗
教
も
言
語
と
同
じ
よ
う

に
︑
双
方
向
的
な
流
れ
︵
受
信
と
発
信
︶
を
も
つ
︒
宗
教
に
よ
っ

て
媒
介
さ
れ
る
不
可
視
の
領
域
は
︑
人
間
の
心
を
含
む
︒
し
か
も

宗
教
に
お
け
る
心
の
領
域
と
そ
の
表
現
は
︑
時
空
的
な
枠
の
縛
り

を
抜
け
て
個
体
間
を
つ
な
ぐ
と
い
う
︑
強
固
な
集
団
的
作
用
を
備

え
て
い
る
︒

　

し
た
が
っ
て
宗
教
は
︑
言
語
よ
り
も
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い

て
︑
可
視
的
な
世
界
︵
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
の
枠
︶
と
不
可

視
の
領
域
を
結
ぶ
︑
多
様
な
﹁
様
式
﹂
お
よ
び
そ
の
様
式
に
沿
っ

て
構
成
さ
れ
る
﹁
媒
体
﹂︵
生
活
の
あ
り
さ
ま
そ
の
も
の
︶
の
︑

ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
様
式
と
媒

体
は
︑
言
語
と
同
じ
よ
う
に
共
同
体
の
中
で
継
承
さ
れ
た
り
相
互

移
入
さ
れ
た
り
変
容
し
た
り
し
︑
そ
し
て
言
語
そ
の
も
の
も
︑
儀

礼
と
相
ま
っ
て
︑
こ
の
様
式
と
媒
体
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
に

含
ま
れ
る
と
い
う
の
が
常
で
あ
る
︒

　
　

宗
教
と
芸
術

　

芸
術
と
は
︑そ
れ
を
動
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
見
る
な
ら
ば
︑

﹁
人
間
同
士
︵
表
現
者
・
観
賞
者
︶
が
一
定
の
様
式
と
媒
体
を
用

い
︑時
空
的
な
枠
を
越
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー︵
不
可
視
の
領
域
︶を
︑

可
視
的
な
︵
五
感
で
認
知
可
能
な
︶
次
元
に
お
い
て
表
現
・
共
感

し
合
う
過
程
で
あ
る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
も
差
し
支
え
な
い

で
あ
ろ
う
︒
さ
し
あ
た
っ
て
芸
術
の
主
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
知
ら

れ
る
造
形
芸
術
︑
舞
台
芸
術
︑
言
語
芸
術
︑
音
響
芸
術
は
︑
そ
の

範
囲
に
収
ま
る
︒
芸
術
の
世
界
で
は
︑
こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

う
ま
く
働
い
た
場
合
︑﹁
美
の
体
験
﹂
が
お
の
ず
と
生
じ
る
と
さ

れ
る
が
︑
そ
れ
は
宗
教
の
世
界
で
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
宗
教
経
験
﹂

に
相
当
す
る
も
の
と
見
て
も
よ
い
︒

　

と
こ
ろ
で
︑﹁
時
空
的
な
枠
を
越
え
た
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
﹂

に
ま
で
生
活
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
す
る
︑
宗
教
と
芸
術
に
お
け
る

共
通
の
営
み
は
︑
意
外
な
と
こ
ろ
で
︑
さ
ら
な
る
類
似
性
を
呈
し

四



て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
と
き
に
は
接
続
の
様
式
と
媒
体
に
︑
ト
ラ

ン
ス
や
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
い
っ
た
身
体
的
・
心
理
的
な
非
日
常
性

を
想
定
し
︑
そ
う
し
た
状
態
を
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
︑
苦
行
︑
五
感

へ
の
直
接
的
・
意
図
的
な
刺
激
な
ど
に
よ
る
︑
恣
意
的
な
手
段
を

用
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
︒

　

し
た
が
っ
て
宗
教
と
芸
術
は
︑
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
共
有
し

て
お
り
︑
見
方
次
第
で
は
同
一
の
人
間
現
象
を
指
し
て
い
る
と
も

言
え
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
両
者
の
間
に
は
際
立
っ
た
性
格
の
違

い
が
見
ら
れ
る
︒
一
つ
は
︑
芸
術
に
お
け
る
不
可
視
の
領
域
は
︑

ス
ケ
ー
ル
的
に
多
様
か
つ
個
別
的
で
あ
る
の
に
対
し
︑
宗
教
に
お

け
る
そ
れ
は
︑
肥
大
化
す
る
傾
向
に
あ
る
︒
芸
術
の
場
合
︑
人
間

関
係
か
ら
生
ま
れ
る
ご
く
些
細
な
心
情
の
働
き
や
︑
自
然
現
象
に

触
れ
た
と
き
の
一
瞬
の
感
動
だ
け
で
も
︑
十
分
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
に

な
り
う
る
︒

　

し
か
し
宗
教
の
場
合
︑
様
式
と
媒
体
の
向
こ
う
に
あ
る
不
可
視

の
領
域
は
︑人
間
の
心
の
神
髄
や
宇
宙
の
生
命
力
な
ど
と
い
っ
た
︑

包
括
的
・
根
源
的
な
も
の
を
指
す
と
い
う
傾
向
が
あ
る
︒
も
っ
と

も
こ
の
相
違
点
は
絶
対
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
程
度
の
差
の

問
題
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
芸
術
的
な
様
式
と
媒
体
も
︑
志
向
す

る
不
可
視
の
領
域
が
深
ま
っ
た
り
広
が
っ
た
り
す
る
と
︑
お
の
ず

と
宗
教
性
を
帯
び
る
︒
ま
た
宗
教
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
存
在
す

る
枠
組
み
に
は
︑
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
芸
術
の
様
式
と
媒
体

が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
重
要
な
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
︑
い
わ

ゆ
る
宗
教
芸
術
と
し
て
︑宗
教
的
な
つ
な
が
り
に
寄
与
し
て
い
る
︒

　

宗
教
と
芸
術
の
も
う
一
つ
の
相
違
点
は
︑
様
式
と
媒
体
の
束
縛

度
に
あ
る
︒
宗
教
的
な
枠
組
み
の
中
で
起
こ
る
行
為
は
︑
不
可
視

の
領
域
と
い
う
︑
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
あ
ま
り
に
も
捉
え
に
く

い
実
体
を
︑
可
視
的
な
世
界
で　
　

し
か
も
包
括
的
・
根
源
的
に

　
　

具
現
化
と
接
続
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
宗
教

に
お
け
る
様
式
と
媒
体
︵
た
と
え
ば
特
定
の
教
義
や
儀
礼
︶
は
︑

単
発
的
な
芸
術
の
そ
れ
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
︑
困
難
ま

た
は
不
可
能
に
近
い
﹁
作
品
﹂
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
た
め
︑

一
度
成
立
し
た
宗
教
の
様
式
と
媒
体
は
︑
他
の
も
の
を
決
し
て
容

認
せ
ず
︑
自
ら
が
最
高
傑
作
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
︑
正
統
性
と

純
潔
さ
を
頑
な
に
固
持
し
よ
と
す
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
表
現

上
の
多
様
性
と
柔
軟
性
こ
そ
が
美
を
追
求
す
る
道
筋
だ
と
す
る
芸

術
の
基
本
精
神
と
︑
若
干
背
中
合
わ
せ
の
関
係
に
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
前
述
し
た
宗
教
芸
術
は
︑
宗
教
と
芸
術
の

複
雑
な
関
係
と
し
て
し
ば
し
ば
現
れ
る
︒
宗
教
芸
術
は
︑
と
き
に

は
特
定
の
宗
教
が
他
地
域
や
他
民
族
に
伝
播
さ
れ
る
際
の
先
発
隊

の
役
割
を
果
た
す
が
︑別
の
と
き
に
は
︑当
の
宗
教
を
滅
亡
・
分
裂
・

変
容
・
再
生
の
一
途
に
追
い
込
む
原
動
力
に
も
な
る
︒人
々
に
と
っ

て
︑
様
式
と
媒
体
の
束
縛
度
が
柔
軟
な
芸
術
の
ほ
う
が
︑
宗
教
よ

り
も
︑
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
︒
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宗
教
と
国
家

　

国
家
を
︑人
間
生
活
の
巨
大
で
明
確
な
﹁
括
り
﹂
な
い
し
﹁
枠
﹂

と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
︑そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
る
﹁
境
界
﹂
は
︑

可
視
と
不
可
視
と
い
う
二
つ
の
次
元
を
つ
な
ぐ
宗
教
に
と
っ
て

も
︑
重
要
な
役
割
を
果
た
す
︒
国
家
の
境
界
に
よ
っ
て
浮
き
彫

り
に
な
っ
て
ゆ
く
世
界
は
︑
宗
教
の
様
式
と
媒
体
に
と
っ
て
も
︑

﹁
境け

い
だ
い内
﹂﹁
土
俵
﹂﹁
エ
リ
ア
﹂
と
し
て
機
能
す
る
︒
つ
ま
り
国
家

の
内
側
の
生
活
世
界
は
宗
教
に
お
け
る
可
視
的
な
世
界
に
︑
そ
し

て
外
側
の
世
界
は
宗
教
に
お
け
る
不
可
視
の
領
域
に
︑
相
当
す
る

の
で
あ
る
︒

　

一
見
す
る
と
︑
国
家
に
お
け
る
外
側
の
世
界
が
︑
祖
先
︑
神
話

と
歴
史
上
の
出
来
事
︑
個
々
・
共
同
体
・
民
族
の
心
と
精
神
︑
自

然
の
力
︑
霊
魂
︑
精
霊
や
神
々
な
ど
を
直
接
的
に
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
と
は
︑
想
定
し
に
く
い
︒
せ
い
ぜ
い
︑
他
民
族
・
他
言
語
・

他
文
化
・
外
国
や
海
外
の
領
域
で
は
な
い
の
か
︒
し
か
し
︑
現
代

国
家
の
政
治
単
位
と
し
て
の
働
き
︑
す
な
わ
ち
民
を
統
治
す
る
国

家
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
振
る
舞
い
︵
政
府
・
省
庁
・
役
所
・
警
察
・

軍
隊
な
ど
の
活
動
︶
は
︑
内
側
の
人
々
と
︑
外
側
の
﹁
見
知
ら
ぬ
﹂

﹁
無
限
の
﹂﹁
無
秩
序
の
﹂
領
域
︑
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
意
味
の
不

可
視
の
領
域
と
の
間
を
橋
渡
し
す
る
︑
ま
さ
し
く
様
式
と
媒
体
の

役
目
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

た
と
え
ば
︑﹁
生
﹂﹁
死
﹂﹁
性
﹂
に
ま
つ
わ
る
人
間
生
活
の
三

大
出
来
事
は
︑
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
・
民
族
の
歴
史
を
見
て

も
わ
か
る
よ
う
に
︑
元
々
は
︑
共
同
体
に
属
す
る
個
々
が
︑
通
過

儀
礼︿

５
﹀と
い
う
様
式
・
媒
体
を
も
っ
て
不
可
視
の
領
域
を
︑
互
い
の

心
を
通
わ
せ
て
一
緒
に
体
験
し
た
り
そ
う
し
た
領
域
を
共
同
体
の

生
活
世
界
に
組
み
込
ん
だ
り
し
な
が
ら
︑
執
り
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
︒
現
代
に
至
っ
て
は
︑
こ
う
し
た
出
来
事
が
国
家
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
処
理
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
︑
制
度
的
な

縛
り
︵
法
律
や
慣
例
︶
か
ら
し
て
も
︑
皆
無
に
等
し
い
︒
ま
た
︑

国
家
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
担
う
重
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
る
︑
他
国

と
の
外
交
お
よ
び
国
家
間
の
対
立
や
境
界
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題

も
︑
人
々
と
不
可
視
の
領
域
と
の
媒
介
機
能
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
個
々
と
不
可
視
の
領
域
︵
と
り
わ
け
生
命
に
関

す
る
こ
と
︶
と
の
関
係
が
︑
国
家
の
強
制
的
な
介
入
と
仲
介
に

よ
っ
て
一
元
的
に
管
理
さ
れ
る
と
い
う
の
が
︑
国
家
の
括
り
と
枠

を
基
本
的
な
様
式
・
媒
体
と
し
て
用
い
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
現

代
宗
教
の
︑
あ
り
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
現
代
宗
教
の
こ
う
し

た
特
徴
は
︑﹁
上
か
ら
の
宗
教
性
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
︒
つ

ま
り
こ
の
場
合
の
国
家
と
は
︑
民
と
不
可
視
の
領
域
の
関
係
を
一

手
に
請
け
負
っ
て
間
接
的
に
取
り
次
ぐ
︑
な
か
ん
ず
く
重
要
な
様

式
・
媒
体
で
あ
り
︑
大
抵
の
国
で
は
︑
当
国
に
お
け
る
最
大
の
﹁
宗
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教
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
﹂
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
ま
た
多

く
の
国
で
は
︑
大
多
数
の
国
民
が
属
す
る
特
定
の
○
○
教
が
国
に

よ
っ
て
優
遇
さ
れ
︑
あ
る
い
は
国
教
な
る
も
の
が
法
的
に
認
め
ら

れ
る
と
い
う
場
合
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
が
︑
国
家
と
協
働
︵
あ
る
い

は
癒
着
︶
し
な
が
ら
﹁
上
か
ら
の
宗
教
性
﹂
の
役
割
を
部
分
的
に

担
う
と
い
う
構
図
が
︑
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒

　

も
っ
と
も
そ
の
逆
の
流
れ
︑
す
な
わ
ち
不
可
視
の
領
域
と
の
関

係
を
︑
民
衆
の
私
的
な
レ
ベ
ル
で
︑
慣
習
的
に
踏
襲
し
た
も
の
を

実
践
し
た
り
︑
新
た
な
様
式
・
媒
体
を
編
み
出
し
た
り
す
る
﹁
下

か
ら
の
宗
教
性
﹂
が
︑
現
代
国
家
の
枠
組
み
の
中
で
居
場
所
を
完

全
に
失
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
は
絶

え
間
な
く
続
く
で
あ
ろ
う
︒
現
代
国
家
に
お
け
る
こ
う
し
た
意
味

の﹁
下
か
ら
の
宗
教
性
﹂は
︑た
と
え
ば
民
間
信
仰︿

６
﹀︑伝
統
芸
能︵
古

典
芸
能
︶︑
学
問
と
文
学
︑
大
衆
文
化
︑
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
︑
武
術
・

ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
・
娯
楽
な
ど
の
世
界
で
︑
色
濃
く
見
る
こ
と
が

で
き
る
︒

　
　

宗
教
と
暴
力

　

人
間
は
古
く
か
ら
︑
向
こ
う
側
の
不
可
視
の
領
域
を
︑
こ
ち
ら

側
の
可
視
的
な
世
界
で
表
わ
し
た
り
置
き
換
え
た
り
す
る
際
︑﹁
儀

礼
﹂
と
い
う
様
式
・
媒
体
を
用
い
た
︒
た
だ
し
こ
の
儀
礼
に
は
︑

暴
力
的
原
理
が
不
可
避
的
に
内
在
す
る
︒人
は
不
可
視
の
領
域
と
︑

個
と
し
て
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
︑
社
会
・
集
団
・
共
同
体
の
一

員
と
し
て
︑
つ
ま
り
人
間
と
し
て
つ
な
が
ろ
う
と
試
み
る
︒
人
間

の
心
と
精
神
そ
の
も
の
が
︑
不
可
視
の
領
域
に
属
し
︑
ま
ず
も
っ

て
︑
相
互
の
身
近
な
つ
な
が
り
を
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
﹁
集
団
的
に
不
可

視
の
領
域
へ
向
か
う
﹂
と
い
う
過
程
の
中
に
︑
暴
力
的
原
理
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑﹁
集
団
﹂が﹁
不
可
視
の
領
域
﹂

と
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
設
定
は
︑
そ
も
そ
も
暴
力
の
温
床
な
の
で

あ
る
︒

　

儀
礼
と
は
︑
可
視
的
な
世
界
の
壁
に
︑
あ
た
か
も
穴
を
開
け
︑

不
可
視
の
領
域
に
つ
な
が
る
た
め
の
扉
・
窓
・
パ
イ
プ
を
築
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
人
間
は
文
明
と
い
う
隔
離

さ
れ
た
可
視
的
な
世
界
の
枠
に
は
ま
っ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た

た
め
︑
自
然
界
お
よ
び
自
ら
の
心
の
内
面
に
対
し
て
す
ら
︑
接
点

を
鈍
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
意
味
の
生
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
と
︑
都
合
の
よ
い
と
き
に
︑
時
空
的
な
枠
を
越
え
て
す
ん

な
り
連
な
る
こ
と
は
︑
も
は
や
不
可
能
に
近
い
︒
た
と
え
様
式
化

し
た
儀
礼
の
か
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
だ
け
で

儀
礼
が
期
待
通
り
の
媒
体
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
い
︒
つ
ま

り
文
明
化
し
た
人
間
は
︑
自
ら
が
築
い
た
枠
に
よ
っ
て
孤
立
し
︑

そ
の
段
階
に
お
い
て
は
︑
枠
外
の
領
域
の
空
気
を
枠
内
に
取
り
入
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れ
る
た
め
の
︑
積
極
的
︵
肯
定
的
︶
な
手
立
て
を
十
分
に
持
ち
備

え
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑消
極
的
︵
否
定
的
︶
な
手
立
て
は
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

枠
内
か
ら
枠
外
に
︑
確
実
に
移
行
す
る
よ
う
な
出
来
事
を
︑
進
ん

で
起
こ
し
︑
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
儀
礼
の
様
式
と
媒
体
の
中
に
組

み
込
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
手
立
て
の
も
っ
と
も
明
確
な

か
た
ち
が
︑
両
領
域
を
精
神
的
・
身
体
的
に
ま
た
ぐ
生
死
の
移
行

過
程
︵
生
物
の
死
︶
を
︑
恣
意
的
・
強
制
的
に
実
現
さ
せ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
︒
古
今
東
西
の
儀
礼
の
典
型
が
︑﹁
供く

ぎ犠
﹂
お
よ

び
そ
れ
に
内
在
す
る
暴
力
を
︑
根
幹
的
な
位
相
と
し
て
執
り
行
っ

て
い
る
の
は
︑
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
︒
現
代
に
お
け
る
供
犠
を
伴
う

宗
教
儀
礼
は
︑
○
○
教
や
○
○
信
仰
と
い
っ
た
文
脈
の
中
で
簡
素

化
し
た
り
形
式
的
・
象
徴
的
な
面
に
限
定
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に

な
り
︑
ま
た
供
物
や
苦
行
・
荒
行
と
い
っ
た
よ
う
な
変
容
し
た
か

た
ち
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
が
多
い
が
︑
供
犠
の
基
本
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
︑
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒

　

供
犠
の
暴
力
的
原
理
に
は
︑﹁
通
過
の
た
め
の
犠
牲
﹂﹁
贖
罪
の

た
め
の
犠
牲
﹂﹁
価
値
転
化
の
た
め
の
犠
牲
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
︑
三

つ
の
側
面
が
あ
る
︒﹁
通
過
の
た
め
の
犠
牲
﹂
と
は
︑
可
視
的
な

世
界
に
お
い
て
生
け
贄
を
仕
立
て
︑
皆
が
確
認
で
き
る
よ
う
な
か

た
ち
で
露
骨
に
︑
不
可
視
の
領
域
に
送
り
出
す
︑
と
い
う
暴
力
的

な
側
面
で
あ
る
︒
不
可
視
の
領
域
︵
聖
な
る
領
域
︶
と
の
つ
な
が

り
は
︑
あ
た
か
も
出
口
が
見
当
た
ら
な
い
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ

た
人
々
が
︑
壁
を
内
側
か
ら
こ
じ
開
け
る
か
の
よ
う
に
し
て
実
現

す
る
︒﹁
贖
罪
の
た
め
の
犠
牲
﹂
と
は
︑
生
け
贄
に
︑
聖
な
る
世

界
へ
の
先
導
役
を
担
わ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
人
々
が
属
す
る
社

会
的
・
文
化
的
な
生
活
の
枠
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
皆
の
穢
れ
や

罪
ま
で
を
背
負
わ
せ
た
り
転
嫁
さ
せ
た
り
し
て
︑
枠
内
を
浄
化
さ

せ
る
︑
と
い
う
暴
力
的
な
側
面
で
あ
る
︒﹁
価
値
転
化
の
た
め
の

犠
牲
﹂
と
は
︑
俗
な
る
︵
こ
の
世
の
︶
世
界
に
お
い
て
無
意
味
・

無
価
値
と
み
な
さ
れ
る
生
け
贄
を
︑
聖
な
る
︵
あ
の
世
の
︶
世
界

に
送
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
最
大
の
意
味
と
価
値
を
賦
与
す
る

︵
価
値
を
逆
転
す
る
︶
と
い
う
暴
力
的
な
側
面
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
生
け
贄
の
身
代
わ
り
と
追
い
払
い
劇
が
︑
供
犠
と

い
う
儀
礼
の
場
に
お
い
て
う
ま
く
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑

人
々
は
︑﹁
聖
な
る
領
域
と
の
つ
な
が
り
﹂
と
同
時
に
︑﹁
祓
い
﹂

と
﹁
清
め
﹂
を
体
験
し
︑﹁
聖
化
﹂
の
心
的
な
作
用
で
あ
る
安
堵

感
と
充
実
感
に
満
た
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
限
り
の
一
時
的
な

も
の
で
あ
れ
︑
社
会
・
集
団
・
共
同
体
に
お
け
る
﹁
活
気
の
取
り

戻
し
﹂﹁
秩
序
の
回
復
と
保
障
﹂﹁
結
束
と
団
結
﹂
と
い
っ
た
機
能

が
働
く
の
で
あ
る︿

７
﹀︒
現
代
に
お
け
る
儀
礼　
　

宗
教
儀
礼
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
む　
　

に
は
︑
こ
の
よ
う
な
原
理

が
︑
実
践
す
る
人
々
の
明
示
的
な
意
識
に
の
ぼ
り
に
く
い
ほ
ど
︑

様
式
と
媒
体
に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
前
述
の
通
過
儀
礼
は

八



そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
︒

　

ま
た
︑宗
教
︵
お
よ
び
そ
の
様
式
と
媒
体
︶
が
人
間
生
活
の
隅
々

に
ま
で
拡
散
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
原
理
も
︑

○
○
教
や
○
○
信
仰
と
い
っ
た
文
脈
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
社
会
生
活

の
様
々
な
領
域
・
場
面
に
︑
国
や
地
域
を
問
わ
ず
広
く
見
ら
れ
る
︒

た
と
え
ば
組
織
・
グ
ル
ー
プ
内
の
い
じ
め
︑
村
八
分
︑
自
然
災
害
・

政
治
混
乱
・
経
済
危
機
の
際
の
少
数
弾
圧
や
悪
者
探
し
な
ど
は
︑

そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
︒さ
ら
に
国
家
も
︑前
述
し
た
よ
う
に
人
々

の
宗
教
的
な
つ
な
が
り
の
一
端
を
担
う
宗
教
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ

る
以
上
は
︑
不
可
視
の
領
域
と
の
消
極
的
な
パ
イ
プ
を
も
っ
て
い

る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
国
家
が
国
益
と
法
を
盾
に
武
力
を
国
内
外
に

行
使
す
る
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
仕
組
み
を
見
る
だ
け
で
も
︑

明
ら
か
で
あ
ろ
う︿

８
﹀︒
も
っ
と
も
︑
合
法
的
な
暴
力
お
よ
び
国
民
に

代
わ
っ
て
執
行
さ
れ
る
暴
力
の
多
く
が
︑
国
民
の
目
に
は
直
接
見

え
な
い
︑
隠
蔽
化
さ
れ
た
制
度
と
化
し
︑
ま
さ
に
間
接
的
・
媒
介

的
な
不
可
視
の
領
域
と
の
関
係
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

　

思
え
ば
宗
教
と
暴
力
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
文
化
﹂
と
﹁
反
・
非
文

化
﹂
の
両
極
を
代
表
す
る
人
間
現
象
で
あ
る
と
︑
誰
も
が
み
な
す

で
あ
ろ
う
が
︑
右
記
の
よ
う
に
両
者
が
表
裏
一
体
ま
た
は
紙
一
重

の
関
係
に
あ
る
と
い
う
図
式
は
︑
な
か
な
か
受
け
入
れ
が
た
い
も

の
で
も
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
の
旅
路
の
随
所
で
再
び
触

れ
て
考
察
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
︒

　
　

宗
教
と
歴
史

　

歴
史
の
本
質
を
︑﹁
時
間
軸
に
沿
っ
て
表
現︵
具
現
・
復
元
・
体
現
︶

さ
れ
る
︿
過
去
の
﹀
人
間
生
活
﹂
と
い
ふ
う
に
捉
え
て
も
よ
い
の

な
ら
ば
︑
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
親
し
ん
で
い
る
﹁
歴
史
を
学
ぶ
﹂

﹁
歴
史
か
ら
学
ぶ
﹂﹁
歴
史
を
語
る
﹂﹁
歴
史
を
大
切
に
す
る
﹂﹁
歴

史
を
守
る
﹂﹁
歴
史
を
誇
る
﹂
な
ど
の
行
為
は
︑
き
わ
め
て
純
度

の
高
い
宗
教
的
行
為
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
こ
れ
ら
は
︑
宗
教
に

お
け
る
﹁
時
空
的
な
枠
を
越
え
た
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
﹂︵
不
可

視
の
領
域
︶
と
の
つ
な
が
り
を
試
み
る
行
為
そ
の
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
︒

　

現
に
︑
○
○
教
や
民
間
信
仰
と
い
っ
た
宗
教
的
な
枠
組
み
に
お

い
て
も
︑
歴
史
は
︑
重
要
か
つ
不
可
欠
な
つ
な
が
り
の
様
式
・
媒

体
と
な
っ
て
い
る
︒
民
間
信
仰
に
お
け
る
種
々
の
儀
礼
︵
祭
り
や

共
同
体
の
人
間
関
係
な
ど
︶
お
よ
び
そ
う
し
た
儀
礼
の
拠
り
所
と

な
っ
て
い
る
神
話
・
伝
説
・
言
い
伝
え
・
昔
話
・
童
話
等
は
︑﹁
過

去
の
人
間
生
活
の
再
現
﹂
に
よ
っ
て
﹁
過
去
・
祖
先
と
の
つ
な
が

り
﹂
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
様
式
・
媒
体
で
あ
る
︒
同
じ
よ
う
に
︑

○
○
教
に
お
け
る
諸
々
の
儀
礼
︵
礼
拝
や
規
律
な
ど
︶
お
よ
び
そ

う
し
た
儀
礼
の
体
系
的
な
裏
付
け
と
さ
れ
る
教
義
・
聖
書
・
教
典

の
多
く
は
︑
歴
史
的
資
料
そ
の
も
の
で
も
あ
る
︒

　

し
た
が
っ
て
︑
儀
礼
と
い
う
宗
教
に
お
け
る
も
っ
と
も
代
表
的

九



か
つ
集
中
的
な
様
式
・
媒
体
が﹁
歴
史
の
実
践
﹂で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

宗
教
と
は
︑
歴
史
を
途
切
れ
さ
せ
ず
に
存
続
さ
せ
る
こ
と
︑
す
な

わ
ち
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
空
的
な
枠
を
超
越
し
た
︑
一

体
的
な
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
︑
と
い
う

ふ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か︿

９
﹀︒

　

そ
う
は
い
う
も
の
の
︑﹁
宗
教
﹂
と
﹁
歴
史
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
︑

本
質
的
に
相
容
れ
な
い
性
格
を
も
有
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
歴
史

と
宗
教　
　

ま
た
歴
史
学
と
宗
教
学
の
関
係
に
も
︑
あ
る
程
度
対

応
す
る　
　

が
共
有
す
る
﹁
資
料﹀
₁₀
︿

﹂
と
﹁
事
実
﹂
に
関
す
る
捉
え

方
と
姿
勢
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
歴
史
に
と
っ
て
資
料
と
は
︑

時
空
の
枠
に
よ
っ
て
現
在
と
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
る
べ
き
実
態
で
あ

り
︑
そ
れ
が
う
ま
く
か
な
え
ら
れ
た
と
き　
　

ま
た
そ
れ
ゆ
え
に

　
　

︑
事
実
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
︒
一
方
の
宗
教
に
と
っ
て
資

料
と
は
︑
時
空
の
枠
を
超
越
し
た
真
理
／
真
の
事
実
／
生
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
︑
ま
た
は
そ
う
し

た
事
実
を
実
現
す
る
た
め
の
手
が
か
り
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
︒

　

し
た
が
っ
て
前
述
し
た
よ
う
な
儀
礼
に
お
い
て
見
ら
れ
る
﹁
過

去
・
祖
先
と
の
つ
な
が
り
﹂
や
﹁
歴
史
の
実
践
﹂︑
あ
る
い
は
宗

教
的
な
行
為
に
よ
る
﹁
歴
史
の
存
続
﹂
は
︑
直
線
的
な
時
間
や
文

化
的
な
空
間
と
い
っ
た
構
造
︵
枠
︶
に
対
す
る
︑
否
定
や
そ
こ
か

ら
の
脱
皮
を
︑
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒た
と
え
ば
宗
教
儀
礼
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
神
話
・

伝
説
・
言
い
伝
え
・
昔
話
・
童
話
等
は
︑
現
在
と
は
異
な
る
古
い

生
活
を
記
念
し
た
り
古
い
も
の
か
ら
何
か
を
学
ん
だ
り
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
が
い
ま
現
在
の
生
活

を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
︑
再
現
し
た
り
重
ね
合
わ
せ
た
り
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
︒

　
　

宗
教
と
「
○
○
教
」

　

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
︑
宗
教
現
象
を
深
く
本
質
的
に
捉
え
よ

う
と
す
る
と
︑
宗
教
と
い
う
枠
組
み
は
︑
ど
う
し
て
も
︑
人
間
生

活
の
全
側
面
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
捉
え
方
は
︑

宗
教
を
︑狭
い
偏
っ
た
見
方
・
先
入
観
・
固
定
観
念
な
ど
に
陥
ら
ず
︑

包
括
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
︑
必
ず
た
ど
り
着
く
図
式
で

あ
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
こ
う
し
た
﹁
全
生
活
的
な
宗
教
﹂
の
実

態
に
は
︑
一
定
の
分
類
的
な
構
造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
押
さ
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

　

す
な
わ
ち
国
家
を
と
り
あ
え
ず
宗
教
に
お
け
る
最
上
位
の
枠
組

み
と
し
て
見
る
と
︑
次
の
よ
う
な
下
位
の
枠
組
み
が
存
在
す
る
こ

と
が
︑
容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
①
成
立
宗
教
︵
既
成

宗
教
︶︑
②
民
間
信
仰
︵
民
俗
宗
教
︶︑
③
新
宗
教
︑
④
生
活
宗
教

︵
そ
の
他
︑
生
活
の
中
の
諸
々
の
宗
教
性
︶︑
の
四
通
り
の
宗
教
的

な
枠
組
み
で
あ
る
︒﹁
○
○
教
﹂と
称
し
て
い
る
の
は
︑こ
の
場
合
︑

一
〇



成
立
宗
教
と
新
宗
教
に
当
た
る
︒

　

こ
の
見
方
に
従
う
と
︑
成
立
宗
教
と
は
︑
具
体
的
に
は
各
国
・

地
域
に
根
付
い
て
い
る
世
界
宗
教﹀

₁₁
︿

の
こ
と
を
指
し
︑
新
宗
教
と
は

通
常
︑
近
現
代
に
誕
生
し
た
宗
教
的
な
枠
組
み
の
こ
と
を
指
す
︒

い
ず
れ
も
︑
例
外
的
な
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
︑
大
抵
は
︑
当
国
・
地

域
の
当
局
お
よ
び
大
衆
か
ら
︑
宗
教
的
な
枠
組
み
と
し
て
の
存
在

が
認
知
さ
れ
︑
あ
る
い
は
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
成

立
宗
教
と
新
宗
教
の
共
通
点
と
し
て
︑
い
ず
れ
も
﹁
創
唱
宗
教
﹂

と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら

れ
る
︒
す
な
わ
ち
創
唱
者
︵
預
言
者
・
教
祖
・
開
祖
︶
の
存
在
︑

超
自
然
性
︵
神
託
・
霊
感
・
啓
示
・
奇
跡
・
お
告
げ
︑
神
秘
体
験

な
ど
の
出
来
事
︶︑
教
義
︵
記
録
さ
れ
て
い
る
超
自
然
性
と
儀
礼
︶

が
特
定
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
特
徴
で
あ
る
︒

　

そ
れ
に
対
し
︑
民
間
信
仰
と
生
活
宗
教
は
︑﹁
自
然
宗
教﹀

₁₂
︿

﹂
と

し
て
の
性
格
を
共
有
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
創
唱
者
・
超
自
然
性
・

教
義
の
︑
各
々
お
よ
び
相
互
関
係
が
︑
明
示
的
に
体
系
化
し
た
か

た
ち
で
現
れ
ず
︑
そ
の
た
め
︑
こ
う
し
た
宗
教
性
を
宗
教
的
な
枠

組
み
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
︑
範
囲
と
単
位
を
定
め
る
の

が
容
易
で
は
な
い
︑
と
い
う
特
徴
で
あ
る
︒
こ
の
特
徴
は
︑
民
間

信
仰
よ
り
も
生
活
宗
教
の
ほ
う
が
顕
著
で
あ
り
︑
そ
れ
が
両
者
の

相
違
点
で
も
あ
る
と
言
え
る
︒

　

た
だ
し
︑
①
か
ら
④
︑
ま
た
創
唱
宗
教
と
自
然
宗
教
の
分
類
は
︑

必
ず
し
も
現
存
す
る
宗
教
的
な
枠
組
み
の
す
べ
て
に
す
ん
な
り
と

当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
︒身
近
な
例
が
日
本
の
神
道
で
あ
る
︒

時
代
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
︑
現
在
に
限
定
し
て
も
︑
神
道
的
な

儀
礼
は
︑
見
方
次
第
で
①
か
ら
④
の
す
べ
て
に
︑
ま
た
創
唱
宗
教

と
自
然
宗
教
の
両
方
に
︑
十
分
当
て
は
ま
る
宗
教
的
な
枠
組
み
で

あ
る
︒
ま
た
︑
成
立
宗
教
の
枠
組
み
か
ら
分
立
し
て
生
ま
れ
た
新

た
な
宗
派
や
セ
ク
ト
︑
あ
る
い
は
正
統
派
と
異
端
派
の
構
図
の
中

の
諸
宗
教
は
︑
成
立
宗
教
と
新
宗
教
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
こ
の
場
合
︑
①
か
ら
④
の
宗
教
的
な
枠
組
み
は
︑
実
際

に
は
相
互
に
重
な
り
合
っ
た
り
︑
発
展
・
活
性
・
衰
退
・
移
行
・

変
容
の
過
程
の
中
で
相
互
に
移
り
変
わ
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る

と
見
る
の
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
ひ
と
ま
ず
︑
○
○
教
と
は
︑
種
々
の
宗

教
的
な
枠
組
み
の
う
ち
の
︑
成
立
宗
教
と
新
宗
教
を
指
す
も
の
だ

と
い
う
理
解
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
こ
の
二

つ
の
枠
組
み
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
︑
よ
り
的
確
な
位

置
づ
け
方
は
︑﹁
様
式
と
媒
体
を
巡
る
可
視
と
不
可
視
の
つ
な
が

り
﹂
の
視
点
か
ら
︑
可
変
的
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に

よ
る
と
○
○
教
と
は
︑﹁
一
連
の
様
式
と
媒
体
が
︑
可
視
と
不
可

視
の
つ
な
が
り
の
文
脈
の
中
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
︑
そ
れ
ら
を
用
い
る
行
為
者
た
ち
に
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
意
図

的
・
肯
定
的
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
場
合
の
宗
教
的
な

一
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枠
組
み
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

　
　

宗
教
の
起
源

　

以
上
の
よ
う
に
︑
宗
教
の
実
態
に
関
す
る
諸
側
面
を
︑﹁
言
語
﹂

﹁
芸
術
﹂﹁
国
家
﹂﹁
暴
力
﹂﹁
歴
史
﹂﹁
○
○
教
﹂
と
い
う
社
会
的
・

文
化
的
な
枠
組
み
か
ら
見
る
と
︑
宗
教
の
正
体
に
関
す
る
新
た
な

疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
は
ず
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
も
そ
も
宗

教
と
は
︑
た
と
え
ば
言
語
・
科
学
技
術
・
芸
術
・
国
家
の
よ
う
な

実
態
と
同
様
︑
基
本
的
に
は
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
が
構
造
的

に
進
化
す
る
過
程
の
中
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
自
体

に
生
物
︵
ヒ
ト
︶
と
し
て
の
身
体
的
・
生
理
的
・
自
然
的
な
根
拠

と
必
然
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
問
い
か
け
は
︑
宗
教
︵
○
○
教
︶
の
信
仰
上
の
︑
あ

る
い
は
形
而
上
学
的
な
問
い
に
も
な
り
か
ね
な
い
が
︑
本
稿
に
よ

る
旅
路
は　
　

信
仰
に
も
形
而
上
学
に
も
還
元
す
る
こ
と
な
く　

　

︑
こ
う
し
た
疑
問
に
感
性
的
・
経
験
的
に
立
ち
向
か
お
う
と
す

る
も
の
で
も
あ
る
︒
た
だ
し
問
い
か
け
方
と
大
前
提
を
︑
逆
さ
ま

に
し
て
見
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
場
合
︑
宗
教
に

お
け
る
自
然
的
な
根
拠
と
必
然
性
の
有
無
が
問
題
な
の
で
は
な

く
︑
自
然
的
な
根
拠
と
必
然
性
を
見
失
い
つ
つ
あ
る
社
会
的
・
文

化
的
な
生
活
が
︑
い
か
に
し
て
宗
教
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
根
拠
と

必
然
性
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
点
に
探
究
の

眼
差
し
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

宗
教
的
な
枠
組
み
を
構
成
す
る
様
式
と
媒
体
は
︑
た
し
か
に
言

語
・
科
学
技
術
・
芸
術
・
国
家
の
そ
れ
と
相
ま
っ
て
︑
自
然
か
ら

ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
く
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
を
支
え
る

役
割
を
果
た
す
︒
し
か
し
宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
る
の
は
︑
あ
る

い
は
宗
教
が
他
の
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
の
枠
組
み
と
本
質
的

に
異
な
る　
　

重
複
し
な
が
ら
も
強
い
独
自
性
を
発
揮
す
る　
　

の
は
︑
そ
う
し
た
自
然
離
れ
と
は
逆
行
し
た
作
用
︑
す
な
わ
ち
自

然
回
帰
と
聖
俗
循
環
の
原
理
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
︒

　

し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
仮
定
し
た
宗
教
に
お
け
る
基
本
的
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
﹁
つ
な
が
り
﹂︵
他
者
や
外
界
や
自
分
自
身

の
内
面
と
の
つ
な
が
り
︑
あ
る
い
は
不
可
視
の
領
域
と
の
つ
な
が

り
︶
は
︑
人
々
が
︑
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
の
枠
組
み
を
脱
し

て
自
然
回
帰
と
聖
俗
循
環
を
果
た
そ
う
と
す
る
中
で
︑
皮
肉
に
も

そ
う
し
た
行
き
過
ぎ
や
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
も
た
ら
し
た
張
本
人
た

る
社
会
的
・
文
化
的
な
様
式
と
媒
体
を
用
い
て
達
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
︑﹁
社
会
・
文
化
﹂と﹁
自
然
﹂の
間
に
あ
っ
て
︑

一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
人
間
の
宗
教
性
に
は
︑
も
う
一

つ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
︵
影
の
主
役
︶
の
存
在
が
重
要
な
働
き
を
果

た
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
心
﹂
で
あ
る
︒
社
会
的
・
文
化
的
な

一
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生
活
の
枠
組
み
が
︑
身
体
的
・
物
質
的
な
上
辺
の
世
界
を
大
胆
に

変
容
さ
せ
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
自
然
を
い
か
に
覆
い
隠
そ
う
と
し

て
も﹀

₁₃
︿

︑
心
だ
け
は
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
屈
す
る
こ
と
も
妥

協
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
︒そ
れ
ば
か
り
か
人
間
の
心
は
︑

個
体
を
超
越
し
︑
時
空
を
貫
通
し
︑
太
古
か
ら
の
生
物
の
自
然
的

な
本
性
と
生
命
力
を
蓄
積
し
︑
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
の
枠
組

み
が
自
然
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
︑
強
力
な
力
を
も
っ
て
容

赦
な
し
に
自
然
回
帰
と
聖
俗
循
環
を
先
導
す
る﹀

₁₄
︿

で
あ
ろ
う
︒

　

そ
も
そ
も
︑
生
活
の
い
く
つ
か
の
領
域
や
場
面
か
ら
宗
教
性
を

発
見
し
よ
う
と
す
る
本
稿
に
よ
る
些
細
な
旅
路
も
︑
そ
れ
自
体
︑

宗
教
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
︒

　
　

動
物
と
の
触
れ
合
い
か
ら
見
る
宗
教
性

　

以
上
ま
で
︑
認
知
宗
教
学
の
視
点
か
ら
見
る
﹁
宗
教
﹂
の
正
体

を
手
探
り
に
た
ど
っ
て
み
た
︒
次
に
︑
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
て

と
れ
る
︑生
活
の
中
の
宗
教
性
に
つ
い
て
︑﹁
動
物
と
の
触
れ
合
い
﹂

と
い
う
一
つ
の
事
例
を
通
し
て
︑
筆
者
の
経
験
的
な
次
元
か
ら
記

述
す
る
︒

　

筆
者
は
山
口
県
に
在
住
し
は
じ
め
て
か
ら
︑
毎
年
六
月
に
な
る

と
︑
県
内
の
い
く
つ
か
の
市
で
行
わ
れ
る
ホ
タ
ル
祭
り
や
ホ
タ
ル

観
賞
会
に
︑
少
な
く
と
も
一
度
は
足
を
運
ぶ
︒
こ
の
種
の
集
い
が

筆
者
に
と
っ
て
︑
県
内
で
行
わ
れ
る
他
の
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
よ
り

も
と
り
わ
け
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
︑
自
然
美
を
体
験
す
る

こ
と
と
︑
そ
れ
を
目
的
に
︑
多
少
な
り
と
も
相
通
ず
る
感
性
や
感

情
を
も
ち
合
わ
せ
た
人
た
ち
と
同
じ
時
空
間
を
共
有
す
る
こ
と
︑

で
あ
る
︒
も
っ
と
も
こ
う
し
た
祭
り
で
は
︑
ホ
タ
ル
が
必
ず
し
も

期
待
通
り
に
た
く
さ
ん
飛
来
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
ま
た
︑
日
が

暮
れ
る
に
連
れ
︑人
ご
み
と
露
店
で
周
辺
が
ご
っ
た
返
し
に
な
り
︑

気
づ
い
た
と
き
に
は
自
然
と
関
係
な
く
ざ
わ
ざ
わ
し
て
い
る
︑
と

い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
︒

　

ま
た
筆
者
は
︑
よ
く
授
業
の
中
で
学
生
に
︑﹁
日
本
は
い
ま
も
︑

動
物
や
生
き
物
を
介
し
て
自
然
界
︵
お
よ
び
超
自
然
界
︶
と
つ
な

が
る
回
路
を
︑他
の
国
や
地
域
と
比
べ
︑圧
倒
的
に
た
く
さ
ん
も
っ

て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
語
る
の
だ
が
︑
ど
う
や
ら
学
生
た
ち
に

は
︑
あ
ま
り
身
近
な
こ
と
と
し
て
実
感
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

単
に
灯
台
も
と
暗
し
に
な
っ
て
い
る
為
か
も
し
れ
な
い
が
︑
た
ぶ

ん
そ
れ
よ
り
も
︑
実
際
の
人
と
動
物
の
関
係
が
︑
容
易
に
見
て
と

れ
な
い
ほ
ど
︑
多
様
化
と
複
雑
化
し
て
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で

い
る
為
で
も
あ
ろ
う
︒

　

現
代
日
本
に
お
け
る
﹁
人
・
動
物
関
係
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
︑
各
々
に
︑
宗
教
的
な
つ
な
が
り
が
認
知
的
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
濃
厚
に
見
て
と
れ
る
︒

一
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① 

観
賞
︒
前
述
の
ホ
タ
ル
祭
り
の
他
に
も
︑
日
本
に
は
︑
人
と

生
身
の
動
物
が
直
接
触
れ
る
︑
動
物
観
賞
の
慣
習
︑
趣
味
︑

娯
楽
が
︑
実
に
た
く
さ
ん
あ
る
︒
観
賞
が
行
わ
れ
る
場
や
施

設
を
ざ
っ
と
挙
げ
る
だ
け
で
も
︑
町
中
の
公
園
や
川
岸
︑
町

外
れ
の
自
然
界
︵
海
︑
川
︑
空
︑
山
︑
森
林
︑
洞
窟
︶︑
動

物
園
︑
水
族
館
︑
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
︑
祭
り
・
コ
ン
ク
ー
ル
・

放
浪
芸
・
シ
ョ
ー
や
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
場
︑
な
ど
に
及

ぶ
︒
こ
れ
ら
の
動
物
観
賞
の
場
や
催
し
そ
の
も
の
は
︑
す
べ

て
が
日
本
特
有
の
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
動
物
観
賞
と

い
う
人
・
動
物
関
係
に
働
く
次
の
よ
う
な
基
本
原
理
は
︑
日

本
人
の
文
化
と
生
活
慣
習
に
深
く
根
付
い
て
い
る
︑
特
徴
的

な
﹁
風
土
﹂
ま
た
は
﹁
ら
し
さ
﹂
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
す

な
わ
ち
︑
自
然
と
野
性
の
世
界
を
代
表
す
る
動
物
と
︑
文
化

的
世
界
︵
人
間
＝
じ
ん
か
ん
︶
を
代
表
す
る
人
と
が
︑
そ
れ

ぞ
れ
の
世
界
の
性
質
を
極
力
保
ち
な
が
ら
︑
両
者
を
隔
た
る

壁
を
極
力
薄
く
透
明
化
し
︑
接
触
を
試
み
る
︑
と
い
う
も
の

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
動
物
観
賞
の
原
理
が
日
本
で
は
︑
子

供
の
と
き
か
ら
自
然
に
︵
ま
た
は
遺
伝
的
・
生
得
的
に
︶
受

け
継
が
れ
て
い
る　
　

家
庭
や
学
校
で
の
明
示
的
な
教
育
と

い
う
よ
り　
　

た
め
︑
右
の
よ
う
な
︑
人
と
動
物
が
接
す
る

場
に
居
合
わ
せ
た
と
き
︑
接
し
方
の
パ
タ
ー
ン
が
︑
個
々
の

内
面
に
事
前
に
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
が
︑
自
然
と
働
く
︒
た

と
え
ば
子
供
が
︑
公
園
や
自
然
界
で
鳥
・
魚
・
昆
虫
類
を
見

か
け
た
と
き
︑
理
由
も
な
く
い
き
な
り
威
嚇
し
た
り
追
い

払
っ
た
り
傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
︑
あ
ま
り
な
い
と
言
え

よ
う
︒
動
物
観
賞
と
い
う
人
・
動
物
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に
お

い
て
も
っ
と
も
際
立
つ
宗
教
的
な
特
徴
は
︑
文
化
的
世
界
の

中
に
生
き
る
人
々
が
︑
自
然
界
と
の
僅
か
な　
　

時
間
的
・

空
間
的
に　
　

接
点
︵
交
流
地
点
︶
を
通
し
て
︑
自
ら
が
住

む
世
界
に
新
鮮
な
︵
神
聖
と
い
う
意
味
で
も
野
性
と
い
う
意

味
で
も
︶
空
気
を
取
り
入
れ
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
文
化
的
世

界
を
一
次
的
に
緩
め
て
自
然
界
に
拡
張
す
る
こ
と
︑
で
あ

る
︒
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
に
慣
れ
親
し
ん
で
い

る
人
の
立
場
か
ら
見
る
と
︑
動
物
観
賞
と
い
う
行
為
は
︑
必

ず
し
も
動
物
そ
の
も
の
に
対
す
る
愛
着
や
憧
れ
を
表
す
も
の

で
は
な
く
︑
動
物
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
自
然
界
へ
の
窓
・

扉
︑
あ
る
い
は
自
然
回
帰
の
回
路
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で

あ
り
︑
ま
た
そ
う
し
た
感
性
︵
癒
し
・
つ
な
が
り
・
自
然
回

帰
の
感
覚
︶
の
働
き
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
︒

② 
共
生
︒
現
代
日
本
に
お
け
る
文
化
的
世
界
の
中
枢
は
都
市
で

あ
る
が
︑
こ
の
空
間
に
は
︑
前
述
の
﹁
観
賞
﹂
以
外
に
も
︑

人
と
動
物
が
直
接
的
な
関
係
を
結
ぶ
︑
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー

ン
が
顕
著
に
存
在
す
る
︒
共
生
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒
す
な

一
四



わ
ち
町
中
の
建
物
︑
大
地
︑
樹
木
︑
川
︑
池
な
ど
に
生
息
す

る
鳥
類
︑
魚
類
︑
昆
虫
類
を
相
手
と
す
る
関
係
で
あ
る
︒﹁
共

生
﹂
に
は
次
の
よ
う
な
人
・
動
物
関
係
の
原
理
が
働
い
て
い

る
も
の
と
言
え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
自
然
と
野
性
の
世
界
を

代
表
す
る
動
物
と
︑
文
化
的
世
界
を
代
表
す
る
人
間
と
が
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
固
有
の
環
境
を
︑同
じ
時
空
間
の
中
で
︑

可
能
な
限
り
維
持
し
な
が
ら
︑
共
存
を
図
る
︑
と
い
う
も
の

で
あ
る
︒﹁
観
賞
﹂
と
違
い
︑﹁
共
生
﹂
の
場
合
︑
自
然
界
と

文
化
的
世
界
が
直
接
的
に
接
触
す
る
場
︵
交
流
地
点
︶
は
︑

必
須
で
は
な
い
︒
共
生
と
い
う
人
・
動
物
関
係
の
パ
タ
ー
ン

に
お
い
て
も
っ
と
も
際
立
つ
宗
教
的
な
特
徴
は
︑
文
化
的
世

界
の
中
に
生
き
る
人
々
が
︑﹁
自
ら
が
住
む
世
界
は
自
然
界

と
隣
り
合
わ
せ
の
︵
ま
た
は
連
続
的
な
︶
関
係
に
置
か
れ
て

い
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑常
に
︑さ
り
げ
な
く
︑無
自
覚
的
に
︑

感
じ
取
る
こ
と
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
癒
し
・
つ
な

が
り
・
自
然
回
帰
の
経
験
︑
で
あ
ろ
う
︒

③ 

ペ
ッ
ト
と
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
︒
一
見
す
る
と
︑
こ
の
種
の
人
・

動
物
関
係
か
ら
日
本
特
有
な
も
の
を
見
出
す
の
は
︑
困
難
で

あ
る
︒
ペ
ッ
ト
と
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
は
︑
近
代
都
市
を
生
活
基

盤
と
し
て
い
る
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
︑
顕
著
に
見
ら
れ
る

関
係
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
現
代
日
本
に
お
け
る
ペ
ッ

ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
の
対
象
動
物
を
︑
こ
れ
と
は
や
や
対
照

的
な
位
置
に
あ
る
﹁
野
良
動
物
﹂
お
よ
び
﹁
野
生
動
物
﹂
と

比
較
す
る
と
︑
日
本
特
有
の
人
・
動
物
関
係
が
若
干
浮
き
彫

り
な
っ
て
く
る
︒
こ
の
三
種
の
動
物
が
人
間
か
ら
見
て
別
々

な
も
の
と
し
て
映
る
の
は
︑
も
っ
ぱ
ら
自
然
と
文
化
の
関
係

　
　

と
い
っ
て
も
︑
と
て
も
微
妙
な　
　

の
中
の
︑
位
置
づ

け
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
人
間
は
同
じ
種
の
動
物
を
︑﹁
生
活

空
間
の
共
有
﹂
と
﹁
絆
︵
特
別
な
関
係
︶﹂
に
よ
っ
て
︑
①

ペ
ッ
ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
み
な
す
こ
と
も
︑
②
野
良
動
物

と
み
な
す
こ
と
も
︑
③
野
生
動
物
と
み
な
す
こ
と
も
︑
で
き

る
︒
こ
の
場
合
︑
①
ペ
ッ
ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
は
人
間
と
の

﹁
生
活
空
間
の
共
有
﹂
と
﹁
絆
﹂
が
十
分
満
た
さ
れ
て
お
り
︑

②
野
良
動
物
は
﹁
生
活
空
間
の
共
有
﹂
が
満
た
さ
れ
て
い
る

が
﹁
絆
﹂
が
満
た
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
③
野
生
動
物
は
﹁
生
活

空
間
の
共
有
﹂
と
﹁
絆
﹂
の
両
方
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い﹀

₁₅
︿

︑

と
い
う
関
係
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
動
物
を
指
す
も
の
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
ペ
ッ

ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
に
よ
る
宗
教
的
な
つ
な
が
り
が
重
要
な

役
割
を
果
た
す
の
は
︑
人
間
同
士
の
﹁
生
活
空
間
の
共
有
﹂

と
﹁
絆
﹂
に
関
す
る
︑
あ
る
種
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
と
︑
そ
の

状
況
に
対
す
る
埋
め
合
わ
せ
状
況
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
都
市
空
間
の
中
の
人
間
関
係

一
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に
し
て
も
人
々
は
︑﹁
生
活
空
間
の
共
有
﹂の
み
な
ら
ず﹁
絆
﹂

を
必
要
と
す
る
が
︑
後
者
が
希
薄
化
し
た
と
き
︑
そ
の
穴
埋

め
役
を
︑
ペ
ッ
ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
︒
原
理
的
に
類
似
す
る
こ
の
二
種
︵
ペ
ッ
ト

と
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
︶
の
人
・
動
物
関
係
の
パ
タ
ー
ン
は
︑
前

述
し
た
﹁
観
賞
﹂
と
﹁
共
生
﹂
と
は
︑
あ
る
面
に
お
い
て
正

反
対
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
︒
ペ
ッ
ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
の

場
合
︑
飼
い
主
や
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
人
間
は
︑
動
物
を
︑

自
然
と
野
性
の
世
界
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
さ
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
︑
彼
ら
︵
動
物
た
ち
︶
が
有
す
る
固
有
の
環
境

を
︑
人
間
の
文
化
的
世
界
に
適
合
さ
せ
た
り
︑
場
合
に
よ
っ

て
は
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
に
対
す
る
︑
違
和

感
・
喪
失
感
ま
た
は
後
悔
の
念
を
伴
わ
な
い
︑
と
い
う
と
こ

ろ
に
重
要
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
︒
前
述
の
︑
自
然
・
野
性
と

文
化
の
関
係
図
式
か
ら
見
る
と
︑
自
然
と
野
性
の
世
界
を
代

表
す
る
動
物
と
︑
文
化
的
世
界
を
代
表
す
る
人
間
と
が
︑
同

じ
時
空
間
の
中
で
︑
両
者
を
隔
て
る
壁
を
な
く
し
て
直
接
的

に
接
触
ま
た
は
一
体
化
を
試
み
る
た
め
︑
一
方
の
人
間
は
自

身
の
世
界
の
性
質
を
保
ち
︑
他
方
の
動
物
は
本
来
の
固
有
の

生
活
環
境
を
損
な
っ
て
ま
で
も
人
間
の
世
界
に
同
化
す
る
︑

と
い
う
関
係
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
本

質
的
に
こ
の
関
係
に
は
︑
共
存
と
い
う
面
よ
り
も
︑
同
化
ま

た
は
服
従
と
い
う
面
が
顕
著
に
働
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
ペ
ッ

ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
い
う
人
・
動
物
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に

お
い
て
も
っ
と
も
際
立
つ
宗
教
的
な
特
徴
は
︑
文
化
的
世
界

の
中
に
生
き
る
人
々
が
︑﹁
自
ら
が
暮
ら
す
都
市
世
界
は
自

然
界
と
直
接
的
な
関
係
に
置
か
れ
て
い
な
い
が
︑
自
然
界
に

属
す
る
は
ず
の
動
物
を
通
し
て
︑
自
然
界
と
の
間
接
的
ま
た

は
抽
象
的
な
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑

常
に
︑
さ
り
げ
な
く
︑
無
自
覚
的
に
︑
感
じ
取
る
こ
と
と
︑

そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
癒
し
・
つ
な
が
り
・
自
然
回
帰
の

経
験
︑
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
人
間
側
が
得
る
こ
う
し
た

経
験
の
︑
も
っ
と
直
接
的
な
実
感
は
︑
動
物
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
︒
人
は
︑
見
た
目
の
姿

は
も
と
よ
り
︑
何
か
ら
何
ま
で
人
間
と
は
異
な
る
ペ
ッ
ト
・

コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
い
う
生
物
が
︑
生
活
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
︑
単
純
で
は
あ
る
が
︑
相
互
に
意
志
や
感
情
を
伝
え
た

り
受
け
取
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
︑
と

て
も
深
い
和
み
と
生
の
実
感
︵
生
き
甲
斐
︶
を
覚
え
る
の
で

あ
る
︒

④ 
供
養
︒
こ
の
種
の
人
・
動
物
関
係
は
︑
と
り
わ
け
日
本
で
︑

古
く
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︑
亡
く
な
っ
た
動
物
の
供
養

と
し
て
現
れ
て
い
る
︒供
養
に
よ
る
人
・
動
物
関
係
の
パ
タ
ー

一
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ン
は
︑
こ
の
世
で
生
き
る
人
間
が
︑
他
界
し
た
動
物
と
関
係

を
結
ぶ
と
い
う
意
味
で
︑﹁
観
賞
﹂﹁
共
生
﹂﹁
ペ
ッ
ト
・
コ

ン
パ
ニ
オ
ン
﹂
と
は
本
質
的
に
異
な
る
︒
現
代
日
本
に
お
け

る
動
物
の
供
養
は
︑
そ
の
動
物
の
生
前
に
お
け
る
人
と
の
関

係
か
ら
見
る
と
︑
家
畜
︑
ペ
ッ
ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
︑
競
技

や
演
技
に
用
い
ら
れ
た
動
物
な
ど
︑
多
様
な
パ
タ
ー
ン
に
及

ぶ
︒
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
次
の
よ
う
な
共

通
の
特
徴
や
関
係
原
理
が
働
く
︒
こ
の
場
合
の
動
物
は
︑
生

前
中
︑
人
間
側
か
ら
見
て
︑
ペ
ッ
ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
同

様
︑
自
然
と
野
性
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
代
表
す
る
存
在
と
い

う
よ
り
は
︑
人
間
の
文
化
に
適
合
︵
ま
た
は
人
間
寄
り
に
︶

さ
れ
た
存
在
と
し
て
︑
ま
た
人
間
文
化
の
枠
内
に
お
い
て
人

間
と
直
接
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
存
在
︑
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
こ
の
関
係
に
は
︑
生
前
の
段
階
で
︑
動
物
が
﹁
本

来
生
き
る
自
然
・
野
性
の
世
界
﹂
と
﹁
人
間
に
強
い
ら
れ
て

生
き
た
文
化
的
世
界
﹂
と
の
間
に
︑
一
定
の
溝
が
存
在
し
て

い
る
︒
そ
し
て
動
物
の
死
後
に
人
間
が
行
う
供
養
は
︑
こ
う

し
た
溝
ま
た
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
状
態
に
対
す
る
︑
清
算
・
償

い
・
埋
め
合
わ
せ
・
均
衡
化
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
そ
こ
に
は
︑﹁
修
復
的
﹂
な
交
流

の
感
性
が
あ
り
︑
そ
れ
が
︑
こ
う
し
た
関
係
を
成
立
さ
せ
る

主
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
動
物
供

養
の
多
く
が
︑
人
間
側
の
贖
罪
的
・
罪
滅
ぼ
し
的
な
自
覚
意

識
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
実
体
か
ら
も
︑
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
見
る
と
︑
こ

う
し
た
修
復
的
な
交
流
は
︑
人
間
側
か
ら
見
る
と
︑
動
物
に

対
す
る
慈
し
み
︑
思
い
や
り
︑
情
け
︑
慰
め
︑
と
い
っ
た
人

情
・
人
間
性
に
富
ん
だ
美
徳
的
な
価
値
に
よ
っ
て
動
機
づ
け

ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し

た
価
値
は
︑
動
物
が
属
す
る
自
然
と
野
性
の
世
界
と
は
異
な

る
︑
文
化
的
世
界
の
記
号
的
表
現
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
も

人
間
側
に
よ
く
意
識
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
動
物
供
養

と
い
う
人
・
動
物
関
係
ま
た
は
自
然
回
帰
の
回
路
に
お
い
て

本
質
的
に
働
い
て
い
る
原
理
は
︑﹁
動
物
に
代
表
さ
れ
る
自

然
と
野
性
の
世
界
を
︑
人
間
文
化
的
な
手
段
を
用
い
て
︵
人

間
的
に
扱
っ
て
︶︑
見
え
な
い
次
元
に
届
く
ま
で
深
く
接
す

る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

⑤ 

記
号
化
︒
い
わ
ゆ
る
人
間
が
文
化
的
世
界
に
お
い
て
︑
動
物

と
い
う
対
象
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
︵
表
象
︶
を
︑
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
記
号
を
も
っ
て
表
現
し
︑
日
常
生
活
の
種
々
の
用

途
に
用
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
の
人
と
動
物

の
関
係
は
︑
一
方
で
︑
イ
メ
ー
ジ
は
︑
記
号
を
介
し
て
表
現

さ
れ
︑
他
方
で
︑
表
現
さ
れ
た
も
の
は
︑
再
び
イ
メ
ー
ジ
を

一
七



構
成
す
る
︑
と
い
う
相
互
作
用
的
・
循
環
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
︒こ
の
関
係
パ
タ
ー
ン
は
︑

と
り
わ
け
芸
術
︵
造
形
芸
術
︑
舞
台
芸
術
︑
言
語
芸
術
︑
デ

ザ
イ
ン
の
各
ジ
ャ
ン
ル
︶
を
隅
々
に
ま
で
取
り
込
ん
だ
現
代

人
の
生
活
世
界
に
お
い
て
は
︑
動
物
と
の
不
可
欠
な
関
係
の

様
式
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
現
代
に
お
け
る
人
と
動
物
が

関
係
す
る
パ
タ
ー
ン
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
︑
も
っ
と
も
広
く

深
く
浸
透
し
て
い
る
媒
体
で
あ
る
と
言
え
る
︒
興
味
深
い
こ

と
に
︑
動
物
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
記
号
的
表
現
は
︑﹁
動
物
が

生
き
る
世
界
﹂
と
直
接
的
な
接
触
を
結
ば
な
く
と
も
︑
自
然

と
野
性
の
世
界
に
生
き
る
動
物
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
現

ず
る
︵
人
々
に
経
験
さ
れ
る
︶
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
れ
は
︑
他
の
人
・
動
物
関
係
の
に
あ
っ
た
よ
う
な

自
然
回
帰
の
経
験
と
は
︑著
し
く
性
質
を
異
に
す
る
︒
ま
ず
︑

こ
の
よ
う
な
人
・
動
物
関
係
は
︑
高
次
レ
ベ
ル
の
︵
抽
象
度

の
高
い
︶
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
︑
そ
の
中
で
得
ら
れ
る
人
々
の

経
験
は
︑
人
間
の
文
化
的
な
生
の
文
脈
が
進
化
・
複
雑
化
す

る
の
と
比
例
す
る
か
た
ち
で
︑　　

あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
人

間
に
は
見
え
に
く
く
な
っ
た　
　

元
来
の
自
然
・
野
性
の
世

界
か
ら
︑
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り

そ
の
と
き
人
々
は
︑
自
然
的
な
生
の
文
脈
に
接
触
し
た
も
の

と
思
い
つ
つ
︑
実
は
そ
れ
は
擬
似
化
し
た
︵
想
像
上
の
︶
自

然
と
野
性
の
空
間
で
あ
り
︑
そ
の
と
き
の
自
然
回
帰
の
パ
イ

プ
と
は
︑
文
化
的
な
生
の
文
脈
︵﹁
人
間
集
団
﹂
の
領
域
︶

と
擬
似
化
し
た
自
然
的
な
生
の
文
脈
︵
想
像
上
の
﹁
自
然
性

と
野
性
性
に
満
ち
た
不
可
視
の
世
界
﹂
の
領
域
︶
の
間
の
︑

相
対
的
な
距
離
と
差
を
橋
渡
し
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し

こ
う
し
た
高
次
レ
ベ
ル
で
の
橋
渡
し
が
︑
今
度
は
低
次
レ
ベ

ル
の
も
の
︵
元
来
の
自
然
・
野
性
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
︶
へ
通

ず
る
抜
け
道
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
︑逆
説
的
で
は
あ
る
が
︑

記
号
化
し
た
文
化
と
自
然
と
の
関
係
の
中
で
は
頻
繁
に
起
こ

り
う
る
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
現
代
の
記
号
的
表
現
に

お
け
る
︑﹁
民
衆
化
﹂し
た
様
式
と
媒
体︵
ま
た
は
技
術
︶は
︑

こ
の
よ
う
な
相
対
的
な
距
離
と
差
を
埋
め
尽
く
す
こ
と
が
︑

可
能
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
記
号
化
と
い
う
人
・
動

物
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
も
っ
と
も
際
立
つ
宗
教
的
な

特
徴
は
︑
文
化
的
世
界
の
中
に
生
き
る
人
々
が
︑
動
物
が
生

き
生
き
と
暮
ら
す
︑
高
次
︵
仮
想
︶
の
空
間
へ
通
ず
る
回
路

を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
然
界
・
野
性
界
と
の
触
れ
合

い
を
︑
常
に
︑
さ
り
げ
な
く
︑
無
自
覚
的
に
︑
感
じ
取
る
こ

と
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
癒
し
・
つ
な
が
り
・
自
然

回
帰
の
経
験
︑
で
あ
ろ
う
︒

⑥ 

模
倣
と
接
触
︒
こ
こ
で
模
倣
と
は
︑
人
間
が
︑
動
物
の
行
動

一
八



パ
タ
ー
ン
や
身
体
的
・
生
理
的
な
仕
組
み
を
真
似
て
︑
自
ら

の
生
活
に
応
用
す
る
︑
人
・
動
物
関
係
の
こ
と
を
言
う
︒
こ

う
し
た
模
倣
は
︑
衣
食
住
に
関
す
る
こ
と
︑
移
動
手
段
に
関

す
る
こ
と
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
関
す
る
こ
と
︑

芸
術
的
表
現
︵
舞
踊
の
振
り
付
け
な
ど
︶
に
関
す
る
こ
と
︑

娯
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
︑
科
学
的
原
理
の
探
究
に

関
す
る
こ
と
な
ど
︑
多
様
な
生
活
ジ
ャ
ン
ル
に
及
ぶ
︒
一
方

の
接
触
と
は
︑
人
間
が
︑
動
物
の
身
体
や
そ
の
一
部
を
︑
自

ら
の
身
体
や
身
近
な
生
活
道
具
に
接
触
さ
せ
る
か
た
ち
で
︑

あ
る
い
は
自
ら
の
生
活
空
間
に
配
置
さ
せ
る
か
た
ち
で
︑
生

活
に
応
用
す
る
と
い
う
人
・
動
物
関
係
の
こ
と
を
言
う
︒
こ

う
し
た
接
触
は
︑
用
途
的
に
見
る
と
︑
衣
服
︑
道
具
・
用
具
︑

護
身
・
お
守
り
︑
装
飾
な
ど
︑
人
間
生
活
の
全
側
面
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
︒
模
倣
と
接
触
は
い
ず
れ
も
︑
人
と
動
物
が
︑

﹁
一
体
化
﹂
し
た
り
﹁
何
か
を
共
有
﹂
し
た
り
﹁
生
の
リ
ズ

ム
と
歩
調
を
共
に
﹂
し
た
り
﹁
同
一
の
次
元
と
時
空
間
に
位

置
﹂
し
た
り
す
る
た
め
の
原
理
で
あ
り
︑
や
は
り
こ
の
場
合

も
自
然
回
帰
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
︒
人
間
が
﹁
模

倣
﹂
と
﹁
接
触
﹂
に
よ
っ
て
外
界
の
も
の
を
主
体
化
し
よ
う

と
す
る
︵
こ
の
場
合
は
自
分
の
認
知
可
能
な
射
程
範
囲
内
に

含
め
た
り
同
一
の
ベ
ク
ト
ル
に
置
い
た
り
す
る
こ
と
︶
と
い

う
行
動
パ
タ
ー
ン
は
︑
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
備
わ
っ
て
い

る
感
性
と
理
性
の
基
本
的
な
働
き
で
あ
り
︑
そ
れ
が
動
物
と

い
う　
　

自
分
と
似
た
よ
う
で
異
な
る　
　

実
体
に
向
け
ら

れ
た
と
き
︑
人
は
︑
確
実
に
動
物
と
の
つ
な
が
り
を
経
験

し
︑
自
然
的
・
野
性
的
世
界
と
の
新
た
な
パ
イ
プ
を
築
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
模
倣
と
接
触
に
よ
る
人
・
動
物
関

係
は
︑
た
ぶ
ん
文
明
が
始
ま
っ
て
以
来
︑
人
間
が
生
活
を
営

む
た
め
に
身
に
付
け
た
術
で
あ
ろ
う
︒
ヒ
ト
は
︑﹁
動
物
の

生
﹂の
模
倣
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
様
式
と
媒
体
が
本
当
に﹁
人

間
の
生
﹂
に
お
い
て
う
ま
く
適
合
し
た
り
機
能
し
た
り
し
た

と
き
︑
甚
だ
し
い
発
見
の
感
動
を
覚
え
る
が
︑
し
か
し
そ
れ

以
上
に
︑
日
常
的
に
用
い
て
い
る
だ
け
で
も
︑
自
然
と
野
性

の
世
界
に
ま
で
連
な
る
︑
疑
い
え
な
い
﹁
正
当
性
﹂
や
﹁
真

理
﹂
に
触
れ
た
感
覚
を
覚
え
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
人
は
︑
動

物
の
身
体
や
そ
の
一
部
と
物
理
的
に
接
触
し
た
り
身
近
な
と

こ
ろ
に
置
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
ら
の
存
在
と
行

動
が
︑
決
し
て
孤
立
せ
ず
︑
自
分
自
身
お
よ
び
人
間
と
い
う

枠
組
み
を
越
え
た
自
然
と
野
性
の
世
界
に
ま
で﹁
感
染
的
に
﹂

連
な
っ
て
い
る
と
い
う
﹁
安
堵
感
﹂
と
﹁
一
体
感
﹂
お
よ
び

そ
こ
か
ら
生
ず
る
あ
る
種
の
﹁
恍
惚
感
﹂
を
覚
え
る
の
で
あ

る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
経
験
内
容
の
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
︑
模
倣
と
接
触
は
︑
動
物
的
要
素
を
人
間
生
活
の
真
っ
最

中
に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
間
の
生
が
︑
全
世
界
・

一
九



全
宇
宙
の
生
き
物
の
広
大
な
営
み
を
背
後
に
据
え
置
き
︑
ま

た
見
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
然
回
帰
の
感
覚
に
通
ず
る
の

で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
︑

﹁
文
化
的
な
生
の
文
脈
﹂
と
﹁
自
然
的
な
生
の
文
脈
﹂
の
同

質
化
が
試
み
ら
れ
る
の
だ
が
︑
両
者
の
間
で
常
に
終
わ
り
な

き
せ
め
ぎ
合
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
人
は
︑
一

方
で
は
︑
模
倣
と
接
触
を
通
し
て
自
然
的
な
生
の
文
脈
へ
の

可
能
な
限
り
の
接
近
を
試
み
る
が
︑
他
方
で
は
そ
の
状
態
が

文
化
的
な
生
の
文
脈
と
真
っ
向
か
ら
相
対
立
す
る
こ
と
に
対

す
る
恐
れ
を
抱
く
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
模
倣
と
接
触
の

パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
も
っ
と
も
際
立
つ
宗
教
的
な
特
徴
は
︑

文
化
的
世
界
の
中
に
生
き
る
人
々
が
︑
動
物
の
模
倣
と
接
触

を
介
し
︑
文
化
的
世
界
に
よ
る
過
剰
な
束
縛
か
ら
ほ
ど
ほ
ど

に
身
を
解
放
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
常
に
︑
さ

り
げ
な
く
︑
無
自
覚
的
に
︑
感
じ
取
ら
れ
る
癒
し
・
つ
な
が

り
・
自
然
回
帰
の
経
験
︑
で
あ
ろ
う
︒

　

以
上
︑
動
物
と
の
触
れ
合
い
を
通
し
て
見
た
︑
宗
教
性
の
認
知

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
︑
現
代
日
本
に
お
い
て
顕
著
に
働
い
て
い
る
も

の
だ
け
に
限
定
し
た
︒こ
こ
で
と
り
あ
げ
た﹁
観
賞
﹂﹁
共
生
﹂﹁
ペ
ッ

ト
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
﹂﹁
供
養
﹂﹁
記
号
化
﹂﹁
模
倣
と
接
触
﹂
の

ほ
か
に
︑
人
・
動
物
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に
は
︑﹁
狩
り
﹂﹁
食
﹂﹁
供

犠
﹂﹁
従
属
﹂﹁
タ
ブ
ー
と
崇
拝
﹂﹁
化
身
と
変
身
﹂
と
い
っ
た
も

の
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
︑﹁
宗
教
と
は
何
か
﹂と
い
う
問
い
を
認
知
的
な
角
度︵
認

知
宗
教
学
︶
か
ら
一
定
の
説
明
を
試
み
る
︑
と
い
う
こ
と
を
最
初

に
述
べ
た
︒
こ
れ
ま
で
の
考
察
と
事
例
か
ら
暫
定
的
に
い
え
る
こ

と
は
︑
と
て
も
漠
然
と
し
た
解
答
で
は
あ
る
が
︑
次
の
三
点
で
あ

る
と
思
う
︒

　

① 

宗
教
は
﹁
時
空
を
越
え
た
つ
な
が
り
﹂
と
い
う
中
枢
的
な

機
能
を
は
ら
ん
で
い
る
︒
こ
の
場
合
の
時
空
と
は
︑
人
間

に
と
っ
て
の
今
現
在
の
生
活
の
枠
を
直
接
的
に
指
す
が
︑

そ
の
枠
外
の
実
態
を
認
知
す
る
︑
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
働

き
こ
そ
が
︑宗
教
の
基
本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
か
︒

　

② 

生
活
の
枠
を
超
越
す
る
つ
な
が
り
先
は
︑
必
ず
し
も
絶
対

的
な
実
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
相
対
的

な
﹁
も
う
一
つ
の
生
活
次
元
︵
世
界
︶﹂﹁
旅
先
﹂﹁
夢
の

世
界
﹂
を
指
す
︒
人
と
動
物
の
関
係
に
お
い
て
は
︑
こ
の

つ
な
が
り
先
は
し
ば
し
ば
︑
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
の
自
然

ま
た
は
野
性
と
し
て
︑
人
々
に
認
知
さ
れ
る
︒
そ
し
て
こ

の
場
合
の
つ
な
が
り
は
︑﹁
回
帰
す
る
﹂
と
い
う
人
間
の

二
〇



本
性
的
な
欲
動
を
伴
う
︒﹁
自
然
・
野
性
﹂
を
つ
な
が
り

先
の
一
つ
の
領
域
と
し
て
見
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
以
外
の
つ

な
が
り
先
と
し
て
︑﹁
神
霊
界
・
死
界
﹂
と
﹁
心
の
世
界
﹂

が
想
定
で
き
る
︒
い
わ
ゆ
る
つ
な
が
り
先
と
し
て
の
︑
不

可
視
界
の
三
大
領
域
で
あ
る
︒

　

③ 

﹁
時
空
を
越
え
た
つ
な
が
り
﹂
を
果
た
す
手
段
と
し
て
︑

人
間
が
古
く
か
ら
培
っ
た
道
と
し
て
︑﹁
積
極
的
な
道
﹂﹁
消

極
的
な
道
﹂﹁
生
活
の
枠
内
で
実
現
す
る
旅
と
夢
﹂
と
い

う
三
つ
か
ら
な
る
︑
お
お
よ
そ
の
分
類
が
見
て
取
れ
る
︒

人
と
動
物
の
関
係
に
お
い
て
︑
す
べ
て
の
パ
タ
ー
ン
に
共

通
す
る
原
理
は
︑
現
在
の
人
間
の
生
活
の
枠
内
で
︑
動
物

中
心
の
自
然
・
野
性
の
空
間
を
具
現
し
て
関
係
す
る
も
の

で
あ
り
︑
生
活
の
枠
内
で
実
現
す
る
旅
と
夢
﹂
の
つ
な
が

り
手
段
が
顕
著
に
働
い
て
い
る
︒
消
極
的
な
道
に
よ
る
宗

教
性
は
︑
供
養
を
は
じ
め
︑
既
存
の
生
活
の
枠
を
否
定
し

た
り
そ
こ
か
ら
穢
れ
を
排
出
し
た
り
す
る
と
い
う
行
動
パ

タ
ー
ン
に
お
い
て
︑
し
ば
し
ば
見
て
取
れ
る
︒
一
方
︑
積

極
的
な
道
に
よ
る
宗
教
性
は
︑
狩
り
︑
ま
た
は
観
賞
が
若

干
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
生
活
の
枠
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ

に
聖
な
る
も
の
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
仕
立
て
︑
そ
う
し

た
次
元
に
積
極
的
に
近
づ
い
て
交
流
す
る
と
い
う
︑
あ
る

意
味
で
も
っ
と
も
一
般
的
な
︑
宗
教
性
︵
聖
俗
循
環
︶
を

実
現
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︿
１
﹀ 

詳
し
く
は
ジ
ュ
マ
リ
・
ア
ラ
ム
︵D

jum
ali A

lam

︶﹁
宗
教
の
感
性

を
探
訪
す
る　
　
﹃
認
知
宗
教
学
﹄
の
予
備
的
考
察
﹂﹃
山
口
大
学

文
学
会
誌
﹄
第
五
八
巻
︑
山
口
大
学
人
文
学
部
︑
二
〇
〇
八
年
三

月
を
参
照
︒

︿
２
﹀ 

現
代
に
生
き
る
人
々
よ
り
も
過
去
に
生
き
る
人
々
の
ほ
う
が
宗
教

的
だ
と
い
う
通
説
は
︑
本
稿
に
よ
る
探
究
が
進
む
に
連
れ
︑
徐
々

に
崩
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
︒

︿
３
﹀ 

自
然
言
語
︵natural language

︶
＝
人
間
の
生
活
史
と
と
も
に
自

然
に
誕
生
・
発
展
・
存
続
し
︑
実
生
活
の
場
で
応
用
さ
れ
る
言
語
︒

人
工
的
に
定
義
さ
れ
た
言
語
︵
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
の
よ
う
な

人
工
言
語
な
ど
︶
と
区
別
さ
れ
る
︒

︿
４
﹀ 

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
＝
特
定
の
概
念
／
存
在
／
意
味
す
る
も
の
を
表
す

の
に
用
い
ら
れ
る
記
号
ま
た
は
五
感
で
捉
え
ら
れ
る
兆
候
︒
シ
ニ

フ
ィ
エ
＝
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
指
す
特
定
の
概
念
／
存
在
／
意
味
す

る
も
の
︒
ソ
シ
ュ
ー
ル
︵Ferdinand de Saussure

︶
に
よ
っ
て
定

義
さ
れ
た
言
語
学
用
語
︒

︿
５
﹀ 
通
過
儀
礼
︵
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︶
＝
集
団
生
活
の
中
で
︑
あ
る

状
態
か
ら
別
の
状
態
に
移
行
す
る
際
に
行
わ
れ
る
儀
礼
︒
具
体
的

に
は
出
産
・
誕
生
︑
成
人
︑
結
婚
︑
死
︑
就
任
︑
旅
立
ち
な
ど
を

祝
う
儀
礼
︒
次
の
書
に
よ
っ
て
︑
文
化
人
類
学
・
宗
教
学
・
社
会

二
一



学
の
世
界
で
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
フ
ァ
ン=

ヘ
ネ
ッ

プ︵A
rnold van G

ennep

︶﹃
通
過
儀
礼
﹄︵
綾
部
恒
雄
・ 

綾
部
裕
子
訳
︶

弘
文
堂
︑
一
九
七
七
年
︒

︿
６
﹀ 
民
間
信
仰
︵folk beliefs

︶
＝
地
域
の
伝
統
文
化
に
溶
け
込
む
か

た
ち
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
︑
不
可
視
の
領
域
と
の
つ
な
が
り

に
関
す
る
一
連
の
観
念
︑
儀
礼
︑
生
活
パ
タ
ー
ン
︒
多
く
の
場
合
︑

こ
う
し
た
観
念
・
儀
礼
・
生
活
パ
タ
ー
ン
に
は
︑
明
確
な
創
始
者

お
よ
び
体
系
化
し
た
組
織
と
明
示
化
し
た
教
義
の
存
在
が
乏
し
く
︑

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
宗
教
学
で
は
︑
制
度
化
し
た
○
○
教
と
は
︑

若
干
異
な
る
宗
教
的
な
枠
組
み
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

民
俗
宗
教
︵folk religion

︶
と
も
称
さ
れ
る
︒

︿
７
﹀ 

こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
︑
儀
礼
を
巡
る
宗
教
と
暴
力
の
関
係
図
式

は
︑
次
の
書
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
て
い
る
点
が
多
い
︒
デ
ュ
ル

ケ
ム
︵Em

ile D
urkheim

︶﹃
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
﹄︵
古
野
清

人
訳
︶
岩
波
書
店
︑
一
九
七
五
年
︑
ジ
ラ
ー
ル
︵R

ene G
irard

︶

﹃
暴
力
と
聖
な
る
も
の
﹄︵
古
田
幸
男
訳
︶
法
政
大
学
出
版
局
︑

一
九
八
二
年
︑
バ
タ
イ
ユ
︵G

eorges B
ataille

︶﹃
呪
わ
れ
た
部
分
﹄

︵
生
田
耕
作
訳
︶
二
見
書
房
︑
一
九
七
三
年
︒

︿
８
﹀ 

さ
ら
に
国
家
が
特
定
の
宗
教
性
や
宗
教
的
な
枠
組
み
と
結
び
つ
い

て
強
力
な
﹁
上
か
ら
の
宗
教
性
﹂
を
築
い
た
と
き
︑
こ
の
よ
う
な

原
理
は
︑
枠
内
︵
内
側
︶
に
お
け
る
正
統
な
自
国
・
自
宗
教
と
枠

外
︵
外
側
︶
に
お
け
る
異
端
な
他
国
・
他
宗
教
と
い
う
対
立
軸
の

構
図
を
生
み
出
し
︑
聖
戦
や
殉
教
・
殉
国
な
ど
の
大
義
名
分
と
と

も
に
︑
宗
教
と
暴
力
の
一
体
性
は
頂
点
に
達
す
る
︒

︿
９
﹀ 

二
〇
世
紀
後
半
ま
で
活
躍
し
た
宗
教
学
の
巨
匠
エ
リ
ア
ー
デ

︵M
ircea Eliade

︶
は
︑
宗
教
の
本
質
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
歴
史
性

が
あ
る
こ
と
を
︑﹁
祖
型
﹂︵archetype

︶
と
い
う
概
念
を
も
っ
て

説
明
し
た
︒
上
述
の
儀
礼
に
お
け
る
﹁
歴
史
的
な
つ
な
が
り
﹂
は
︑

﹁
祖
型
を
参
照
し
た
り
応
用
し
た
り
活
性
化
し
た
り
蘇
ら
せ
た
り
反

復
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
﹂︑
と
い
う
ふ
う
に
エ
リ
ア
ー
デ
流
に
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒

︿
10
﹀ 

文
字
や
シ
ン
ボ
ル
か
ら
な
る
記
号
的
な
も
の
︑遺
物
や
遺
構
と
い
っ

た
造
形
的
な
も
の
︑
伝
説
や
昔
話
な
ど
口
承
的
な
も
の
を
含
む
︒

︿
11
﹀ 

世
界
宗
教
︵w

orld religion

︶
＝
文
字
通
り
︑
特
定
の
地
域
や
民

族
に
限
定
さ
れ
ず
︑
世
界
各
地
に
広
ま
っ
て
い
る
宗
教
︒
具
体
的

に
ど
の
宗
教
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
異
な
っ
た
見
解

が
あ
る
が
︑
宗
教
社
会
学
の
巨
匠
ウ
ェ
ー
バ
ー︵M

ax W
eber

︶
は
︑

キ
リ
ス
ト
教
︑
ユ
ダ
ヤ
教
︑
イ
ス
ラ
ム
教
︑
仏
教
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
︑

儒
教
︑
道
教
の
七
つ
の
宗
教
が
︑
お
お
よ
そ
世
界
宗
教
に
当
た
る

と
見
た
︒

︿
12
﹀ 
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
創
唱
宗
教
と
自
然
宗
教
の
対
照
は
︑ 

前
述

し
た
﹁
上
か
ら
の
宗
教
性
﹂
と
﹁
下
か
ら
の
宗
教
性
﹂
の
図
式
に

対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
創
唱
宗
教
と
自
然
宗
教
は
い
ず
れ
も
︑

国
家
の
体
制
に
よ
っ
て
﹁
上
か
ら
の
宗
教
性
﹂
と
﹁
下
か
ら
の
宗

二
二



教
性
﹂
の
性
格
を
帯
び
た
り
強
い
ら
れ
た
り
す
る
︒
た
だ
し
︑
創

唱
宗
教
は
特
定
性
と
明
示
性
を
有
し
て
い
る
た
め
︑
上
か
ら
の
宗

教
性
と
相
性
が
良
い
と
い
う
点
が
あ
る
︒

︿
13
﹀ 
養
老
孟
司
は
︑現
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
自
然
離
れ
の
矛
盾
を
﹁
脳

化
社
会
﹂
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
鋭
く
説
い
た
︒﹃
人
間
科
学
﹄
筑

摩
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
を
参
照
︒

︿
14
﹀ 

心
の
こ
う
し
た
働
き
を
︑﹁
無
意
識
﹂
や
﹁
元
型
﹂
と
い
っ
た
概
念

を
用
い
︑
人
間
の
宗
教
性
の
観
点
か
ら
説
い
た
の
が
︑
分
析
心
理

学
者
ユ
ン
グ
︵C

arl G
ustav Jung

︶
に
よ
る
一
連
の
仕
事
で
あ
り
︑

昨
今
の
宗
教
心
理
学
の
研
究
分
野
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
︒

︿
15
﹀ 

た
だ
し
︑
生
活
空
間
に
関
し
て
は
︑﹁
隣
接
す
る
延
長
線
上
に
位
置

す
る
空
間
﹂
で
あ
る
た
め
︑
他
の
人
と
動
物
の
関
係
パ
タ
ー
ン
の

よ
う
に
︑
ま
っ
た
く
共
有
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒

二
三
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