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日
蓮
聖
人
と
国
家

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

藤

善

隆

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
、
藤
崎
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
と
国
家
と
い
う
題
目
で
、
研
究
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
、

な
ぜ
こ
う
い
う
、
日
蓮
聖
人
と
国
家
と
い
う
題
目
を
選
ん
だ
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
最
近
、
教
育
基
本
法
改
正
の
中
で
、
愛
国
心
と
い
う

言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
愛
国
心
と
い
う
の
を
法
律
で
定
め
る
、
定
め
な
い
と
い
う
の
は
、
色
々
議
論
が
あ
る
所
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
愛
国
心
の
「
国
」、
と
い
う
の
は
何
な
ん
だ
ろ
う
か
、
西
洋
近
代
国
家
の
枠
組
み
の
中
で
、
日
本
の
法
律
が
通
用
す
る
所
が
現

在
で
い
う
、
そ
の
愛
国
心
の
「
国
」
と
い
う
範
囲
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
で
は
、
日
蓮
聖
人
が
立
正
安
国
と
言
わ
れ
た
そ
の
国
と
い
う
の

は
、
何
を
示
す
ん
だ
ろ
う
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
、
疑
問
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
特
に
そ
の
疑
問
を
大
き
く
し
た
の
は
、
今
年

の
三
月
に
、
全
日
青
の
海
外
布
教
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
レ
ー
シ
ア
の
ペ
ナ
ン
島
の
、
開
教
師
の
元
に
行
か
せ

て
い
た
だ
い
て
、
現
地
の
信
者
さ
ん
と
の
交
流
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
大
変
に
熱
心
な
信
仰
を
な
さ
っ
て
、
熱
心
に
お
題
目

を
唱
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
姿
を
拝
見
し
ま
し
て
、
そ
の
時
は
素
直
に
、
日
蓮
聖
人
も
さ
ぞ
、
喜
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思

い
な
が
ら
、
一
緒
に
お
題
目
を
唱
え
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
日
蓮
聖
人
が
、
今
の
こ
の
中
で
、（
海
外
に
布
教
す
る
こ
と
は
い

け
な
い
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
し
、
そ
れ
は
大
い
に
進
め
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、）
ど
う
い
う
認
識
を
お
持
ち
に

な
っ
て
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
な
と
、
国
と
い
う
も
の
、
国
家
と
い
う
も
の
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
そ
の
答
え
と
い
う
か
、
捉
え
方
と
い

う
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
い
う
発
想
の
も
と
に
、
こ
の
日
蓮
聖
人
と
国
家
と
い
う
題
目
で
、

勉
強
を
し
て
み
よ
う
と
い
う
風
に
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
西
欧
近
代
国
家
と
い
う
言
葉
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
蓮
聖
人
の
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時
代
は
、
日
本
に
限
ら
ず
ど
こ
の
国
で
も
、
当
然
今
の
よ
う
な
西
洋
近
代
国
家
の
枠
組
み
で
理
解
で
き
る
よ
う
な
、
国
で
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
ど
う
し
て
も
我
々
は
、
近
代
国
家
の
枠
組
み
の
も
と
に
、
国
と
い
う
も
の
を
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ

る
の
も
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
ま
ず
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
実
際
に
生
き
て
お
ら
れ
た
時
代
、
そ
の

同
時
代
人
の
人
達
が
、
国
家
と
い
う
、
国
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
お
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
状
況
を
、
ま
ず
、
我
々
は
見
て
か

ら
、
そ
れ
に
当
て
は
め
た
上
で
、
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
を
拝
し
て
、
お
考
え
を
辿
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ま

ず
、
時
代
認
識
を
見
直
す
、
と
い
う
意
味
合
い
で
、
最
初
に
、
宗
祖
の
時
代
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
歴
史
の
、
歴
史
学
の
中
で
の
研
究
の

状
況
と
い
う
か
、
国
家
の
捉
え
方
を
勉
強
し
て
み
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
そ
こ
か
ら
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
番
目
、
政
治
と
い
う
こ

と
で
、
当
時
、
日
蓮
聖
人
の
時
代
は
鎌
倉
時
代
で
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
し
か
も
、
源
氏
の
将
軍
は
途
絶
え
て
、
い
わ
ゆ
る
北
条
得
宗

家
、
執
権
と
い
う
立
場
の
方
が
、
政
治
を
司
っ
て
い
た
。
ま
あ
こ
れ
は
後
で
言
い
換
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ず

れ
北
条
得
宗
家
が
全
盛
期
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
至
る
経
緯
と
し
て
は
、
こ
こ
に
も
書
い

て
あ
り
ま
す
が
、
平
安
末
期
に
至
っ
て
、
武
士
が
台
頭
し
て
く
る
、
そ
し
て
、
第
一
回
目
の
源
平
の
争
い
を
経
て
、
平
清
盛
を
中
心
と
し

た
平
家
の
政
権
、
が
誕
生
し
、
そ
の
清
盛
の
死
後
、
平
氏
の
政
権
が
打
倒
さ
れ
た
あ
と
、
源
頼
朝
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
、
そ
し

て
更
に
は
、
源
氏
の
将
軍
が
途
絶
え
た
後
、
承
久
の
乱
、
こ
れ
は
一
二
二
一
年
、
日
蓮
聖
人
の
お
生
ま
れ
に
な
る
前
の
年
で
あ
り
ま
す

が
、
い
わ
ゆ
る
、
朝
廷
方
と
言
わ
れ
る
後
鳥
羽
上
皇
を
始
め
と
す
る
、
勢
力
に
対
し
て
、
鎌
倉
幕
府
、
北
条
政
子
、
北
条
義
時
を
、
中
心

と
し
た
勢
力
が
上
皇
方
に
勝
っ
た
と
、
い
う
こ
と
で
、
完
全
に
、
鎌
倉
幕
府
に
権
力
が
移
っ
た
と
い
う
、
こ
れ
は
教
科
書
で
勉
強
す
る

と
、
未
だ
に
こ
う
い
う
感
じ
で
時
代
は
認
識
さ
れ
る
と
、
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
朝
廷
（
院
）、
朝
廷
と
言
っ
て
も
、
当
時
は
も
う
天
皇

は
実
質
的
な
権
力
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
院
で
す
ね
、
上
皇
或
い
は
法
皇
を
始
め
と
す
る
院
が
、
権
力
を
握
っ
て
た
ん
で
す
が
、
そ
の

朝
廷
、
院
が
支
配
力
を
失
っ
て
、
武
家
政
権
た
る
鎌
倉
幕
府
へ
権
力
が
移
っ
た
、
こ
れ
が
、
一
般
的
な
と
い
う
か
、
分
か
り
易
い
認
識
だ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
に
そ
う
な
の
か
、
と
い
う
所
で
、
ま
ず
、
考
え
て
み
た
い
。
一
番
の
、

と
付
け
て
お
り
ま
す
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が
、
こ
れ
が
権
力
が
移
っ
た
と
い
う
考
え
方
で
、
幕
府
を
中
心
と
す
る
中
世
国
家
の
、
い
わ
ゆ
る
古
代
的
な
公
家
政
権
が
打
倒
さ
れ
て
、

封
建
的
な
武
家
政
権
が
誕
生
し
た
、
石
母
田
正
氏
の
領
主
制
理
論
、
佐
藤
進
一
氏
の
東
国
政
権
論
な
ど
と
い
う
、
こ
う
い
う
理
論
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
、
今
で
は
違
う
と
い
う
か
、
考
え
方
を
ち
ょ
っ
と
見
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
事
な
の
は
次
の
二

番
に
挙
げ
ま
し
た
、
天
皇
を
国
王
に
措
定
す
る
国
家
論
、
現
在
は
こ
の
天
皇
に
院
を
加
え
て
い
る
研
究
者
が
多
い
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、

黒
田
俊
雄
と
い
う
方
の
、
権
門
体
制
論
と
い
う
論
で
あ
り
ま
す
。
括
弧
し
て
、
要
約
で
説
明
し
て
あ
り
ま
す
が
、
荘
園
領
主
た
る
公
家
・

幕
府
・
寺
社
と
い
う
権
門
に
よ
る
支
配
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
色
々
資
料
を
付
け
て
み
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
な
か

な
か
難
し
く
て
理
解
す
る
の
に
ち
ょ
っ
と
大
変
な
ん
で
、
こ
れ
を
端
的
に
と
い
う
か
、
簡
単
に
ま
と
め
た
文
章
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ

を
少
し
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
資
料
の

と
書
い
て
あ
る
、
権
門
体
制
論
・
顕
密

体
制
論
、
と
書
い
て
あ
る
紙
で
す
ね
。
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
神
仏
王
権
の
中
世
と
い
う
こ
の
佐
藤
弘

夫
先
生
の
本
の
コ
ピ
ー
で
あ
り
ま
す
。
今
回
の
発
表
は
、
こ
の
本
を
基
に
し
て
い
る
部
分
が
大
き
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
、
こ

の
、
ま
ず
、

の

の
、
三
角
印
が
つ
い
て
い
る
所
、
そ
う
し
た
中
で
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
と
い
う
所
で
す
け
れ
ど
も
、「
こ

の
、
権
門
体
制
論
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
中
世
国
家
論
の
構
想
か
ら
、
中
世
の
国
王
に
天
皇
を
措
定
し
た
の
が
黒
田
俊
雄
氏
で
あ
る
。
公
家

と
幕
府
、
及
び
寺
社
勢
力
が
共
に
荘
園
支
配
を
基
盤
と
す
る
封
建
領
主
階
級
（
権
門
）
で
あ
る
と
み
る
黒
田
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
完
結
し

た
荘
園
支
配
を
遂
行
す
る
こ
れ
ら
の
諸
権
門
を
、
被
支
配
人
民
に
対
峙
す
る
支
配
権
力
総
体
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
そ
れ
ら
が
国
家
支
配

の
諸
機
能
を
分
掌
す
る
体
制
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
、
そ
し
て
そ
の
上
で
、
院
政
期
以
後
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
お
い
て

も
、
国
王
は
依
然
天
皇
で
あ
っ
て
、
院
庁
・
幕
府
な
ど
は
本
質
的
に
権
門
の
閉
鎖
的
支
配
機
関
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
、
権
門
体
制
に
お

い
て
区
別
の
権
門
を
超
越
す
る
国
王
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
天
皇
で
あ
っ
た
」
と
、
い
う
よ
う
な
形
で
、
説
明

を
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
義
江
彰
夫
氏
は
「
以
上
の
事
情
か
ら
、
こ
の
時
代
に
国
家
権
力
は
、
社
会
全
分
野
を
一
元
的
に
包
括
す
る
古
代

以
来
の
性
格
か
ら
根
本
的
に
脱
却
し
、
法
行
政
を
担
う
朝
廷
と
軍
事
・
検
察
を
軸
と
す
る
武
家
が
多
元
的
に
並
立
す
る
、
と
い
う
形
に
転
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化
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
朝
廷
が
軍
事
・
検
察
部
門
か
ら
い
っ
さ
い
手
を
引
い
た
と
か
、
幕
府
が
他
分
野
へ
の
関
与
の
意

志
が
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
朝
廷
検
非
違
使
庁
、
諸
国
検
非
違
使
の
存
続
や
、
幕
府
の
地
頭
を
介
し
て
の
収
取
行
政

の
へ
の
関
与
や
守
護
に
よ
る
諸
国
一
般
行
政
へ
の
介
入
な
ど
は
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
お
り
、
時
代
の
経
過
と
共
に
武
家
の
統
括
内
容
は
次

第
に
拡
大
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
要
は
、
朝
廷
が
、
と
い
う
か
公
家
勢
力
が
、
こ
の
幕
府
の
成
立
、
或
い
は
更

に
言
え
ば
承
久
の
乱
で
打
倒
さ
れ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
依
然
、
公
家
勢
力
、
そ
し
て
寺
社
勢
力
が
大
き
な
権
力
を

持
っ
て
い
た
、
一
元
的
に
ど
っ
か
に
支
配
を
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
、
と
い
う
そ
の
捉
え
方
が
、
こ
の
黒
田
俊
雄
氏
の
、
権
門

体
制
論
で
あ
り
ま
す
。
荘
園
領
主
、
荘
園
と
い
う
の
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
荘
園
の
支
配
を
し
て
い

た
、
天
皇
家
、
或
い
は
公
家
、
幕
府
、
寺
社
、
こ
う
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
の
ブ
ロ
ッ
ク
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
時
代
、
こ
れ
が
、
鎌

倉
時
代
の
、
ほ
ん
と
の
日
本
の
姿
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
が
、
な
ん
で
ブ
ロ
ッ
ク
的
に
絡
み
合
っ
て
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ

に
、
独
自
の
支
配
権
、
閉
鎖
的
な
支
配
権
を
持
っ
て
い
て
、
外
部
か
ら
の
介
入
を
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
日
本
史
を
勉

強
す
る
と
次
の
レ
ジ
ュ
メ
に
戻
り
ま
す
が
、
上
記

の
云
々
と
書
い
て
あ
る
部
分
で
す
が
、

の
下
の
最
初
の
米
印
で
す
け
ど
も
、
権
門

に
よ
る
支
配
を
受
け
る
荘
園
と
い
う
の
は
、
不
輸
不
入
権
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
閉
鎖
的
な
支
配
、
不
輸
不
入
と
い
う
言
葉
は
日
本
史
の
勉

強
を
す
る
と
出
て
く
る
ん
で
す
が
、
い
わ
ば
、
簡
単
に
言
う
と
、
持
ち
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
と

い
う
意
味
で
す
。
即
ち
、
そ
の
荘
園
の
中
で
は
全
て
が
完
結
し
て
し
ま
っ
て
、
外
部
の
支
配
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う

も
の
が
、
組
み
合
わ
さ
っ
た
時
代
、
そ
し
て
、
そ
の
組
み
合
わ
さ
り
の
中
で
、
し
か
し
、
天
皇
は
、
そ
の
頂
点
に
据
え
ら
れ
て
い
た
と
、

い
う
風
に
捉
え
ら
れ
る
時
代
、
こ
れ
は
天
皇
が
頂
点
に
据
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
根
拠
は
、
神
の
子
孫
だ
と
、
い
う
権
威
、
宗
教
的
な
権

威
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
来
ば
ら
ば
ら
の
、
ブ
ロ
ッ
ク
的
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
国
が
、
一
つ
の
要
と
し
て
ま
と
め
て
ら
れ
て

い
っ
た
存
在
が
、
こ
の
天
皇
で
あ
っ
た
、
そ
う
い
う
風
に
捉
え
る
の
が
、
こ
の
黒
田
俊
雄
氏
の
権
門
体
制
論
で
す
。
勿
論
、
幕
府
の
意

味
、
院
の
意
味
と
い
う
の
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
全
て
が
集
中
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
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ま
ず
、
捉
え
直
し
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
古
代
の
律
令
国
家
、
江
戸
幕
藩
体
制
の
よ
う
な
統
一
的
イ
メ
ー
ジ

で
捉
え
る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
公
家
政
権
が
極
め
て
大
き
な
、
ま
だ
勢
力
を
持
っ
て
い
た
、
そ
し
て
、
こ
の
公
家
、
幕
府
、
も
っ
と
い

え
ば
寺
社
も
大
き
な
勢
力
で
あ
り
ま
し
た
、
そ
の
寺
社
に
よ
る
支
配
、
そ
し
て
そ
の
、
ま
と
め
た
中
の
、
総
体
的
な
権
力
の
頂
点
に
あ
る

天
皇
の
存
在
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
、
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
捉
え
直
し
を
し
て
み
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
二
番
に
入
り
ま
す
。
宗
教
、
仏
教
、
宗
教
で
す
ね
。
ど
う
い
う
仏
教
の
状
況
で
あ
っ
た
の
か
、
宗
教

の
状
況
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
も
、
考
え
を
一
応
、
及
ば
せ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
、
権
門
体
制
と
、
大

き
な
関
係
を
持
っ
て
く
る
の
が
、
こ
の
権
門
体
制
の
中
に
入
っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
寺
社
の
領
域
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
仏
教
に
、
的

を
絞
り
ま
す
の
で
、
仏
教
の
中
で
い
け
ば
八
宗
で
す
ね
、
鎌
倉
仏
教
と
言
わ
れ
る
新
仏
教
が
成
立
し
て
い
な
い
時
代
を
見
ま
す
と
八
宗
、

い
わ
ゆ
る
南
都
六
宗
に
天
台
と
真
言
を
加
え
た
八
宗
、
そ
れ
の
、
寺
院
の
荘
園
領
地
化
、
こ
れ
は
、
鎮
護
国
家
、
い
わ
ゆ
る
律
令
国
家
の

下
の
鎮
護
国
家
思
想
で
国
か
ら
寺
社
に
対
し
て
経
済
的
に
支
援
が
で
き
な
い
状
況
が
生
ま
れ
た
た
め
に
、
寺
は
寺
と
し
て
、
荘
園
領
主
と

し
て
自
ら
の
経
済
基
盤
を
固
め
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
荘
園
領
主
化
、
即
ち
世
俗
化
に
も
繋
が
り
ま
し
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
寺

社
の
性
格
と
い
う
の
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
王
法
仏
法
相
依
論
と
か
国
土
即
仏
土
論
て
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
こ
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
荘
園
の
不
輸
不
入
権
の
関
係
で
、
外
部
勢
力
に
よ
る
、
自
分
の
、
す
な
わ
ち
寺
の
領
土
、
荘
園
へ

の
介
入
を
防
ぐ
た
め
に
生
ま
れ
た
論
理
で
あ
り
ま
す
。
王
法
仏
法
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
王
法
と
仏
法
、
王
法
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
国

の
法
律
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
、
仏
法
は
、
そ
の
管
理
す
る
寺
社
の
持
つ
法
律
、
法
、
い
わ
ゆ
る
仏
法
で
す
か
ら
仏
の
教
え
で
す
ね
、
そ

れ
が
、
相
依
、
お
互
い
に
寄
り
添
っ
て
存
在
し
て
る
、
だ
か
ら
仏
法
が
な
け
れ
ば
王
法
は
な
い
、
王
法
が
な
け
れ
ば
仏
法
は
な
い
、
お
互

い
様
な
ん
だ
、
だ
か
ら
王
法
が
仏
法
に
介
入
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
、
い
う
意
味
合
い
の
論
理
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
い
う
理
屈

で
、
不
輸
不
入
の
権
利
を
主
張
し
た
り
、
或
い
は
国
土
即
仏
土
論
と
い
う
の
は
、
国
土
は
全
部
仏
様
の
土
地
な
ん
だ
、
で
、
特
に
そ
の
荘

園
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
、
お
寺
が
支
配
を
し
て
い
る
ん
だ
、
そ
こ
に
介
入
す
る
と
罰
が
当
た
る
ぞ
、
と
い
う
よ
う
な
、
簡
単
に
言
え
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ば
そ
う
い
う
理
屈
だ
と
い
う
風
に
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
り
易
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で
、
い
わ
ゆ
る
、
荘
園
を
支
配
す

る
、
そ
の
基
盤
を
固
め
て
い
た
の
が
、
こ
う
い
う
時
代
、
日
蓮
聖
人
の
お
生
ま
れ
に
な
る
前
の
仏
教
の
世
界
の
時
代
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の
下
で
、
鎌
倉
仏
教
が
成
立
と
、
特
に
法
然
の
専
修
念
仏
が
出
る
に
及
ん
で
は
、
極
め
て
大
き
な
衝
撃
を
与
え
て
い
っ
た
、
こ
れ
が
日
蓮

聖
人
の
お
生
ま
れ
に
な
る
前
の
時
代
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
先
ほ
ど
の
鎌
倉
幕
府
と
同
じ
よ
う
な
感
じ
で
、
こ
の
鎌
倉
新
仏

教
の
成
立
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
古
い
、
仏
教
、
南
都
六
宗
を
始
め
天
台
真
言
の
宗
教
が
、
こ
こ
で
打
倒
さ
れ
た
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
、
勢
力
を
失
っ
た
ん
だ
と
い
う
風
に
、
つ
い
つ
い
思
い
が
ち
と
い
う
か
、
ど
う
し
て
も
い
ろ
ん
な
宗
派
の
祖
師
が
出
て
き
て
、
華
や
か

な
時
代
で
あ
り
ま
す
の
で
、
旧
仏
教
の
存
在
価
値
と
い
う
の
が
段
々
薄
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
い
ま
す
け
ど
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た

通
り
、
荘
園
領
地
と
し
て
極
め
て
大
き
な
経
済
力
を
持
っ
て
、
極
め
て
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た
、
そ
れ
は
、
そ
の
新
仏
教
の
成
立
ぐ

ら
い
で
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
依
然
と
し
て
、
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た
の
が
、
ほ
ん
と
は
、
南
都
六
宗
北
嶺

の
、
い
わ
ゆ
る
、
八
宗
、
と
言
わ
れ
る
宗
派
の
寺
院
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
ま
た
資
料
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

の

と
い
う
所
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
先
ほ
ど
の
本
と
同
じ
本
で
す
が
、
顕
密
体
制
論
と
い
う
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
権
門
体
制

論
が
な
い
と
顕
密
体
制
論
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
矢
印
、
三
角
で
付
け
た
所
で
、「
黒
田
氏
は
同
書
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
一
連
の

論
稿
に
お
い
て
、
従
来
研
究
の
主
座
か
ら
外
れ
て
い
た
旧
仏
教
（
顕
密
仏
教
）
こ
そ
が
社
会
的
勢
力
・
宗
教
的
権
威
・
思
想
的
影
響
力
い

ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
、
中
世
に
お
い
て
圧
倒
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
顕
密
諸
宗
は

古
代
仏
教
の
た
ん
な
る
生
き
残
り
で
は
な
く
、
中
世
荘
園
社
会
の
成
熟
に
対
応
し
て
荘
園
領
主
（
権
門
寺
院
）
と
し
て
再
生
し
た
。
ま
さ

し
く
中
性
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
延
暦
寺
や
興
福
寺
を
は
じ
め
と
す
る
権
門
寺
院
は
個
別
領
主
と
し
て
分
立
し
対
抗
し
あ
っ
て
い
た
の
で

は
な
く
、
顕
密
主
義
と
も
い
う
べ
き
共
通
の
理
念
を
媒
介
と
し
て
共
存
の
秩
序
を
作
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
国
家
権
力
と
新
た
な
形
で
癒

着
し
て
、
中
世
の
支
配
体
制
（
権
門
体
制
）
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」、
こ
う
い
う
見
方
で
す
。
で
す
か
ら
、
顕
密
と
い
う
の

は
顕
密
で
、
天
台
真
言
を
中
心
と
し
て
考
え
て
や
る
の
を
顕
密
主
義
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
顕
密
仏
教
を
中
心
と
し
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て
、
そ
れ
が
国
家
の
支
配
体
制
の
中
に
癒
着
し
た
、
即
ち
、
荘
園
支
配
と
い
う
権
門
体
制
で
、
一
翼
を
担
う
形
で
、
厳
然
と
し
て
国
家
体

制
の
中
に
、
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
見
方
、
こ
れ
が
顕
密
体
制
と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
が
、
事
実
と
し
て
は
存
在
し
て
い
た
、

で
す
か
ら
、
一
見
、
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
旧
仏
教
が
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
に
よ
っ
て
押
さ
れ
て
な
く
な
っ
て
、
勢
力
を
弱
め
て
し

ま
っ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
で
、
未
だ
そ
の
影
響
力
は
強
か
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
前
提
と
し
て
お
い
て
お
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
参
考
で
す
が
、
織
田
信
長
が
、
織
田
信
長
が
比
叡
山
を
焼
き
討
ち
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
と
い
う
の

は
、
そ
れ
だ
け
比
叡
山
が
力
を
、
戦
国
時
代
ま
で
持
ち
続
け
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
時
代
、
そ
の
時
代
の
宗

教
の
状
況
を
見
る
に
あ
た
っ
て
、
法
然
上
人
の
念
仏
、
浄
土
宗
が
、
も
の
す
ご
く
流
行
し
て
他
の
宗
派
は
黙
っ
て
い
た
の
か
と
か
、
そ
う

い
う
理
解
を
す
る
の
は
間
違
い
で
、
権
力
の
総
体
と
し
て
、
こ
の
顕
密
体
制
と
い
う
の
が
存
在
し
て
、
そ
れ
が
権
門
体
制
の
一
翼
を
担
っ

て
い
た
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
そ
れ
を
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
ま
と
め
て
、
延
暦
寺
を
中
心
と
し
た
、
旧
仏

教
の
圧
倒
的
影
響
力
に
中
世
の
仏
教
勢
力
の
主
流
は
あ
く
ま
で
も
旧
仏
教
に
あ
る
と
い
う
風
に
こ
こ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
状
況
で
あ
っ
た
、
で
、
こ
れ
を
日
蓮
聖
人
と
無
理
矢
理
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
日
蓮
聖
人

も
、
天
台
宗
の
、
正
統
の
継
承
者
と
い
う
自
覚
を
お
持
ち
で
あ
り
ま
し
た
。
参
考
に
、
天
台
沙
門
と
い
う
言
葉
を
つ
け
ま
し
た
が
、
立
正

安
国
論
の
、
日
興
書
写
本
の
中
に
出
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
天
台
宗
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
、
天
台
宗
を
始
め
と
す
る
顕
密
仏
教

の
影
響
は
大
き
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
当
時
の
宗
教
の
世
界
の
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
で
は
、
レ

ジ
ュ
メ
の
二
枚
目
に
、
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
宗
祖
の
時
代
と
は
ど
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
ま

と
め
て
み
ま
し
た
。
確
か
に
、
大
き
な
変
化
の
時
代
、
い
ず
れ
は
、
武
家
に
政
権
が
委
譲
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
、
そ
の
大
き
な
変
革
の
時

代
の
狭
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
革
命
的
に
、
体
制
が
打
倒
さ
れ
て
変
わ
っ
た
、
が
ら
っ
と
変

わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
当
然
そ
れ
以
前
の
影
響
力
と
い
う
の
は
全
て
拭
い
き
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
、
残
り
続
け
て
い
た
、
荘
園
体
制
に

立
脚
し
た
社
会
構
造
、
顕
密
仏
教
を
中
心
に
し
た
宗
教
構
造
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
時
代
の
国
家
、



─ ─

こ
う
い
う
状
況
を
踏
ま
え
て
た
上
で
、
で
は
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
は
、
ど
の
よ
う
に
国
家
の
像
と
い
う
の
を
捉
え
て
お
ら
れ
た
の
か
、
そ

れ
を
次
で
見
て
い
き
た
い
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
で
、
宗
祖
の
立
場
と
い
う
こ
と
で
、
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
た
だ
こ
れ
だ
け
だ
と

漠
然
と
し
て
な
か
な
か
掴
み
が
取
れ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
丸
山
眞
男
氏
の
講
義
録
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
そ
の
宗
教
に
つ
い
て
、
ま
と
め

て
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
出
し
て
み
ま
し
た
。「
日
蓮
の
宗
教
は
、
教
理
の
上
で
は
天
台
教
学
を
基
本
的
に
継
受
し

て
い
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
一
方
に
お
い
て
、
個
人
の
救
済
だ
け
で
な
く
強
く
法
華
経
に
よ
る
国
家
の
護
持
を
説
き
、
他
方
に
お
い
て
、
呪

術
的
要
素
や
神
仏
習
合
の
要
素
を
内
包
し
て
い
る
点
で
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
新
仏
教
中
、
最
も
伝
統
と
の
連
続
性
が
濃
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、（
中
略
）
そ
の
宗
教
態
度
に
お
い
て
基
本
的
に
新
仏
教
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
」、
こ
の
文
章
の
中
身
の
で
す
ね
、
善
し
悪
し
と
い
う

か
、
整
合
、
正
し
い
間
違
っ
て
る
は
ひ
と
ま
ず
置
い
と
い
て
、
こ
れ
を
見
る
と
、
日
蓮
聖
人
は
、
極
め
て
強
く
、
伝
統
の
上
に
立
っ
て
い

る
、
の
に
加
え
て
、
伝
統
を
脱
却
し
て
る
ん
だ
と
い
う
、
い
う
風
な
理
解
が
で
き
る
か
な
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
を
分
析

し
て
次
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
天
台
沙
門
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
正
統
天
台
の
継
承
者
と
し

て
の
自
覚
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
、
特
に
初
期
の
立
場
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
伝
統
仏
教
も
当
然
、
正
統
を
自
負
し
て
お
り
ま
し
た

の
で
、
で
は
、
同
じ
立
場
で
、
日
蓮
聖
人
が
、
見
て
お
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
部
分
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
の
例
と
し
て
、
二
つ
の
違
い
を
挙
げ
て
み
ま
し
た
。
当
時
の
伝
統
仏
教
と
の
違
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
念
仏
批
判
と
い
う
の
が
当
然
、

先
ほ
ど
法
然
上
人
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
強
く
出
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
が
、
伝
統
仏
教
の
側
も
、
当
然
日
蓮
聖
人
も
、
念
仏
を
批
判

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
法
が
、
違
う
と
、
い
う
こ
と
で
、
伝
統
仏
教
側
の
念
仏
批
判
の
根
拠
と
い
う
の
が
、
勅
許
と
相
承
と
い
う
風
に

ま
と
め
て
書
き
ま
し
た
け
ど
、
勅
許
と
い
う
の
は
天
皇
の
、
天
皇
家
の
、
朝
廷
の
承
認
、
許
可
で
す
ね
。
そ
し
て
相
承
、
こ
れ
は
正
し

い
、
正
法
の
相
承
と
い
う
風
に
言
う
ん
で
す
が
、
正
し
い
教
え
を
受
け
継
い
で
る
か
、
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
根
拠
に
、
法
然
上
人
は
、

勅
許
を
受
け
て
な
い
し
、
正
法
を
受
け
継
い
で
る
わ
け
で
も
な
い
、
だ
か
ら
、
法
然
上
人
の
念
仏
は
駄
目
だ
、
と
い
う
批
判
を
し
た
の

が
、
伝
統
仏
教
の
念
仏
批
判
の
主
流
だ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、『
興
福
寺
相
承
』
と
い
う
も
の
に
、
そ
う
い
う
風
に
明
確
に



─ ─

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
念
仏
批
判
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
法
華
経
を
中
心
と
し
て
、
法
華
経
と
念

仏
の
教
義
的
な
優
劣
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
批
判
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
が
決
定
的
に
、
伝
統
仏
教
と
の
違
い
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
正
統
天
台
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
け
ど
も
、
正
統
意
識
の
違
い
も
、
こ
こ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
伝
統
仏

教
の
正
統
意
識
は
、
そ
の
勅
許
と
相
承
に
拠
っ
て
い
た
、
正
し
い
法
を
受
け
継
い
で
い
る
、
こ
の
正
し
い
法
は
法
華
経
と
は
限
ら
な
か
っ

た
で
す
ね
。
そ
し
て
、
勅
許
、
天
皇
か
ら
認
め
ら
れ
て
存
続
、
宗
を
興
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
は
正
統
な
ん
だ
と
、
そ
れ
に
対

し
て
、
い
わ
ゆ
る
勅
許
と
い
う
、
世
俗
権
力
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
自
認
し
て
い
た
の
が
こ
の
、
伝
統

仏
教
の
立
場
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
蓮
聖
人
を
批
判
し
て
伝
統
仏
教
が
言
う
に
は
、「
三
国
の
相
承
に
及
ば
ず
、
一
仁
の
勅

宣
を
蒙
ら
ず
」
と
、
こ
れ
は
『
破
日
蓮
義
』
と
い
う
、
天
台
宗
の
円
信
と
い
う
方
が
書
い
た
文
章
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

う
い
う
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
の
批
判
も
、
同
じ
勅
許
と
相
承
を
根
拠
と
し
て
批
判
を
し
、
日
蓮
聖
人
も
異
端
で
あ
る
と
い
う
風
に
、
伝
統

教
団
は
見
な
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
独
自
の
正
統
意
識
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。
こ
れ
が
ま
た
、
法
華
経
を
中
心

と
し
て
、
仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
法
華
経
の
志
向
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
、
受
持
す
る
以
上
は
そ
こ
が
正
統
な
ん
だ
、
法
華
経

を
持
っ
て
る
以
上
、
そ
こ
が
正
統
で
あ
る
と
い
う
、
強
い
意
志
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。
勅
宣
な
ど
の
世
俗
権
力
に
保
証
さ
れ
る
必
要
は
な

い
。
い
わ
ゆ
る
、
勅
宣
を
含
め
た
王
法
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
法
よ
り
も
、
法
華
経
と
い
う
仏
法
が
上
位
に
位
置
し
て
い

る
、
仏
法
の
も
と
に
王
法
が
あ
る
、
と
い
う
、
明
確
な
意
志
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
、
こ
れ
が
日
蓮
聖
人
の
正
統
意
識
で
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
日
蓮
聖
人
の
態
度
と
い
う
の
は
、
極
め
て
、
そ
の
、
以
外
の
伝
統
教
団
と
は
大
き
く

違
っ
た
、
と
い
う
風
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
今
、
世
俗
権
力
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し

た
の
で
、
そ
の
世
俗
権
力
を
日
蓮
聖
人
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
お
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
世
俗
権
力
の
役
割
を
探
っ
て
み
た

い
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
二
番
目
の
、
守
護
国
家
論
に
見
え
る
世
俗
権
力
の
役
割
、
と
い
う
こ
と
で
、
ご
覧
を
い
た
だ
き
た
い
ん
で

す
が
、「
謗
法
の
者
を
対
治
す
べ
き
証
文
を
出
さ
ば
、
こ
れ
に
二
あ
り
。
一
に
は
、
仏
法
を
も
っ
て
国
王
・
大
臣
並
に
四
衆
に
付
嘱
す
る
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こ
と
を
明
か
し
、
二
に
は
、
正
し
く
謗
法
の
人
の
王
地
に
処
る
を
ば
対
治
す
べ
き
証
文
を
明
か
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
要
は
、
仏
が

仏
法
を
国
王
に
委
託
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
王
は
悪
法
を
禁
圧
し
て
正
法
を
立
て
る
義
務
を
負
っ
て
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
さ
れ

て
い
ま
す
。
即
ち
、
仏
に
よ
っ
て
仏
法
が
国
王
に
委
託
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
世
俗
権
力
の
役
割
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
そ
の
、
仏

法
を
守
る
た
め
に
悪
法
を
禁
圧
し
て
、
正
法
を
立
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
う
い
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
、
世
俗
権
力
の
役

割
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
明
か
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
、
世
俗
権
力
を
持
つ
べ
き
、
支
配
者
、
国
王
と

い
う
の
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
今
度
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
、
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
で
、
国
家
の
支
配
者
（
王

権
）
の
所
在
と
い
う
こ
と
で
、
佐
藤
弘
夫
氏
の
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
、
こ
の
文
章
で
す
が
、
特
に
、
日
蓮
聖
人
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
ま

と
め
て
ご
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
学
的
な
立
場
、
先
ほ
ど
見
ま
し
た
通
り
、
権
門
体
制
の
理
論
か
ら
、
王
権
の
持
ち
主
は
天

皇
で
あ
る
、
或
い
は
院
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
を
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
ま
す
が
、
で
は
、
日
蓮
聖
人
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
と
言
い

ま
す
と
、
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、「
立
正
安
国
論
を
幕
府
に
提
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
は
王
権
が
幕
府
に
あ
る
」
と

い
う
風
に
認
識
さ
れ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
風
に
捉
え
る
の
が
、
一
番
、
捉
え
や
す
い
考
え
方
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
即
ち
、
日
本
国
王
と
い
う
の
は
、
幕
府
の
権
力
者
で
あ
る
と
、
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
な
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
、
幾
つ
か
の
資
料
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

に
、
人
王
九
十
代
、
と
い
う
記
述
で
す
。
こ
れ
は
、
資
料
ご
覧
い
た
だ

き
ま
す
と
、

の

で
す
。
富
木
入
道
殿
御
返
事
に
、
人
王
九
十
代
、
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
お
書
き
に
な
っ
た
時
代
が
、
九
十
代
の
亀
山

天
皇
の
ご
在
世
の
時
代
だ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
、
で
す
か
ら
、
明
ら
か
に
、
当
時
の
天
皇
を
意
識
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
王
と
し

て
、
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
も
う
一
つ
と
、
次
の
、

の

、
こ
れ
は
逆
の
見
方
で
、
見
て
い
た
だ
く
と
、
三
行

目
に
、
釈
迦
仏
は
、
譬
え
ば
我
国
の
主
上
の
ご
と
し
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
主
上
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
天
皇
で
す
。
釈
迦
仏
は
、
こ
の
世

の
主
宰
の
方
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
釈
迦
仏
と
、
天
皇
を
喩
え
て
用
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
が
、
日
本
国
の
中
で
の

至
高
の
存
在
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
こ
で
も
、
日
本
国
王
を
天
皇
と
み
な
し
て
い
る
日
蓮
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聖
人
の
考
え
、
と
い
う
の
が
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
同
じ
よ
う
に
他
の
中
で
、
国
王
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
時
に

は
、
天
皇
を
指
し
て
い
る
、
と
捉
え
る
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
、
理
解
で
き
る
場
合
と
い
う
の
が
、
殆
ど
で
あ
り
ま
す
。
人
王
九
十
代
と

い
う
風
に
し
て
、
時
間
の
把
握
の
基
準
と
し
て
、
天
皇
の
在
位
を
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
を
国
王
と
し
て
、
日
蓮
聖
人

は
こ
こ
で
は
捉
え
て
お
ら
れ
た
、
と
い
う
風
に
と
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
、
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
幕
府

は
ど
う
な
の
だ
、
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
三
枚
目
の
レ
ジ
ュ
メ
に
、
国
王
と
国
主
と
い
う
こ
と
で
、
ご
説
明
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
ざ
っ
と
見
て
み
ま
す
と
、
国
主
と
い
う
の
は
目
の
前
に
あ
っ
て
実
際
に
諸
政
策
を
遂
行
し
て
い
た
為
政
者
、
即
ち
こ

れ
が
、
北
条
氏
で
あ
り
幕
府
で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
国
王
と
い
う
の
は
教
典
な
ど
の
記
述
、
仏
典
を
見
る
と
、
だ
い
た
い
国
王
と
い
う
の

は
天
皇
の
よ
う
な
存
在
に
あ
て
ら
れ
る
わ
け
で
し
て
、
そ
の
一
般
論
の
王
と
し
て
、
天
皇
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
こ
う
い
う
区
別
を
し

て
、
日
蓮
聖
人
は
国
王
と
国
主
と
い
う
言
葉
を
分
け
て
、
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
前
期
、
い
わ
ゆ
る
佐
前
、
佐
後
、
佐
渡
の
前

と
、
佐
渡
流
罪
の
前
と
佐
渡
流
罪
の
後
で
、
だ
い
ぶ
、
使
い
方
が
混
乱
す
る
時
期
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
の
天
皇
観
が
変

わ
る
時
代
で
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
後
ほ
ど
、
触
れ
る
こ
と
に
致
し
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
国
王
と
国
主
の
関
係
、
国
王
を
天

皇
、
そ
し
て
国
主
を
幕
府
と
し
て
捉
え
て
お
ら
れ
た
と
、
い
う
の
は
、
他
の
御
遺
文
を
拝
読
し
て
も
、
明
確
で
あ
り
ま
す
。
資
料
の

の

１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
立
正
安
国
論
で
す
。「
若
し
く
は
万
民
百
姓
を
哀
れ
み
て
、
国
主
国
宰
の
徳
政
を
行
う
」、
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。
当
時
徳
政
令
と
い
う
の
が
出
て
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
直
に
政
治
を
行
っ
て
い
る
方
が
、
国
主
、
と
い
う
名
前
で
、
こ
こ
で
用
い
ら

れ
て
い
る
例
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、

の
２
の
ほ
う
で
、
三
角
で
印
を
付
け
て
あ
る
所
で
す
が
、「
無
量
劫
の
間
六
道
に
回
り
候

け
る
に
は
、
多
の
国
主
に
生
れ
値
ひ
奉
て
、
或
は
寵
愛
の
大
臣
関
白
等
と
も
な
り
け
り
候
け
ん
。
若
爾
ら
ば
国
を
給
り
、
財
宝
官
禄
の
恩

を
蒙
け
る
か
。
法
華
経
流
布
の
国
主
に
値
ひ
奉
り
、
其
国
に
て
法
華
経
の
御
名
を
聞
て
修
行
し
、
是
を
行
じ
て
讒
言
を
蒙
り
、
流
罪
に
行

れ
ま
い
ら
せ
て
候
国
主
に
は
未
だ
値
ま
い
ら
せ
候
は
ぬ
か
な
。」
と
い
う
記
述
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
国
主
と
何
回
も
出
て
き
ま
す

が
、
こ
の
『
四
恩
鈔
』
と
い
う
の
は
、
日
蓮
聖
人
、
伊
豆
の
流
罪
中
に
お
書
き
に
な
っ
た
文
章
で
す
。
で
す
か
ら
、
極
め
て
こ
の
流
罪
と
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い
う
言
葉
を
途
中
で
出
て
き
ま
し
た
け
ど
意
識
を
し
て
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
自
分
を
流
罪
に
し
た
国
主
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
す
。
で

す
か
ら
、
流
罪
に
し
た
の
は
当
然
鎌
倉
幕
府
、
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
鎌
倉
幕
府
を
国
主
と
い
う
形
で
用
い
て
い
る
、
と
い
う

の
が
明
確
に
、
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
、
日
蓮
聖
人
は
、
国
王
と
し
て
天
皇
を
据
え
て
お
り
ま
す
、
そ
し
て
そ
の
も
と

に
、
実
際
の
政
策
を
執
行
す
る
機
関
と
し
て
の
鎌
倉
幕
府
、
国
主
と
し
て
の
鎌
倉
幕
府
、
と
い
う
認
識
を
お
持
ち
で
し
た
。
そ
れ
は
、
権

力
の
二
重
構
造
と
い
う
の
を
、
日
蓮
聖
人
は
理
解
し
て
お
ら
れ
た
、
と
い
う
風
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
く

ま
で
も
、
そ
の
天
皇
を
中
心
に
据
え
た
上
で
、
こ
の
国
家
全
体
像
と
い
う
の
を
捉
え
て
お
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
、
理
解
で
き
ま
す
。

更
に
言
え
ば
、
立
正
安
国
論
の
提
出
先
が
、
幕
府
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
国
主
と
し
て
の
幕
府
を
理
解
す
れ
ば
、
十
分
納
得
が
い
く
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
で
は
、
国
王
を
天
皇
に
据
え
て
い
た
、
と
い
う
考
え
は
、
実
は
、
権
門
体
制
の
一
般
的
な
見
方
と
重
な
る
、
同
じ
で
あ

り
ま
す
。
で
は
日
蓮
聖
人
は
そ
の
権
門
体
制
の
中
に
い
て
、
同
じ
よ
う
な
考
え
を
ま
た
持
っ
て
お
ら
れ
た
、
そ
れ
は
先
ほ
ど
の
、
伝
統
宗

教
、
伝
統
仏
教
を
継
承
し
て
お
ら
れ
た
、
と
い
う
言
葉
に
重
な
り
ま
す
が
、
単
純
に
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
三
番

の
、
宗
祖
の
眼
前
に
あ
っ
た
国
家
と
は
、
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
一
度
見
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
天
皇
を
中
心
と
し
た
権
門
体
制

総
体
と
し
て
の
国
家
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
幾
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
一
つ
、
三
国
世
界
観
、
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。
当
時
は
、
世
界
地
図
が
な
い
で
す
か
ら
、
地
球
儀
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
当
時
の
人
の
世
界
観
と
い
う
の
は
、
天
竺
・
震

旦
・
日
本
、
と
い
う
、
三
国
の
世
界
、
と
い
う
の
を
認
識
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
日
蓮
聖
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
比
較
を
し

て
お
り
ま
し
て
、
次
の
例
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
資
料
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
日
本
一
州
は
印
度
震
旦
に
似

ず
、
一
向
純
円
の
機
な
り
」、
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
り
、
或
い
は
、「
し
か
る
に
我
日
本
国
は
一
閻
浮
提
の
内
、
月
氏
漢
土
に
も
す
ぐ

れ
、
八
万
の
国
に
も
超
た
る
国
ぞ
か
し
」、
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
三
国
世
界
観
の
中
で
、
天
竺
、
震
旦
、
天
竺
は
当

然
イ
ン
ド
で
す
ね
、
震
旦
は
唐
、
中
国
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
対
し
て
、
日
本
は
優
れ
て
い
る
ん
だ
と
、
超
え
て
る
ん
だ

と
、
い
う
理
解
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
実
は
、
同
じ
『
新
国
王
御
書
』
の
資
料
に
、「
其
上
神
は
又
第
一
天
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照
太
神
・
第
二
八
幡
大
菩
薩
、
第
三
は
山
王
等
三
千
余
社
、
昼
夜
に
我
国
を
ま
ほ
り
、
朝
夕
に
国
家
を
見
そ
な
わ
し
給
。」
即
ち
、
神
に

守
護
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
神
の
先
祖
た
る
天
皇
家
の
意
識
も
こ
こ
に
は
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、
神
に
守
護
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う

国
が
日
本
だ
と
、
い
う
風
に
こ
れ
を
捉
え
て
お
ら
れ
た
、
と
い
う
風
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
す
る
誤
解
が
、
将
来
の
、
日

蓮
主
義
と
か
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
に
も
繋
が
っ
て
し
ま
う
、
ま
あ
日
蓮
聖
人
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
色
々
な
問
題
を
孕

ん
で
し
ま
う
ん
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
は
、
後
の
研
究
の
題
材
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

、
釈
尊
御
領
観
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、

の

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
と
い
う
御
文
章
で
す
け
れ
ど
も
、「
梵
天
帝
釈
等
は

我
等
が
親
父
釈
迦
如
来
の
御
所
領
を
あ
づ
か
り
て
、
正
法
の
僧
を
や
し
な
う
べ
き
者
に
つ
け
ら
れ
て
候
。
毘
沙
門
等
は
四
天
下
の
主
、
此

等
が
門
ま
ほ
り
。
又
四
州
の
王
等
は
毘
沙
門
天
が
所
従
な
る
べ
し
。
其
上
、
日
本
秋
津
嶋
は
四
州
の
輪
王
の
所
従
に
も
及
ば
ず
、
但
嶋
の

長
な
る
べ
し
。」
と
い
う
よ
う
な
形
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
釈
尊
御
領
観
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
本
源
的
主
権
者
た
る
釈
尊
の
も
と

に
、
梵
天
・
帝
釈
天
、
毘
沙
門
天
、
四
州
の
王
、
そ
し
て
日
本
国
王
と
い
う
階
層
関
係
を
想
定
し
た
上
で
、
そ
の
、
日
本
国
王
と
い
う
世

俗
の
権
力
、
そ
れ
に
直
接
、
仏
教
の
秩
序
を
結
び
つ
け
て
い
く
、
そ
う
い
う
独
自
の
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
最
初
の
ほ
う
に
出
ま

し
た
、
国
土
即
仏
土
論
に
近
い
、
も
の
な
ん
で
す
が
、
国
土
即
仏
土
論
の
中
で
も
、
完
全
に
こ
の
日
本
国
王
を
仏
法
の
も
と
に
置
い
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
点
で
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
、
そ
う
い
う
見
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
日
蓮
聖
人
独
自
の
見
方
が
あ
っ
た
ん
だ
、
と

い
う
こ
と
で
ご
理
解
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
三
番
目
、
佐
前
佐
後
の
変
化
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

佐
前
佐
後
、
先
ほ
ど
若
干
の
動
揺
、
天
皇
に
対
す
る
見
方
に
動
揺
が
あ
っ
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
動
揺
の
内
容
に
つ
い
て
は
省
略

し
ま
す
け
れ
ど
も
、
佐
前
に
お
い
て
は
、
天
皇
を
幕
府
の
上
位
に
位
置
付
け
る
、
権
門
体
制
的
な
国
家
観
、
こ
れ
を
持
っ
て
い
た
と
見
な

さ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
天
皇
が
あ
っ
て
、
天
皇
は
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
、
先
ほ
ど
神
に
守
護
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
神
の
子
孫

の
天
皇
を
意
識
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
意
味
で
、
天
皇
を
上
位
に
お
い
て
、
そ
の
も
と
に
幕
府
が
い
る
と
、
い
う
権
門
体
制
的
な
国
家
観

を
持
っ
て
お
ら
れ
た
、
そ
れ
が
、
佐
後
に
あ
っ
て
は
天
皇
の
権
威
を
認
め
な
い
、
と
い
う
記
述
が
幾
つ
か
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
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次
の
資
料
で
あ
り
ま
す
。「
但
し
月
は
影
を
水
に
う
か
ぶ
る
。
濁
れ
る
水
に
は
栖
こ
と
な
し
。
木
の
上
草
の
葉
な
れ
ど
も
澄
め
る
露
に
は

移
事
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず
国
主
な
ら
ず
と
も
正
直
の
人
の
か
う
べ
に
は
や
ど
り
給
な
る
べ
し
。
然
れ
ば
百
王
の
頂
に
や
ど
ら
ん
と
誓
給
し

か
ど
も
、
人
王
八
十
一
代
安
徳
天
皇
・
二
代
隠
岐
法
皇
・
三
代
阿
波
・
四
代
佐
渡
・
五
代
東
一
條
等
の
五
人
の
国
王
の
頂
に
は
す
み
給
は

ず
。
諂
曲
の
人
の
頂
な
る
故
な
り
。」
と
い
う
こ
と
で
、
天
皇
が
、
天
皇
じ
ゃ
な
い
、
王
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
て
る
記
述
が
見
ら
れ
る
わ
け

で
す
。
そ
し
て
一
方
、
そ
の
先
に
「
頼
朝
と
義
時
と
は
臣
下
な
れ
ど
も
其
頂
に
は
や
ど
り
給
ふ
。」
と
い
う
風
に
書
い
て
ま
す
。
頼
朝
は

源
頼
朝
、
義
時
は
北
条
義
時
で
す
が
、
臣
下
だ
け
れ
ど
も
そ
の
頂
に
や
ど
る
と
、
で
す
か
ら
、「
正
直
な
る
故
な
り
」
と
い
う
風
に
書
い

て
あ
り
ま
す
が
、
天
皇
が
神
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
血
統
を
で
す
ね
、
認
め
な
い
、
そ
し
て
、
義
時
、
頼
朝
が
、
そ
れ
に
代
わ
り
得
る
ん

だ
、
と
い
う
よ
う
な
記
述
で
す
。
天
皇
の
神
聖
を
認
め
な
い
記
述
が
、
こ
の
よ
う
に
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
正
直
と
い
う
の

は
、
正
直
の
法
で
あ
る
法
華
経
を
受
持
す
る
、
し
な
い
、
と
い
う
条
件
と
し
て
、
正
直
な
る
故
と
か
、
い
う
記
述
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
百
王
守
護
の
天
皇
の
神
聖
を
否
定
し
て
い
る
、
否
定
し
か
ね
な
い
文
章
が
、
こ
う
い
う
風
に
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
次
の

「
百
王
を
守
護
せ
ん
と
云
は
正
直
の
王
百
人
を
守
護
せ
ん
と
誓
給
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
正
直
の
人
、
即
ち
法
華
経
を
受
持
す
る
人
を

王
、
百
王
は
守
護
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
し
な
い
者
は
、
王
た
る
資
格
は
な
い
ん
だ
と
い
う
、
更
に
続
け
て
「
王
と
申
は
不
妄

語
の
人
、
右
大
将
・
権
大
夫
殿
は
不
妄
語
の
人
、
正
直
の
頂
、
八
幡
大
菩
薩
の
栖
百
王
の
内
也
」、
と
い
う
風
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
即

ち
王
と
申
す
の
は
、
い
う
人
は
、
王
様
と
い
う
の
は
不
妄
語
の
人
だ
、
そ
し
て
右
大
将
家
と
い
う
の
は
頼
朝
で
す
、
権
大
夫
は
義
時
で
す

ね
、
こ
れ
は
不
妄
語
の
人
だ
と
言
っ
て
い
る
。
即
ち
不
妄
語
の
人
は
王
と
い
え
る
ん
だ
と
、
い
う
風
に
。
で
す
か
ら
、
神
孫
た
る
、
神
の

子
孫
で
あ
る
天
皇
じ
ゃ
な
く
て
も
王
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
記
述
は
、
実
は
佐
前

に
は
な
く
、
天
皇
の
神
聖
を
認
め
る
立
場
を
取
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
日
蓮
聖
人
な
ん
で
す
が
、
佐
後
に
あ
っ
て
は
そ
う
い
う
立
場
を
改
め

ら
れ
て
、
天
皇
に
特
別
な
権
威
を
認
め
て
い
な
い
、
天
皇
じ
ゃ
な
く
、
天
皇
家
の
人
間
じ
ゃ
な
く
て
も
、
日
本
国
王
に
な
る
資
格
が
あ

る
、
資
格
を
認
め
る
、
そ
う
い
う
、
可
能
性
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
が
佐
後
の
思
想
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
顕
密
体
制
の
、
中
で
の
そ
の
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天
皇
を
王
と
し
た
姿
勢
と
は
、
明
ら
か
に
、
大
き
く
異
な
る
日
蓮
聖
人
の
特
別
の
姿
勢
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
し
、
同
時
に
、

こ
れ
が
余
り
に
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
、
当
然
弾
圧
の
対
象
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
最
後
に
ま
と

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
宗
祖
は
範
囲
と
し
て
の
権
門
体
制
総
体
と
し
て
の
日
本
国
を
認
識
さ
れ
て
い
た
、
こ
れ
は
間
違

い
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
伝
統
仏
教
と
同
じ
よ
う
な
認
識
と
は
異
な
っ
て
、
天
皇
の
権
威
を
認
め
て
い
な
い
、
法
華
経
の
志
向
の

も
と
に
、
そ
の
宗
教
的
に
認
め
ら
れ
た
世
俗
の
国
王
、
そ
れ
を
仏
世
界
の
階
層
関
係
を
接
合
し
て
そ
の
総
体
と
し
て
の
国
家
を
捉
え
た
、

と
い
う
点
で
独
自
の
認
識
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
華
経
を
中
心
に
据
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
宗
祖
の
思
想
は
す
べ

て
の
分
野
で
一
貫
し
て
お
り
、
特
に
佐
渡
期
の
思
想
の
深
ま
り
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
、
佐
渡
期
の
思
想
の
深
ま
り
は
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
書
い
た
ん
で
す
が
、
佐
渡
期
の
思
想
の
深
ま
り
に
つ
い
て
余
り
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
私
の
準
備
不
足
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
蓮
聖
人
が
確
か
に
伝
統
を
受
け
継
い
で
、
そ
の
影
響
の
下
に
、
か
な
り
色
濃
い
伝
統
の
下
に
お
ら
れ

た
、
こ
れ
も
事
実
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
佐
渡
の
変
化
を
経
て
、
極
め
て
独
自
の
世
界
観
、
国
家
観
と
い
う
の
を
持
つ
に
至
っ
た
、
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
、
本
日
は
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


