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超
国
家
主
義
と
法
華
経

北
一
輝
を
例
に

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

大

西

英

充

た
だ
今
、
ご
紹
介
に
与
か
り
ま
し
た
大
西
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
会
式
の
時
期
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
こ
れ
だ
け
の

方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
て
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
研
究
発
表
と
申
し
ま
し
て
も
実
は
ま
だ
全
然
、
結
論
を
出
せ
る
ほ
ど
の
段

階
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
本
当
に
研
究
と
い
う
か
、
興
味
の
端
緒
に
つ
い
た
所
で
す
の
で
、
今
日
は
よ
く
言
え
ば
問
題
提
起
、
悪
く
言

え
ば
と
り
あ
え
ず
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
や
り
ま
し
た
と
い
う
ア
リ
バ
イ
作
り
程
度
の
こ
と
を
お
話
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
前
に
、
そ
う
で
す
ね
、
関
心
の
も
ち
ど
こ
ろ
は
、
私
、
学
生
時
代
か
ら
ず
っ
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
場

合
は
龍
谷
大
学
を
出
て
お
り
ま
し
て
、
龍
大
は
、
西
本
願
寺
の
宗
門
校
で
す
が
、
皆
が
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
が
、
特
に
本
願
寺
教
団
は

靖
国
問
題
と
か
に
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
中
に
は
か
な
り
敵
対
的
な
意
識
を
持
っ
て
活
発
な
活
動
を
し
て
い
る
人
達
も
お
り
ま
し

て
、
そ
う
い
う
人
達
が
突
出
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
真
宗
の
お
坊
さ
ん
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
政
治
が
か
っ
た
面
と
か
あ
り
ま
し
て
、
龍

谷
大
学
の
真
宗
学
の
研
究
室
は
そ
う
い
う
人
達
の
牙
城
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
こ
で
、
そ
う
い
う
人
達
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
私
は
そ
の
人
達
に
賛
同
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
近
代
日
本
に

お
け
る
仏
教
、
或
い
は
宗
教
と
国
家
の
関
わ
り
み
た
い
な
こ
と
に
ず
っ
と
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
私
の
場
合
は
、
哲
学
科
で
し
た
の

で
、
や
は
り
そ
う
い
う
思
想
面
、
思
想
史
の
方
面
に
関
心
を
持
っ
た
の
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
色
々
と
自
分
な
り
に
本
を
読
ん
だ
り
人
の
話
を
聞
い
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
日
蓮
信
者
、
日
蓮
門
下
も
し
く
は
法
華
経
の

信
者
と
、
こ
こ
で
は
超
国
家
主
義
と
表
現
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
戦
前
の
、
右
翼
的
な
国
家
主
義
の
運
動
で
す
ね
、
今
日
で
言



─ ─

う
と
い
わ
ゆ
る
右
翼
の
活
動
家
に
法
華
経
信
者
が
多
い
。
お
や
と
思
い
ま
し
て
、
右
翼
な
ん
だ
か
ら
国
家
神
道
だ
ろ
う
、
な
ん
で
法
華
経

な
の
か
、
そ
う
い
う
所
か
ら
私
の
関
心
は
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
戦
前
の
そ
う
い
う
右
翼
、
国
家
主
義
運
動
の
指
導
者
で
、
や
は
り
第
一
に
名
前
が
挙
が
る
の
が
、
こ
の
北
一
輝
と
い
う
人
物
で

あ
ろ
う
と
。
北
一
輝
に
つ
い
て
は
、
私
も
こ
の
頃
色
々
と
本
を
読
ん
だ
り
し
た
の
で
す
け
れ
ど
、
一
様
に
誤
解
と
言
い
ま
す
か
、
極
め
て

ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
人
生
を
歩
ん
だ
方
で
す
か
ら
、
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
面
ば
か
り
が
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
色
々
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
い
や
い
や
ち
ょ
っ
と
こ
の
人
は
、
ま
あ
確
か
に
こ
う
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
で
し
ょ
う

け
れ
ど
、
そ
れ
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
ぞ
と
、
い
う
風
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
て
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
今
日
ち
ょ
っ
と
、
お
話
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
私
の
今
日
の
発
表
は
、
何
も
私
自
身
の
独
創
で
も
な
ん
で
も
な
く
て
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
と
言
い
ま
す
か
、
人
の
言
っ
た

こ
と
を
上
塗
り
す
る
程
度
で
す
。
た
だ
こ
こ
に
、
私
な
り
の
問
題
の
捉
え
方
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
の
前
に
、
九
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
中
央
教
研
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
、
そ
の
中
央
教
研
の
反
省
と
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
参
加
さ
れ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
方
が
色
々
あ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
私
、
ち
ょ
っ
と
今
日
は
、
問
題
提
起
の
ご
本
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
伊
藤
主

任
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
正
直
申
し
ま
し
て
、
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
な
と
い
う
感
じ
が
致
し
ま
し
て
、
戦
争
と
平
和
と

い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
特
に
昭
和
の
戦
争
で
す
ね
、
結
局
あ
れ
が
自
衛
の
た
め
で
あ
っ
た
と
か
、
い
や
侵
略
で

あ
っ
た
と
か
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
風
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
私
は
、
ち
ょ
っ
と
待
て
と
思
い
ま
し
て
、
自
衛
か
侵
略

か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
も
う
捉
え
方
に
よ
っ
て
ど
う
と
で
も
言
え
る
と
い
う
の
が
私
の
立
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
衛
と
言
う
べ
き
面
も

あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
や
ら
れ
た
側
か
ら
見
れ
ば
、
侵
略
と
言
い
た
く
も
な
る
で
し
ょ
う
し
。

そ
れ
で
、
今
日
の
レ
ジ
ュ
メ
の
最
初
に
、
昭
和
期
の
戦
争
は
果
た
し
て
戦
争
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
書
き
方
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
で

す
ね
、
紛
れ
も
な
く
戦
争
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
私
が
こ
こ
で
、
こ
こ
で
と
言
い
ま
す
か
中
央
教
研
の
あ
の
場
で
よ
り
問
題
に
せ
ね
ば
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な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
戦
争
の
評
価
と
か
、
戦
争
を
ど
う
し
て
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
そ
の
戦
争
に

突
入
し
て
い
っ
た
当
時
の
社
会
の
流
れ
、
そ
う
い
う
も
の
に
も
っ
と
重
点
を
置
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
な
と
、
い
わ
ゆ
る
時
流
に
流
さ

れ
た
と
か
、
時
流
に
迎
合
し
た
、
或
い
は
時
流
が
そ
う
だ
っ
た
か
ら
や
む
を
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
発
言
が
多
く
出
ま
し
た
が
、
で
は
そ

の
時
流
と
は
何
か
と
、
そ
れ
を
も
っ
と
突
き
詰
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
で
な
け
れ
ば
、
ご
自
分
の
立
場
で
の
問
題
と
か
、

大
曼
荼
羅
、
御
遺
文
削
除
、
不
敬
問
題
と
い
う
も
の
も
見
え
て
こ
な
い
と
思
う
の
で
す
。

さ
ら
に
戦
争
イ
コ
ー
ル
抑
圧
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
、
例
え
ば
日
露
戦
争
の
時
に
は
、
非
戦
論
、
つ
ま
り
戦
争
に
反
対
と
い
う
声
も
、

社
会
主
義
者
の
幸
徳
秋
水
と
か
、
キ
リ
ス
ト
教
の
内
村
鑑
三
、
歌
人
の
与
謝
野
晶
子
等
か
ら
出
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
人
達
も
、
平
民
新
聞

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
い
て
、
弾
圧
等
も
受
け
た
よ
う
で
す
が
、
曲
り
な
り
に
も
そ
こ
そ
こ
の
言
論
の
自
由
と
い
う
の
は

あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
明
治
時
代
に
は
そ
れ
だ
け
の
許
容
性
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
国
家
挙
げ
て
の
戦
争
を
し
な
が
ら
も
、
そ
の
異
論
を
挟

む
余
地
み
た
い
な
の
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
の
あ
の
時
代
に
至
っ
て
は
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
、
今
日
言
わ
れ
る
よ
う
な
政
治
社
会
体
制
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
反
戦
平
和
な
ん
て
こ
と
を
口
に
し
よ
う
も
の
な
ら
、
思
想
犯
に
問
わ
れ
て
、
拘
束
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
背
景
を
、
ま
ず
は
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
、
社
会
が
何
ゆ
え
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
し
た
の
か
と
い

う
問
題
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
、
や
は
り
日
本
の
、
明
治
維
新
か
ら
始
ま
る
近
代
そ
の
も
の
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
時
代

の
発
端
か
ら
、
話
を
埋
め
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
は
明
治
維
新
と
は
、
ど
う
い
う
変
革
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
従
来
ま
で
の
旧
態
依
然
と
し
た
封
建
体
制
を
変
革
し
て
、
日
本
を
欧
米

と
並
び
う
る
よ
う
な
、
近
代
国
家
、
近
代
的
な
国
民
国
家
に
し
た
一
種
の
革
命
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
方
法
で
す
ね
、
皆
さ
ん
事
前
に

お
配
り
し
た
コ
ピ
ー
を
お
読
み
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
だ
い
た
い
私
の
、
日
本
の
近
代
化
に
対
す
る
見
方
と
い
う
の
は
、
レ
ジ
ュ
メ

に
書
い
て
あ
る
通
り
、
そ
の
線
で
賛
同
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
コ
ピ
ー
の
文
章
を
書
い
た
の
は
、
こ
ち
ら
に
原
本
が
あ
り
ま
す
が
、
渡
辺
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京
二
さ
ん
と
い
う
、
九
州
在
住
の
、
主
に
近
代
史
の
研
究
を
し
て
い
る
在
野
の
研
究
家
で
、
私
、
面
識
は
な
い
の
で
す
が
、
近
代
史
の
分

野
で
卓
見
を
披
露
さ
れ
て
い
る
方
な
の
で
す
が
、
中
央
の
論
壇
と
か
学
界
で
は
、
何
故
か
今
一
つ
マ
イ
ナ
ー
な
方
な
ん
で
す
ね
。
で
す
が

日
本
の
近
代
史
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
渡
辺
京
二
さ
ん
の
仕
事
は
、
決
し
て
無
視
し
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
渡
辺
氏
に
よ
れ
ば
、
皆
さ
ん
コ
ピ
ー
を
お
読
み
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
お
話
し
ま
す
が
、
明
治
維
新
と
は
、
資
本
制

の
導
入
で
あ
っ
た
、
資
本
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
で
富
国
強
兵
を
図
ろ
う
と
し
た
、
そ
れ
が
新
し
い
国
家
権
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
な
さ
れ

た
、
い
わ
ば
上
か
ら
の
革
命
で
あ
る
、
さ
ら
に
そ
れ
に
伴
っ
て
国
民
生
活
に
変
容
を
及
ぼ
し
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
の
封
建
社
会
の

中
で
、
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
の
中
で
、
お
ら
が
ム
ラ
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
生
活
し
て
い
た
人
々
の
、
そ
の
生

活
基
盤
そ
の
も
の
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
変
革
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
明
治
政
府
へ
の
大
変
な
反
感
、
抵
抗
と
い
う
形
で
現
れ
ま
し
て
、
そ
の
流
れ
の
中
で
、
例
え
ば
西
郷
隆
盛
の
西
南
戦
争

も
起
こ
り
ま
し
た
し
、
明
治
十
七
年
に
農
民
が
大
反
乱
を
起
こ
し
た
秩
父
事
件
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
当
時
こ
の
秩
父
事
件
の

と
き
に
、
参
加
者
が
口
々
に
「
徳
川
の
世
に
戻
す
ぞ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
或
い
は
「
天
朝
様
に
敵
対
す
る
か
ら
加
勢
し
ろ
」

天
朝
様
と
い
う
の
は
天
皇
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
明
治
政
府
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
明
治
政
府
を
倒
し

て
、
徳
川
の
時
代
に
戻
す
ん
だ
と
、
そ
れ
だ
け
当
時
の
人
々
が
徳
川
時
代
と
い
う
も
の
に
対
す
る
憧
憬
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
頃
の
生
活

こ
そ
が
、
自
分
達
の
暮
ら
す
場
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
。

又
、
中
央
教
研
の
時
に
、
伊
藤
主
任
か
ら
皆
さ
ん
に
お
配
り
し
た
分
厚
い
資
料
の
中
に
、
昔
の
宗
報
の
コ
ピ
ー
が
入
っ
て
い
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
確
か
昭
和
二
十
四
年
の
一
月
十
五
日
号
だ
と
思
い
ま
す
。
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
文
章
の
中
で
、
あ
の
文
章
を
お
書
き
に
な
っ
た

の
は
当
時
の
管
長
さ
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
書
か
れ
た
方
の
お
祖
母
さ
ん
が
よ
く
、
徳
川
期
時
分
の
ほ
う
が
良
か
っ
た
ね
と

言
っ
て
い
た
と
い
う
回
顧
談
が
入
っ
て
い
て
、
徳
川
時
代
の
ほ
う
が
今
よ
り
は
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
お
書
き
に
な
っ
た
方
の
お
祖

母
さ
ん
が
よ
く
仰
っ
て
い
た
。
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
も
、
年
寄
り
の
単
な
る
懐
古
趣
味
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
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や
は
り
、
近
代
社
会
に
ど
う
し
て
も
馴
染
め
な
い
人
達
と
い
う
の
が
、
当
時
の
日
本
人
、
さ
ら
に
今
に
至
っ
て
も
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
ん
で
す
。

と
は
言
う
も
の
の
、
明
治
政
府
の
方
針
と
し
ま
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
に
囚
わ
れ
て
い
た
ん
じ
ゃ
日
本
の
近
代
化
は
図
れ
な
い
、
近
代
化

で
き
な
け
れ
ば
欧
米
列
強
に
飲
み
込
ま
れ
て
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
よ
う
に
植
民
地
化
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
、
明
治
政
府

や
、
明
治
政
府
を
支
え
る
人
達
は
、
も
の
す
ご
い
そ
う
い
う
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
天
皇
の
下
で
の
国
民
の
統
合
、
天
皇
の
下
で
、
い
わ
ゆ
る
日
本
国
民
と
い
う
意
識
を
作
っ
て
い
く
、

日
本
人
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
天
皇
の
赤
子
で
あ
っ
て
天
皇
か
ら
の
恩
恵
で
も
っ
て
様
々
な
権
利
を
享
受
し
て
い
る
、
と
い
う
形
で
国
民

意
識
、
国
民
と
し
て
の
権
利
意
識
を
育
て
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

た
だ
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
資
本
制
シ
ス
テ
ム
の
進
展
と
か
浸
透
と
い
う
も
の
が
、
近
代
日
本
人
に
ど
う
い
う
影
響
を

与
え
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
昭
和
期
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
こ
れ
か
ら
順
次
お
話
し
て
い
き
ま
す
が
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
れ
て
、
天
皇
の
下
で
確
立

さ
れ
た
、
天
皇
中
心
の
明
治
国
家
体
制
が
単
純
に
発
展
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
変
質
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ

れ
が
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
と
異
な
る
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
特
徴
そ
の
も
の
を
形
作
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
政
治
学
や
社
会
学
の
方
面
で
、
戦
間
期
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
研
究
と
し
て
、
一
つ
の
テ
ー
マ
、
分
野
と
し
て

確
立
し
て
い
ま
す
が
、
た
い
が
い
社
会
ア
ノ
ミ
ー
理
論
と
い
う
、
社
会
学
の
理
論
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
は
可
能
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
ア
ノ
ミ
ー
と
い
い
ま
す
の
は
、
世
の
中
の
従
来
の
こ
う
規
範
と
か
常
識
と
い
う
も
の
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
、
そ

れ
に
よ
り
人
々
が
動
揺
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
の
様
々
な
混
乱
、
そ
う
い
う
一
連
の
動
き
を
ア
ノ
ミ
ー
と
い
う

ん
で
す
ね
。

そ
の
ア
ノ
ミ
ー
の
結
果
、
人
々
の
不
安
感
か
ら
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
超
統
制
的
、
超
独
裁
的
な
国
家
体
制
が
生
じ
た
と
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い
う
の
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
の
定
説
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
話
が
ち
ょ
っ
と
前
後
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
近
代
化
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
も
渡
辺
さ

ん
の
著
書
に
沿
っ
た
説
明
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
局
日
本
の
近
代
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
国
民
国
家
の
基
盤
と
な
る
、
近
代
市
民

社
会
の
シ
ス
テ
ム
と
ル
ー
ル
、
い
わ
ゆ
る
公
共
性
が
、
当
時
の
一
般
的
な
生
活
国
民
の
、
常
識
、
倫
理
観
と
し
て
の
伝
統
的
な
共
同
性
、

こ
れ
を
溶
解
し
て
近
代
市
民
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
収
奪
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
風
に
私
は
考
え
ま
す
。

そ
れ
ま
で
日
本
の
国
民
は
、
い
わ
ゆ
る
ム
ラ
社
会
の
中
で
生
き
て
き
て
、
あ
ま
り
個
人
と
い
う
も
の
、
自
我
と
い
う
も
の
を
考
え
る
必

要
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
な
ん
と
な
く
ム
ラ
の
社
会
で
、
ム
ラ
の
慣
習
に
従
っ
て
生
き
て
お
れ
ば
よ
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
市
民
社
会
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
社
会
で
す
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
や
は
り
個
人
個
人
と
い
う
も
の
の
理
解

と
い
い
ま
す
か
、
い
わ
ゆ
る
個
人
と
い
う
も
の
を
社
会
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
市
民
社
会
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
は
成
立

し
な
い
わ
け
で
す
。
又
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
資
本
主
義
と
い
う
の
は
発
展
し
な
い
の
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
に
日
本
国
民
は
す
ぐ
に
馴
染
む
こ
と
が
で
き
ず
に
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
政

府
へ
の
抵
抗
と
い
う
も
の
が
、
様
々
な
形
で
現
れ
た
。

そ
こ
で
、
こ
う
い
う
人
達
を
国
民
国
家
に
纏
め
上
げ
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
天
皇
の
下
で
の
統
合
、
日
本
を
天
皇
を
頂
点
と

す
る
家
族
国
家
、
つ
ま
り
国
民
に
ム
ラ
と
か
イ
エ
の
延
長
と
し
て
、
国
家
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
と
し
て
の
統
合
を

図
ろ
う
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
家
族
国
家
で
す
ね
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
天
皇
と
国
民
の
関
係
は
、
親
子
の
関
係
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
、
類
似
さ

れ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
天
皇
と
い
う
の
は
お
前
ら
国
民
に
と
っ
て
親
み
た
い
な
存
在
な
ん
だ
よ
、
お
前
達
が
親
孝
行
す
れ
ば
親
が
慈
愛

で
も
っ
て
子
供
に
接
す
る
、
子
供
を
育
む
よ
う
に
、
天
皇
陛
下
に
忠
義
を
尽
く
せ
ば
、
天
皇
陛
下
も
国
民
に
権
利
と
い
う
形
で
恩
恵
を
与

え
る
と
、
そ
の
よ
う
に
近
代
の
シ
ス
テ
ム
を
、
当
時
の
日
本
人
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
明
治
政
府
の
指
導
者
達
で
す
。

こ
こ
に
お
い
て
、
近
代
の
天
皇
、
明
治
天
皇
以
降
の
日
本
近
代
の
天
皇
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
、
二
つ
の
性
格
を
課
せ



─ ─

ら
れ
る
存
在
と
な
り
ま
し
た
。
一
つ
が
立
憲
君
主
、
西
欧
近
代
的
な
立
憲
君
主
、
こ
れ
は
帝
国
憲
法
で
具
現
化
さ
れ
ま
し
た
。
も
う
一
つ

が
ア
ジ
ア
伝
統
的
な
家
父
長
的
君
主
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
家
族
国
家
観
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
具
体
的
に
は
教
育
勅

語
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
ま
す
。

教
育
勅
語
と
い
う
の
は
、
お
読
み
に
な
れ
ば
分
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
家
族
道
徳
に
基
づ
い
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
要
は
そ
う
い
う
日

本
に
伝
統
的
な
儒
教
に
基
づ
く
家
族
像
、
実
際
教
育
勅
語
を
考
え
た
人
は
儒
学
者
な
ん
で
す
。
元
田
永
孚
な
ど
の
儒
学
を
学
ん
で
い
た
人

に
よ
っ
て
、
実
は
書
か
れ
た
の
で
す
ね
。
日
本
人
の
中
に
根
付
い
て
い
た
儒
教
的
な
道
徳
観
念
を
取
り
込
ん
で
、
天
皇
と
い
う
も
の
を
国

民
に
意
識
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
民
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
欧
米
と
同
じ
よ
う
な
近
代
国
家
を

築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
す
ね
。

そ
の
よ
う
に
し
て
明
治
政
府
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
近
代
国
家
で
す
が
、
た
だ
そ
の
近
代
の
シ
ス
テ
ム
や
ル
ー
ル
が
、
日
本
国
民
の

間
に
根
付
い
て
き
た
伝
統
的
な
共
同
性
と
い
う
も
の
を
収
奪
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
市
民
社
会
的
な
現
実
、
資
本
主
義
の
シ
ス

テ
ム
が
進
展
し
て
い
く
真
っ
只
中
に
結
局
、
日
本
国
民
は
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
始
め
の
頃
は
そ
う
い
う
こ
と
を
感
ず
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
が
社
会
に

浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、
や
は
り
国
民
の
中
に
違
和
感
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
徳
川
期
時
分
の
ほ
う
が
良

か
っ
た
ね
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
、
か
つ
て
あ
っ
た
伝
統
的
な
暮
ら
し
に
お
け
る
安
定
感
へ
の
欲
求
、
や
っ
ぱ
り
昔
の
ほ
う
が
良
か
っ
た
な
、
と
い
う
考
え

で
す
ね
。
そ
れ
は
当
然
、
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
、
資
本
主
義
や
市
民
社
会
的
な
シ
ス
テ
ム
や
ル
ー
ル
に
対
す
る
不
安
と
か
違
和
感
の
表
明

に
も
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
、
や
が
て
戦
争
に
お
け
る
民
族
的
一
体
感
を
形
成
さ
せ
る
元
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ

が
今
日
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
正
体
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
形
成
過
程
に
お
い
て
表
れ
た
国
家
主
義
の
運
動
、
ま
さ
に
今
日
こ
れ
か
ら
テ
ー
マ
と
す
る
北
一
輝
な
ど
が
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そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
運
動
と
か
そ
れ
を
支
え
た
思
想
が
一
種
の
社
会
主
義
的
、
反
資
本
的
な
性
格
を
伴
っ
た
の
も
、
そ
の

よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
資
本
制
、
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
に
伴
う
近
代
市
民
社
会
の
完
成
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
る
伝
統
的
な
共
同
性
、
か
つ
て
の
ム
ラ

社
会
に
育
ま
れ
た
、
様
々
な
常
識
と
か
道
徳
観
、
そ
う
い
う
も
の
が
解
体
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
国
民
個
々
の
、
か
つ
て

あ
っ
た
ム
ラ
共
同
体
で
の
安
住
感
へ
の
欲
求
を
呼
び
起
こ
し
て
、
そ
れ
が
や
が
て
、
異
質
排
除
の
空
気
を
醸
し
出
し
て
い
っ
て
、
す
べ
て

を
天
皇
の
下
に
帰
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
達
は
日
本
国
民
と
し
て
一
体
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
作
っ
て
い
っ
た
、
つ
ま
り
フ
ァ
シ
ズ

ム
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
現
実
社
会
に
対
す
る
不
安
感
、
そ
れ
が
極
端
な
同
族
意
識
、
仲
間
意
識
を
呼
び
起
こ
し
て
、
そ
れ
に
異

を
唱
え
る
人
達
に
対
す
る
排
除
の
姿
勢
を
生
ん
で
い
っ
た
、
そ
の
過
程
で
御
遺
文
削
除
と
か
大
曼
荼
羅
不
敬
問
題
と
か
い
う
現
象
も
起
き

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

ま
た
中
央
教
研
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
天
皇
本
尊
論
な
ど
と
い
う
も
の
は
も
う
明
治
時
代
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す

ね
。
明
治
四
十
四
年
に
清
水
梁
山
師
に
よ
っ
て
。
そ
れ
に
対
す
る
批
判
、
そ
れ
は
宗
義
の
歪
曲
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
同
じ
頃
に
清

水
龍
山
師
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
が
、
昭
和
期
に
入
る
頃
に
な
る
と
、
天
皇
本
尊
論
の
ほ
う
が
突
出
し
て
き
て
、
宗
門
全
体
を
覆
う
よ
う
な
形
に
だ
ん
だ

ん
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
清
水
龍
山
師
の
よ
う
な
批
判
者
は
、
な
か
な
か
声
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。

清
水
龍
山
師
と
い
う
方
も
立
正
大
学
の
学
長
ま
で
務
め
ら
れ
た
方
で
す
か
ら
立
派
な
教
学
者
で
、
決
し
て
民
間
の
、
い
わ
ゆ
る
反
体
制
活

動
家
み
た
い
な
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
人
で
す
ら
、
弾
圧
の
対
象
と
い
い
ま
す
か
、
な
か
な
か
声
を
上
げ
に
く
い
。
従

来
自
由
に
喋
っ
て
い
た
こ
と
な
の
に
、
そ
れ
す
ら
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
風
潮
の
背
景
に
は
、
今
説
明
し
た
、
資

本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
進
展
に
伴
う
、
日
本
人
の
暮
ら
し
の
変
容
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
違
和
感
、
反
発
、
不
安
感
、
そ
れ
が
過
去
へ
の

憧
憬
を
呼
び
起
こ
し
、
さ
ら
に
天
皇
の
下
で
の
日
本
人
の
団
結
、
そ
れ
に
よ
る
仲
間
意
識
、
そ
こ
か
ら
異
分
子
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
風
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潮
が
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
過
程
で
発
生
し
た
超
国
家
主
義
で
す
が
、
こ
れ
は
明
治
時
代
の
公
認
国
家
主
義
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
天
皇
の
下
で

の
国
民
統
合
と
い
う
、
要
は
天
皇
の
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
国
家
主
義
思
想
と
は
、
全
然
性
格
が
異

り
ま
す
。

こ
の
超
国
家
主
義
、
英
語
で

と
い
い
ま
す
が
、
極
端
な
国
家
主
義
で
す
ね
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
言
い
換
え

て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
正
時
代
の
中
頃
か
ら
芽
生
え
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
正
時
代
の
中
頃
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
が
国
民
生
活
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
て
、
今
説
明
し
て
き
た

よ
う
な
国
民
の
中
に
不
安
感
と
い
っ
た
も
の
が
徐
々
に
表
面
化
し
つ
つ
あ
っ
た
頃
で
す
。

こ
こ
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
国
民
の
不
安
感
と
い
う
も
の
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
、
こ
れ
を
政
治
運
動
、
社
会
変
革
運
動
に
結
び

付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
人
達
が
当
然
出
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
後
の
昭
和
維
新
運
動
、
国
家
改
造
運
動
の
担
い
手
と

な
っ
て
い
っ
た
、
北
一
輝
と
か
、
大
川
周
明
と
か
、
そ
う
い
う
人
達
で
す
が
、
そ
の
人
達
が
ま
ず
ど
う
い
う
こ
と
を
行
っ
た
か
と
い
う

と
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
、
天
皇
の
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
の
よ
み
替
え
と
い
う
こ
と
を
行
っ
た
の
で
す
ね
。

明
治
政
府
は
天
皇
を
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
立
憲
君
主
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
意
味
で
家
父
長
的
君
主
で
あ
る
と
い
う
風
に
位
置
づ

け
て
、
国
民
統
合
、
国
民
国
家
を
作
る
求
心
力
と
し
て
、
い
わ
ば
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
が
、
資
本
主
義
の
進
展
に
伴
う
と
こ
ろ
か
ら
表
出
し
て
き
た
国
民
の
不
安
感
、
や
が
て
そ
の
国
民
か
ら
天
皇
と
い
う
の

は
、
自
分
達
の
生
活
を
守
っ
て
く
れ
る
守
護
神
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
さ
せ
た
の
が
、
ま
さ
に
、
そ
う
い
う
北
一
輝
を
始
め
と
す
る
、
超
国
家
主
義
運
動
の
指
導
者
達
で
あ
り
ま
し
た
。
そ

こ
に
お
い
て
天
皇
は
、
現
状
維
持
の
シ
ン
ボ
ル
か
ら
、
体
制
変
革
の
シ
ン
ボ
ル
へ
と
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
今
日
の
、
よ
う
や
く
本
題
に
入
り
ま
す
が
、
北
一
輝
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
で
す
が
、
ま
ず
北
一
輝
が
法
華
経
の
信
仰
に
入
る
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ま
で
の
こ
と
を
説
明
し
ま
す
と
、
最
初
に
北
一
輝
が
書
い
た
本
格
的
な
著
作
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
で
す
が
、
こ
の
中
で
北

は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
国
体
論
、
明
治
政
府
に
よ
る
国
家
主
義
と
い
う
も
の
を
否
定
し
た
の
で

す
。つ

ま
り
、
天
皇
の
権
威
と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
記
紀
神
話
の
よ
う
な
神
が
か
り
的
な
も
の
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
日
本
を

古
代
律
令
国
家
と
し
て
成
立
さ
せ
た
、
大
化
の
改
新
を
範
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
大
化
の
改
新
に

よ
っ
て
日
本
は
、
当
時
の
超
大
国
で
あ
っ
た
唐
の
国
を
手
本
と
し
て
、
国
家
体
制
を
形
作
っ
て
い
っ
た
、
そ
の
大
化
の
改
新
を
成
し
遂
げ

た
中
大
兄
皇
子
、
後
の
天
智
天
皇
こ
そ
が
、
日
本
人
が
真
に
崇
め
る
べ
き
天
皇
で
あ
る
と
い
う
風
な
独
自
の
国
家
観
、
国
体
論
を
主
張
し

て
お
り
ま
す
。

更
に
、
北
一
輝
は
そ
の
天
皇
に
つ
き
ま
し
て
も
、
立
憲
君
主
的
な
天
皇
、
こ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
天
皇
機
関
説
を
展
開
し
ま
す
。
つ
ま

り
天
皇
と
い
う
の
は
国
家
を
合
理
的
に
運
営
す
る
た
め
の
一
つ
の
役
職
に
過
ぎ
な
い
ん
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
そ
れ
と
同
時
に
、
家

父
長
的
な
君
主
と
い
う
天
皇
観
、
そ
れ
に
基
づ
く
家
族
国
家
観
を
援
用
し
ま
し
て
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
民
国
家
と
い
う
の

は
、
国
民
が
平
等
に
そ
の
国
家
を
形
作
っ
て
い
る
、
一
つ
の
共
同
体
で
あ
る
と
、
共
同
体
だ
か
ら
こ
れ
は
、
即
ち
国
民
平
等
の
社
会
主
義

国
家
な
の
だ
と
、
非
常
に
そ
う
い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
と
言
い
ま
す
か
、
驚
く
べ
き
視
点
を
提
起
す
る
わ
け
で
す
。

北
に
お
い
て
は
、
明
治
維
新
と
い
う
の
は
法
理
論
上
の
社
会
主
義
革
命
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
法

律
に
よ
っ
て
、
日
本
人
が
等
し
く
国
民
と
し
て
の
権
利
を
有
す
る
、
こ
の
等
し
く
国
民
と
し
て
の
権
利
を
有
す
る
と
い
う
部
分
を
、
北
は

最
大
限
に
拡
大
解
釈
し
ま
し
て
、
だ
か
ら
社
会
主
義
な
ん
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
天
皇
を
も
そ
の
一
員

と
す
る
国
民
国
家
、
北
の
言
葉
で
言
え
ば
公
民
国
家
、
公
の
民
、
公
民
国
家
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
公
民
国
家
こ

そ
が
、
天
皇
を
も
広
い
意
味
で
の
国
民
の
一
人
で
あ
る
と
す
る
国
民
の
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、
万
人
平
等
の
社
会
主
義
の
実

現
体
で
あ
る
。
北
に
お
い
て
は
、
明
治
維
新
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
も
う
社
会
主
義
革
命
な
ん
で
す
ね
。
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こ
の
北
の
背
景
に
あ
り
ま
す
の
は
、
遠
大
な
人
類
史
的
な
視
点
で
し
て
、
北
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
偏
局
的
社
会
主

義
、
偏
局
的
個
人
主
義
、
そ
し
て
純
正
社
会
主
義
と
い
う
順
で
、
変
遷
し
て
い
く
と
い
う
風
に
考
え
ま
す
。
偏
局
的
と
い
う
の
は
偏
っ
て

る
と
い
う
意
味
で
す
。

偏
局
的
社
会
主
義
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
社
会
主
義
と
い
う
言
葉
に
あ
ま
り
囚
わ
れ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
要
す
る
に
、

古
代
中
世
的
な
、
ム
ラ
社
会
、
古
代
中
世
に
お
い
て
は
国
民
は
、
氏
族
社
会
に
基
づ
く
ム
ラ
と
か
、
部
族
に
属
す
る
生
活
し
か
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
個
人
と
い
う
観
念
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

や
が
て
そ
こ
か
ら
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
個
人
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
て
、
や
が
て
西
欧
近
代
的
な
個
人
主
義
の
考

え
が
表
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
社
会
の
実
態
と
い
う
の
は
個
々
人
で
あ
る
。
個
々
人
が
、
寄
り
集
ま
っ
て
、
契
約
を
結
ん
で
社

会
を
作
る
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
の
世
の
中
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
西
欧
的
な
近
代
社
会
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

た
だ
、
北
は
、
こ
こ
に
も
偏
局
的
と
い
う
言
葉
を
当
て
は
め
て
、
つ
ま
り
、
か
つ
て
古
代
中
世
の
時
代
に
あ
っ
た
部
族
社
会
の
よ
う
な

ム
ラ
社
会
も
、
こ
れ
は
人
間
の
存
在
の
あ
り
方
と
し
て
は
偏
っ
て
い
る
。
と
い
っ
て
西
欧
近
代
的
な
個
人
主
義
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま

た
、
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
は
偏
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
で
、
そ
の
両
者
を
、
統
合
し
て
、
更
に
高
い
段
階
で
一
つ
に
ま
と
め
た
状
態
こ
そ

が
、
真
の
人
類
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
北
は
捉
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

実
は
こ
れ
は
、
哲
学
を
勉
強
し
た
方
は
す
ぐ
に
分
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
で
す
ね
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
実
は

人
類
の
歴
史
と
い
う
の
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
て
、
そ
う
い
う
社
会
と
国
家
の
統
合
性
、
社
会
と
個
人
の
統
合
さ
れ
た
国
家
と
い
う
も

の
を
止
揚
的
な
人
間
の
あ
り
方
と
し
た
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
理
論
化
し
た
の
は
、
北
一
輝
の
独
創
で
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
人
間
観
、
人
間
と
い
う
も
の
を

単
な
る
個
人
で
は
な
く
、
社
会
や
世
界
と
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
と
い
う
の
は
、
実
は
日
本
人
に
伝
統
的
な
も
の
で
し

て
、
そ
も
そ
も
日
本
人
の
仏
教
の
捉
え
方
、
こ
れ
は
私
、
日
蓮
聖
人
も
こ
う
い
う
面
が
た
ぶ
ん
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
他
の
宗
派
、
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例
え
ば
親
鸞
聖
人
な
ど
も
、
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
考
え
方
は
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
よ
く
宮
沢
賢
治
も
言
っ
て
い
ま
す
が
、
大
宇
宙
と
、
大
宇
宙
の
生
命
観
と
一
体
化
す
る
み
た
い
な
こ
と

を
、
宮
沢
賢
治
は
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
局
北
も
そ
う
い
う
捉
え
方
と
離
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
背
景
に
は
、
日
本
と
い
う
ア
ジ
ア
の
、
東
洋
の
一
国
家
に
お
い
て
、
如
何
に
西
欧
的
な
近
代
化
と
い
う
も
の
を
自
ら
の
も

の
と
し
て
消
化
し
き
る
か
、
そ
う
い
う
伝
統
と
近
代
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
、
葛
藤
、
そ
し
て
そ
の
融
合
と
い
う
も
の
が
、
問
題
と
し
て
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
こ
の
問
題
意
識
は
、
一
個
人
の
も
の
で
は
な
く
て
、
当
時
の
日
本
人
な
ら
誰
も
が
思
い
描
き
、
ま
た
悩
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
日
本
の
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
と
か
、
独
自
の
倫
理
学
を
唱
え
た
和
辻
哲
郎
、
或
い
は
民
俗
学
の
創
始
者
と

な
っ
た
柳
田
國
男
、
そ
う
い
っ
た
人
達
も
実
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
化
と
、
日
本
古
来
の
歴
史
、
伝
統
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
如
何
に

つ
じ
つ
ま
と
い
い
ま
す
か
、
無
理
な
く
融
合
さ
せ
る
か
と
い
う
課
題
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
な
営
み
を
行
っ
た
人
達
だ
と
私
は

思
い
ま
す
。

北
一
輝
も
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
非
常
に
こ
う
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
捉
え
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
少
な
く

と
も
、
そ
の
思
想
家
と
し
て
歩
み
始
め
た
時
点
で
は
、
西
田
幾
多
郎
と
か
和
辻
哲
郎
、
柳
田
國
男
と
い
っ
た
人
達
と
、
同
じ
思
想
史
の
延

長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
間
違
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
近
代
日
本
の
知
識
人
が
取
り
組
む
べ

き
テ
ー
マ
と
取
り
組
ん
だ
思
想
家
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
、
近
代
と
伝
統
が
融
合
し
た
人
間
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
、
例
え
ば
、
西
田
幾
多
郎
な
ら
、
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
、

と
い
う
表
現
で
表
そ
う
と
し
、
和
辻
哲
郎
は
間
柄
的
存
在
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
を
提
唱
し
ま
し
た
。
柳
田
國
男
は
、
民
俗
学
と
い
う
方

法
を
用
い
て
、
近
代
の
日
本
、
日
本
人
が
近
代
化
を
遂
げ
な
が
ら
、
真
に
守
る
べ
き
も
の
、
日
本
ら
し
さ
と
い
う
も
の
を
追
求
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。



─ ─

そ
う
い
う
、
人
間
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
、
北
一
輝
の
場
合
は
純
正
社
会
主
義
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
従
っ
て
、
北
に
お
い
て
は
、
社
会

主
義
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
理
念
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
説
い
た
も
の
な
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
自
己
の
思
想
を
構
築
し
た
北
一
輝
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
頃
の
北
は
、
非
常
に
穏
健
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
も
う
日
本
は
、
法
理
論
上
は
社
会
主
義
国
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
で
は
経
済
上
の
社
会
主
義
を
達
成
す

れ
ば
事
足
り
る
と
、
そ
れ
が
北
の
、
明
治
維
新
の
総
仕
上
げ
、
と
い
う
風
に
捉
え
て
い
た
の
で
す
ね
。

第
二
の
維
新
革
命
、
第
二
革
命
が
必
要
で
あ
る
と
、
た
だ
北
は
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
穏
健
な
経
済
改
革
を
唱
え
た
に
、
こ
の
時
点
で

は
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

方
法
論
的
に
も
、
選
挙
運
動
を
重
点
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
政
治
を
発
展
さ
せ
て
、
そ
の
議
会
政
治
を
通
じ
て
、
今
風
に
言

う
な
ら
ば
構
造
改
革
を
起
こ
そ
う
と
し
た
わ
け
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
穏
健
な
改
革
を
唱
え
た
に
過
ぎ
な
い
北
に
も
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
弾
圧
、
取
締
り
の
手
が
及
ん
で
き
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
で
の
変
革
、
革
命
に
展
望
を
抱
き
に
く
く
な
っ
た
北
は
、
た
ま
た
ま
、
中
国
で
清
朝
打
倒
の
烽
火
が
上
が
っ

た
辛
亥
革
命
、
こ
れ
に
期
待
を
し
ま
す
。
日
本
の
革
命
は
さ
て
置
い
て
、
中
国
で
ち
ょ
う
ど
新
し
い
国
家
を
作
ろ
う
と
い
う
革
命
運
動
、

だ
っ
た
ら
そ
の
勢
い
に
乗
じ
て
、
そ
の
余
波
を
日
本
に
も
及
ぼ
す
と
い
う
形
で
、
日
本
の
革
命
運
動
、
新
し
い
革
命
運
動
を
起
こ
そ
う

じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
北
は
辛
亥
革
命
に
参
加
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
革
命
に
よ
っ
て
強
大
化
さ
れ
た
中
国
、
そ
の
中
国
の
影
響
で
第
二
の
維
新
革
命
を
成
し
遂
げ
た
日
本
、
こ
の
両
国
が
連
携

し
て
、
ア
ジ
ア
の
盟
主
と
な
っ
て
欧
米
列
強
に
対
抗
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
ア
ジ
ア
解
放
、
ア
ジ
ア
主
義
の
考
え
方
を
持
つ
に
至

り
ま
し
た
。
そ
の
体
験
を
も
と
に
書
か
れ
た
の
が
、
北
の
二
番
目
の
著
書
で
あ
る
『
支
那
革
命
外
史
』
と
い
う
本
で
す
。

こ
の
本
に
は
、
法
華
経
の
影
響
が
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
『
支
那
革
命
外
史
』
は
、
当
初
は
日
本
政
府
要
人
へ
の
建
白
書
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
北
一
輝
は
、
こ
の
『
支
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那
革
命
外
史
』
は
、「
大
正
安
国
論
」
で
あ
る
、
つ
ま
り
『
立
正
安
国
論
』
を
鎌
倉
幕
府
に
献
上
し
て
国
家
諌
暁
を
し
よ
う
と
し
た
日
蓮

聖
人
に
自
分
を
な
ぞ
ら
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
随
所
に
、
法
華
経
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
て
、
ち
ょ
う
ど
北
一
輝
が
、
法
華
経
信
仰

に
入
っ
た
時
期
と
も
相
俟
っ
て
、
法
華
経
の
影
響
が
最
も
色
濃
く
出
て
い
る
の
が
こ
の
『
支
那
革
命
外
史
』
で
す
。

年
代
的
に
言
え
ば
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の
一
月
か
ら
北
は
法
華
経
を
唱
え
始
め
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
『
支
那

革
命
外
史
』
の
執
筆
中
で
す
。

そ
う
い
う
北
を
、
法
華
経
信
仰
に
導
き
ま
し
た
の
は
、
永
福
（
え
い
ふ
く
）
寅
造
、
な
が
ふ
く
寅
造
と
読
む
の
で
し
ょ
う
か
、
ち
ょ
っ

と
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
人
物
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

北
は
、
こ
の
人
を
お
経
の
先
生
と
言
っ
て
慕
っ
て
い
た
よ
う
で
し
て
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
上
海
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
た
際

に
は
、
真
っ
先
に
こ
の
永
福
寅
造
を
訪
ね
て
お
り
ま
す
。

こ
の
永
福
に
つ
い
て
は
私
も
色
々
調
べ
た
の
で
す
が
、
詳
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
当
時
、
大
正
時
代
の
中

頃
、
東
京
の
今
の
青
山
辺
り
に
住
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
、
強
い
霊
感
の
持
ち
主
で
、
柳
田
國
男
な
ど
に
も
注
目
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
、
な
ど
は
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
柳
田
國
男
も
民
俗
学
の
立
場
で
、
民
間
信
仰
研
究
の
テ
ー
マ
と
し
て
こ
の
永
福
に
着
目
し
て
い
た
ら

し
い
ん
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
巷
の
拝
み
屋
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
巷
の
拝
み
屋
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
永
福

寅
造
と
北
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
法
華
経
信
仰
に
入
っ
て
い
っ
た
北
で
す
が
、
こ
の
頃
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
法
華
経
を
、
当
時
の
皇
太
子
、
後

の
昭
和
天
皇
に
献
上
し
た
り
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
大
正
九
年
三
月
の
こ
と
で
す
が
、
勿
論
一
介
の
活
動
家
に
過
ぎ
な
か
っ
た

北
が
、
そ
ん
な
皇
太
子
に
接
近
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
仲
介
を
し
た
人
物
が
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
仲
介
を
し
た
人
物

が
小
笠
原
長
生
海
軍
中
将
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
小
笠
原
に
つ
い
て
は
、
ち
ょ
っ
と
皆
さ
ん
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
皇
道
仏
教
行
道
会
の
問
題
で
す
ね
。
行
道
会
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が
宗
義
擁
護
連
盟
と
対
立
し
て
、
こ
の
両
者
が
い
っ
た
ん
手
打
ち
を
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
に
、
行
道
会
と
擁
護
連
盟
の
仲
を
取
り
持
っ

た
の
が
こ
の
小
笠
原
長
生
な
の
で
す
。
海
軍
中
将
で
子
爵
、
爵
位
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
大
正
時
代
の
頃
に
は
、
東
宮
御
学
問
所
と

い
う
、
皇
族
方
が
初
等
教
育
を
受
け
る
学
校
で
す
ね
、
皇
居
の
中
に
あ
っ
た
学
校
、
そ
こ
の
先
生
を
し
て
い
た
方
で
す
。

北
一
輝
は
、
こ
の
小
笠
原
長
生
と
非
常
に
仲
が
良
く
て
、
ま
た
こ
の
小
笠
原
も
法
華
経
信
者
な
の
で
す
ね
。
示
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
法

華
経
の
信
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
縁
で
も
っ
て
、
当
時
の
皇
太
子
、
後
の
昭
和
天
皇
に
法
華
経
を
献
上
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。

つ
ま
り
、
北
に
と
っ
て
は
、
当
時
天
皇
と
い
う
の
は
変
革
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
な
ん
と
か
し
て
皇
族
を
自
分
の
革

命
運
動
に
引
き
込
も
う
と
い
う
策
略
も
あ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
の
精
神
的
な
支
え
を
、
や
は
り
法
華
経
に
求
め
た
と
い
う
こ
と

は
、
こ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
見
て
取
れ
ま
す
。

こ
の
法
華
経
の
献
上
に
対
し
て
は
、
宮
内
省
か
ら
正
式
に
受
領
証
が
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
献
上
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
法
華
経
信
仰
に
入
っ
た
北
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
辛
亥
革
命
の
経
験
を
抜
き
に
、
北
の
法
華
経
信
仰
の
度
合
い
の
深
さ

と
い
う
の
は
語
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
、
北
は
結
局
挫
折
す
る
の
で
す
ね
。

辛
亥
革
命
の
後
、
中
国
は
清
朝
の
専
制
政
治
を
倒
し
て
中
華
民
国
と
い
う
、
ア
ジ
ア
で
最
初
の
共
和
国
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で

す
が
、
そ
の
成
果
は
、
中
国
の
そ
の
当
時
の
保
守
勢
力
、
軍
閥
等
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
て
、
必
ず
し
も
北
が
願
っ
て
い
た
方
向
に
は
、
革

命
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
辛
亥
革
命
の
一
番
の
指
導
者
で
あ
っ
た
孫
文
自
身
が
亡
く
な
る
時
に
、
革
命
未
だ
成
ら
ず
と
い
う
言
葉

を
遺
言
と
し
て
遺
し
て
い
ま
す
ね
。

と
同
時
に
、
日
本
政
府
は
、
北
自
身
が
本
来
、
そ
の
革
命
、
変
革
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
祖
国
日
本
も
、
こ
の
中
国
の
革
命
と
連
携

す
る
ど
こ
ろ
か
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
倣
っ
て
、
ま
す
ま
す
帝
国
主
義
路
線
を
歩
も
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
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と
、
先
ほ
ど
か
ら
説
明
し
て
ま
い
り
ま
し
た
資
本
主
義
の
浸
透
に
伴
う
、
国
民
の
不
安
感
の
増
大
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
中
に
広
ま
り

つ
つ
あ
っ
た
天
皇
幻
想
、
つ
ま
り
天
皇
を
こ
の
不
安
感
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
守
護
神
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
国
民
意
識
の
広

が
り
、
そ
こ
か
ら
北
は
非
常
に
こ
う
、
一
種
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。
中
国
の
革
命
に
期
待
し
た
け
れ
ど
も
駄
目
、

従
っ
て
、
そ
の
余
波
を
か
っ
て
日
本
で
も
何
と
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
も
ど
う
も
望
み
な
し
、
そ
の
絶
望
の
中
で
北
一
輝
は
、
敢
え

て
、
日
本
に
お
け
る
革
命
の
具
体
的
な
計
画
プ
ラ
ン
と
し
て
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
と
い
う
革
命
綱
領
を
書
く
わ
け
で
す
。

そ
こ
に
お
い
て
北
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
と
軍
事
独
裁
に
よ
る
国
家
改
造
を
唱
え
だ
し
た
の
で
す
。
初
期
の
頃
は
、
議
会
政
治
に
よ
る
平
和

革
命
思
想
を
唱
え
た
の
に
、
こ
の
頃
に
は
、
そ
ん
な
も
の
は
捨
て
去
っ
て
、
単
純
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
独
裁
権
力
に
よ
っ
て
、
い
わ

ば
、
強
力
な
権
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
革
命
を
行
う
と
い
う
方
針
に
変
換
し
た
わ
け
で
す
。

そ
の
、
現
状
に
対
す
る
絶
望
感
の
中
で
、
北
が
現
実
の
革
命
勢
力
と
し
て
頼
っ
た
の
は
、
軍
隊
で
し
た
。
そ
の
こ
と
が
後
の
二
・
二
六

事
件
に
繋
が
っ
て
い
く
、
北
と
青
年
将
校
、
軍
人
と
の
繋
が
り
に
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
す
が
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
北
は
、
ま
す
ま
す

法
華
経
信
仰
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
て
、
そ
れ
は
、
非
常
に
呪
術
的
な
色
彩
を
強
め
て
い
っ
て
、
や
が
て
そ
の
法
華
経
を
唱
え
て
い
る
う

ち
に
神
が
か
り
的
境
地
に
陥
っ
て
、
そ
う
い
う
神
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
日
記
に
記
し
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
の
日

記
が
今
日
、『
霊
告
日
記
』
と
い
う
形
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
従
来
こ
の
北
の
法
華
経
信
仰

と
い
う
も
の
は
、
と
も
す
れ
ば
思
想
的
な
理
論
構
築
を
放
棄
し
た
、
退
廃
的
と
か
否
定
的
に
称
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
北
が
法
華
経
信
仰
に
の
め
り
こ
む
に
至
っ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
北
が
そ
の
当
時
の
日
本
の
歩
み
と
共
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
に
着
目
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

何
故
な
ら
、
そ
の
当
時
の
北
の
置
か
れ
て
い
た
立
場
、
哲
学
的
に
い
え
ば
北
の
実
存
で
す
ね
。
そ
の
実
存
が
、
正
に
『
改
造
法
案
』
を

書
か
せ
た
動
機
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
今
日
に
ま
で
続
く
日
中
関
係
の
難
し
さ
と
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

当
時
の
日
本
と
中
国
が
非
常
に
微
妙
な
、
難
し
い
関
係
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
難
し
い
問
題
に
北
は
、
自
分
自
身
の
人
生
を
重
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ね
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
唯
一
の
手
段
と
し
て
、
北
は
法
華
経
の
動
機
、
法
華
経
信
仰
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
と

い
う
こ
と
が
、
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
に
『
支
那
革
命
外
史
』
の
中
に
あ
る
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
は
、
北
の
祖
国

日
本
に
対
す
る
絶
望
か
ら
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
し
て
、
ま
た
更
に
時
期
か
ら
見
て
、
北
の
法
華
経
信
仰
の
根
底
に
終
生
、
巣
食
い
続
け

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
北
の
、
日
本
や
中
国
に
対
す
る
絶
望
感
、
そ
こ
か
ら
発
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
法
華
経
の
地
涌
の
菩
薩
等
の
具
体
的
記
述
に
仮
託

し
て
、
自
分
自
身
を
表
現
す
る
と
共
に
、
自
分
の
置
か
れ
た
立
場
と
い
う
も
の
を
正
当
化
し
て
い
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
、
信
仰
者
と
し

て
は
純
粋
な
方
向
に
向
か
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
傍
か
ら
見
れ
ば
、
非
常
に
狂
信
的
な
方
向
に
向
か
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
ね
。

た
だ
、
北
が
法
華
経
信
仰
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
、
こ
の
思
想
遍
歴
、
こ
れ
は
、
近
代
の
日
本
の
歴
史
、
近
代
の
日
本
人
の
歩
み
の

難
し
さ
を
表
す
も
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
久
野
収
と
い
う
、
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
哲
学
者
が
い
ま
し
て
、
北
一
輝
の
思
想
的
な

営
み
を
、
近
代
日
本
人
の
原
哲
学
と
い
う
べ
き
も
の
が
そ
こ
に
は
あ
る
と
久
野
収
氏
は
評
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
正
に
、
当
時
の
北
が

陥
っ
て
い
っ
た
絶
望
感
、
そ
れ
が
近
代
日
本
の
ア
ポ
リ
ア
に
そ
の
ま
ま
重
な
り
合
っ
た
、
そ
う
い
う
意
味
で
確
か
に
、
北
の
当
時
の
生
き

方
、
法
華
経
信
仰
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
思
想
は
近
代
日
本
人
の
原
哲
学
、
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
た
だ
北
の
場
合
は
、
そ

れ
を
普
遍
的
な
理
論
へ
と
、
つ
ま
り
今
日
、
語
ら
れ
る
よ
う
な
哲
学
み
た
い
な
形
に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
分
自
身
の
主
観
の
中

で
、
よ
り
至
高
な
も
の
、
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
へ
と
自
己
同
一
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
そ
の
営
み

こ
そ
が
、
法
華
経
の
読
誦
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
よ
り
至
高
な
も
の
、
そ
れ
は
法
華
経
の
中
に
出
て
く
る
、
具
体
的
に
言
え
ば
地
涌
の
菩
薩
、
特
に
上
行
菩
薩
、
北
は
『
支
那
革
命

外
史
』
で
も
自
分
を
上
行
菩
薩
に
重
ね
合
わ
せ
る
記
述
を
何
度
も
し
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
中
国
の
革
命
も
、
ま
さ
に
、
こ
の
地
涌
の
菩

薩
の
出
現
と
捉
え
て
そ
の
よ
う
に
書
い
て
お
り
ま
す
。
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だ
い
た
い
法
華
経
の
信
者
と
い
う
の
は
、
石
原
莞
爾
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
社
会
の
動
き
や
世
界
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
法
華
経
の
記

述
に
そ
の
ま
ま
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
語
っ
て
し
ま
う
、
こ
れ
こ
そ
が
、
法
華
経
の
予
言
通
り
で
あ
る
み
た
い
な
言
い
方
を
す
る
傾
向

が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
北
も
ま
た
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
紛
う
こ
と
な
き
法
華
経
の
信
者
で
は
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
北
を
、
近
代
日
本
に
お
け
る
法
華
経
信
仰
の
一
形
態
と
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
観
、
歴
史
の
流
れ
と
法
華
経
の
記
述

と
を
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
経
文
の
読
み
込
み
方
と
い
う
の
は
、
正
に
、
近
代
の
日
本
と
い
う
も
の
が
抱
え
て
い
た
困
難
さ

の
一
種
の
現
れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

北
の
歴
史
観
、
こ
れ
は
当
初
の
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
の
頃
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
北
は
天
則
、
天
に
則
る
、
天
則
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
北
の
歴
史
観
と
い
う
の
は
結
局
、
こ
の
世
の
中
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
知
恵
、
人
智
で
は
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
天
の
動
き
に
よ
っ
て
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
宿
命
論
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
実

は
、
こ
れ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
な
の
で
す
。

た
だ
、
北
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
天
則
と
い
う
一
種
の
歴
史
哲
学
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
を
哲
学
と
し
て
、
理
論
的
に
発
展
さ
せ
る
こ

と
を
せ
ず
に
、
た
だ
た
だ
、
法
華
経
の
信
仰
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
の
内
面
に
引
き
込
も
う
と
い
う
形
で
、
特
に
表
現
す
る
こ
と
な
く
、

自
分
の
中
で
昇
華
し
よ
う
と
努
め
て
い
っ
た
、
そ
う
い
う
、
姿
勢
が
晩
年
の
北
一
輝
に
は
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
、
北
の
法
華
経
信
仰
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
時
に
、
近
代
に
お
け
る
そ
の
法
華
経
と
い
う
も
の
が
果
た
し
た
役
割
と
い
い

ま
す
か
、
近
代
日
本
人
が
法
華
経
と
い
う
お
経
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
そ
の
一
つ
の
例
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は

考
え
て
お
り
ま
す
。

甚
だ
発
表
の
よ
う
な
発
表
で
は
な
い
よ
う
な
、
最
後
の
ほ
う
も
支
離
滅
裂
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
皆
さ
ん
も
大
変
お
聞
き
苦
し
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

最
後
に
一
つ
だ
け
、
ま
と
め
的
な
も
の
で
す
が
、
熱
心
な
法
華
経
信
者
で
あ
っ
た
北
一
輝
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
、
北
一
輝
は
他
に
イ
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ス
ラ
ム
教
に
も
か
な
り
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
す
ね
。

こ
れ
は
今
ま
で
の
北
一
輝
の
研
究
の
中
で
は
余
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
最
近
関
心
を
寄
せ
ら
れ
始
め
ま
し
た
。

明
治
か
ら
昭
和
二
十
年
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
日
本
人
の
ム
ス
リ
ム
で
、
有
賀
文
八
郎
と
い
う
人
が
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
人
は
日
本

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
運
動
の
先
駆
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
ま
す
。

北
は
こ
の
有
賀
文
八
郎
と
、
実
は
仲
が
良
か
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
辛
亥
革
命
の
時
期
、
北
が
法
華
経
信
仰
に
入
り
始
め
た
時
期
と

重
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
当
時
、
有
賀
文
八
郎
は
、
イ
ス
ラ
ム
信
仰
の
傍
ら
実
業
家
と
し
て
成
功
し
て
い
ま
し
て
、
辛
亥
革
命
の
孫
文

等
に
も
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
勿
論
革
命
の
資
金
援
助
を
行
う
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
金
額
を
出
し
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
ん
な
外
国
人
の
革
命
家
の
た
め
に
ぽ
ん
と
大
枚
を
払
う
と
も
思
え
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
は
北
一
輝
を
通
じ
て
そ
う
い
う
支
援
が
行

わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
有
賀
と
北
一
輝
は
、
そ
れ
だ
け
親
し
く
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

『
支
那
革
命
外
史
』
や
『
日
本
改
造
法
案
』
に
は
、
法
華
経
や
日
蓮
に
関
す
る
記
述
と
共
に
、
イ
ス
ラ
ム
へ
の
言
及
も
散
見
さ
れ
ま

す
。そ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
今
申
し
述
べ
て
き
た
北
一
輝
の
法
華
経
信
仰
を
、
個
人
的
な
信
仰
と
し
て
と
同
時
に
、
文
明
史
論
的

な
、
つ
ま
り
西
欧
近
代
と
の
対
決
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ば
精
神
的
な
拠
り
所
、
日
本
と
中
国
が
欧
米
列
強
、
西
欧
の
近
代
化
文
明

と
対
決
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
世
界
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
対
極
軸
の
一
つ
の
拠
り
所
と
し
て
、
仏
教
、
特
に

法
華
経
、
或
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

雑
駁
な
発
表
で
大
変
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
ま
と
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


