
わ
た
し
た
ち
と
宗
教

林

研

こ
ん
に
ち
は
。
今
回
の
講
座
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
林
で
す
。
今
日
は
、
現
代
の
日
本
に
暮

ら
し
て
い
る
私
た
ち
が
、
宗
教
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
関
係
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
結
構
多
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
実
は

そ
う
で
も
な
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
お
伝
え
し
た
い
の
は
、
ず
ば
り
、「
宗
教
は
決
し
て
特

別
な
も
の
で
は
な
く
て
、
人
は
誰
し
も
宗
教
的
な
も
の
と
関
わ
り
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
宗
教
を
勉
強
す
る
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
で

す
が
、
人
が
誰
し
も
宗
教
的
な
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
宗
教
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
を
知

る
と
い
う
こ
と
に
直
結
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
宗
教
に
つ
い
て
勉
強
す
る
と
か
、
知
る
と
い
う
こ
と
は

大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。

今
日
の
話
題
で
す
け
れ
ど
も
、
前
半
で
は
「
宗
教
へ
の
誤
解
と
日
常
の
な
か
の
宗
教
」
に
つ
い
て
お
話
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し
し
ま
す
。
日
本
で
は
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
か
な
り
誤
解
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ

れ
が
実
際
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
丁
寧
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
じ
ゃ
あ
宗
教
は

本
来
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
宗
教
を
定
義
す
る
の
は
極
め
て
難

し
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
ど
ん
な
定
義
を
し
て
み
て
も
、
現
実
の
宗
教
は
そ
こ
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
、
あ

る
い
は
溢
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
ビ
シ
ッ
と
、
き
っ
ち
り
定
義
す
る
こ
と
は
本
当
に
難

し
い
ん
で
す
。
た
だ
、
固
有
の
特
性
か
ら
宗
教
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
す
の
で
、
今
回
は
三
つ
の

角
度
か
ら
、
宗
教
と
は
、
と
い
う
話
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
話
を
進
め
ま
す
。

後
半
で
は
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ヘ
ル
ス
と
宗
教
」
と
い
う
こ
と
で
、
誰
も
が
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な

い
、
健
康
・
医
療
の
問
題
に
宗
教
が
関
わ
っ
て
く
る
、
と
い
う
お
話
を
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
特
に
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ヘ
ル
ス
に
注
目
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ヘ
ル
ス

の
意
味
に
つ
い
て
は
後
半
で
詳
し
く
説
明
を
し
ま
す
。

宗
教
へ
の
誤
解

で
は
、
前
半
の
「
宗
教
へ
の
誤
解
と
日
常
の
な
か
の
宗
教
」
と
い
う
話
で
す
。
ま
ず
現
代
の
日
本
人
に
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と
っ
て
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
ん
で
す
ね
。
も
っ
と
言
え
ば
非
常
に
良

く
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
宗
教
は
自
分
に
関
係
な
い
も
の
だ
、
こ
う
思
っ
て
い
る
人
は
結
構

多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
怖
い
・
危
な
い
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
。
こ
れ
も
、
何
か
染
み
つ
い
て
し

ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
時
代
遅
れ
。
宗
教
と
い
う
と
昔
の
も
の
で
、
だ
ん

だ
ん
な
く
な
っ
て
き
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
将
来
に
は
関
係
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
と
思
う

ん
で
す
が
、
こ
れ
も
実
は
誤
解
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
三
つ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
丹
念

に
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
。

宗
教
は
自
分
に
関
係
な
い
も
の
？

ま
ず
一
番
目
、
宗
教
は
自
分
に
関
係
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
で
す
。
現
代
の
日
本
に
は

「
自
分
は
無
宗
教
」
と
言
う
人
が
多
い
。
こ
れ
は
実
際
そ
う
で
す
ね
。「
あ
な
た
の
宗
教
は
何
で
す
か
」
と

聞
か
れ
た
ら
「
い
や
、
特
に
な
い
で
す
」
っ
て
い
う
の
が
普
通
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
そ
れ
は
本
当
に
宗
教
と
関
係
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
、
事
実
と
し

わたしたちと宗教
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て
、
自
覚
的
に
特
定
の
宗
教
を
信
仰
す
る
人
は
少
な
い
で
す
。「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
」
と
か
、「
仏
教
徒

で
す
」
と
、
は
っ
き
り
言
う
人
は
少
な
い
。
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
人
口
全
体
の
割
合
だ
と
か
な
り
少
な

い
。
た
だ
、
自
分
の
宗
教
を
言
え
な
い
人
も
、
日
常
生
活
の
中
で
は
宗
教
的
な
感
覚
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
ん
で
す
。
た
い
て
い
の
人
は
、
宗
教
的
な
活
動
を
す
る
こ
と
に
特
に
抵
抗
を
持
つ
こ
と
は
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
む
し
ろ
楽
し
む
こ
と
も
多
い
。
宗
教
的
と
い
う
自
覚
が
あ
ま
り
な
い
と
い
う
の
も
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
神
社
で
お
祭
り
が
あ
る
、
こ
れ
を
宗
教
的
だ
か
ら
嫌
だ
と
言
う
人
は
あ
ま
り
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
お
祭
り
は
神
社
で
や
っ
て
い
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
神
事
で
す
の
で
、
宗
教

的
な
活
動
で
す
。
で
も
、
自
然
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
結
婚
式
も
た
い
て
い
の
場

合
、
宗
教
が
絡
ん
で
い
ま
す
。
最
近
で
は
宗
教
的
な
要
素
を
入
れ
ず
に
結
婚
式
を
す
る
人
も
い
ま
す
け
れ

ど
、
そ
れ
で
も
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
式
の
結
婚
式
が
今
で
も
人
気
が
高
く
て
、
そ
れ
を
良
い
雰
囲
気
の
も

の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
式
と
言
っ
た
時
点
で
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
属
す
る

も
の
だ
と
は
っ
き
り
知
っ
て
い
る
、
ま
た
自
分
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
自
然
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
宗
教
性
を
持
っ
て
い
る
の
が
日
本
人
で
す
。

年
中
行
事
で
も
、
日
本
人
は
い
ろ
い
ろ
と
宗
教
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
バ
レ
ン
タ
イ
ン
や
ク
リ
ス
マ
ス

が
宗
教
的
な
も
の
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
、
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宗
教
的
な
起
源
を
持
つ
行
事
な
の
で
、
広
い
意
味
で
宗
教
行
事
に
入
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
初
詣
と
か
、

お
彼
岸
、
お
盆
…
…
は
、
か
な
り
宗
教
的
な
匂
い
が
入
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か

る
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ご
く
自
然
に
行
事
に
参
加
し
て
、
楽
し
む
と
ま
で
は
言
わ
な
く
て
も
当

た
り
前
に
「
そ
う
い
う
も
の
」
だ
と
思
っ
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
活
動
を
わ
ざ
わ
ざ
拒
む
こ
と
も
な
い
。

日
本
人
は
「
特
定
の
宗
教
を
選
択
し
な
い
」
の
が
特
徴
で
す
。
つ
ま
り
、「
自
分
は
こ
の
宗
教
を
選
ぶ
」

と
い
う
こ
と
を
し
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、
い
ろ
ん
な
宗
教
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
宗
教
的
な
活
動
を
す
る

こ
と
自
体
は
わ
り
と
好
き
だ
と
言
え
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
欧
米
だ
と
、「
自
分
は
無
宗
教
だ
」
と
言
う
人

は
、
宗
教
行
事
を
あ
え
て
無
視
す
る
、
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
多
く
の
日
本
人
は
、
無
宗

教
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
宗
教
行
事
が
あ
っ
た
ら
自
然
に
そ
れ
に
参
加
す
る
、
そ
れ
が
わ
り
と
楽
し
か
っ
た

り
も
す
る
、
と
い
う
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
、
宗
教
に
対
す
る
一
貫
性
の
な
い
態
度
は
「
無
自
覚
の
宗
教
性
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
特
に
神
や
仏
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
て
も
、
漠
然
と
し
た
自
己
を
超
え
た
も
の
と
の

つ
な
が
り
の
感
覚
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
こ
の
「
自
己
を
超
え
た
も
の
」
は
、
神
や
仏
だ
け
じ
ゃ
な

く
て
、
自
然
と
か
、
大
い
な
る
存
在
と
か
、
法
則
と
か
で
も
い
い
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
大
き
な
も
の

と
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
わ
り
と
持
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
お
寺
や
神
社
に
行
く
と
、
何
と
な
く

わたしたちと宗教

１７７



そ
う
い
う
も
の
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
な
、
厳
粛
な
気
分
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
境
内
に
行

く
く
ら
い
で
は
な
ら
な
く
て
も
、
例
え
ば
、
お
寺
の
本
堂
に
入
っ
て
法
要
す
る
と
か
、
神
社
で
祈
祷
し
て

も
ら
う
の
に
中
に
上
が
っ
た
り
す
る
と
、
や
は
り
そ
こ
で
は
厳
粛
な
気
分
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

が
、
そ
の
人
が
持
っ
て
い
る
宗
教
性
の
現
れ
で
す
。
だ
か
ら
、
普
段
、
お
寺
や
神
社
に
行
っ
て
何
か
を
す

る
と
い
う
こ
と
を
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
で
認
識
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
宗
教
的
な
感
覚
は
十
分
味
わ
っ

て
い
る
人
が
多
い
ん
で
す
。

こ
こ
で
、「
宗
教
と
は
何
か
」
の
第
一
番
目
、「
聖
」
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
聖
」
は
宗
教

の
本
質
概
念
と
も
言
わ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
で
は
世
界
を
「
聖
」
と
「
俗
」
の
二
つ
に
分
け
る

ん
で
す
ね
。
空
間
と
時
間
を
区
切
っ
て
切
り
替
え
る
と
い
う
感
じ
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
一
種
の
二

元
的
世
界
観
が
宗
教
の
特
徴
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
寺
、
神
社
、
教
会
…
…
と
言
っ
た
場
所
は
、

「
聖
」
と
「
俗
」
を
空
間
的
に
区
切
っ
て
、
聖
な
る
場
所
を
作
り
ま
す
。
儀
式
も
、
そ
の
儀
式
の
間
は
聖

な
る
時
間
で
あ
る
と
、
時
間
を
区
切
っ
て
「
聖
」
と
「
俗
」
を
分
け
て
い
ま
す
。

「
聖
」
の
定
義
も
難
し
い
で
す
。「
聖
」
と
は
何
か
と
言
わ
れ
て
説
明
で
き
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
と
思

い
ま
す
が
、「
人
智
を
超
え
た
も
の
と
の
交
流
の
感
覚
を
伴
っ
て
い
る
」、
さ
っ
き
の
大
い
な
る
も
の
と
の

繋
が
り
の
感
覚
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
は
言
え
ま
す
。
こ
の
「
聖
」
の
感
覚
は
、
定
義
で
き
な
く
て
も
、

１７８



何
と
な
く
こ
う
い
う
も
の
だ
と
分
か
る
人
は
多
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。「
聖
」
と
言
わ
れ
て
「
あ
あ
、

こ
う
い
う
感
じ
ね
」
と
分
か
る
人
は
す
で
に
、
宗
教
的
な
人
だ
と
言
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
大
部
分
の
人

間
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
的
で
な
い
人
も
い
る
し
、
そ
れ
も
構
わ
な
い
ん
で
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

多
く
の
人
は
「
聖
」
の
感
覚
を
自
分
の
中
に
持
っ
て
い
る
宗
教
的
な
人
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
多

く
の
人
は
宗
教
と
無
関
係
で
は
な
く
、
日
常
で
も
そ
う
い
う
感
覚
を
持
ち
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で

す
。

宗
教
は
危
な
い
／
怖
い
？

さ
て
二
番
目
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。「
宗
教
は
危
な
い
／
怖
い
？
」。
ま
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
宗
教
」

と
「
宗
教
組
織
／
宗
教
団
体
」
の
区
別
が
大
事
で
す
。「
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と
」
と
「
宗
教
団
体
に
加

入
す
る
こ
と
」
は
明
ら
か
に
別
で
す
。
こ
こ
を
区
別
し
な
い
で
捉
え
る
人
が
現
代
日
本
で
は
多
い
で
す
。

混
同
さ
れ
が
ち
な
ん
で
す
。
多
く
の
人
が
「
宗
教
は
怖
い
」
と
思
う
の
は
、
宗
教
団
体
の
こ
と
で
す
よ

ね
。
あ
る
人
が
「
神
様
を
信
じ
て
い
る
」
と
言
っ
て
も
怖
い
と
は
思
わ
な
い
。
危
な
い
こ
と
を
す
る
の
は

宗
教
団
体
で
あ
っ
て
、
宗
教
を
信
仰
す
る
個
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
実
際
に
は
、
団
体
に
所
属
し

わたしたちと宗教
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な
い
で
宗
教
的
な
行
為
を
す
る
人
も
少
な
く
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
神
社
や
お
寺
に
行
っ
て
、
手
を
合
わ
せ

る
、
何
か
を
祈
る
、
願
う
…
…
こ
と
自
体
が
宗
教
的
な
行
為
で
す
し
、
瞑
想
も
心
身
を
落
ち
着
け
る
の
に

良
い
と
い
う
こ
と
で
健
康
法
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
伝
統
的
な
宗
教
の
技
法

な
の
で
、
あ
る
種
宗
教
的
行
為
だ
と
言
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
宗
教
的
な
行
為
は
普
通
の
人
も
や
っ
て
い

る
し
、
個
人
で
も
や
っ
て
い
る
。
ま
た
、
神
様
や
仏
様
を
信
じ
る
と
い
う
人
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず

し
も
組
織
に
属
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
す
よ
ね
。
日
本
で
は
む
し
ろ
こ
の
ケ
ー
ス
が
多
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
神
様
を
信
じ
て
い
る
人
も
、
信
じ
て
い
る
か
ら
宗
教
団
体
に
加
入
し
よ
う
と
行
動
を

起
こ
す
人
は
あ
ま
り
い
な
い
。
団
体
に
入
ら
な
い
宗
教
的
な
人
は
わ
り
と
い
る
は
ず
な
ん
で
す
。

そ
こ
で
、「
宗
教
と
は
何
か
」
の
二
つ
目
、「
神
的
な
存
在
と
の
内
面
的
な
関
わ
り
」
で
す
。
人
間
の
歴

史
と
し
て
見
れ
ば
、
宗
教
は
も
と
も
と
、
社
会
に
根
付
い
て
い
て
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
育
つ
か
ら
自
然
に

信
じ
な
が
ら
共
同
体
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
み
ん
な
が
宗
教
的
な
活
動
を
し
て
い
る
か
ら
一
緒
に
し
て
い

る
、
こ
れ
が
普
通
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
近
代
以
降
は
、
わ
り
と
個
人
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
、
宗
教

を
、
儀
式
や
形
式
の
面
よ
り
も
個
人
の
内
面
に
求
め
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
団
体
や
組
織

が
必
ず
し
も
宗
教
の
本
質
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
真
剣
に
信
仰
す
る
た
め
に

は
、
や
は
り
一
人
で
は
限
界
も
あ
り
ま
す
し
、
間
違
っ
た
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
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で
、
組
織
に
属
し
た
方
が
い
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
組
織
が
不
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
組
織
に
入
る
こ
と
が
宗
教
だ
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
に
な
る
の
で
、
そ
こ
を
ち

ょ
っ
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、「
怖
い
、
危
な
い
」
は
宗
教
組
織
の
こ
と
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
宗
教
組
織
が

怖
い
と
か
危
な
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
、
伝
統
的
な
大
き
な
教

団
は
詐
欺
的
で
も
暴
力
的
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
危
な
い
宗
教
は
、
比
較
的
、
出
来
て
か
ら
年

数
の
浅
い
、
新
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
新
宗
教
も
み
ん
な
が
危
な
い
の
で
は
な
く

て
、
全
く
無
害
な
新
宗
教
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
部
の
宗
教
団
体
、
宗
教
組
織
が
危
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
危
な
い
と
い
う
の
は
、
宗
教
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
性
質
で
は
な
く
て
、
そ
の
組

織
の
特
性
な
ん
で
す
ね
。
組
織
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
問
題
が
あ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
学

校
で
も
、
部
活
で
も
、
会
社
で
も
。
ど
う
い
う
組
織
で
も
、
時
に
犯
罪
的
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
特
に
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
権
威
や
支
配
力
が
強
い
場
合
に
問
題
を
起
こ
し
や
す
い
。
宗

教
団
体
は
カ
リ
ス
マ
的
な
人
物
が
い
た
り
す
る
の
で
、
そ
の
人
を
み
ん
な
で
崇
め
た
り
し
て
、
危
な
い
タ

イ
プ
の
組
織
に
な
り
が
ち
な
傾
向
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ
は
、
宗
教
自
体
の
性
質
と
は
違

い
ま
す
の
で
、
そ
こ
は
区
別
し
て
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

わたしたちと宗教
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そ
し
て
、
宗
教
が
「
怖
い
、
危
な
い
」
と
言
わ
れ
る
時
に
、
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
も
よ
く

言
わ
れ
ま
す
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
権
威
の
中
で
考
え
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
し
ま
う
、
信
じ
る
よ
う

に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
宗
教
が
接
近
し
や
す
い
傾
向
は
あ
る
も
の
の
、
宗
教
だ
け
の

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
振
り
込
め
詐
欺
は
、
意
図
的
に
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
技
法
を

使
っ
て
い
ま
す
。
電
話
で
少
し
話
し
た
だ
け
で
相
手
を
取
り
込
む
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
宗
教

と
は
全
く
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
陰
謀
論
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
今
現
在
、
社
会
は
い
ろ
い

ろ
と
不
安
定
で
、
不
安
も
大
き
い
で
す
よ
ね
。
社
会
が
不
安
定
な
時
は
人
の
心
も
不
安
に
な
り
や
す
い
の

で
、
歴
史
的
に
は
そ
う
い
う
時
期
に
新
し
い
宗
教
が
で
き
て
盛
り
上
が
る
傾
向
に
あ
る
ん
で
す
が
、
今
、

あ
ま
り
宗
教
は
盛
り
上
が
っ
て
い
な
く
て
、
そ
の
変
わ
り
に
陰
謀
論
の
勢
い
が
す
ご
く
な
っ
て
い
ま
す
。

陰
謀
論
は
、
特
に
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
は
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
「
バ
ズ
る
」
と
い
う

こ
と
を
目
的
に
、
デ
マ
や
フ
ェ
イ
ク
が
飛
ば
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
的
な
技

法
が
使
わ
れ
て
、
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
構
造
自
体
は
同
じ
で
す
ね
。
そ
れ
に
集
団
で
だ
ん
だ
ん
染
ま
っ

て
い
く
。
一
つ
の
組
織
に
近
い
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
ま
で
は
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
宗
教
が
や
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
陰
謀
論
の
隆
盛
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
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マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
ど
こ
に
で
も
あ
っ
て
、
宗
教
も
そ
こ
に
絡
む
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
。「

怖
い
、
危
な
い
」
宗
教
と
い
う
と
、
今
、
旧
統
一
教
会
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
旧
統
一
教
会
は
、

日
本
で
一
般
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
構
合
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
宗

教
研
究
者
の
目
か
ら
見
る
と
、
全
く
、
宗
教
ら
し
く
な
い
宗
教
な
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
さ
っ
き
も
言

っ
た
「
聖
」
で
す
。
大
い
な
る
も
の
へ
の
信
仰
が
、
旧
統
一
教
会
の
、
特
に
幹
部
の
人
た
ち
に
は
全
然
見

え
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
大
い
な
る
も
の
へ
の
信
仰
は
人
間
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
人
間
な

ん
て
所
詮
こ
の
程
度
だ
か
ら
、
謙
虚
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
の
が
宗
教
の
基
本
的
な
性
質
と
し
て
あ

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
団
体
に
は
そ
の
性
質
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
で
は
な
い
と
は
言
え
な
い

で
す
、
宗
教
法
人
で
す
し
ね
。
で
も
、
宗
教
の
組
織
と
し
て
の
悪
い
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
た
よ
う
な
、

そ
ん
な
存
在
に
見
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
旧
統
一
教
会
を
宗
教
の
典
型
の
よ
う
に
思
う
の
は
間
違
い
で

す
。
実
際
の
宗
教
の
本
質
と
は
か
な
り
外
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
難
し
い
の
は
オ
ウ
ム
真
理
教
の
ケ
ー
ス
で
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教
は
、
確
か
に
宗
教
ら
し
い
宗
教

な
ん
で
す
。
そ
れ
で
い
て
非
常
に
危
険
な
存
在
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
危
険
な
宗
教
が
存
在
す
る

こ
と
自
体
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
に
取
り
込
ま
れ
な
い
た
め
に
も
、
宗
教
に

わたしたちと宗教
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つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
人
の
心
が
不
安
な
時
は
、
人
間
誰
し
も
が
持
っ
て
い
る
宗
教
性

が
動
か
さ
れ
や
す
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
宗
教
性
に
、
危
険
な
宗
教
は
付
け
込
ん
で
く

る
。
そ
れ
に
取
り
込
ま
れ
な
い
た
め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
と
、
あ
ら
か
じ
め
、
自
分
の
中
に
宗

教
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。「
自
分
は
宗
教
に
は
関
係
な
い
」
と
思
っ

て
い
る
人
ほ
ど
、
上
手
く
勧
誘
さ
れ
る
と
危
な
い
宗
教
に
取
り
込
ま
れ
か
ね
な
い
。
自
分
の
中
の
宗
教
性

と
ど
う
や
っ
て
付
き
合
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
か
、
あ
ら
か
じ
め
意
識
し
て
い
る
人
は
、
簡
単
に
は
変
な
宗

教
に
捕
ま
り
に
く
く
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
伝
統
的
な
宗
教
を
勉
強
す
る
意
義
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
決

し
て
宗
教
と
は
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
で
も
敢
え
て
宗
教
と
は
関
係
な
く
生
き
て
い
く
の

か
、
あ
る
い
は
宗
教
の
良
い
と
こ
ろ
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
な
が
ら
生
き
て
い
く
の
か
、
そ
れ
を
考
え
た

こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
も
大
分
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
、
宗
教
に
は
危
な
い
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
宗
教
自
体
が
本
質
的
に
危
な
い
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
。

１８４



宗
教
は
時
代
遅
れ
？

次
に
、「
宗
教
は
時
代
遅
れ
か
？
」
に
つ
い
て
で
す
。
今
現
在
、
世
界
の
大
多
数
の
人
は
何
ら
か
の
宗

教
を
信
じ
て
い
ま
す
。
日
本
に
住
ん
で
い
る
と
感
覚
と
し
て
忘
れ
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
、
世
界
で
は
宗
教

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
す
。
世
界
人
口
の
約
１
／
３
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
ま
す
し
、

約
１
／
４
が
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
、
そ
の
他
の
宗
教
で

す
。
そ
れ
を
全
部
含
め
る
と
世
界
人
口
の
八
〇
％
以
上
の
人
た
ち
が
何
ら
か
の
宗
教
を
信
じ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
今
現
在
、
宗
教
は
あ
っ
て
当
た
り
前
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人
の
感
じ
方
が
世
界
か
ら
見
る
と

例
外
的
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、「
あ
な
た
の
宗
教
は

何
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
ら
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
答
え
る
人
が
半
分
以
上
い
る
ん
で
す
ね
。
宗
教
を
聞

か
れ
て
「
無
宗
教
」
だ
と
答
え
る
人
は
日
本
が
飛
び
抜
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
他
の
先
進
国
で
も
見
ら
れ

な
い
現
象
で
す
。
日
本
人
は
外
国
の
人
と
会
っ
て
も
、
相
手
が
宗
教
を
持
っ
て
い
な
い
と
思
い
が
ち
で
す

よ
ね
、
自
分
が
持
っ
て
い
な
い
か
ら
。
で
も
外
国
の
人
は
結
構
な
割
合
で
宗
教
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。

た
だ
、
先
進
国
の
大
都
市
圏
に
住
ん
で
い
る
人
は
、
宗
教
と
関
わ
り
な
く
生
き
て
い
る
人
の
割
合
が
多
く

わたしたちと宗教
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な
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
日
本
に
来
る
人
は
宗
教
を
持
っ
て
い
な
い
人
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
留
学
生
に
出
会
っ
て
も
そ
の
人
が
宗
教
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
あ
ま
り
受
け
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
先
進
国
の
大
都
市
圏
に
限
ら
れ
ま
す
。
世
界
的
に
宗
教
は
常

識
の
範
囲
内
な
の
で
、
そ
の
こ
と
は
意
識
し
て
お
か
な
い
と
ト
ラ
ブ
ル
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
外
国
の
人

と
交
流
し
て
理
解
を
深
め
合
う
時
に
、
宗
教
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、
今
現
在
、
宗
教
は
衰
退
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
見
て
み
ま
す
。
世
界
の
人
口
が
増
え

て
い
る
の
で
宗
教
人
口
自
体
は
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
人
口
で
割
っ
た
増
加
率
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ

ど
増
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な
ど
の
伝
統
的
な
宗
教
は
ほ
ぼ
横
這
い

で
す
。
で
も
決
し
て
衰
退
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
場
合
は
率
で
見
て
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
宗
教
が
衰
退
し
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
事
実
に
反
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
状
況
を
指
し
て
、「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
世

ま
で
は
ど
の
世
界
で
も
、
社
会
は
宗
教
と
政
治
が
一
緒
だ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
近
代
以
降
、
だ
ん

だ
ん
宗
教
の
影
響
が
退
い
て
い
っ
て
、
宗
教
と
関
係
な
く
社
会
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
っ
て
、
最
後
に
宗
教
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が

「
世
俗
化
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
国
際
政
治
の
状
況
を
見
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て
も
、
宗
教
の
影
響
力
は
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
む
し
ろ
高
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ

て
す
ぐ
、
ア
メ
リ
カ
で
同
時
多
発
テ
ロ
が
起
き
て
、
一
気
に
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
対
立
構
造
が

見
え
て
き
ま
し
た
。
実
際
に
は
、
あ
の
出
来
事
は
宗
教
戦
争
と
言
え
る
ほ
ど
宗
教
が
主
要
因
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
大
統
領
選
挙
の
た
び
に
宗
教
票
が
話
題
に
な
る
ん
で
す
ね
。
信
仰
の

強
い
人
た
ち
の
選
択
が
国
の
方
向
性
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
宗
教
は
か
な

り
政
治
に
関
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
政
治
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
際
情
勢
に
も
関
わ

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
状
況
な
の

で
、
宗
教
が
時
代
と
共
に
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
こ
そ
が
、
む
し
ろ
二
十
世
紀
的
で
時
代
遅
れ
だ

と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
宗
教
は
衰
退
し
な
い
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

明
確
な
理
由
が
分
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
次
の
こ
と
が
関
係
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
宗
教
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
の
三
つ
目
で
す
。
宗
教
は
、「
救
済
」
や

「
救
い
」
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
あ
る
意
昧
で
、
人
が
宗
教
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
帰
依
す
る
の
は
、
救
済

を
得
る
た
め
と
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
宗
教
の
目
的
と
も
言
え
る
の
が
救
済
で
す
。
そ
こ
で
、
宗
教
の

わたしたちと宗教
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救
済
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
ち
ょ
っ
と
詳
し
く
見
て
お
き
ま
す
。

救
済
に
も
い
ろ
い
ろ
種
類
が
あ
り
ま
す
。
パ
ッ
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
死
後
の
救
済
で
す
。
死

ん
だ
後
に
天
国
と
か
浄
土
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
安
ら
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
、
現
世
利

益
。
お
祈
り
を
す
る
こ
と
で
願
い
が
叶
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
、
そ
の
ま
ま
、

す
っ
と
信
じ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。「
信
じ
る
」
と
い
う
態
度
と
か
「
救
済
」
の
現
象
と
い
う

の
は
、
必
ず
し
も
物
理
現
象
で
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
一
般
の
人
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
了
解
し
に
く

い
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
は
宗
教
に
詳
し
い
人
で
な
い
と
納
得
し
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
三
つ

目
に
「
心
理
的
な
救
済
」
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
に
よ
っ
て
心
の
充
実
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
信

じ
難
く
は
な
い
で
す
よ
ね
。
こ
れ
が
説
得
力
を
持
つ
の
は
、
そ
う
い
う
宗
教
経
験
が
現
実
に
あ
る
か
ら
で

す
。
神
や
仏
、
超
自
然
的
存
在
と
出
会
っ
て
、
人
格
が
ガ
ラ
ッ
と
変
化
し
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
人
が
イ
キ

イ
キ
と
生
き
て
い
く
。
そ
う
い
う
出
会
い
が
事
実
と
し
て
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
な
ん
と
も
言
え
ま
せ
ん

が
、
少
な
く
と
も
本
人
が
主
観
的
に
、
そ
う
い
う
も
の
と
出
会
っ
た
と
認
識
し
て
い
て
、
実
際
に
生
き
方

も
変
わ
る
。
そ
う
い
う
宗
教
経
験
を
得
た
人
が
、
他
の
人
に
比
べ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る

と
傍
目
か
ら
見
え
た
な
ら
、「
宗
教
っ
て
本
当
か
な
」
っ
て
な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
本
当
か
な
と
思
わ

な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
宗
教
っ
て
す
ご
い
な
と
い
う
感
じ
は
受
け
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
人
生
に
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苦
悩
が
つ
き
も
の
で
あ
る
限
り
、
宗
教
を
求
め
る
人
が
い
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
は
、
自
分
に
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
誰
し
も
宗
教
性
を
持
っ
て
い
る
、
宗
教
そ

れ
自
体
は
決
し
て
危
な
い
も
の
で
は
な
い
、
時
代
遅
れ
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
少
し
で
も
分
か
っ
て

も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は

こ
こ
か
ら
後
半
の
テ
ー
マ
に
入
り
ま
す
。
誰
に
で
も
関
わ
り
の
あ
る
「
健
康
」
や
「
医
療
」
と
宗
教
と

の
関
係
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ヘ
ル
ス
と
宗
教
」
で
す
。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ヘ
ル
ス
」
自
体
が
ま
ず
ピ
ン
と

来
な
い
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
は
近
年
、
医
療
の
現
場
で
も
注
目
さ
れ
て
き

て
い
ま
す
。
ま
ず
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
「
健
康
」
の
概
念
を
、「
肉
体
的
」「
精
神
的
」「
社
会
的
」
に
良
好
な
状

態
、
と
定
義
し
て
い
ま
す
が
、
一
九
九
八
年
に
、
こ
れ
に
も
う
一
つ
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
（
霊
性
的
）」

を
加
え
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
ん
で
す
。
実
際
に
は
、
そ
こ
で
採
択
に
い
た
る
こ
と
は
な
く
、
現
在
ま
で

実
際
に
健
康
の
概
念
に
入
っ
て
は
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
継
続
的
に
議
論
は

わたしたちと宗教
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進
ん
で
い
ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
健
康
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
は
不
可
欠
だ
と
い
う
見
方
を
し
始
め
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
医
療
の
業
界
で
話
題
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
と
い
う

言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
語
話
者
に
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
英
語
の
辞
書
で
見

る
と
、「
精
神
的
な
、
霊
的
な
、
崇
高
な
…
…
」
と
あ
っ
て
、
か
な
り
違
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
訳
語
が
並
ん

で
い
ま
す
。
ま
た
さ
ら
に
、
カ
タ
カ
ナ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
も
日
本
で
は
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
霊
的
存
在
、
前
世
、
オ
ー
ラ
…
…
と
い
っ
た
心
霊
主
義
的
な
も
の
、
超
自
然

的
な
出
来
事
と
関
係
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
本
来
の
意
味
は
必
ず
し

も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
検
討
す
る
の
は
超
自
然
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、

医
療
や
学
問
の
場
面
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
議
論
の
中
か
ら
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
の
意
味
を
取
り
だ
し
て
み
ま
し
た
。

自
然
界
に
物
質
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
心
に
わ
き
起
こ
る
気
高
い
観
念
領
域
に
属
す

る
。

人
間
の
「
生
」
の
全
体
像
を
構
成
す
る
一
因
。
生
き
て
い
る
意
味
や
目
的
に
つ
い
て
の
関
心
や
懸
念

と
関
わ
る
こ
と
が
多
い
。
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ち
ょ
っ
と
堅
苦
し
い
言
い
方
で
ピ
ン
と
来
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
、
物
質
的
な
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
語
の
カ
タ
カ
ナ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
は
、
何
か
物
質
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
干

渉
し
て
き
そ
う
で
す
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
あ
く
ま
で
も
観
念
上
の
レ
ベ
ル
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
生
き
て
い
る
意
味
や
目
的
に
つ
い
て
の
関
心
に
関
わ
る
。
こ
れ
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
中
心
的
な
モ

チ
ー
フ
に
な
り
ま
す
。
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ヘ
ル
ス
は
、
そ
の
よ
う
な

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
健
康
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
身
を
超
え
た
次
元
、
よ
り
深
い
部
分
の
健
康
、
と

言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
「
心
」
も
物
質
的
な
レ
ベ
ル
で
は
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
と

ど
う
違
う
の
か
と
言
う
と
、
心
に
関
し
て
は
「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」
と
い
う
領
域
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
は
社
会
的
適
応
が
目
標
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
日
々
を
健
康
的
に
生
活
で
き
る
か
ど

う
か
。
毎
日
、
学
校
や
会
社
に
通
っ
て
、
社
会
生
活
を
し
て
、
人
間
関
係
も
上
手
く
い
っ
て
…
…
、
と
な

れ
ば
、
こ
の
人
は
メ
ン
タ
ル
は
健
康
だ
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
で
も
、
実
は
そ
の
内
面
で
は
、「
人

生
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
」「
自
分
が
何
の
た
め
に
こ
こ
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」「
自
分
は
一
体
何
な

ん
だ
ろ
う
」
と
非
常
に
空
し
い
思
い
で
暮
ら
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
で
は
ア
プ
ロ
ー
チ
の
し
よ
う
が
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
部
分
が
充
実
し
て
い
な
い
と
人
は
健
康

だ
と
言
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
を
拾
い
上
げ
る
の
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

わたしたちと宗教
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・
ヘ
ル
ス
と
い
う
概
念
に
な
り
ま
す
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア

こ
う
い
う
こ
と
は
、
普
段
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
ま
せ
ん
。
無
自
覚
に
生
活
を
し
て
い
る
も
の
な
ん
で
す

が
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
が
は
っ
き
り
自
覚
さ
れ
る
場
面
が
、
人
生
を
支
え
て
き
た
生
き
る
意

味
や
目
的
が
、
病
や
死
の
接
近
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
経
験
す
る
、「
全
人
的
苦
痛
」
が
あ
る
場
合
で
す
。

つ
ま
り
、
大
き
な
病
気
を
す
る
と
か
、
死
ぬ
こ
と
が
分
か
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
。
こ
う
い
う
時
に
、
今
ま

で
の
人
生
は
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
生
き
て
き
た
意
味
は
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
突
然
襲
い

か
か
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
」
と
い
う
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
病

気
に
な
っ
た
時
、
つ
ま
り
入
院
患
者
さ
ん
に
起
こ
り
が
ち
な
の
で
、
医
療
場
面
で
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・

ペ
イ
ン
と
、
そ
れ
に
対
し
て
ケ
ア
を
試
み
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
」
が
、
近
年
、
話
題
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

典
型
的
に
は
終
末
期
医
療
の
場
面
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
に
も
、
医
療
ケ
ア
全
般
に
関
わ
っ

て
き
ま
す
し
、
障
碍
者
、
犯
罪
被
害
者
、
自
殺
志
願
者
な
ど
に
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
す
。
生
き
る
目
的
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や
意
味
を
見
出
せ
な
い
苦
悩
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
み
ん
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
と
言
え
る
だ
ろ
う

と
、
そ
う
い
う
議
論
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
本
当
に
死
が
迫
っ
て
、
生
き
る
意
味
が
分
か
ら
な
い
極
め

て
重
大
な
場
面
と
、
普
通
に
暮
ら
し
て
い
る
け
れ
ど
も
毎
日
が
空
虚
だ
と
い
う
程
度
の
差
は
あ
る
と
思
い

ま
す
が
。

で
は
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
区
別

す
る
こ
と
は
で
き
る
ん
で
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
考
慮
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
宗
教

は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
隣
接
領
域
で
、
親
和
性
が
高
い
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
仏
教
の
テ
ー
マ
は
ま
さ
に
「
苦
」
で
す
。「
苦
」
と
は
一
体
何
な
の
か
、

そ
れ
と
ど
う
や
っ
て
付
き
合
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
が
根
本
原
理
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他
の
宗

教
も
含
め
て
で
す
が
、
宗
教
は
基
本
的
に
、
生
き
る
こ
と
に
意
味
づ
け
を
行
う
機
能
を
果
た
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
神
や
仏
と
の
関
係
性
の
中
に
自
分
が
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
観
を
作
っ

て
い
る
の
が
宗
教
で
す
。
宗
教
は
生
き
る
こ
と
の
意
味
に
直
結
し
て
い
ま
す
。
宗
教
が
な
く
て
も
生
き
る

こ
と
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
人
は
い
ま
す
し
、
宗
教
が
不
可
欠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
宗
教
と
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
非
常
に
親
和
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
医
療
は
科
学
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
科
学
的
じ
ゃ
な
い
話
を
し
て
い
る
な
と
思
う

わたしたちと宗教
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人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
宗
教
と
科
学
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
き
ま

す
。
宗
教
と
科
学
の
問
題
は
、
私
が
専
門
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
非
常
に
興
味
深
い
領
域
な
ん
で
す
。

ご
く
簡
単
に
言
っ
て
お
き
ま
す
と
、
世
間
で
は
、
宗
教
は
科
学
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
思
う
人
が

わ
り
と
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
も
実
際
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。
科
学
は
も
と
も
と
、

物
理
現
象
に
限
っ
て
探
求
す
る
活
動
で
す
。
物
理
的
な
事
実
関
係
を
解
き
明
か
す
の
が
科
学
で
、
そ
こ
か

ら
は
み
出
し
た
も
の
は
最
初
か
ら
扱
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
宗
教
が
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
も
と

も
と
科
学
が
無
視
し
て
い
る
も
の
な
の
で
、
宗
教
が
科
学
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
論

上
不
可
能
と
言
え
る
ん
で
す
。
科
学
が
扱
っ
て
く
れ
な
い
も
の
を
変
わ
り
に
宗
教
が
扱
っ
て
い
る
、
科
学

と
宗
教
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
だ
か
ら
、
宗
教
が
物
理
的
事
実
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
こ
と
は
結
構
間
違
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
昔
か
ら
伝
統
的
に
言
っ
て
き
た
も
の
が
科

学
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
た
ら
、「
あ
あ
、
そ
う
か
」
と
、
そ
こ
は
納
得
す
る
べ
き
で
す
し
、
科
学
の
方
は
、

も
と
も
と
無
視
し
て
き
た
領
域
で
、
宗
教
が
伝
統
的
な
蓄
積
の
中
か
ら
何
か
言
っ
て
く
れ
る
な
ら
、「
そ

う
い
う
考
え
方
が
あ
る
ん
だ
」
と
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
相
補
的
な
関
係
に
あ
る

と
言
え
る
ん
で
す
ね
。
科
学
の
目
的
は
事
実
解
明
に
限
定
さ
れ
て
、
意
味
や
目
的
に
つ
い
て
は
何
も
言
う

こ
と
が
で
き
な
い
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
意
味
や
目
的
が
テ
ー
マ
に
な
る
の
で
、
科
学
的
な
医
療
と
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し
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
は
宗
教
的
な
領
域
の
方
が
接
近
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

緩
和
ケ
ア
と
宗
教

大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
ま
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
悩
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

も
っ
と
も
ケ
ア
が
必
要
で
、
実
際
に
実
践
も
さ
れ
て
い
る
の
は
緩
和
ケ
ア
の
場
面
で
す
。
治
療
が
不
可
能

で
、
死
ぬ
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
病
気
に
伴
う
心
と
体
の
痛
み
を
和
ら
げ
る
。
患
者
と
そ

の
家
族
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（Q

uality
of
Life

）
を
改
善
す
る
。「
心
の
痛
み
」
は
医
学
的
治
療
の
対
象
で
は
な
い

の
で
、
そ
れ
を
改
善
す
る
の
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
で
す
。
こ
れ
は
今
、
実
際
に
医
療
に
組
み
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
宗
教
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
か
ら
見
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

緩
和
ケ
ア
を
行
う
場
所
と
し
て
主
に
ホ
ス
ピ
ス
が
あ
り
ま
す
。
ホ
ス
ピ
ス
の
源
流
は
、
中
世
キ
リ
ス
ト

教
修
道
院
に
設
け
ら
れ
た
巡
礼
者
の
宿
泊
施
設
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
の
近
代
ホ
ス
ピ
ス
は
一
九

六
七
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。「
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ホ
ス
ピ
ス
」
と
い
う
超
教
派
の
キ
リ
ス

わたしたちと宗教
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ト
教
財
団
で
す
。
で
す
か
ら
ホ
ス
ピ
ス
は
も
と
も
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
の
元
に
誕
生
し
た
施
設
で
し

た
。
今
は
仏
教
版
の
ホ
ス
ピ
ス
も
あ
り
ま
す
。「
ビ
ハ
ー
ラ
」
と
い
う
、
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
語
で
「
安
住

・
休
養
の
場
所
」
と
い
う
意
味
の
終
末
期
ケ
ア
の
施
設
で
す
。
仏
教
は
も
と
も
と
「
老
・
病
・
死
」
を
課

題
と
し
て
き
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
の
苦
悩
に
答
え
る
た
め
に
、
医
療
・
介
護
と
い
っ
た
社
会
福

祉
の
各
分
野
と
連
携
を
進
め
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
実
際
に
関
与
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
欧
米
で
は
も
と
も
と
医
療
の
場
面
に
宗
教
者
が
関
与
す
る
伝
統
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
チ
ャ

プ
レ
ン
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
病
院
や
学
校
、
軍
隊
な
ど
の
施
設
で
働
く
聖
職
者
の
こ
と
で
す
が
、
欧
米

の
ホ
ス
ピ
ス
に
は
通
常
、
こ
の
チ
ャ
プ
レ
ン
が
常
駐
し
て
い
ま
す
。
ど
こ
の
病
院
に
で
も
チ
ャ
プ
レ
ン
が

い
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
終
末
期
医
療
の
施
設
に
は
基
本
、
チ
ャ
プ
レ
ン
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
さ
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
に
対
す
る
ケ
ア
を
、
宗
教
的
に
行
う
専
門
家
が
い
る
わ
け
で

す
。日

本
で
は
、
チ
ャ
プ
レ
ン
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
非
常
に
少
な
い
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
系

の
病
院
に
し
か
い
ま
せ
ん
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
今
、「
臨
床
宗
教
師
」
と
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い
う
人
た
ち
が
い
ま
す
。
日
本
で
も
宗
教
的
ケ
ア
の
専
門
家
の
養
成
・
配
置
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
こ
れ
は
国
と
い
う
よ
り
は
、
東
北
大
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。
東
日
本
大

震
災
を
き
っ
か
け
に
、
宗
教
的
ケ
ア
の
専
門
家
が
日
本
に
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
東
北
大
学
に
養
成

コ
ー
ス
が
で
き
た
ん
で
す
。
臨
床
宗
教
師
に
な
る
人
は
、
も
と
も
と
宗
教
者
の
人
で
す
。
僧
侶
だ
っ
た

り
、
牧
師
さ
ん
だ
っ
た
り
、
シ
ス
タ
ー
だ
っ
た
り
、
が
養
成
コ
ー
ス
を
受
け
て
、
資
格
を
取
っ
て
、
日
本

各
地
の
病
院
で
仕
事
を
し
て
い
く
。
実
際
に
「
な
り
た
い
」
と
言
っ
て
講
座
に
通
う
人
は
多
い
よ
う
で

す
。臨

床
宗
教
師
は
、
特
定
の
宗
教
の
立
場
で
ケ
ア
を
行
う
の
で
は
な
く
て
、
個
別
宗
教
に
対
し
て
は
中
立

的
な
立
場
で
い
ま
す
。
布
教
や
教
義
の
押
し
つ
け
を
し
な
い
、
傾
聴
と
対
話
に
基
づ
く
ケ
ア
を
行
う
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
定
の
宗
教
を
除
い
て
果
た
し
て
宗
教
的
ケ
ア
が
で
き
る
の
か
、
と
思
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
宗
教
は
、
ど
の
宗
教
で
あ
っ
て
も
共
通
し
て
「
目
に
見
え
る
世
界
の
裏
に
目
に
見
え

な
い
世
界
が
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
理
的
世
界
だ
け
が
世
界
で
は

な
く
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
観
念
の
レ
ベ
ル
の
も
の
も
実
在
で
あ
る
よ
う
な
感
覚
、
も
っ
と
広
い
世
界

が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
中
で
は
、「
死
」
も
決
し
て
「
虚
無
」
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を

世
界
観
全
体
を
通
し
て
表
現
で
き
る
、
そ
れ
が
宗
教
者
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
態
度
を
持
っ
て
傾

わたしたちと宗教
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聴
、
対
話
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
患
者
側
も
、
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
は
な
く
宗
教
者
だ
と
い
う
こ
と
で
相
談
す
る
内
容
が
変
わ

っ
て
き
ま
す
。
超
自
然
的
な
こ
と
を
言
っ
て
も
相
手
は
嫌
が
ら
な
い
と
思
え
る
わ
け
で
す
。
よ
り
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
な
次
元
に
対
し
て
、
遠
慮
の
な
い
対
話
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
臨
床

宗
教
師
は
こ
れ
か
ら
も
日
本
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
担
い
手
と
し
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
持
つ

と
思
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
実
際
に
は
人
数
が
ま
だ
ま
だ
足
り
て
い
ま
せ
ん
。
専
任
の
職
業
に
な
り
づ
ら
い

こ
と
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
海
外
で
は
チ
ャ
プ
レ
ン
が
職
業
と
し
て
成
立
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で

は
財
政
的
に
支
え
る
よ
う
な
団
体
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
各
病
院
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
行
う
人
を
雇

う
余
裕
が
な
か
っ
た
り
も
し
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
普
及
し
づ
ら
い
。
今
後
期
待
さ
れ
る
存
在
で
は
あ
る

も
の
の
、
こ
の
高
齢
化
社
会
の
中
で
人
数
が
十
分
足
り
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
難
し
い
問
題
で
す
。

さ
て
、
日
本
で
終
末
期
に
あ
る
人
が
、
実
際
に
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
患
者
さ
ん
も
日
本
人
な
の
で
宗
教
に
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
が

多
い
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
自
分
が
死
ぬ
こ
と
が
分
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
、「
あ
の
世
」
で
家

族
や
親
し
い
人
に
再
会
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
人
も
多
い
で
す
。
そ
こ
に
潜
在
的
な
宗
教
の
ニ
ー
ズ
が
あ

１９８



る
ん
で
す
。
看
護
師
さ
ん
か
ら
み
て
、「
終
末
期
患
者
が
宗
教
的
ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
回
答

が
九
四
％
だ
っ
た
と
い
う
調
査
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
臨
床
宗
教
師
が
も
っ
と
普
及
す
れ
ば
い
い
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
現
在
、
日
本
で
暮
ら
し
て
い
る
外
国
人
も
含
む
患
者
の
宗
教
的
ニ

ー
ズ
を
支
え
て
い
る
の
は
看
護
師
で
す
。
宗
教
的
ケ
ア
を
提
供
で
き
な
く
て
も
、
患
者
さ
ん
が
、
そ
の
人

ら
し
い
生
活
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
精
一
杯
サ
ポ
ー
ト
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
看
護
師
だ
か
ら
と
い
っ
て
宗

教
に
詳
し
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
患
者
さ
ん
の
宗

教
を
認
め
て
、
共
感
で
き
る
レ
ベ
ル
の
感
覚
を
持
っ
て
、
な
る
べ
く
偏
見
は
持
た
ず
、
宗
教
へ
積
極
的
に

関
与
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
肯
定
的
に
ケ
ア
し
て
あ
げ
ら
れ
れ
ば
と
願
い
ま
す
。

医
療
が
宗
教
か
ら
学
ぶ
こ
と

で
は
最
後
に
、
も
う
少
し
広
い
意
味
で
、
医
療
と
宗
教
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
医
療
が
宗
教
か
ら
学
ぶ
こ
と
、
と
い
う
の
が
い
く
つ
か
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
宗
教
の
健
康
観

は
基
本
的
に
全
人
的
で
す
。
人
間
全
体
を
見
る
。「
病
気
を
見
る
の
で
は
な
く
患
者
を
見
る
」
と
い
う
よ

う
な
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
見
方
を
、
も
と
も
と
宗
教
の
伝
統
的
な
健
康
観
は
持
っ
て
い
ま

わたしたちと宗教
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す
。
古
代
か
ら
宗
教
は
医
療
と
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
宗
教
の
本
の
中
に
は
健
康
や
病
気
に
つ
い
て
の
記

述
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
の
病
気
の
理
解
や
治
療
に
は
間
違
い
も
多
い
ん
で
す
が
、
健
康
の
理
解
に
つ
い

て
は
医
療
も
宗
教
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
「
身
心
一
如
」
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。
心
と
体
は
別
の
原
理
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
今
、
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
考
え

方
で
す
。
近
代
医
療
は
、
体
を
分
割
し
て
、
部
分
で
病
気
を
見
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
成
功
を
収

め
て
き
た
ん
で
す
が
、
そ
の
代
わ
り
、
患
者
さ
ん
全
体
を
見
落
と
し
が
ち
に
な
っ
て
い
る
と
、
最
近
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
部
分
で
見
る
こ
と
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
全
体
を

見
る
こ
と
を
つ
い
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
宗
教
的
な
健
康
観
は
教
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
近
年
で
は
生
命
倫
理
の
問
題
も
大
き
く
話
題
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
端
医
療
が
あ
る
か

ら
起
こ
っ
て
く
る
問
題
な
ん
で
す
よ
ね
。
生
ま
れ
て
く
る
前
の
胎
児
や
胚
に
技
術
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

て
し
ま
う
、
終
末
期
の
患
者
さ
ん
を
延
命
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
、
臓
器
を
移
植
で
き
て
し
ま
う
、

か
ら
起
こ
っ
て
く
る
問
題
で
す
。
こ
れ
は
宗
教
と
関
係
な
く
倫
理
の
問
題
で
す
け
れ
ど
、
世
俗
的
な
レ
ベ

ル
で
考
え
る
と
、
新
し
く
で
き
た
技
術
を
容
認
す
る
前
提
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
ん
で
す
。
新
し
い
技

術
が
で
き
て
、
そ
れ
に
は
こ
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
、
と
分
か
れ
ば
、
そ
れ
を
使
う
前
提
で
考
え
て
し

ま
う
。
こ
の
技
術
を
ど
う
捉
え
れ
ば
倫
理
的
な
問
題
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
か
と
、
法
律
論
に
な
り
が
ち
で
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す
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
技
術
を
使
う
こ
と
が
本
来
人
間
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
を
使

っ
た
ら
人
間
が
幸
福
に
な
れ
る
の
か
、
そ
の
本
質
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

点
、
宗
教
に
は
、
こ
の
分
野
に
示
唆
を
与
え
る
だ
け
の
知
恵
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
は
「
生
」
と

「
死
」
に
つ
い
て
の
思
索
の
蓄
積
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

ど
の
宗
教
で
も
た
い
て
い
「
生
と
死
」
は
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
代
医
療
や
世
俗
的
な
倫
理
で

は
、「
死
」
は
「
悪
」
で
あ
っ
て
、
取
り
除
き
た
い
と
考
え
る
わ
け
で
す
け
ど
、
実
際
に
「
死
」
は
取
り

除
け
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
人
に
も
必
ず
最
後
に
「
死
」
が
訪
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
ど
ん
な
現
代
医
療
を
使
っ

て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
最
初
か
ら
「
生
」
と
「
死
」
を
セ
ッ
ト
で
考
え
て
、
死

を
含
め
た
人
生
全
体
か
ら
「
い
の
ち
」
の
大
切
さ
を
考
え
て
い
く
。
宗
教
は
、「
死
」
を
極
端
に
怖
が
る

こ
と
を
し
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
関
係
な
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
。
世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
人
が
い
ま
す
。
死

ぬ
こ
と
を
と
て
も
怖
い
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
ケ
ロ
ッ
と
忘
れ
て
生
き
て
い

る
人
も
多
い
で
す
。
で
も
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
極
端
で
す
。
怖
い
の
は
当
然
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
感
じ
を
よ

り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
に
利
用
し
て
い
く
、
こ
れ
が
宗
教
の
知
恵
な
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
知
恵
は
、
普

段
生
き
て
い
く
上
で
使
う
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
生
命
倫
理
の
場
面
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
知
恵
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

わたしたちと宗教
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先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
き
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
無
宗
教
」
の
人
の
意
識
や
世
界
観
の
中
に
も
、
宗
教

的
な
感
覚
は
必
ず
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
感
覚
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
う
ま

く
フ
ィ
ッ
ト
す
る
よ
う
な
宗
教
思
想
の
よ
う
な
も
の
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
公
共
的
な
倫
理
を
練
り
上
げ

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
し
、
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
、
宗
教
は
、
い
つ
の
時
代
も
、
全
て
の
人
に
関
係
が
あ
る
し
、
役
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
。
簡
単
に
お
さ
ら
い
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
、
特
に
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
、
無
理
解
・
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本

来
は
誰
に
と
っ
て
も
身
近
な
も
の
で
す
。
無
宗
教
と
言
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
宗
教
と
無
関
係
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
宗
教
の
組
織
や
団
体
は
怖
い
と
か
危
な
い
と
か
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
、
人
間

は
誰
し
も
宗
教
性
を
持
っ
て
い
て
、
宗
教
的
な
行
動
を
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
は
宗
教
性
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
、
そ
の
宗
教
性
と
ど
う
や
っ
て
付
き
合
っ
て
い
く
か
、
考
え
て
も
ら

い
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
特
に
病
気
の
よ
う
な
危
機
に
際
し
て
、
死
が
迫
る
大
き
な
病
気
で
な

く
て
も
、
病
気
や
ケ
ガ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
目
指

し
て
い
る
職
業
に
つ
け
な
く
な
っ
た
り
、
ス
ポ
ー
ツ
に
人
生
を
か
け
て
い
る
人
が
突
然
で
き
な
く
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
大
き
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
が
や
っ
て
き
ま
す
が
、
人
生
を
ど
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う
捉
え
直
し
た
ら
い
い
か
考
え
る
時
に
、
や
は
り
宗
教
は
大
い
に
役
立
ち
、
生
き
る
支
え
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
宗
教
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
少
し
触
れ
て
み
る
の

も
い
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
伝
統
宗
教
の
文
献
で
す
。
聖
書
で
も
、
お
経
の
現
代
語
訳
で
も
、
そ
う

い
う
も
の
の
中
に
は
、
た
く
さ
ん
知
恵
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、
生
き
る
意
味
や
目
的
に
関
し
て
教

え
て
く
れ
る
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
伝
統
的
な
宗
教
の
文
献
を
読
む
時
、
危
な
い
と
か
、
怖
い
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
に
接
近
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
レ
ベ
ル
で
危
機
に

陥
っ
た
時
、
宗
教
に
救
い
を
求
め
る
こ
と
は
決
し
て
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
有
益
な
こ
と
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
宗
教
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

今
日
の
お
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

わたしたちと宗教
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