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一
　
は
じ
め
に

　『
鈴
木
大
拙
全
集
』（
第
二
十
二
巻
）
の
「
宗
教
論
集
」
中
の
科
学

に
言
及
す
る
箇
所
に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は

大
拙
の
科
学
に
対
す
る
認
識
が
知
ら
れ
る
。
確
か
に
当
時
の
社
会
一

般
が
科
学
に
つ
い
て
同
様
の
知
見
を
持
っ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
大
拙
自
身
は
時
代
の
風
潮
や
社
会
の
常
識
と
い
っ
た
も
の
に
注

意
を
払
っ
て
い
た
面
が
あ
る
し
、
少
な
く
と
も
当
時
の
知
識
人
に
は

類
似
し
た
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
期
と
い
う
日
本
近

代
の
黎
明
期
に
生
き
て
、
時
代
を
担
っ
た
人
々
の
思
索
を
再
評
価
す

る
こ
と
は
、
新
し
い
時
代
精
神
を
模
索
す
る
上
で
参
考
と
な
ろ
う

し
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
科
学
が
及
ぼ
す
影
響
が
益
々
増
大
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
当
時
の
人
々
の
科
学
認
識
と
そ

の
対
立
軸
と
し
て
の
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
大
拙
の
発
言

を
こ
の
際
再
考
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
で
も
、
大
拙
の
生
き
た
時
代
と
現
代
で
は
大
い
に
相
違
の
あ

る
点
に
は
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
近
年
の
科
学
技
術
の

長
足
の
発
展
と
社
会
の
制
度
的
構
造
的
変
化
の
著
し
さ
は
両
者
が
密

接
な
連
関
を
持
つ
ゆ
え
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た

点
に
も
言
及
し
つ
つ
本
論
の
考
察
を
進
め
る
。

二
　
科
学
・
技
術
に
つ
い
て
の
理
解
と
問
題
意
識

　
ま
ず
、
科
学
の
社
会
へ
の
浸
透
状
況
に
つ
い
て
は
「
科
学
が
果
た

し
て
宗
教
を
脅
威
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
と
し
て

宗
教
と
科
学
技
術

│
│
鈴
木
大
拙
の
思
索
を
手
掛
か
り
に
│
│

岡
　
　
島
　
　
秀
　
　
隆
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も
、
近
代
人
は
何
事
を
話
す
に
も
科
学
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
行
か

な
い
の
で
あ
）
1
（
る
」
と
云
わ
れ
、
更
に
次
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
。

　
　
　
科
学
は
元
来
知
識
の
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
時
を
経
る
に

従
っ
て
特
定
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
科
学
は
そ

れ
ぞ
れ
に
或
る
限
ら
れ
た
事
実
の
観
測
か
ら
始
め
ら
れ
、
そ
れ

ら
の
間
に
発
見
せ
ら
れ
る
一
般
性
の
法
則
の
研
究
で
あ
る
と
云

う
こ
と
に
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
…
…
固
よ
り
学
者
の
手
を

離
れ
た
と
云
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
科
学
は
普
通
一
般
の
人
々

の
日
常
生
活
に
深
く
烈
し
く
入
り
込
ん
で
来
た
の
で
あ
）
2
（

る
。

　
こ
こ
に
は
科
学
が
事
実
の
観
測
か
ら
一
般
法
則
を
発
見
す
る
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
科
学
の
方
法
論
に
関
す
る
初
歩
的
だ

が
正
確
な
理
解
と
科
学
が
日
常
生
活
に
否
応
な
く
入
り
込
ん
で
く
る

様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
そ
の
科
学
の
社
会
お
よ
び

時
代
へ
の
影
響
を
政
治
や
戦
争
と
い
っ
た
一
層
深
刻
な
問
題
と
関
連

付
け
た
議
論
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
今
ま
で
は
、
人
道
と
か
宗
教
と
か
云
う
も
の
の
面
か
ら
見
て

戦
争
防
止
策
を
講
じ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
騒
い
だ
が
、
そ
れ
よ

り
も
さ
き
に
、
科
学
技
術
の
面
か
ら
、
物
理
学
的
に
、
戦
争
が

自
ら
中
止
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

科
学
が
科
学
だ
け
に
止
ま
る
間
は
、
人
間
が
自
然
界
に
対
し
て

持
ち
得
べ
き
知
識
の
躍
進
と
云
う
こ
と
で
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

人
間
も
そ
れ
で
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
、
更
に
宇
宙
の
各
方
面
に

向
っ
て
、
未
探
検
の
神
秘
を
発
か
ん
と
す
る
冒
険
心
に
鞭
打
つ

と
云
う
こ
と
で
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
は
こ
の

知
識
に
技
術
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
科
学
は
人
間
生

活
以
上
に
実
際
化
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
ま
で
は
自
然

力
に
制
せ
ら
れ
て
、
何
事
も
運
命
だ
と
か
業
報
だ
と
か
云
っ
て

諦
め
て
い
た
人
間
は
、
今
度
は
鉾
を
逆
に
し
て
自
然
力
の
駆
使

と
云
う
方
向
に
一
転
し
た
。
た
だ
自
然
に
打
ち
克
つ
と
云
う
こ

と
だ
け
で
な
く
て
、
人
間
は
そ
れ
を
自
分
等
の
欲
望
を
満
足
さ

せ
る
手
段
に
し
だ
し
た
。
集
団
的
生
活
の
全
面
に
各
種
の
福
祉

を
も
た
ら
す
施
設
を
発
明
す
る
と
云
う
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、

絶
対
主
権
を
有
つ
と
云
う
諸
国
家
間
の
闘
争
を
激
成
す
る
よ
う

な
形
勢
を
も
助
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
窮

す
る
と
こ
ろ
は
、
却
っ
て
今
や
人
類
相
互
の
殺
戮
即
ち
滅
絶
と

云
う
と
こ
ろ
に
ま
で
到
ら
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
）
3
（
る
。

　
こ
こ
に
は
科
学
が
学
問
研
究
の
領
域
外
に
影
響
力
を
持
つ
に
到
っ

て
い
る
現
状
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
影
響
力
を
産
出
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す
る
決
定
的
要
因
が
技
術
で
あ
る
こ
と
、
科
学
と
技
術
の
結
合
が
近

代
社
会
に
生
じ
た
変
化
の
最
も
大
き
な
事
態
で
あ
る
こ
と
が
叙
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
結
合
が
一
方
で
国
家
間
闘
争
を
助
長
し
、

人
類
の
存
亡
を
左
右
す
る
よ
う
な
武
力
の
道
具
を
生
み
出
す
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
時
代
の
到
来
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
は
こ

の
科
学
技
術
は
人
間
の
意
識
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
点

に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
科
学
技
術
を
手
に
入
れ
た
人
類

の
意
識
は
自
然
の
支
配
に
悲
壮
な
決
意
を
持
っ
て
立
ち
向
か
う
と
い

う
の
で
な
く
、
そ
の
手
段
を
手
に
入
れ
た
自
信
を
抱
き
つ
つ
積
極
的

に
そ
れ
に
向
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
大
拙
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

「
自
然
を
征
服
す
る
」
と
い
う
思
想
が
旺
盛
と
な
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
科
学
の
創
始
者
た
る
西
洋
民
族
は
、
東
洋
民
族
ほ
ど

自
然
に
対
す
る
宗
教
的
敬
虔
が
少
な
い
の
で
、
そ
れ
が
西
洋
に
お
い

て
殊
に
科
学
技
術
の
発
展
が
顕
著
で
あ
っ
て
、
し
か
も
科
学
技
術
の

自
然
に
加
え
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
と
す
る
分
析
も
付
加
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
東
西
比
較
は
西
洋
の
動
向
に
明
る
い
大
拙
に
し
て
俄

か
に
説
得
力
を
有
す
る
発
言
で
あ
ろ
）
4
（
う
。

　
次
い
で
、
科
学
技
術
と
人
間
意
識
の
関
係
が
考
察
対
象
に
挙
げ
ら

れ
る
。

　
　
　
科
学
と
技
術
は
、
固
よ
り
一
面
に
お
い
て
人
間
を
長
寿
な
ら

し
め
、
社
会
的
施
設
を
完
備
せ
し
め
つ
つ
あ
る
が
、
ま
た
一
方

で
は
こ
れ
に
逆
行
し
た
事
象
を
見
な
い
で
も
な
い
。
畢
竟
、
人

間
に
共
同
生
活
又
は
共
同
福
祉
と
云
う
よ
う
な
共
同
感
が
支
配

的
に
な
ら
ぬ
限
り
、
吾
等
は
個
我
の
便
利
を
第
一
に
考
え
る
慣

習
か
ら
離
れ
る
わ
け
に
行
か
ぬ
。
個
我
の
外
に
国
民
我
又
は
国

家
我
と
云
う
も
の
が
あ
る
。
今
日
で
は
、
こ
れ
が
吾
等
の
思

想
・
感
情
・
行
為
を
支
配
す
る
大
勢
力
に
な
っ
て
い
る
、
従
っ

て
科
学
と
技
術
と
は
こ
の
支
配
下
で
そ
の
威
力
を
益
々
発
揚
す

る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
戦
争
は
、
国
家
我
又
は
国
民
我
、
又
は

或
る
時
は
民
族
我
と
云
う
も
の
の
在
る
限
り
、
決
定
し
て
避
け

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
）
5
（

る
。

　
こ
こ
で
は
、
科
学
と
技
術
が
集
団
的
自
我
と
結
び
つ
き
、
そ
の
支

配
下
に
置
か
れ
た
場
合
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
別
に
次

の
よ
う
に
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
集
団
生
活
の
基
礎
は
個
人
で
あ
る
が
、
こ
の
個
人
意
識

の
裏
に
暗
影
が
あ
る
と
、
そ
れ
が
集
団
に
反
映
す
る
。「
こ
の
集
団

的
反
映
は
個
人
よ
り
遥
か
に
濃
度
を
増
す
」
の
だ
が
、
そ
れ
が
集
団

中
の
鋭
敏
な
感
性
を
持
つ
個
人
に
現
れ
る
と
、
彼
は
そ
れ
を
天
来
の
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も
の
と
思
っ
て
集
団
全
体
に
宣
伝
す
）
6
（
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
純
粋

な
科
学
性
が
こ
の
よ
う
に
群
集
心
理
的
本
能
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
る

と
ナ
チ
ス
の
惨
劇
が
起
る
。
即
ち
人
間
の
本
能
は
理
性
を
意
志
に
服

従
せ
し
め
る
の
で
あ
）
7
（
る
。
集
団
的
自
我
や
群
集
心
理
と
い
っ
た
表
現

が
強
力
な
説
得
力
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
る
現
代
人
の
感
覚
か
ら

は
、
そ
れ
ら
が
個
我
を
凌
駕
し
支
配
す
る
と
い
っ
た
状
況
は
実
感
し

に
く
い
が
、
大
拙
の
生
き
た
時
代
の
背
景
を
考
え
る
と
、
か
か
る
発

言
を
理
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
し
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
過
去

の
歴
史
的
事
実
か
ら
我
々
は
学
び
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
続
け
て
科
学
技
術
の
人
間
社
会
お
よ
び
そ
の
生
活
に
及
ぼ
す
負
の

側
面
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
　
　
近
代
生
活
の
科
学
技
術
化
と
云
う
こ
と
は
、
便
利
な
こ
と
は

固
よ
り
大
い
に
こ
れ
あ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
面
に
す
べ
て

の
物
事
が
機
械
化
し
、
組
織
化
し
、
規
格
化
し
て
、
一
定
の
標

準
で
統
制
せ
ら
れ
る
と
云
う
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
が
ま
た
善
悪

両
面
に
利
用
せ
ら
れ
）
8
（
る
。

　
社
会
の
科
学
技
術
化
が
一
概
に
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ

に
よ
っ
て
機
械
化
が
推
し
進
め
ら
れ
日
常
生
活
の
雑
事
が
効
率
よ
く

解
決
さ
れ
る
と
人
間
社
会
は
便
利
に
な
っ
た
と
評
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
機
械
技
術
力
が
信
用
を
勝
ち
取
り
、
崇
拝
さ
れ
る
一

方
で
、
そ
れ
ら
が
人
間
の
欲
望
を
目
覚
め
さ
せ
て
限
り
な
く
膨
張
さ

せ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
欲
求
を
実
現
さ
せ
て
く
れ
る
有
効
な
手

段
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
さ
れ
る
。
大
拙
は
近
代
思
潮

に
支
配
力
を
有
す
る
人
間
主
義
の
本
源
は
人
間
の
無
意
識
を
占
領
し

て
い
る
「
魔
王
的
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
元
来
混

沌
と
し
た
そ
れ
が
科
学
技
術
を
支
配
下
に
お
く
と
、
そ
の
暴
威
は
体

系
的
な
も
の
と
な
り
破
壊
的
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
り
、
度
重

な
る
世
界
大
戦
の
勃
発
は
そ
の
実
例
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
）
9
（

る
。

　
　
　
非
人
間
性
が
科
学
主
義
そ
の
も
の
に
在
る
と
云
う
わ
け
で
は

な
い
。
科
学
は
元
来
無
記
性
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
性
否

定
の
方
向
に
も
肯
定
の
方
向
に
も
ま
た
向
上
・
向
下
の
方
向
に

も
動
き
得
る
の
で
あ
る
。
但
し
科
学
す
る
人
間
そ
の
も
の
の

「
無
意
識
」
に
割
り
切
れ
ぬ
暗
影
│
│
こ
れ
は
魔
物
性
の
も
の

で
あ
る
が
│
│
が
在
る
限
り
、
科
学
意
識
は
そ
の
暗
影
を
映
す

よ
り
外
な
い
の
で
あ
）
10
（
る
。

　
科
学
技
術
そ
の
も
の
に
非
人
間
性
が
存
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
科

学
技
術
社
会
の
合
理
的
機
能
的
側
面
が
人
間
の
無
意
識
的
暗
闇
、
そ

れ
は
「
魔
王
的
な
も
の
」「
魔
性
的
な
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
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う
い
う
も
の
に
支
配
さ
れ
助
長
さ
れ
る
と
暴
威
を
振
る
う
と
言
わ
れ

る
。
こ
の
無
意
識
的
暗
闇
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
箇
所
で
は

「
魔
性
的
な
も
の
」
と
は
暗
黒
裡
で
活
躍
す
る
こ
と
を
好
む
も
の

で
、「
そ
の
正
体
は
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
、
仏
教
の
無
明
の
業
で
あ

る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
「
認
覚
」
と
「
克
服
」
が
必
要

で
あ
る
と
力
説
さ
れ
）
11
（
る
。
人
間
の
根
源
的
罪
業
（
罪
と
業
）
と
い
う

異
な
る
宗
教
的
観
念
の
共
通
点
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
は
一
考

を
要
す
る
。
例
え
ば
そ
れ
を
人
間
の
「
愚
か
さ
」
と
か
「
不
完
全

さ
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
欲
望
」

と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
か
か
る
欲
望
と
人
間
の
対
決
は
古
代

か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
近
代
科
学
技
術
社
会
は
そ
の
新
た
な
対

決
の
場
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
新
た
な

宗
教
の
役
割
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
の
本
質
に
向
け
ら
れ

た
近
代
的
問
い
か
け
を
も
含
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
大
拙
の
立
場
は

欲
望
の
克
服
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
思
潮
に
は
こ
う
し

た
欲
望
を
積
極
的
に
容
認
せ
ん
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
的
人
間
観
も
存
す

る
こ
と
を
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
対
峙
す
る
人
間
観

の
比
較
考
察
は
重
要
で
あ
る
が
、
別
に
検
討
の
機
会
を
譲
る
こ
と
と

し
た
い
。

三
　
宗
教
と
科
学
の
関
係

　
こ
の
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
前
に
大
拙
は
先
ず
、
宗
教
と
は
何

か
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
一
口
に
云
う
と
、
宗
教
と
は
人
間
を
各
種
の
奴
隷
状
態
か
ら

解
放
す
る
も
の
だ
と
、
こ
う
云
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
を
近
代
人
の
上
に
当
て
て
云
う
と
、
宗
教
は
彼
等
を
科

学
万
能
主
義
か
ら
解
放
す
る
。

　
　
　
宗
教
は
、
自
然
征
服
の
代
り
に
個
我
克
服
を
企
図
す
る
。

　
　
　
宗
教
は
、
技
術
や
機
械
の
た
め
に
駆
使
せ
ら
れ
苦
役
せ
ら
れ

る
こ
と
の
代
り
に
、
彼
等
の
桎
梏
か
ら
人
間
を
離
れ
し
め
る
。

　
　
　
宗
教
は
「
無
意
識
」
の
為
め
に
く
す
ぶ
っ
て
い
る
魔
性
の
正

体
を
引
き
ず
り
出
し
て
青
天
白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
、
即
ち
こ

れ
を
判
然
と
意
識
の
上
に
持
ち
出
し
、
さ
ら
し
出
す
と
云
う
こ

と
で
、
即
ち
こ
の
魔
物
性
を
降
伏
さ
せ
る
と
云
う
こ
と
で

あ
）
12
（
る
。

　
科
学
技
術
社
会
と
し
て
の
近
代
は
、
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
足
枷
を

生
む
こ
と
と
な
り
、
個
々
の
人
間
生
活
に
新
種
の
奴
隷
状
態
を
発
生

さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
超
克
に
力
を
発
揮
す
る
も
の
は
宗
教
を
お
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い
て
他
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
大
拙
の
固
い
信
念
と
い
え
よ

う
。
た
だ
し
、
宗
教
と
科
学
は
本
来
対
立
す
る
も
の
で
も
な
い
。

　
　
　
宗
教
は
科
学
と
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
く
世
間
で

は
、
宗
教
は
非
科
学
的
だ
と
云
う
、
ま
た
科
学
の
在
る
と
こ
ろ

に
は
宗
教
は
在
り
得
な
い
と
も
云
う
。
併
し
こ
れ
は
甚
だ
見
当

を
は
づ
れ
た
云
い
分
で
あ
る
。
何
故
か
と
云
う
に
、
宗
教
と
科

学
と
は
同
じ
平
面
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
次
元
の
違
う
も
の
を
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
わ
ん
と
す
る
の

は
、
そ
れ
こ
そ
非
科
学
的
で
あ
る
。
世
の
科
学
者
の
大
抵
は
、

科
学
を
学
ぶ
と
云
っ
て
い
て
、
科
学
を
知
ら
ぬ
科
学
者
で
あ

る
。
宗
教
者
の
中
に
も
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
態
度
を
保
持
す
る

も
の
も
あ
る
、
曰
わ
く
、
宗
教
は
科
学
と
衝
突
せ
ぬ
、
殊
に
仏

教
は
科
学
的
宗
教
だ
、
と
。
是
等
も
亦
宗
教
を
知
ら
ぬ
人
々
の

語
り
草
で
あ
）
13
（

る
。

　
こ
れ
ら
の
叙
述
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
、
少
し
詳
細

に
見
て
み
る
と
、
こ
こ
に
は
先
ず
、
宗
教
と
科
学
の
両
者
を
同
次
元

の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
の
否
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
が

全
て
非
科
学
的
だ
と
か
、
科
学
の
在
る
と
こ
ろ
に
宗
教
は
両
立
し
な

い
と
か
い
っ
た
論
理
は
確
か
に
両
者
を
同
一
次
元
で
比
較
し
た
上
で

の
二
者
択
一
的
判
断
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
科
学
と
宗
教
と
の
共
存

を
目
的
と
し
て
安
易
に
融
合
的
再
解
釈
を
行
う
こ
と
も
批
判
し
て
い

る
（
今
後
、
新
し
い
教
義
を
持
っ
た
科
学
的
宗
教
が
生
ま
れ
る
可
能

性
は
あ
ろ
う
が
、
大
拙
は
科
学
と
宗
教
を
異
質
な
も
の
と
す
る
ほ
う

が
両
者
の
た
め
に
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）。
後

半
部
分
で
は
世
の
多
く
の
科
学
者
と
宗
教
者
に
こ
れ
ら
の
見
地
に
立

つ
者
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
彼
ら
が
科
学
お
よ
び
宗
教
を
知

ら
ぬ
者
で
あ
る
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。（
だ
が
、
大
拙
も
指
摘
す
る

科
学
と
技
術
の
近
代
的
結
合
が
日
常
生
活
に
浸
透
し
て
い
る
現
状
を

考
慮
す
る
と
、
宗
教
と
科
学
・
技
術
の
両
分
野
を
同
一
次
元
で
捉
え

る
こ
と
は
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
我
々
の
生

活
世
界
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
現
実
と
い
う
次
元
が
全
て
の
出
発
点

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
現
実
が
唯
一
の
次
元
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で

は
多
様
な
分
野
が
現
実
と
い
う
同
一
次
元
の
中
で
共
存
し
、
融
合

し
、
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
の
次
元
と
い
う
表
現

が
異
分
野
と
い
う
程
度
の
意
味
と
同
義
だ
と
す
れ
ば
、
納
得
が
行

く
。）

　
　
　
宗
教
は
科
学
を
超
越
す
る
。
科
学
を
知
性
又
は
理
性
と
同
じ

も
の
に
見
て
行
け
ば
、
宗
教
は
即
ち
こ
れ
を
超
越
す
る
、
超
越
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と
は
無
関
心
の
義
で
な
い
、
ま
た
宗
教
は
科
学
や
知
性
を
関
心

の
外
に
置
く
と
云
う
こ
と
で
な
い
。
但
し
科
学
か
ら
宗
教
を
抽

き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
こ
れ
を
行
ろ
う
と
す
る
と
必

ず
無
理
が
出
来
る
。
こ
の
無
理
は
、
宗
教
を
損
ね
る
こ
と
の
代

り
に
、
却
っ
て
科
学
自
身
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
）
14
（
る
。

　
宗
教
は
科
学
を
超
越
す
る
と
い
う
。
だ
が
そ
れ
は
二
つ
の
領
域
が

互
い
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、
科
学
か
ら

宗
教
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
叙

述
に
は
大
拙
固
有
の
思
索
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
「
超
越
」
の
概
念

に
つ
い
て
は
更
に
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
る
。

　
　
　
智
性
の
本
質
は
分
別
で
あ
る
。
科
学
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
分

別
と
は
、
分
析
で
あ
る
、
解
剖
で
あ
る
、
観
測
・
比
較
で
あ

る
、
抽
象
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
科
学
の
世
界
は
千
差
万
別
の
世

界
を
予
想
す
る
。
宗
教
の
世
界
に
も
、
差
別
は
あ
る
、
分
別
も

あ
る
。
が
、
こ
の
分
別
は
無
分
別
の
分
別
で
あ
り
、
差
別
は
無

差
別
の
差
別
で
あ
る
。
多
即
一
・
一
即
多
の
世
界
が
宗
教
の
世

界
で
あ
る
。
無
差
別
と
か
無
分
別
と
か
云
え
ば
、
そ
れ
は
差
別

や
分
別
に
対
す
る
如
く
感
ぜ
ら
れ
よ
う
。（
差
別
と
分
別
と
を

区
別
し
て
説
く
こ
と
を
せ
ず
、
分
別
の
中
に
含
め
て
お
く
。）

併
し
そ
う
感
ず
る
の
は
知
性
の
立
場
か
ら
見
て
の
話
で
、
宗
教

そ
の
も
の
か
ら
は
、
無
分
別
が
そ
の
ま
ま
分
別
で
あ
る
か
ら
、

二
つ
の
も
の
を
対
立
さ
せ
て
、
そ
れ
が
両
立
す
る
と
か
し
な
い

と
か
云
う
こ
と
は
要
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
宗
教
的
認
識
論

の
性
格
で
あ
る
。「
超
越
」
は
こ
の
場
で
云
う
の
で
あ
る
。
此

点
を
呑
み
込
め
な
い
科
学
者
、
隨
っ
て
一
般
人
は
、
宗
教
を
迷

信
扱
い
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
迷
信
」
な
る
も
の

が
、
宗
教
の
名
に
よ
り
て
、
あ
ら
ぬ
方
面
に
蔓
り
出
で
ん
と
す

る
の
も
亦
是
の
故
な
の
で
あ
）
15
（

る
。

　
こ
の
引
用
箇
所
か
ら
わ
か
る
の
は
、
知
的
理
解
を
仏
教
で
は
分
別

と
も
表
現
す
る
こ
と
、
そ
の
分
別
は
科
学
の
本
質
で
も
あ
る
が
、
宗

教
的
認
識
論
で
い
う
分
別
（
差
別
）
は
そ
れ
と
異
な
る
意
味
を
持
つ

と
い
う
。
即
ち
宗
教
、
殊
に
仏
教
に
い
う
分
別
は
「
無
分
別
の
分
別

（
無
差
別
の
差
別
）」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳
細
な

解
説
は
な
い
が
、
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
宗
教
的
分
別
は
無
分
別
と

相
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
分
別
に
伴
う
知
的
判
断
（
論
理
的
分
析

や
認
識
、
解
釈
な
ど
）
以
前
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
視
点
か
ら
見
直
す

こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
よ
り
客
観
的
視
座
か
ら
鳥
瞰
・
眺
望
す

る
こ
と
と
で
も
云
お
う
か
、
し
か
も
同
時
に
、
出
来
事
を
知
的
に
把
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捉
し
て
限
定
す
る
以
前
の
矛
盾
と
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
理
解
を
含
ん
だ

ま
ま
の
状
態
で
把
持
し
つ
つ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
分
別
的

帰
結
を
も
受
容
す
る
態
度
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

　
さ
て
、
科
学
が
技
術
と
相
携
え
て
日
常
生
活
に
入
っ
て
き
て
影
響

力
を
持
つ
と
我
々
の
世
界
観
や
人
間
観
も
大
き
く
変
わ
っ
た
と
大
拙

は
近
代
を
振
り
返
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
変
容
の
中
か
ら
宗
教
を

敵
視
し
、
神
的
な
も
の
よ
り
人
間
的
な
も
の
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
）
16
（

う
。
そ
れ
で
は
、
地
域
に
よ
る
事
情
の
違
い
は
あ
ろ
う

が
、
何
処
も
宗
教
に
代
わ
っ
て
科
学
が
権
威
を
独
占
す
る
か
に
見
え

る
近
代
に
お
い
て
、
宗
教
は
最
早
存
在
価
値
を
完
全
に
失
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
科
学
で
解
か
ら
ぬ
も
の
は
非
存

在
と
言
わ
ざ
る
を
得
ぬ
の
か
、
あ
る
い
は
科
学
に
取
り
残
さ
れ
た
も

の
は
無
価
値
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
み
が
宗
教
に
属
す
る
も
の
な
の

か
。

　
以
下
に
示
さ
れ
る
大
拙
の
見
方
は
科
学
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
位

置
づ
け
を
再
考
す
る
た
め
に
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
由
と
必

然
」
と
い
う
言
葉
の
対
比
に
よ
っ
て
二
つ
の
領
域
の
関
係
性
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
宗
教
で
は
、
科
学
の
云
う
必
然
そ
の
も
の
が
自
由
だ
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
…
…
中
略
…
…

　
　
　
宗
教
は
そ
れ
に
対
し
て
云
う
、
存
在
自
体
が
矛
盾
の
故
に
存

在
が
不
可
能
だ
と
云
う
こ
と
は
、
存
在
の
義
に
徹
底
し
な
い
か

ら
だ
。
自
由
で
必
然
、
必
然
で
自
由
だ
と
云
う
と
こ
ろ
に
、
人

間
が
存
在
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
必
然
だ
け
を
認
め
て
、
矛

盾
か
ら
救
わ
れ
る
為
め
に
自
由
を
抹
殺
す
る
と
、
人
間
は
な
く

な
る
、
差
別
の
世
界
そ
の
も
の
も
な
く
な
る
。
自
由
即
必
然
・

必
然
即
自
由
と
云
う
矛
盾
の
自
己
同
一
の
と
こ
ろ
に
、
何
れ
も

が
存
在
す
る
の
だ
。
人
間
は
こ
の
事
実
を
自
覚
す
る
の
で
人
間

な
の
で
あ
る
。
…
…
兎
に
角
、
科
学
の
世
界
に
は
、
法
則
が
あ

る
、
必
然
が
あ
る
。
論
理
の
前
に
は
矛
盾
は
あ
り
得
な
い
と

云
っ
て
、
人
間
を
論
理
と
科
学
の
内
へ
入
れ
て
動
か
ぬ
よ
う
に

す
る
の
が
、
近
代
的
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
が
随
分
あ
る
。
こ

う
云
う
人
達
に
は
、
宗
教
な
る
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
わ
か
ら

ぬ
。
霊
性
的
自
由
と
云
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
夢
の
世
の
話
だ
と

し
か
考
え
ら
れ
ぬ
の
で
あ
）
17
（
る
。

　
存
在
自
体
の
矛
盾
性
を
認
容
し
て
、
そ
こ
を
基
点
と
す
る
の
が
大

拙
の
言
う
宗
教
の
立
場
で
あ
る
。
科
学
が
必
然
の
世
界
を
探
求
す
る
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こ
と
自
体
は
認
め
て
も
、
そ
れ
以
外
の
世
界
の
見
方
を
科
学
が
、

否
、
科
学
者
が
認
め
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
頑
な
さ
を
大
拙
は
批
判

す
る
。
そ
し
て
、
科
学
の
必
然
に
対
す
る
宗
教
の
自
由
を
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
た
だ
、
正
確
を
期
し
て
い
う
な
ら
ば
、
宗
教
の
自
由
は

科
学
の
必
然
の
対
立
概
念
と
い
う
よ
り
は
、
論
理
矛
盾
を
避
け
る
た

め
に
必
然
的
事
態
だ
け
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
の
自
由
、

つ
ま
り
そ
う
し
た
態
度
か
ら
の
離
脱
宣
言
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

自
由
と
必
然
の
矛
盾
的
自
己
同
一
を
認
容
す
る
立
場
を
云
う
も
の
と

考
え
ら
れ
る
（
そ
こ
に
は
西
田
的
論
理
用
語
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
）。

　
つ
ま
り
、
任
意
の
事
態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
の
矛
盾
対
立
す

る
複
数
の
視
点
の
全
て
を
止
揚
し
宥
和
的
に
受
容
す
る
次
元
が
、
宗

教
の
自
由
・
霊
性
的
自
由
の
次
元
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

自
由
は
ま
た
、
到
っ
て
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
故
に
、
人
間
は
実
社
会
の
脅
威
や
圧
迫
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
か
か
る
内
的
自
由
を
砦
と
し
て
相
当
程
度
ま
で
忍
従
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
霊
性
的
自
由
が
宗
教
の
本
体
で
あ
る
。
宗
教
は
こ
こ
に
在

り
、
こ
こ
で
生
き
て
い
る
。

　
　
　
外
面
か
ら
見
て
、
如
何
な
る
圧
迫
で
も
即
ち
如
何
な
る
悪
政

治
で
も
悪
経
済
で
も
、
人
間
は
各
自
に
内
面
に
包
み
き
れ
ぬ
ほ

ど
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
或
る
限
定
を
超
え
さ
え
し
な

け
れ
ば
、
忍
従
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
外
面
か
ら
の

圧
迫
や
脅
威
が
あ
っ
て
も
、
本
来
具
有
底
の
絶
対
的
・
霊
性
的

自
由
は
こ
れ
が
た
め
に
何
等
の
圧
迫
も
脅
威
も
受
け
な
い
の
で

あ
）
18
（
る
。

　
更
に
、
科
学
的
自
然
認
識
お
よ
び
科
学
技
術
の
射
程
内
に
あ
る
自

然
は
い
ず
れ
も
限
定
的
な
領
域
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
の
全

容
の
完
全
認
識
で
も
な
く
、
自
然
全
体
の
完
全
な
征
服
・
支
配
・
掌

握
で
も
な
い
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
結
論
は
科
学
的
必
然
の
見
地

に
宗
教
的
自
由
の
視
点
が
対
峙
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
科
学
技
術
が
自
然
を
征
服
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
科
学

の
見
た
自
然
の
面
で
あ
っ
て
、
自
然
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
…
…
科
学
は
自
然
の
全
面
を
認
得
す
る
も
の
で
は
な

い
、
科
学
は
自
分
で
見
よ
う
と
思
う
自
然
の
面
だ
け
を
見
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
科
学
の
知
っ
た
と
信
ず
る
自
然
、

科
学
の
征
服
し
た
と
誇
稱
す
る
自
然
は
、
決
し
て
自
然
そ
の
も
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の
で
は
な
い
の
だ
。
本
当
の
自
然
は
科
学
の
メ
ス
の
外
に
出
て

い
る
、
解
剖
し
た
の
は
屍
体
で
あ
っ
て
生
命
そ
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
）
19
（
だ
。

　
次
に
再
び
、
科
学
技
術
お
よ
び
科
学
技
術
社
会
の
問
題
点
が
示
さ

れ
る
。

　
　
　
科
学
技
術
の
製
作
も
、
或
る
意
味
で
は
、
そ
れ
を
通
し
て
神

に
接
せ
ら
れ
る
と
云
わ
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
が
、
此
種
の
製
作

に
は
余
り
に
顕
わ
に
そ
の
人
間
的
・
功
利
的
目
的
性
が
露
出
し

て
い
る
。
こ
れ
が
目
に
つ
い
て
、
吾
等
の
詩
的
・
宗
教
的
想
像

に
訴
え
る
も
の
が
な
く
な
る
。
何
故
か
と
云
う
に
、
そ
こ
に
絶

対
個
己
性
と
云
う
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
）
20
（

る
。

　
先
ず
科
学
技
術
の
製
作
に
は
人
間
的
・
功
利
的
目
的
性
が
露
出
し

て
詩
的
・
宗
教
的
想
像
に
欠
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
は
絶
対

的
個
己
性
が
な
い
か
ら
だ
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
他
の
箇
所
で
は
、

工
業
的
製
品
の
上
に
「
自
然
」
即
ち
神
を
見
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
云

う
の
は
、
そ
こ
に
創
造
的
自
由
の
動
き
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
）
21
（
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
を
産
み
出
し
、
技
術
を
駆
使
し
て
各
種
の

製
作
品
を
生
産
す
る
人
間
│
│
た
だ
知
性
を
働
か
し
、
手
足
を
動
か

す
だ
け
で
な
い
人
間
│
│
そ
の
も
の
は
、
い
つ
も
本
来
の
創
造
性
・

自
由
性
を
失
わ
な
い
の
も
事
実
で
あ
）
22
（
る
。

　
　
　
崇
高
な
芸
術
品
の
前
に
は
自
ら
頭
が
下
が
る
と
、
人
は
云
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
云
う
に
、
分
別
智
的
技
巧
・
人

工
的
作
為
を
施
さ
ず
に
、
作
者
の
個
己
性
か
ら
自
由
に
湧
き
出

て
、
そ
れ
が
手
に
足
に
伝
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
材
料
を

取
り
寄
せ
て
、
そ
れ
か
ら
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
自
然
は
神
の
手
工
品
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
然
の
一
一
に
神

性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
科
学
は
此
神
性
を
捉
え
よ
う
と
し

な
い
で
、
分
別
智
の
届
く
と
こ
ろ
だ
け
を
掻
き
取
っ
て
、
そ
れ

を
顕
微
鏡
な
り
望
遠
鏡
な
り
で
見
て
、
そ
う
し
て
「
吾
は
自
然

を
征
服
し
た
、
神
性
は
そ
こ
に
は
見
ら
れ
ぬ
」
と
云
）
23
（

う
。

　
従
っ
て
、
人
間
の
本
来
性
は
そ
う
い
う
も
の
（
工
業
的
製
品
）
に

向
わ
ず
、
却
っ
て
芸
術
品
や
手
工
品
を
志
向
す
る
よ
う
で
あ
り
、
そ

の
理
由
は
そ
れ
ら
が
製
作
者
の
個
己
性
か
ら
湧
出
し
て
先
の
言
に
依

れ
ば
、
創
造
性
と
自
由
性
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
自

然
が
「
神
の
手
工
品
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
興
味
深
い
。
想
像
す
る

に
、
人
間
が
自
然
に
魅
か
れ
る
の
は
人
間
が
工
業
製
品
よ
り
も
手
工

品
に
魅
か
れ
る
の
と
共
通
し
た
根
拠
に
基
づ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
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つ
ま
り
、
両
者
は
同
様
の
個
己
性
（
自
然
に
お
い
て
は
神
に
お
け
る

神
性
）
と
創
造
性
、
自
由
性
を
根
底
に
所
持
す
る
と
い
う
構
造
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
的
に
は
工
業
製
品
、
没
個
性
的
で
一
律
無
個
性
に
見
え
る
大
量

生
産
品
に
も
創
造
性
と
自
由
性
（
制
作
上
の
創
意
工
夫
）
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
時
代
性
や
地
域
性
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
の
個
性
と
で
も
表
現

し
得
る
も
の
が
謄
写
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

製
品
が
個
々
の
異
な
る
運
命
を
辿
る
こ
と
で
、
経
年
と
と
も
に
固
有

の
歴
史
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
固
有
性
を
持
つ
と
す
る
な
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
製
品
は
個
己
性
に
似
た
「
味
わ
い
」
を
有
す
る
と
思
う
の
で

あ
る
。

　
更
に
、
人
間
知
性
と
自
然
、
そ
し
て
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
思

索
が
進
め
ら
れ
る
。

　
　
　
人
間
は
不
思
議
に
神
の
手
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
示

す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
云
う
に
、
人
間
に
知
性
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
知
性
的
分
別
の
故
に
、
自
分
と
自
分
に
対
す
る
も
の
と

を
分
け
て
見
る
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
。
人
間
そ
の
ま
ま
で
神

性
が
露
堂
堂
と
し
て
い
る
の
に
、
分
別
智
は
人
間
と
神
の
間
を

隔
て
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
も
と
へ
還
す
の
が
宗
教
の
仕
事
の

一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
す
る
方
法
の
一
つ
に
、
自
然
の
本
来
の

姿
に
参
ず
る
と
云
う
こ
と
が
あ
る
。
科
学
的
に
参
ず
る
の
で
な

い
。
科
学
は
参
ず
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
、
切
り
取
り
、
削
ぎ
取
っ

て
、
こ
れ
を
殺
す
こ
と
は
す
る
け
れ
ど
も
、
自
然
そ
の
も
の
の

中
へ
此
身
を
没
入
さ
せ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
。
自
然
に
参
ず
る
と

は
、
自
然
の
門
の
戸
を
叩
く
こ
と
で
あ
る
。
征
服
と
い
う
よ
う

な
野
望
を
持
た
な
い
で
、
謙
虚
そ
の
も
の
に
な
っ
て
、
自
然
の

前
に
跪
坐
し
て
、
心
か
ら
の
祈
祷
を
捧
げ
て
、
ど
う
ぞ
そ
の
秘

密
を
開
示
し
給
え
と
云
う
の
で
あ
）
24
（

る
。

　
勿
論
、
大
拙
は
人
間
知
性
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

の
過
剰
が
、
そ
れ
を
唯
一
の
頼
り
と
錯
覚
す
る
傾
向
が
人
間
精
神
の

根
源
の
忘
却
と
で
も
言
い
得
る
状
態
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
危
惧
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
に
は
知
性
的
分
別
心
が
あ
る
の
だ

が
、
そ
れ
故
に
人
間
は
本
来
共
に
あ
っ
た
神
を
も
自
身
か
ら
仕
分
け

て
隔
絶
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
別
の
箇
所
で
も
、
知
性
が
自
ら

の
背
後
に
霊
性
が
あ
っ
て
、
そ
の
故
に
自
ら
の
働
き
が
あ
る
こ
と
に

気
付
か
な
い
と
、「
知
性
は
自
分
で
霊
性
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
る
」

と
叙
さ
れ
、
ま
た
、
対
抗
・
闘
争
・
分
離
・
己
惚
れ
と
い
っ
た
心
理

は
、
そ
う
し
た
知
性
か
ら
生
ま
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
25
（
る
。
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そ
こ
で
大
拙
は
神
と
人
間
の
本
来
的
関
係
性
に
回
帰
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
「
自
然
の
本
来
の
姿
」
へ
参
ず
る
こ
と
を
勧
め
る
。
そ

れ
は
「
征
服
と
い
う
よ
う
な
野
望
を
持
た
な
い
で
、
謙
虚
そ
の
も
の

に
な
っ
て
、
自
然
の
前
に
跪
坐
し
て
、
心
か
ら
の
祈
祷
を
捧
げ
て
、

ど
う
ぞ
そ
の
秘
密
を
開
示
し
給
え
と
云
う
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗

教
的
方
法
で
あ
る
。
こ
の
謙
虚
さ
は
宗
教
的
態
度
の
特
徴
と
い
え

る
。
他
面
、
科
学
の
自
然
征
服
・
支
配
の
企
図
は
古
い
呪
術
の
求
め

た
も
の
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
謙
虚
さ
よ
り
も
人
間
的
高
邁

さ
が
充
溢
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
科
学
お
よ
び
人
間
知

性
の
高
邁
と
宗
教
的
見
地
か
ら
試
み
ら
れ
る
自
然
へ
の
畏
敬
と
謙
譲

心
の
回
復
と
い
う
、
聊
か
形
式
的
常
識
的
な
帰
結
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　
次
に
、
自
然
と
神
の
関
係
が
分
析
さ
れ
る
。

　
　
　
自
然
は
神
の
手
工
品
で
あ
る
。
神
は
自
由
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
自
然
を
創
造
し
能
う
の
で
あ
る
。
自
然
は
神
の
手

か
ら
絶
え
ず
作
ら
れ
て
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
休
ま

ぬ
、
断
絶
せ
ぬ
、
自
然
は
神
で
あ
る
。
神
は
自
ら
作
っ
た
自
然

の
中
に
そ
の
姿
を
隠
し
て
、
而
も
亦
よ
く
そ
の
身
を
そ
こ
に
見

わ
し
て
い
る
。
作
ら
れ
た
と
云
う
自
然
は
、
そ
れ
で
神
自
ら
が

自
ら
を
瞑
想
す
る
姿
で
あ
る
。
故
に
神
の
瞑
想
は
そ
の
ま
ま
で

神
の
働
き
で
あ
る
。
神
の
働
き
は
神
の
見
る
こ
と
で
あ
る
、
見

る
こ
と
は
働
く
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
は
、
こ
こ
に
在
り
、
こ
こ

で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
境
地
に
這
入
る
ま
で
は
、
人

間
は
神
の
手
工
品
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
人
間
は
魔
性
の
玩

具
と
な
り
、
知
性
は
更
に
技
巧
を
加
え
て
、「
近
代
文
化
」
な

る
も
の
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
）
26
（
る
。

　
こ
こ
で
の
神
は
著
し
く
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
自
然
を
創
造
し

た
神
が
、
そ
の
自
然
の
中
に
顕
現
し
働
き
か
け
続
け
て
い
る
と
い
っ

た
思
考
は
神
学
や
西
洋
思
想
の
中
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
大
拙
は

こ
こ
で
具
体
的
な
典
拠
を
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
却
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
圏
の
一
般
常
識
を
熟
知
し
て
い
た
大
拙
な
ら
で
は
の
発
言
と
も

解
せ
ら
れ
る
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
念
を
知
ら
な
い
日
本
人

が
こ
こ
で
の
神
を
自
己
流
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
大
き
な
違
和
感
を

持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
的
神
観
念
と
キ
リ
ス
ト

教
的
な
そ
れ
の
間
は
思
い
の
ほ
か
近
似
す
る
面
を
所
持
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
自
然
や
歴
史
を
神
の
自
己
意
識
の
場
と
考

え
る
よ
う
な
理
性
主
義
的
観
念
論
的
表
現
を
と
ら
ず
、
意
図
的
に
神

の
瞑
想
の
場
と
表
現
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
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科
学
は
生
き
も
の
を
殺
し
て
、
そ
の
殺
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
つ

き
て
生
き
も
の
を
了
解
せ
ん
と
す
る
。
こ
れ
は
知
性
的
分
別
を

基
礎
と
す
る
す
べ
て
の
学
問
に
つ
き
て
云
わ
れ
得
る
。
そ
う
し

て
宗
教
は
こ
れ
と
対
蹠
的
立
場
に
在
る
の
で
、
学
問
で
云
う
す

べ
て
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
宗
教
は
生
き
も
の
を
そ
の

ま
ま
で
活
捉
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
の
征
服
な
ど
云
う
こ

と
は
決
し
て
許
さ
な
い
し
、
人
間
の
生
体
解
剖
又
は
医
学
的
実

験
な
ど
云
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
未
だ
嘗
て
念
頭
に
上
せ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
科
学
は
非
人
格
的
で
あ
る
、
そ
う
し
て
そ

れ
を
そ
の
性
格
と
し
て
研
究
を
進
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自

ら
、
生
き
も
の
、
人
格
的
な
る
も
の
、
霊
性
的
な
る
も
の
を
見

得
し
な
い
の
で
あ
）
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こ
こ
で
は
、
科
学
が
非
人
格
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
科

学
批
判
に
は
「
生
き
も
の
を
殺
し
て
」
と
い
っ
た
情
緒
的
表
現
や
、

「
生
体
実
験
」「
医
学
的
実
験
」
と
い
う
専
門
的
表
現
が
意
識
的
に
使

用
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
対
照
的
に
「
人
格
的
」「
霊
性
的
」
と
い
っ
た

表
現
が
宗
教
の
領
域
に
属
す
る
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
戦
争
と
い
う
暗
鬱
た
る
現
実
の
記
憶
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

　
　
　
科
学
で
は
個
己
の
絶
対
的
具
体
性
な
る
も
の
に
到
底
到
達
し

得
な
い
の
だ
か
ら
、
思
い
切
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て

こ
の
思
い
切
り
の
と
こ
ろ
か
ら
宗
教
が
生
ま
れ
る
。
科
学
の
歩

む
方
向
で
は
宗
教
に
辿
り
つ
け
ぬ
。
そ
れ
は
科
学
の
約
束
で
あ

る
。
科
学
は
抽
象
的
概
念
を
作
り
上
げ
る
。
こ
の
概
念
が
抽
象

の
極
み
に
到
れ
ば
到
る
ほ
ど
、
宗
教
か
ら
離
れ
て
行
く
。
も
し

具
体
と
抽
象
と
を
対
蹠
的
に
据
え
て
見
る
と
す
れ
ば
、
抽
象
へ

の
方
向
を
進
む
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
具
体
か
ら
益
々
遠
ざ
か

る
こ
と
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
生
き
る
こ
と
は
、
具
体
化

の
極
限
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
科
学
と
逆
の
方
向
に
行
か
な

く
て
は
な
ら
）
28
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こ
こ
で
は
、
科
学
と
宗
教
の
相
違
が
い
っ
そ
う
明
確
に
示
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
概
念
を
作
り
上
げ
る
の
が
科
学
で
あ
り
、
宗

教
は
具
体
性
を
問
題
に
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
科
学
が
学
問
と
い
う

限
定
領
域
を
本
拠
と
し
、
宗
教
が
具
体
的
生
活
世
界
を
フ
ィ
ー
ル
ド

と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
と
抽
象
、

両
者
は
逆
の
方
向
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
拙
の
思
惑
は
科

学
を
完
全
否
定
し
宗
教
伝
統
を
無
反
省
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
大
拙
は
近
代
生
活
の
基
調
が
科
学
で
あ
る
こ
と
を
認

め
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
思
想
も
、
科
学
的
で
実
証
的
で
人
間
的
で
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あ
り
、
経
済
機
構
も
、
科
学
的
に
組
織
的
に
能
率
的
に
組
み
上
げ
ら

れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
）
29
（
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
了
知
し
つ
つ
宗
教
の

新
た
な
方
向
性
を
模
索
す
る
と
と
も
に
、
科
学
の
自
己
反
省
を
促
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
科
学
が
抽
象
的
に
自
然
界
の
法
則
を
発
見
す
る
と
云
う
の

は
、
実
に
そ
の
非
人
格
性
の
と
こ
ろ
に
在
る
の
で
、
そ
こ
に
科

学
の
功
績
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
分
は
科
学
に
科
学
と

し
て
自
ら
を
正
当
化
す
べ
き
も
の
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
が
、
科
学
及
び
科
学
か
ら
出
る
す
べ
て
の
技
術
・
工
作
・

文
化
な
ど
云
う
も
の
が
、
自
ら
の
限
界
を
知
ら
な
さ
過
ぎ
る
点

を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
）
30
（

る
。

四
　
技
術
と
技
能

　
鈴
木
大
拙
の
科
学
技
術
観
お
よ
び
宗
教
観
を
こ
こ
で
総
括
す
る
余

裕
は
な
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
大
拙
の
技
術
論
の
一
端
に
注
目
し
て

み
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
大
拙
の
発
言
の
中
に
、
人
間
は
工
業
製
品
よ

り
も
、
手
工
品
や
芸
術
作
品
を
嗜
好
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
理

由
は
人
間
本
性
が
自
由
を
希
求
す
る
が
ゆ
え
に
、
個
々
の
人
間
的
自

由
の
表
出
た
る
手
工
品
や
芸
術
作
品
に
向
か
う
と
す
る
見
解
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
「
技
術
と
技
能
」
の
問
題
と
し
て
再
構
築
で
き
る
面
が

あ
る
。

　
佐
藤
進
氏
は
『
科
学
技
術
と
は
何
か
』
の
な
か
で
、
科
学
と
技
術

が
伝
承
可
能
で
公
共
性
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
、
社
会
的
か
つ
抽

象
的
な
も
の
と
し
て
の
類
的
実
践
形
態
で
あ
り
、
技
能
や
芸
術
実
践

は
そ
れ
ら
が
具
体
的
で
個
性
的
で
あ
る
が
故
に
接
近
し
て
い
る
と
述

べ
た
う
え
で
、
歴
史
的
に
見
て
「
技
能
は
常
に
技
術
へ
と
収
斂
さ
れ

て
い
っ
た
」
の
だ
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
進
歩
と
い
え
る
か
と
問
題

提
起
し
て
い
る
。

　
　
　
あ
る
人
に
だ
け
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
万
人
に
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
た
し
か
に
進
歩
で

あ
る
。
が
、
技
能
の
領
域
が
狭
ま
り
、
技
術
の
領
域
ば
か
り
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
個
性
の
喪
失
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
ま

た
各
個
人
の
固
有
の
や
り
方
や
工
夫
あ
る
い
は
創
造
的
行
為
が

な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
万
人
が
で
き
る
仕
事
は
、
特
徴

の
な
い
何
ん
で
も
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
興
味
を
そ
）
31
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佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
労
働
に
よ
っ
て
成
長
す
る
者
で
あ

り
、
様
々
な
難
題
を
自
ら
の
創
意
工
夫
で
超
克
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

満
足
感
を
得
る
と
と
も
に
、
多
く
の
教
訓
や
自
信
を
蓄
え
て
ゆ
く
と
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い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
だ
れ
で
も
で
き
る
技
術

的
抽
象
的
労
働
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
充
分
な
満

足
感
の
得
ら
れ
な
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
苦
痛
に
し
か
感
じ
ら
れ
な

い
何
ら
か
の
行
為
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
技
術
社
会
に
お
け
る
効
率
第
一
主
義
の
生
産
過
程
、
人
間
が
主

人
公
に
な
ら
な
い
非
創
造
的
生
産
過
程
の
内
に
組
み
込
ま
れ
た
人
間

は
機
械
に
従
属
し
て
機
械
体
系
の
単
な
る
構
成
要
素
に
な
る
し
か
な

い
。
そ
れ
故
、
佐
藤
氏
は
技
術
と
技
能
の
共
存
で
き
る
産
業
社
会
構

造
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
）
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大
拙
の
見
解
に
お
け
る
人
間
的
自
由
の
本
性
と
そ
の
嗜
好
に
関
す

る
議
論
は
、
佐
藤
氏
の
技
能
論
と
明
ら
か
に
重
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
佐
藤
氏
の
言
述
に
は
、
大
拙
の
危
惧
し
た
技
術
産
業
社
会
の
暴

走
的
拡
大
を
今
日
も
継
続
し
つ
つ
あ
る
現
代
の
切
迫
し
た
実
感
が
籠

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊
鈴
木
大
拙
の
科
学
技
術
観
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
整
理
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
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が
、
平
等
は
、
概
念
性
に
富
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で
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