
ジ
ョ
ナ
サ
ン

•
N
•

ス
ミ
ス
は
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
の
果
た
す
役
割
は
、
人
類
学
に
お
い
て
「
文
化
」
と
い

う
概
念
が
果
た
す
役
割
と
等
し
い
と
述
べ
て
い
る
(
1
)
。
今
日
の
人
類
学
で
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
や

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
カ
ス
の
編
著
に
よ
る
『
文
化
を
書
く
』
以
降
、
人
類
学
の
基
本
的
な
概
念
に
内
在
す

る
政
治
性
（
文
化
の
政
治
学
）
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
（
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
判
）
が
問
題
化
さ
れ
続
け
て
お
り
、
何
か
を
定
義
す
る
こ

と
（
説
明
す
る
こ
と
）
が
き
わ
め
て
困
難
な
事
態
が
継
続
し
て
い
る
。
人
類
学
自
体
の
生
成
過
程
や
表
象
の
戦
略
を
系
譜
学
的
に
分
析
す

る
こ
と
が
―
つ
の
大
き
な
流
れ
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
は
、
今
や
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
。

宗
教
研
究
に
し
て
も
、
事
態
は
人
類
学
と
同
様
の
道
程
を
辿
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
前
世
紀
末
以
降
、
端
的
に
言
え
ば
、
中
心
的
な
主

題
が
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
探
求
か
ら
、
「
宗
教
と
は
何
か
を
問
う
仕
方
」
の
批
判
的
分
析
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
、
と

り
わ
け
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
多
く
は
、
「
宗
教
」
概
念
が
西
洋
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暴

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

ー

磯

忠

幸

ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

「
宗
教
と
は
何
か
」

と
は
何
か
？



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

き
出
す
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
る
が
、
単
に
概
念
の
生
成
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う

な
影
響
力
を
行
使
し
た
か
を
系
譜
学
的
に
分
析
す
る
と
い
う
方
向
性
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
研
究
の
あ
り
方
自
体
が
い

わ
ば
「
権
力
の
ま
な
ざ
し
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
規
格
化
の
装
置
（
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
）
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
、
系
譜
学
的
探
求
の
対
象

で
あ
る
ア
ル
シ
ー
ヴ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

(
2
)
0

た
と
え
ば
、
J
.
N
•

ス
ミ
ス
の
一
貫
し
た
主
張
に
よ
れ
ば
、
宗
教
の
学
術
的
な
研
究
は
啓
蒙
主
義
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
(
3
)
。
つ
ま
り
、
啓
蒙
主
義
的
な
視
点
に
よ
っ
て
こ
そ
、
宗
教
は
き
わ
め
て
人
間
的
で
歴
史
的
な
現
象
と
し
て
解
釈
可
能
に
な
っ
た
と
い

う
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
研
究
は
、
神
学
で
は
な
く
て
、
人
文
科
学
や
人
間
科
学
が
供
給
す
る
学
術
的
枠
組
み
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
宗
教
と
宗
教
研
究
の
関
係
性
に
よ
っ
て
、

J
.
N
•

ス
ミ
ス
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
宗
教
は
啓
蒙
的

な
態
度
に
よ
っ
て
飼
い
慣
ら
さ
れ
、
「
パ
ト
ス
」
か
ら
「
エ
ト
ス
」
へ
と
変
形
さ
れ
て
、
「
宗
教
」
と
し
て
世
俗
的
な
領
域
へ
と
取
り
込
ま

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
4
)
。
つ
ま
り
、
宗
教
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
思
考
で
あ
れ
、
実
践
で
あ
れ
、
理
解
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
た
り
、

理
性
の
領
域
を
超
え
た
り
し
た
ま
ま
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
宗
教
研
究

は
、
学
術
的
な
地
位
（
人
文
科
学
）
に
一
端
を
占
め
る
た
め
に
、
こ
の
理
解
可
能
性
に
固
執
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
「
宗
教
と

は
何
か
」
を
問
う
こ
と
（
「
宗
教
」
の
定
義
）
は
、
宗
教
研
究
が
そ
の
地
平
を
確
立
す
る
た
め
の
不
断
の
試
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
宗
教
」
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
宗
教
研
究
が
創
造
し
た
用
語
で
あ
り
、
世
俗
の
領
域
で
理
解
さ
れ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
た
概
念
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

人
類
学
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
を
系
譜
学
的
に
再
検
討
し
た
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
研
究
は
、
広
く
宗
教
研
究
全
般
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
人
類
学
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
「
未
開
社
会
」
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
に
お
い
て
変
容
し
つ
つ

あ
る
が
、
人
類
学
は
、
こ
の
変
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
非
属
性
が
措
定
さ
れ
た
世
界
の
近
代
化
の
過
程
で
だ
け



で
は
な
く
、
自
ら
が
内
在
的
に
関
わ
っ
て
き
た
「
西
洋
」
な
る
も
の
（
主
体
的
な
近
代
性
と
し
て
、
非
西
洋
と
は
対
照
的
な
、
特
異
な
歴

史
性
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
体
系
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
）
の
構
築
過
程
を
も
研
究
す
べ
き
で
あ
る
(
5
)
。
ア
サ
ド
は
こ
の
よ
う

に
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
宗
教
」
を
「
西
洋
」
な
る
も
の
と
い
う
特
殊
な
歴
史
的
構
造
体
の
根
幹
的
な
一
部
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
概
念

と
実
践
を
系
譜
学
的
に
探
求
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
西
洋
の
構
築
的
な
権
力
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
宗
教
」
の
定
義

が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
配
置
し
、
歴
史
を
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
に
し
た
の
か
を
、
「
宗
教
」
が
生
成
さ
れ
る
過
程
で
寄
り
か
か
っ
て
い
た

コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
相
関
さ
せ
て
再
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
人
類
学
に
お
け
る
「
宗
教
」
は
超
歴
史
的
で
超
文
化
的
な
現
象
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る

(Asad.、
p
.
2
8
.
)

(三

三
頁
）
。
人
類
学
の
学
説
史
を
垣
間
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
在
で
も
な
お
宗
教
研
究
に
関
し
て
影
響
力
を
保
ち
続
け
て
い
る
二
〇

世
紀
後
半
の
人
類
学
は
、
十
九
世
紀
の
進
化
論
的
な
人
類
学
が
「
宗
教
」
を
近
代
社
会
の
原
初
的
な
制
度
形
態
と
み
な
し
、
そ
れ
を
文
化

の
発
展
段
階
の
歴
史
に
階
層
化
す
る
た
め
の
目
盛
り
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
経
て
、
他
の
文
化
＇
社
会
的
な
領
域
に
は
還
元
し
得

な
い
、
独
自
の
領
域
と
し
て
「
宗
教
」
を
定
義
す
る
と
い
う
立
湯
に
至
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ア
サ
ド
は
、
「
宗
教
」
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
の
背
後
に
、
宗
教
と
権
力
や
理
性
と
を
分
離
す
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
世
俗
的
な
近
代
性
の
「
宗
教
を
閉
じ
込
め
て
お
く
戦
略
」

(
i
b
i
d
.

）
を
、
同
時
に
近
代
社
会
に
お
い
て
宗
教
を
担
保
で
き
る
と
い
う
点

で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
宗
教
の
ガ
ー
ド
を
固
め
る
戦
略
」

(
i
b
i
d
.

）
を
見
出
す
（
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
独
自
の
固
有
の
領
域
と
し
て
の
「
宗

教
」
は
、
そ
の
「
宗
教
」
が
分
離
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
領
域
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
）
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
独
自
な
固
有
の
領

域
と
す
る
見
方
は
、
近
代
西
洋
の
規
範
（
近
代
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
と
ポ
ス
ト
宗
教
改
革
史
（
啓
蒙
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
と
い
う

特
異
な
歴
史
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る

(
i
b
i
d
.
)

。

「
宗
教
」
が
西
洋
近
代
と
い
う
特
異
な
歴
史
性
の
産
物
と
し
て
の

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

「
宗
教
と
権
力
と
の
概
念
的
な
分
離
」
を
本
質
と
し
て
い
る
以
上
、
そ



れ
を
用
い
て
、
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
よ
う
な
、
宗
教
と
権
力
が
密
接
に
接
合
し
て
い
る
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
有
効
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
サ
ド
が
強
調
し
た
い
の
は
、
単
に
「
宗
教
」
を
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト

と
の
密
接
な
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
宗
教
」
が
同
一
性
と
真
実
性
を
獲
得
す
る
湯

に
は
、
宗
教
と
は
異
な
る
（
「
宗
教
」
に
お
い
て
分
離
さ
れ
て
い
た
）
実
践
と
言
説
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
は
そ
れ
独
自
の
固
有
の
領
域
か
ら
な
る
も
の
で
は
な
く
て
、
宗
教
が
何
で
あ
る
か
が
定
義
さ
れ
る

場
合
、
そ
の
定
義
が
、
あ
る
い
は
宗
教
に
つ
い
て
の
言
説
が
意
味
を
な
す
か
ど
う
か
は
、
何
ら
か
の
特
定
の
権
力
の
作
用
の
問
題
で
あ
っ

て
、
「
宗
教
」
を
そ
の
権
力
の
歴
史
に
位
置
づ
け
て
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
宗
教
」
が
人
文
科
学
と
い
う
限
定
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
プ
の
も
と
で
構
成
さ
れ
た
啓
蒙
的
な
産
物
で
あ
る
と
指
摘
す
るJ
.
N
•

ス

ミ
ス
と
、
近
代
性
に
よ
っ
て
権
力
と
切
り
離
さ
れ
た
「
宗
教
」
の
定
義
の
有
効
性
を
問
う
ア
サ
ド
と
で
は
、
一
見
す
れ
ば
批
判
の
方
向
性

が
逆
の
ベ
ク
ト
ル
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
宗
教
」
の
定
義
の
不
可
能
性
を
強
調
す
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
研

究
の
重
要
な
問
題
と
は
「
宗
教
の
定
義
の
不
可
能
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

ス
ミ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
問
題
な
の
は
「
宗
教
」
が
定
義
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
宗
教
」
が
幾
通
り
も
の
仕
方
で
定
義

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
6
)
。
ア
サ
ド
は
、
中
世
に
お
い
て
「
宗
教
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
が
中
世
と
近
代
社
会
と
で
は
同
じ
で

な
い
の
は
、
「
宗
教
」
に
そ
れ
を
真
実
と
す
る
権
力
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
「
宗
教
」
自
体
が
言
説
の
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
と
強
調
す
る
が

(
i
b
i
d
.

、
p
.
2
9
.
)

(
三
四
頁
）
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
は
、
啓
蒙
主
義
の
産
物
た
る
宗
教
研
究
が
「
宗
教
」
を
定

義
で
き
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
同
時
に
宗
教
が
幾
通
り
も
の
仕
方
で
定
義
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
可
能
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

「
宗
教
」
を
世
俗
の
領
域
で
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
構
成
す
る
要
素
や
関
係
性
が
時
代
や
地
域
、
あ
る
い
は
状
況
に
お
い
て
異

四



な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
定
義
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
幾
通
り
も
の
「
宗
教
」
の
定
義
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
宗
教
」

を
そ
れ
固
有
の
独
自
な
領
域
に
お
い
て
超
歴
史
的
で
超
文
化
的
な
も
の
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
す
で
に
そ
れ
に
は
近
代
性
と
い

う
権
力
が
働
き
、
歴
史
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
普
遍
的
な
定
義
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。

J
.
N
•

ス

ミ
ス
は
か
つ
て
、
人
間
的
な
経
験
や
表
現
に
は
外
在
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
宗
教
を
想
像
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
に
内
在
的
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
宗
教
を
想
像
す
る
こ
と
は
緊
張
関
係
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
(
7
)

、
両
者
の
間
に
緊
張
関
係
が
生
じ
る
の
は
、
い
ず
れ
か
が

「
宗
教
」
を
定
義
で
き
る
と
い
う
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
不
可
能
性
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の

定
義
の
不
可
能
性
こ
そ
は
、
近
年
の
宗
教
研
究
が
地
平
を
開
く
「
場
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
不
可
能
性
を
可
能
に
し
よ
う
と

す
る
社
会
的
、
政
治
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
の
対
象
こ
そ
は
、
あ
る
特
異
な
歴
史
性
が
構
築
す
る
、
「
宗
教
」
が
真
実
性
と
同
一
性
を

獲
得
す
る
た
め
の
訓
練
1
1
規
律
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
知
と
言
説
の
権
力
を
布
置
さ
せ
る
真
理
へ
の
意
志
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

J
•
N
•

ス
ミ
ス
は
、
宗
教
研
究
が
学
術
的
な
企
て
と
し
て
発
展
す
る
に
は
、
後
者
の
想
像
力
を
選
択
す
る
方
が
生
産
的
で
あ
る
と
し

て
い
る
が
、
ア
サ
ド
の
場
合
な
ら
、
真
理
の
実
現
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
強
制
、
つ
ま
り
種
々
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
活
動
（
実
践
の
制
度

的
諸
形
態
）
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
J
·
N
•

ス
ミ
ス
に
し
ろ
、
ア
サ
ド
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
近
年
の
宗
教
研
究
の
方
向
性
は
、
宗
教
を
論
じ
る
こ
と
に

有
効
性
を
持
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
前
世
紀
に
お
い
て
も
っ
と
も
影
響
力
の
あ
っ
た
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
の
宗
教
理
論

に
対
す
る
ア
サ
ド
の
批
判
を
追
い
つ
つ
、
宗
教
概
念
を
世
俗
的
な
領
域
で
と
ら
え
る
こ
と
の
有
効
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
ー

五



II 
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
ー

ア
サ
ド
が
批
判
す
る
の
は
、
超
歴
史
性
や
超
文
化
性
に
よ
っ
て
宗
教
の
本
質
を
理
解
し
よ
う
す
る
人
類
学
的
な
宗
教
概
念
で
あ
る
が
、

そ
の
対
象
は
宗
教
と
権
力
を
概
念
的
に
分
離
す
る
と
い
う
近
代
性
に
根
ざ
し
た
宗
教
観
全
体
を
射
程
に
含
ん
で
い
る
。

ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
初
期
近
代
（
十
七
世
紀
）
に
、
「
権
力
と
知
識
が
特
定
の
仕
方
で
作
用
す
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た

具
体
的
な
規
則
の
一
揃
い
」

(
i
b
i
d
.

、
p.42.)

(
四
六
頁
）
で
あ
っ
た
宗
教
は
、
宗
派
の
分
裂
（
宗
教
改
革
）
や
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
拡
大

（
植
民
地
政
策
）
、
あ
る
い
は
新
し
く
登
場
し
た
自
然
科
学
な
ど
が
引
き
起
こ
し
た
神
学
固
有
の
問
題
に
対
応
す
べ
く
、
抽
象
化
・
普
遍
化

さ
れ
、
現
象
的
な
形
態
と
し
て
の
宗
教
に
対
置
で
き
る
「
十
全
に
本
質
化
さ
れ
た
概
念
」
を
持
つ
「
宗
教
」
に
な
る

(
i
b
i
d
.

、
P
•お
．
）
（
四

五
頁
）
。
つ
ま
り
、
「
宗
教
」
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
は
テ
キ
ス
ト
（
聖
典
）
や
実
践
（
儀
礼
）
で
は
な
く
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
内
的
な
意

味
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
と
は
世
界
（
実
在
の
世
界
で
あ
り
、
自
然
科
学
の
領
域
と
し
て
の
自
然
）
を
支
え
る
一
般
的
な
秩
序
の
観
念
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
宗
教
」
に
は
普
遍
的
な
機
能
や
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
歴
史
的
・
文
化
的
に
多
様
な
差
異
と
混
同
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
i
b
i
d
.

）
（
四
六
頁
）
。
こ
う
し
て
宗
教
の
本
質
を
象
徴
の
意
味
と
信
仰
の
内
面
性
（
観
念
）
と
し
て
理
解

す
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
観
に
基
づ
い
た
宗
教
概
念
が
普
遍
性
を
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
か
ら
で
は
な
く
、
「
啓
蒙

主
義
以
降
の
社
会
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
の
正
当
な
空
間
、
す
な
わ
ち
個
人
の
信
仰
」
に
適
合
す
る
か
ら
で
あ
る

(ibid.‘

pp.45-6.) 
(
四
九
頁
）
。
要
す
る
に
、
こ
の
宗
教
概
念
は
、
啓
蒙
主
義
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
の
権
力
の
知
識
の
布
置
に
よ
る
産
物
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

ア
サ
ド
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
神
学
固
有
の
歴
史
的
転
換
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
「
宗
教
」
概
念
は
、
二

0
世
紀
の
人
類
学

に
お
い
て
自
明
視
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
」
概
念
に
至
る
ま
で
、
そ
の
ま
ま
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
サ
ド
の
批
判

六



七

の
射
程
は
、
「
宗
教
」
を
「
世
界
を
秩
序
づ
け
る
（
有
意
味
に
す
る
）
」
と
す
る
点
で
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
か
ら
解

釈
人
類
学
に
ま
で
、
行
為
（
儀
礼
）
よ
り
も
信
仰
（
思
想
）
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
は
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
や
マ
ル
ク
ス
主
義

に
、
そ
し
て
固
有
の
独
自
な
領
域
に
よ
っ
て
「
宗
教
」
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
点
で
象
徴
人
類
学
や
宗
教
現
象
学
（
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ

ア
ー
デ
）
に
ま
で
及
ぶ
、
宗
教
研
究
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
な
の
で
あ
る
。

ア
サ
ド
が
「
普
遍
的
な
宗
教
の
定
義
」
と
し
て
直
接
的
に
批
判
の
対
象
に
選
択
し
た
の
は
、
解
釈
人
類
学
者
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ッ

に
よ
る
、
か
の
有
名
な
宗
教
の
定
義
で
あ
る
。
ギ
ア
ツ
の
宗
教
の
定
義
が
選
ば
れ
た
の
は
、
人
類
学
は
「
宗
教
」
を
「
超
歴
史
的
・
超
文

化
的
に
」
概
念
化
し
て
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
「
宗
教
の
定
義
の
仕
方
」
が
生
成
さ
れ
る
歴
史
的
変
換
を
確
認
す
る
た
め
の
契
機

に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
実
際
、
ギ
ア
ツ
の
定
義
に
対
す
る
批
判
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
そ
の
固
有
の
問
題
に
応
じ
て
い
く
歴
史
的

過
程
に
つ
い
て
の
叙
述
と
対
照
さ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
同
意
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
宗
教
研
究
全
般
に
こ
れ
ほ
ど

強
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
定
義
も
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
ア
サ
ド
の
意
図
は
そ
の
批
判
が
宗
教
研
究
全
体
に
及
ぶ
こ
と
を
示
唆
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
も
か
く
、
ギ
ア
ツ
の
定
義
を
記
し
て
お
こ
う
。
宗
教
と
は
、

(
l
)
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、

(2)
人
間
の
中
に
強
力
で
広
範
に
行
き
渡
っ
た
持
続
的
な
ム
ー
ド
と
動
機
づ
け
を
打
ち
立
て
る
。

(3)
そ
れ
は
、
一
般
的
な
存
在
秩
序
の
概
念
を
形
成
し
、

(
4
)
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
事
実
性
の
独
特
な
雰
囲
気
で
お
お
い
、

(5)
そ
の
た
め
に
ム
ー
ド
と
動
機
づ
け
が
こ
の
上
な
く
現
実
的
で
あ
る
よ
う
に
な
る

(
8
)
0

ギ
ア
ツ
が
こ
の
定
義
を
行
っ
た
の
は
論
文
「
文
化
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
宗
教
」
(
-
九
六
六
年
）
で
、
定
義
に
割
り
振
ら
れ
た
番
号
が
見

出
し
と
な
っ
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ア
サ
ド
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
論
文
全
体
を
詳
細
に
批
判
検
討
し
て
い
る
が
、
ギ
ア
ツ
の
定
義
の

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

要
旨
を
、
ア
サ
ド
の
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
、
概
略
的
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

象
徴
と
は
意
味
（
概
念
）
を
運
ぶ
乗
り
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
と
は
文
化
パ
タ
ー
ン
、
情
報
に
つ
い
て
の
外
部
の
源
泉

を
な
し
て
い
る
。
ギ
ア
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
外
部
の
」
と
い
う
の
は
、
共
通
の
理
解
を
も
っ
た
生
活
世
界
（
日
常
生
活
の
現
実
）
に
お
け
る

有
機
体
と
し
て
の
個
々
人
の
外
側
で
あ
り
、
「
情
報
の
源
泉
」
と
は
、
象
徴
が
設
計
図
や
雛
形
（
「
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
」
）
を
与
え
、
そ

れ
に
よ
っ
て
外
的
な
過
程
に
明
確
な
形
（
「
の
た
め
の
モ
デ
ル
」
）
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(Geertz,
p
.
9
2
.
)
 

(
一
五
三
頁
）
。
つ

ま
り
、
象
徴
（
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
複
合
）
に
は
、
実
在
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
と
実
在
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
い
う
二
つ
の
側
面
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ギ
ア
ツ
に
従
え
ば
、
文
化
パ
タ
ー
ン
は
内
在
的
な
二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
文
化
パ

タ
ー
ン
が
「
社
会
的
・
心
理
的
実
在
に
意
味
、
つ
ま
り
客
観
的
な
概
念
的
形
態
を
与
え
る
」

(
i
b
i
d
.

、
P
.
9
3
.
）
（
一
五
五
頁
）
こ
と
は
、
文

化
パ
タ
ー
ン
（
象
徴
、
実
在
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
、
文
化
的
レ
ベ
ル
）
を
概
念
的
形
態
（
意
味
、
実
在
の
た
め
の
モ
デ
ル
、
社
会
的
・
心

理
的
レ
ベ
ル
）
に
合
わ
せ
、
同
時
に
概
念
的
形
態
を
文
化
パ
タ
ー
ン
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

ア
サ
ド
は
、
ギ
ア
ツ
が
象
徴
に
お
い
て
「
文
化
レ
ベ
ル
」
と
「
社
会
・
心
理
的
レ
ベ
ル
」
と
い
う
異
な
る
レ
ベ
ル
が
相
互
作
用
す
る
と

考
え
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
ギ
ア
ツ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
を
区

分
す
る
こ
と
で
、
そ
の
相
互
作
用
に
宗
教
の
本
質
を
設
定
す
る
「
場
」
が
可
能
に
な
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
宗
教
を
生
活
世
界
に
内
在
す

る
個
々
人
（
社
会
的
・
心
理
的
実
在
）
に
と
っ
て
外
在
的
な
意
味
が
運
ば
れ
る
（
文
化
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
）
乗
り
物
（
象
徴
）
と
し
て

理
解
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
意
味
が
構
成
さ
れ
、
運
ば
れ
る
と
い
う
、
実
践
に
お
け
る
象
徴
の
作
用
を
と
ら
え
る
視
点
が
欠
落
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。

宗
教
的
な
象
徴
が
実
在
の
あ
り
方
を
表
し
、
実
在
の
あ
り
方
を
形
作
る
（
「
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
」
と
「
の
た
め
の
モ
デ
ル
」
の
相
互

置
換
）
と
し
て
も
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ギ
ア
ツ
の
考
え
に
よ
る
と
、
宗
教
的
な
象
徴
が
崇
拝
者
に
「
あ

八



る
明
白
な
性
向
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
で
、
「
人
間
の
行
為
の
流
れ
と
経
験
の
質
に
永
続
的
な
性
質
を
与
え
る
」
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る

(
i
b
i
d
.

、
p
.
9
5
.
)

(
一
五
八
頁
）
。
し
か
し
、
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
現
代
社
会
に
暮
ら
す
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
「
明
白
な
性
向
」
を
と
ら
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
に
（
た
と
え
ば
、
テ
キ
サ
ス
州
に
住
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
保
守
的
で
、
共

和
党
を
支
持
し
、
中
絶
に
反
対
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
リ
ノ
イ
州
に
住
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
リ
ベ
ラ
ル
で
、
民
主
党
を
支
持
し
、

女
性
の
自
己
決
定
権
を
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
）
、
崇
拝
者
の
一
連
の
行
為
と
経
験
の
質
に
「
強
力
で
広
範
に
行
き
渡
っ
た
持
続
的
な
」

性
質
を
も
た
ら
す
の
は
、
象
徴
（
信
仰
）
の
働
き
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
人
が
実
存
す
る
「
場
」
で
あ
る
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
諸

制
度
（
世
俗
的
な
領
域
）
の
す
べ
て
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る

(
A
s
a
d、p
.
3
3
.
)

(
三
八
頁
）
。

ギ
ア
ツ
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
宗
教
的
な
象
徴
が
ム
ー
ド
と
動
機
づ
け
と
い
う
二
つ
の
性
向
を
引
き
起
こ
す
の
だ
と
述
べ
、
動
機
づ
け

は
「
方
向
性
を
与
え
、
全
体
的
な
進
路
を
示
し
、
特
定
の
、
普
通
は
一
時
的
な
行
為
の
達
成
に
向
か
わ
し
め
る
」
も
の
で
あ
り
、
ム
ー
ド

は
「
強
弱
に
つ
い
て
の
み
変
わ
り
」
、
「
あ
る
環
境
か
ら
生
じ
る
が
、
目
的
に
は
反
応
し
な
い
」
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
違
い
は
、
動
機

づ
け
が
そ
の
目
的
に
関
し
て
「
意
味
を
な
す
」
の
に
対
し
て
、
ム
ー
ド
は
そ
れ
が
生
じ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
条
件
に
関
し
て
「
意
味
を

な
す
」
と
し
て

(Geertz,
p
.
9
7
.
)
 

(
一
六
一
頁
）
、
性
向
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。
ア
サ
ド
は
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、
ム
ー
ド
に
し

ろ
、
動
機
づ
け
に
し
ろ
、
宗
教
的
な
象
徴
が
そ
れ
ら
を
引
き
起
こ
さ
な
く
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
宗
教
的
な
象
徴
な
の
で
あ
る
か
ら

（
た
と
え
ば
、
十
字
架
は
単
に
「
ク
ー
ル
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
ア
ク
セ
サ
リ
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
当
人
が
な
ん
ら

敬
虔
的
な
気
分
に
な
ら
な
く
て
も
、
や
は
り
宗
教
的
な
象
徴
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
）
、
宗
教
的
な
象
徴
の
本
質
で
は
な
い
と

指
摘
す
る

(
A
s
a
d
、p
.
3
3
.
)

(
三
八
頁
）
。

で
は
、
宗
教
的
な
象
徴
が
、
徳
で
あ
れ
、
啓
示
の
感
覚
で
あ
れ
、
敬
虔
さ
で
あ
れ
、
実
際
に
宗
教
的
な
性
向
を
引
き
起
こ
す
条
件
と
は

何
か
。
ア
サ
ド
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
異
端
派
に
対
し
て
、
善
悪
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
個
々
人
の
自
発
性
が
重
要
だ
が
、
意
志
に

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

九



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

反
し
て
神
か
ら
強
制
さ
れ
る
過
程
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
て
も
よ
い
と
し
、
外
的
な
強
制
を
主
張
し
つ
つ
、
護
教
論
を
展
開
し
た
こ
と
を
引

き
合
い
に
出
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
性
向
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
象
徴
の
働
き
だ
け
で
は
な
く
、
権
力
の
働
き
（
強
制
）
で
あ
る
と
指

摘
す
る

(
i
b
i
d
.

、
p
.
3
5
.
)

(四

0
頁
）
。
宗
教
的
な
真
理
は
永
遠
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
至
る
手
段
は
永
遠
で
は
な
い
と
い
う
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
主
張
に
は
、
宗
教
的
な
真
理
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
の
強
制
と
そ
れ
を
維
持
す
る
訓
練
1
1
規
律
が
介
在
す
る
必
要

性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.
)

。
し
か
し
、
ギ
ア
ツ
の
考
え
方
で
は
、
宗
教
的
な
象
徴
と
実
践
（
権
力
が
そ
の
意
味
を
強
制
す

る
訓
練
1
1
規
律
）
が
分
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
分
離
は
、
宗
教
的
な
性
向
と
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
象
徴
と
そ
う
し
た
性
向
を
宇
宙
論
的
な
枠
組
み
に
位
置
づ
け
る
象
徴
の
区
別
を

曖
昧
に
し
て
し
ま
う
。
ギ
ア
ツ
は
、
そ
れ
ら
が
同
じ
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
「
驚
き
を
起
こ
す
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
ア
サ
ド
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
の
背
後
に
こ
そ
、
近
代
性
の
産
物
で
あ
る
「
宗
教
的
性
向
と
世
俗
的
性
向

を
区
別
す
る
」
宗
教
観
が
あ
る

(
i
b
i
d
.

、
p
.
3
6
.
)

(
四
一
頁
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
区
別
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
象
徴
の

関
係
が
成
り
立
つ
「
場
」
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
特
定
の
性
向
が
宗
教
的
な
も
の
に
な
る
に
は
宇
宙
論

的
な
枠
組
み
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
問
題
な
の
は
、
性
向
を
宇
宙
論
的
な
枠
組
み
に
位
置
づ
け
る
に
は
い
か
な
る
過
程

（
関
係
性
）
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
サ
ド
は
、
こ
こ
に
「
権
威
づ
け
の
言
説
」

(
i
b
i
d
.

、
p
.
3
7
.
)

(
四
二
頁
）
が
必
要
だ
と

指
摘
す
る
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
西
洋
社
会
で
は
、
宇
宙
論
を
前
提
と
し
て
、
宗
教
的
な
空
間
を
体
系
的
に
ど
の
よ
う
に
再
配
置

す
る
か
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
、
中
世
の
教
会
が
実
践
の
絶
対
的
な
画
一
性
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
実

践
を
単
一
の
権
威
的
源
泉
（
単
一
の
教
会
）
に
従
わ
せ
る
た
め
の
原
則
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
、
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
い

う
(
i
b
i
d
.

、
p
.
3
8
.
)

(
四
二
頁
）
。
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
実
践
に
体
現
さ
れ
る
象
徴
は
必
ず
し
も
単
一
の
権
威
的
な
教
会
の
理

論
と
は
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
致
さ
せ
る
た
め
に
は
、
権
威
づ
け
る
教
義
と
権
威
づ
け
ら
れ
た
実
践
（
権
威
づ
け
の
言
説

1
0
 



m 

と
し
て
の
教
会
の
教
え
と
習
慣
と
い
う
訓
練
11
規
律
）
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
、
教
会
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(
i
b
i
d
.

、
p
.
3
9
.
)

（
四
三
頁
）
。

す
な
わ
ち
、
中
世
の
教
会
の
宗
教
観
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
教
的
な
象
徴
が
引
き
起
こ
す
特
定
の
性
向
を
宗
教
的
な
も
の
に
す
る
に

は
、
そ
れ
を
宇
宙
論
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
外
在
的
な
権
力
が
作
用
す
る
別
の
過
程
、
強
制
の
働
く
「
湯
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

ギ
ア
ツ
に
対
す
る
ア
サ
ド
の
批
判
の
要
点
の
一
っ
は
、
ギ
ア
ツ
の
提
示
す
る
宗
教
概
念
に
は
、
世
俗
的
な
権
力
が
関
与
す
る
余
地
が
明

確
に
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ギ
ア
ツ
の
宗
教
理
論
や
文
化
理
論
に
は
政
治
性
や
権
力
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
指
摘

は
、
近
代
化
し
つ
つ
あ
る
地
域
を
研
究
対
象
に
す
る
人
類
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
サ
ド
の
指
摘
は
、
ギ
ア
ッ

の
宗
教
理
論
を
近
代
性
の
産
物
と
み
な
す
と
い
う
点
で
、
単
に
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
批
判
以
上
に
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
提
示
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ア
サ
ド
の
こ
う
し
た
視
点
は
も
う
―
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
近
代
性
の
産
物
と
し
て
の
宗
教
概
念
の
内
容
的
な

特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
ギ
ア
ツ
は
宗
教
的
な
象
徴
が
意
味
を
運
ぶ
だ
け
の
象
徴
理
論
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
象
徴
の
作
用
（
「
に
つ
い
て
の

モ
デ
ル
」
と
「
の
た
め
の
モ
デ
ル
」
の
内
的
な
置
換
）
が
可
能
に
な
る
「
場
」
か
ら
も
実
践
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
ま
ま
、
さ
ら
に
象
徴

の
意
味
の
優
位
性
を
主
張
す
る
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
サ
ド
は
こ
の
こ
と
に
強
い
疑
問
を
差
し
挟
む
。
ギ
ア
ツ
の
主
張
に
従

え
ば
、
特
定
の
行
為
や
経
験
（
実
践
）
が
宗
教
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
何
事
か
を
確
言
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
が

(Geertz,

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

（
儀
礼
）
を

p.99.) 
(
一
六
三
頁
）
、
ア
サ
ド
は
、
福
音
伝
道
の
た
め
世
界
中
に
散
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
宣
教
師
た
ち
が
「
他
者
」
の
行
為

読
解
す
る
た
め
の
宗
教
理
論
を
必
要
と
し
、
そ
の
儀
礼
が
意
味
し
て
い
る
「
確
言
」
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
を
引

き
合
い
に
出
し
て

(
A
s
a
d、
p.43.)

(
四
七
＇
八
頁
）
、
宗
教
理
論
と
実
践
と
の
関
係
は
根
本
的
に
「
介
入
」
の
問
題
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
つ
ま
り
、
実
践
の
背
後
に
何
か
を
意
味
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
宗
教
理
論
の
機
能
）
が
、
そ
れ
は
特
定
の
実
践
に
真
の
意
味
の

解
釈
を
見
出
し
、
特
定
の
実
践
を
排
除
し
た
り
、
組
み
入
れ
た
り
し
つ
つ
、
宗
教
を
定
義
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て

(ibid.‘

p
p
•お
4
.
）
（
四
八
頁
）
、
そ
こ
に
は
や
は
り
「
権
威
づ
け
の
言
説
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
何
事
か
を
確
言
し
て
い
る
か

ど
う
か
」
に
よ
っ
て
意
味
と
実
践
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
ギ
ア
ツ
の
単
純
な
や
り
方
は
、
本
質
的
に
認
識
論
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い

(
i
b
i
d
.

、
p.44.)
(
四
八
頁
）
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ギ
ア
ツ
は
、
特
定
の
実
践
が
宗
教
的
な
も
の
に
な
る
に
は
「
何
事
か
を
確
言
し
て
い
る
」
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の

「
確
言
」
（
意
味
）
と
は
一
般
的
な
存
在
の
秩
序
に
つ
い
て
の
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
論
文
に
お
い
て
「
人
間
は
自
ら
が
紡
い

だ
意
味
の
織
物
に
捕
ら
わ
れ
た
生
き
物
」

(Geertz、
p.5.)

(
六
頁
）
で
あ
る
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
引
き
合
い
に
出
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ギ
ア
ツ
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
人
間
と
い
う
も
の
は
、
存
在
の
一
般
的
な
秩
序
（
概
念
化
す
る
力
）
を
強
く
求

め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
崩
壊
す
る
事
態
に
強
い
脅
威
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
脅
威
、
つ
ま
り
カ
オ
ス
と
い
う
、
解
釈
の
可
能
性
が

な
い
事
態
か
ら
生
じ
る
混
乱
は
、
人
間
の
分
析
能
力
の
限
界
、
忍
耐
力
の
限
界
、
道
徳
的
洞
察
の
限
界
(
i
b
i
d
.

、
p.100.)

(
一
六
五
＇
六

頁
）
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
認
識
の
秩
序
へ
の
脅
威
に
対
処
す
る
も
の
こ
そ
、
意
味
を
紡
ぎ
出
す
機
能
を
持
っ
た
宗
教

的
な
象
徴
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
な
象
徴
は
、
人
間
の
世
界
で
は
こ
う
し
た
限
界
状
況
（
無
知
、
苦
痛
、
不
公
正
）
が
不
可
避
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
肯
定
と
、
そ
う
し
た
不
合
理
さ
が
世
界
全
般
の
特
徴
で
な
い
こ
と
の
否
定
を
、
人
間
の
世
界
と
、
そ
れ
も
含
め
た
、
さ
ら
に

広
大
な
領
域
と
を
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
同
時
に
行
う
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.

、
p.108.)

(
一
八
一
頁
）
、
ギ
ア
ツ
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い



し
か
し
、

ア
サ
ド
は
、
ギ
ア
ツ
の
議
論
が
「
何
事
か
を
確
言
し
て
い
る
」
（
存
在
の
一
般
秩
序
）
こ
と
か
ら
カ
オ
ス
ヘ
の
対
処
へ
推
移

し
て
い
る
こ
と
に
曖
昧
さ
を
指
摘
し
つ
つ
、
宗
教
が
限
界
状
況
を
解
釈
可
能
で
あ
る
と
確
言
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ

は
啓
蒙
主
義
以
降
に
現
れ
た
個
人
的
信
仰
の
権
利
（
「
人
間
の
条
件
は
無
知
、
苦
痛
、
不
合
理
さ
に
満
ち
て
い
る
が
、
宗
教
的
な
象
徴
は

こ
う
し
た
状
況
を
肯
定
的
に
受
け
取
る
手
段
で
あ
る
」
と
信
仰
す
る
権
利
）
（

Asad、
p
p
.
4
5
＇6.
)

(
四
九
頁
）
の
産
物
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
も
し
宗
教
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
同
様
の
説
明
機
能
を
持
つ
合
理
主
義
的
な
哲
学
も
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

し
、
逆
に
宗
教
は
人
間
の
条
件
を
簡
単
に
肯
定
す
る
素
朴
な
様
式
に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い

(
i
b
i
d
.

、
p.46.)

(
四
九
，
五

0

頁
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宗
教
は
、
個
々
人
に
外
在
的
な
権
力
が
介
入
し
な
い
「
個
人
的
」
信
仰
と
し
て
、
人
間
の
普
遍
的
な
問
題
に

対
処
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
宗
教
観
に
こ
そ
、
近
代
に
お
い
て
宗
教
か
ら
訓
練
11
規

律
の
「
場
」
が
零
落
し
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

信
仰
の
問
題
に
関
し
て
、
ギ
ア
ツ
は
さ
ら
に
議
論
を
展
開
し
、
宗
教
的
な
象
徴
が
不
合
理
さ
の
存
在
を
肯
定
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が

世
界
の
特
性
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
安
定
し
た
存
在
の
一
般
的
な
秩
序
を
確
信
さ
せ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
か
に
し

て
人
間
に
お
い
て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
も
っ
と
も
深
刻
で
や
っ
か
い
な
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
ギ
ア
ツ
の
答
え

は
こ
う
で
あ
る
。
宗
教
的
な
象
徴
は
、
定
義
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
存
在
の
一
般
的
な
秩
序
に
つ
い
て
の
概
念
を
形
作
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
概
念
に
事
実
性
の
雰
囲
気
を
ま
と
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ギ
ア
ツ
に
従
え
ば
、
宗
教
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
権
威
を
あ
ら
か
じ
め
受
容
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る

(
Q酋
g

p.110.) 
(
一
八
三
頁
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
に
存
在
す
る
不
合
理
さ
は
、
人
間
を
信
仰
に
向
か
わ
せ
る
契
機
で
は
あ
る
が
、
信
仰
が
基
づ

い
て
い
る
基
礎
で
は
な
く
、
信
仰
が
対
処
す
る
「
湯
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
サ
ド
は
、
こ
の
考
え
方
に
も
手
厳
し
い
批
判
を
加
え

る。

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
—



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
ー

る
。
信
仰
は
、
た
と
え
ば
苦
痛
に
対
処
す
る
手
段
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
痛
が
そ
の
基
礎
で
は
な
い
の
な
ら
、
信
仰
と
い
う
も
の

は
苦
痛
（
世
俗
的
な
条
件
）
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

(
A
s
a
d、
p
.
4
6
.
)

(五

0
頁
）
。
し
か
し
、
同
じ
苦
痛
で
も
、
中
世
で

な
ら
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
な
ぞ
ら
え
て
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
現
代
で
は
悪
と
と
ら
え
ら
れ
、
克
服
す
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
世
俗
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
信
仰
が
対
処
す
べ
き
対
象
も
変
わ
れ
ば
、
信
仰
の
契
機
と
な
る
不
合

理
さ
の
形
態
も
変
わ
る
も
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.
)

。
つ
ま
り
、
ア
サ
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
信
仰
が
対
処
す
べ
き
対
象
に
起
こ
る
変
化
は
、

信
仰
自
体
も
変
化
さ
せ
る

(
i
b
i
d
.

）
の
で
あ
る
か
ら
、
信
仰
と
世
俗
的
条
件
と
が
別
個
に
存
在
す
る
と
い
う
、
ギ
ア
ツ
の
信
仰
に
対
す
る

考
え
方
は
、
歴
史
的
に
も
、
理
論
的
に
も
、
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
ギ
ア
ツ
が
「
概
念
が
事
実
性
を
ま
と
う
」
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
信
仰
に
お
け
る
権
威
あ
る
基
準

の
受
容
の
優
先
性

(Geertz、
p.110.)

(
一
八
三
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ギ
ア
ツ
は
こ
こ
で
、
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
と
い

う
概
念
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
を
支
え
る
基
礎
原
理
（
公
理
）
は
ど
こ
で
も
み
な
同
じ
で
、
「
知
ろ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
信
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

(
i
b
i
d
.

）
と
し
て
、
宗
教
概
念
の
中
心
に
、
世
界
と
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
行
為
と
し
て
の
信
仰
で
は
な
く
、
個
々
人
の
精
神
の

状
態
と
し
て
の
信
仰
を
据
え
る
。
ア
サ
ド
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
近
代
の
個
人
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
議
論
で
あ
る
と
し
て
一
蹴
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
近
代
社
会
で
は
、
知
識
の
起
源
は
宗
教
に
求
め
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
れ
を
信
じ
る
か
ど
う
か
は
個
人
の
問
題
（
個
人
的
信

仰
）
で
あ
る
が
、
護
教
家
の
湯
合
は
、
信
仰
は
知
識
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
た
し
、
反
対
に
十
二
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
は
、

信
仰
は
知
識
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
た

(
A
s
a
d、
p.47.)

(
五
一
頁
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
信
仰
の
形
態
、
組
織
、
機
能
は
時
代
に
よ
っ

て
異
な
る
の
で
あ
り
、
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
を
支
え
る
「
基
礎
原
理
」
は
ど
こ
で
も
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
、
ア
サ
ド
に
よ
る
批
判
の
二
つ
目
の
要
点
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
近
代
性
の
産
物
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
ギ
ア
ツ
の
宗
教
理
論
は
宗
教
的
な
象
徴
の
意
味
づ
け
を
め
ぐ
る
認
識
論
で
あ
り
、
実
践
（
儀
礼
）
よ
り
も
信
仰
（
思
考
）

一
四



そ
も
そ
も
ギ
ア
ツ
に
よ
る
宗
教
の
定
義
の
狙
い
が
こ
の

を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
、

う
こ
と
で
あ
る
。

一
五

ア
サ
ド
の
射
程
か
ら
す
れ
ば
、
人
類
学
に
お
け
る
宗
教
概
念
全
般
に
及
ぶ
と
い

で
は
、
ギ
ア
ツ
が
実
践
（
儀
礼
）
に
全
く
言
及
し
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
な
象
徴
が
概
念
化
す
る
一
般
的

な
存
在
の
秩
序
が
事
実
性
の
独
特
の
雰
囲
気
を
ま
と
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
性
向
を
生
み
出
す
の
は
、
聖
化
さ
れ
た
行
為
、
す
な
わ
ち
儀
礼

に
お
い
て
で
あ
る

(Geertz、
p
p
.
1
1
2
,
3
)

(
一
八
七
頁
）
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
議
論
は
宗
教
的
な
儀
礼
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
始
め
る
。

ア
サ
ド
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
実
践
（
儀
礼
）
に
つ
い
て
の
ギ
ア
ツ
の
考
え
方
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
が
近
代
性
の
産
物
で
あ
る
こ
と
が
か

え
っ
て
明
確
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
次
節
で
は
儀
礼
に
関
わ
る
議
論
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

ギ
ア
ツ
は
、
宗
教
の
定
義
を
提
示
す
る
直
前
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

宗
教
が
人
間
の
行
為
を
心
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
宇
宙
論
的
な
秩
序
に
結
び
つ
け
、
ま
た
、
宇
宙
論
的
な
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
を
人
間
経
験
の
局
面
に
反
映

さ
せ
る
と
い
う
観
念
は
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
特
殊
な
奇
蹟
が
い
か

に
し
て
経
験
的
に
達
成
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。

(
i
b
i
d
.

、p
.
9
0
.
)

(
一
五
0
頁）

「
決
し
て
新
し
く
は
な
い
」
が
「
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
」
問
題
に
定
め
ら

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

w 



れ
て
い
る
こ
と
は
、
定
義
の
後
半
、
す
な
わ
ち
象
徴
は
「
一
般
的
な
存
在
秩
序
の
概
念
を
形
成
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
事
実
性
の
独
特
な

雰
囲
気
で
お
お
い
、
そ
の
た
め
に
ム
ー
ド
と
動
機
づ
け
が
こ
の
上
な
く
現
実
的
で
あ
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
ア
サ
ド
に
よ
る
批
判
の
切
れ
味
が
後
半
部
分
に
対
し
て
は
前
半
部
分
（
象
徴
論
）
に
対
し
て
よ
り
も
幾
分
か
鈍
っ
て
し
ま
う
こ
と

は
、
こ
の
問
題
の
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
サ
ド
の
批
判
の
有
効
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
が
）
。

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

ギ
ア
ツ
は
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
を
常
識
的
、
科
学
的
、
美
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
一
っ
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
特
徴

を
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
社
会
学
を
援
用
し
つ
つ
、
他
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
の
比
較
か
ら
、
こ
う
書
い
て
い

る
。
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
は
、
常
識
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
は
異
な
り
、
「
日
常
生
活
の
現
実
を
越
え
て
、
そ
れ
を
修
正

し
、
完
全
な
も
の
に
す
る
、
よ
り
広
い
現
実
へ
移
行
す
る
」
も
の
で
、
そ
の
明
確
な
関
心
は
「
よ
り
広
い
現
実
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
は

な
く
て
、
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
信
じ
る
こ
と
」
で
あ
る

(
i
b
i
d
.

、
p.112.)

(
一
八
六
頁
）
。
ま
た
、
科
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が

世
界
の
あ
り
方
を
「
蓋
然
論
的
な
仮
説
へ
と
解
体
し
て
し
ま
う
」
の
と
は
異
な
り
、
「
も
っ
と
広
い
、
仮
説
で
は
な
い
真
実
に
照
ら
し
て

日
常
生
活
の
現
実
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
」

(
i
b
i
d
.

）
。
さ
ら
に
、
美
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
見
せ
か
け
と
幻
想
を
意
の
ま
ま
に
操
っ

て
事
実
性
か
ら
離
脱
す
る
の
に
対
し
て
、
「
事
実
と
の
関
係
を
深
め
、
こ
の
上
な
い
事
実
性
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.
）。

ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
語
を
等
し
く
用
い
て
、
宗
教
と
日
常
性
、
科
学
、
芸
術
と
を
区
別
す
る
仕
方
は
誤
解

を
招
く
と
い
う

(
A
s
a
d、
p.49.)

(
五
三
頁
）
。
と
い
う
の
も
、
今
日
の
社
会
で
は
、
宗
教
は
任
意
に
選
べ
る
が
、
科
学
は
そ
う
で
は
な

く
、
そ
の
実
践
や
技
術
や
知
識
は
社
会
生
活
に
深
く
密
接
に
浸
透
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
社
会
に
お
け
る
そ
う
し
た
宗
教
と
科
学
と
の
あ

り
方
で
は
、
宗
教
を
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
見
な
せ
て
も
、
科
学
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る

一
六



(
i
b
i
d
.

）
。
そ
も
そ
も
、
科
学
は
い
つ
の
時
代
に
も
、
ど
の
社
会
に
も
見
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
ア
サ
ド
の
言
い
分
で
あ
る
が
、

用
語
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
批
判
は
、
ギ
ア
ツ
の
主
張
全
体
か
ら
し
て
も
、
ア
サ
ド
の
全
体
的
な
批
判
意
図
か
ら
し
て
も
、
瑣
末
な
も
の

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
ア
サ
ド
が
後
段
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
そ
の
他
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
を
分
離

す
る
こ
と
は
、
宗
教
を
独
自
の
領
域
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
近
代
的
な
宗
教
観
の
反
映
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
宗
教
を
非
合
理
な
も
の

と
し
て
と
ら
え
る
立
場
に
対
す
る
弁
護
に
し
て
は
曖
昧
す
ぎ
る
と
い
っ
た
批
判
の
方
が
的
を
射
て
い
る
。

ギ
ア
ツ
が
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
概
念
を
こ
こ
で
提
示
し
た
の
は
、
信
仰
に
お
け
る
権
威
の
受
容
性
に
つ
い
て
の
検

討
か
ら
、
宗
教
的
な
問
題
（
宗
教
的
な
象
徴
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
性
向
に
よ
っ
て
、
問
題
の
事
柄
が
宗
教
的
な
事
柄
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
）
に
関
す
る
権
威
が
あ
ら
か
じ
め
受
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
が
事
実
と
し
て
人
間
に
採
り

入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
サ
ド
が
推
測
す
る
よ
う
に
、
世
界
が
ど
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
か
、
宗
教
が
非
合
理
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
し
た
い
と
か
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
。
む
し
ろ
、
宗
教
的
な
象
徴
に
よ
る
概
念
化
が
、
い
か
に
し
て
非
合
理
性
（
事
実
性
）
を
疑
わ
れ
な
く
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ

「
事
実
性
」
と
し
て
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
仕
組
み
を
説
明
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ギ
ア
ツ
の
考
え
で
は
、
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
が
基
礎
と
す
る
の
は
「
本
当
に
本
当
」

(
G
e
e
r
t
z
、
p.112.)

(
一
八
六
頁
）
で

あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
が
宗
教
的
な
象
徴
に
説
得
力
あ
る
権
威
を
吹
き
込
む
が
ゆ
え

に
、
侶
仰
に
お
け
る
権
威
の
受
容
の
優
位
性
と
し
て
、
宗
教
的
な
象
徴
に
よ
る
概
念
化
が
事
実
性
を
ま
と
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
、
現
象
学
的
社
会
学
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
概
念
化
が
実
際
の
経
験
を
経
る
こ
と
な
く
す
で
に
自
明
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
態
は
儀
礼
に
お
い
て
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ギ
ア
ツ
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的

な
確
信
が
人
間
の
次
元
に
現
れ
る
の
は
、
「
宗
教
的
な
慣
行
の
具
体
的
な
行
為
の
脈
絡
」
か
ら
で
あ
る
か
ら
だ

(
i
b
i
d
.

、
p
p
.
1
1
2ー
3
.
)

(一

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

一
七



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

八
七
頁
）
。
実
の
と
こ
ろ
、
す
で
に
「
儀
礼
」
の
モ
チ
ー
フ
は
示
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
常
識
的
、
科
学
的
、

美
学
的
と
順
に
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
と
対
比
さ
せ
て
の
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
プ
」
の
説
明
の

内
容
は
、
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
が
図
式
化
し
た
儀
礼
の
過
程
（
分
離
、
移
行
、
再
統
合
）
と
重
な
り
合
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
常

性
か
ら
よ
り
広
い
現
実
へ
移
行
し
、
そ
れ
を
事
実
と
し
て
受
容
し
、
日
常
性
を
再
構
成
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ギ
ア
ツ
が
儀
礼
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
バ
リ
島
の
チ
ャ
ロ
ナ
ラ
ン
劇
で
あ
る
。
寺
院
の
祝
祭
で
行
わ
れ
る
聖
獣
バ
ロ
ン
と

魔
女
ラ
ン
ダ
の
戦
い
を
中
心
に
し
た
こ
の
演
調
的
宗
教
儀
礼
は
、
世
界
有
数
の
リ
ゾ
ー
ト
で
あ
る
バ
リ
島
の
代
表
的
な
「
呼
び
物
」
と
し

て
も
頻
繁
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
も
は
や
具
体
的
な
描
写
は
不
要
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
ギ
ア
ツ
が
事
例
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
の

は
、
実
際
の
祝
祭
で
演
じ
ら
れ
た
宗
教
儀
礼
で
あ
る
）
。
少
し
付
言
し
て
お
け
ば
、
チ
ャ
ロ
ナ
ラ
ン
劇
と
は
、
バ
リ
島
に
伝
わ
る
民
話
・

説
話
と
ジ
ャ
ワ
経
由
で
伝
播
し
た
イ
ン
ド
起
源
の
古
典
文
学
が
絢
い
交
ぜ
に
な
っ
た
物
語
を
各
村
落
が
独
自
に
脚
色
し
て
演
じ
る
も
の

で
、
そ
の
基
本
的
な
内
容
は
二
つ
の
勢
力
の
呪
術
的
な
戦
い
で
あ
る
。
聖
獣
バ
ロ
ン
と
魔
女
ラ
ン
ダ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
の
代
表
者
（
宰

相
と
女
王
）
が
呪
術
的
な
力
を
行
使
す
る
際
の
最
終
的
な
顕
現
で
あ
る
が
、
他
に
も
様
々
な
登
湯
人
物
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
そ
の
容
姿
、
行
為
、
性
質
を
通
じ
て
独
自
の
価
値
観
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
演
劇
的
儀
礼
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
ト
ラ
ン
ス
・

ダ
ン
ス
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
演
じ
手
の
み
な
ら
ず
、
観
衆
も
巻
き
込
ん
で
、
激
し
い
ト
ラ
ン
ス
（
憑
依
現
象
）
を
起
こ
す
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
バ
ロ
ン
と
ラ
ン
ダ
の
最
終
的
な
戦
い
の
局
面
で
は
、
多
数
の
村
人
が
ト
ラ
ン
ス
に
陥
り
、
あ
た
か
も
混
乱
し
た
か

の
よ
う
に
な
る
が
、
祭
司
が
聖
水
を
振
り
か
け
る
こ
と
で
、
し
ば
ら
く
す
る
と
覚
醒
す
る
。
チ
ャ
ロ
ナ
ラ
ン
顧
は
、
何
れ
の
勢
力
が
勝
利

し
た
の
か
不
明
確
な
ま
ま
、
こ
の
時
点
で
唐
突
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

ギ
ア
ツ
は
、
こ
の
儀
礼
が
バ
リ
人
の
生
活
に
お
け
る
主
要
な
主
題
、
つ
ま
り
喜
劇
的
精
神
の
側
面
（
バ
ロ
ン
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
）
と

恐
怖
（
ラ
ン
ダ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
）
を
表
し
、
そ
こ
に
参
与
す
る
バ
リ
人
に
と
っ
て
は
、
一
般
的
な
宗
教
概
念
の
形
成
と
そ
の
受
容
を

一
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も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

(
i
b
i
d
.

）
（
一
九
六
頁
）

(
i
b
i
d
.

、
p.118.)

(
一
九
七
頁
）
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

一
九

こ
の
儀
礼
が
表
現
す
る
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
根
底
を
な
し
て
い
る
権
威
は
、
儀
礼
そ
の
も
の
を
演
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

一
連
の
象
徴
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
ム
ー
ド
や
動
機
づ
け
ー
エ
ト
ス
ー
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
宇
宙
の
秩
序
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
ー

世
界
観
ー
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
儀
礼
の
実
演
は
、
宗
教
的
信
仰
の
側
面
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
の
相
互
置
換
を

ギ
ア
ツ
は
、
ミ
ル
ト
ン
・
シ
ン
ガ
ー
に
倣
っ
て
、
こ
の
儀
礼
を
「
文
化
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
」
と
い
う
用
語
は
、
そ
の
用
法
に
し
ろ
、
概
念
に
し
ろ
、
か
な
り
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
ギ
ア
ツ
自
身
も
、
す
べ
て
の
「
文
化
的
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
が
宗
教
的
（
宗
教
儀
礼
）
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
た
と
え
ば
観
光
化
さ
れ
た
チ
ャ
ロ
ナ
ラ
ン
劇
の
湯
合
が
実
際
に

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
宗
教
的
な
も
の
な
の
か
、
芸
術
的
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
も
の
な
の
か
を
区
別
す
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、
「
文
化
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
の
曖
昧
さ
は
そ
の
ま
ま
、
そ
れ
を
構
成
す
る
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
の

曖
昧
さ
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
参
与
者
が
象
徴
を
信
仰
に
つ
な
が
る
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
正
当
性
を
受
容
す

る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
は
何
な
の
か
、
そ
れ
が
宗
教
的
で
あ
る
と
し
て
受
容
す
る
能
力
と
意
志
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
儀
礼
）
に
先
行

し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か

(
A
s
a
d
、
p.50.)

(
五
四
頁
）
。
ア
サ
ド
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
投
げ
か
け
た
後
、
ギ
ア
ツ
の
表

現
で
は
先
述
の
よ
う
に
「
宗
教
的
な
確
信
が
人
間
の
次
元
に
現
れ
る
の
は
宗
教
的
な
慣
行
の
具
体
的
な
行
為
の
脈
絡
に
お
い
て
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
儀
礼
に
宗
教
的
な
確
信
を
生
み
出
す
機
能
が
あ
る
と
す
る
よ
う
な
、
単
純
な
刺
激
11
反
応
モ
デ
ル
で
は
、
こ
う

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

正
当
化
す
る
強
制
的
な
権
威
的
経
験
で
あ
る
と
し
て



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

し
た
疑
問
を
解
決
で
き
な
い
と
指
摘
す
る

(
i
b
i
d
.

）。

ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
宗
教
儀
礼
（
「
宗
教
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
）
を
信
仰
が
獲
得
さ
れ
る
「
湯
」

で
は
な
く
、
「
信
仰
が
演
じ
出
さ
れ
る
様
式
」
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
と
い
う

(
i
b
i
d
.
）
（
五
四
＇
五
頁
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
な
の
は
、
儀

礼
の
宗
教
的
な
行
為
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
様
式
、
つ
ま
り
そ
こ
で
作
用
す
る
「
種
々
の
訓
練
活
動
、
知
識

と
実
践
の
制
度
的
形
態
の
全
体
」

(
i
b
i
d
.

）
（
五
五
頁
）
で
あ
り
、
そ
う
し
た
制
度
に
よ
っ
て
ム
ー
ド
や
動
機
づ
け
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ

う
し
た
制
度
を
通
じ
て
確
信
の
正
当
化
と
受
容
が
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る

(
i
b
i
d
.
）
。
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
こ
と
を

は
っ
き
り
と
理
解
し
て
い
た
」

(
i
b
i
d
.

）
と
ア
サ
ド
は
付
言
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
ギ
ア
ツ
の
考
え
方
が
卒
む
近
代
的
な
宗
教
観

へ
の
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ギ
ア
ツ
が
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
い
う
概
念
に
言
及
し
、
宗
教
的
な
象
徴
の
作
用
を
実
践
行
為
（
儀
礼
）
に
お
い

て
展
開
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
は
、
宗
教
研
究
に
お
け
る
儀
礼
理
論
の
変
遷
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ベ
ル
が
簡
潔
に
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
(
9
)
、
儀
礼
の
理
論
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
一
般
に
儀
礼
を
行
為
と
み
な
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
自
動
的
に
儀
礼
と
宗
教
の
概
念
的
様
相
（
信
仰
）
と
の
区
別
を
設
定
す
る
。
こ
の
「
儀
礼
（
行
為
）
／
概
念
（
信
仰
）
」

と
い
う
区
別
は
、
「
行
為
さ
れ
る
も
の
（
身
体
）
／
思
考
さ
れ
る
も
の
（
精
神
）
」
と
い
う
差
異
化
と
共
鳴
し
つ
つ
、
儀
礼
が
概
念
の
表
現

様
式
で
あ
り
、
二
義
的
で
ル
ー
テ
ィ
ン
化
さ
れ
た
機
能
＇
構
造
的
な
機
構
で
あ
る
と
す
る
観
念
を
生
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

ギ
ア
ツ
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
概
念
に
言
及
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
区
分
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
な
方
向
性
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
儀
礼
を
思
考
と
行
為
を
統
合
す
る
機
構
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
が
、
ギ
ア
ツ
の
湯
合
な
ら
ば
、

そ
れ
は
象
徴
が
定
式
化
す
る
世
界
観
（
存
在
の
一
般
的
な
秩
序
）
と
象
徴
が
引
き
起
こ
す
エ
ト
ス
（
ム
ー
ド
と
動
機
づ
け
）
と
統
合
す
る

、
、
、
、
、

様
態
と
し
て
、
つ
ま
り
儀
礼
を
表
象
様
式
や
二
次
的
な
ル
ー
テ
ィ
ン
化
さ
れ
た
行
動
様
式
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
力
動
的
な
モ
デ
ル
と

二
0
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し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
(10)
。
そ
れ
ゆ
え
、

ア
サ
ド
が
儀
礼
を
「
信
仰
が
演
じ
出
さ
れ
る
様
式
」
と
し
て
と
ら
え
、
演
じ

出
さ
れ
た
権
威
を
強
制
的
に
受
肉
化
さ
せ
る
諸
制
度
を
主
題
化
す
べ
き
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と
は
、
ギ
ア
ツ
の
理
論
的
反
省
を
逆
行
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
サ
ド
の
主
張
で
は
、
儀
礼
理
論
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、
儀
礼
を
権
威
の
強
制
的
に

受
容
す
る
訓
練
11
規
律
の
様
式
で
し
か
な
く
、
行
為
／
概
念
と
い
う
差
異
化
の
形
式
の
な
か
で
二
義
的
な
地
位
に
と
ど
め
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。

今
世
紀
の
人
類
学
的
な
バ
リ
島
研
究
が
主
題
化
し
て
い
る
議
論
に
は
、
一
っ
の
基
本
的
な
批
判
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
ま
ず
バ
リ
島
の
イ

メ
ー
ジ
が
一
九
三

0
年
代
に
生
成
さ
れ
た
歴
史
的
な
経
緯
を
批
判
的
に
明
ら
か
に
し
(11)
、
次
に
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
さ
ら
に

精
緻
化
さ
れ
、
専
門
化
さ
れ
た
ギ
ア
ツ
の
バ
リ
島
研
究
が
抱
え
る
「
文
化
的
な
表
象
に
つ
い
て
の
政
治
性
の
欠
如
」
を
指
摘
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
類
学
に
お
け
る
宗
教
概
念
が
宗
教
と
世
俗
的
な
領
域
と
を
分
離
さ
せ
て
い
る
と
い
う
、
ア
サ
ド
の
批
判
と
軌

を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
議
論
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
植
民
地
主
義
を
卒
ん
だ
「
一
九
三

0
年
代
に
生
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
が
今
な
お
観

光
の
場
に
流
通
し
て
お
り
、
ギ
ア
ツ
の
主
張
、
端
的
に
言
え
ば
「
バ
リ
島
に
は
宗
教
思
想
（
教
義
・
教
典
）
よ
り
も
実
践
（
儀
礼
）
を
中

心
と
し
た
宗
教
的
世
界
観
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
た
文
化
の
本
質
主
義
的
な
表
象
が
バ
リ
島
研
究
、
と
り
わ
け
バ
リ
島
の
宗

教
に
関
す
る
研
究
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
支
配
し
続
け
て
い
る
(12)
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
点
が
相
互
に
連
関
し
合
う
こ
と

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1



つ
ま
り
バ
リ
島
の
イ
メ
ー
ジ
と
ギ
ア
ツ
の
研
究
を
権
威
化
し
た
人
類
学
的
な
表
象
と
が
極
め
て
親
密
な
関
係
を
持
ち
続
け
る
こ
と

で
、
バ
リ
島
の
「
現
在
」
、
つ
ま
り
ギ
ア
ツ
以
降
の
宗
教
表
象
の
「
内
的
な
」
変
容
が
隠
蔽
さ
れ
、
宗
教
儀
礼
を
中
心
と
し
た
「
伝
統
的

な
バ
リ
の
文
化
」
と
い
う
表
象
が
流
通
し
続
け
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

ギ
ア
ツ
は
、
論
文
「
現
代
の
バ
リ
に
お
け
る
『
内
面
的
改
宗
』
」
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

バ
リ
に
お
け
る
懐
疑
と
教
条
主
義
の
欠
如
と
、
形
而
上
学
的
な
無
関
心
に
（
バ
リ
島
を
訪
れ
た
者
は
）
す
ぐ
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
儀
礼
活
動

が
驚
く
ほ
ど
に
さ
か
ん
で
あ
る
。
バ
リ
人
は
、
い
つ
も
念
入
り
に
椰
子
の
葉
を
編
ん
で
供
物
を
捧
げ
、
手
間
の
か
か
る
儀
礼
の
食
物
を
準
備
し
、
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
寺
院
を
飾
り
、
大
勢
の
人
た
ち
が
行
列
を
し
、
そ
し
て
突
然
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
陥
る
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
宗
教
に
つ
い
て
思
索
す
る

（
あ
る
い
は
苦
悩
す
る
）
に
は
、
あ
ま
り
に
も
自
分
た
ち
の
宗
教
を
実
践
す
る
の
に
忙
し
い
よ
う
だ
。

(Geertz、p
.
1
7
6
.
)

(
二
九
九
頁
）

ギ
ア
ツ
の
理
解
の
仕
方
に
よ
れ
ば
、
バ
リ
島
の
宗
教
の
特
徴
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
イ
ン
ド
本
国
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
、

神
学
的
な
体
系
を
も
た
ず
、
祭
司
で
す
ら
具
体
的
な
行
為
を
常
に
志
向
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
重
き
が
置
か

れ
、
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
様
相
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ド
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ベ
イ

ト
ソ
ン
の
表
現
を
借
用
す
れ
ば
、
「
儀
礼
尊
重
主
義
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
儀
礼
尊
重
主
義
こ
そ
が
、
ニ

0
世
紀
後
半
以
降
に
至
る
ま
で
の
バ
リ
島
の
文
化
研
究
、
と
り
わ
け
宗
教
研
究
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
支
配
し
続
け
て
い
た
の
で
あ

る。
バ
リ
島
の
宗
教
研
究
に
関
し
て
は
、
ギ
ア
ツ
の
宗
教
概
念
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
の
認
識
論

的
様
相
の
偏
重
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
践
の
偏
重
に
対
す
る
批
判
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
表
層
的
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
ア
サ

で、

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1



ド
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
実
践
（
儀
礼
）
を
と
ら
え
る
視
点
が
権
力
の
働
く
領
域
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。

バ
リ
島
に
つ
い
て
の
近
年
の
人
類
学
的
な
研
究
は
、
人
々
の
宗
教
意
識
の
変
遷
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
バ
リ
島
の
宗
教
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化

し
て
い
く
政
治
＇
歴
史
的
過
程
を
丹
念
に
検
証
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る

(13)
。
つ
ま
り
、
バ
リ
島
の
宗
教
が
植
民
地
行
政
の
文
化
保
護

政
策
と
い
う
「
権
力
＇
知
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
「
バ
リ
＇
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
共
和
国
の
成
立
の
中
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
い
う
実
体
的
な
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、
植
民
地
主
義
、
観
光
、
国
民
国
家
と

い
う
外
在
的
な
ま
な
ざ
し
の
想
像
力
が
連
鎖
す
る
政
治
＇
経
済
的
関
係
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
ギ
ア
ツ
の
提
示
す
る
よ
う
な
自

己
完
結
的
な
「
文
化
論
」
の
自
然
性
を
脱
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

宗
教
に
関
し
て
、
近
年
の
人
類
学
的
な
研
究
に
従
っ
て
(14)
、
多
少
と
も
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
リ
島
の
宗

教
は
、
司
祭
を
中
心
と
し
た
宗
教
権
威
の
組
織
パ
リ
サ
ダ
の
積
極
的
な
活
動
に
よ
り
、
「
ア
ガ
マ
」
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
し
て
、
教

義
を
体
系
化
し
、
宗
教
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
パ
リ
サ
ダ
の
主
要
な
目
的
は
一
貫
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
に
バ
リ

島
の
宗
教
を
「
ア
ガ
マ
」
と
し
て
認
知
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
過
程
に
は
、
党
派
間
で
の
闘
争
や
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
政
治
体
制
の
変
遷
な
ど
、
様
々
な
紆
余
曲
折
を
経
て
い
る
。

パ
リ
サ
ダ
の
啓
蒙
主
義
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化
活
動
は
多
岐
に
及
ん
で
お
り
、
た
と
え
ば
唯
一
至
高
の
神
サ
ン
ヒ
ャ
ン
・
ウ
デ
ィ
を
崇
拝

対
象
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
、
教
典
・
教
義
書
を
規
定
す
る
こ
と
で
宗
教
的
知
識
を
体
系
化
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
儀
礼
活
動
を

規
範
化
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
バ
リ
島
の
宗
教
と
は
「
ア
ガ
マ
」
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
い
う
一
神
教
の
教

義
宗
教
で
あ
り
、
バ
リ
島
人
は
そ
の
信
徒
で
あ
る
と
い
う
共
有
意
識
を
植
え
付
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
パ
リ
サ
ダ
の
影
響
は

人
々
の
宗
教
意
識
に
か
な
り
浸
透
し
て
お
り
、
儀
礼
を
実
行
す
る
こ
と
よ
り
も
、
教
義
（
宗
教
的
な
知
識
）
や
唯
一
神
へ
の
信
仰
を
重
要

視
す
る
と
い
う
考
え
方
が
一
般
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
儀
礼
が
減
退
し
た
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
現
状
と

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1
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「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

し
て
は
、
慣
習
法
ア
ダ
ッ
ト
の
規
定
す
る
儀
礼
と
宗
教
ア
ガ
マ
の
規
定
す
る
教
義
宗
教
と
の
競
合
を
ど
の
よ
う
に
整
合
す
る
か
と
い
う
問

題
も
浮
上
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
競
合
的
対
立
軸
が
人
々
の
意
識
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
「
自
ら
の
信
じ
る
宗
教
と
は
何
な

の
か
」
と
い
う
宗
教
に
つ
い
て
の
反
省
的
な
態
度
を
も
た
ら
す
契
機
に
も
な
っ
て
い
る
。
バ
リ
島
の
人
々
は
、
ギ
ア
ツ
が
描
写
し
た
よ
う

に
、
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
忙
し
い
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

二
0
世
紀
ま
で
の
人
類
学
的
研
究
が
植
民
地
行
政
の
見
出
し
た
「
伝
統
的
な
文
化
と
し
て
の
バ
リ
，
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
を
対
象
と
し
て
、

そ
の
描
写
や
象
徴
論
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
現
代
の
人
類
学
は
パ
リ
サ
ダ
が
確
定
し
よ
う
と
す
る
「
ア
ガ
マ
と
し
て

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
を
そ
の
対
象
と
し
て
、
近
・
現
代
史
の
政
治
，
社
会
的
脈
絡
で
系
譜
学
的
に
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
現
代
の
人
類
学
の
分
析
は
、
ア
サ
ド
が
ギ
ア
ツ
に
宗
教
理
論
に
見
出
す
よ
う
な
「
近
代
性
の
産
物
と
し
て
の
宗

教
概
念
」
の
批
判
の
正
当
性
を
裏
打
ち
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
宗
教
と
世
俗
的
な
権
力
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
得
ら
れ

た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ア
サ
ド
の
方
向
性
は
、
具
体
的
な
宗
教
研
究
に
お
い
て
十
分
な
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
分
析
が
も
た
ら
す
結
論
は
、
た
と
え
ば
バ
リ
島
研
究
の
湯
合
な
ら
、
バ
リ
島
の
宗
教
の
在
り
方
や
意
識
を
文
化
政

策
と
の
関
わ
り
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
議
論
を
「
ア
ガ
マ
」
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
要
素
や
側
面
に
の
み
集
約
し
て
し
ま
う

こ
と
、
極
端
に
言
え
ば
、
バ
リ
島
の
宗
教
研
究
を
単
な
る
パ
リ
サ
ダ
に
よ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
学
か
宗
教
史
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
宗
教
に
お
け
る
信
仰
の
様
相
を
偏
重
し
、
行
為
（
儀
礼
）
を
二
義
的
な
表
現
様
式
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
へ
の
退
行

で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ニ
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ア
サ
ド
は
、
ギ
ア
ツ
の
宗
教
理
論
で
は
、
宗
教
経
験
は
信
仰
者
が
根
を
お
ろ
す
生
活
世
界
の
内
部
の
事
象
と
関
係
す
る
の
か
、
関
係
す

る
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
形
な
の
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い

(
A
s
a
d、
p.51.)

(
五
五
頁
）
と
述
べ
、
そ
の
理
由
は
「
宗
教
的
な
象

徴
を
、
生
活
を
営
む
た
め
の
条
件
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
経
験
を
得
る
た
め
の
前
提
条
件
と
み
な
し
て
い
る
」

(
i
b
i
d
.

）
か
ら
で
あ
る
と
批

判
し
て
い
る
。
ま
た
、
ギ
ア
ツ
が
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
「
至
高
の
現
実
と
し
て
の
日
常
性
」
に
言
及
し
つ
つ
、
宗
教
的
現
実
が
儀
礼
に
お
け
る

「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
跳
躍
」
を
介
し
て
日
常
的
生
活
の
現
実
の
変
化
（
修
正
）
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

そ
の
反
対
の
筋
道
、
つ
ま
り
宗
教
的
現
実
が
日
常
的
生
活
の
現
実
の
影
響
を
被
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
の
批
判

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
サ
ド
の
狙
い
は
「
宗
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
で
は
な
く
て
、
「
日
常
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
の
構
成

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
サ
ド
が
人
類
学
の
分
析
の
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
と
政
治
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と

こ
ろ
の
「
文
化
＇
社
会
」
で
あ
り
、
い
か
な
る
領
域
で
作
用
す
る
の
で
あ
れ
、
そ
れ
を
構
築
す
る
「
権
力
」
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
人
類

学
的
な
バ
リ
島
の
研
究
に
し
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
を
対
象
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
主
題
が
「
バ
リ
島
の
文
化
＇
社
会
」
で
あ
る
場
合
に

有
効
な
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
と
文
化
＇
社
会
が
い
か
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
「
宗
教
と
文
化
＇
社
会
が
結
び
つ
い
て
い

る
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
「
宗
教
」
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ア
サ
ド
の
宗
教
概
念
の
と
ら
え
方
、
む
し
ろ
「
宗
教
概
念
の
と
ら
え
方
」
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
「
文
化
人
類
学
的
」
な

「
宗
教
と
文
化
＇
社
会
と
の
関
係
」
の
研
究
に
は
有
効
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
宗
教
の
研
究
」
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
サ
ド
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
普
遍
的
な
「
宗
教
の
定
義
」
は
困
難
で
あ
り
、
不
可
能
な
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
で
は
逆
に
、
ア
サ
ド
は
、
彼
自
身
が
「
宗
教
は
『
西
洋
』
な
る
構
造
体
の
本
質
的
な
一
部
で
あ
る
」
と
か
、
「
宗
教
と
権
力
の

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1
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「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

分
離
」
な
ど
と
表
現
す
る
場
合
、
そ
こ
で
の
「
宗
教
」
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
を
論
じ
る
湯

合
、
世
俗
的
領
域
は
分
離
で
き
な
い
と
し
て
も
、
世
俗
的
領
域
に
宗
教
の
本
質
的
な
る
も
の
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
宗
教
を
そ

こ
に
還
冗
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

宗
教
を
分
析
す
る
こ
と
（
ギ
ア
ツ
）
と
宗
教
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
分
析
す
る
こ
と
（
ア
サ
ド
）
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る

し
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
仕
方
を
問
う
こ
と
で
、
「
宗
教
」
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
人
類
学
に
お
け
る

「
文
化
」
と
宗
教
学
に
お
け
る
「
宗
教
」
は
同
様
の
事
態
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ギ
ア
ツ
に
対
す
る
ア
サ
ド
の
批

判
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
人
類
学
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
と
ら
え
方
と
宗
教
研
究
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
と
ら
え
方
が
同
じ
で
あ

る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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Religi0n: Essays in the S
t
u
d
y
 of Religion

、T
h
e
Univ. of C
h
i
c
a
g
o
 Press

、2
0
0
4
、p
.
1
9
4
.

(
2
)
J
.
N
•ス
ミ
ス
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
宗
教
研
究
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
は
、
極
め
てQ
已
往

g
i
Wな
概
念
で
あ
り
、
人
類
学
的
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
宗
教
」
と
い
う
語
彙
は
十
六
世
紀
以
降
に
啓
蒙
主
義
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
プ
の
も
と
で
神
学
か
ら
分
離

さ
れ
は
じ
め
た
が
、
近
年
に
至
る
ま
で
蓄
積
さ
れ
続
け
た
「
宗
教
」
の
定
義
は
キ
リ
ス
ト
教
護
教
論
的
な
背
景
を
持
ち
続
け
、
様
々
な
分
類
力

テ
ゴ
リ
ー
の
変
奏
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
」
／
「
彼
ら
（
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
」
と
い
う
二
分
法
か
ら
な
る
地
政
学
を
維

持
し
て
き
た
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
拡
大
が
も
た
ら
し
た
「
諸
宗
教
」
の
偏
在
性
の
発
見
は
、
「
宗
教
」
を
比
較
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
イ
プ
の
も
と
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
実
践
と
の
関
連
か
ら
文
化
的
な
項
目
と
し
て
配
置
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
相

対
化
こ
そ
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
宗
教
」
は
同
一
性
を
保
持
し
、
歴
史
認
識
の
主
体
た
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
非
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の

「
諸
宗
教
」
に
対
し
て
外
部
か
ら
押
し
付
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
作
用
し
続
け
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

二
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(
3
)
S
m
i
t
h
,
J
.
N
.、I
mぶ
tining
Religion: F
r
o
m
 Babylon to Jonestown‘The Univ. of C
h
i
c
a
g
o
 Press、
1982、
p.104.

(
4
)
i
b
i
d
.
 

(
5
)
A
s
a
d、
T
巴巴．、

G
g
g
l
o
活
s
of Religion: Discipline a
n
d
 Reasons of P
o
w
e
r
 in 
Christianity a
n
d
 Islam、
ゴ
e
J
o
h
n
s
 H
o
p
k
i
n
s
 Univ. 

Press, 1993、
pp.
23,4．
中
村
圭
志
訳
『
宗
教
の
系
譜
』
岩
波
書
店
、
二

0
0四
年
、
二
七
頁
。
（
当
書
か
ら
の
引
用
・
参
照
に
関
し
て
は
、
本

文
中
に
そ
の
箇
所
を
記
す
。
）

(
6
)
S
且
庄
I.N.
、
ぞ
瓦
ing
Religion
、p.193.

(
7
)
S
m
i
t
h、
I.N.

｀I
m
避
ning
Religion、
p.
xii. 

(
8
)
G
e
e
r
t
z
,
 Clifford.‘The Interpretation of Cultures、
B
g
i
c
B
o
o
k
s、
Inc.、
N
e
w
Y
o
r
k、
1973、
p.
90.
吉
田
・
柳
川
・
中
牧
・
板
橋
訳
『
文

化
の
解
釈
学
』

1
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
五

0
，
一
頁
。
（
当
書
か
ら
の
引
用
・
参
照
に
関
し
て
は
、
本
文
中
に
そ
の
箇
所
を
記
す
。
）

(
9
)
B
e
l
l、
Catherine、
Ritual
Tl思
q、
Ritual
Practice、
0
は
o
r
d
Univ. Press、
1
9
9
2
.
p
p、
19,20、
pp.31,32.

(10)
晩
年
に
な
っ
て
ギ
ア
ツ
は
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
や
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
の
儀
礼
研
究
を
再
検
討
し
て
、
彼
ら
が
儀
礼
研
究
で
主
題
に

し
て
い
る
の
は
、
「
生
活
は
つ
じ
つ
ま
が
あ
う
」
の
だ
と
い
う
感
覚
が
壊
れ
や
す
く
、
不
確
実
で
、
重
圧
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
島
や
ン
デ
ン
ブ
族
の
儀
礼
が
対
処
し
て
い
る
の
は
、
世
界
の
在
り
方
や
そ
こ
で
暮
ら
す
様

式
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
内
在
す
る
自
己
自
身
の
「
現
実
感
」
に
つ
い
て
の
信
頼
が
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
、
と
き
に
は
崩
壊
す
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
脅
威
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
脅
威
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
プ
ル
ク
の
症
例
研
究
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
、
「
自
明
性
の
喪
失
」
へ
の
脅
威
と
し
て
、

近
代
的
な
生
活
の
領
域
に
も
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
近
代
社
会
で
は
「
儀
礼
」
と
い
う
形
態
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
儀
礼
を

現
実
へ
の
信
頼
の
喪
失
を
モ
デ
ル
化
す
る
も
の
、
つ
ま
り
「
モ
デ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
儀
礼
」
と
い
う
モ
デ
ル
で
と
ら
え
れ
ば
、
特
定
の

社
会
や
文
化
に
固
有
の
構
造
や
概
念
と
は
無
関
係
に
、
人
間
が
世
界
に
関
与
す
る
仕
方
の
モ
デ
ル
を
提
示
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ギ
ア
ッ

は
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
儀
礼
を
「
何
か
を
分
析
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
「
何
か
で
あ
る
た
め
の
モ
デ

ル
」
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Geertz、
C.‘"'To
Exist Is to H
a
v
e
 C
o
n
f
i
d
g
c
e
 in One's W
a
y
 of Being': Rituals as 

M
o
d
e
l
 Systems='in A
n
g
e
l
a
 
N•H. 

C
r
e
a
g
e
r、
E
貯
abeth
L
g
b
e
c
k
,
 a
n
d
 M
.
 N
o
r
t
o
n
 W
菊、

eds.、
Science
Without Laws: M
o
d
e
l
 

Systems、
C
8
e
s、
Exemplary
Narratives、D
巳^
e
University Press、
2007.

(11)
た
と
え
ば
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
ッ
カ
ー
ズ
の
研
究
は
そ
う
し
た
も
の
の
代
表
的
な
研
究
で
あ
る
。
＜
i兵
ers、
Adrian.、
Bali:
A
 

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

二
七



「
宗
教
と
は
何
か
」
と
は
何
か
？
ー
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
批
判
を
め
ぐ
っ
て
ー

Paradise Created、Periplus
Editions、
1990.
中
谷
文
美
訳
『
演
出
さ
れ
た
「
楽
園
」
』
新
曜
社
、
二

0
0
0年。

一
九
三

0
年
代
に
は
、
バ
リ
島
に
移
住
し
た
ド
イ
ツ
人
画
家
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ピ
ー
ス
の
も
と
を
数
多
く
の
研
究
者
や
芸
術
家
が
訪
れ
て

お
り
、
彼
ら
は
バ
リ
島
研
究
の
古
典
と
さ
れ
る
研
究
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ド
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ベ

イ
ト
ソ
ン
（
『
バ
リ
島
人
の
性
格
』
）
、
ジ
ェ
ー
ン
・
ベ
ロ
ー
（
『
バ
リ
島
の
ト
ラ
ン
ス
』
）
、
ミ
ゲ
ル
・
コ
バ
ル
ビ
ア
ス
（
『
バ
リ
島
』
）
、
コ
リ

ン
・
マ
ッ
ク
フ
ィ
ー
（
『
バ
リ
島
の
音
楽
』
）
な
ど
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
研
究
も
バ
リ
島
の
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ

る。
(12)
屯
Stephen,
Michele.、
Desire:
Divine a
n
d
 D
e
m
o
n
i
c、
U
n
i
v
.
of H
a
w
a
i
'
i
 Press、
2005.
吉
田
竹
也
『
バ
リ
宗
教
と
人
類
学
』
風
媒
社
、

二
0
0五
年
。

(
1
3
)たと
え
ば
、
鏡
味
治
也
『
政
策
文
化
の
人
類
学
』
（
世
界
思
想
社
、
二
0
0
0
年
）
や
永
渕
康
之
『
バ
リ
・
宗
教
•
国
家
』
（
青
土
社
、
ニ

0
0七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

(14)
令

苫
c
e
d、
Michel.、
Bali:
Tourisme culture! et 
culture touristique、
Editions
L
'
H
a
r
m
a
t
t
a
n
,
 1992.
吉
田
竹
也
『
バ
リ
宗
教
と
人
類

学
』
、
鏡
味
治
也
『
政
策
文
化
の
人
類
学
』
。
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