
一

日
本
的
「
平
和
」
思
想
の
淵
源
を
訊
ね
て

保
坂　

俊
司

「
平
和
」
は
日
本
の
伝
統
か
？

文
明
融
和
宗
教
と
し
て
の
仏
教
と
い
う
の
が
、
今
日
の
中
心
で
す
が
、

今
、
世
界
中
で
I
S
（
イ
ス
ラ
ム
国
）
と
か
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
か
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
問
題
、
東
ア
ジ
ア
の
も
め
事
、
紛
争
等
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
、

し
か
も
そ
れ
ら
に
宗
教
が
絡
ん
で
い
た
り
、
文
化
、
文
明
が
絡
ん
で
い
た
り

と
、
原
因
も
い
ろ
い
ろ
で
す
が
、
正
直
も
う
ち
ょ
っ
と
「
平
和
」
に
な
ら
な

い
の
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ふ
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
じ
ゃ
あ
「
平
和
」
っ
て
何
だ
ろ
う
。

と
、
基
本
的
な
事
を
考
え
ま
し
た
。
私
た
ち
は
一
般
に
、「
平
和
」
を
論
じ

る
時
に
は
、
謂
わ
ば
常
識
化
さ
れ
漠
然
と
し
た
「
平
和
」
の
意
味
を
前
提
に

考
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
漠
然
と
し
た
「
平
和
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意

味
の
背
景
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
る
事
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
す
。
た
ま

に
あ
っ
て
も
後
に
簡
単
に
紹
介
す
る
よ
う
な
英
語
のpeace 

の
翻
訳
語
と

し
て
の
「
平
和
」
で
あ
り
、
日
本
古
来
の
平
和
に
当
た
る
言
葉
と
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
？　

あ
ら
た
め
て
考
え
る
事
は
な

い
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、「
平
和
論
」
や
「
平
和
学
」
の
学
術
的
な
専
門

書
で
も
、
そ
の
概
念
規
定
は
当
然
な
が
ら
、
英
語
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
で

形
成
さ
れ
た
意
味
内
容
で
す
。
ま
あ
、
そ
れ
が
日
本
の
近
代
の
特
徴
な
の
で

す
。し

か
し
、
そ
れ
で
本
当
に
日
本
人
の
心
の
琴
線
と
い
う
か
、
文
化
の
核
心

に
触
れ
る
も
の
が
育
っ
て
い
る
の
か
？　

私
は
常
々
疑
問
に
思
っ
て
い
る
の

で
す
。
変
な
言
い
方
で
す
が
、
木
に
竹
を
接
い
だ
よ
う
な
言
葉
で
、
は
た
し

講
演
論
文
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て
私
た
ち
の
平
和
が
、
日
本
精
神
史
上
に
共
通
意
識
と
し
て
共
有
さ
れ
て
、

ま
た
現
代
人
の
心
の
底
に
届
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
気
に
な
り

ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
先
ず
平
和
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
簡
単
に
考

え
る
事
か
ら
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。

私
は
仏
教
、
い
ろ
い
ろ
宗
教
を
比
較
す
る
と
い
う
形
で
や
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
別
に
仏
教
を
殊
更
持
ち
上
げ
よ
う
と
い
う
気
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

応
、
日
本
的
仏
教
徒
で
あ
り
、
ま
た
専
門
も
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
と
か
シ
ク

教
と
い
う
イ
ン
ド
の
中
世
に
で
き
た
小
さ
な
宗
教
を
専
門
に
や
っ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
宗
教
学
や
イ
ン
ド
の
宗
教
を
研
究
し
て
み
て
、
仏
教
が
持
っ

て
い
る
不
思
議
な
思
考
方
法
、
そ
れ
は
不
殺
生
と
か
、
慈
悲
と
か
、
空
と
い

う
よ
う
な
で
す
ね
、
つ
ま
り
自
己
絶
対
化
を
あ
え
て
否
定
、
或
い
は
相
対
化

す
る
思
想
で
す
が
、
こ
の
思
想
の
価
値
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
の
で
す
。

し
か
も
、
そ
れ
が
日
本
の
か
つ
て
の
伝
統
文
化
の
核
心
を
為
し
て
い
た
と
い

う
事
実
を
も
っ
と
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

特
に
、
こ
の
自
己
を
絶
対
化
し
な
い
と
い
う
思
想
が
、
自
分
本
位
の
正
義

観
が
激
突
す
る
今
の
世
の
中
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
柔
ら
か
く
生
き
る
つ
ま

り
、
私
が
表
現
す
る
日
本
的
な
平
和
で
あ
る
「
温
か
い
平
和
」
の
思
想
が
、

紛
争
の
鎮
静
化
の
た
め
に
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま

す
。
こ
の
問
題
を
、
今
回
は
非
常
に
簡
単
で
す
が
、
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。（
以
下
で
は
、
平
和
と
い
う
言
葉
の
意
味
背
景
を
明
確
に
す
る
た
め
に

便
宜
的
に
「
平
和
」
と
平
和
と
を
区
別
し
て
述
べ
ま
す
。
又
、
両
者
の
区
別

が
不
要
の
と
き
は
、
単
に
平
和
と
し
ま
す
。）

「
平
和
」
と
い
う
翻
訳
語

二
一
世
紀
の
現
在
平
和
と
言
え
ば
当
た
り
前
の
よ
う
に
、「
戦
争
の
な
い

状
態
だ
と
か
」
つ
い
つ
い
「
世
の
中
が
穏
や
か
で
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
こ
と
」

と
、
国
語
辞
典
的
に
考
え
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
平
和
っ
て

い
う
言
葉
は
ど
う
や
っ
て
で
き
た
ん
だ
ろ
う
と
。
ま
ず
、
漢
字
で
す
か
ら
、

「
平
ら
か
に
和
す
」
と
解
釈
で
き
ま
す
が
、
専
門
家
に
尋
ね
ま
し
た
と
こ
ろ

「
平
ら
で
お
だ
や
か
」
と
解
釈
す
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
一
般
的
な
漢
和

辞
典
に
は
平
和
と
い
う
熟
語
は
、
あ
ま
り
見
か
け
ま
せ
ん
。
現
在
の
用
例
は

あ
り
ま
す
が
。
漢
語
と
し
て
の
歴
史
的
用
法
は
、
明
確
で
は
な
い
よ
う
で

す
。
ど
う
も
、
近
代
に
な
っ
て
翻
訳
語
と
し
て
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
み
た
い
で
す
ね（
1
）。

で
は
意
味
的
に
、
近
代
以
前
だ
っ
た
ら
現
在
の
平
和
に
当
た
る
も
の
は
ど

う
い
う
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

先
ず
思
い
当
た
る
の
が
、「
天
下
泰
平
」

と
か
、
こ
う
い
う
言
葉
で
す
ね
。
あ
る
い
は
「
平
安
」、「
安
穏
」
で
す
ね
。

あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
、「
鎮
護
国
家
」
の
「
鎮
護
」
み
た
い
な
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
明
治
ま
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

ど
う
も
わ
れ
わ
れ
が
平
和
を
考
え
る
時
に
は
日
本
語
で
は
な
く
て
英
語
つ



三

日本的「平和」思想の淵源を訊ねて

ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ピ
ー
ス
の
概
念
が
強
い
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
ピ
ー
ス
は
、
ラ
テ
ン
語
のpãx

（
平
和
、
和
睦
、
無
事
、
平
安
、
平
静

な
ど
）
か
ら
来
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
はpãcõ

（
支
配
下
に
置
く
、
屈
服

さ
せ
る
。
服
従
さ
せ
る
。
云
う
事
を
聞
か
せ
て
静
か
に
さ
せ
る
。
更
に
辞
書

的
に
は
、
征
服
後
に
平
和
に
す
る
。
平
定
す
る
。
平
和
を
課
す
。
支
配
下
に

お
く
。
屈
服
さ
せ
る
と
な
る
。）
を
語
源
と
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
す

る
と
ピ
ー
ス
と
は
、
日
本
語
の
「
泰
平
・
平
安
」
と
は
、
か
な
り
異
な
る
！

し
か
も
、peace

の
反
対
語
はw

ar
（
戦
争
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
パ
ー
ク
ス
の
も
と
に
な
る
パ
ー
コ
ー
が
問
題
で
す
。
伊
東
先

生
の
前
で
ラ
テ
ン
語
は
憚
ら
れ
る
の
で
す
が
、
パ
ー
コ
ー
と
は
、
力
で
相
手

を
押
さ
え
つ
け
、
圧
倒
し
、
服
従
さ
せ
る
み
た
い
な
感
じ
で
す
よ
ね
。
だ
か

ら
結
局
、
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
強
い
力
が
あ
っ
て
、
抑
え
つ
け
て
い
れ

ば
、
つ
ま
り
秩
序
だ
っ
て
い
れ
ば
表
面
上
は
「
平
和
」
状
態
は
形
成
維
持
で

き
る
の
で
す
。
つ
ま
り
誰
も
反
論
、
反
抗
し
な
い
か
ら
社
会
は
一
見
、
落
ち

着
い
て
い
る
し
、
安
定
し
て
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
欠
け
て
い
る
の

は
心
の
問
題
、
内
面
の
状
態
な
ん
で
す
。
奴
隷
制
だ
っ
て
、
パ
ー
ク
ス
（
英

語
で
は
パ
ッ
ク
ス
で
す
ね
）
で
す
よ
ね
。

つ
ま
り
、
外
見
は
非
常
に
安
定
し
て
い
て
、
表
面
上
は
争
い
が
な
い
。
で

も
安
穏
で
は
な
い
で
す
よ
ね
、
心
は
。
見
か
け
上
は
安
穏
で
す
け
ど
。
つ
ま

り
西
洋
のpeace

、
あ
る
い
は
翻
訳
語
と
し
て
の
「
平
和
」
と
い
う
言
葉
に

は
、
人
間
の
内
面
に
関
す
る
考
察
は
恐
ら
く
含
ま
れ
て
い
な
い
か
、
軽
ん
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
平
和
」
の
概
念
の
、peace

の
概

念
の
特
徴
な
ん
だ
ろ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
ロ
ー
マ
の
人
た
ち
は
奴
隷
制
で
し

た
し
、
人
口
の
三
分
の
一
が
奴
隷
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
市
民

は
、
彼
ら
の
心
の
葛
藤
や
不
満
な
ど
気
に
も
し
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
や
っ
ぱ
り
東
洋
、
つ
ま
り
日
本
人
が
、
平
和
と
い
う
言
葉
に
込

め
て
い
る
の
は
、
つ
ま
り
日
本
的
な
意
味
の
平
和
と
は
、
他
の
言
葉
で
云
え

ば
、
安
泰
だ
と
か
、
太
平
楽
だ
と
か
平
安
と
か
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に

は
、
心
ま
で
入
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
、
人
間
の
内
面
で
す
。
つ
ま
り
例

え
ば
、
夫
婦
で
冷
戦
状
態
。
け
ん
か
も
し
な
い
け
ど
口
も
聞
か
な
い
と
い
う

の
は
、
こ
れ
は
西
洋
的
意
味
で
は
「
平
和
」
な
ん
で
す
。peace 

で
す
よ

ね
。
だ
け
ど
、
日
本
的
に
言
え
ば
平
和
（
安
泰
や
安
楽
）
で
は
な
い
ん
で

す
。
奴
隷
制
や
封
建
制
に
様
な
力
に
よ
り
秩
序
が
保
た
れ
た
状
態
が
、「
平

和
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
謂
わ
ば
、
冷
た
い
「
平
和
」
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
「
平
和
」
は
ま
さ
に
、
制
度
と
し
て
の
安
定
し
た
状
態
を
意
味
し
て
い
る

様
で
す
。
少
な
く
と
も
其
の
面
が
強
い
。
こ
の
点
が
日
本
人
の
平
和
の
イ
メ

ー
ジ
と
は
異
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
余
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
少
く
と
も
両
者
が
混
在
し
て
い
る
。

要
す
る
に
僕
は
、
日
本
人
が
「
平
和
の
言
葉
」
と
か
「
平
和
の
誓
い
」
と
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か
言
う
時
の
平
和
は
イ
コ
ー
ルpeace 

じ
ゃ
な
い
ん
だ
ろ
う
と
。
つ
ま
り
、

日
本
人
が
平
和
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
時
と
、
ア
メ
リ
カ
人
がpeace 

を

考
え
る
時
と
は
全
く
違
う
文
化
の
背
景
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
化
の

差
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
、
問
題
は
、

そ
の
差
異
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
す
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
力
ず
く
の
「
平
和
」、
冷
た
い
「
平
和
」
で
は
な

い
、
日
本
の
伝
統
を
生
か
し
た
「
温
か
い
平
和
」
の
存
在
を
意
識
し
て
、
新

た
に
平
和
の
概
念
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

次
に
、「
温
か
い
平
和
」
と
い
う
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
翻
訳
の
歴
史

を
簡
単
に
お
さ
ら
い
し
ま
す
。peace 

は
最
初
に
ど
ん
な
ふ
う
に
訳
さ
れ
て

い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
最
初
の
英
和
辞
典
と
さ
れ
る
ヘ
ボ
ン
の
辞
典

を
読
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
一
八
六
一
年
上
海
で
印
刷
さ
れ
ま
し
た
。
も
と
も

と
は
全
部
ロ
ー
マ
字
で
す
。「
泰
平
、
穏
や
か
、
安
心
、
安
穏
、
和
睦
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
代
に
お
け
る
学
術
用
語
の
決
定
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
井
上
哲
次
郎
他
『
哲
学
字
彙
』（
第
一
版
は
明
治
一
四
年
）
で

は
「peace

」
に
は
、「
平
安
、
寧
靖
」
と
あ
り
、
よ
う
や
く
第
三
版
の
明

治
四
四
年
版
に
「
平
和
」
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
最
初peace

は
、

日
本
的
に
「
泰
平
、
穏
や
か
、
安
心
」
と
か
、
心
の
内
面
ま
で
踏
み
込
ん
だ

意
味
で
、
つ
ま
り
、
日
本
の
伝
統
的
な
平
和
の
状
態
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
な
か
な
か
ヘ
ボ
ン
は
よ
く
、
日
本
の
文
化
を
研
究
し
て
い
る
な
と
思

い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
日
本
の
伝
統
的
な
人
間
の
内
面
を
含
む
心
の
平
安
で
す
ね
。
安

寧
と
安
定
し
た
秩
序
の
面
が
今
、
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
平
和
に
あ
る
け

れ
ど
も
、
西
洋
の
も
の
に
は
乏
し
い
と
。
つ
ま
り
条
約
な
ん
か
の
レ
ベ
ル
の

平
和
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
「
平
和
」
が
優
勢
に
な
る
。
歴
史
的
に
は
余
り
用
い

ら
れ
な
か
っ
た
平
和
が
、
西
洋
の
文
化
が
浸
透
す
る
と
ピ
ー
ス
の
訳
語
と
し

て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
日
本
語
の
平
和
に
は
、
①
西
欧
伝
来
の
秩

序
と
し
て
の
「
平
和
」
と
②
日
本
伝
統
の
人
間
の
内
面
の
平
和
（
心
の
内
の

安
寧
、
平
安
）
の
両
面
が
混
ざ
り
合
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦

前
に
は
、
あ
ま
り
平
和
と
い
う
言
葉
は
、
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
様
で
す
。
そ

れ
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
後
で
す
。

敗
戦
後
の
世
界
か
ら
生
ま
れ
た
平
和

平
和
と
い
う
言
葉
が
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
、

特
に
ピ
ー
ス
の
翻
訳
語
が
、
平
和
と
し
て
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
恐
ら
く
現
行
憲
法
が
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
そ
の
素
案
が
提
示
さ
れ
た

こ
と
と
、
悲
惨
な
戦
争
と
そ
の
敗
戦
を
心
底
反
省
し
た
結
果
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
故
に
、
現
在
、
我
々
が
平
和
を
考
え
る
時
に
は
、
現

行
憲
法
の
序
文
に
あ
る
「
平
和
」
と
い
う
言
葉
に
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
る
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よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
昭
和
憲
法
』
の
「
序
文
」
は
、

決
し
て
長
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
「
平
和
」
と
い
う
言
葉

は
、
執
拗
と
も
言
え
る
ほ
ど
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、「
平
和
」

を
求
め
る
理
由
と
し
て
、「
政
府
の
行
為
に
よ
つ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起

る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で

す（
2
）。こ

の
時
の
英
語
の
原
文
は
、
ピ
ー
ス
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
現
在
の
平
和
と
い
う
日
本
語
の
意
味
に

は
、
ピ
ー
ス
に
加
え
て
、
二
度
と
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、

つ
ま
り
戦
争
の
反
対
語
と
し
て
の
ピ
ー
ス
の
平
和
と
い
う
意
味
が
強
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

こ
れ
で
は
、
先
ほ
ど
来
申
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
語
の
「
天
下
泰
平
」、

「
安
穏
」
の
様
な
、
心
か
ら
の
平
安
状
態
と
し
て
の
、
つ
ま
り
、
単
な
る
社

会
の
制
度
や
戦
争
の
抑
止
、
社
会
的
表
面
的
な
安
定
に
止
ま
ら
な
い
、
人
間

一
人
ひ
と
り
の
心
か
ら
の
平
安
が
確
保
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
互
い
に
共
有

し
た
状
態
の
平
和
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
私
は
、
謂
わ
ば
冷
た
い
「
平

和
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
一
方
日
本
人
の
伝
統
的
な
も
の
は
、
人
間
の
個
々

人
の
平
安
の
み
な
ら
ず
他
者
と
も
こ
れ
を
共
有
す
る
と
い
う
意
味
で
「
温
か

い
平
和
」
関
係
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
伝
統
に
即
し
た
意
味

で
の
平
和
の
意
味
を
再
確
認
す
る
た
め
に
基
礎
作
業
と
し
て
、
次
に
「
温
か

い
平
和
」
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
但
し
、
日
本
人
は
自

ら
の
伝
統
を
無
意
識
下
に
多
少
意
識
し
て
い
る
の
で
、
両
者
が
混
同
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
ピ
ー
ス
の
「
平
和
」（
冷
た
い
平
和
）
に
、
泰
平
や
平

安
、
さ
ら
に
は
鎮
護
と
い
う
よ
う
な
日
本
伝
統
の
精
神
を
付
加
し
た
温
か
い

平
和
観
の
形
成
と
自
覚
が
今
後
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
ま

す
。原

点
と
し
て
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
平
和

さ
て
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
平
和
、
つ
ま
り

「
温
か
い
平
和
」
の
思
想
が
如
何
に
形
成
さ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
大
き

な
問
題
で
す
。
こ
の
点
は
今
後
と
も
検
討
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
が
、
本
日

は
、
こ
の
「
温
か
い
平
和
」
つ
ま
り
内
面
か
ら
の
心
の
平
安
と
、
さ
ら
に
他

者
と
の
親
身
共
存
（
以
下
原
則
、
こ
の
意
味
で
平
和
と
表
記
し
ま
す
）
を
考

え
る
上
で
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
仏
教
で
す
か
ら
、
先
ず
こ
の

仏
教
に
お
け
る
平
和
に
つ
い
て
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

イ
ン
ド
で
は
、
平
和
と
い
う
言
葉
は
「
シ
ャ
ン
テ
ィ
（ānti

）」
と
言
い

ま
す
。
イ
ン
ド
思
想
の
特
徴
は
、
人
間
の
内
面
を
ま
ず
重
視
い
た
し
ま
す
。

何
故
、
内
面
を
重
視
す
る
か
と
い
う
と
、
創
造
主
と
し
て
の
唯
一
絶
対
神
が

い
ま
せ
ん
の
で
、
人
間
の
発
生
と
言
い
ま
す
か
、
存
在
理
由
が
問
題
と
な
り
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ま
す
。
そ
う
す
る
と
心
と
体
の
二
面
を
持
つ
人
間
存
在
の
意
味
を
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
一
方
、
唯
一
絶
対
の
創
造
主
を
持
つ
ユ
ダ
ヤ
、
キ

リ
ス
ト
、
イ
ス
ラ
ム
で
は
、
人
間
の
内
面
と
か
、
個
性
と
い
う
の
は
神
の
製

造
責
任
の
領
域
で
す
の
で
、
問
題
視
さ
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
歴
史
的
に

人
間
の
内
面
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
代
に
な
り

ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
に
は
神
秘
主
義
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

特
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
イ
ン
ド

の
影
響
が
非
常
に
強
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
イ
ン
ド
思

想
の
特
徴
と
い
う
の
は
、
人
間
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
体
と
、
そ
れ
以
上
に
心
の

領
域
を
重
視
し
ま
す（
3
）。

で
も
、
実
は
こ
の
イ
ン
ド
と
、
僕
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ー
リ
ア
人
と

い
う
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
来
た
、
今
の
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
と
か
『
ヴ
ェ
ー

ダ
』
を
伝
え
た
ア
ー
リ
ア
人
で
は
な
い
ん
で
す
。『
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
聖
典
を

読
ん
で
も
、
後
代
に
な
る
と
付
け
加
え
ら
れ
る
の
で
ち
ょ
っ
と
怪
し
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
な
ん
か
見
て
い
る
と
、
心
の
問
題
と

い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
タ
ッ
チ
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
神
様
に
お
祈
り
し
て
ゴ
マ

す
っ
て
、
た
く
さ
ん
子
ど
も
が
授
か
る
よ
う
に
と
か
、
穀
物
が
、
牛
が
た
く

さ
ん
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

内
面
と
い
う
の
は
問
題
に
な
っ
て
な
い
ん
で
す
ね
、
あ
ま
り
。
そ
う
す
る

と
、
ど
こ
か
に
そ
の
起
源
を
探
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
今

の
イ
ン
ド
の
思
想
に
は
ヨ
ー
ガ
を
中
心
と
し
て
内
面
的
な
も
の
が
非
常
に
強

い
で
す
。
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
や
っ
ぱ
り
注
目
さ
れ
る
の

が
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
で
す
ね（
4
）。

イ
ン
ダ
ス
文
明
に
は
強
力
な
王
権
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
が
あ
り
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
一
般
的
に
、
王
権
が
あ
れ
ば
宮
殿
だ
と
か
、
そ
れ
を
守
る
軍
隊

が
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
武
器
が
ほ
と
ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
イ

ン
ダ
ス
文
明
と
い
う
の
は
、
東
西
一
〇
〇
〇
キ
ロ
、
南
北
一
〇
〇
〇
キ
ロ
余

り
と
大
変
広
い
領
域
に
分
散
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
都
市
で
統
一
し

た
度
量
衡
、
都
市
構
造
と
統
一
性
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
何
故
か
軍
隊
が

い
な
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
文
明
他
に
は
な
い
で
す
よ
ね
。
何
故
、
軍
隊
を
持

っ
た
強
力
な
支
配
者
な
く
し
て
、
統
一
性
が
保
た
れ
た
の
か
？　

不
思
議
で

す
ね
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
、
瞑
想
す
る
王
様
ら
し
い
像
か
ら
類
推
す
る
し
か
な

い
の
で
す
が
、
こ
の
像
は
ど
う
も
後
代
言
う
と
こ
ろ
の
ヨ
ー
ガ
、
瞑
想
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
印
章
に
も
出
て
く
る
ん
で

す
け
れ
ど
も（
5
）。

伊
東
：
こ
れ
は
印
章
に
出
て
き
ま
す
よ
。

保
坂
：
は
い
、
し
か
し
そ
れ
が
ヨ
ー
ガ
だ
と
、
専
門
家
た
ち
は
断
定
し
て

い
な
い
の
で
す
。
残
念
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
私
は
、
ヨ
ー
ガ
の
原

型
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
精
神
的
な
世
界
に
入
っ
て

人
々
の
内
面
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
導
い
て
い
る
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姿
と
解
釈
で
き
ま
す
。
こ
う
い
う
王
様
の
存
在
が
あ
っ
て
、
そ
の
深
く
自
己

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
人
が
、
全
て
の
人
に
命
令
（
念
じ
る
）
し
た
り
す
る

と
、
人
々
は
内
面
か
ら
彼
れ
に
従
う
と
い
う
よ
う
な
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
し
伝
統
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ず

っ
と
後
に
な
っ
て
、
お
釈
迦
様
が
出
て
き
た
時
に
、
内
面
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
く
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
大
事
な
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
発
想
が
出

て
く
る
基
礎
が
、
す
で
に
イ
ン
ダ
ス
文
明
期
以
来
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
顕
在
化
す
る
の
が
、
丁
度
釈
尊

が
出
た
時
代
と
い
う
の
は
、
伊
東
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
、
精
神
革
命

の
時
代
で
す（
6
）。

こ
こ
で
精
神
革
命
と
い
う
の
は
何
か
と
言
う
と
、
物
質
的
な
世
界
か
ら
も

っ
と
深
い
、
精
神
の
心
の
内
面
に
入
っ
て
い
く
世
界
で
す
。
こ
の
時
代
に
仏

教
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
イ
ン
ド
で
も
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
含
め
て
、
心
の
問

題
を
深
く
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
体
だ
け
で
争
う
戦
争
の
み
な
ら

ず
、
精
神
的
に
争
う
け
ん
か
で
す
ね
、
夫
婦
け
ん
か
、
友
達
げ
ん
か
、
国
家

間
の
紛
争
を
含
め
て
、
内
面
か
ら
の
憎
悪
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
こ
と
に
文
化
的
、
あ
る
い
は
文
明
的
に
深
い
意

味
を
付
け
加
え
て
い
く
伝
統
が
形
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
遊
牧
文
化
で
好
戦

的
な
ア
ー
リ
ア
文
化
と
精
神
文
化
の
イ
ン
ダ
ス
文
明
と
い
う
全
く
違
う
文
化

が
こ
の
辺
り
で
一
つ
に
な
っ
て
我
々
が
知
る
イ
ン
ド
の
精
神
文
化
、
文
明
が

形
成
さ
れ
る
。
仏
教
は
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
端
的
な
事
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
異
な
る
文
明
が
融
合
す
る
、
そ
し
て

そ
れ
ら
が
融
合
す
る
た
め
に
は
、「
私
が
正
し
い
と
か
」、「
私
だ
け
が
正
し

と
い
う
」、
自
我
の
絶
対
性
の
否
定
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
の
を
仏
教

は
否
定
し
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
そ
の
絶
対
性
は
否
定
し
ま
す
。

伊
東
：
我
欲
は
駄
目
、
我
欲
は
否
定
し
ま
す
。

保
坂
：
は
い
、
仏
教
で
は
何
事
に
つ
け
て
、
絶
対
性
は
否
定
し
て
い
る
ん

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
は
否
定
し
な
い
。
つ
ま
り
「
あ
な
た
の
ア
ー
ト

マ
ン
」
も
あ
る
し
、「
私
の
ア
ー
ト
マ
ン
も
あ
る
よ
」
と
す
る
。
し
か
し
そ

れ
は
究
極
的
に
は
同
じ
な
の
で
す
よ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
味
で
自

我
や
個
我
の
捉
え
方
で
す
。
こ
れ
を
「
無
我
」
で
あ
っ
た
り
「
空
」
と
表
現

し
ま
す
。
こ
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
は
、
諸
宗
教
融
和
、
さ
ら
に

は
文
明
融
和
の
キ
ー
ワ
ー
ド
概
念
が
あ
る
と
思
い
ま
す（
7
）。

つ
ま
り
、
平
和
思
想
の
核
心
で
す
ね
。
例
え
ば
、
仏
教
は
世
界
中
に
広
ま

り
ま
す
。
広
ま
る
ん
で
す
け
ど
、
仏
教
を
広
め
る
た
め
に
戦
争
は
し
て
い
な

い
。
さ
ら
に
は
宗
教
紛
争
、
今
で
言
う
と
、
聖
戦
で
す
ね
。
聖
戦
と
い
う
よ

う
な
概
念
は
少
な
く
と
も
、
仏
教
に
は
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
、

オ
ウ
ム
真
理
教
み
た
い
な
の
が
出
て
き
て
、
聖
戦
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
僕
は
仏
教
だ
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
ず
っ
と

後
代
に
な
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
と
か
そ
う
い
う
の
で
他
宗
教
と
の
戦
争
に
巻
き
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込
ま
れ
た
り
し
て
、
護
教
の
た
め
に
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。し

か
し
そ
れ
は
枝
葉
で
す
。
根
本
は
や
は
り
自
己
す
ら
絶
対
視
し
な
い
、

つ
ま
り
自
己
の
相
対
化
あ
る
い
は
、
自
己
と
同
じ
く
、
他
者
を
相
対
化
す
る

と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
心
の
平
安
、
心
を
安
穏
に
す
る
、
フ
ラ
ッ
ト
に
す
る

と
い
う
立
場
を
と
る
。
そ
れ
が
行
と
し
て
、
肉
体
に
ま
で
出
て
、
そ
れ
が
文

化
を
形
成
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
勿
論
、
心
は
即
文
化
を
形
成
す
る
わ
け
じ

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
心
と
い
う
の
は
観
念
の
世
界
で
す
か
ら
、
そ
れ
が

具
体
的
な
働
き
、
つ
ま
り
人
間
の
日
常
の
行
為
、
そ
う
い
う
も
の
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
導
い
て
ゆ
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
争
い
が
少
な
い
と
か
争
わ
な

い
と
か
、
あ
る
い
は
他
者
と
共
存
す
る
、
他
者
を
助
け
る
と
か
、
そ
う
い
う

行
為
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
倫
理
規
範
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
の

が
積
み
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
、
伝
統
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く

ん
だ
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
、
そ
れ
も
自

我
の
孤
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
我
同
士
の
相
互
連
関
と
い
う
視
点
を
基

礎
と
す
る
も
の
で
す
。
個
の
関
連
性
を
基
礎
に
、
人
間
同
士
、
生
き
物
同
士

の
平
和
的
な
相
互
理
解
を
基
本
に
し
て
、
社
会
を
作
っ
て
ゆ
く
重
要
性
を
説

い
た
の
が
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
そ
し
て
仏
教
で
す
。

そ
し
て
、
僕
は
ブ
ッ
ダ
の
仏
教
の
説
い
た
真
理
、
一
般
に
は
四
聖
諦
と
纏

め
て
言
い
ま
す
が
、
従
来
の
仏
教
学
の
定
式
化
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
こ

れ
を
現
代
的
に
云
い
表
わ
す
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

仏
教
思
想
の
読
み
お
直
し

そ
の
視
点
か
ら
云
い
ま
す
と
、
仏
教
の
大
切
な
教
え
の
ま
ず
第
一
は
、
生

命
の
本
質
的
平
等
を
唱
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ア
ヒ
ン
サ
ー
だ
と

か
不
戦
、
不
殺
生
、
不
殺
生
戒
。
こ
の
人
を
傷
つ
け
な
い
、
人
の
こ
と
を
重

視
す
る
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
。
こ
の
中
か
ら
慈
悲
が
出
て
く
る
と
思
う
ん

で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
既
存
の
束
縛
か
ら
の
解
放
。
つ
ま
り
人
間
の
本
質
は
平

等
だ
か
ら
、
差
別
を
し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
と
い
う
差
別
の
禁
止
で
す
。
こ

れ
は
イ
ン
ド
で
は
典
型
的
な
カ
ー
ス
ト
制
度
と
い
う
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の

時
代
は
、
制
度
と
し
て
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
未
整
備
だ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
存
在
し
た
。
そ
れ
は
大
変
厳
し
い
も
の
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
社
会
的
な
束
縛
か
ら
、
既
存
の
束
縛
か
ら
の
解
放
が
ブ
ッ
ダ
に

よ
り
説
か
れ
、
仏
教
の
根
本
思
想
、
倫
理
的
な
目
標
と
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
次
に
、
精
神
の
向
上
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

人
間
は
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
、
故
に
も
し
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
す
で
に
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ

ス
ト
、
イ
ス
ラ
ム
的
な
教
え
と
は
異
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
は
自
助

努
力
に
よ
る
人
間
の
向
上
と
い
う
考
え
は
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
仏
教
で

は
正
し
い
行
為
に
よ
っ
て
、
自
分
が
素
晴
ら
し
い
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
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い
く
、
造
り
か
え
ら
れ
て
い
く
ん
だ
と
考
え
る
事
で
す
。
自
己
の
発
見
じ
ゃ

な
く
て
、
自
己
の
形
成
な
ん
で
す
ね
。
自
分
は
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
造
ら

れ
て
い
く
べ
き
も
の
な
ん
だ
と
、
精
神
の
向
上
、
魂
の
向
上
は
、
自
ら
の
責

任
（
因
果
）
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
思
想
で
す
。
正
し
い
行
い
を
通
し

て
、
高
い
人
格
に
導
か
れ
て
い
く
と
、
こ
う
い
う
自
己
の
成
長
と
言
い
ま
し

ょ
う
か
、
自
己
の
形
成
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
主
張
し
た

と
。そ

し
て
第
三
に
、
全
て
の
も
の
の
相
互
性
の
強
調
で
す
。
こ
れ
は
輪
廻
思

想
と
関
係
し
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
、
慈
悲
の
心
に
通
じ
て
行
き
ま
す
。
つ

ま
り
、
人
間
は
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
第
一
一
人
で
は
生
き

て
行
け
な
い
と
い
う
認
識
で
す
。
つ
ま
り
、
神
と
人
間
だ
け
の
関
係
を
第
一

義
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ム
の
様
な
孤
立
構
造
に
は
な
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
れ
で
合
理
的
な
生
き
方
が

で
き
る
の
で
す
が
。

こ
れ
は
内
面
性
の
強
調
に
も
通
じ
ま
す
。
つ
ま
り
内
面
を
グ
ッ
と
掘
り
下

げ
て
い
く
と
、
皆
が
繋
が
っ
て
と
い
う
発
想
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
イ
ン

ダ
ス
文
明
の
世
界
に
通
じ
る
伝
統
が
あ
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
ヨ
ー
ガ
の
力
で
み
ん
な
を
暴
力
的
で
な
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
た
と
い

う
、
あ
の
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
宗
教
の
在
り
方
に
僕
は
ど
こ
か
つ
な
が
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
己
の
相
対
化
、
つ

ま
り
諸
々
の
価
値
の
絶
対
化
の
否
定
で
す
。
い
わ
ゆ
る
諸
行
無
常
で
す
ね
。

こ
の
思
想
は
、
価
値
の
対
立
を
超
え
て
、
共
存
し
て
ゆ
く
た
め
の
基
本
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
私
が
正
し
い
、
あ
な
た
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
自
己

絶
対
化
の
二
律
背
反
じ
ゃ
な
く
て
、
私
が
正
し
い
と
思
う
け
ど
、
あ
な
た
も

正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
立
場
を
変
え
て
み
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
よ
う
な
、

そ
う
い
う
発
想
、
そ
こ
に
は
他
者
を
自
己
と
同
様
に
み
な
す
と
い
う
発
想
、

そ
れ
は
慈
悲
の
心
に
通
じ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
争
う
と
い

う
こ
と
が
少
な
く
な
る
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
多
く
の
争
い
は
、
自
分
だ

け
が
正
し
い
と
思
う
心
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
一
般
に
は
、
自
分
が
正
し
い
と

思
う
こ
と
は
、
生
ま
れ
て
や
は
り
自
己
生
命
を
維
持
す
る
と
い
う
意
味
で
自

己
防
衛
本
能
に
よ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
で
は
、「
魚
の
原

理
」
マ
ッ
チ
ャ
ダ
・
ル
マ
（M

accha D
harm

a

）
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま

す
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
小
さ
な
水
槽
に
ミ
ジ
ン
コ
み
た
い
な
小
さ
い
の

か
ら
、
で
か
い
肉
食
、
バ
ス
み
た
い
な
の
を
入
れ
て
お
き
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
強
い
も
の
が
弱
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
食
べ
て
い
き
ま
す
。
最
終
的
に
一

番
上
の
バ
ス
が
金
魚
か
何
か
大
き
な
餌
を
食
べ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
バ
ス

は
、
つ
ま
り
一
番
強
い
も
の
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。
頂
点
に
立
つ
魚
は
、
最

後
の
餌
を
食
べ
た
瞬
間
、
も
う
次
に
食
べ
る
も
の
は
な
く
な
り
、
死
ぬ
ん
で

す
ね
。
そ
こ
で
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
小
さ
い
の
は
繁
殖
力
が
強
い
か
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ら
、
繁
殖
で
き
る
範
囲
で
食
べ
る
智
慧
、
ル
ー
ル
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
い

う
ふ
う
に
順
番
に
し
て
、
大
き
い
物
が
増
え
な
い
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
誰
か
と
い
う
と
王
様
な
ん
で
す
。
王
様
が
強

い
力
を
持
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
、
こ
の
魚
の
原
理
は
防
げ
る
。
で

も
、
王
様
は
一
番
強
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
王
様
が
自
分
の
権
力
を
正
当
化

す
る
た
め
に
言
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
B
C
二
六
八
―
二

三
二
こ
ろ
在
位
）
の
お
じ
い
さ
ん
に
当
た
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
（
B
C
三

一
七
―
二
九
八
こ
ろ
在
位
）
と
い
う
人
が
イ
ン
ド
を
ほ
ぼ
平
定
し
て
支
配
す

る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
に
力
に
よ
っ
て
抑
え
た
時
の
理
屈
な
ん
で
す
。
で

も
そ
れ
だ
と
王
が
あ
ま
り
に
も
強
く
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
革
命
が
起
き
ま

す
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
、
最
初
は
そ
の
原
理
で
強
権
政
治
を
や
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
こ
れ
で
は
い
か
ん
と
覚
っ
た
。
そ
こ
で
、
魚
の
原
理
と
い
う
も
の

を
一
歩
進
め
て
、
一
番
強
い
者
が
わ
が
ま
ま
放
題
に
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

一
番
強
い
者
こ
そ
禁
欲
す
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
節
制
を
す
る
と
。
具
体

的
に
は
一
番
下
の
弱
い
者
の
さ
ら
に
下
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
弱
い

者
か
ら
強
い
者
が
支
配
さ
れ
て
い
く
連
鎖
を
止
め
る
。
和
ら
げ
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
と
、
仏
教
の
自
己

相
対
化
の
思
想
を
取
り
入
れ
た
ん
で
す
。
恐
ら
く
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
、
弱
肉

強
食
、
こ
れ
で
は
世
界
は
成
り
立
た
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
ん

で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
の
ヒ
ン
ト
を
仏
教
に
得
た
の
で
し
ょ
う
。
だ

か
ら
彼
は
仏
教
を
基
本
と
し
て
、
政
治
を
行
っ
た
。
ま
さ
に
権
力
の
循
環
構

造
、
輪
廻
で
す
。
イ
ン
ド
の
考
え
は
、
特
に
仏
教
の
考
え
の
基
本
は
全
て
こ

の
循
環
構
造
で
す
ネ
。
経
済
で
も
。

今
、
経
済
で
富
め
る
者
を
富
ま
し
て
い
け
ば
、
水
が
だ
ん
だ
ん
し
た
た
り

落
ち
る
よ
う
に
下
の
人
も
豊
か
に
な
り
ま
す
な
ん
て
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

る
経
済
学
者
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
そ
う
か
な
。
二
三
〇
〇
年
前
の

ア
シ
ョ
ー
カ
王
、
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
金
持

ち
は
絶
対
手
放
せ
ま
せ
ん
。
ど
ん
ど
ん
集
め
ま
す（
8
）。

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
サ
ッ
ク
ス
を
辞
め
て
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
時
の
ア
メ

リ
カ
の
財
務
長
官
を
務
め
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ポ
ー
ル
ソ
ン
（
一
九
四
三
〜
）
が

い
ま
す
が
、
彼
は
退
職
時
に
株
を
売
り
五
〇
〇
億
円
の
退
職
金
を
も
ら
っ
て

い
る
ん
で
す
。
四
九
〇
億
の
退
職
金
な
ん
て
、
何
に
使
う
の
と
言
う
前
に
、

彼
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
一
〇
億
円
も
あ
れ
ば
一
生
楽
に
。
じ
ゃ
あ
あ
と
の
四

九
〇
億
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
彼
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
バ
ー
チ
ャ
ル
な

ん
で
す
。

伊
東
：
誰
で
す
か
、
そ
れ
は
。

保
坂
：
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
時
に
、
日
本
で
言
う
財
務
大
臣
を
務
め
た

ヘ
ン
リ
ー
・
ポ
ー
ル
ソ
ン
氏
で
す
。
で
も
余
分
な
四
九
〇
億
を
払
う
側
の
人

は
リ
ア
ル
に
お
金
を
取
ら
れ
ま
す
。
世
界
中
の
人
が
六
〇
億
ぐ
ら
い
の
人
が

一
人
幾
ら
、
八
円
ぐ
ら
い
で
す
か
、
払
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
生
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ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
全
人
類
が
八
円
ず
つ
、
彼
の
バ
ー
チ
ャ
ル
な
お
金
の

た
め
に
、
吸
い
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
に
飢
え
て
死
に
直
面

す
る
人
が
何
億
人
も
で
る
。
こ
れ
は
リ
ア
ル
な
ん
で
す
。
リ
ア
ル
を
犠
牲
に

し
て
バ
ー
チ
ャ
ル
が
あ
る
ん
で
す
。
で
も
彼
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
資
産
の
何

百
億
を
手
放
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
い
う
の
が
魚
の
原
理
な

ん
で
す
。
こ
う
い
う
発
想
が
や
っ
ぱ
り
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
金
融
資
本
主
義

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
循
環
の
思
想
や
他
者
へ
の
思
い
や
り
と
い

う
発
想
は
な
い
で
す
ね
。
争
い
は
、
単
に
戦
争
と
い
う
暴
力
だ
け
で
は
な

く
、
経
済
的
な
収
奪
や
富
の
不
均
衡
も
起
源
は
、
同
じ
様
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
イ
ン
ド
の
思
想
や
仏
教
に
は
、
も
う
価
値
が
な
い
ん

だ
と
思
う
人
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
活
か
し
て
い
く
の

は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
総
合
し
、
具
体
的
な
対
応
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

理
念
か
ら
実
践
へ
（
梵
天
勧
請
の
意
義
）

先
ず
、
根
本
的
な
宗
教
や
価
値
観
の
差
異
を
超
え
る
時
に
ど
う
し
た
ら
い

い
か
と
い
う
と
、
他
者
を
飲
み
込
む
と
い
う
や
り
方
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い

は
他
者
を
抑
え
て
排
除
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
暴
力
が
不
可
避
で
す
。

仏
教
で
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
梵
天
勧
請
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し

て
、
お
釈
迦
さ
ん
が
悟
り
を
開
い
た
時
に
、
も
う
僕
は
こ
れ
で
い
い
や
と
言

っ
て
、
死
を
選
ん
だ
と
。
そ
し
た
ら
梵
天
、
こ
れ
は
梵
天
と
い
う
の
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
神
様
の
最
高
神
で
す
か
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
様
が
や
っ
て
き
て

お
願
い
し
て
、
そ
し
て
仏
教
を
開
き
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
は
お
釈
迦
さ
ん
の

悟
り
で
は
完
成
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
構
造
の
元
型
は
イ
ン
ド
で
二
元

論
的
発
想
に
あ
る
よ
う
で
す
が
、
今
回
は
こ
っ
ち
に
置
い
て
お
き
ま
し
て
、

要
す
る
に
働
き
掛
け
が
あ
っ
て
初
め
て
仏
教
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
仏
教
は
他

者
の
助
け
を
求
め
る
と
い
う
形
で
他
者
の
融
和
を
図
っ
た
。
そ
し
て
一
つ
の

宗
教
と
し
て
確
立
し
た
。
だ
か
ら
仏
教
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
争
う
必
要
が
な

い
わ
け
で
す
。

梵
天
の
代
わ
り
に
中
国
で
言
え
ば
、
天
で
い
い
わ
け
で
す
し
、
日
本
で
言

え
ば
、
八
百
万
の
神
々
で
も
い
い
し
、
具
体
的
に
は
天
皇
の
帰
依
と
い
う
形

で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
神
道
の
蔡
主
で
あ
る
天
皇
陛
下
が
仏
教
に

帰
依
し
て
も
、
神
道
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
。
む
し
ろ
補
強
さ
れ
て
い
く
わ
け

で
す
。
仏
教
と
神
道
、
相
争
う
こ
と
は
全
く
な
く
、
お
互
い
に
密
接
に
関
係

し
合
い
一
緒
に
や
っ
て
来
た
の
が
日
本
の
近
代
ま
で
の
歴
史
で
す
。
こ
う
い

う
こ
と
が
相
互
依
存
の
関
係
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し

い
ん
で
す
け
ど
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
自
他
の
区
別
を
は
っ
き
り
つ
け
て
、
他

者
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
に
存
在
を
認
め
合
い
協
力
し
合
っ
て

繁
栄
す
る
と
い
う
発
想
で
す
。
そ
こ
に
は
、
全
て
同
じ
人
間
な
ん
だ
、
生
命
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な
ん
だ
。
あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
、
人
間
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
今
の
環
境

問
題
に
転
化
さ
せ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
。
人
間
だ
け
が
生
き
て
い
く
わ

け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
飯
食
べ
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
肉
、
魚
も
食
べ
な

き
ゃ
い
け
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
も
の
は
一
番
弱
い
、
さ
っ
き
の
「
魚

の
法
」
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
全
部
食
べ
ち
ゃ
っ
た
ら
ど

う
す
る
か
。
砂
漠
で
す
よ
ね
、
次
か
ら
は
。
や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
節
度
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
発
想
で
す
。

共
存
の
思
想
の
根
本
は
、
や
は
り
自
己
絶
対
化
で
は
な
く
、
自
己
の
相
対

化
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
私
の
云

う
「
温
か
い
平
和
」
の
思
想
の
基
本
で
す
。

つ
ま
り
、
仏
教
の
よ
う
に
、
自
分
は
他
者
に
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ
、
私

は
他
者
と
一
緒
に
生
き
て
い
る
ん
だ
と
い
う
発
想
が
あ
る
と
、
自
己
を
絶
対

化
す
る
世
界
よ
り
も
争
い
は
減
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
先

ほ
ど
か
ら
の
「
温
か
い
平
和
」
社
会
が
射
程
に
入
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま

す
。仏

教
思
想
の
平
和
的
展
開

で
は
、
仏
教
的
な
発
想
を
も
っ
て
し
た
ら
平
和
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
日
本
の
事
例
で
考
え
ま
し
ょ
う
。
か
つ
て
天
皇
家
と
い
う
の

は
、
王
位
争
い
を
熾
烈
に
や
り
ま
し
た
。
兄
弟
、
親
子
で
殺
し
合
う
な
ん
て

い
う
伝
統
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
仏
教
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ば
ら
く
す
る
と
、
そ
う
い
う
血
で
血
を
洗
う
よ
う
な
、
王
位
継
承
、
皇
位

継
承
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
よ
ね
。
だ
か
ら
相
手
の
息

の
根
を
止
め
て
、
結
果
的
に
王
朝
が
断
絶
し
ち
ゃ
う
な
ん
て
い
う
こ
と
な

く
、
今
日
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
僕
は
や
っ
ぱ
仏
教

の
伝
統
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
入
っ
て
く
る
時
期
が
や
っ
ぱ
り
大
事
な
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
イ
ン

ド
か
ら
中
国
に
入
り
ま
し
た
。
中
国
に
仏
教
が
入
っ
た
時
に
、
中
国
は
す
ご

い
文
明
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
中
国
文
明
に
仏
教
が
与
え
た
影
響
と

い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
大
き
く
な
か
っ
た
。
心
の
内
面
へ
の
探
求
と
い
う
伝

統
は
、
中
国
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
か
な
り
深
く
行
っ
て
、

禅
だ
と
か
浄
土
と
か
そ
う
い
う
も
の
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。

し
か
し
、
日
本
に
入
っ
た
時
は
、
聖
徳
太
子
の
言
葉
を
見
て
い
た
だ
く
と

分
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
や
っ
ぱ
り
も
の
す
ご
い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま

す
。
文
明
と
一
緒
に
入
っ
て
き
ま
す
か
ら
。
ま
だ
簡
単
に
言
え
ば
人
力
車
の

時
代
に
、
い
き
な
り
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
が
入
っ
て
く
る
ぐ
ら
い
の
恐
ら
く
イ
ン

パ
ク
ト
が
あ
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
。
そ
の
展
開
が
、
聖
徳
太
子
の
「
十
七
条

憲
法
」
の
第
一
・
二
条
に
秘
め
ら
れ
た
精
神
で
す
。
つ
ま
り
一
曰
、
以
和
爲

貴
、
無
忤
爲
宗
。
人
皆
有
黨
。
亦
少
達
者
。
以
是
或
不
順
君
父
。
乍
違
于
隣

里
。
然
上
和
下
睦
、
諧
於
論
事
、
則
事
理
自
通
。
何
事
不
成
。
二
曰
、
篤
敬
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三
寶
。
々
々
者
佛
法
僧
也
。
則
四
生
之
終
歸
、
萬
國
之
極
宗
。
何
世
何
人
、

非
貴
是
法
。
人
鮮
尤
惡
。
能
敎
従
之
。
其
不
歸
三
寶
、
何
以
直
枉
。

こ
れ
は
、
当
時
の
世
界
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て

の
仏
教
の
文
明
力
の
高
さ
に
気
付
い
た
聖
徳
太
子
が
、
こ
れ
を
積
極
的
に
受

け
入
れ
て
日
本
を
平
和
な
社
会
に
築
き
上
げ
よ
う
と
す
る
決
意
の
書
で
す

ね
。
こ
こ
で
、
萬
國
之
極
宗
（
よ
ろ
ず
の
く
に
の
き
わ
め
の
の
り
）
と
し
た

点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
仏
教
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
、
日

本
の
国
法
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

特
に
、
こ
の
仏
教
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
、
つ
ま

り
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
も
含
め
て
全
て
の
要
素
が
融
合
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
諸
宗
教
、
諸
文
明
融
合
の
教
え
で
し
た
。
こ
れ
が
日
本
に
入
っ
て
き
た

仏
教
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
日
本
の
、
未
発
達
な
世
界
の
根
本
に
ス
ト
ン
と

入
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
す
る
と
、
仏
教
的
な
平
和
の
思
想
と
か
、
そ
う

い
う
も
の
が
日
本
人
の
心
に
深
く
根
付
い
て
い
く
、
形
成
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

も
と
も
と
日
本
人
は
そ
れ
ほ
ど
争
う
民
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

争
い
は
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
自
己
を
相
対
化
し
、
さ
ら
に
精
神
の
向
上
と
欲

望
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
通
じ
て
成
長
す
る
と
い
う
基
本
構
造
を
教
え
込
ん
だ

の
で
す
。
し
か
も
日
本
は
天
皇
と
い
う
至
上
の
、
一
番
上
の
権
力
者
が
仏
教

を
取
り
入
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
上
か
ら
の
信
仰
。
も
ち
ろ
ん
下
か
ら
も
あ
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
上
下
一
体
化
し
て
、
こ
の
仏
教
の
平
和
思
想

と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
自
他
同
置
、
人
を
他
者
を
敬
う
、
憐
れ
む
、
大
事
に

す
る
と
い
う
発
想
を
基
本
に
置
い
た
。
こ
れ
が
和
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ

て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

和
（
や
わ
ら
ぎ
）
の
思
想
の
意
義

聖
徳
太
子
は
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
せ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
け

ど
、
こ
の
和
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
な
ん
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
日
本
書

紀
』
で
は
「
や
わ
ら
ぎ
」
と
読
む
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
や
わ
ら
ぎ
」
と
い

う
言
葉
が
す
ご
く
引
っ
掛
か
り
ま
せ
ん
か
。「
や
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は

正
確
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
副
詞
で
、
は
な
は
だ
し
い
強
調
の
意
味

だ
そ
う
で
す
。「
わ
ら
ぎ
」
で
す
ね
。「
わ
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
輪
も
そ
う

で
す
し
、
輪
っ
か
の
輪
。
そ
れ
か
ら
「
わ
」
だ
け
で
平
和
と
か
の
「
和
」
で

す
か
ら
ね
、穏
や
か
な
こ
と
を
意
味
す
る
。
和
合
だ
そ
う
な
の
で
。「
ら
ぐ
」

と
い
う
の
は
、
接
尾
語
で
、「
何
々
を
名
詞
化
す
る
」
と
。「
や
わ
」
を
ら
ぐ

ん
で
す
。「
や
」
は
強
調
で
す
か
ら
、「
わ
」
を
ら
ぐ
ん
で
す
。
つ
ま
り

「
わ
」
と
い
う
の
は
、
円
環
と
同
じ
よ
う
に
、
と
げ
と
げ
し
く
な
く
て
穏
や

か
で
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
「
や
わ
ら
ぐ
」
と
い
う
の
は
ふ
に

ゃ
ふ
に
ゃ
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ぶ
つ
か
り
あ
っ
た
り
し
て
こ
わ
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れ
な
し
。
つ
ま
り
争
わ
な
い
。
若
葉
の
よ
う
に
柔
軟
で
、
し
か
も
対
応
力
が

あ
っ
て
。
そ
う
い
う
「
や
わ
ら
ぐ
」。
だ
か
ら
「
や
わ
ら
ぎ
を
も
っ
て
貴
し

と
し
な
さ
い
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
未
開
国
か
ら
国
際
社

会
へ
仲
間
入
り
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
自
己
認
識
で
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は

り
日
本
古
来
の
発
想
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ネ
。

こ
れ
が
や
は
り
、
こ
れ
は
聖
徳
太
子
と
い
う
人
が
い
る
か
ど
う
か
、
い
た

か
ど
う
か
。
そ
し
て
「
十
七
条
の
憲
法
」
は
、
聖
徳
太
子
が
実
際
に
筆
を
取

ら
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
文
献
学
者
が
や
れ
ば
い
い
話
な

の
で
、
私
た
ち
が
重
要
と
す
べ
き
事
は
、
こ
の
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
、
国

家
が
認
め
て
編
集
し
た
、
こ
の
最
古
の
文
献
で
す
ね
。『
古
事
記
』
に
は
出

て
き
ま
せ
ん
か
ら
で
す
け
れ
ど
も
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
公
式
文
書
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
七
二

〇
年
に
編
纂
さ
れ
た
時
に
は
、
す
で
に
こ
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い

た
、
き
ち
っ
と
決
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
。
以
来
、
日
本
は
こ
う
い
う
こ
と

を
、
文
化
の
最
も
基
本
的
な
所
に
置
い
て
き
た
と
。
こ
う
い
う
精
神
を
や
っ

ぱ
り
も
っ
と
重
視
す
る
べ
き
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
と
。

さ
い
ご
に

と
こ
ろ
が
、
も
う
時
間
が
な
い
の
で
す
ご
く
は
し
ょ
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
け

れ
ど
も
。
明
治
の
時
に
廃
仏
毀
釈
を
や
っ
て
、
仏
教
的
な
い
ろ
い
ろ
も
の
を

破
壊
し
た
。
こ
れ
は
経
済
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
特
に
仏
教
的
な
も
の
を
全

否
定
に
近
く
や
っ
た
。
そ
こ
ら
へ
ん
は
ち
ょ
っ
と
わ
れ
わ
れ
反
省
し
な
き
ゃ

い
け
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や
は
り
基
本
は
仏
教
を
根
本
と
し
た
千
数
百
年
の

歴
史
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
強
引
で
す
が
我
々
は
こ
の
長
い
文
化
、
文
明
融
合

の
上
に
立
っ
た
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
平
和
論
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
を
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
て
、
な
お
か
つ
発
信
し

て
い
く
と
。
そ
う
い
う
必
要
が
今
だ
か
ら
こ
そ
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
ね
。
敵
対
し
て
、
罰
を
与
え
て
や
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
ア
メ
リ
カ
み

た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
、
日
本
は
い
け
ま
せ
ん
、
と
僕
は
思
う

ん
で
す
。
も
う
ち
ょ
っ
と
本
当
は
丁
寧
に
や
れ
ば
良
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、

す
い
ま
せ
ん
、
時
間
も
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
み
ま
せ
ん
、
こ

れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

注（
1
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
専
門
家
は
、

　

①
「
平
和
」
の
そ
も
そ
も
の
意
味
は
「
心
理
的
」
な
も
の
で
す
が
、
個
人
と
家
族
、

家
族
と
社
会
、
社
会
と
国
家
と
が
な
だ
ら
か
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
が
中
国
、
な
か

ん
ず
く
儒
教
の
発
想
で
す
。

　

②
こ
の
た
め
に
平
和
は
「
社
会
的
」
な
意
味
へ
と
簡
単
に
敷
衍
さ
れ
て
ゆ
き
ま

す
。
こ
の
敷
衍
の
結
果
の
果
て
が
、
現
在
の
「
平
和
」
の
用
法
で
す
。

　
　

語
義
を
体
言
で
「
平
ら
か
に
お
だ
や
か
」
と
し
ま
し
た
が
、
漢
文
は
、
欧
米
語

の
よ
う
な
名
詞
・
動
詞
で
語
形
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、「
平



一
五

日本的「平和」思想の淵源を訊ねて

ら
か
に
お
だ
や
か
な
」「
平
ら
か
に
お
だ
や
か
に
す
る
」
と
用
言
に
用
い
る
こ
と
も

可
能
で
す
。「
平
和
」
は
「
和
」
を
「
平
」
で
修
飾
、
あ
る
い
は
同
格
で
す
。
こ
れ

も
漢
文
特
有
の
性
格
で
、
厳
密
な
区
別
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

そ
の
出
典
は
、『
左
氏
伝
』
昭
公
元
年
「

堙
心
耳
、
乃
忘
平
和
。（
心
耳
を

堙
し
て
、
乃
ち
平
和
を
忘
れ
し
む
。）」、『
史
記
』
楽
書
「
感
滌
蕩
之
気
、
而
滅
平

和
之
徳
。（
滌
蕩
の
気
を
感
じ
て
、
平
和
の
徳
を
滅
ぼ
す
。）」
等
々
。

　
　

以
上
は
、
公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
邦
研
究
所
研
究
員　

森
和
也
氏
の
教
え
。

　
　

因
み
に
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
も
、
や
は
り
「
平
和
」
と
い
う

言
葉
の
用
例
は
、
明
治
初
期
辺
り
の
も
の
と
な
る
。

（
2
）　

原
稿
憲
法
の
序
文
の
一
部

　

日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、

わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果
と
、
わ
が

国
全
土
に
わ
た
つ
て
自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢
を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
つ
て

再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主

権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。（
中
略
）

　
　

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高

な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義

に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、

平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う

と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ

れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う

ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

（
3
）　

神
秘
主
義
に
関
し
て
は
、
井
筒
俊
彦
『
意
識
と
本
質
』（
慶
応
大
学
出
版
会
）、
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拙
著
『
シ
ク
教
と
そ
の
教
え
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

（
4
）　

拙
著
『
仏
教
と
ヨ
ー
ガ
』（
東
京
書
籍
）
参
照
。

（
5
）　

イ
ン
ダ
ス
文
明
に
関
し
て
は
多
数
の
文
献
が
あ
る
が
、
長
田
俊
樹
編
著
『
イ

ン
ダ
ス　

南
ア
ジ
ア
基
層
世
界
を
探
る
』
京
都
大
学
出
版
会
。

（
6
）　

伊
東
俊
太
郎
『
比
較
文
明
論
』（
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
）。

（
7
）　

仏
教
の
基
本
的
な
思
想
研
究
、
特
に
空
の
研
究
で
は
、
専
門
家
で
な
く
て
も

読
み
こ
な
せ
て
、
か
つ
深
い
思
想
性
を
持
つ
中
村
元
『
空
の
思
想
』（
春
秋
社
）
が

お
奨
め
で
す
。

（
8
）　

現
在
の
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
、
新
自
由
主
義
の
思
想
が
こ
れ
で
あ
る
。
詳
し
く
は

拙
著
『
宗
教
の
経
済
思
想
』
光
文
社
新
書
な
ど
を
参
照
。


