
一

日
本
人
と
無

中
西　
　
　

進

は
じ
め
に

「
地
球
シ
ス
テ
ム・倫
理
学
会
」
の
二
〇
一
六
年
度
大
会
の
テ
ー
マ
は
、「A

  

W
orld of Sustainability 

― 

と
こ
わ
か
の
思
想 
―
」
で
あ
る
。

こ
の
テ
ー
マ
を
見
て
、
わ
た
し
は
す
ぐ
に
日
本
の
古
典
『
浜
松
中
納
言
物

語
』
や
『
夜
半
の
寝
覚
』
な
ど
、
平
安
時
代
の
作
品
を
思
い
出
し
た
。
前
者

は
人
間
の
生
ま
れ
変
り
、「
転
生
」
と
よ
ば
れ
る
事
柄
を
あ
つ
か
い
、
後
者

は
人
間
が
か
り
に
死
ぬ
、「
偽
死
」
と
称
さ
れ
る
事
柄
を
あ
つ
か
う
物
語
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
「
浜
松
」
は
主
人
公
が
恋
い
慕
う
亡
き
父
が
中
国
の
親
王
と
し

て
転
生
し
て
い
る
と
き
い
て
中
国
に
渡
り
、
そ
の
地
で
恋
し
た
唐
の
后
が
、

日
本
の
吉
野
の
姫
君
の
胎
内
に
転
生
し
た
と
い
っ
た
物
語
で
あ
る
。

ま
た
「
寝
覚
」
は
好
ま
し
か
ら
ざ
る
男
の
求
婚
を
う
け
た
姫
君
が
、
一
旦

死
ん
で
ま
た
蘇
生
し
て
生
き
つ
づ
け
る
話
を
物
語
る
。

人
間
が
こ
の
よ
う
に
、
生
と
死
を
わ
た
り
歩
く
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
荒
唐
無
稽
な
話
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
は
た
せ
る
か
な
、
こ
れ
ら

の
物
語
が
で
き
た
後
、
早
ば
や
と
鎌
倉
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
評
論
書
で
日

本
最
初
の
文
芸
評
論
書
だ
と
言
わ
れ
る
『
無
名
草
子
』
に
は
、
こ
れ
ら
を
非

難
す
る
こ
と
ば
が
見
え
る
。

「
浜
松
」
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
り
っ
ぱ
だ
と
思
わ
れ
る
中
で
も
そ
れ
に

つ
け
て
も
「
そ
の
こ
と
な
か
ら
ま
し
か
ば（
こ
の
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
い
い
）

と
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し
ぶ
し
こ
そ
は
べ
れ
」
と
あ
り
、「
唐も
ろ
こ
し土

と
日
本
と
一
つ
に

乱
れ
合
ひ
た
る
ほ
ど
、
ま
こ
と
し
か
ら
ず
」
と
い
う
。

講
演
論
文
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す
で
に
千
年
も
前
か
ら
自
然
科
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
価
値
の
判
断
基

準
と
し
て
大
切
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
「
寝
覚
」
に
し
て
も
、
偽
死
は
「
こ
の
物
語
の
大
き
な
る
難な
ん

」（
大

き
な
欠
点
）
と
さ
れ
「
死
に
か
へ
る
べ
き
法の
り

の
あ
ら
む
は
、
前さ

き
の
世
の
こ
と

な
れ
ば
い
か
が
は
せ
む
」（
生
き
返
る
法
が
あ
る
と
し
た
ら
、
前
世
の
行
い

に
よ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
）
と
嘆
息
を
つ
く
。

の
み
な
ら
ず
作
者
は
別
の
作
品
（『
海あ

人ま

の
刈か

る
藻も

』）
の
中
で
、
権
大
納
言

が
即
身
成
仏
し
た
筋
が
興
ざ
め
で
、「
寝
覚
」
の
中
の
君
の
「
そ
ら
死
に
も

劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
口
惜
し
さ
」
な
ど
と
い
う
。

「
偽
死
」
も
と
か
く
話
題
の
種
に
な
る
ほ
ど
に
、
評
判
が
悪
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
い
わ
ば
通
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
大
会
の
テ
ー
マ
は
、
こ
の
通
念
へ
の
問
い
か
け
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
。で

は
問
い
か
け
は
、
ど
の
よ
う
に
可
能
な
の
か
。

副
題
と
し
て
そ
え
ら
れ
た
「
と
こ
わ
か
」
は
、
す
ぐ
に
古
代
ケ
ル
ト
人
が

信
じ
た
常
若
の
国
＝
「
チ
ル
ナ
ノ
グ
（
テ
イ
ル
・
ナ
・
ヌ
ォ
―
グ
）」
を
連

想
さ
せ
る
。
遙
か
太
古
の
民
が
思
い
描
い
て
い
た
構
図
が
、
現
代
の
通
念
の

突
破
を
勇
気
づ
け
て
く
れ
る
と
わ
た
し
も
思
う
。

一
、
日
本
語
の
ナ
シ

さ
て
こ
の
テ
ー
マ
に
向
か
っ
て
ま
ず
わ
た
し
の
頭
に
は
、
日
本
語
の
否
定

を
め
ぐ
る
通
念
を
疑
う
促
し
が
あ
る
。
た
と
え
ば
学
校
で
習
う
文
法
の
中
で

文
語
文
法
の
否
定
の
助
動
詞
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
活
用
が
表
示
さ
れ
て
い

る
。

　

未
然　

連
用　

終
止　

連
体　

已
然　

命
令

　

○　
　

ズ　
　

ズ　
　

ヌ　
　

ネ　

○

こ
れ
に
よ
る
と
日
本
語
の
否
定
に
は
活
用
を
も
た
な
い
助
詞
の
ズ
と
、
活

用
す
る
（
つ
ま
り
助
動
詞
）
の
ヌ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
ズ
が
活
用
す
る
た
め
に
は
実
際
に
「
ア
リ
」
を
加
え
て
活
用
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
ズ
は
別
途
助
詞
と
認
め
る
べ
き
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
系

統
の
ち
が
う
中
国
語
の
否
定
「
不
」
を
日
本
語
が
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。す

る
と
も
う
一
つ
別
の
、
ヌ
の
正
体
は
何
か
。
ヌ
は
、
他
に
「
ナ
…
ソ
」

と
使
わ
れ
る
否
定
の
副
詞
ナ
が
あ
り
、
さ
ら
に
否
定
を
表
わ
す
形
容
詞
に
ナ

シ
が
あ
る
か
ら
ヌ
の
祖
形
が
ナ
シ
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
い
み
じ
く
も
、

学
校
の
口
語
文
法
で
丁
寧
に
語
例
を
、
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日本人と無

　
　
　
　

未
然　
　

連
用　
　

終
止　
　
　

連
体　
　
　

仮
定　
　

命
令

　
　
　
　
　

○　
　

ナ
ク　
　

ナ
イ　
　
　

ナ
イ　
　
　

ナ
ケ
レ　
　

○

　

ナ
イ

　
　
　
　

ナ
カ
ロ　

ナ
カ
ッ　

○　
　
　
　
　

○　
　
　
　

○　
　
　

○

　

ヌ　
　

○　
　
　
　

ズ　
　

ヌ
（
ン
）　

ヌ
（
ン
）　
　

ネ　
　
　

○

と
あ
げ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
ナ
シ
は
こ
う
し
て
今
や
意
味
よ
り
も
機
能
を
の

み
認
可
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
有
無
を
判
定
す
る
自
立
語
で
あ
っ
た
は
ず

だ
。も

う
一
つ
、
ナ
シ
は
ラ
シ
と
並
列
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
や
助

動
詞
に
転
落
し
て
い
る
ラ
シ
は
「
ア
ル
」
こ
と
の
推
測
を
示
す
形
容
詞
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ル
が
動
詞
を
作
る
際
に
も
っ
と
も
多
く
使
わ
れ
る
語
尾
で

あ
り
、
本
来
生あ

る
、
在あ

る
の
存
在
態
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ラ
シ
は
動
態
を
推
定
し
た
形
容
語
で
あ
り
、
ナ
シ
は
空
白
の
状
態
を
認
定

し
た
形
容
語
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
い
ま
わ
た
し
は
、
一
概
に
否
定
と
い
う
補
足
的
な
認
定
を
示

す
と
ば
か
り
決
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ナ
イ
と
い
う
自
立
的
な
認
定
を
、
と
り

戻
し
た
い
。
じ
じ
つ
、

　

わ
た
し
は
行
か
な
い
。

　

わ
た
し
が
行
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

の
二
つ
で
は
心
の
内
容
が
異
る
で
は
な
い
か
。
前
者
は
一
回
的
に
行
く
こ
と

の
否
定
を
告
げ
た
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
わ
た
し
の
中
に
、
行
く
と
い
う
状

況
は
起
こ
ら
な
い
、
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
換
言
す
る
と
、
動
作
の
否
定
を
い
う
場
合
と
、
動
作
に
つ
い
て
空

無
で
あ
る
心
の
状
態
を
い
う
場
合
と
の
、
は
な
は
だ
大
き
な
相
違
と
な
る
。

は
た
し
て
古
来
日
本
人
は
空
無
を
お
し
な
べ
て
、
否
定
の
補
助
表
現
で
し

か
い
わ
な
か
っ
た
の
か
。
は
た
し
て
、
空
無
を
一
つ
の
存
在
の
姿
と
み
と
め

て
、
ナ
イ
と
断
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
。

じ
つ
は
こ
の
こ
と
が
、
も
っ
と
も
典
型
的
に
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
、
生

と
死
に
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
時
と
し
て
「
生
き
つ
づ
け
る
」
に
対
し
て
、

　

死
に
つ
づ
け
る

と
は
い
え
な
い
の
か
。

も
し
死
を
一
つ
の
事
件
と
考
え
る
と
、
死
と
は
非
可
逆
的
な
事
件
で
あ

り
、
死
ぬ
行
為
を
つ
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
死
も
ま
た
生
と
対

応
す
る
状
態
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
死
に
つ
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。

上
に
述
べ
た
『
無
名
草
子
』
の
「
寝
覚
」
批
判
に
は
「
死
に
か
へ
る
べ
き

｛
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法
の
あ
ら
む
は
、
前
の
世
の
こ
と
な
れ
ば
」
と
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。
著
者

は
「
死
に
か
え
る
」（
生
き
か
え
る
）
こ
と
が
「
法
」
と
し
て
の
定
め
だ
と

い
っ
た
。
再
生
は
前
世
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
作

者
に
と
っ
て
死
は
突
然
に
起
こ
る
出
来
事
で
は
な
く
、
輪
廻
す
る
生
死
の
中

の
、
恒
常
的
な
状
態
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ル
ー
ル
で
あ
る
状
態
の
前
で
は
、
も
う
人
間
は
手
も
だ
せ
な
い
―
―

「
い
か
が
は
せ
む
」
と
『
無
名
草
子
』
の
著
者
は
い
う
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
こ
の
古
代
人
の
中
で
は
、
死
と
は
生
の
否
定
で
は
な
く
生
の

有
無
を
め
ぐ
る
ル
ー
ル
の
中
で
、
今
は
「
生
」
で
は
な
い
状
態
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

だ
か
ら
た
と
え
ば
無
念
に
も
冤
罪
に
よ
っ
て
「
死
」
に
つ
づ
け
つ
つ
、
や

が
て
晴
れ
て
冤
罪
が
と
け
、
蘇
る
こ
と
も
大
い
に
あ
り
え
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
ナ
シ
は
、
通
常
無
と
思
わ
れ
る
死
の
中
に
も
生
の

有
無
、「
浜
松
」
が
垣
間
見
た
生
の
永
遠
を
認
め
て
い
た
と
、
わ
た
し
に
は

思
え
る
。

二
、
三
島
由
紀
夫
の
『
豊
饒
の
海
』

さ
て
、
こ
う
し
た
「
無
」
を
現
代
の
作
家
と
し
て
、
も
っ
と
も
深
く
考
え

た
人
は
、
三
島
由
紀
夫
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
最
終
作
『
豊
饒
の
海
』
は
最
後
の
校
正
を
お
え
て
市
ヶ
谷
に
の
り

こ
み
、
そ
の
ま
ま
生
涯
を
閉
じ
た
経
緯
を
も
っ
て
し
て
も
、
生
涯
を
総
括
す

る
作
品
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
現
代
文
学
最
大
の
作
家
だ
っ
た
こ

と
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
の
作
品
の
訴
え
は
意
味
が
大
き
い
。

三
島
自
ら
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
『
豊
饒
の
海
』
第
一
巻
『
春
の
雪
』

末
尾
の
「
後
註
」
に
、

　

 『
豊
饒
の
海
』
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
典
拠
と
し
た
夢
と
転て

ん

生し
ょ
うの

物
語
で
あ
り
、
因ち
な
みに

そ
の
題
名
は
、
月
の
海
の
一
つ
の
ラ
テ
ン
名
な

るM
are F

œ
cunditatis

の
邦
訳
で
あ
る
。

と
あ
り
、
月
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
と
く
に
こ
の
海
に
は

何
一
つ
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
一
滴
の
水
も
な
い
虚
無
の
海
で
あ
る
。
命

名
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
彼
自
身
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
一
見
の
虚
無

こ
そ
が
豊
饒
だ
と
い
う
三
島
の
思
想
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
三
島
は
文
筆
活
動
に
お
い
て
も
っ
と
も
豊
饒
な
作
家

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
豊
饒
な
生
を
閉
じ
る
に
当
っ
て
、
虚
無
こ
そ

豊
饒
だ
と
い
っ
た
発
言
は
、
わ
が
生
へ
の
悔
悟
だ
っ
た
の
か
。
自
嘲
だ
っ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
真
実
の
体
感
だ
っ
た
の
か
。

わ
た
し
は
一
編
を
読
了
し
て
「
無
こ
そ
豊
饒
」
と
い
う
こ
の
作
品
を
加
え

る
こ
と
で
、
三
島
文
学
の
豊
饒
さ
は
さ
ら
に
増
加
し
た
と
思
っ
た
。
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日本人と無

そ
れ
で
は
無
の
豊
饒
を
、
三
島
は
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
の
か
。
一
つ
の
素

材
に
月
が
あ
る
。
わ
た
し
は
先
ご
ろ
『
文
学
の
胎
盤
』（
ウ
エ
ツ
ジ
、
二
〇

一
六
年
一
〇
月
）
と
い
う
著
書
を
出
版
し
た
。
小
説
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
胎

盤
と
な
る
風
景
が
あ
る
と
考
え
た
の
だ
が
、
こ
の
着
想
の
一
つ
に
は
、
名
画

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
モ
ナ
リ
ザ
」
に
対
す
る
ウ
オ
ー
ル
タ
ー
・

ペ
ー
タ
ー
の
批
評
が
あ
っ
た
。
ペ
ー
タ
ー
は
、
こ
の
画
は
太
古
の
イ
タ
リ
ア

の
風
景
を
描
い
た
の
だ
と
い
う
。
彼
は
こ
の
画
が
生
ま
れ
た
胎
盤
を
、
い
い

当
て
た
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
岩
石
だ
ら
け
の
球
体
、
他
か
ら
の
光
を
享
け
て
蒼
白
に
輝
く

惑
星
、
月
の
荒
涼
に
宿
る
力
を
発
想
の
基
盤
と
し
て
、
三
島
は
虚
無
の
美
を

語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

作
中
で
月
が
も
っ
と
も
効
果
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、『
春
の
海
』（
三
十

四
）
に
お
け
る
鎌
倉
海
岸
で
の
性
の
交
換
の
場
面
で
あ
る
。
豊
饒
な
性
を
、

冷
た
い
月
光
の
中
に
描
い
た
。

そ
し
て
最
後
第
四
巻
『
天
人
五
衰
』（
三
十
）
の
場
面
に
お
か
れ
た
の
が

尼
寺
の
「
月
修
寺
」
で
あ
る
。
三
島
は
実
在
の
円
照
寺
を
モ
デ
ル
と
し
て
、

月
修
寺
を
舞
台
の
大
団
円
に
す
え
た
。
し
か
し
そ
こ
に
展
開
し
た
風
景
は
、

蟬
の
声
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

 　

そ
の
ほ
か
に
は
何
一
つ
音
と
て
も
な
く
、
寂
寞
を
極
め
て
い
る
。
こ

の
庭
に
は
何
も
な
い
。
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
へ
、
自

分
は
来
て
し
ま
っ
た
と
本
多
は
思
っ
た
。

　
　

庭
は
夏
の
日
盛
り
の
日
を
浴
び
て
し
ん
と
し
て
い
る
。
…
…

す
べ
て
の
空
無
が
、
こ
の
大
作
を
し
め
く
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
無
は
月
の
海
の
無
で
は
な
い
。
見
か
け
上
は
溢
れ
る
よ
う
な

力
の
み
ち
た
夏
の
日
ざ
か
り
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
る
無
こ
そ
、
い
ま
求
め

ら
れ
た
無
で
あ
っ
た
。

こ
の
無
は
、
当
大
作
が
中
心
の
課
題
と
す
る
第
二
点
、
唯
識
の
世
界
で
あ

っ
た
。
唯
識
は
作
品
の
初
め
か
ら
早
ば
や
と
登
場
し
、
唯
識
へ
の
悟
入
が
作

の
進
行
と
と
も
に
深
め
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
は
喉
の
渇
い

た
旅
人
が
た
ま
た
ま
飲
ん
だ
水
が
甘
か
っ
た
が
、
じ
つ
は
髑
髏
に
溜
ま
っ
た

水
だ
っ
た
の
で
嘔
吐
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
悟
る
と
髑
髏
不
二
と
な
っ
た
、

と
い
う
小
話
か
ら
始
ま
り
、
末
那
識
か
ら
阿
頼
耶
識
へ
と
到
る
唯
識
の
過
程

が
描
か
れ
る
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
三
島
が
生
を
収
束
す
る
心
の
過
程
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
さ
き
に
述
べ
た
真
夏
の
月
修
寺
の
庭
は
、
阿
頼
耶
識
の
世
界
だ

っ
た
は
ず
だ
。

錯
雑
な
末
那
識
の
中
で
苦
し
む
よ
り
、
明
澄
な
阿
頼
耶
識
へ
と
歩
み
よ
る

の
が
人
間
の
幸
せ
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
三
島
自
身
も
大
悟
を
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え
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
し
て
月
と
い
い
唯
識
と
い
い
、
巨
大
な
無
に
到
る
手
段
と
し
て
用
い
ら

れ
た
の
も
転
生
で
あ
っ
た
。

物
語
の
筋
の
織
り
手
は
三
人
い
る
。
松
枝
清
顕
、
綾
倉
聡
子
そ
し
て
本
多

繁
邦
。

転
生
を
つ
づ
け
る
の
は
主
人
公
の
清
顕
で
あ
り
、
反
対
に
そ
の
友
人
、
本

多
は
、
一
回
か
ぎ
り
の
生
を
忠
実
に
生
き
て
い
る
。
当
然
転
生
ご
と
に
年
齢

を
更
新
す
る
か
ら
清
顕
は
つ
ね
に
若
々
し
い
が
、
更
新
の
な
い
本
多
は
老
齢

を
重
ね
る
。
つ
ね
に
生
が
転
化
す
る
清
顕
と
老
化
す
る
本
多
が
二
本
の
縦
糸

で
あ
る
。

そ
し
て
聡
子
と
は
清
顕
の
恋
人
。
天
皇
の
勅
許
が
必
要
な
華
族
間
の
結
婚

制
度
の
中
で
、
聡
子
は
他
家
の
男
と
婚
約
し
つ
つ
清
顕
の
子
を
や
ど
し
、
つ

い
に
出
奔
し
て
月
修
寺
に
身
を
よ
せ
る
。

長
い
年
月
の
の
ち
年
老
い
た
本
多
が
聡
子
を
月
修
寺
に
訪
ね
る
と
、
聡
子

は
清
顕
な
ど
知
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
世
俗
の
生
を
絶
っ
て
聡
子
は
い

ま
、
聖
化
し
て
生
き
て
い
る
。
世
俗
を
免
れ
る
こ
と
で
聡
子
は
歳
を
と
ら
な

い
。清

顕
を
知
ら
な
い
と
い
う
聡
子
に
、
本
多
は
激
し
く
迫
る
。
す
る
と
聡
子

は
「
そ
れ
も
心
々
で
す
さ
か
い
」
と
い
う
。
つ
ま
り
清
顕
に
こ
だ
わ
る
本
多

は
末
那
識
の
中
に
い
る
。
わ
た
し
は
阿
頼
耶
識
に
い
る
と
い
う
の
が
聡
子
で

あ
る
。

あ
の
「
浜
松
」
を
典
拠
と
し
た
と
い
う
転
生
に
よ
っ
て
、
三
島
は
醜
く
老

い
て
ゆ
く
生
涯
の
老
化
か
ら
の
、
新
鮮
な
命
の
転
化
を
捉
え
た
の
だ
し
、
一

方
も
し
転
生
し
な
い
の
な
ら
、
時
間
の
外
に
解
脱
し
て
聖
化
す
る
し
か
な
い

の
だ
と
主
張
す
る
の
が
三
島
で
あ
る
。

こ
こ
に
転
生
を
、
時
間
と
の
か
か
わ
り
方
と
し
て
把
え
な
お
し
た
三
島
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
本
多
に
は
時
間
が
堆
積
し
、
清
顕

は
時
間
を
転
生
に
よ
っ
て
更
新
し
た
と
い
え
る
。

で
は
、
時
間
の
堆
積
も
な
く
、
変
更
も
し
な
い
聡
子
は
ど
う
説
明
さ
れ
る

の
か
。

三
島
は
何
も
喋
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
日
本
人
の
時
間
観
に
ふ
れ
る
必
要
が

あ
る
。

そ
も
そ
も
日
本
語
の
時
間
概
念
に
は
ト
コ
と
い
う
こ
と
ば
し
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
ト
コ
に
ロ
を
つ
け
た
ト
コ
ロ
（
所
）
に
よ
っ
て
空
間
を
示
し
た

日
本
人
の
経
緯
か
ら
わ
か
る
。
時
間
と
空
間
を
同
一
視
す
る
言
語
は
全
世
界

に
少
な
く
な
い
。
中
国
語
の
宇
宙
も
世
間
も
そ
う
だ
。
日
本
語
も
そ
の
一
つ

だ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
の
ト
コ
は
、
時
間
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

人
間
に
社
会
生
活
が
始
ま
る
と
、
時
間
を
縄
の
よ
う
な
も
の
と
ば
か
り
は
し

て
い
ら
れ
な
く
な
る
。
時
刻
と
い
っ
た
も
の
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
時
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に
、
ト
コ
を
少
し
か
え
て
ト
キ
と
い
う
単
語
が
で
き
た
。
だ
か
ら
ト
キ
は
時

刻
の
一
つ
一
つ
を
さ
す
こ
と
ば
で
あ
る
。

つ
ま
り
聡
子
は
ト
キ
の
外
に
出
て
ト
コ
そ
の
も
の
の
中
に
生
き
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
永
遠
の
「
と
こ
わ
か
」
を
獲
得
す
る
事
が
で
き
た
。

ち
な
み
に
「
と
こ
わ
か
」
と
い
う
こ
と
ば
は
俊
恵
の
歌
集
『
林
葉
集
』
に

出
て
く
る
し
、
年
ご
と
に
若
水
を
汲
む
日
本
人
の
習
俗
の
中
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

常
若
に
生
き
る
聖
な
る
も
の
は
、
ト
コ
ヨ
（
常
世
）
に
い
る
。
無
時
間
の

空
間
、
こ
の
ト
コ
の
永
遠
も
三
島
が
語
り
た
か
っ
た
物
の
一
つ
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

三
、
永
遠
の
方
法
と
し
て
の
非
対
立

こ
こ
で
わ
た
し
の
話
も
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
ば
は
、sus

（
ま
た
はsub

。
下
、
傍
ら
な
ど
の
意
味
）
と

m
ain

（
手
）
か
ら
成
る
。
わ
た
し
た
ち
が
日
常
的
、
常
識
的
に
行
動
す
る

時
は
、
手
に
よ
っ
てm

aintain

に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
取
扱
い
の

m
ain

を
か
え
てsustain

に
す
る
こ
と
が
、
新
し
い
現
代
人
の
手
段
と
し
て

重
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
日
本
人
は
本
来
のm

aintain

を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
発
音
し
、

揚
句
の
果
て
に
は
俗
っ
ぽ
く
得
意
気
に
メ
ン
テ
、
メ
ン
テ
と
呼
ん
で
き
た
の

だ
か
ら
、
文
化
的
な
サ
ス
の
取
り
扱
い
は
、
画
期
的
な
発
想
だ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
個
人
的
な
印
象
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

は
、
も
ち
ろ
ん
諸
地
域
に
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
印
象
的
に
は
日
本

人
の
伝
統
的
な
手
法
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
前
に
も
こ
れ
に
つ
い
て
故
黒
川
紀
章
氏
、
安
田
善
憲
氏
と
パ
ネ
ル
討
議

を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
わ
た
し
は
、
沖
縄
の
石
垣
、
五
箇
山
の
雪
除

け
な
ど
を
久
し
い
伝
統
を
も
つ
も
の
と
し
て
あ
げ
た
（
Ｋ
Ｓ
Ｉ
公
開
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
や
さ
し
い
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
学
事
業
報
告
書
」〈
京
都
サ
ス

テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
二
〇
一
〇
〉
所
収
）。

沖
縄
の
石
垣
は
低
い
。
し
か
し
垣
の
上
に
小
石
を
た
く
さ
ん
積
ん
で
お
く

か
ら
、
悪
者
が
垣
を
と
び
こ
え
よ
う
と
す
る
と
、
石
が
崩
れ
お
ち
て
大
音
響

を
立
て
る
。
何
も
盗
難
除
け
の
高
い
塀
を
め
ぐ
ら
し
た
り
、
忍
び
返
し
を
つ

け
た
り
す
る
必
要
は
な
い
。

五
箇
山
の
合
掌
造
り
の
家
の
周
囲
に
、
池
が
掘
っ
て
あ
る
の
を
み
て
な
ぜ

か
と
質
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

厳
冬
、
雪
が
屋
根
に
堆
積
す
る
と
、
勾
配
に
よ
っ
て
雪
は
自
然
に
滑
落
す

る
。
だ
か
ら
合
掌
造
り
が
造
ら
れ
た
の
だ
が
、
一
方
雪
は
地
上
に
積
み
重
な

っ
て
、
二
階
か
ら
出
入
り
す
る
こ
と
も
、
む
か
し
の
北
越
に
は
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
五
箇
山
で
は
、
落
ち
た
雪
を
周
囲
の
池
が
受
け
と
め
る
か
ら
、

つ
ね
に
雪
は
融
け
て
水
と
な
り
、
流
れ
下
っ
て
低
地
を
潤
す
。

ま
た
風
雅
な
う
ぐ
い
す
張
り
も
同
じ
だ
ろ
う
。
不
穏
の
者
が
板
を
踏
ん
で

近
づ
く
と
廊
下
が
音
を
た
て
る
か
ら
、
安
全
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
雅
に

ま
で
実
効
を
高
め
て
し
ま
う
の
は
、
か
の
鹿し
し

お
ど
し
も
同
じ
だ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
除
雪
の
急
勾
配
の
屋
根
ま
で
尊
い
「
合
掌
」
の
形
と
見
な
す
の
が
日
本

人
な
の
だ
。

た
だ
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
以
前
に
も
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
今
ま
で
ご

く
わ
ず
か
し
か
ふ
れ
た
こ
と
の
な
い
山
梨
県
の

無
川
に
残
る
信
玄
堤
に
つ

い
て
、
多
少
く
わ
し
く
見
よ
う
。

武
田
信
玄
が
施
し
た
、
氾
濫
す
る
水
流
の
調
整
は
総
合
的
な
も
の
だ
が
、

ま
ず
は
特
徴
的
に
い
わ
れ
る
そ
れ
は
、
雁
行
形
の
石
積
の
塀
で
あ
る
。

信
玄
は
わ
ん
曲
形
の
塀
状
の
石
積
を
岸
に
沿
っ
て
、
斜
め
に
並
べ
る
こ
と

で
水
力
を
削
い
だ
。
い
ま
海
岸
に
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
を
積
み
重
ね
る
消
力
法
と

同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
わ
た
し
は
、
信
玄
の
消
力
装
置
が
、
直
線
で
は
な
く
曲
線
を
な
し

て
い
る
こ
と
に
驚
嘆
し
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
水
は
波
う
ち
な
が
ら
流
れ
る
で
は
な
い
か
。
鉄
砲
玉
の

よ
う
な
激
流
を
曲
水
に
か
え
る
こ
と
で
水
本
来
の
姿
へ
と
戻
す
思
慮
。
し
か

も
幾
つ
も
の
曲
が
り
屏
風
に
当
っ
て
、
う
ね
り
上
が
り
、
飛
び
散
っ
て
い
く

水
流
の
、
何
と
合
理
的
で
何
と
美
し
い
こ
と
か
。

水
ど
も
は
こ
の
よ
う
な
円
舞
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
下
流
へ
と
流
れ
下
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
直
線
の
塀
に
す
れ
ば
、
効
果
は
半
減
し
美
観

に
は
程
遠
い
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
一
連
の
造
作
の
中
に
「
聖せ
い

牛ぎ
ゅ
う」

と
よ
ば
れ
る
木
組

み
の
三
角
錐
が
あ
る
。
角
を
水
上
に
出
す
牛
の
よ
う
だ
と
い
う
の
だ
が
、
単

に
木
材
を
組
ん
だ
だ
け
だ
か
ら
、
水
は
聖
牛
を
自
由
に
出
入
り
可
能
で
あ

る
。
そ
の
点
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
の
効
力
に
は
劣
る
か
と
い
う
と
、
一
途
に
妨
げ

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
生
態
を
か
え
て
流
れ
る
と
こ
ろ
に
、
二
次
的
な

消
力
も
あ
り
、
円
舞
も
倍
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
そ
れ
を
、「
聖
な
る
牛
」
と
よ
ぶ
余
裕
。

石
積
は
ま
た
、
亀
甲
形
に
川
岸
か
ら
突
出
す
る
も
の
、
下
流
で
川
岸
に
戻

る
二
重
堤
状
の
も
の
、
ま
る
で
石
上
神
宮
の
七
支
刀
の
よ
う
に
分
岐
の
先
を

川
へ
突
き
出
す
も
の
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
水
力
を
抑
止
す
る
様
は
壮
観
で

あ
る
。

「
出
し
」
に
当
っ
た
水
は
、
溜
り
に
入
っ
て
ま
た
下
ろ
う
と
す
る
水
と
争

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
水
に
小
さ
な
諍い
さ
かい

を
お
こ
さ
せ
て
力
の
消
耗
を
俟

つ
、
ま
る
で
政
治
を
見
透
か
し
た
皮
肉
の
よ
う
な
物
が
あ
る
。

政
治
と
い
え
ば
、
御お

勅だ

使い

川
は
以
前

無
川
に
合
流
す
る
地
点
が
異
な
っ

て
い
た
と
い
う
。
流
れ
を
改
め
て
い
ま
の
「
高
岩
」
の
懸
岩
に
ぶ
つ
け
た
の
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日本人と無

も
、
信
玄
だ
と
い
う
。

時
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
強
烈
な
高
岩
の
力
を
借
り
て
、
御
勅
使
川
の
力
を

消
耗
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
。

こ
の
絶
壁
も
美
し
い
が
、
堤
が
地
固
め
の
植
林
に
よ
っ
て
大
景
勝
地
と
な

っ
て
い
る
所
も
あ
る
。
風
雅
の
心
は
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
十
六
世
紀
の
日
本
は
、
実
現
し
て
い
た
。
こ
れ
こ

そ
、
巨
大
な
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
で
は
な
い
の
か
。

そ
も
そ
も
中
国
で
は
水
を
治
め
る
者
が
聖
天
子
だ
っ
た
。
禹
は
そ
の
ゆ
え

に
尊
敬
さ
れ
た
。

ま
た
中
国
で
は
知
者
が
水
を
愛
し
、
仁
者
が
山
を
愛
す
る
と
い
う
（『
論

語
』
雍
也
六
）。
水
は
知
と
呼
応
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
逆
に
力
を
も
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
間
違

い
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
つ
い
最
近
大
き
な
水
難
に
見
舞
わ
れ
た
日
本
が
、
十
分
に
記

憶
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
い
か
。

物
事
す
べ
て
、
対
立
は
永
遠
を
保
証
し
な
い
。
子
ど
も
の
こ
ろ
列
車
の
衝

突
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
誤
っ
て
同
じ
レ
ー
ル
を
両
方
向
か
ら
走
る

列
車
が
あ
る
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
急
ブ
レ
ー
キ
か
何
か
で
激
突
を
免
れ
ら
れ

れ
ば
よ
い
が
、
そ
れ
が
不
可
能
と
な
る
と
、
双
方
と
も
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
。
い
か
に
被
害
が
大
き
く
と
も
、
加
害
者
に
な
る
方
が

よ
い
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
の
わ
た
し
に
そ
う
話
し
て
く
れ
た
父
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
戦

争
を
暗
喩
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
先
の
大
戦
の
さ
中
で
あ
っ

た
。そ

の
こ
と
は
、
生
と
死
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
限
り
無
き
生
へ
の

欲
望
は
死
を
受
容
で
き
な
い
。
生
が
死
で
あ
り
、
死
が
生
で
あ
る
と
い
う
親

和
関
係
が
、
い
ま
顧
り
み
ら
れ
る
。

わ
た
し
は
以
前
か
ら
生
の
全
容
を
誕
生
時
に
お
い
て
同
時
に
誕
生
し
た
死

と
、
死
に
お
け
る
生
の
吸
収
と
い
う
四
角
形
の
中
の
対
角
線
区
分
で
考
え
て

き
た
。
つ
ね
に
生
と
死
と
は
全
生
命
の
中
に
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

対
立
的
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
。

生
は
死
の
中
か
ら
生
じ
、
ま
た
死
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え

る
の
が
、
自
然
界
を
み
て
い
る
と
、
正
し
い
と
思
う
。

先
ほ
ど
の
川
の
水
も
山
岳
に
生
じ
て
海
へ
入
り
、
水
分
は
ま
た
上
昇
し
て

雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
山
へ
還
元
さ
れ
る
。
海
へ
と
下
る
天
命
を
半
ば
に
し

て
、
大
地
に
吸
収
さ
れ
る
幾
何
か
の
逝
去
者
も
い
て
い
い
。

こ
れ
を
転
生
と
よ
べ
ば
『
浜
松
』
の
モ
チ
ー
フ
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
生
と

死
の
唯
識
の
思
想
も
、
こ
の
考
え
を
許
容
す
る
だ
ろ
う
。

す
べ
て
の
根
底
に
あ
る
べ
き
も
の
こ
そ
「
非
対
立
」
の
関
係
で
あ
る
。
地

球
上
に
人
間
菌
を
ば
ら
ま
い
た
人
間
は
、
今
後
過
去
を
悔
い
て
地
球
の
言
分
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を
聴
き
つ
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。

人
類
相
互
に
あ
っ
て
も
、
人
類
は
限
り
な
く
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
外
交
官
の
解
決
で
き
な
か
っ
た
問
題
が
、
火
薬
と
血

で
解
決
さ
れ
る
わ
け
も
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
（「
五
月
の
セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー

ポ
リ
」）。

幼
い
こ
ろ
の
わ
た
し
を
震
撼
さ
せ
た
列
車
の
激
突
も
、
双
方
が
必
死
に
ブ

レ
ー
キ
を
踏
み
つ
づ
け
る
こ
と
を
目
ざ
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

四
、
余
白
と
い
う
こ
と
の
誤
り

こ
の
よ
う
に
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
は
、
対
立
し
か
な
い
と
思
い
込
ん
で
し

ま
っ
て
い
て
放
棄
し
た
世
界
、「
無
」
と
決
め
て
か
か
っ
た
空
白
で
さ
え
こ

れ
を
取
り
戻
す
こ
と
で
人
間
を
有
為
な
存
在
に
造
り
か
え
ら
れ
る
と
考
え

る
。無

か
ら
有
は
生
ま
れ
な
い
と
考
え
が
ち
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

わ
た
し
は
か
つ
て
二
宮
金
次
郎
が
少
年
の
こ
ろ
、
一
家
の
田
畑
一
切
を
失

っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
の
ち
に
す
べ
て
を
回
復
し
、
人
徳
を
あ
が
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
神
話
に
疑
い
を
も
っ
た
。
一
切
が
無
に
な
っ
て
、
な
ぜ

富
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
無
か
ら
有
は
可
能
な
の
か
。

す
る
と
彼
は
ま
ず
路
傍
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
稲
幹
を
拾
っ
た
と
い
う
。
そ

こ
に
有
が
始
ま
っ
た
。　

つ
ま
り
無
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
有
で
あ
る
物
を
拾
う
こ
と
で
、
あ

と
は
増
殖
に
ま
か
せ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
解
答
が
こ
こ
に
あ
る
。

人
類
に
は
、
こ
の
よ
う
な
放
棄
し
た
無
が
数
多
く
存
在
す
る
で
は
な
い

か
。そ

こ
で
直
ち
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
「
余
白
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
誤
解

だ
。も

っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
画
家
・
長
谷
川
等
伯
の

「
松
林
図
屏
風
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
時
の
「
余
白
」
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し

も
石
川
県
七
尾
美
術
館
で
大
き
な
レ
プ
リ
カ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
レ
プ

リ
カ
な
が
ら
、
そ
れ
は
み
ご
と
な
名
画
と
見
え
た
。

目
を
近
づ
け
る
と
細
部
に
わ
た
っ
て
も
画
筆
の
雄
渾
な
刷
毛
遣
い
が
、
音

響
を
立
て
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

古
来
、
松
は
松
籟
と
称
さ
れ
る
音
が
愛
さ
れ
き
た
。
ち
な
み
に
松
と
並
べ

て
香
り
を
愛
す
る
梅
と
、
姿
が
凛
々
し
い
竹
が
松
竹
梅
と
並
称
さ
れ
る
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三
つ
の
聴
覚
、
嗅
覚
、
視
覚
を
代
表
す
る
か
ら
で
あ
る
。

等
伯
の
松
の
風
韻
は
人
を
た
じ
ろ
が
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
力
は

広
々
と
し
た
空
白
を
、
木
霊
空
間
と
し
て
必
要
と
し
た
。
全
体
を
図
柄
で
蔽

っ
て
し
ま
え
ば
、
風
韻
は
窒
息
し
て
死
ん
で
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

む
し
ろ
松
の
姿
は
、
で
き
る
だ
け
抑
え
た
方
が
よ
い
。
松
の
姿
は
風
韻
の

素
材
な
の
だ
か
ら
。
こ
の
一
幅
は
「
松
韻
図
屏
風
」
と
い
う
べ
き
な
の
だ
か
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日本人と無

ら
。そ

こ
で
空
白
、
す
な
わ
ち
刷
毛
の
及
ん
で
い
な
い
処
は
、
無
色
に
託
し
て

風
韻
を
描
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
描
き
残
し
た
余
分
の
白
な
ど
と
、
思
っ
て

は
い
け
な
い
。

い
や
、
わ
た
し
は
奇
を
て
ら
っ
て
こ
う
い
う
の
で
は
な
い
。
古
来
の
日
本

語
の
一
つ
に
、
た
と
え
ば
「
無
月
」
と
い
う
月
が
あ
る
。
中
秋
の
名
月
が
雨

な
ど
で
姿
を
見
せ
な
い
、
そ
の
時
無
い
月
が
出
現
す
る
。

何
や
ら
冒
頭
の
ナ
シ
の
話
に
返
っ
て
し
ま
う
よ
う
だ
が
、
中
秋
の
名
月
は

雨
夜
に
は
、「
な
い
月
」
と
い
う
月
、
無
月
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
の
戯
作
も
『
雨
月
物
語
』
と
題
さ
れ
る
。
雨
夜
に
月
な
ど
存
在

し
な
い
。
し
か
し
雨
月
は
あ
る
。

だ
か
ら
余
白
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
画
の
白
色
部
分
は
、
一
人
等
伯
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
く
有
名
な
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
師・歌
川
（
安
藤
）

広
重
の
「
木
曽
街
道
六
拾
九
次
」
に
は
、
こ
れ
ま
た
み
ご
と
な
雪
山
の
描
写

が
あ
る
。

雪
山
を
ど
う
描
け
ば
よ
い
の
か
。
広
重
も
ま
た
雪
の
部
分
を
白
紙
そ
の
ま

ま
と
し
て
、
周
囲
を
描
く
し
か
な
い
。

し
か
し
周
囲
の
景
色
は
、
す
べ
て
中
心
の
雪
山
の
白
に
お
お
わ
れ
た
様
子

を
、
み
ご
と
に
立
体
化
し
て
み
せ
た
。

心
を
奪
わ
れ
る
よ
う
に
画
面
を
見
て
い
る
内
に
、
わ
た
し
に
は
「
豊
肥
な

る
白
」
と
い
う
こ
と
ば
が
浮
か
ん
で
き
た
。
柔
ら
か
な
雪
に
お
お
わ
れ
て
、

こ
ん
も
り
と
盛
り
上
が
っ
た
山
容
。

こ
れ
ま
た
描
か
ざ
る
姿
を
白
色
に
よ
っ
て
せ
り
上
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
雪

は
山
を
、
こ
う
変
容
さ
せ
た
の
だ
と
思
わ
せ
る
、
描
き
方
で
あ
っ
た
。

等
伯
の
白
に
し
て
も
広
重
の
雪
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
充
実
し
た
白
い
風

景
を
実
現
さ
せ
た
も
の
が
、
筆
を
何
ら
下
さ
な
い
、
無
作
業
の
作
業
だ
と
い

う
こ
と
に
、
わ
た
し
は
し
ば
し
、
我
を
忘
れ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
、
白
と
い
う
無
の
中
に
存
在
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
と
か
く
わ
た

し
た
ち
は
忘
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
余
白
な
ど
と
、
軽
は
ず
み
な
こ
と
を
い
っ

て
。そ

れ
で
い
て
、「
余
白
と
い
う
こ
と
の
誤
り
」
は
、
し
か
し
存
外
に
、
平

凡
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
今
ま
で
し
ば
ら
く
の
間
、
わ
た
し
が
綴
っ
て
き
た
こ
と
は
、
す

べ
て
こ
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
だ
。
白
と
い
い
な
が
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
の
部
分
は
原
の
紙
や
絹
布
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
、
変
り
は
な
い
。
唯

識
は
そ
こ
へ
の
帰
還
を
促
す
思
想
で
あ
ろ
う
し
、「
い
な
い
」
と
い
う
形
容

詞
の
重
み
も
そ
れ
だ
。

等
伯
も
広
重
も
原
形
と
し
て
の
無
の
凝
視
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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む
す
び

以
上
、
わ
た
し
は
日
本
人
が
「
無
」
を
ど
う
考
え
て
き
た
か
を
、
日
本
語

や
三
島
由
紀
夫
の
作
品
に
基
づ
い
て
探
り
、
有
無
を
い
か
に
共
存
さ
せ
る
か

に
よ
っ
て
永
遠
が
獲
得
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
語
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
日
本
画
特
有
の
手
法
と
さ
え
い
わ
れ
る
「
余
白
」

も
、
充
実
し
た
有
を
秘
め
て
い
て
、
こ
れ
こ
そ
が
存
在
の
原
点
だ
と
い
え
る

と
考
え
た
。

し
か
も
そ
れ
は
、
日
本
人
の
な
か
に
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
忘
れ
て
い
た
も
の
だ
と
思
う
。
い
や
、
日
本
人
も
、
と
い
う
べ
き

だ
ろ
う
。
最
近
も
「
マ
ラ
ル
メ
の
『
空
白
』
―
創
造
性
の
継
承
」
と
い
う
宗

像
衣
子
氏
の
論
文
を
読
ん
だ
ば
か
り
だ
（「
流
域
」
七
九
号
、
二
〇
一
六
年

十
一
月
）。

そ
こ
で
最
後
に
思
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
人
間
の
基
本
の
普
遍
的
課
題
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
原
点
に
、
永
遠
の
「
無
」
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
や
は
り
人
間
の
生
の
「
原
形
」
に
い
ち
早
く
注
目
し
た
の
は
シ
ェ
ー
ク

ス
ピ
ア
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
有
名
な
せ
り
ふ
、

　

To be, or not to be : T
hat is the question.

は
、「
生
か
死
か
、
そ
れ
が
問
題
だ
」
と
俗
解
さ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
自

分
の
生
き
方
は
本
当
に
「
生
き
て
い
る
」
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
ハ

ム
レ
ッ
ト
は
悩
ん
だ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
本
質
的
なbe

を
希
求
し
た
せ

り
ふ
だ
っ
た
。

日
本
語
で
は
誕
生
す
る
こ
と
を
「
生あ

る
」
と
い
い
、
存
在
す
る
こ
と
を

「
在あ

る
」
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
がbe 

に
当
る
こ
と
ば
だ
ろ
う
。

先
ほ
ど
も
並
べ
た
、
死
を
含
有
す
る
生
は
唯
識
論
ふ
う
に
い
え
ば
、
原
形

と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
人
間
の
あ
る
べ
き

be

だ
と
し
た
ら
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
のbe 

へ
の
思
慕
は
、
き
わ
め
て
貴
重
で
あ

り
、
そ
の
ゆ
え
に
い
つ
も
希
求
さ
れ
な
が
ら
、
重
さ
ゆ
え
に
却
下
さ
れ
が
ち

な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

人
間
の
孤
独
の
苦
し
み
も
ま
た
、
そ
こ
に
宿
る
。

さ
ら
に
こ
の
生
き
る
こ
と
の
無
限
な
る
原
形
へ
の
思
慕
は
、
単
な
る
孤
独

な
苦
悩
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
践
的
な
倫
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
か
ん
ず
く
、
今
や
地
球
上
で
人
間
の
生
き
方
が
不
安
に
な
っ
て
き
た
。

早
い
話
、
日
本
で
は
戦
争
と
い
う
七
〇
年
間
夢
に
だ
に
し
な
か
っ
た
主
題
が

大
き
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
争
と
は
、
も
っ
と
も
典
型
的
で
も
っ
と
も
恐

る
べ
き
対
立
を
本
質
と
す
る
。

こ
れ
が
、
平
和
か
戦
争
か
と
い
う
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
命
題
に
な
る
と

は
、
七
〇
年
間
、
だ
れ
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。
戦
争
は
万
人
が
知
り
な
が
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日本人と無

ら
、
そ
れ
は
平
和
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
平
和
の
た
め
に
克
服
す
べ

き
も
の
だ
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
何
時
の
間
に
か
、
選
択
肢
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
を
是
正
す
る
方
法
は
、

以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
よ
る
、
相
互
補
助
の
中
に
し
か
平
和
は
な
い
。

地
球
シ
ス
テ
ム
倫
理
と
し
て
「
常
若
」
を
目
標
と
す
る
学
会
に
お
い
て

は
、
無
限
な
る
原
形
へ
の
思
慕
を
、
実
践
倫
理
と
し
所
有
す
べ
き
だ
と
、
わ

た
し
は
考
え
る
。

後
記　

本
編
の
趣
旨
は
大
会
当
日
口
頭
に
よ
っ
て
語
っ
た
も
の
で
す
。
し

か
し
わ
た
し
は
口
頭
言
語
と
書
記
言
語
が
単
語
、
文
体
、
材
料
に
到
る
ま
で

ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
と
考
え
ま
す
の
で
、
誤
り
の
訂
正
も
加
え
て
、
講
演

相
当
の
文
章
を
新
た
に
記
述
し
ま
し
た
。 

筆
者


