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わ
が
国
の
代
表
的
な
芸
能
で
あ
る
能
楽
の
多
く
の
曲
の
中
で
も
、
初
番
目

物
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
脇
能
物
は
神
の
能
で
あ
り
、
幕
開
け
に
相
応
し
い
祝

言
の
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
高
砂
』
は
、
高
砂
と
住
之
江
の
相
生
の
松
の

よ
う
に
、
所
を
隔
て
て
も
互
い
に
通
い
合
う
夫
婦
愛
と
長
寿
を
賛
美
す
る
演

目
で
あ
る
。
後
ジ
テ
は
住
吉
の
明
神
と
し
て
登
場
し
、
住
吉
の
神
の
不
可
思

議
を
語
り
、
祝
言
と
と
も
に
爽
や
か
に
舞
い
納
め
ら
れ
る
。
能
楽
も
、
神
事

と
し
て
成
立
し
、
祝
祭
か
ら
起
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

数
多
く
の
能
楽
の
曲
の
中
で
も
別
格
と
し
て
扱
わ
れ
る
『
翁
』
も
神
事
の

時
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
上
演
自
身
神
事
で
あ
っ
た
。『
翁
』
は
、
能
楽
の
成

立
以
前
の
様
式
を
伝
え
る
豊
穣
と
長
寿
を
祝
う
祝
祭
劇
で
あ
る
。『
翁
』
の

上
演
に
当
た
っ
て
は
、
演
者
た
ち
は
厳
し
く
精
進
潔
斎
し
、
そ
の
上
演
に
先

立
っ
て
も
、
鏡
の
間
で
尉
面
を
祭
壇
に
飾
っ
て
酒
を
酌
む
行
事
が
あ
る
。
尉

面
を
付
け
て
登
場
す
る
翁
は
た
だ
の
老
人
で
は
な
く
神
で
あ
り
、
そ
の
文
句

も
、
ま
る
で
神
の
言
葉
を
伝
え
る
か
の
よ
う
に
意
味
の
分
か
ら
な
い
詩
句
で
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飾
ら
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
中
世
芸
能
の
始
原
は
、
古
代
の
神
楽
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

神
々
を
招
き
、
そ
の
前
で
舞
わ
れ
る
古
代
の
祭
の
舞
は
、
中
世
芸
能
の
素
型

と
な
っ
た
。
実
際
、
能
楽
の
一
つ
の
起
源
、
申
楽
は
、
滑
稽
な
物
真
似
を
伴

う
芸
能
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
源
泉
は
神
楽
に
あ
る
。
能
を
完
成
し
た
観
阿

弥
・
世
阿
弥
父
子
も
、
も
と
は
、
大
和
の
春
日
大
社
の
神
事
に
奉
仕
し
て
い

た
申
楽
四
座
の
う
ち
、
結
崎
座
の
出
身
で
あ
っ
た
。
世
阿
弥
も
、『
花
伝
書
』

の
中
で
、
申
楽
は
も
と
も
と
神
楽
よ
り
つ
く
ら
れ
た
芸
だ
と
言
っ
て

１
）

い
る
。

能
楽
の
も
う
一
つ
の
源
泉
、
田
楽
も
、
わ
が
国
古
来
の
神
事
、
田
遊
び
の
芸

能
で
あ
っ
た
。
田
植
え
の
前
に
、
力
強
い
太
鼓
の
音
と
掛
け
声
と
歌
で
、
田

植
え
の
所
作
な
ど
、
田
楽
舞
を
舞
っ
た
。
申
楽
も
田
楽
も
、
祝
言
や
予
祝
を

本
質
と
し
、
五
穀
豊
穣
、
天
下
太
平
、
無
病
息
災
、
寿
命
長
遠
、
家
内
安
全

な
ど
を
神
々
に
祈
る
行
事
で
あ
っ
た
。
人
々
は
、
舞
い
踊
り
、
歌
い
囃
し
な

が
ら
神
々
を
迎
え
、
土
地
の
悪
霊
を
退
散
さ
せ
、
そ
の
年
の
豊
作
を
祈
っ
た

の
で
あ
る
。

芸
術
は
、
神
々
の
世
界
に
遊
び
、
神
々
と
交
わ
る
こ
と
な
の
だ
と
も
言
え

よ
う
。
わ
が
国
の
芸
能
の
始
原
に
は
神
楽
が
あ
り
、
こ
れ
を

カ
ム
ア
ソ

ビ

と
言
っ
た
。
神
々
と
一
つ
に
な
っ
て
遊
ぶ
こ
と
が
、
歌
や
踊
り
の
原
初

形
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
も
、
能
楽
（
申
楽
）
の
こ
と
を
遊
楽
と
言

い
、
そ
れ
は
も
と
神
楽
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
歌
舞
二
曲
を
も
っ
て
本
風
と
す

べ
き
だ
と
言
っ
て

２
）

い
る
。

能
の
祝
祭
性

申
楽
や
田
楽
の
神
事
的
要
素
を
引
き
継
ぐ
能
の
根
本
は
神
事
に
あ
る
。
能

も
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
神
社
の
神
楽
殿
や
寺
院
の
拝
殿
で
行
な
わ
れ
、
そ

の
上
演
形
態
は
深
く
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
世
阿
弥
も
、『
花
伝
書
』

の
中
で
、「
抑
、
芸
能
と
は
、
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下
の
感
を
な
さ

む
事
、
寿
福
増
長
の
基
、

齢
延
年
の
法
な
る
べ
し
」
と
言
っ
て

３
）

い
る
。
能

舞
台
の
背
景
に
描
か
れ
て
い
る
松
の
木
も
神
の
依
代
で
あ
り
、
神
々
の
世
界

と
人
間
の
世
界
を
つ
な
ぐ
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

能
楽
は
、
一
般
に
序
破
急
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
も
、
祝
祭
の
リ
ズ
ム
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
世
阿
弥
も
、
能
は
序

破
急
の
心
得
で
演
ず
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
特
に
、
演
能
の
魂
は
破
と
急
の

間
に
成
立
す
る
と
言
う
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
能
は
成
就
す
る
、
つ
ま
り

完
結
性
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
世
阿
弥
は
、
序
破
急

の
リ
ズ
ム
を
、
一
曲
の
構
成
だ
け
で
な
く
、
一
日
の
演
能
の
配
列
に
も
拡
大

適
用
し
た
。
能
の
曲
目
、
神
、
男
、
女
、
狂
、
鬼
を
、
序
一
曲
、
破
三
曲
、

急
一
曲
に
配
置
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る

現
象
が
序
破
急
の
発
展
秩
序
を
備
え
て
い
る
と
ま
で

４
）

言
う
。
こ
の
序
破
急
の

理
論
は
、
雅
楽
の
構
成
理
論
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
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は
、
さ
ら
に
遠
く
、
祭
の
用
意
か
ら
、
次
第
に
祝
祭
的
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ

れ
、
神
人
入
れ
乱
れ
て
の
乱
舞
に
終
わ
る
祝
祭
の
リ
ズ
ム
か
ら
く
る
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
能
楽
の
様
式
は
、
祭
式
な
く
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
神
や
祖
霊
を
迎
え
送
る
と
と
も
に
、
怨
霊
を
鎮
め
る
わ
が
国
古
来
の
神

事
が
、
能
楽
の
原
型
と
し
て
あ
り
、
そ
の
祝
祭
空
間
の
中
で
、
神
と
霊
と
人

の
交
歓
が
、
芸
能
と
い
う
形
で
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

人
形
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎

わ
が
国
の
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
も
、
も
と
は
単
な
る
娯
楽
で
は
な
く
、

祝
祭
的
起
源
を
も
っ
て
い
る
。
人
形
浄
瑠
璃
は
、
人
形
遣
い
が
神
社
や
寺
院

に
招
か
れ
、
神
仏
の
霊
験
譚
を
人
形
芝
居
で
行
な
っ
た
の
が
起
源
で
あ
る
。

歌
舞
伎
で
も
、
例
え
ば
『
暫
』
や
『
助
六
』
な
ど
の
荒
事
芸
は
、
大
袈
裟
な

動
作
や
着
付
け
、
荒
唐
無
稽
な
筋
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
も
と
は
悪
霊
や

病
魔
退
散
を
祈
る
御
霊
信
仰
か
ら
く
る
。
こ
の
よ
う
な
荒
事
芸
は
、
多
く
の

場
合
、
年
末
ま
た
は
正
月
に
行
な
わ
れ
る
一
陽
来
復
の
呪
術
で
あ
り
、
予
祝

行
事
で
あ
っ
た
。
歌
舞
伎
も
一
種
の
神
楽
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
演
劇
は
宗
教
的
起
源
を
も
つ
も
の
が
多
い
。
神
や
仏
の
愛
や
慈

悲
を
説
く
宗
教
伝
説
の
地
盤
か
ら
、
舞
台
芸
術
が
生
ま
れ
て
く
る
。
わ
が
国

の
人
形
浄
瑠
璃
も
、
本
地
霊
験
物
を
起
源
と
し
て
い
る
。
神
仏
の
加
護
に
よ

る
蘇
生
譚
や
神
仏
の
身
代
わ
り
譚
を
主
題
に
し
た
説
経
節
が
人
形
芝
居
に
仕

立
て
ら
れ
、
そ
れ
が
神
社
や
寺
院
の
祭
礼
な
ど
で
演
じ
ら
れ
た
。
な
か
で

も
、
代
表
的
な
も
の
は
『
阿
弥
陀
の
胸
割
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
の
贖
罪

と
菩
提
の
た
め
に
長
者
の
家
に
買
わ
れ
た
娘
が
、
長
者
の
息
子
の
蘇
生
の
た

め
に
犠
牲
に
な
る
が
、
阿
弥
陀
仏
が
そ
の
娘
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
く
れ
た

と
い
う
奇
蹟
譚
で
あ
る
。
殺
さ
れ
た
は
ず
の
娘
は
、
娘
の
命
の
代
償
と
し
て

建
て
ら
れ
た
お
堂
の
中
で
安
ら
か
に
眠
っ
て
お
り
、
ふ
と
見
上
げ
る
と
、
そ

こ
に
は
胸
が
割
か
れ
て
血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
像
が
鎮
座
し

て
い
た
と
い
う
。
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
に
仕
立
て
ら
れ
た
こ
の
『
阿
弥
陀
の
胸

割
』
は
、
多
く
の
人
々
の
心
を
動
か
し
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
、
江
戸
初
期

ま
で
流
行
し
た
。

こ
の
世
と
あ
の
世

わ
が
国
の
能
楽
で
は
、
あ
た
か
も
別
世
界
か
ら
響
い
て
く
る
か
の
よ
う
な

能
管
の
音
色
と
と
も
に
、
舞
台
に
は
、
神
霊
や
修
羅
、
亡
霊
や
鬼
の
化
身
が

老
人
や
狂
女
や
里
の
女
な
ど
と
な
っ
て
、
橋
懸
を
通
り
登
場
し
て
く
る
。
能

舞
台
は
、
神
々
や
祖
先
霊
や
死
者
の
霊
が
あ
の
世
か
ら
こ
の
世
へ
と
出
現

し
、
舞
い
遊
ぶ
聖
な
る
空
間
で
あ
る
。
と
と
も
に
、
そ
の
霊
は
、
後
ジ
テ
で

そ
の
本
性
を
顕
し
、
神
霊
や
修
羅
、
亡
霊
や
鬼
の
舞
を
舞
っ
て
、
再
び
橋
懸

を
通
っ
て
退
場
す
る
。
能
舞
台
の
橋
懸
は
、
い
わ
ば
こ
の
世
と
あ
の
世
を
結
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ぶ
通
路
で
あ
り
、
神
迎
え
と
神
送
り
の
道
中
で
あ
る
。
神
霊
や
亡
霊
は
、
あ

の
世
か
ら
こ
の
世
へ
、
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
、
自
由
に
行
き
来
す
る
。
能

舞
台
は
、
異
界
や
他
界
、
こ
の
世
と
は
別
の
世
界
と
、
わ
れ
わ
れ
と
が
交
流

す
る
空
間
で
あ
る
。
能
楽
は
、
古
代
の
魂
迎
え
と
魂
送
り
、
鎮
魂
（
タ
マ
フ

リ
）
に
起
源
を
持
つ
。
能
の
舞
台
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
空
間
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
も
っ
と
大
き
な
世
界
が
あ
る
。
そ
う
い

う
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
、
能
の
世
界
を
大
き
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

能
楽
に
登
場
し
て
く
る
主
人
公
（
シ
テ
）
は
、
多
く
の
場
合
、
神
、
亡

霊
、
鬼
、
精
霊
な
ど
、
他
界
か
ら
の
来
訪
者
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
紅
葉
狩
』

『
土
蜘
蛛
』『
黒
塚
』
な
ど
、
切
能
物
で
は
、
前
ジ
テ
は
、
鬼
女
、
僧
侶
、
老

女
と
い
っ
た
世
俗
の
形
で
現
わ
れ
る
が
、
後
ジ
テ
は
、
そ
の
本
性
を
現
わ

し
、
荒
々
し
く
足
を
踏
み
な
ら
し
な
が
ら
悪
霊
と
な
っ
て
登
場
し
、
舞
台
は

乱
拍
子
と
と
も
に
急
展
開
す
る
。
他
方
、
諸
国
一
見
の
僧
な
ど
ワ
キ
は
、
他

界
か
ら
神
や
霊
を
呼
び
出
し
、
悪
霊
を
鎮
め
る
司
祭
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
ワ
キ
は
、
あ
の
世
と
こ
の
世
、
見
所
（
観
客
）
と
シ
テ
（
神
や
霊
）
の

仲
介
者
で
あ
り
、
演
能
の
重
要
な
要
を
な
し
て
い
る
。

近
松
門
左
衛
門
の
『
曾
根
崎
心
中
』
や
『
心
中
天
網
島
』
な
ど
心
中
物
で

も
、
相
愛
の
男
女
が
、
こ
の
世
の
し
が
ら
み
で
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
り
、

心
中
を
決
心
す
る
。
そ
し
て
、
道
行
と
な
る
。
道
行
の
場
で
花
道
に
立
っ
た

男
女
は
、
す
で
に
あ
の
世
へ
旅
立
つ
晴
れ
着
を
着
て
お
り
、
叙
情
的
な
美
し

い
語
り
と
音
曲
に
乗
り
、
あ
の
世
へ
と
旅
立
つ
。
歌
舞
伎
の
花
道
は
、
こ
の

道
行
で
の
あ
の
世
へ
の
旅
立
ち
を
可
能
に
す
る
。
花
道
も
単
な
る
通
路
で
は

な
く
、
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
の
架
け
橋
な
の
で
あ
る
。

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
心
中
し
て
あ
の
世
で
恋

を
遂
げ
る
決
心
を
し
た
男
女
は
、
こ
の
世
の
舞
台
で
は
弱
々
し
く
惨
め
な
男

女
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
い
ざ
道
行
と
な
る
と
、
途
端
に
立
派
な
悲
劇
的
人

物
に

５
）

な
る
。
惨
め
だ
っ
た
こ
の
世
の
魂
は
、
道
行
を
通
し
て
栄
光
へ
と
変
わ

る
。
死
は
救
い
な
の
で
あ
る
。
死
の
国
へ
と
旅
立
つ
決
断
を
し
た
男
女
は
、

道
行
の
所
作
を
通
し
て
、
立
派
に
変
身
を
遂
げ
る
。
道
行
に
は
、
転
生
の
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
道
行
の
道
は
、
甦
り
の
道
で
あ
る
。
死
は
転
生
の

最
後
の
手
段
で
あ
る
。「
此
の
世
の
な
ご
り
、
夜
も
な
ご
り
、
死
に
行
く
身

を
た
と
ふ
れ
ば
、
あ
だ
し
が
原
の
道
の
霜
、
一
足
づ
つ
に
消
え
て
行
く
、
夢

の
夢
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
い
う
『
曾
根
崎
心
中
』
の
道
行
の
語
り
は
、
考

え
て
み
れ
ば
、
わ
が
国
独
自
の
悲
劇
の
完
成
の
極
北
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
松
の
『
曾
根
崎
心
中
』
や
『
心
中
天
網
島
』
の
主
人
公
の
モ

デ
ル
に
な
っ
た
男
女
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
物
語
が
脚
色

さ
れ
て
舞
台
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
死
者
の
霊
の
魂
迎
え
で
あ

り
、
鎮
魂
の
儀
礼
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
舞
台
で
心
中
を
決
心
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
男
女
は
、
い
わ
ば
、
他
界
か
ら
帰
っ
て
き
て
自
分
た
ち

の
物
語
を
演
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
当
初
か
ら
す
で
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に
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
心
根
で
演
じ
る
必
要
が
あ
る
。
現
に
、
心
中
物
の

主
人
公
は
、
花
道
を
最
初
か
ら
夢
う
つ
つ
の
よ
う
な
状
態
で
登
場
し
て
く

る
。道

行
は
、
も
と
は
、
神
霊
が
こ
の
世
に
来
臨
し
、
そ
の
霊
力
を
顕
す
と
と

も
に
、
再
び
あ
の
世
に
帰
る
道
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞

伎
で
は
こ
れ
が
世
俗
化
し
、
現
世
の
人
間
が
こ
れ
を
演
じ
る
。
こ
の
道
行

を
、
人
形
浄
瑠
璃
で
は
、
舞
に
よ
っ
て
、
歌
舞
伎
で
は
、
花
道
や
舞
台
で
の

所
作
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。

能
の
カ
タ
ル
シ
ス

世
阿
弥
が
完
成
し
た
複
式
夢
幻
能
で
は
、
諸
国
一
見
の
僧
の
前
に
一
人
の

里
人
と
し
て
現
わ
れ
た
亡
霊
が
、
あ
る
物
語
を
し
た
後
、
自
分
が
そ
の
物
語

の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
る
。
そ
の
後
、
亡
霊
は
生
前
の
姿
で
現

わ
れ
、
当
時
の
事
件
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
や
葛
藤
を
語
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ

る
も
の
は
、
消
え
る
こ
と
の
な
い
怨
恨
や
後
悔
、
無
念
や
嫉
妬
な
ど
、
激
し

い
情
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
や
が
て
旅
僧
の
回
向
に
よ
っ
て
浄
化
さ

れ
、
亡
霊
は
成
仏
し
、
他
界
へ
と
消
え
去
っ
て
い
く
。

修
羅
物
に
属
す
る
『
実
盛
』
で
も
、
白
髪
を
黒
く
染
め
歳
を
隠
し
て
出
陣

し
た
老
実
盛
の
霊
が
、
武
運
拙
く
討
ち
死
に
し
た
そ
の
無
念
を
語
り
、
成
仏

で
き
ず
に
修
羅
道
に
迷
っ
て
い
る
様
を
演
じ
る
が
、
そ
れ
も
、
や
が
て
旅
僧

の
祈
り
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
。
観
客
も
、
宿
命
的
な
戦
い
で
滅
び
ゆ
く
武
人

の
悲
壮
さ
の
な
か
で
、
世
の
無
常
と
悲
哀
の
感
に
打
た
れ
る
が
、
実
盛
の
霊

が
救
わ
れ
、
再
び
静
寂
な
世
界
へ
退
い
て
い
っ
た
と
き
、
救
わ
れ
た
気
持
ち

に
な
る
。
ワ
キ
の
僧
が
水
晶
の
数
珠
を
手
に
静
か
に
合
掌
す
る
と
き
、
亡
霊

の
妄
執
と
迷
い
は
浄
化
さ
れ
、
い
か
に
も
成
仏
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
に
は
カ
タ
ル
シ
ス
（
浄
化
）
が
あ
る
。
カ
タ
ル
シ
ス
が
あ
る
の
は
、

そ
こ
に
、
単
に
舞
台
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
世
界
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え

た
他
界
や
冥
界
な
ど
、
別
次
元
の
世
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
死
者
の
亡
霊

は
こ
の
別
次
元
の
宇
宙
的
静
寂
か
ら
来
訪
し
、
そ
こ
へ
と
救
わ
れ
て
い
く
。

演
能
の
始
ま
る
前
の
能
舞
台
の
静
け
さ
は
、
生
以
前
の
静
寂
で
あ
り
、
演
能

の
終
わ
っ
た
後
の
静
け
さ
は
、
死
以
後
の
静
寂
で
あ
る
。
能
舞
台
で
演
じ
ら

れ
る
物
語
は
、
こ
の
永
劫
の
沈
黙
の
世
界
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
能
そ
の
も
の

が
祈
り
の
芸
能
で
あ
り
、
鎮
魂
の
芸
術
な
の
で
あ
る
。

二

芸
術
と
祝
祭
と
文
明

芸
術
は
祝
祭
か
ら

祝
祭
は
、
わ
れ
わ
れ
を
日
常
性
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
。
辛
い
労
働
か
ら

人
々
を
解
放
し
、
日
常
の
生
活
か
ら
離
脱
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、
祝
祭
空
間

六
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で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
奉
献
、
供
儀
、
舞
踊
、
演
劇
、
競
技
な
ど
が
挙
行
さ

れ
、
人
々
は
、
こ
の
特
別
な
聖
な
る
時
間
と
空
間
の
中
へ
、
我
を
忘
れ
て
没

入
す
る
。
こ
の
忘
我
の
場
で
、
人
々
は
祖
先
の
霊
に
つ
な
が
り
、
天
神
地
祇

と
交
わ
る
。

祝
祭
の
中
で
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
無
制
限
な
浪
費
や
底
抜
け
騒
ぎ
を
伴

う
オ
ル
ギ
ー
は
、
天
地
創
造
の
再
現
で
あ
る
。
原
初
の
混
沌
に
回
帰
し
て
再

生
し
て
く
る
た
め
に
は
、
上
下
、
表
裏
、
男
女
な
ど
の
日
常
の
秩
序
が
逆
転

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
祝
祭
の
乱
痴
気
騒

ぎ
は
、
社
会
全
体
の
生
命
力
の
回
復
と
共
同
体
の
力
の
再
結
合
を
可
能
に
す

る
。
神
々
に
奉
献
す
る
演
舞
や
オ
ル
ギ
ー
の
中
で
、
人
々
が
喜
び
に
沸
き
遊

び
狂
う
中
で
、
祝
祭
の
リ
ズ
ム
は
共
同
体
の
隅
々
に
ま
で
波
及
し
、
人
々
は

再
集
合
し
、
社
会
は
再
び
一
つ
に
な
る
。
祝
祭
は
、
共
同
体
が
つ
く
り
出
す

も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
共
同
体
を
作
り
出
す
。
こ
の
祝
祭
か
ら
芸
術
が
発

生
し
て
く
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
も
ま
た
日
常
性
か
ら
の
離
脱
を
可
能
に
し
、

人
々
を
結
び
付
け
る
社
会
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

本
来
の
芸
能
は
、
神
々
を
招
き
、
神
々
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
神
々
に
捧

げ
ら
れ
た
祭
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
演
技
者
も
観
客
も
神
々
に
向
か
っ
て

お
り
、
両
者
の
区
別
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
や
が
て
、
観
客
と
演
技
者

が
分
か
れ
、
そ
の
演
技
に
劇
的
な
も
の
が
付
け
加
え
ら
れ
、
芸
能
化
し
て
い

っ
た
。
そ
し
て
、
祭
が
芸
能
化
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
を
専
門
に
担
当

す
る
芸
能
専
業
者
が
現
わ
れ
、
そ
の
芸
能
は
次
第
に
演
劇
的
な
ス
タ
イ
ル
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
演
劇
は
祝
祭
か
ら
生
ま
れ
、
神
事
か
ら
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
リ
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
演
劇
は
祭
式
か
ら
生
ま
れ
る
。
祭
式
に
お
け

る
行
為
（
所
作
）
を
ド
ロ
メ
ノ
ン
と
言
う
が
、
そ
の
ド
ロ
メ
ノ
ン
か
ら
ド
ラ

マ
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
、
ハ
リ
ソ
ン
は

６
）

言
う
。
行
為
の
再
現
が
定
式
化
さ
れ

周
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
れ
ば
、
祭
式
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
舞
台
芸
術
も
生
ま

れ
た
。
祝
祭
に
は
誰
も
が
参
加
し
、
そ
こ
で
は
、
誰
も
が
演
技
者
で
あ
る
と

と
も
に
見
物
者
で
も
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
祝
祭
に
は
、
死
ん
だ
祖

霊
も
参
加
し
、
神
々
も
参
加
す
る
。
祝
祭
で
演
じ
ら
れ
る
舞
踊
や
演
劇
の
中

で
、
人
も
踊
り
、
祖
霊
も
踊
り
、
神
も
踊
る
。
こ
れ
が
や
が
て
、
演
ず
る
者

と
そ
れ
を
見
る
者
が
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
劇
や
音
楽
や
絵
画
な

ど
、
芸
術
が
成
立
す
る
。
原
始
的
祝
祭
の
踊
り
は
模
倣
的
な
踊
り
だ
が
、
そ

こ
か
ら
、
ド
ラ
マ
性
を
も
っ
た
演
劇
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

芸
術
は
、
神
々
を
祀
る
祭
祀
か
ら
始
ま
り
、
祝
祭
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
古
代
に
し
て
も
、
中
世
に
し
て
も
、
絵
画
や
彫
刻
な
ど
、
芸

術
作
品
そ
の
も
の
が
こ
の
よ
う
な
祭
式
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ

の
芸
術
作
品
自
身
が
、
神
々
へ
の
奉
納
品
と
し
て
、
祝
祭
的
意
味
を
も
っ
て

い
た
。
行
為
が
再
現
さ
れ
、
祭
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
劇
も
生
ま
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れ
て
く
る
。
儀
礼
は
、
身
体
行
為
を
介
し
て
神
々
に
近
づ
く
仕
組
み
で
あ

り
、
そ
れ
は
い
つ
も
演
劇
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
神
々
の
世
界
へ
演
劇
的

行
為
に
よ
っ
て
接
近
す
る
こ
と
が
、
祝
祭
の
本
質
で
あ
る
。

芸
術
作
品
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

芸
術
作
品
は
祭
祀
に
起
源
を
も
つ
。
宇
宙
的
出
来
事
を
再
現
し
、
目
に
見

え
な
い
世
界
を
目
に
見
え
る
世
界
に
表
現
す
る
の
が
祭
祀
で
あ
り
、
芸
術
で

あ
る
。
芸
術
作
品
を
祝
祭
空
間
が
取
り
囲
み
、
そ
の
祝
祭
空
間
は
よ
り
大
き

な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
芸
術
作
品
も
、
人
間
を
超

え
る
偉
大
な
も
の
に
支
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
卑
小
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
。
大
い
な
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
世
界
に
意
味
を
与
え
る
。
芸

術
作
品
は
大
い
な
る
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
大
い
な
る
も
の
の
顕
現
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
通
し
て
大
い
な
る
も
の
と
つ
な
が
り
、
大
い
な

る
も
の
に
帰
一
す
る
。
芸
術
作
品
は
宇
宙
的
な
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
宇
宙

的
な
も
の
の
顕
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
通
し
て

宇
宙
創
世
の
力
に
与
り
、
宇
宙
万
物
と
一
つ
に
な
る
。
一
つ
の
芸
術
作
品

は
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を
映
す
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
な
の
で
あ
る
。

共
同
体
は
、
人
々
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
そ
こ
へ
死
す
大
地
に
支
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
も
と
で
催
さ
れ
る
祝
祭
は
、
生
命
の
復
活
を
象
徴
す

る
儀
礼
を
通
し
て
、
大
い
な
る
も
の
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
す
る
。
舞
踊
、

演
劇
、
音
楽
、
絵
画
、
彫
刻
、
ど
れ
も
、
芸
術
作
品
は
そ
の
象
徴
的
表
現
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
芸
術
作
品
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
古
典
的
な
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
、
い
つ
も
、
そ
れ
を
超
え
る
大
い
な
る
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い

る
。
現
代
芸
術
と
は
違
っ
て
、
古
典
的
な
芸
術
作
品
に
偉
大
な
も
の
が
感
じ

ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
本
来
祝
祭
空
間
に
囲
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
祝
祭
空
間
が
人
間
を
超
え
た
よ
り
大
き
な
世
界
に
開
か
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

祝
祭
そ
の
も
の
が
、
激
し
い
音
楽
と
舞
や
踊
り
の
陶
酔
の
中
で
神
々
の
到

来
を
祝
う
芸
術
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
演
じ
ら
れ
る
舞
や
踊
り
、
奏
で

ら
れ
る
音
楽
と
と
も
に
、
神
々
が
呼
び
出
さ
れ
、
祖
霊
が
迎
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
舞
や
踊
り
を
演
じ
る
者
は
神
や
祖
霊
の
化
身
で
も
あ
り
、
演
者
に
は

神
々
や
祖
霊
が
憑
依
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
演
者
と
そ
れ
を
見
る
観
客
と
が
分

か
れ
て
く
る
と
、
そ
れ
は
、
や
が
て
、
到
来
し
た
神
々
や
精
霊
に
向
か
っ
て

奉
献
さ
れ
る
芸
能
と
い
う
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ

の
祝
祭
の
聖
な
る
空
間
に
は
怨
霊
や
鬼
な
ど
も
訪
れ
、
こ
れ
ら
の
退
散
の
踊

り
が
演
じ
ら
れ
る
。
祝
祭
と
は
、
天
や
地
、
他
界
や
異
界
か
ら
来
訪
し
て
来

た
神
々
や
精
霊
や
悪
霊
と
と
も
に
遊
び
狂
う
行
事
な
の
で
あ
る
。
祝
祭
空
間

は
、
常
に
、
神
々
や
悪
霊
の
住
む
他
界
と
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
舞

台
芸
術
は
、
何
よ
り
、
こ
の
神
々
や
悪
霊
の
示
現
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ

る
。
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古
代
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
壮
大
な
神
殿
を
一
個
の
建
築
作
品
と

し
て
見
た
と
き
、
そ
の
偉
大
さ
は
、
そ
の
神
殿
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
天
上
・
地
下
の
神
々
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
こ
と
に

気
づ
く
。
天
は
、
聖
な
る
も
の
・
崇
高
な
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
気
高
さ
・

尊
さ
を
表
わ
し
た
。
地
は
、
人
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
そ
こ
へ
と
死
し
、
死
霊

の
眠
る
世
界
で
あ
る
。
人
々
は
、
神
殿
と
い
う
聖
な
る
空
間
で
、
天
上
・
地

下
の
神
々
に
思
い
を
寄
せ
、
神
々
と
交
歓
し
た
の
で
あ
る
。
神
殿
を
支
え
る

高
く
大
き
な
柱
は
、
天
と
地
を
結
ぶ
宇
宙
樹
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し

て
神
々
は
降
臨
し
て
く
る
。
そ
の
柱
の
回
り
を
廻
っ
て
舞
い
、
神
々
を
迎
え

る
儀
礼
が
、
舞
踊
の
起
源
と
な
っ
た
。

か
つ
て
、
共
同
体
が
共
同
体
を
超
え
る
神
秘
な
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
た

の
は
、
祝
祭
の
中
に
宇
宙
論
的
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

祝
祭
は
、
例
え
ば
、
春
の
到
来
を
祝
う
祭
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
挙

行
に
よ
っ
て
、
古
い
年
が
追
い
払
わ
れ
、
新
し
い
年
が
迎
え
ら
れ
る
。
と
と

も
に
、
古
い
年
の
災
い
が
駆
逐
さ
れ
、
新
し
い
年
の
力
が
再
生
し
て
く
る
。

祝
祭
は
、
こ
の
時
間
の
更
新
を
通
し
て
原
初
へ
回
帰
し
、
そ
こ
か
ら
宇
宙
の

新
し
い
生
命
を
呼
び
出
し
て
く
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
人
間
と
そ
の
共
同
体

も
再
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

時
間
は
、
絶
え
ず
原
初
の
混
沌
に
帰
っ
て
、
そ
こ
か
ら
秩
序
を
形
成
し
、

そ
れ
を
繰
り
返
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
儀
礼
と
な
っ
て
表
現
さ
れ

た
。
例
え
ば
、
冬
至
、
太
陽
の
力
が
最
も
弱
ま
り
、
太
陽
が
西
の
地
平
線
に

沈
ん
で
、
地
下
の
死
の
世
界
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
き
、
そ
の
太
陽
の
力
の
再

生
を
祈
っ
て
、
盛
ん
な
歌
舞
音
曲
を
交
え
た
儀
礼
が
執
り
行
な
わ
れ
た
。
そ

の
よ
う
な
儀
礼
か
ら
、
舞
踊
や
演
劇
や
詩
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

能
や
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
、
わ
が
国
の
古
典
演
劇
の
舞
台
も
、
元

来
、
神
招
き
や
魂
振
り
や
魂
送
り
の
た
め
の
祝
祭
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
舞

台
は
小
さ
な
空
間
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
で
一
旦
演
技
が
開
始
さ
れ
る

と
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
を
囲
む
大
き
な
宇
宙
が
現
わ
れ
出
る
。
少
な
く
と
も

古
典
演
劇
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
、
そ
の
よ
う
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を

も
っ
て
い
る
。

芸
術
作
品
を
、
美
し
い
も
の
、
偉
大
な
も
の
、
荘
重
な
も
の
、
崇
高
な
も

の
に
す
る
の
は
、
そ
の
背
景
に
あ
る
宗
教
性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
芸
術
作

品
は
、
神
々
と
の
交
渉
の
中
で
、
神
々
の
前
で
の
人
間
の
卑
小
さ
、
人
間
的

悲
し
み
を
語
り
、
常
に
人
間
を
超
え
た
大
き
な
世
界
を
見
て
い
る
。
そ
う
い

う
宇
宙
的
広
が
り
が
、
芸
術
作
品
を
偉
大
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
典
的
な
偉
大
な
芸
術
作
品
が
わ
れ
わ
れ
の
心
を
浄
化
す
る
大
き
な
働
き

を
も
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
ら
が
、
そ
の
作
品
以
上
の
大
き
な
コ
ス
モ
ロ
ジ

ー
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
歌
舞
伎
で
も
、
ギ
リ
シ
ア
劇
で
も
、
悲
劇
は
、
人
間
存
在
の
深

層
に
巣
く
う
暗
黒
な
面
を
抉
り
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
よ
り
大
き
な
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世
界
へ
と
、
人
を
救
済
す
る
。
苦
悩
す
る
魂
の
鎮
魂
、
そ
れ
が
悲
劇
で
あ

り
、
そ
こ
に
カ
タ
ル
シ
ス
が
あ
る
。
カ
タ
ル
シ
ス
は
、
死
し
て
再
生
し
、
宇

宙
的
な
生
命
に
帰
一
す
る
こ
と
で
あ
る
。
情
念
の
浄
化
も
、
そ
こ
か
ら
く

る
。
カ
タ
ル
シ
ス
に
は
、
永
遠
の
生
命
へ
と
転
生
し
、
甦
る
と
い
う
こ
と
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
生
は
惨
め
で
あ
る
。
人
間
が
そ

こ
へ
と
帰
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
永
遠
な
も
の
に
気
づ
く
と
き
、
救
い
が

あ
る
。
古
典
的
な
芸
術
作
品
が
常
に
新
鮮
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
、

こ
の
人
間
の
本
質
に
通
じ
た
カ
タ
ル
シ
ス
の
効
果
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
悲

劇
は
人
生
の
メ
タ
フ
ァ
で
あ
る
。
観
客
は
、
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
悲
劇
的
出

来
事
の
中
に
自
己
自
身
を
再
発
見
し
、
人
生
の
普
遍
的
真
実
を
学
ぶ
。
そ
の

と
き
、
観
客
は
救
わ
れ
た
思
い
に
な
る
。
救
い
が
な
け
れ
ば
、
芸
術
は
死
ん

で
し
ま
う
。

文
明
の
形
成
と
祝
祭

儀
礼
や
祝
祭
を
伴
う
宗
教
が
都
市
共
同
体
を
形
成
し
、
文
明
を
形
成
し
て

い
く
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
都
市
に
は
祝
祭
空
間
が
必
要
で
あ
る
が
、
逆

に
、
祝
祭
空
間
が
都
市
を
形
成
し
て
も
い
る
。
実
際
、
神
社
や
寺
院
、
神
殿

や
教
会
を
中
心
に
、
神
官
、
僧
侶
、
司
祭
、
学
僧
な
ど
が
集
ま
り
、
参
拝
客

や
商
売
人
も
集
中
し
、
物
の
交
換
を
成
り
立
た
せ
る
市
場
も
成
立
し
、
交
易

が
成
り
立
ち
、
都
市
が
成
立
し
、
か
く
て
文
明
が
形
成
さ
れ
る
。

国
家
に
お
い
て
も
、
神
話
や
儀
礼
を
伴
っ
た
祝
祭
空
間
が
必
要
で
あ
る
。

国
家
も
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
想
像

の
共
同
体
で
あ
る
。
そ
の
求
心
力
を
保
つ
た
め
に
は
、
儀
礼
が
必
要
で
あ

る
。
古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
で
も
、
春
分
の
月
に
新
年
祭
が
催
さ
れ
、
そ
こ
で
イ

シ
ュ
タ
ル
と
タ
ン
ム
ー
ズ
の
聖
な
る
結
婚
の
演
劇
が
演
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
各

都
市
の
求
心
力
と
な
っ
て
い
た
。
祝
祭
が
国
家
と
文
明
の
維
持
機
能
を
果
た

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ギ
ア
ー
ツ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
バ
リ
島
も
祝
祭
国
家
（
劇
場
国
家
）
で
あ
っ
た
。
各
部
族
の
祝
祭
の
競

技
が
、
狭
い
島
で
の
部
族
間
平
和
を
保
つ
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で

７
）

あ
る
。

祝
祭
に
伴
う
芸
術
も
、
ま
た
、
そ
う
い
う
都
市
や
国
家
や
文
明
を
形
成
し

維
持
し
て
い
く
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
芸
術
が
文
明
の
形
成
に
果
た
し
て

い
る
役
割
は
大
き
い
。
例
え
ば
、
わ
が
国
の
京
都
と
い
う
宗
教
都
市
、
芸
術

都
市
が
、
人
口
の
集
中
を
も
た
ら
し
、
経
済
を
成
り
立
た
せ
、
工
芸
を
高
度

に
発
達
さ
せ
て
い
る
の
も
、
一
つ
の
例
で
あ
る
。
盛
大
な
祇
園
祭
も
、
そ
の

よ
う
な
都
市
文
明
形
成
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

目
に
見
え
な
い
も
の
が
目
に
見
え
る
宗
教
や
芸
術
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
、

さ
ら
に
、
そ
れ
が
文
明
を
形
作
る
。
目
に
見
え
な
い
も
の
が
目
に
見
え
る
も

の
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
が
社
会
的
機
能
を
果
た

し
、
文
明
の
形
成
と
維
持
作
用
を
も
つ
。
文
明
の
成
立
に
は
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

六
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ル
な
も
の
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
芸
術
の
役
割
も
そ
こ
に
あ
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
つ
ま
り
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
が
、
現
実
つ
ま
り
リ
ア
リ

テ
ィ
を
作
り
だ
し
、
維
持
し
て
い
く
力
を
も
つ
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
が

リ
ア
リ
テ
ィ
を
形
成
す
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
に
は
、
そ

こ
に
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
く
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
動
物
で
あ
る
。
文

明
に
も
意
味
空
間
が
あ
り
、
文
明
の
形
成
と
維
持
に
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
機

能
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
明
が
成
立
し
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
に
は
、
そ
こ
で
の
財
の
集
中

と
分
散
、
収
斂
と
放
散
が
必
要
で
あ
る
。
文
明
も
自
己
組
織
系
の
一
つ
で
あ

る
が
、
そ
の
文
明
の
自
己
組
織
化
に
は
、
そ
の
構
造
を
形
成
し
維
持
し
て
い

く
た
め
の
情
報
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己
組
織
化
の
た
め
の
素
材
の

収
斂
と
散
逸
が
必
要
で
あ
る
。

芸
術
に
お
い
て
も
、
高
度
な
芸
術
が
生
み
出
さ
れ
る
に
は
、
財
の
集
中
と

蕩
尽
が
必
要
で
あ
る
。
メ
ジ
チ
家
の
財
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
タ
リ

ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
や
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
堺
の
商

人
の
蕩
尽
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
茶
の
湯
文
化
な
ど
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。

祝
祭
と
し
て
の
芸
術
が
財
の
集
中
と
還
流
を
も
た
ら
し
、
経
済
を
成
り
立
た

せ
る
。
芸
術
は
一
種
の
ポ
ト
ラ
ッ
チ
で
も
あ
る
。

三

現
代
と
芸
術

場
所
と
世
界
の
喪
失

か
つ
て
、
芸
術
作
品
は
、
人
々
が
集
ま
る
祝
祭
空
間
の
中
に
あ
っ
て
、
至

福
な
瞬
間
を
体
験
す
る
徴
表
と
し
て
、
そ
の
場
所
を
得
て
い
た
。
絵
画
や
彫

刻
も
、
神
殿
や
宮
殿
、
寺
院
や
教
会
に
奉
献
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
建
築
物
そ
の

も
の
も
天
地
の
神
々
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
で
は
、
多
く
の
場
合
、
芸
術
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
芸

術
作
品
を
活
か
す
場
所
、
精
神
的
空
間
を
失
っ
て
い
る
。
芸
術
作
品
が
美
術

館
や
博
物
館
、
演
奏
会
場
や
劇
場
に
移
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
代

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
空
間
も
一
種
の
祝
祭
空
間
で
は
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
、
そ
こ
か
ら
芸
術
作
品
が
生
ま
れ
出
る
世
界
、
神
々
に
通
ず

る
場
所
が
な
く
、
芸
術
作
品
は
孤
立
し
て
い
る
。
芸
術
作
品
が
有
機
的
世
界

か
ら
切
り
取
ら
れ
、
美
術
館
や
博
物
館
、
展
覧
会
場
と
い
う
無
機
的
空
間
に

置
き
直
さ
れ
る
と
、
芸
術
作
品
を
包
ん
で
い
た
世
界
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま

う
。
幾
何
学
的
に
再
構
成
さ
れ
た
抽
象
画
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
板
で
造
ら

れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
な
ど
が
並
べ
ら
れ
た
現
代
芸
術
の
展
覧
会
場
、
近
代
の
写
実

劇
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
劇
場
な
ど
に
は
、
そ
れ
を
包
む
よ
り
大
き
な
世
界
が

失
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
現
代
芸
術
の
置
か
れ
る
場
所
は
、
芸

術
の
単
な
る
実
験
場
と
化
し
て
し
ま
う
。
芸
術
作
品
を
活
か
す
場
所
が
失
わ
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れ
、
も
と
の
故
郷
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
観
衆
の
前
か

ら
、
芸
術
作
品
の
よ
り
深
い
背
景
が
姿
を
消
し
、
作
品
と
作
品
が
置
か
れ
る

場
所
は
機
械
的
つ
な
が
り
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
比
べ
る
な

ら
、
人
知
れ
ず
佇
ん
で
い
る
野
の
仏
の
方
が
、
芸
術
作
品
と
し
て
、
よ
ほ
ど

場
所
と
世
界
を
得
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
二
十
世
紀
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
よ
っ
て
、
現

代
で
は
、
こ
れ
ら
の
特
別
の
会
場
や
場
所
か
ら
さ
え
芸
術
作
品
は
分
離
さ

れ
、
映
像
や
音
声
と
な
っ
て
、
毎
時
間
ご
と
に
、
個
々
別
々
の
密
室
で
受
信

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
常
日
頃
、
テ
レ
ビ
で
ド
ラ
マ
を

見
、
Ｃ
Ｄ
で
交
響
曲
を
聞
き
、
美
術
全
集
で
美
術
作
品
を
見
て
い
る
。
最
近

は
そ
れ
さ
え
省
略
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
そ
れ
ら
が
配
信
さ
れ
、
簡
単

に
受
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
現
代
の
複
製

技
術
の
氾
濫
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
身
体
ご
と
参
加
し
う
る
そ
れ

以
上
の
世
界
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
芸
術
作
品
が
か
つ
て
も
っ
て
い
た
オ
ー

ラ
は
消
滅
し
、
そ
の
情
報
と
し
て
の
価
値
は
ま
す
ま
す
ゼ
ロ
に
近
く
な
っ
て

い
く
。

現
代
で
は
、
祝
祭
空
間
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
間
接
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
全
世

界
の
家
庭
に
発
信
さ
れ
る
。
テ
レ
ビ
局
は
、
巨
大
な
祝
祭
の
い
わ
ば
胴
元
で

あ
る
。
祝
祭
空
間
は
、
確
か
に
こ
の
胴
元
を
通
し
て
巨
大
な
広
が
り
を
見
せ

る
の
だ
が
、
毎
日
、
毎
日
、
そ
の
よ
う
な
劇
場
空
間
を
居
な
が
ら
に
し
て
見

せ
ら
れ
て
い
る
と
、
祝
祭
は
そ
の
意
味
を
失
う
。
祝
祭
が
祝
祭
で
あ
る
た
め

に
は
、
限
ら
れ
た
時
間
と
空
間
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
時
間
と
空

間
に
神
聖
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
空
間
へ
と
わ
れ
わ
れ

自
身
が
身
体
を
運
び
、
そ
の
中
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
祝
祭
空

間
が
創
り
出
さ
れ
て
い
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
単

な
る
間
接
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
広
げ
ら
れ
た
の
で
は
、
神
聖
さ
は
失
わ
れ

る
。
人
々
は
、
聖
な
る
空
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
孤
独
に
な
る
。
そ
こ
か

ら
、
共
同
体
も
創
造
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

現
代
の
祝
祭
は
、
芸
術
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
ス
ポ
ー
ツ
や
娯
楽
、
イ
ベ
ン

ト
や
博
覧
会
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
祝
祭
に
あ
っ
た
そ

れ
以
上
の
世
界
、
聖
な
る
世
界
が
な
い
。
国
威
発
揚
の
た
め
に
大
が
か
り
に

企
画
さ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
万
博
、
商
業
活
動
に
組
み
込
ま
れ
た
巨
大
な

遊
園
施
設
や
百
貨
店
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
現
代
で
は
祝
祭
が
巨
大
な
産
業
技

術
文
明
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

二
十
世
紀
以
来
、
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
が
成
立
す
る
周
囲
の
余
剰
の
世
界

を
失
っ
て
き
た
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
世
界
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
き
た
の

が
、
二
十
世
紀
の
芸
術
の
主
流
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
二
十
世
紀

前
半
に
起
き
て
き
た
キ
ュ
ー
ヴ
ィ
ズ
ム
や
ダ
ダ
イ
ズ
ム
な
ど
に
は
、
そ
れ
以

前
に
芸
術
作
品
が
も
っ
て
い
た
そ
れ
以
上
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
な
い
。
こ
こ

で
は
、
芸
術
作
品
を
包
む
世
界
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
を
失
っ

七
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た
芸
術
は
、
単
な
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
実
験
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

カ
タ
ル
シ
ス
の
変
容

祝
祭
や
芸
術
が
そ
れ
を
支
え
る
よ
り
大
き
な
世
界
を
失
っ
て
以
来
、
わ
れ

わ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
本
当
の
浄
化
、
つ
ま
り
、
人
間
を
超
え
る
よ
り
大
き
な

世
界
へ
の
帰
入
感
情
を
得
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
。
現
代
芸
術
に
も
祝
祭

性
と
い
う
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
根
源
的
生
命

へ
の
一
体
化
が
な
く
、
祝
祭
も
芸
術
も
頽
落
す
る
。
祝
祭
と
芸
術
が
本
来
的

な
意
味
を
も
つ
に
は
、
他
界
や
異
界
、
聖
な
る
異
次
元
空
間
と
の
つ
な
が
り

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
祝
祭
と
芸
術
は
こ
の
聖
空
間

を
失
い
、
神
聖
な
も
の
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
意
味
化
し
て
し
ま

っ
た
。
人
々
は
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
大
い
な
る

も
の
へ
の
所
属
の
感
情
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

時
間
的
に
も
、
か
つ
て
の
祝
祭
は
、
労
働
の
時
間
と
祝
祭
の
時
間
、
ケ
の

時
間
と
ハ
レ
の
時
間
が
区
別
さ
れ
る
と
同
時
に
、
メ
リ
ハ
リ
よ
く
交
互
に
秩

序
立
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
の
間
延
び
し
た
祝
祭
空
間
で
は
、
労

働
と
祝
祭
が
相
互
に
混
入
し
て
し
ま
い
、
労
働
と
祝
祭
の
両
方
の
意
味
が
失

わ
れ
る
。
確
か
に
、
現
代
の
祝
祭
空
間
に
も
日
常
性
か
ら
の
離
脱
が
あ
り
、

抑
圧
さ
れ
た
気
分
か
ら
の
浄
化
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
現
代
の
間
延
び
し
た
祝
祭
空
間
で
は
、
そ
れ
が
単
な
る
レ
ク
レ
ー

シ
ョ
ン
、
単
な
る
気
晴
ら
し
、
単
な
る
精
神
衛
生
、
慰
労
休
暇
の
よ
う
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
カ
タ
ル
シ
ス
の
頽
落
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
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