
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
環
流
思
想
を
見
る

染

谷

臣

道

世
界
最
大
の
仏
教
寺
院
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
、
訪
問
者
を
圧
倒
す
る
そ
の

壮
大
さ
ゆ
え
に
、
現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
誇
り
と
な
っ
て
い
る
。
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
礎
に
置
か
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
例
え
ば
、C
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p
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i m
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（
ボ
ロ
ブ

ド
ゥ
ー
ル
寺
院
は
昔
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
高
い
文
明
が
あ
っ
た
こ
と
の
一
例

で
す
）
と
い
う
語
り
が
あ
る
。
こ
の
文
例
は
私
の
友
人
で
あ
る
ジ
ャ
カ
ル
タ

の
あ
る
大
学
教
員
が
送
っ
て
く
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
接
し
た
と
き
、
私

は
、p

era
d
a
b
a
n

を
躊
躇
な
く
「
文
明
」
と
訳
し
た
。
文
明
と
い
う
日
本

語
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
高
い
価
値
を
も
つ
（
広
義
の
）
文
化
の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
同
様
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
はb

u
d
a
y
a

k
eb
u
d
a
y
a
a
n

）
と
い
う
、
日
本
語
の

「
文
化
」
に
あ
た
る
単
語
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
たp

era
d
a
b
a
n

は
「
高
い
文
化
」
あ
る
い
は
「
進
ん
だ
文
化
」
の
意
味
合
い
が
も
た
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
日
本
語
の
「
文
明
」
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
（
広

義
の
）
文
化
と
い
っ
て
い
る
の
は
文
化
人
類
学
で
い
う
文
化
で
あ
る
。
そ
れ

は
人
類
が
自
ら
造
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
環
境
に
働
き
掛
け
る
装
置
（
道

具
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
狭
義
の
文
化
と
区
別
さ
れ
る
。
狭
義
の
文
化

と
は
「
文
化
人
」、「
文
化
の
日
」、「
文
化
的
生
活
」、「
文
化
勲
章
」
な
ど

「
高
度
な
」
生
活
様
式
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
狭
義
の
「
文
化
」
と

「
文
明
」
は
ほ
と
ん
ど
同
義
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
語
の

「
文
化
」
と
「
文
明
」
の
意
味
が
あ
い
ま
い
な
の
も
こ
の
あ
た
り
に
原
因
が

二
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あ
る
の
だ
ろ
う
。
な
お
、「
文
化
」
と
「
文
明
」
に
関
す
る
、
そ
の
異
同
も

含
め
た
最
近
の
私
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
ａ
、
二
〇
〇
七
ｂ
、
二

〇
一
〇
ａ
、
二
〇
一
〇
ｂ
、
二
〇
一
一
ａ
、
二
〇
一
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

い
ち
早
く
「
文
明
開
化
」
つ
ま
り
「
近
代
化
」
を
進
め
た
日
本
で
は
明
治

以
来
、
文
明
を
「
高
い
（
広
義
の
）
文
化
」
あ
る
い
は
「
進
ん
だ
（
広
義

の
）
文
化
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
き
た
。

文
明
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
五
〇
〇
〇
年
前
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
始
ま

る
画
期
的
な
文
化
（
広
義
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
以
前
の
文
化
（
広

義
）
つ
ま
り
「
未
開
」
文
化
と
は
異
質
の
文
化
（
広
義
）
で
あ
っ
た
。「
未

開
文
化
」
と
文
明
の
最
も
大
き
な
違
い
は
平
等
社
会
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と

も
格
差
社
会
で
あ
っ
た
か
の
違
い
に
あ
る
。
文
明
は
格
差
社
会
を
構
築
し
た

か
ら
支
配
階
層
は
政
治
活
動
を
行
う
た
め
に
王
宮
を
築
き
、
そ
こ
に
住
ん

だ
。
一
般
庶
民
は
周
辺
の
（
王
宮
に
比
べ
れ
ば
）
み
す
ぼ
ら
し
い
民
家
に
住

み
、
あ
る
い
は
都
城
の
外
に
住
ん
だ
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
を
建
築
し
た
シ
ャ

イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
も
例
外
で
は
な
い
。
確
か
に
、
シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
の

都
城
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
大
き
さ
や
形
態
な
ど
も
含
め
て
ま
だ
判

ら
な
い
か
ら
確
言
は
で
き
な
い
が
、
当
時
の
先
進
的
叡
知
を
結
集
し
、
巧
み

な
技
法
を
も
っ
た
有
能
な
彫
刻
師
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
に
は
、
ま

た
、
壮
大
な
建
築
を
何
十
年
も
掛
け
て
造
っ
た
か
ら
に
は
、
相
当
な
資
力
を

保
有
し
て
い
た
強
力
な
王
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

１
）

な
い
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー

ル
の
レ
リ
ー
フ
は
上
段
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
な
ど
の
物
語
の
絵
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
実
に
写
実
的
で
表
情
豊
か
な
浮
き
彫
り
を
見
て

感
じ
る
の
は
彫
刻
師
の
高
い
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
素
晴
ら
し
い
」
の
一

語
に
尽
き
る
。
上
段
の
レ
リ
ー
フ
は
仏
教
説
話
を
描
い
た
も
の
で
、
イ
ン
ド

直
輸
入
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
隠
さ
れ
た

基
壇
」
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
当
時
の
ジ
ャ
ワ
の
庶
民
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ

は
第
一
級
の
民
族
誌
的
資
料
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
中
に
は
今

の
ジ
ャ
ワ
人
と
変
わ
ら
な
い
様
子
の
絵
も
あ
る
。
彫
刻
師
の
技
量
は
驚
く
ほ

ど
高
く
、
彼
ら
を
雇
う
た
め
に
は
相
当
な
経
費
を
要
し
た
だ
ろ
う
。

文
明
は
そ
の
き
ら
び
や
か
さ
、
豪
勢
さ
が
人
々
の
目
を
引
く
か
ら
そ
の
オ

モ
テ
が
目
立
ち
、
私
た
ち
に
賛
美
の
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
し
か
し
文
明
が
格
差
社
会
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
な

が
ら
、
ウ
ラ
あ
る
い
は
影
も
あ
る
。
そ
れ
も
見
な
け
れ
ば
文
明
を
見
た
こ
と

に
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。「
先
進
国
」
で
あ
る
欧
米
に
せ
よ
、
現

代
日
本
に
せ
よ
、
そ
の
繁
栄
の
ウ
ラ
を
見
な
い
で
賛
美
す
る
の
は
一
面
的
理

解
で
し
か
な
い
。
植
民
地
帝
国
で
あ
る
欧
米
の
繁
栄
の
う
ら
に
は
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
犠
牲
が
あ
っ
た
。
後
発
の
日
本
も
か

つ
て
は
近
隣
諸
国
を
植
民
地
化
し
、
収
奪
し
た
結
果
の
繁
栄
だ
っ
た
。
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
オ
モ
テ
は
オ
ラ
ン
ダ
だ
っ
た
。
オ
ラ
ン

ダ
に
よ
る
凄
ま
じ
い
収
奪
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
疲
弊
さ
せ
、
今
日
に
至
る
も

二
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そ
の
後
遺
症
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
明
を
理
解
す
る
う
え
で
こ
の
よ

う
な
理
解
は
欠
か
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

文
明
は
そ
も
そ
も
西
洋
が
自
ら
の
文
化
（
広
義
）
を
自
画
自
賛
す
る
た
め

に
造
り
出
し
た
固
有
名
詞
で
あ
っ
た
。
だ
が
後
に
似
た
よ
う
な
高
度
な
文
化

（
広
義
）
を
指
す
普
通
名
詞
に
拡
大
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
高
度
な
」
と

い
う
の
は
、
文
明
と
対
置
さ
れ
た
「
未
開
」
の
文
化
（
広
義
）
や
「
野
蛮
」

な
文
化
（
広
義
）
と
比
較
し
た
形
容
詞
だ
が
、
文
化
相
対
主
義
の
観
点
か
ら

見
れ
ば
、
こ
う
し
た
比
較
は
文
明
の
側
か
ら
の
文
明
中
心
主
義
的
偏
見
で
し

か
な
い
。
文
明
が
必
ず
し
も
「
高
度
な
文
化
（
広
義
）」
と
見
な
せ
な
い
の

は
、
今
日
、
世
界
を
覆
っ
て
い
る
文
明
（
近
代
文
明
）
の
悪
弊
を
見
れ
ば
、

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
文
明
、
と
り
わ
け
近
代
文
明
は
人
類
に
多

く
の
利
点
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
同
時
に
悪
弊
も
も
た
ら
し
て
い
る
。
原

爆
を
は
じ
め
と
し
た
大
量
殺
戮
兵
器
に
せ
よ
、
そ
の
「
平
和
利
用
」
で
あ
る

原
発
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
悪
弊
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
大
気
汚
染
や
ス

ト
レ
ス
社
会
な
ど
悪
弊
は
数
え
れ
ば
き
り
が
な
い
。

本
稿
の
目
的
は
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に

描
か
れ
た
一
六
〇
枚
の
レ
リ
ー
フ
を
も
と
に
、
上
段
を
含
め
た
全
体
が
何
を

語
ろ
う
と
し
た
の
か
、
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
二
〇
〇
年
前
に
建
立
さ

れ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
何
の
た
め
に
造
ら
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て

２
）

き
た
。
し
か
し
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
つ
い

て
は
、
こ
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
る
途
中
で
分
厚
い
石
壁
で
覆
わ
れ
て
し

ま
い
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
多
く
語
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
石
壁
で
覆
わ
れ
た
の
は
崩
れ
始
め
た
か
ら
だ
っ

た
。
特
に
北
面
か
ら
東
面
に
掛
け
て
未
完
成
の
レ
リ
ー
フ
が
多
い
の
が
そ
の

証
拠
と

３
）

な
る
。
筆
者
が
手
に
す
る
写
真
集R

ah
asia

 
d
i
 
K
aki

 
B
or-

obu
d
u
r T

h
e H

id
d
en F

oot of B
orobu

d
u
r

は
一
六
〇
枚
す
べ
て
の
レ

リ
ー
フ
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
貴
重
な
資
料
だ
が
、
簡
単
な
解
説
が
あ

る
だ
け
で
あ
る
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
は
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
こ
の
寺
院
の
最
下
段
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
設
計

者
は
こ
の
基
壇
で
来
場
者
に
向
か
っ
て
ま
ず
あ
る
こ
と
を
告
げ
よ
う
と
し

た
。
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
か
。
一
六
〇
枚
の
レ
リ
ー
フ
を
丹
念
に
見
て
い
け
ば

そ
れ
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
「
人
生
の
流
れ
」（k

a
rm
a
v
ib
h
a
n
g
g
a

）
を
描

い
た
も
の
と
い
わ
れ
て
き
た
。「
人
生
の
流
れ
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
善
因

善
果
・
悪
因
悪
果
」
の
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
天
界
や
地
獄
の
絵
が
描
か

れ
、
た
く
さ
ん
の
「
施
し
」
の
絵
が
描
か
れ
、
悪
行
と
さ
れ
る
行
為
の
絵
が

描
か
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
理
解
は
間
違
い
で
は
な
い
。
な
お
、「
隠

さ
れ
た
基
壇
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
考
を
発
表
し
て
い
る
の
で
そ

ボロブドゥールに環流思想を見る

二
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ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
（
染
谷：

二
〇
一
一
ａ
）
。
本
稿
は
そ
の
論

文
を
執
筆
し
た
後
に
新
た
に
考
え
た
と
こ
ろ
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

善
果
と
し
て
の
天
界

隠
さ
れ
た
基
壇
」
が
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
を
描
い
た
も
の
だ
と
す
れ

ば
、
天
界
の
絵
が
善
果
だ
と
考
え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
に
見
る
よ

う
に
、
天
界
の
絵
に
し
て
も
、
天
界
と
似
た
よ
う
な
現
実
世
界
の
絵
に
し
て

も
善
果
を
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
大

乗
仏
教
の
教
え
に
従
え
ば
、
善
果
は
涅
槃
の
世
界
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

あ
た
か
も
善
果
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
で
描
か
れ
た

天
界
や
そ
れ
に
似
た
絵
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
そ
の
解
釈
は
筆
者
の
力
量
を

越
え
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
本
稿
で
は
一
つ
の
疑
問
と
し
て
提
示
し
て
お

く
だ
け
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

西
面
の
最
も
北
寄
り
か
ら
北
面
に
掛
け
て
の
五
枚
、
そ
し
て
東
面
の
北
寄

り
に
あ
る
六
枚
の
絵
は
、
全
体
に
穏
や
か
な
表
情
で
ゆ
っ
た
り
と
座
り
、
豪

勢
な
衣
服
と
装
身
具
を
身
に
ま
と
い
、
複
数
の
女
性
に
囲
ま
れ
て
い
て
善
果

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
天
界
の
絵
だ
と
判
る
の
は
、

絵
の
上
にsv
a
rg
g
a

と
い
う
刻
字
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
、
他
に

天
界
を
象
徴
す
る
聖
樹k

a
lp
a
ta
ru

と
人
頭
の
聖
鳥k

in
a
ra

k
in
a
ri

（
雄
と
雌
）
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。sv

a
rg
g
a

は
今
日
の
ジ
ャ
ワ

語
のsw

a
rg
a

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
はsu

rg
a

）
に
あ
た
る
。
な
お
、
レ

リ
ー
フ
の
上
に
刻
字
が
あ
る
の
は
限
ら
れ
て
お
り
、
一
六
〇
枚
す
べ
て
に
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
刻
字
は
、v

iru
p
a

悪
い
顔
）、a

b
h
id
y
a

面
白
く

な
い
）、g

h
o
sti

（
丁
寧
に
話
す
）、ca

k
ra
v
a
rti

世
界
の
支
配
者
）、

b
h
o
g
i

地
主
）、p

a
ta
k
a

旗
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ

４
）

る
が
、
レ
リ
ー
フ

が
完
成
し
た
と
き
に
こ
れ
ら
は
消
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
何

ら
か
の
理
由
で
消
し
忘
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
消
し
忘
れ
た
の
は
基
壇
が
崩
壊

し
始
め
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
天
界
を
描
い
た
絵
は
一
四
枚
を
数
え
る
。

天
界
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、
裕
福
な
人
が
複
数
の
女
性
に
囲
ま
れ
て
い

る
絵
の
中
に
はca

k
ra
v
a
rti

（
世
界
の
支
配
者
）
やb

h
o
g
i

（
地
主
）、

a
d
h
y
a
b
h
o
g
i

（
裕
福
な
地
主
）、
聖
人
の
家
族
（v

iy
a
d
h
a
rm
m
a
k
a
y
a

ch
ita

）、
聖
人
た
ち
（m

a
h
eca

k
h
y
a
sa
m
a
v
a
d
h
a
n
a

）、
権
力
者
集
団

（m
a
h
o
ja
sk
a
sa
m
a
v
a
d
h
a
n
a

）
な
ど
の
刻
字
が
あ
る
も
の
も
あ
る
。
天

界
の
絵
と
支
配
者
や
聖
人
や
地
主
の
絵
が
北
面
か
ら
東
面
の
北
寄
り
に
ほ
ぼ

か
た
ま
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
両
者
が
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
た
だ
、
天
界
は
架
空
の
世
界
で
あ
り
、「
世
界
の
支
配
者
」

や
「
地
主
」
な
ど
が
現
実
世
界
だ
と
す
れ
ば
（
た
だ
し
「
世
界
の
支
配
者
」

が
現
実
世
界
の
支
配
者
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
場
合
だ
が
）、
既
に

触
れ
た
よ
う
に
、
前
者
は
現
実
世
界
で
積
ん
だ
善
因
の
結
果
で
あ
り
、
後
者

は
現
実
世
界
に
居
な
が
ら
に
し
て
善
果
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
人
生
は
す
べ

三
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て
苦
で
あ
る
と
見
る
仏
教
の
教
え
に
従
え
ば
、
後
者
も
ま
た
楽
で
は
な
い
は

ず
で
、
全
体
に
穏
や
か
で
裕
福
で
楽
を
印
象
づ
け
る
の
は
奇
異
で
あ
る
。

否
、
天
界
で
す
ら
、
源
信
に
よ
れ
ば
、
楽
土
で
は
な
く
苦
の
世
界
な
の
だ
か

ら
穏
や
か
で
裕
福
そ
う
に
描
い
た
理
由
は
よ
く
判
ら
な
い
。
源
信
は
天
界
中

の
天
界
で
あ
る

利
天
に
つ
い
て
「
そ
の
楽
し
み
は
極
ま
り
な
い
ほ
ど
で
す

が
」（
源
信：

一
二
四
）
と
し
つ
つ
も
、「
最
後
に
は
去
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
苦
し
み
は
残
る
」
と
い
っ
て
い
る
（
源
信：

一
二
五
）
。
ま
た

「
無
色
界
の
最
高
天
（

利
天
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
著
者
注
）
）
に

い
る
天
人
だ
っ
て
、
阿
鼻
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
に
も
な
る
」（
源
信：

一
二

五
）
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
天
界
で
も
悪
因
を
つ
く
る
わ
け
で
、
現
実
世
界

と
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
架
空
の
世
界
も
現
実
世
界
と
変

わ
ら
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
理
解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
天
界

と
い
え
ど
も
六
道
の
一
つ
だ
か
ら
現
実
世
界
と
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。
現
実
世
界
と
架
空
世
界
を
同
一
視
す
る
背
景
に
は
「
迷
い
の

世
界
」
か
ら
完
全
に
離
脱
（
解
脱
）
し
、
涅
槃
の
世
界
に
誘
う
意
図
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
描

か
れ
た
天
界
の
絵
に
し
て
も
裕
福
な
人
た
ち
の
絵
に
し
て
も
源
信
が
描
く
天

界
と
は
非
常
に
異
な
る
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
設

計
者
た
ち
が
抱
い
て
い
た
天
界
や
こ
の
世
の
幸
福
は
、
源
信
の
天
界
や
裕
福

な
人
々
の
生
活
と
は
別
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
証
明
す

る
資
料
は
な
い
。

天
界
が
現
実
世
界
で
積
ん
だ
善
因
の
結
果
つ
ま
り
善
果
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
貧
し
く
と
も
善
行
を
積
む
人
た
ち
が
赴
く
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
よ
い

は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
善
因
善
果
を
物
語
る
絵
は
な
い
。
上
段
の
ジ
ャ
ー

タ
カ
な
ど
の
レ
リ
ー
フ
で
語
る
と
こ
ろ
に
任
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

悪
行
の
絵

隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
レ
リ
ー
フ
を
ど
の
よ
う
な
順
番
で
見
た
ら
よ
い
か

に
つ
い
て
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
上
段
と
違
っ
て
一
六
〇
枚
に
は
ス
ト
ー

リ
ー
が
な
い
た
め
に
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
上
段
と
同
じ
よ
う
に
東
面
が
正

面
で
、
南
側
に
移
動
し
、
西
側
か
ら
北
側
に
回
る
と
い
う
回
り
方
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
東
面
の
中
央
か
ら
南
側
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
う
す
る
と
最
初
に
目
に
入
る
の
は
右
側
半
分
に
獲
っ
た
魚
を
入
れ
た

魚
籠
を
前
に
座
る
漁
師
が
描
か
れ
、
左
側
で
は
何
か
束
ね
た
も
の
を
天
秤
棒

で
担
ぐ
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
絵
で
あ
る
。R

ah
asia

で
は
市
場
の
様
子

と
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
魚
を
獲
る
こ
と
が
不
殺
生
の
罪
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
か
ら
、
こ
の
絵
も
悪
行
の
絵
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
絵
の

左
横
に
は
弓
を
持
っ
た
男
が
描
か
れ
、
そ
の
左
側
で
魚
を
さ
ば
い
て
い
る
男

と
壺
を
火
に
掛
け
、
火
吹
き
竹
で
火
を
吹
い
て
い
る
男
の
絵
が
描
か
れ
て
い

る
。
解
説
で
は
「
動
物
を
殺
し
た
罪
で
死
罪
を
受
け
る
」
と
あ
る
が
、
地
獄
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の
絵
は
む
し
ろ
西
面
に
集
中
し
て
い
る
か
ら
こ
こ
で
は
悪
行
の
絵
と
だ
け
解

釈
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
左
の
絵
は
三
人
の

女
性
が
堕
胎
し
て
い
る
絵
ら
し
い
。
解
説
で
は
「
辱
め
を
受
け
た
女
性
が
堕

胎
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
辱
め
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ

う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
そ
う
判
断
し
て
い
る
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
左
の
絵
は
二
人
の
獄
吏
が
罪
人
の
首
に
首
枷
を
は
め
て
刀
を
振
り
回
し
て

い
る
。
そ
の
左
側
の
絵
は
、
中
央
で
刀
や
槍
を
手
に
も
ち
、
踊
っ
て
い
る
。

そ
の
右
側
で
は
彼
ら
に
抗
議
す
る
よ
う
な
手
つ
き
を
し
て
い
る
男
た
ち
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
左
隅
で
命
を
落
と
し
た
か
落
と
し
そ
う
に
な
っ
て
い

る
子
供
を
抱
き
か
か
え
て
い
る
男
と
そ
れ
を
心
配
そ
う
に
見
守
っ
て
い
る
三

人
の
男
女
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
〇
番
目
は
、
右
側
に
二
人
の
男
が
通
行
中
と
思
わ
れ
る
人
を
襲
い
、
金

品
を
巻
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
三

番
目
は
中
央
の
台
の
う
え
で
横
に
な
っ
て
い
る
男
が
描
か
れ
、
そ
の
左
右
で

何
人
か
の
男
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い
る
。
そ
の
表
情
か
ら
す
る
と
悪
だ
く
み

を
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
解
説
で
は
「
怠
け
者
と
悪
人

の
絵
」
と
あ
る
。
一
八
番
目
は
、
そ
の
右
側
で
は
一
人
の
男
が
た
く
さ
ん
の

人
た
ち
に
介
抱
さ
れ
て
い
る
。
台
の
下
に
壺
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
金

持
ち
な
の
だ
ろ
う
。
左
側
で
は
何
人
か
の
男
女
が
話
し
合
っ
て
い
る
。
看
病

の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
左
側
の
絵
も
看
病
さ
れ
る
男
の

絵
で
あ
る
。
患
者
の
頭
を
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
者
、
腹
や
胸
を
さ
す
る
者
、
薬

を
も
っ
て
く
る
者
な
ど
細
か
い
。
こ
れ
ら
二
枚
の
絵
で
は
男
た
ち
が
座
る
台

の
下
に
壺
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
酒
の
飲
み
過
ぎ
で
病
気
に
な
っ
た
と

い
う
伊
東
の
解
釈
も
可
能
だ
ろ
う
（
伊
東
一
九
九
二：

二
八
）
。
南
東
角
に
あ

る
こ
の
二
枚
は
例
外
的
に
現
在
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
獄
の
絵

一
連
の
レ
リ
ー
フ
が
地
獄
の
絵
だ
と
判
断
で
き
る
の
は
、
仏
教
が
描
く
地

獄
の
描
写
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
伝
わ
る
地

獄
像
を
参
照
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
獄
像
が

語
ら
れ
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
源
信
（
九
四
二
｜
一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要

集
』
が
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
彼
は
「
人
間
世
界
を
含
め
た
迷
い
の

世
界
に
は
本
当
の
心
の
平
和
が
な
い
の
で
、
そ
こ
か
ら
何
と
か
離
れ
る
べ

き
」（
源
信：

三
九
）
と
前
置
き
し
、
そ
れ
ら
迷
い
の
世
界
を
七
つ
に
分
け
て

説
明
し
た
。
七
つ
の
世
界
（
道
）
と
は
、
地
獄
（
道
）、
餓
鬼
（
道
）、
畜
生

（
道
）、
阿
修
羅
（
道
）、
人
間
（
道
）、
天
上
（
道
）（
天
界
）
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
の
地
獄
は
等
活
地
獄
、
黒
縄
地
獄
、
衆
合
地
獄
、
叫
喚
地
獄
、
大
叫

喚
地
獄
、
焦
熱
地
獄
、
大
焦
熱
地
獄
、
無
間
地
獄
（
阿
鼻
地
獄
）
の
八
つ
が

あ
る
と
い
う
（
源
信：

三
九
）
。
一
般
に
は
八
熱
地
獄
（
八
大
地
獄
）
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
日
本
に
は
八
寒
地
獄
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、「
隠
さ
れ
た
基

三
二

第18号 2013年比較文明研究



壇
」
に
は
な
い
。
熱
帯
の
ジ
ャ
ワ
の
現
実
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
当
然
と
い

え
る
。

源
信
の
地
獄
の
説
明
は
凄
ま
じ
い
。
そ
の
様
態
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
規

模
（
広
さ
）
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
く
、
時
間
も
天
文
学
的
数
字
が
並
ぶ
。

貴
族
で
あ
れ
、
平
民
で
あ
れ
、
批
判
精
神
が
な
く
、
素
直
に
聞
く
人
に
は
相

当
の
迫
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
合
理
主
義
者
で
あ
り
、
科

学
を
「
信
仰
」
し
て
い
る
現
代
人
と
は
相
当
の
距
離
が
あ
る
。
そ
の
点
で

は
、
後
で
触
れ
る
が
、
現
代
の
篤
信
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
は
近
い
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
地
獄
の
様
態
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
岩
波
仏
教
辞
典
に
従

っ
て
お
こ
う
。
な
お
、
石
田
瑞
麿
も
地
獄
を
簡
単
か
つ
明
瞭
に
説
明
し
（
石

田：

五
八
｜
七
五
）
、
さ
ら
に
日
本
の
史
書
、
物
語
、
説
話
な
ど
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
、
地
獄
に
落
ち
た
人
の
話
し
を
紹
介
し
て
い
る
（
石
田：

九
五
｜
）

が
、
そ
れ
ら
を
読
む
と
、
い
か
に
日
本
で
は
地
獄
思
想
が
人
々
を
捉
え
て
い

た
こ
と
が
判
る
。
た
と
え
ば
菅
原
道
真
を
大
宰
府
に
左
遷
し
た
た
め
に
彼
の

「
怨
心
」
で
地
獄
に
落
ち
た
と
い
う
醍
醐
天
皇
の
説
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

権
力
者
に
つ
い
て
よ
く
語
ら
れ
る
堕
獄
の
一
つ
だ
ろ
う
。
紫
式
部
が
堕
獄
し

た
の
は
「『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
絵
空
事
を
書
く
こ
と
は
妄
語
の
罪
を
犯

す
」（
石
田：

一
二
〇
）
か
ら
だ
と
い
う
。
妄
語
（
う
そ
、
虚
言
）
が
罪
で
あ

る
と
い
う
の
は
仏
教
が
諌
め
る
十
悪
の
一
つ
で
は
あ
る
。
し
か
し
『
源
氏
物

語
』
が
妄
語
と
断
罪
さ
れ
る
な
ら
ば
、
他
の
小
説
家
に
し
て
も
同
じ
で
、
小

説
家
で
堕
獄
を
免
れ
る
人
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
堕
獄
を
免

れ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
い
ず
れ
も
苦
に
満
ち
た
餓
鬼
道
、
畜
生
道
、
阿
修

羅
道
、
人
間
道
、
天
上
道
（
天
界
）
に
行
く
わ
け
だ
か
ら
刑
に
服
す
る
と
い

う
点
で
変
わ
り
は
な
い
が
。

等
活
地
獄
と
は
「
殺
生
の
罪
を
犯
し
た
者
が
落
ち
る
地
獄
と
さ
れ
、
獄
卒

に
責
め
さ
い
な
ま
れ
て
死
ん
で
も
、
涼
風
が
吹
く
や
生
き
返
り
、
あ
る
い
は

空
中
に
声
が
あ
っ
て
生
き
返
り
、
再
び
同
じ
責
苦
を
受
け
る
こ
と
を
繰
り
返

す
」（
中
村
他
監
修：

六
〇
四
）
と
あ
る
。
八
熱
地
獄
で
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る

地
獄
で
あ
る
。
黒
縄
地
獄
は
二
番
目
で
「
鉄
の
黒
縄
で
身
体
を
巻
か
れ
、
そ

れ
に
沿
っ
て
切
り
刻
ま
れ
る
」（
中
村
他
監
修：

六
六
一
）
地
獄
で
あ
り
、
三

番
目
の
衆
合
地
獄
は
「
鉄
の
臼
に
投
げ
込
ま
れ
て
鉄
の
杵
で
打
ち
砕
か
れ

る
」（
中
村
他
監
修：

六
六
一
）
地
獄
で
あ
り
、
四
番
目
の
叫
喚
地
獄
は
、「
湯

の
煮
え
た
ぎ
る
大
釜
に
投
げ
込
ま
れ
た
り
、
猛
火
を
出
す
鉄
壁
の
部
屋
に
追

い
込
ま
れ
た
り
、
あ
る
い
は
口
を
こ
じ
開
け
ら
れ
て
溶
け
た
銅
を
流
し
込
ま

れ
る
な
ど
し
て
叫
声
を
発
す
る
」（
中
村
他
監
修：

一
七
二
、
六
六
一
）
地
獄

で
、
五
番
目
の
大
叫
喚
地
獄
は
「（
叫
喚
地
獄
と
）
同
種
の
責
苦
に
よ
り
な

お
一
層
の
苦
し
み
を
受
け
る
」（
中
村
編：

六
六
一
）
地
獄
で
あ
る
。
六
番
目

の
焦
熱
地
獄
は
「
焼
い
た
鉄
棒
で
串
刺
し
に
さ
れ
た
り
、
鉄
鍋
の
上
で
猛
火

に
あ
ぶ
ら
れ
た
り
」（
中
村
他
監
修：

四
四
二
）
す
る
地
獄
で
、「
殺
生
・
盗

み
・
邪
淫
・
妄
語
・
飲
酒
な
ど
の
罪
を
犯
し
た
も
の
が
落
ち
る
」（
中
村
他
監

三
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修：
四
四
二
）
と
さ
れ
る
。
七
番
目
の
大
焦
熱
地
獄
は
（
焦
熱
地
獄
よ
り
）

「
さ
ら
に
一
層
の
猛
火
・
炎
熱
の
苦
し
み
を
受
け
る
」（
中
村
他
監
修：

六
六

一
）
。
そ
し
て
最
後
の
無
間
地
獄
（
阿
鼻
地
獄
）
は
「
間
断
の
な
い
極
限
の

苦
し
み
に
身
を
さ
い
な
ま
れ
る
」
地
獄
で
、（
母
殺
し
、
父
殺
し
、
聖
者
殺

し
、
仏
身
殺
し
、
教
団
を
破
壊
す
る
な
ど
の
）
五
逆
を
犯
し
た
者
、
仏
教
の

教
え
を
誹
謗
す
る
者
が
落
ち
る
と
さ
れ
る
（
中
村
他
監
修：

一
一
）
最
も
重
い

地
獄
で
あ
る
。

日
本
に
伝
わ
っ
た
地
獄
を
参
考
に
す
る
と
、
八
六
番
目
の
絵
は
中
央
部
で

二
人
の
男
が
摑
み
合
っ
て
争
っ
て
い
て
そ
の
う
え
で
鳥
が
そ
れ
を
睨
ん
で
い

る
か
の
よ
う
な
絵
で
あ
り
、
等
活
地
獄
（sa

n
jiw

a

）
に
当
た
る
だ
ろ
う
。

絵
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
がM

ik
sic

に
よ
れ
ば
男
た
ち
は
鉄
の
爪
を
、
そ

し
て
鳥
は
鉄
の
く
ち
ば
し
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
（M

ik
sic

:
66

）
。「
こ
の

地
獄
に
落
ち
た
罪
人
た
ち
は
、
常
に
相
手
に
対
し
て
互
い
に
敵
意
を
も
っ
て

い
て
、
も
し
出
会
っ
た
り
す
る
と
、
鉄
の
爪
で
互
い
に
傷
つ
け
合
う
」（
源

信：

四
三
｜
四
四
）
と
い
う
源
信
の
説
明
に
合
う
。
左
側
で
は
動
物
を
木
の

枝
に
吊
る
し
、
刃
物
で
そ
の
首
を
切
っ
て
い
る
男
と
、
左
側
で
は
地
べ
た
に

座
り
込
ん
だ
男
に
刃
物
で
威
嚇
し
て
い
る
男
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

R
u
d
i

ら
に
よ
れ
ば
、sa

n
jiw

a

（
等
活
地
獄
）
とk

a
la
su
tra

（
黒
縄
地

獄
）
だ
と
い
う
（R

u
d
i
:
184

）
。
殺
生
の
罪
を
犯
し
た
者
が
落
ち
る
地
獄
は

等
活
地
獄
に
限
ら
な
い
か
らR

u
d
i

ら
がsa

n
jiw

a

と
断
定
す
る
根
拠
は

は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、
鳥
は
衆
合
地
獄
の
「
鉄
の
炎
の
く
ち
ば
し
を
持

っ
た
鷲
」（
源
信：

五
五
）
に
符
合
し
そ
う
で
あ
る
。
刃
物
で
威
嚇
し
て
い
る

絵
は
強
奪
の
罪
を
説
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
八
七
番
目
の
レ
リ
ー
フ
は
、
右
側
に
象
に
踏
み
つ
け
ら
れ
そ
う
に

な
っ
て
い
る
男
、
中
央
部
で
は
岩
の
間
に
首
を
挟
ま
れ
て
い
る
男
、
ネ
ズ
ミ

と
思
わ
れ
る
動
物
を
手
に
し
た
男
、
犬
に
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
男
、
そ
し

て
左
側
に
は
棒
で
殴
ら
れ
て
い
る
男
が
描
か
れ
て
い
る
。R

u
d
i

ら
に
よ
れ

ば
、sa

n
g
h
a
ta

（
衆
合
地
獄
）
とra

u
ra
v
a

（
叫
喚
地
獄
）
だ
と
い
う

（R
u
d
i
:
185

）
。
衆
合
地
獄
は
源
信
に
よ
れ
ば
、「
た
く
さ
ん
の
鉄
の
山
が
向

か
い
合
っ
て
そ
び
え
立
ち
、
牛
の
頭
や
馬
の
頭
を
も
っ
た
鬼
ど
も
が
、
手
に

責
め
具
を
持
っ
て
罪
人
を
山
の
間
に
追
い
込
み
ま
す
。
す
る
と
両
側
か
ら
山

が
押
し
迫
っ
て
き
て
、
そ
の
間
に
罪
人
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
…
…
ま
た
、
石

の
上
に
罪
人
を
の
せ
て
、
上
か
ら
大
き
な
岩
で
つ
ぶ
し
ま
す
」（
源
信：

五

五
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
後
半
の
記
述
に
一
致
す
る
。
小
動
物
を
手
に

し
て
い
る
男
は
殺
生
の
罪
、
ま
た
犬
に
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
姿
は
等
活
地

獄
の
第
六
の
小
地
獄
に
出
て
く
る
野
犬
（
源
信：

四
六
）
な
ど
に
符
合
す
る
。

八
八
番
目
に
は
舌
を
棒
で
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
男
、
女
性
に
手
を
上

げ
て
い
る
男
、
犬
に
脛
を
咬
み
つ
か
れ
て
い
る
男
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

R
u
d
i

ら
に
よ
れ
ば
、m

a
h
a
ra
u
ra
v
a

（
大
叫
喚
地
獄
）
とta

p
a
n
a

（
焦

熱
地
獄
）
だ
と
い
う
。
舌
を
棒
で
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
妄
語
の
罪

三
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を
犯
し
た
人
間
、
女
性
に
手
を
上
げ
て
い
る
の
は
他
人
を
苦
し
め
た
者
が
落

ち
る
等
活
地
獄
の
小
地
獄
に
該
当
す
る
。
犬
に
脛
を
嚙
み
つ
か
れ
て
い
る
姿

も
衆
合
地
獄
の
第
六
小
地
獄
と
同
じ
だ
ろ
う
。

八
九
番
目
の
レ
リ
ー
フ
は
右
側
で
二
人
の
女
性
が
魚
や
亀
を
煮
て
い
る
。

中
央
部
で
は
釜
茹
で
に
さ
れ
て
い
る
人
間
、
左
側
で
は
男
に
刀
で
切
り
つ
け

ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
女
性
、
そ
し
て
左
端
で
は
地
面
に
投
げ
つ
け
ら
れ

て
い
る
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
魚
や
亀
を
煮
て
い
る
女
性
が
左
側
で
殺
さ
れ

る
罰
を
受
け
、
釜
茹
で
や
地
面
に
投
げ
つ
け
ら
れ
る
罰
も
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。R

u
d
i

ら
に
よ
れ
ば
、p

ra
ta
p
a
n
a

（
大
焦
熱
地
獄
）
と

a
v
ici

（
無
間
地
獄
、
阿
鼻
地
獄
）
の
絵
だ
と
い
う
（R

u
d
i
:
185

）
。
殺
生
の
罪
は
大

焦
熱
地
獄
や
無
間
地
獄
に
限
ら
ず
、
等
活
地
獄
の
小
地
獄
、
叫
喚
地
獄
も
あ

る
か
らR

u
d
i

ら
の
断
定
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

九
〇
番
目
は
右
側
に
は
女
性
に
抱
き
つ
く
男
と
、
何
か
を
吸
っ
て
い
る
男

が
描
か
れ
て
い
る
。
解
説
で
は
ア
ヘ
ン
を
吸
っ
た
男
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

『
往
生
要
集
』
に
は
ア
ヘ
ン
を
吸
う
と
い
う
罪
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

多
分
、
源
信
の
時
代
に
は
こ
う
し
た
麻
薬
の
常
習
犯
は
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
飲
酒
の
罪
は
何
度
も
出
て
く
る
。
中
央
部
で
は
三
人

の
人
間
が
波
の
模
様
が
あ
る
も
の
の
中
で
片
足
を
上
げ
て
叫
び
声
を
上
げ
て

い
る
か
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
を
見
る
限
り
叫
喚
地
獄
な

い
し
大
叫
喚
地
獄
の
絵
と
思
わ
れ
る
。

九
一
番
目
は
、
右
側
で
三
人
の
男
が
何
か
を
話
し
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
、
中
央
部
で
は
立
木
に
腕
を
絡
ま
せ
て
い
る
男
が
三
人
の
男
に
引
き
は
が

さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
絵
、
吹
き
矢
を
吹
く
男
、
石
の
上
に
置
い
た
も
の

（
多
分
小
動
物
だ
ろ
う
）
を
叩
く
男
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
解
説
で
は

「
妄
語
を
言
っ
た
者
や
動
物
を
狩
る
者
は
地
獄
で
苦
し
め
ら
れ
る
」（R

u
d
i
:

185

）
と
あ
る
。
妄
語
を
言
っ
た
者
と
は
右
側
の
三
人
の
男
た
ち
の
こ
と
を

い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
が
妄
語
を
言
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
も

ち
ろ
ん
判
ら
な
い
。
そ
の
あ
た
り
は
解
説
者
が
自
由
に
解
説
し
た
こ
と
だ
ろ

う
（
た
だ
し
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
が
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

か
ら
そ
う
し
た
解
説
も
説
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）。
吹
き
矢
を
吹
く
男

や
小
動
物
（
と
思
わ
れ
る
も
の
）
を
叩
く
男
が
殺
生
の
罪
を
犯
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

九
二
番
目
は
右
端
に
木
の
下
で
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
男
の
前
に
い
る
女

性
に
言
い
寄
っ
て
い
る
男
、
そ
の
左
側
で
は
立
木
に
つ
か
ま
っ
て
い
る
男
が

槍
を
も
っ
た
男
と
吠
え
る
犬
に
脅
さ
れ
、
左
側
で
は
釜
で
茹
で
ら
れ
、
刀
で

切
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
解
説
で
は
「
刀
を

も
っ
て
殺
す
者
、
夫
が
寝
て
い
る
間
に
姦
通
す
る
女
、
と
も
に
地
獄
で
苦
し

み
を
受
け
る
」（R

u
d
i
:
185

）
と
あ
る
。
魚
を
獲
る
者
が
釜
茹
で
の
刑
に
処

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

姦
通
を
犯
し
た
者
が
落
ち
る
地
獄
は
、
源
信
に
よ
れ
ば
、
衆
合
地
獄
、
叫
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喚
地
獄
、
大
叫
喚
地
獄
、
焦
熱
地
獄
、
大
焦
熱
地
獄
な
ど
多
様
で
あ
る
。
姦

通
を
含
め
一
般
に
日
本
で
は
罪
を
犯
す
者
と
し
て
男
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
基
壇
を
見
る
限
り
、
女

性
も
ま
た
罪
人
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
罪
に
性
差
は
な
い

の
だ
か
ら
当
然
か
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
の
描
写
に
偏
り
が
あ
る
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。

一
〇
九
番
目
は
魚
を
獲
る
者
、
大
き
な
魚
を
天
秤
棒
に
掛
け
て
運
ぶ
二
人

の
男
、
そ
し
て
左
端
で
は
釜
茹
で
に
さ
れ
て
い
る
人
間
が
七
人
ほ
ど
描
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
も
殺
生
の
罪
を
戒
め
る
絵
に
間
違
い
な
い
。

一
一
〇
番
目
は
右
端
で
二
人
の
男
を
威
嚇
す
る
男
が
描
か
れ
、
左
端
で
は

釜
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
い
る
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
人
を
威
し
盗

む
罪
が
叫
喚
地
獄
や
焦
熱
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
中
央
部
で
は
一
人
の
男
が
高
台
に
座
っ
て
四
、
五
人
に
向
か
っ
て
教
え

を
説
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
、
左
右
両
端
の
絵
と
は
対
照
的
で

あ
る
。
左
右
の
絵
の
悪
因
悪
果
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
東
面
の
南
側
か
ら
南
面
の
東
側
に
掛
け
て
は
罪
を
犯
し
て
い

る
絵
が
連
続
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
合
わ
せ
る
と
一
三
枚
ほ
ど
で
あ
り
、

全
体
（
一
六
〇
枚
）
の
う
ち
の
八
％
に
過
ぎ
な
い
。
一
説
で
は
「
隠
さ
れ
た

基
壇
」
は
地
獄
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
説

が
間
違
い
と
言
い
切
れ
な
い
に
し
て
も
、
正
確
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

餓
鬼
道
・
阿
修
羅
道
・
人
間
道
は
描
か
れ
て
い
な
い

日
本
で
は
地
獄
道
の
他
に
「
迷
い
の
世
界
」
は
餓
鬼
道
、
畜
生
道
、
阿
修

羅
道
、
人
間
道
、
天
上
道
（
天
界
）
が
あ
る
と
い
う
。
合
わ
せ
て
六
道
と
い

う
。「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
は
そ
れ
ら
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

源
信
が
描
く
餓
鬼
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
身
長
が
人

間
の
二
倍
も
あ
り
、
顔
も
目
も
な
い
と
い
う

身
（
源
信：

九
五
）
、
あ
る
い

は
身
長
が
四
キ
ロ
も
あ
る
と
い
う
食
吐
と
い
う
餓
鬼
（
源
信：

九
五
）
な
ど

は
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
髪
の
毛
が
長
く
垂
れ
下
が

っ
て
身
体
中
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
と
い
う
餓
鬼
（
源
信：

九
六
）
も
描

か
れ
て
い
な
い
し
、
食
気
（
じ
き
け
）、
食
法
（
じ
き
ほ
う
）、
食
水
（
じ
き

す
い
）
な
ど
と
い
う
餓
鬼
は
そ
の
姿
が
ど
う
い
う
も
の
か
記
述
さ
れ
て
い
な

い
の
で
基
壇
に
あ
る
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
つ
ぶ
さ
に
調
べ
れ
ば
、
あ

る
い
は
描
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
視
認
で
き
る
餓
鬼

は
い
な
い
。

畜
生
道
に
生
き
る
も
の
は
、
海
中
に
住
む
も
の
の
ほ
か
に
鳥
類
（
禽
類
）、

獣
類
、
虫
類
が
あ
る
と
源
信
は
い
う
（
源
信：

九
八
｜
九
九
）
。
こ
れ
ら
は

「
お
互
い
に
傷
つ
け
、
殺
し
合
い
、
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
場
合
も
、
少

し
も
心
が
休
ま
ら
ず
、
一
日
じ
ゅ
う
怖
れ
を
い
だ
い
て
お
り
、
水
の
中
に
住
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ん
で
い
る
畜
生
は
漁
師
に
殺
さ
れ
、
陸
に
住
む
畜
生
は
狩
人
に
殺
さ
れ
、

象
・
馬
・
牛
・
ろ
ば
・
ら
く
だ
・
ら
ば
な
ど
は
鉄
の
釘
で
脳
天
を
割
ら
れ
た

り
、
鼻
に
穴
を
あ
け
ら
れ
た
り
、
く
つ
わ
を
つ
け
ら
れ
た
り
、
重
い
荷
物
を

背
負
っ
て
む
ち
で
打
た
れ
た
り
し
、
い
つ
も
食
べ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い

て
、
ほ
か
の
こ
と
は
全
く
判
ら
な
い
」（
源
信：

九
九
）
と
い
う
。
畜
生
道
に

関
し
て
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
で
注
目
に
値
す
る
の
は
二

枚
だ
け
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
枚
は
鳩
、
孔
雀
、
イ
ン
コ
、
馬
、
水
牛
、
ジ

ャ
コ
ウ
鹿
が
描
か
れ
て
い
る
絵
で
あ
る
。
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
動
物

は
「
罪
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
」
と
あ
る
。
ま
た
別
の
絵
に
は
頭
が
ガ
ル
ー
ダ

や
コ
ブ
ラ
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
解
説
で
は
「
罪
人
は
死
後
、
ガ
ル
ー

ダ
の
頭
と
五
匹
の
コ
ブ
ラ
が
頭
に
の
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
に
は
魚
や

虫
、
あ
る
い
は
犬
や
猫
、
鶏
な
ど
は
描
か
れ
て
い
な
い
し
、
げ
じ
げ
じ
や
い

た
ち
、
あ
る
い
は
虱
や
蚤
も
書
き
及
ん
で
い
る
源
信
ほ
ど
詳
し
く
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
虱
や
蚤
を
石
の
レ
リ
ー
フ
に
描
く
の
は
難
し
い
と
い
う
問
題
も

あ
る
。
こ
れ
ら
二
枚
の
絵
も
、
解
説
で
は
、
す
べ
て
地
獄
の
絵
と
し
て
扱
っ

て
い
る
か
の
印
象
を
受
け
る
。
し
た
が
っ
て
ジ
ャ
ワ
に
畜
生
道
と
い
う
観
念

が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

雷
の
音
を
聞
く
と
天
の
鼓
が
な
っ
た
と
思
っ
て
怖
れ
お
の
の
く
」（
源

信：

一
〇
一
）
と
い
う
阿
修
羅
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。

外
面
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
姿
を
し
て
い
て
も
、
内
部
は
山
ほ
ど
汚

い
も
の
を
包
み
込
ん
で
い
る
」（
源
信：

一
一
一
）
人
間
、「
生
ま
れ
た
瞬
間

か
ら
ず
っ
と
苦
し
み
を
受
け
続
け
て
い
る
」（
源
信：

一
一
四
｜
一
一
五
）
人

間
、
そ
し
て
「
た
と
え
長
生
き
し
た
と
こ
ろ
で
最
後
に
は
死
ん
で
ゆ
く
」

（
源
信：

一
一
八
）
人
間
を
描
い
た
絵
も
な
い
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
悪
行
を

働
い
て
い
る
絵
や
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
る
人
々
の
絵
、
あ
る
い
は
施
し
を

し
て
い
る
人
々
の
絵
な
ど
で
あ
り
、「
汚
い
も
の
を
包
み
込
ん
で
い
る
」
人

間
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
思
わ
れ
る
絵
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
映
像
化
し

に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
人
間
観
は
む
し
ろ
ボ

ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
上
層
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。三

施
を
説
く

地
獄
の
絵
、
天
界
の
絵
、
あ
る
い
は
天
界
に
類
似
し
た
絵
よ
り
も
多
い
の

が
施
し
の
絵
で
あ
る
。
物
品
の
授
受
を
描
い
た
絵
が
六
一
枚
あ
り
、
説
法
を

描
い
た
絵
が
四
八
枚
あ
る
。
物
品
で
あ
れ
、
説
法
で
あ
れ
、
仏
教
で
は
と
も

に
施
し
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
三
施
（
法
施
、
財
施
、
無
畏
施
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
仏
教
用
語
を
使
え
ば
、
財
施
が
六
一
枚
あ
り
、
法
施
が
四
八
枚
あ

る
こ
と
に
な
る
。
無
畏
施
は
財
施
と
法
施
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
施
し
を
描
い
た
絵
が
合
わ
せ
て
一
〇
九
枚
も
あ

り
、
一
六
〇
枚
の
う
ち
の
三
分
の
二
（
六
七
・
五
％
）
も
あ
る
わ
け
で
、
他
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を
圧
倒
す
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
東
面
の
一
番
目
か
ら

続
い
た
、
罪
行
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
は
二
五
番
目
で
終
わ
り
、
そ
れ
か
ら
は

説
教
や
施
し
の
レ
リ
ー
フ
が
八
五
番
目
ま
で
延
々
と
続
く
。
も
っ
と
も
、
そ

う
し
た
説
教
や
施
し
の
レ
リ
ー
フ
は
九
七
番
目
か
ら
再
び
続
き
、
説
教
や
施

し
の
多
さ
が
ひ
と
き
わ
目
に
つ
く
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
が
「
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
」
を
描
い
た
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
善
因
で
あ
る
施
し
を
勧
め
る
絵
が
多
い
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
し

か
し
施
し
の
絵
が
多
い
の
は
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
を
企
図
し
た
者
た
ち
が
意

識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
鋭
い
文
明
批
判
を
含
ん
で
い
た
の
で

は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

文
明
社
会
は
収
奪
と
い
う
「
原
罪
」
な
く
し
て
は
成
立
し
な
い
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
文
明
が
起
こ
る
前
の
狩
猟
採
集
時
代
、
そ
こ
に
は
収
奪
は
な

か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
狩
猟
採
集
時
代
は
自
然
と
と
も
に
生
き
て
い
た
小

集
団
社
会
で
あ
り
、
技
術
力
も
低
い
時
代
だ
っ
た
。
収
奪
が
あ
っ
た
と
し
て

も
軽
度
の
収
奪
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
自
然
か
ら
に
せ
よ
、
社
会

か
ら
に
せ
よ
、
収
奪
の
程
度
が
低
け
れ
ば
、
人
々
は
協
力
し
合
わ
な
け
れ
ば

生
き
残
り
は
難
し
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
基
本
的
に
、
互
恵
的
な
モ
ノ

の
交
換
、
労
力
の
交
換
、
情
報
の
交
換
は
必
須
だ
っ
た
。
文
明
以
前
の
時

代
、
よ
く
も
人
類
は
生
き
残
れ
た
も
の
で
あ
る
と
感
心
す
る
。
多
大
な
困
難

の
中
で
生
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
文
明
と
い
う
装
置
を
構
築
し
て
以
来
、
人
類
は
そ
う
し
た
困
難
か

ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
困
難
か
ら
抜
け
出
せ
た
の
は
文
明
を

構
築
し
、
そ
の
恵
み
を
享
受
す
る
人
々
つ
ま
り
支
配
者
集
団
に
限
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
文
明
は
利
器
だ
っ
た
。

だ
が
、
彼
ら
に
使
役
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
逆
に
凶
器
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
。
文
明
は
利
益
を
得
る
者
と
収
奪
さ
れ
る
者
に
人
々
を
分
断
し

た
。
そ
こ
に
葛
藤
が
生
ま
れ
て
当
然
で
、
社
会
の
不
安
定
さ
は
免
れ
な
か
っ

た
。
文
明
は
、
目
を
見
張
る
素
晴
ら
し
い
王
城
や
儀
礼
装
置
や
芸
術
作
品
、

工
芸
品
等
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
民
衆
を
収
奪
し
た
結

果
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
文
明
に
は
輝
か
し
い
光
の

部
分
、
オ
モ
テ
の
面
と
暗
い
影
の
部
分
、
ウ
ラ
の
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
の
明

暗
は
文
明
の
発
達
と
と
も
に
ま
す
ま
す
明
瞭
か
つ
大
規
模
に
な
っ
た
。
輝
か

し
い
西
洋
近
代
文
明
の
影
に
は
西
洋
に
よ
る
非
西
洋
世
界
の
凄
ま
じ
い
植
民

地
収
奪
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

収
奪
の
緩
和
・
環
流
文
明
の
構
築

不
安
定
を
取
り
除
く
方
法
は
収
奪
の
緩
和
で
あ
る
。
そ
れ
は
環
流
に
よ
っ

て
の
み
可
能
で
あ
る
。
他
者
に
「
与
え
る
こ
と
」
は
そ
の
具
体
的
行
為
に
他

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
で
強
調

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ど
こ
ま
で
意
識
化
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
と
も
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か
く
、
文
明
批
判
と
同
時
に
文
明
崩
壊
を
避
け
る
た
め
の
助
言
を
与
え
た
わ

け
で
あ
る
。

物
や
言
葉
の
授
受
は
、
地
球
上
で
展
開
す
る
環
流
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
。

考
え
て
み
れ
ば
、
自
然
で
あ
れ
、
社
会
で
あ
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
環
流
と
い

う
原
理
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
大
気
も
静
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大

気
は
窒
素
、
酸
素
、
炭
素
な
ど
一
七
種
類
の
元
素
か
ら
成
る
が
、
そ
れ
ら
が

地
球
を
ぐ
る
っ
と
取
り
囲
み
、
還
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
も
温
度
と
気

圧
の
変
化
に
応
じ
て
大
気
中
と
海
と
大
地
を
還
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
マ
グ
マ
も
生
命
の
連
鎖
も
血
液
の
循
環
も
す
べ
て
還
流
で
あ
る
。
人
間

も
そ
の
一
環
を
生
き
て
い
る
存
在
に
他
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
環
流
を
止
め
、
人
間
が
、
正
確
に
い
え
ば
、
力
を
も
っ
た
人
間

が
力
づ
く
で
奪
い
取
る
収
奪
で
文
明
は
成
り
立
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
自
然
の

法
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
不
自
然
な
行
為
で
は
な
い
か
。
そ
の
不
自

然
さ
が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
現
代
、
自
然
の
法
則
に
し

た
が
う
環
流
文
明
へ
と
変
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
ボ

ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
環
流
思
想
を
読
む

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
欲
界
と
色
界
と
無
色
界
の
三
層
構
造
か
ら
成
る
。
欲

界
と
色
界
の
「
迷
い
の
世
界
」
か
ら
涅
槃
の
世
界
へ
離
脱
す
る
こ
と
を
勧
め

る
の
が
大
乗
仏
教
の
教
え
だ
っ
た
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
最
上
段
に
そ
び
え

る
大
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
涅
槃
へ
の
入
り
口
だ
と
私
は
考
え
る
。
第
一
回
廊
か
ら

第
四
回
廊
の
、
人
の
背
よ
り
高
い
欄
楯
と
主
壁
の
狭
い
通
路
を
何
巡
も
経
回

り
、
視
界
が
開
け
た
三
層
の
円
壇
を
通
っ
て
よ
う
や
く
装
飾
の
な
い
大
ス
ト

ゥ
ー
パ
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
に
感
じ
る
解
放
感
は
、
ま
さ
に
涅
槃
へ
の
入

り
口
に
立
っ
た
時
に
感
じ
る
解
放
感
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
大
ス
ト
ゥ
ー
パ
は

大
乗
仏
教
の
最
高
神
で
あ
る
大
日
如
来
（m

a
h
a
v
a
iro
ca
n
a

）
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
最
下
段
の
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
描
か
れ
て
い
る
民
衆
の
な

か
に
も
や
っ
て
く
る
至
高
の
仏
で
あ
る
。
仏
性
は
す
べ
て
の
中
に
生
き
て
い

る
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
で
あ
る
。
最
上
段
の
仏
が
す
で
に
最
下
段
に
あ

り
、
人
々
を
導
く
。
最
上
段
の
最
高
の
価
値
が
最
下
段
に
具
現
し
、
最
上
段

へ
と
つ
な
が
る
。
民
衆
は
最
下
段
の
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
を
見
、
上
段
の
第

一
回
廊
か
ら
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
、
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
、
ガ
ン

ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
の
絵
を
見
、
欄
楯
の
上
に
鎮
座
す
る
諸
仏
を
仰
ぎ
、
円
壇
の
釈

迦
像
を
仰
ぎ
、
大
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
至
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
。
そ
の
行
程
は

下
か
ら
上
の
す
べ
て
に
循
環
し
遍
在
す
る
仏
性
の
流
れ
と
考
え
て
よ
い
。
環

流
に
他
な
ら
な
い
。

人
体
は
水
素
、
酸
素
、
炭
素
、
窒
素
そ
し
て
リ
ン
や
硫
黄
な
ど
合
わ
せ
た

二
九
種
類
の
元
素
か
ら
成
る
と
い
う
。
他
の
動
物
も
似
た
よ
う
な
元
素
か
ら

成
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
人
間
を
含
む
動
物
は
死
ね
ば
そ
う
い
う
元
素
に
還
元
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さ
れ
、
自
然
に
戻
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
再
び
生
ま
れ
出
て
、
見

え
る
形
で
こ
の
世
に
現
れ
る
。
無
機
の
世
界
か
ら
有
機
の
世
界
へ
、
そ
し
て

再
び
無
機
の
世
界
に
帰
り
、
再
び
有
機
体
に
結
実
す
る
。
壮
大
な
循
環
で
は

あ
る
ま
い
か
。
壮
大
な
環
流
で
は
あ
る
ま
い
か
。
地
球
は
こ
の
繰
り
返
し
を

三
七
億
年
に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
。
有
機
の
世
界
に
い
る
時
間
は
長
い
も

の
で
も
百
数
十
年
、
短
い
も
の
な
ら
ば
数
日
と
い
う
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一

瞬
で
し
か
な
い
。
無
機
の
世
界
に
い
る
と
き
の
方
が
長
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
有
機
の
世
界
と
無
機
の
世
界
は
相
互
に
交
流
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
別
の
世
界
で
は
な
い
。
人
間
も
あ
ら
ゆ
る
生
物
も
あ
ら
ゆ
る
無
生
物
も

す
べ
て
同
じ
世
界
に
属
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
同
じ
根
か
ら
出
て
、
一

瞬
の
間
、
違
っ
た
形
を
と
る
も
の
の
、
再
び
同
じ
根
に
帰
る
。
同
じ
世
界
の

仲
間
で
あ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
私
に
そ
う
考
え
さ
せ
る
。

有
機
の
世
界
に
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
仏
教
が
教
え
る
よ
う
に
、
苦
難
に

満
ち
た
苦
の
世
界
あ
る
い
は
「
迷
い
の
世
界
」
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
生

き
終
え
た
後
の
無
機
の
世
界
は
苦
が
な
い
世
界
で
あ
る
。
感
覚
が
な
い
の
だ

か
ら
苦
を
感
じ
る
は
ず
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
喜
び
や
楽
も
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
苦
か
ら
も
楽
か
ら
も
自
由
な
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ

が
涅
槃
の
世
界
で
は
な
い
の
か
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
設
計
者

が
抱
い
た
思
い
か
ら
外
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
人
間
と
い
う
も

の
が
六
大
す
な
わ
ち
地
水
火
風
空
識
か
ら
成
る
と
い
う
仏
教
思
想
に
大
方
は

沿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
一
、
識
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る

が
、
私
は
、
識
の
代
わ
り
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
考
え
た
ら
よ
い
と
考
え
る
。
Ｄ
Ｎ
Ａ

が
諸
元
素
を
ま
と
め
上
げ
て
生
体
を
造
る
の
だ
か
ら
。
釈
迦
が
識
に
ま
と
め

る
役
割
を
考
え
た
と
き
ま
だ
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
、
私

た
ち
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
解
読
さ
れ
た
か
ら
と
い

っ
て
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
依
然
と
し
て
謎

だ
ら
け
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
も
は

っ
き
り
し
た
こ
と
は
判
っ
て
い
な
い
。
き
わ
め
て
複
雑
で
微
細
な
そ
の
働
き

を
見
る
に
つ
け
、
驚
異
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の

謎
の
物
質
が
か
く
も
多
様
な
生
物
を
生
み
、
変
化
（
普
通
に
は
進
化
と
い

う
）
さ
せ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
も
そ
の
営
み
は
生
物
が
こ
の
地
球
上
に
存
在

す
る
限
り
続
く
は
ず
で
あ
る
。

人
間
と
は
人
間
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
組
織
し
た
水
素
や
酸
素
の
合
成
物
に
他
な
ら

な
い
。
他
の
動
物
と
違
う
の
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
組
成
だ
け
で
あ
る
。
五
〇
〇
万
年

前
に
人
類
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ボ
ノ
ボ
と
枝
分
か
れ
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
確
か
に
、
彼
ら
は
人
類
に
非
常
に
似
て
い
る
。
類
人
猿
と
呼
ば
れ
る
通

り
で
あ
る
。
特
に
子
供
の
身
に
な
っ
て
遊
ん
で
や
る
大
人
や
仲
間
の
安
全
に

最
大
限
の
気
配
り
を
見
せ
る
「
平
和
主
義
者
」
の
ボ
ノ
ボ
の
生
態
を
見
て
い

る
と
人
間
と
見
ま
が
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
人
間
の
方
が
愚
か
で
あ
り
、
野
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蛮
と
さ
え
感
じ
る
の
は
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ボ
ノ
ボ
や
人
類
と
い
う
生
物
が

生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
驚
き
で
あ
る
。
人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ボ
ノ

ボ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ボ
ノ
ボ

が
ほ
と
ん
ど
同
じ
生
き
物
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ボ
ノ
ボ
も

人
間
の
死
後
と
同
じ
よ
う
に
、
天
国
（
極
楽
）
や
地
獄
な
ど
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
ら
な
い
と
お
か
し
い
。
否
、
す
べ
て
の
生
物
に
な
い
と
お
か
し

い
。
だ
が
そ
う
考
え
る
人
は
い
な
か
っ
た
し
、
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
ペ
ッ
ト

を
持
た
な
い
人
以
外
に
は
、
今
も
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
を
含
む

す
べ
て
の
生
き
物
に
天
国
も
地
獄
も
な
い
と
考
え
た
ほ
う
が
理
屈
に
合
う
の

で
は
な
い
か
。
死
後
の
世
界
は
人
間
の
想
像
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
ほ
う
が

判
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
の
も
、
人
間

が
希
望
を
も
つ
生
き
物
で
あ
り
、
不
安
を
抱
え
る
生
き
物
な
ら
ば
当
然
の
こ

と
だ
ろ
う
。
人
間
は
す
べ
て
に
拡
大
す
る
生
き
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
面
白
さ

も
あ
り
、
悲
劇
も
起
こ
る
と
考

５
）

え
る
。

仏
教
が
も
つ
人
間
中
心
主
義
批
判
そ
し
て
人
間
の
愚
か
さ
と
哀
れ
を
知
る

私
は
畜
生
道
と
い
う
人
間
中
心
主
義
的
な
仏
教
の
教
え
に
強
い
違
和
感
を

覚
え
て
い
る
。
六
道
の
う
ち
、
地
獄
道
、
餓
鬼
道
、
阿
修
羅
道
、
天
道
の
四

道
は
人
間
の
想
像
の
産
物
だ
か
ら
現
実
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
畜
生
道

と
人
間
道
は
現
実
に
存
在
す
る
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
外
面
は
ど
ん

な
に
素
晴
ら
し
い
姿
を
し
て
い
て
も
、
内
部
は
山
ほ
ど
汚
い
も
の
を
包
み
込

ん
で
い
る
」（
源
信：

一
一
一
）
と
か
、「
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
ず
っ
と
苦
し

み
を
受
け
続
け
て
い
る
」（
源
信：

一
一
四
｜
一
一
五
）
と
か
、「
た
と
え
長
生

き
し
た
と
こ
ろ
で
最
後
に
は
死
ん
で
ゆ
く
」（
源
信：

一
一
八
）
と
い
う
人
間

の
姿
は
そ
の
通
り
だ
と
認
め
た
と
し
て
も
、
動
物
た
ち
を
「
お
互
い
に
傷
つ

け
、
殺
し
合
っ
て
い
る
の
で
す
。
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
場
合
も
、
少
し

も
心
が
休
ま
ず
、
一
日
じ
ゅ
う
怖
れ
を
抱
い
て
い
ま
す
。
…
…
い
つ
も
食
べ

る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
て
、
ほ
か
の
こ
と
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」（
源

信：

九
九
）
と
す
る
動
物
観
は
人
間
を
中
心
に
考
え
た
動
物
観
に
他
な
ら
な

い
。
私
は
こ
う
い
う
動
物
観
に
違
和
感
を
持
つ
。「
お
互
い
に
傷
つ
け
、
殺

し
合
っ
て
い
る
」
の
が
動
物
な
ら
ば
と
う
の
昔
に
絶
滅
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
確
か
に
、
仲
間
同
士
の
諍
い
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
殺
し
合
う
こ
と

は
な
い
。
好
ん
で
自
ら
絶
滅
の
道
を
選
択
す
る
の
は
自
然
の
掟
に
背
く
の
だ

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
動
物
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
一
人
、
人
間
だ
け

が
そ
う
す
る
例
外
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

確
か
に
、
動
物
が
動
物
を
食
う
と
い
う
現
象
は
あ
る
。
肉
食
動
物
が
草
食

動
物
を
食
う
。
そ
れ
は
、
肉
食
動
物
は
草
食
で
き
ず
草
食
動
物
を
食
う
以
外

に
生
き
る
道
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
自
然
の
掟
に
従
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
草

食
動
物
が
草
を
食
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
人
間
は
雑
食
動
物
だ
か
ら
草
食
だ
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け
で
な
く
肉
食
も
し
な
け
れ
ば
生
体
を
維
持
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
肉
食

を
禁
じ
る
仏
教
は
自
然
の
掟
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
仏
教
が
禁
じ

る
掟
を
扱
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
敢
え
て
私
見
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
肉

食
を
禁
じ
る
の
は
人
間
の
本
来
の
生
き
方
に
反
す
る
と
。
魚
や
鳥
や
哺
乳
動

物
を
食
う
こ
と
を
禁
じ
る
の
は
人
道
に
反
す
る
と
。

肉
食
動
物
が
草
食
動
物
を
襲
い
、
食
う
の
は
自
然
の
掟
で
あ
る
。
ま
た
、

肉
食
動
物
同
士
が
「
お
互
い
に
傷
つ
け
、
殺
し
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
例

は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
常
的
に
起
こ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
人
間
の
姿
を
投
影
し
た
偏
見
と
見
て
よ
い
。

飲
ん
だ
り
、
食
べ
た
り
す
る
場
合
も
、
少
し
も
心
が
休
ま
ず
、
一
日
じ

ゅ
う
怖
れ
を
抱
い
て
い
る
」
と
か
、「
い
つ
も
食
べ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て

い
て
、
ほ
か
の
こ
と
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
動
物
観
は
、
例
え

ば
庭
先
に
降
り
て
き
た
鳥
た
ち
の
、
絶
え
ず
警
戒
を
怠
ら
な
い
姿
を
見
て
い

る
と
そ
の
通
り
だ
と
思
う
が
、
人
間
と
同
じ
よ
う
な
思
考
能
力
を
も
た
な
い

鳥
た
ち
が
な
ぜ
心
を
休
め
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
何
も
考
え

ず
に
、
瞬
間
、
瞬
間
を
生
き
る
だ
け
で
立
派
に
生
き
て
い
る
と
私
は
思
う
。

彼
ら
に
人
間
と
同
じ
能
力
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
蔑
む
の
は
不
当
だ
ろ
う
。

動
物
に
は
動
物
の
生
き
方
が
あ
り
、
そ
れ
が
全
う
さ
れ
て
い
る
限
り
「
幸

福
」
だ
ろ
う
し
、
人
間
に
は
人
間
の
生
き
方
が
あ
り
、
そ
れ
が
全
う
さ
れ
て

い
る
限
り
「
幸
福
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
動
物
に
は
人
間
と
同
じ
生
き
方

が
出
来
な
い
し
、
人
間
に
も
動
物
と
同
じ
生
き
方
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
な
ま
じ
思
考
能
力
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
あ
れ
や
こ
れ
や
考

え
、
心
配
し
、
疑
心
暗
鬼
と
な
り
、
悩
ん
で
し
ま
う
人
間
の
ほ
う
が
不
幸
で

は
な
い
か
、
と
さ
え
思
う
。
も
ち
ろ
ん
思
考
能
力
が
あ
る
か
ら
文
化
（
広

義
）
や
文
明
を
構
築
で
き
た
の
だ
し
、（
一
見
し
た
と
こ
ろ
）
成
功
裏
に
生

き
延
び
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
思
考
能
力
は
「
利
器
」
と

し
て
働
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
思
考
能
力
が
あ
る
ば
か
り
に
悩
み

や
心
配
を
解
こ
う
と
（
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
は
）
天
国
や
地
獄
を

考
え
出
し
、
仏
教
は
六
道
や
涅
槃
を
考
え
な
け
れ
ば
、
生
き
て
い
け
な
い
と

い
う
事
態
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
教
が
教
え
る
来
世
観
に
忠
実
に
、
盲
目
的
に
従
う
ジ
ハ
ー
ド
な
ど
と
い
う

暴
力
行
為
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
、
人
間
が

思
考
能
力
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
不
幸
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ジ
ハ
ー

ド
が
自
他
に
対
す
る
暴
力
行
為
で
あ
り
、
愚
行
で
あ
る
こ
と
は
、
客
観
的
に

見
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
。

源
信
は
動
物
を
畜
生
と
呼
び
、
哀
れ
む
べ
き
生
き
物
と
見
な
し
た
。
確
か

に
、
生
命
史
上
、
絶
滅
し
た
動
物
も
い
る
し
、
絶
滅
に
瀕
し
て
い
る
動
物
も

い
る
。
し
か
し
彼
ら
を
絶
滅
さ
せ
た
り
、
絶
滅
の
危
機
に
追
い
や
っ
て
い
る

の
は
む
し
ろ
人
間
で
は
な
い
か
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
人
間
で
は
な
い
か
。
源

信
は
人
間
の
汚
れ
て
い
る
姿
、
苦
し
み
の
姿
、
そ
し
て
無
常
の
姿
を
示
し
た
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が
、
破
壊
す
る
姿
は
示
し
て
い
な
い
。
源
信
が
生
き
て
い
た
時
代
で
す
ら

人
々
は
破
壊
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
そ
の
後
も
あ
と
を
絶
た
な
い
。
今
日
の

人
類
の
所
業
を
見
る
に
つ
け
、
破
壊
の
主
で
あ
る
人
間
を
も
っ
と
強
く
明
示

し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
破
壊
は
自
業
自
得
の
行
為
で
あ
り
、
善
因
善
果
・

悪
因
悪
果
と
い
う
仏
教
の
教
え
か
ら
も
強
く
糾
弾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
。
自
然
破
壊
は
悪
因
で
あ
り
、
悪
果
で
あ
る
。

す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
源
信
ら
の
地
獄
思
想
が
多
く
の
日
本
人
を
、

良
か
れ
悪
し
か
れ
、
導
い
て
き
た
。
日
本
に
は
ジ
ハ
ー
ド
の
よ
う
な
思
想
は

な
い
が
、
ひ
た
す
ら
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
っ
て
日
々
を
過
ご
し
、
六
道

め
ぐ
り
を
恐
れ
て
日
々
を
過
ご
す
人
た
ち
を
た
く
さ
ん
生
ん
だ
。
国
民
の
誰

も
が
イ
ス
ラ
ム
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏

教
な
ど
の
い
ず
れ
か
を
も
つ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
天
国
行
き
を
願
い
、
地
獄

行
き
を
恐
れ
る
心
情
は
強
い
。
し
か
し
私
は
か
つ
て
、
そ
う
し
た
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
あ
っ
て
「
地
獄
と
聞
い
て
怖
が
る
人
が
い
る
。
あ
る
か
ど
う
か
判
ら

な
い
の
に
」（S

o
m
ey
a
2001

:
8

）
と
言
っ
た
あ
る
農
民
の
言
葉
を
聞
い
て
深

く
印
象
付
け
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
。
こ
の
人
は
、
ジ
ャ
ワ
の
伝
統
思
想
と
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
・
仏
教
的
思
想
や
イ
ス
ラ
ム
思
想
そ
し
て
近
代
西
洋
思
想
を
取
り

入
れ
た
ジ
ャ
ワ
心
学
（k

a
w
ru
h

６
）

jiw
a

）
の
信
奉
者
だ
っ
た
。
地
獄
を

「
あ
る
か
ど
う
か
判
ら
な
い
の
に
」
と
懐
疑
的
に
見
る
見
方
は
日
本
で
は
常

識
だ
ろ
う
が
、
イ
ス
ラ
ム
な
ど
の
既
成
宗
教
が
全
国
を
覆
っ
て
い
る
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
で
は
大
変
勇
気
の
い
る
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
は
彼
を
確
か

な
思
想
の
持
ち
主
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
今
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
彼
の

よ
う
な
精
神
が
必
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

結
論隠

さ
れ
た
基
壇
」
の
地
獄
や
天
界
の
絵
を
見
た
と
き
、
ま
た
、「
隠
さ
れ

た
基
壇
」
に
描
か
れ
た
民
衆
の
絵
か
ら
上
段
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
ア
ヴ
ァ
ダ
ー

ナ
、
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
、
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
に
至
る
絵
を
見
た
と
き
、
ま

た
、
欄
楯
の
上
に
鎮
座
す
る
諸
仏
や
円
壇
の
釈
迦
像
を
見
て
最
上
階
の
大
ス

ト
ゥ
ー
パ
を
見
た
と
き
、
そ
し
て
そ
れ
ら
全
体
を
総
合
的
に
見
た
と
き
、
私

た
ち
は
、
至
る
と
こ
ろ
に
「
環
流
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー

ル
は
環
流
思
想
を
と
り
ま
と
め
た
寺
院
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

付
記

本
論
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
二
九
日
に
行
わ
れ
た
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
の
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
在
地
文
書
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

（
代
表
・
宮
崎
恒
二
教
授
）
で
発
表
し
た
草
稿
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
宮
崎
恒
二
氏
、
青
山
享
氏
、
深
見
純
生
氏
、
風
間
純
子
氏
、

菅
原
由
美
氏
、W

illem
 
v
a
n d
er M

o
len

氏
ほ
か
参
加
さ
れ
た
諸
氏
に
厚
く
お
礼

を
申
し
上
げ
る
。
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注１
）

シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
と
同
時
代
の
古
マ
タ
ラ
ム
王
国
（
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
朝
）

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
染
谷
二
〇
一
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
最
近
、
ジ
ョ

グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
内
北
部
に
位
置
す
る
コ
タ
バ
ル
（K

o
ta B

a
ru

）
地
区
に
シ
ャ

イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
わ
れ
る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
情

報
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
コ
タ
バ
ル
地
区
は
チ
ョ
デ
川
の
東
側
の
小
高
い
丘
の
上

に
あ
り
、
植
民
地
時
代
は
放
送
局
や
オ
ラ
ン
ダ
人
支
配
者
が
住
む
高
級
住
宅
街
で

あ
っ
た
。

２
）

た
と
え
ば
、
千
原
、
服
部
、
生
田
、
伊
東
、
岩
本
、M

ik
sic

、D
u
m
a
rça

y

、

石
澤
な
ど
が
あ
る
。

３
）

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
染
谷
二
〇
一
一
ａ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

４
）

刻
字
の
詳
細
に
つ
い
て
は
染
谷
二
〇
一
一
の
五
一
｜
五
四
を
参
照
さ
れ
た
い
。

５
）

人
間
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
す
べ
て
に
お
い
て
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
詳
し
く
は
拙
稿
二
〇
〇
九
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
）

ジ
ャ
ワ
心
学
は
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ス
ル
タ
ン
ハ
ム
ン
ク
・
ブ
ォ
ノ
七
世

の
王
子
だ
っ
た
キ
・
ア
グ
ン
・
ス
リ
ョ
ム
ン
タ
ラ
ム
（K

i
 
A
g
en
g
 
S
u
r-

y
o
m
en
ta
ra
m

）
が
確
立
し
た
思
想
で
あ
る
。
彼
は
一
九
二
七
年
に
「
幸
福
学
要

講
」（ilm

u b
eja

）
を
著
わ
し
、
ジ
ャ
ワ
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

「
幸
福
学
要
講
」
は
後
に
「
心
学
」（k

a
w
ru
h jiw

a

）
と
名
が
改
め
ら
れ
た
。
彼

の
本
は
何
度
も
出
版
さ
れ
（
例
え
ば
、K

i
 
A
g
en
g
 
S
u
ry
o
m
en
ta
ra
m
,
F
a
l-

sa
fa
h H

id
u
p B

a
h
a
g
ia
,
G
ra
sin
d
o
,
2002

な
ど
）、
今
日
で
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
詳
し
く
は
染
谷
一
九
九
七
、
二
〇
〇
一
、

二
〇
〇
八
な
ら
び
に
マ
ル
バ
ン
グ
ン
・
ハ
ル
ジ
ョ
ウ
ィ
ロ
ゴ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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