
本
稿
で
は
、
信
仰
の
深
化
と
と
も
に
、
内
村
鑑
三
の
進
化
論
に
対
す
る
態
度

が
変
化
す
る
状
況
を
概
観
し
、
進
化
論
の
様
々
な
学
説
と
聖
書
を
、
彼
が
ど
の

よ
う
に
対
応
さ
せ
た
か
を
承
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。

内
村
鑑
三
（
畠
臼
ｌ
缶
ご
）
は
札
幌
農
学
校
に
お
い
て
、
水
産
学
を
学
び
卒

業
後
農
商
務
省
御
用
掛
農
務
局
水
産
課
勤
務
中
に
も
「
日
本
魚
類
目
録
」
を
作

成
す
る
と
同
時
に
、
大
日
本
水
産
会
草
創
期
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
。

明
治
以
降
、
近
代
科
学
の
代
表
と
し
て
人
々
に
流
布
し
た
進
化
論
に
対
し
て
、

生
物
学
者
と
し
て
の
内
村
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
村

は
札
幌
農
学
校
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
す
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
進
化

論
に
ふ
れ
た
。
内
村
自
身
「
読
書
余
録
」
に
於
い
て
当
時
を
回
想
し
、
「
科
学

熱
は
余
に
早
く
よ
り
起
こ
り
し
も
の
で
あ
っ
て
、
今
も
猶
ほ
残
る
者
で
あ
る
、

善
き
天
然
学
者
た
ら
ん
こ
と
は
余
の
幼
年
時
代
よ
り
の
野
心
で
あ
っ
た
…
．
：

科
学
書
の
中
に
永
久
に
余
を
感
化
し
た
者
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
ダ
ー
ウ
ィ
ン
著

『
種
の
起
源
』
で
あ
る
、
余
は
数
回
反
復
し
て
此
書
を
読
ん
だ
、
而
し
て
生
物

進
化
の
理
の
何
ん
で
あ
る
乎
を
知
っ
た
、
余
を
し
て
始
め
よ
り
基
督
信
者
で
あ

る
と
同
時
に
進
化
論
者
で
あ
ら
し
め
し
者
は
実
に
此
の
書
で
あ
る
、
此
害
に
由

て
余
の
思
想
の
傾
向
は
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
天
然
は
進
化
で
あ
る
、
故
に
万

内
村
鑑
三
と
進
化

論

物
は
悉
く
進
化
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
は
此
書
が
深
く
余
の
脳
中
に
刻
ゑ
た

る
真
理
で
あ
る
」
（
岩
一
六
’
五
一
○
）
と
語
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
攻
撃
す

る
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
進
化
論
を
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
同
時
に
受
容

し
た
事
は
、
彼
の
信
仰
そ
の
も
の
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
内
村
の
著
作
引
用
に
関
し
て
は
本
文
中
に
出
典
を
示
し
た
。
略
号

は
、
「
日
」
は
教
文
館
版
『
内
村
鑑
三
日
記
書
簡
全
集
』
一
九
六
四
年
を
示

し
、
「
岩
」
は
岩
波
版
『
内
村
鑑
三
全
集
』
一
九
八
一
年
を
さ
す
。
ま
た
単
行

本
を
除
く
内
村
鑑
三
の
著
作
の
出
典
は
断
り
の
な
い
限
り
『
聖
書
之
研
究
』
で

あ
る
。
『
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
』
（
以
下
『
余
は
如
何
に

し
て
』
と
略
す
）
は
鈴
木
俊
郎
訳
の
岩
波
文
庫
版
、
一
九
五
八
年
を
用
い
た
。

内
村
鑑
三
の
進
化
論
に
対
す
る
基
本
的
態
度
は
、
「
有
神
論
的
進
化
論
」
で

あ
る
。
彼
は
「
進
化
論
に
二
種
あ
る
、
無
神
論
的
進
化
説
と
有
神
論
的
進
化
説

と
で
あ
る
。
天
地
萬
物
は
惟
り
自
か
ら
進
化
し
て
行
く
と
云
ふ
の
が
前
者
で
あ

っ
て
、
神
は
進
化
の
順
序
法
則
に
従
ひ
て
萬
物
を
造
り
完
成
し
給
ふ
と
唱
ふ
る

の
が
後
者
で
あ
る
。
故
に
進
化
説
は
絶
対
的
に
無
神
論
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
間

藤
田

一
一
一
一
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違
い
で
あ
る
、
神
の
御
存
在
と
御
活
動
を
堅
く
信
ず
る
立
場
に
立
ち
て
進
化
説

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
岩
二
八
’
四
二
七
）
と
、
神
と
進
化
の
関
係
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

有
神
論
的
進
化
論
と
い
っ
て
も
、
生
物
学
的
な
進
化
論
を
積
極
的
に
肯
定
し

て
い
る
点
が
、
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
者
と
異
な
る
。
同
志
社
系
の
キ
リ
ス
ト
者

の
進
化
論
へ
の
対
応
と
比
較
す
る
と
、
彼
ら
が
『
六
合
雑
誌
』
『
七
一
雑
報
』

等
に
発
表
し
た
意
見
は
、
宣
教
師
の
影
響
下
に
あ
っ
て
構
築
さ
れ
た
弁
神
論
的

傾
向
を
強
く
有
す
る
の
に
対
し
て
、
内
村
は
同
じ
有
神
論
の
立
場
に
は
立
っ
て

い
る
が
、
宣
教
師
の
助
け
を
受
け
ず
、
よ
り
生
物
学
の
成
果
を
積
極
的
に
受
け

入
れ
、
科
学
の
扱
う
べ
き
問
題
は
科
学
で
、
信
仰
の
問
題
は
聖
書
で
と
い
う
基

（
１
１
）

本
的
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
。

「
基
督
教
と
進
化
」
に
お
い
て
、
内
村
は
「
今
の
世
に
在
て
、
進
化
の
辞
ほ

ど
多
く
濫
用
さ
る
る
も
の
は
な
い
、
す
べ
て
の
進
歩
は
進
化
と
見
倣
さ
れ
、
真

理
の
剛
明
ま
で
が
其
進
化
で
あ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
、
進
化
の
辞
た
る
元
々

宗
教
や
社
会
学
に
於
て
始
っ
た
者
で
は
な
い
、
生
物
学
に
於
て
始
っ
た
者
で
あ

る
」
（
岩
云
’
四
三
九
）
と
、
生
物
学
的
進
化
論
と
社
会
科
学
的
進
化
論
を
区
別

せ
ず
に
、
安
易
に
進
化
論
が
人
々
に
絶
対
の
真
理
の
ご
と
く
口
に
さ
れ
る
こ
と

を
戒
め
て
い
る
。

そ
の
内
村
自
身
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
に
よ
っ
て
「
余
は
始
め

よ
り
進
化
論
は
基
督
教
の
敵
で
な
い
こ
と
を
認
め
た
、
否
な
、
基
督
教
は
寧
ろ

此
学
理
に
準
じ
て
解
釈
せ
ら
る
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
知
覚
し
た
、
故
に
余
の

オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
主
義
は
始
め
よ
り
異
端
の
傾
向
を
帯
び
て
居
っ
た
、
余
は
始

め
よ
り
宣
教
師
の
基
督
に
服
従
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」
（
岩
ニ
ハ
ー
五
三
）

（
「
読
書
余
録
」
）
と
大
胆
に
自
ら
の
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
こ
の
態
度
で

は
、
自
ら
が
戒
め
て
い
た
点
を
忘
れ
、
進
化
論
を
生
物
以
外
の
対
象
を
考
察
す

る
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
村
自
身
の
進
化
論
に

対
す
る
態
度
も
現
在
の
生
物
学
的
水
準
か
ら
見
れ
ば
、
非
科
学
的
で
あ
り
問
題

が
多
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
科
学
者
内
村
の
限
界
が
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
だ
が
、
当
時
の
科
学
者
の
内
に
も
進
化
論
を
文
明
論
と
結
び
付
け

て
考
え
な
か
っ
た
者
は
希
有
で
あ
り
、
内
村
が
進
化
論
の
原
典
と
し
て
考
え
て

い
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
も
そ
の
傾
向
は
あ
っ
た
。
内
村
の
発
想
も
時
代
的
な
状
況

を
考
慮
す
れ
ば
非
難
す
る
こ
と
は
酷
で
あ
ろ
う
。

内
村
の
進
化
論
に
対
す
る
態
度
は
「
有
神
論
的
進
化
論
」
と
い
う
基
本
的
基

調
は
一
貫
し
て
い
る
が
、
科
学
と
信
仰
の
関
係
は
常
に
平
衡
を
保
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
一
例
を
示
せ
ば
、
進
化
論
の
重
要
な
原
理
で
あ
る
自
然
淘

汰
の
原
理
に
つ
い
て
、
内
村
は
主
著
の
『
求
安
録
』
の
「
忘
罪
術
そ
の
二

利
欲
主
義
函
①
号
昌
の
且
初
版
（
一
八
九
三
年
）
に
お
い
て
「
生
存
競
争
の
理

は
生
物
発
達
の
解
明
と
し
て
最
も
満
足
な
る
も
の
な
り
。
」
（
岩
二
’
一
七
四
）
と

述
べ
て
い
た
が
、
『
内
村
全
集
第
壹
巻
』
（
警
醒
社
、
二
○
六
頁
）
発
刊
時

（
一
九
一
九
年
）
の
改
稿
で
生
存
競
争
に
対
す
る
記
述
を
「
少
な
か
ら
ぬ
値
を

有
す
」
と
改
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
彼
の
進
化
論
に
対
す
る
態

度
は
生
物
学
上
の
新
た
な
る
学
説
や
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
等
の
哲
学
者
の
登
場
、
そ

し
て
な
に
よ
り
内
村
自
身
の
信
仰
の
深
化
に
よ
っ
て
変
化
が
見
い
だ
せ
る
。

入
信
か
ら
渡
米
（
一
八
七
七
’
一
八
八
六
）
ま
で
の
時
期
、
内
村
が
公
に
発

表
し
た
著
作
の
中
で
進
化
論
に
ふ
れ
た
も
の
は
一
八
八
三
年
の
「
空
の
烏
と
野

の
百
合
花
」
（
岩
一
’
三
九
五
）
（
『
六
合
雑
誌
』
）
で
『
種
の
起
源
』
を
評
価
し
、

キ
リ
ス
ト
教
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
程
度
な
の
で
、
彼
の
回
想
・

書
簡
等
か
ら
考
察
し
て
承
よ
う
。
内
村
は
、
「
読
書
所
感
」
に
お
い
て
、
自
ら

一
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の
読
書
の
傾
向
の
経
歴
が
、
天
然
学
、
歴
史
、
文
学
、
宗
教
研
究
、
聖
書
研
究
、

聖
書
と
移
っ
て
い
っ
た
経
過
を
述
べ
る
中
で
「
余
は
宗
教
研
究
に
移
っ
た
、

余
は
哲
学
と
神
学
と
を
避
け
な
か
っ
た
、
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
の
進
化
論
を
以
て
基
督

教
を
説
明
し
見
ば
や
と
欲
ふ
た
」
（
岩
二
○
’
三
○
）
と
当
時
を
回
想
し
て
い
る
。

ま
た
一
八
八
二
年
一
月
、
友
人
宮
部
金
吾
に
宛
て
た
書
簡
で
は
「
僕
は
今
進
化

論
に
熱
中
し
て
い
る
、
経
済
が
許
せ
ば
た
く
さ
ん
本
を
買
い
た
い
。
も
し
宮
部

君
が
そ
の
『
人
間
の
由
来
』
と
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
』
と
を
安
い
値
段
で
ゆ
ず

っ
て
く
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
実
に
あ
り
が
た
い
。
宮
部
よ
、
も
し
進
化
論
に

関
す
る
安
い
本
を
書
店
で
見
つ
け
た
ら
、
ド
ー
か
僕
の
た
め
に
買
っ
て
お
い
て

く
れ
た
ま
え
。
僕
は
聖
書
は
進
化
論
で
麗
し
く
説
明
で
き
る
と
思
う
。
願
わ
く

は
僕
が
、
進
化
論
は
無
神
的
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
計
画
は
永
遠
に
ま
で
ひ

ろ
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
変
わ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
全
能
の
神
の
一
大

論
題
た
る
こ
と
を
証
明
し
得
ん
こ
と
を
」
（
日
五
’
三
○
と
彼
の
当
時
の
夢
を

率
直
に
語
っ
て
い
る
。

聖
書
を
進
化
論
で
説
明
し
た
い
と
い
う
内
村
の
願
望
が
最
も
直
接
的
に
語
ら

れ
て
い
る
の
は
、
渡
米
中
、
医
学
を
志
す
か
、
ア
マ
ス
ト
大
学
に
行
く
か
で
悩

ん
で
い
た
際
に
彼
の
同
郷
の
先
輩
、
新
島
襄
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
内
村
は

「
聖
書
は
、
聖
三
位
一
体
と
は
別
の
三
位
一
体
人
と
、
天
然
と
、
聖
書
自
体

と
の
三
位
一
体
を
具
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
小
生
の
志

望
は
、
神
が
人
を
造
り
た
も
う
道
は
、
宇
宙
を
造
り
た
も
う
そ
れ
と
同
じ
で
あ

る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
す
。
人
の
精
神
的
発
達
は
そ
の
身
体
的
発
達
に
一

致
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
ア
メ
ー
バ
か
ら
人
間
に
至
る
動
物
の
発
達
に
一
致
し
、

そ
れ
は
ま
た
、
混
屯
状
態
か
ら
現
在
の
美
観
に
至
る
地
球
の
発
達
に
一
致
し
、

そ
れ
は
ま
た
、
原
始
の
星
雲
状
態
か
ら
星
辰
体
系
に
至
る
発
達
に
一
致
し
ま

す
。
同
様
に
し
て
、
宇
宙
の
自
然
史
と
人
間
の
精
神
史
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
世
界
の
進
歩
の
跡
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
わ
れ
ら
の
社
会

の
未
来
を
少
し
く
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
小
生
は
考
え
ま
す
。
・
・
・
…
大

そ
れ
た
野
心
だ
、
日
本
の
若
い
科
学
者
に
は
荷
が
重
す
ぎ
る
、
と
先
生
は
言
わ

れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
、
し
か
し
新
島
先
生
、
小
生
は
自
分
の
根
拠
に
つ
い
て

確
か
な
確
信
を
持
っ
て
い
ま
す
。
（
あ
あ
！
小
生
は
先
生
に
自
分
の
夢
を
語
っ

て
い
る
の
で
す
。
）
」
（
日
五
’
一
六
七
）
と
述
べ
て
い
る
。
内
村
の
発
想
の
中
に
科

学
者
と
し
て
、
生
物
科
学
的
進
化
論
に
よ
る
聖
書
の
記
述
の
解
釈
を
目
標
と
す

る
意
向
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
生
物
学
的
世
界
を
敷
術
し
て
宇
宙
論
に
ま
で

至
る
「
大
そ
れ
た
野
心
シ
四
画
目
四
日
三
ｓ
ロ
」
が
こ
の
当
時
よ
り
彼
の
心
に

宿
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

こ
の
時
期
の
姿
勢
を
彼
の
入
信
過
程
に
照
合
す
る
と
、
『
余
は
如
何
に
し

て
』
で
展
開
し
て
い
た
八
百
万
の
神
々
を
信
じ
る
矛
盾
に
満
ち
た
宗
教
的
生
活

に
思
い
悩
む
少
年
時
代
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
す
る
事
に
よ
り
脱
し
、
「
唯

一
神
教
は
余
を
新
し
い
人
と
し
た
。
余
は
豆
と
卵
（
た
ち
も
の
）
を
再
開
し

た
。
余
は
基
督
教
の
全
体
を
悟
っ
た
と
考
え
た
、
そ
れ
ほ
ど
に
一
つ
の
神
と
い

う
観
念
は
感
激
的
で
あ
っ
た
。
新
し
い
信
仰
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
新
し
い
霊

的
自
由
は
、
余
の
心
と
体
に
健
全
な
感
化
を
与
え
た
：
．
：
・
余
は
山
野
を
駁
し
よ

う
し
、
谷
の
百
合
、
空
の
烏
を
観
察
し
、
天
然
を
通
し
て
天
然
の
神
と
交
わ
ら

ん
こ
と
を
も
と
め
た
。
」
（
二
六
頁
）
と
い
う
態
度
か
ら
、
さ
ら
に
一
歩
進
象
進
化

論
に
よ
り
科
学
的
に
聖
書
を
分
析
し
、
自
己
の
内
に
神
と
天
然
の
関
係
を
説
明

し
得
る
新
た
な
る
世
界
観
（
宇
宙
観
）
を
構
築
す
る
こ
と
へ
と
発
展
し
て
い
っ

た
と
言
え
よ
う
。

一
一
一
一
一
一



内
村
は
『
余
は
如
何
に
し
て
』
（
一
五
三
頁
）
に
お
い
て
、
ア
マ
ス
ト
大
学
に

赴
く
理
由
を
、
シ
ー
リ
ー
一
人
に
会
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
内
村
が

渡
米
前
シ
ー
リ
ー
の
著
作
か
ら
想
像
し
て
い
た
シ
ー
リ
ー
ヘ
の
興
味
は
、
彼
の

敬
虐
と
共
に
そ
の
学
識
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
内
村
は
シ
ー
リ
ー
の
学
問

的
関
心
が
進
化
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
存
と
い
う
こ
と
に
占
め
ら
れ
て
お
り
、
彼

か
ら
そ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
新
島
襄
に
語
っ
た
彼
の
神
学
（
大

そ
れ
た
野
心
）
を
完
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
内
村

の
予
想
に
反
し
て
、
は
じ
め
て
面
会
し
た
時
か
ら
徐
々
に
で
は
あ
る
が
確
実
に

彼
を
贈
罪
信
仰
へ
と
導
き
内
心
の
真
空
を
埋
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

『
余
は
如
何
に
し
て
』
に
あ
る
ご
と
く
、
内
村
は
入
信
す
る
際
に
も
強
制
さ

れ
自
分
の
意
志
に
反
し
て
「
イ
エ
ス
を
信
ず
る
者
の
契
約
」
に
署
名
を
し
た
の

だ
が
、
シ
ー
リ
ー
と
の
出
会
い
も
、
夢
の
解
決
を
め
ざ
し
て
入
学
し
た
ア
マ
ス

ト
大
学
で
、
シ
ー
リ
ー
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
、
予
想
に
反
し
て
贈
罪
信
仰
に
導

か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
は
、
一
八
八
六
年
二
月
三
日
ア
マ
ス
ト
よ
り
宮
部
金
吾
に
宛
て
た

書
簡
お
い
て
「
聖
書
と
生
物
学
と
を
調
和
さ
せ
る
夢
な
ぞ
は
僕
の
心
か
ら
消
え

て
し
ま
っ
た
。
人
の
霊
魂
の
回
心
と
い
う
事
実
は
『
原
生
体
』
な
ど
と
結
び
付

け
て
取
り
扱
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
厳
粛
で
あ
る
。
僕
は
、
進
化
論
に
よ
っ
て

キ
リ
ス
ト
教
を
証
明
し
よ
う
、
と
の
過
ぎ
し
日
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
空
想
を
僕

の
心
か
ら
取
り
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
事
業
は
、
肉
体
と
精
神

の
一
切
の
物
と
を
、
完
全
に
そ
の
た
め
に
さ
さ
げ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
」

（
日
五
’
一
九
三
）
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
内
村
は
生
物
学
に
よ
り
聖
書
を
説
明

一
一

す
る
こ
と
を
人
生
の
目
標
に
す
え
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
直
接
キ
リ
ス
ト
教
事
業

に
参
加
す
る
こ
と
に
帰
国
後
の
目
標
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

内
村
の
進
化
論
に
対
す
る
態
度
の
変
化
に
は
、
彼
を
導
い
た
シ
ー
リ
ー
の

進
化
論
に
対
す
る
態
度
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
充
分
想
像
で
き
る
。
大
山
綱

夫
氏
に
よ
れ
ば
内
村
が
学
ん
だ
当
時
の
ア
マ
ス
ト
大
学
の
学
長
シ
ー
リ
ー
は

「
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
新
世
界
百
科
辞
典
』
で
ユ
ー
マ
ン
ス
合
．
ｒ
国
○
厘
日
“
国
の
）

の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
解
説
に
対
し
て
批
判
的
解
説
を
書
き
、
さ
ら
に
一
八
七
九

年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
イ
ン
デ
ィ
・
ヘ
ン
デ
ン
ト
紙
上
及
び
オ
プ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー
紙

上
で
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
批
判
を
続
け
、
根
拠
の
な
い
推
測
を
科
学
的
真
理
と
し

て
教
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
と
述
べ
、
ア
マ
ー
ス
ト
・
カ
レ
ッ
ヂ
で
ダ
ー
ゥ
ィ

ン
進
化
論
が
教
え
ら
れ
て
い
な
い
と
公
表
し
た
」
（
「
シ
ー
リ
ー
の
ア
マ
ス
ト
・

カ
レ
ッ
ジ
と
内
村
鑑
三
」
『
内
村
鑑
三
研
究
』
八
号
三
五
頁
）
と
い
う
ダ
ー
ゥ

ィ
ン
等
に
よ
る
進
化
論
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
態
度
を
示
し
て
い
た
。
シ
ー

リ
ー
が
な
ぜ
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
否
定
し
て
い
る
か
は
《
《
Ｐ
Ｃ
昼
の
日
旦

昏
①
ロ
①
ぐ
２
８
日
の
昌
国
弓
○
岳
①
ｍ
厨
汽
扇
麗
）
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

シ
ー
リ
ー
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
批
判
を
要
約
す
る
と
、
種
の
起
源
と
生
命
の
始
源
は

三
千
年
前
か
ら
人
類
に
興
味
あ
る
問
題
だ
が
、
非
常
に
難
解
で
あ
り
鋭
敏
さ
と

豊
か
な
包
容
力
を
兼
ね
備
え
た
視
野
が
必
要
だ
と
前
置
き
し
、
以
下
、
種
の
変

移
（
弓
３
国
の
日
昌
昌
○
口
）
が
い
ま
だ
観
察
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
地
質
学
的
資

料
が
種
の
変
移
証
拠
と
な
ら
な
い
こ
と
。
地
質
学
的
観
点
か
ら
み
て
ダ
ー
ゥ
ィ

ン
の
自
然
淘
汰
説
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
等
、
当
時
の
科
学
水
準
で
ダ
ー
ゥ
ィ
ン

の
進
化
論
と
矛
盾
す
る
点
を
述
べ
、
最
後
に
生
物
学
を
離
れ
、
人
間
の
文
明
が

自
ら
進
化
前
進
し
て
き
た
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
説
に
対
し
て
、
人
類
の
歴
史

上
人
間
性
に
は
自
ら
を
改
善
し
て
完
成
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
例
は
一
つ
も
な

一

一

一
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く
、
発
展
し
た
時
に
は
、
人
類
の
背
後
に
あ
る
も
う
一
つ
の
存
在
（
神
）
の
灯

に
よ
る
と
述
べ
生
物
学
的
進
化
論
も
、
神
を
除
く
進
歩
史
的
な
歴
史
観
も
同
時

に
否
定
し
て
い
る
。
（
『
内
村
鑑
三
研
究
』
二
号
翻
訳
「
進
化
仮
説
に
対

す
る
一
批
判
」
大
西
直
樹
訳
）

内
村
は
シ
ー
リ
ー
の
進
化
論
に
対
す
る
態
度
に
納
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

内
村
は
吾
マ
ン
チ
ッ
ク
な
空
想
」
は
捨
て
去
っ
た
が
、
彼
の
な
か
に
は
依
然

と
し
て
、
「
僕
は
人
の
霊
魂
の
救
い
に
貢
献
せ
ぬ
知
識
は
、
貴
重
な
知
識
だ
と

は
思
わ
な
い
。
す
べ
て
の
真
理
は
神
の
真
理
で
あ
る
か
ら
、
死
ん
だ
石
さ
え
神

の
愛
と
善
と
を
証
明
し
得
る
と
信
ず
る
。
僕
は
夢
の
よ
う
な
、
精
神
的
な
聖
書

解
釈
法
を
き
ら
う
。
し
か
し
植
物
学
で
あ
れ
、
動
物
学
で
あ
れ
、
そ
の
他
何
で

あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
も
っ
て
す
る
聖
書
の
解
明
を
僕
は
あ
こ
が
れ
求
め
て

い
る
」
（
日
五
’
一
九
七
）
（
宮
部
金
吾
宛
て
書
簡
一
八
八
七
年
二
月
）
と
い
う

面
が
残
り
続
け
て
い
る
。
新
島
襄
に
語
っ
た
聖
三
位
一
体
と
は
別
の
三
位
一
体

（
人
・
天
然
・
聖
書
）
を
安
易
に
語
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
「
天
然
と
歴
史
と
聖

書
と
が
、
人
類
に
与
え
ら
れ
た
三
脚
た
る
」
（
日
五
’
一
九
こ
こ
と
に
関
心
を
持

ち
続
け
ア
マ
ス
ト
大
学
の
中
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
仮
説
と
し
て
受
け
入

れ
て
い
た
エ
マ
ソ
ン
の
地
質
学
を
興
味
を
持
っ
て
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
『
余
は

如
何
に
し
て
』
に
お
い
て
内
村
は
「
余
は
け
っ
し
て
こ
の
教
授
に
如
何
に
し
て

創
世
記
と
地
質
学
と
を
調
和
せ
し
め
た
の
か
を
質
問
し
な
か
っ
た
」
（
一
五
七
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
内
村
の
興
味
が
依
然
と
し
て
、
こ
の
問
題
か
ら
離
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

一
一
一

帰
国
後
の
内
村
の
進
化
論
に
対
す
る
発
言
は
、
彼
の
最
晩
年
の
回
想
「
信
仰

復
興
の
き
ざ
し
」
に
あ
る
ご
と
く
進
化
説
が
連
戦
連
勝
の
時
代
に
聖
書
的
信
仰

を
守
る
た
め
に
、
『
六
合
雑
誌
』
等
に
お
い
て
、
「
天
然
科
学
に
拠
っ
て
私
の
基

督
教
信
仰
を
守
る
」
（
岩
一
三
Ｔ
三
○
五
）
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
理
想
的
伝
道
師
」
に
お
い
て
も
、
彼
は
「
生
物
学
に
暗
き
伝
道
師
に
し
て
如
何

程
ダ
ル
ウ
ヰ
ン
の
変
還
論
に
反
対
す
る
も
世
人
は
其
議
論
に
服
せ
ざ
る
な
り
」

（
岩
一
’
三
全
○
と
、
生
物
学
的
知
識
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

内
村
は
進
化
論
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
、
具
体
的
に
は
『
宗
教
座
談
』

（
岩
八
’
一
五
六
）
等
で
展
開
し
て
い
る
。
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
ダ
ー
ゥ
ィ
ン
等

の
生
物
学
者
も
敬
虚
な
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
で
あ
り
、
信
仰
を
科
学
の
上
に
置
く

こ
と
に
よ
り
、
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
両
立
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
科
学
の

問
題
は
科
学
で
解
き
、
信
仰
の
問
題
と
は
別
問
題
で
あ
り
、
そ
の
面
で
、
聖
書

の
記
述
と
科
学
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
主
張
が
中
心
で
あ
っ
た
。

彼
が
積
極
的
に
進
化
論
を
評
価
す
る
場
合
は
、
リ
バ
イ
バ
ル
（
信
仰
復
興
運

動
）
に
よ
る
熱
狂
的
な
入
信
を
否
定
す
る
原
理
と
し
て
、
『
求
安
録
』
（
岩
二
’

一
五
一
）
「
余
は
如
何
に
し
て
』
（
九
九
頁
）
等
で
示
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論

が
急
変
説
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
時
や
、
非
戦
論
の
正
当
性
を

裏
付
け
る
た
め
に
「
も
し
進
化
の
理
が
今
日
直
に
無
に
帰
す
な
ら
い
ざ
知
ら

ず
、
宇
宙
と
人
類
が
其
今
日
ま
で
取
り
来
た
り
し
経
路
に
由
て
進
ゑ
ま
す
な
ら

ば
戦
争
は
終
に
必
ず
廃
ま
り
ま
す
」
（
「
非
戦
論
の
原
理
」
）
（
岩
二
↑
二
七
）
と

述
べ
る
時
な
ど
、
自
説
を
説
明
す
る
根
拠
と
し
て
進
化
論
を
強
引
に
用
い
る
時

で
あ
っ
た
。

帰
国
後
の
内
村
と
進
化
論
の
関
係
の
推
移
を
考
え
る
に
は
、
ダ
ー
ゥ
ィ
ン
に

対
し
て
内
村
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
が
有
効
で
あ

ろ
う
。
帰
国
後
、
内
村
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
、
特
に
自
然
淘
汰
説
に
関
し

五



て
、
「
生
存
競
争
の
理
は
生
物
発
達
の
解
明
と
し
て
最
も
満
足
な
る
も
の
な

り
」
（
前
掲
『
求
安
録
』
）
と
い
う
高
い
信
頼
を
よ
せ
て
い
た
。
ま
た
、
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
『
人
類
の
起
源
』
に
示
さ
れ
た
、
人
類
が
下
等
な
生
物
か
ら
進
化

し
、
知
能
や
道
徳
も
人
類
の
歴
史
に
従
っ
て
進
歩
し
て
行
く
と
い
う
発
想
も
、

積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
。
当
然
な
が
ら
、
科
学
の
成
果
を
受
容
す
れ
ば
す

る
程
、
内
村
は
聖
書
の
記
述
と
進
化
論
の
間
に
あ
っ
て
、
苦
悩
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
表
面
上
は
『
求
安
録
』
等
で
、
生
存
競
争
の
理
が
生
物
発
達
に

関
し
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
社
会
現
象
に
つ
い
て
、
ス
。
ヘ
ン
サ
ー
が
主
張
し
た

生
存
競
争
の
原
理
だ
け
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
贈
罪
信
仰
に
よ

っ
て
の
み
人
は
平
安
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
内
村
は
一
八
九
二
年
一
月
の
”
ヘ
ル
宛
書
簡
に
お
い
て
、
本
郷
教
会

で
、
英
語
パ
イ
プ
ル
ク
ラ
ス
を
担
当
し
創
世
記
を
講
じ
る
こ
と
を
伝
え
る
な
か

で
、
「
創
世
記
は
恐
ら
く
私
が
聖
書
の
ど
の
書
よ
り
も
遙
か
に
多
く
研
究
し
、

思
索
し
た
本
で
す
．
．
：
：
創
世
記
の
初
め
の
三
章
（
９
９
扇
邑
に
関
し
て
は
、

私
自
身
あ
ら
ゆ
る
恐
る
べ
き
懐
疑
を
経
験
し
て
来
ま
し
た
が
、
感
謝
す
べ
き
こ

と
は
、
自
分
が
い
だ
い
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
疑
問
に
は
一
度
も
出
会
い
ま
せ

ん
」
（
日
五
’
三
三
○
と
科
学
と
聖
書
の
記
述
の
間
で
苦
悩
し
た
心
の
内
を
吐
露

し
て
い
る
。

内
村
が
一
九
○
○
年
『
聖
書
之
研
究
』
を
創
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
書
い
た

「
本
誌
の
性
質
」
で
、
彼
は
「
聖
書
は
過
去
の
記
録
な
れ
ど
も
実
は
今
日
の
書

な
り
、
死
せ
る
書
の
如
く
に
見
ゆ
れ
ど
も
実
は
最
も
活
け
る
書
な
り
、
是
れ
に

歴
史
あ
り
、
然
れ
ど
も
是
れ
過
去
の
出
来
事
を
伝
へ
ん
が
為
め
に
あ
ら
ず
し

て
、
人
類
の
進
歩
歴
史
に
於
け
る
神
の
直
接
の
行
為
を
示
さ
ん
が
為
な
り
、
是

れ
に
科
学
あ
り
、
然
れ
ど
も
是
れ
ネ
チ
ュ
ア
の
配
列
進
化
を
教
へ
ん
為
め
に
非

ず
し
て
、
天
と
地
と
其
中
に
存
す
る
総
て
の
も
の
に
現
は
れ
た
る
神
の
聖
旨
を

伝
へ
ん
が
為
な
り
。
：
：
．
聖
書
を
識
る
は
歴
史
と
天
然
と
文
学
と
の
泉
源
に
達

す
る
事
な
り
。
」
（
岩
八
’
二
八
六
）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
『
聖
書
之
研

究
』
は
、
心
に
暖
め
続
け
て
き
た
「
人
と
、
天
然
と
、
聖
書
自
体
と
の
三
位
一

体
」
（
前
掲
、
新
島
宛
書
簡
）
の
関
係
を
、
聖
書
を
中
心
に
据
え
本
格
的
に
日

本
人
に
向
か
っ
て
語
り
始
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

内
村
は
『
聖
書
之
研
究
』
創
刊
と
同
時
に
創
世
記
の
註
解
を
開
始
し
二
年
に

わ
た
っ
て
詳
細
に
一
章
か
ら
八
章
を
人
々
に
説
い
た
。
後
に
『
洪
水
以
前
記
』

と
し
て
単
行
本
に
ま
と
め
た
彼
の
自
信
作
で
あ
る
。
彼
が
、
聖
書
研
究
の
事
業

の
第
一
番
目
に
「
創
世
記
」
を
取
り
あ
げ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

内
村
は
進
化
論
と
聖
書
の
関
係
を
、
例
え
ば
「
創
世
記
」
の
二
章
一
五
節
以
下

の
女
性
の
創
造
を
注
解
す
る
な
か
で
「
雌
雄
両
性
の
分
化
ａ
胃
国
の
昌
国
昌
○
邑

呉
の
①
×
①
の
）
は
生
物
学
上
の
大
問
題
な
り
…
：
・
両
性
の
全
く
分
離
す
る
は
之
を

比
較
的
上
等
動
物
に
於
て
見
る
を
得
く
し
、
故
に
若
し
進
化
論
の
提
議
に
し
て

誤
り
な
く
ぱ
（
而
し
て
余
輩
は
其
大
躰
に
於
て
之
に
賛
す
）
人
類
に
於
け
る
男

女
の
分
化
は
そ
の
創
造
以
前
に
於
て
成
就
さ
れ
し
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

（
岩
八
’
三
七
○
）
と
、
生
物
学
的
視
点
か
ら
聖
書
の
記
述
に
関
し
て
否
定
的
見
解

を
述
べ
て
い
る
。
シ
ー
リ
ー
を
含
め
て
弁
神
論
的
に
聖
書
と
進
化
の
関
係
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
キ
リ
ス
ト
者
の
多
く
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が

あ
く
ま
で
も
仮
説
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
内
村
は
生
物

学
的
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
受
け
入
れ
、
聖
書
は
人
間
を
救
い
に
導
く
た

め
に
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
聖
書
の
言
葉

（
２
）

を
受
け
と
め
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

内
村
は
生
物
学
上
の
認
識
と
信
仰
の
問
題
を
明
確
に
区
別
す
べ
き
こ
と
を
主

一
一
一
一
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張
す
る
。
し
か
し
、
内
村
は
神
が
天
地
を
創
造
し
た
後
も
神
の
摂
理
は
は
た
ら

き
続
け
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
よ
っ
て
、
自
然
淘
汰
も
当
然
神
の
摂
理
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
種
個
体
群
の
中
に
環
境
の
影
響
を
う
け
て
優
劣
の
個
体
差
が

で
き
、
そ
の
う
ち
で
優
れ
た
も
の
だ
け
が
生
き
残
る
と
い
う
自
然
淘
汰
に
、
い

か
な
る
神
の
摂
理
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
自
然
淘
汰
を
科
学
的
に
受
容
し

た
内
村
に
と
り
、
大
き
な
問
い
と
な
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え

ば
、
彼
の
信
仰
の
深
化
と
共
に
、
自
然
淘
汰
説
は
徐
々
に
多
く
の
学
説
の
う
ち

の
一
つ
と
い
う
態
度
へ
と
転
換
し
て
ゆ
き
彼
の
精
神
の
調
和
が
は
か
ら
れ
て
い

く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
道
は
け
っ
し
て
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
言

葉
に
よ
っ
て
そ
の
変
化
の
跡
を
辿
る
と
、
一
九
○
九
年
四
月
「
信
仰
の
自
然
淘

汰
」
で
は
「
自
然
淘
汰
は
天
然
の
法
則
な
り
、
天
然
の
法
則
な
る
が
故
に
亦
神

の
法
則
な
り
、
神
は
此
法
則
に
循
ひ
て
万
物
を
完
成
し
給
へ
り
、
彼
は
叉
此
法

則
に
循
ひ
て
信
徒
を
完
成
し
給
は
ざ
ら
ん
耶
、
弱
き
者
は
滅
び
強
き
者
は
残

る
、
言
ふ
を
休
め
よ
、
是
れ
無
慈
悲
な
る
法
則
に
し
て
キ
リ
ス
ト
の
法
則
に
非

ず
と
、
キ
リ
ス
ト
御
自
身
は
言
ひ
給
へ
り
、
そ
れ
有
て
る
者
は
与
へ
ら
れ
て
尚
ほ

余
り
あ
り
、
有
た
ぬ
者
は
そ
の
有
て
る
物
を
も
奪
わ
る
些
也
」
恩
一
六
’
二
七
七
）

と
、
コ
タ
イ
伝
」
一
三
章
十
二
節
を
引
用
し
、
自
然
淘
汰
は
神
の
摂
理
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
、
同
年
七
月
に
は
今
度
は
全
く
正
反
対
に
「
キ
リ
ス
ト
は
如

何
な
る
意
味
に
於
て
万
物
の
造
主
な
る
乎
」
に
お
い
て
「
『
宇
宙
は
犠
牲
に
由

り
て
成
る
』
（
黙
示
録
一
三
’
八
）
と
の
こ
と
で
あ
る
、
即
ち
所
謂
天
然
の
法

則
な
る
も
の
は
暴
力
で
も
な
く
圧
制
で
も
な
く
、
其
原
理
は
小
羊
即
ち
犠
牲
で

あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
、
。
：
…
宇
宙
を
盲
力
の
衝
突
と
見
る
の
は
大
な
る
誤
謬

で
あ
る
、
良
く
之
を
解
す
れ
ば
宇
宙
其
物
が
大
福
音
で
あ
る
、
天
然
は
腕
力
で

福
音
の
承
が
恩
恵
を
示
す
者
で
あ
る
と
云
ふ
が
如
き
は
極
く
浅
薄
な
る
宇
宙
観

で
あ
っ
て
、
叉
極
く
浅
薄
な
る
聖
書
知
識
で
あ
る
」
（
岩
一
六
’
四
一
八
）
と
述

べ
、
以
下
こ
の
立
場
に
立
つ
人
物
と
し
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
ブ
ラ
ウ
’
一
ン

グ
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ス
ク
、
ル
コ
ン
ト
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
等
を
あ
げ
、
自
然
淘

汰
だ
け
に
よ
る
宇
宙
観
を
否
定
し
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
を
中
心
と
す
る
宇
宙
観
を

肯
定
し
て
い
る
。

内
村
が
こ
の
よ
う
な
宇
宙
観
を
積
極
的
に
語
り
始
め
た
理
由
の
一
つ
と
し
て

ア
レ
ニ
ウ
ス
（
扇
＄
ｌ
ご
弓
）
の
影
響
を
考
え
て
象
よ
う
。
内
村
は
『
聖
書
之

研
究
』
の
読
者
、
葛
巻
行
孝
に
宛
て
、
ア
レ
ニ
ウ
ス
を
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
来
曾

て
在
ら
ざ
り
し
大
思
想
家
」
（
岩
三
七
’
三
○
九
）
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
ア
レ

’
一
ウ
ス
は
電
離
説
で
ノ
ー
《
ヘ
ル
化
学
賞
を
授
賞
し
た
科
学
者
で
あ
る
が
、
内
村

が
注
目
し
た
の
は
彼
の
「
宇
宙
生
命
充
実
説
」
で
あ
っ
た
。
内
村
は
「
瑞
典
国

の
学
者
ス
ヴ
ハ
ン
テ
・
ア
ル
レ
ニ
ウ
ス
氏
宇
宙
生
命
充
実
説
を
唱
へ
て
学
界
の

歓
迎
す
る
所
と
な
る
、
其
説
く
所
に
循
へ
ぱ
一
英
寸
の
六
百
二
十
九
万
七
千
六

百
分
の
一
以
下
の
生
的
細
胞
全
宇
宙
に
充
満
し
、
光
線
の
推
す
所
と
な
り
て
球

体
間
を
往
来
し
、
其
熱
し
て
生
命
受
く
る
に
足
る
者
あ
る
に
遇
へ
ぼ
之
に
降
て

生
物
を
発
生
す
と
、
是
れ
実
に
。
〈
ウ
ロ
の
所
謂
『
夫
れ
我
等
は
彼
（
神
）
に
在

り
て
生
き
叉
動
き
又
存
る
こ
と
を
得
る
な
り
』
と
の
真
理
を
科
学
の
方
面
よ
り

唱
へ
し
説
な
ら
ず
や
、
生
命
は
僅
か
に
地
上
に
存
し
、
虚
空
は
無
涯
の
墓
地
な

り
と
の
説
は
今
や
学
者
の
破
棄
す
る
所
と
な
れ
り
、
生
命
は
宇
宙
に
充
満
す
、

死
は
不
可
能
な
り
、
生
命
不
滅
説
は
今
や
科
学
的
に
証
明
さ
れ
ん
と
す
、
喜
ぶ

べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
使
徒
行
伝
十
七
章
二
十
八
節
。
」
（
岩
ニ
ハ
ー
四
二
九
）
と
高

く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
『
聖
書
之
研
究
』
誌
上
に
お
い
て
内
村
は
聖
霊

や
霊
魂
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
彼
は
直
感
的
に
ア
レ
ニ
ウ
ス
の
な
か

に
自
ら
の
宇
宙
観
に
対
す
る
科
学
的
根
拠
を
発
見
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
宇
宙

一
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生
命
充
実
説
」
の
文
脈
で
内
村
の
「
キ
リ
ス
ト
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
万
物

の
造
主
な
る
乎
」
で
展
開
さ
れ
た
宇
宙
に
関
す
る
説
を
読
み
返
す
と
、
そ
の
内

容
が
ア
レ
ニ
ウ
ス
の
宇
宙
論
的
な
考
え
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

一
九
一
○
年
一
月
の
『
聖
書
之
研
究
』
「
天
然
号
」
は
こ
の
意
味
で
注
目
に

値
す
る
。
内
村
の
信
仰
と
天
然
の
関
係
は
あ
く
ま
で
も
聖
書
を
主
と
し
、
天
然

を
従
と
す
る
姿
勢
で
貫
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
均
衡
関
係
が
一
時
的
で
は
あ

れ
、
崩
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
彼
は
別
所
梅
之
助
に
宛
て
た
手
紙
の
中

で
「
天
然
の
中
に
キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
顕
は
れ
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
、
聖
書

の
価
値
が
少
々
価
値
が
減
じ
た
や
う
に
思
は
れ
、
少
し
く
閉
口
致
し
居
り
候
」

（
岩
三
七
’
三
三
）
と
語
り
、
自
ら
の
状
況
を
聖
書
か
ら
離
れ
る
も
の
と
し
て
問

題
視
し
て
い
る
。
「
天
然
号
」
の
主
論
文
「
近
代
に
お
け
る
科
学
的
思
想
の
変

還
・
喜
的
宇
宙
観
に
傾
く
」
（
岩
一
七
’
八
四
）
の
内
容
は
、
進
化
論
と
の
関
係
で

見
れ
ば
「
進
化
は
或
る
理
想
に
向
て
の
進
歩
で
あ
る
。
」
と
い
う
彼
の
一
貫
し

た
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
優
勝
劣
敗
（
自
然
選
択
説
）
を
相
対
化
し
天
然
に

は
「
共
済
の
理
」
も
存
す
る
と
い
う
主
張
も
、
「
キ
リ
ス
ト
は
如
何
な
る
意
味

に
於
て
万
物
の
造
主
な
る
乎
」
（
前
掲
）
の
論
旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い
。
文

書
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
宗
教
と
科
学
の
関
係
が
、
内
村
の
入
信
し
た
当
時
は

対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
者
が
信
仰
を
持
つ
場
合
、
密
か
に
持
つ
必
要
が

あ
っ
た
が
、
近
年
科
学
と
宗
教
は
共
存
し
人
類
を
導
く
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ

と
を
喜
ぶ
こ
と
が
そ
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
。

彼
が
「
喜
的
宇
宙
観
に
傾
く
」
こ
と
が
で
き
た
原
因
は
、
先
に
見
た
「
宇
宙

は
完
全
な
る
有
機
体
な
る
を
見
認
め
て
、
神
の
存
在
を
否
定
し
能
は
ざ
る
に
至

っ
た
」
と
い
っ
た
宇
宙
観
で
あ
ろ
う
。
問
題
に
す
べ
き
は
、
こ
の
宇
宙
観
が
聖

書
に
も
増
し
て
内
村
の
心
を
と
ら
え
た
点
で
あ
る
。
彼
の
内
面
に
お
い
て
信
仰

内
村
が
徐
々
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
説
に
よ
る
生
物
の
進
化
を
相
対
化

し
、
多
く
の
学
説
の
中
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
へ
と
変
化
し
て
行
く
の

は
、
ア
レ
’
一
ウ
ス
等
に
注
目
す
る
一
九
○
九
年
頃
か
ら
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
内
村
は
依
然
と
し
て
生
物
学
的
な
進
化
論
を
根
拠
の
一
つ
と
し
た
ア
マ

ス
ト
の
モ
ー
ス
よ
り
学
ん
だ
「
歴
史
は
人
類
進
歩
の
記
録
」
と
い
う
進
歩
史
的

な
歴
史
観
を
い
だ
き
続
け
て
い
た
。

先
に
シ
ー
リ
ー
が
ダ
ー
ウ
ィ
’
一
ズ
ム
を
批
判
す
る
際
に
、
人
間
の
文
明
が
自

ら
進
化
前
進
し
て
き
た
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
説
に
対
し
て
、
歴
史
上
人
間
に

は
自
ら
を
改
善
し
て
完
成
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
例
は
一
つ
も
な
く
、
人
類
の

発
展
は
、
人
類
の
背
後
に
あ
る
神
の
灯
に
よ
る
と
述
べ
た
と
紹
介
し
た
が
、
明

治
維
新
に
よ
る
急
激
な
文
明
の
進
歩
を
経
験
し
た
内
村
と
、
南
北
戦
争
を
経
験

し
た
シ
ー
リ
ー
の
文
明
観
に
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

内
村
は
生
物
学
的
な
自
然
汰
淘
説
を
神
の
摂
理
と
し
て
認
め
た
と
同
時
に
、
ダ

と
科
学
の
調
和
が
一
時
的
で
は
あ
れ
崩
れ
、
科
学
問
題
が
聖
書
の
価
値
を
減
じ

さ
せ
る
程
に
魅
力
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
り
、
聖
書
の
科
学
的
説
明

と
は
、
終
生
こ
だ
わ
り
続
け
た
命
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

前
年
の
「
年
を
終
わ
る
の
記
」
に
お
い
て
も
内
村
は
「
大
な
る
歓
喜
の
理
由

が
あ
る
、
そ
れ
は
来
世
の
存
在
が
愈
々
明
ら
か
に
成
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
、

余
は
人
の
不
滅
は
今
や
証
明
さ
れ
た
る
真
理
で
あ
る
と
思
ふ
、
若
し
進
化
論
が

学
術
的
に
証
明
さ
れ
た
る
真
理
で
あ
る
と
な
ら
ば
、
来
世
存
在
説
は
進
化
論
よ

り
遙
か
に
固
く
証
明
さ
れ
た
る
事
実
で
あ
る
と
思
ふ
」
（
岩
一
七
’
七
四
）
と
進
化

を
相
対
化
す
る
論
理
を
得
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。

四
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－
ゥ
イ
ン
が
『
人
類
の
起
源
』
で
示
し
た
よ
う
な
人
類
の
進
歩
も
、
ジ
ョ
ン
・

フ
ィ
ス
ク
（
届
金
ｌ
乞
臼
）
等
を
拠
り
所
に
し
て
、
同
列
に
受
容
し
た
の
で

あ
っ
た
。
彼
が
こ
の
歴
史
観
と
決
別
し
シ
ー
リ
ー
と
同
様
の
歴
史
観
を
抱
く
の

は
、
再
臨
信
仰
を
獲
得
す
る
時
で
あ
っ
た
。

一
九
一
六
年
、
内
村
は
「
欧
州
戦
争
と
基
督
教
」
の
再
臨
を
語
る
文
脈
で

「
基
督
教
は
人
類
の
進
化
、
社
会
の
自
然
的
発
達
を
唱
へ
ざ
る
こ
と
を
、
陸
軍

と
海
軍
と
、
政
治
と
外
交
と
、
美
術
と
文
学
と
、
経
済
と
法
律
と
、
宗
教
と
神

学
と
総
合
的
結
果
と
し
て
黄
金
時
代
が
地
上
に
臨
む
と
は
聖
書
は
何
処
に
も
教

へ
な
い
の
で
あ
る
、
其
反
対
に
人
類
社
会
の
堕
落
を
教
ふ
る
の
で
あ
る
、
暗
黒

の
増
進
を
伝
ふ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
最
後
の
大
審
判
を
宣
ぶ
る
の
で
あ
る
、

而
し
て
審
判
後
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
の
国
の
建
設
を
伝
ふ
る
の
で
あ
る
、
注
意

し
て
新
約
聖
書
を
読
み
し
人
に
し
て
此
明
白
な
る
事
実
を
見
逃
す
べ
き
筈
は
な

い
の
で
あ
る
、
然
る
に
如
何
ぞ
基
督
教
会
全
体
は
此
事
実
に
眼
を
留
め
な
い
の

で
あ
る
、
或
ひ
は
叉
留
め
て
之
を
軽
く
視
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン

や
ス
。
ヘ
ン
サ
ー
や
ヘ
ッ
ヶ
ル
の
言
に
耳
を
傾
け
て
社
会
進
化
説
を
唱
へ
、
基
督

教
も
亦
之
を
唱
ふ
る
者
な
る
が
如
く
に
教
ふ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
今
回
の
戦

争
の
如
き
者
起
こ
り
て
人
類
進
化
説
が
其
根
底
よ
り
覆
へ
さ
る
る
や
、
基
督
教

其
物
が
覆
へ
さ
れ
し
や
う
に
思
ひ
、
大
に
周
章
狼
狽
ぎ
て
自
己
の
信
仰
を
ざ
へ

疑
ふ
に
至
る
の
で
あ
る
。
」
（
岩
一
三
’
四
○
三
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
に

は
以
前
の
「
歴
史
は
人
類
進
歩
の
歴
史
」
と
い
う
人
間
の
未
来
を
肯
定
的
に
と

ら
え
る
視
点
は
微
塵
も
な
い
。
内
村
に
お
け
る
歴
史
観
の
転
換
が
再
臨
説
を
獲

得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
が
、
神
の
再
臨
に
よ
っ
て
の
承
人
類
の
救
済
が
行
わ
れ
る
と
い
う
歴
史
観

に
転
換
す
る
こ
と
と
、
自
ら
が
真
理
と
し
て
脳
裏
に
刻
承
込
ん
で
い
た
ダ
ー
ウ

イ
ン
の
自
然
淘
汰
説
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
一
七
年
の
「
天
然
的
現
象
と
し
て
見
た
る
基
督
の
再
来
」
に
お
い
て
内

村
は
「
生
物
学
上
に
於
て
も
近
来
の
進
化
論
は
俄
然
的
進
化
を
認
む
る
に
至
っ

た
、
ダ
ー
ヰ
ン
の
説
に
よ
れ
ば
何
事
も
急
変
を
許
さ
ず
唯
徐
々
と
し
て
恰
も
氷

河
が
岩
角
を
切
り
砕
き
つ
つ
遂
に
路
谷
を
造
る
が
如
く
に
進
む
の
承
で
あ
る
、

然
る
に
近
頃
和
蘭
の
学
者
ド
ウ
リ
ー
ス
の
研
究
に
よ
れ
ば
徐
々
的
変
化
の
外
に

急
変
的
進
化
あ
り
て
天
然
物
を
造
出
す
に
は
後
者
却
て
力
あ
り
と
い
ふ
｛
突
然

変
異
｝
（
日
昌
農
○
冒
岳
の
○
ｑ
）
、
故
に
．
〈
ウ
ロ
が
ダ
マ
ス
コ
ヘ
の
途
上
に
於
け

る
一
日
の
経
験
に
由
て
忽
ち
回
心
し
た
る
が
如
き
、
或
は
余
が
四
十
年
の
信
仰

生
活
の
後
一
朝
に
し
て
再
臨
信
者
と
な
り
た
る
が
如
き
も
少
し
も
怪
し
む
に
足

り
な
い
、
新
現
象
が
突
発
す
る
事
は
決
し
て
天
然
の
理
法
に
背
か
な
い
の
で
あ

る
、
而
し
て
神
は
或
時
に
至
り
急
激
に
全
世
界
を
改
造
し
給
ふ
の
で
あ
る
。
」

（
岩
二
四
’
二
二
○
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
で
注
目
す
べ
き
は
、
内
村
が
、

生
物
学
界
に
お
い
て
二
○
世
紀
初
頭
、
メ
ン
デ
ル
が
再
発
見
さ
れ
、
ド
・
プ
リ

ー
ズ
等
が
遺
伝
学
を
進
化
論
に
応
用
し
、
「
自
然
淘
汰
説
」
に
対
す
る
「
突
然

変
異
説
」
を
提
唱
し
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
今
ま
で
信
じ

て
き
た
ダ
ー
ゥ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
に
よ
る
漸
進
的
な
進
化
か
ら
、
突
然
変
異
に

よ
る
進
化
を
認
め
る
と
い
う
大
き
な
転
換
を
む
か
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に

際
し
て
、
自
ら
の
内
に
生
じ
た
再
臨
説
を
、
突
然
変
異
証
明
の
材
料
と
す
る
姿

勢
は
、
『
余
は
如
何
に
し
て
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
人
生
を
生
物
学
的
観
察
の

主
題
に
据
え
た
内
村
ら
し
い
。

進
化
論
と
内
村
の
関
係
を
考
え
る
時
、
。
ヘ
ル
ク
ソ
ン
の
登
場
に
も
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
・
ヘ
ル
ク
ソ
ン
が
日
本
で
流
行
し
た
の
は
、
一
九
一
三
年
頃
か
ら

で
内
村
の
晩
年
に
位
置
す
る
。
内
村
の
文
章
に
は
一
九
一
二
年
こ
ろ
か
ら
そ
の

一

三

九



名
前
が
出
て
く
る
。
一
九
一
七
年
の
ヨ
マ
オ
の
出
来
事
」
で
ペ
ル
ク
ソ
ン
に

対
す
る
彼
の
興
味
を
考
え
る
な
ら
、
近
代
哲
学
に
於
い
て
「
学
問
と
信
仰
は
常

に
敵
対
し
、
そ
の
和
合
は
非
常
な
る
難
事
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
近
来
に
至
り

学
者
の
態
度
は
一
変
し
た
。
ダ
ー
ゥ
ィ
ン
、
ス
。
ヘ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
レ
ー
ら
不

信
の
学
者
は
去
り
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
味
方
た
る
オ
イ
ヶ
ン
、
・
ヘ
ル
ク
ソ
ン
ら

が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
」
（
岩
三
一
Ｔ
一
面
八
）
と
い
う
文
章
か
ら
推
測
す
る
と
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
哲
学
の
立
場
か
ら
実
証
性
を
重
ん
じ
て
科
学
を
統
合
し
、
さ
ら

に
形
而
上
学
に
向
か
っ
た
点
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
村
は
若
き
日
の
彼

が
考
え
て
い
た
科
学
の
立
場
か
ら
宇
宙
を
語
る
事
が
、
学
問
と
し
て
許
さ
れ
る

時
を
迎
え
た
こ
と
に
対
し
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
一
八
年
「
馬
太
伝
に

現
は
れ
た
る
基
督
の
再
来
」
に
お
い
て
「
現
代
の
大
哲
学
者
ペ
ル
グ
ソ
ン
の
教

ふ
る
処
に
由
れ
ば
生
命
は
無
限
に
変
化
し
進
化
す
る
と
い
ふ
で
は
な
い
乎
、
生

命
の
発
展
何
処
に
至
る
乎
之
を
予
想
す
る
能
は
ず
、
人
は
人
以
上
の
者
と
な
り

宇
宙
は
漸
次
霊
化
す
べ
し
と
は
彼
の
主
張
で
は
な
い
乎
、
さ
れ
ば
進
化
の
終
極

に
於
て
以
養
亜
書
の
預
言
の
文
字
通
に
実
現
す
べ
き
事
も
亦
学
者
の
立
場
よ
り

見
て
之
を
斥
く
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
、
知
る
べ
し
、
基
督
再
来
の
一
笑

に
附
す
べ
き
迷
信
的
教
義
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
、
碩
学
の
其
真
理
を
認
む
る
あ

り
、
我
等
は
敬
虐
の
態
度
を
以
て
其
研
究
に
当
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（
端
二
四
’

九
こ
と
述
べ
、
進
化
と
再
臨
を
結
び
付
け
る
根
拠
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
紹

（
９
Ｊ
）

介
し
て
い
る
。

内
村
が
進
化
論
を
相
対
化
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た

が
、
一
九
二
二
年
の
宮
部
金
吾
宛
書
簡
で
は
、
「
聖
書
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化

論
は
科
学
的
に
考
察
し
て
聖
書
の
方
が
真
理
で
あ
る
」
（
岩
三
九
’
一
三
と
述
べ

て
い
る
。
内
村
が
生
物
に
お
け
る
進
化
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
お
け
る
漸
進
的
進
化
や
自
然
選
択
説
に
疑
問
を
抱
い

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
村
に
お
い
て
、
進
化
に
関
す
る
学
説
が

ダ
ー
ウ
ィ
ン
一
辺
倒
か
ら
、
多
く
の
学
説
の
う
ち
の
一
つ
と
い
う
見
方
へ
変
化

（
４
号
）

し
た
の
で
あ
る
。

内
村
は
そ
の
後
も
進
化
そ
の
も
の
は
確
信
し
て
い
る
。
事
実
、
彼
は
一
九
二

五
年
に
「
今
日
の
進
化
論
は
ス
。
ヘ
ン
サ
ー
、
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
の
時
代
の
そ
れ
と

大
分
に
異
ふ
。
今
や
進
化
論
と
基
督
教
と
を
同
時
に
信
ず
る
は
少
し
も
困
難
で

な
い
。
造
化
の
方
法
を
見
れ
ば
、
至
っ
て
簡
単
で
あ
る
、
自
分
は
常
に
唱
え
て

言
ふ
、
の
ａ
急
ｏ
鳥
の
房
の
ぐ
○
旨
き
目
辱
（
神
は
進
化
的
に
働
き
給
ふ
）
と
。
自

分
は
米
国
基
督
信
者
の
所
謂
喜
口
ｇ
Ｂ
ｇ
巨
冨
で
は
な
い
事
を
告
白
す
る
。
」

（
岩
三
四
’
五
一
七
）
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
考
察
し
た
ご
と
く
、
内
村
は
進
化
そ
の
も
の
に
関
し
て
常
に
肯
定
し
て

き
た
が
、
進
化
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
す
る
彼
の
考
え

方
に
推
移
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
進
化
に
関
し
て
は
、
「
歴
史
は
人

類
進
歩
の
記
録
」
と
い
う
進
歩
史
的
思
想
か
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
験

し
、
再
臨
信
仰
を
抱
き
、
人
類
の
歴
史
は
決
し
て
進
歩
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
っ
て
の
象
完
成
す
る
の
で
あ
っ
て
今
は
そ
の
再
臨

を
待
つ
状
況
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

進
化
を
為
す
力
は
自
然
の
内
に
存
在
す
る
の
か
、
外
的
支
配
に
よ
る
の
か
と

い
う
面
か
ら
内
村
の
進
化
観
を
見
れ
ば
、
進
化
そ
の
も
の
が
神
の
力
と
い
う
立

場
に
立
っ
て
い
た
が
、
進
化
の
現
れ
方
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
再
臨
信
仰
を
抱

く
あ
た
り
か
ら
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
漸
進
的
進
化
の
肯
定
か
ら
ド
・
プ
リ
ー
ズ
の

「
突
然
変
異
説
」
採
用
へ
と
変
化
し
、
進
化
の
完
成
を
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
す
る

時
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
内
村
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
中
心
に
し

一

一

一

一

○



た
進
化
論
の
影
響
の
大
き
さ
を
再
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
の
生
涯
を
見
る

と
き
聖
書
に
示
さ
れ
た
神
の
摂
理
と
、
天
然
の
進
化
の
関
係
や
、
文
明
を
進
歩

史
的
に
捉
え
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
絶
え
ず
彼
の
内
面
に
緊
張
関
係
を
形
成

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
村
は
「
異
端
」
と
い
う
短
文
で
「
世
に
異
端
ほ
ど
貴
い
者
は
な
い
の
で
あ

る
、
世
に
異
端
が
あ
れ
ば
こ
そ
進
歩
が
あ
る
、
預
言
者
は
異
端
で
あ
っ
た
、
イ

エ
ス
も
異
端
で
あ
っ
た
、
・
ハ
ウ
ロ
も
異
端
で
あ
っ
た
、
ル
ー
テ
ル
も
異
端
で
あ

っ
た
」
（
岩
ニ
ハ
ー
七
三
と
述
べ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
進
化
論
を
同
時
に

受
け
と
め
た
彼
が
、
近
代
日
本
の
中
で
あ
え
て
信
仰
と
科
学
を
両
立
さ
せ
る
先

駆
者
の
道
を
選
ん
だ
こ
と
も
、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
異
端
」
で
あ
る
な
ら
、

両
者
の
内
に
あ
る
真
理
を
科
学
的
に
追
求
す
る
た
め
に
教
会
を
捨
て
、
一
直
線

に
真
理
と
真
理
の
神
に
向
か
っ
た
こ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
け
る
「
異
端
」

の
立
場
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼
に
と
っ
て
科
学
の
敵
は
「
宗
教
」
で
は
な

く
進
化
論
を
否
定
す
る
「
教
会
」
で
あ
っ
た
。
内
村
が
「
異
端
」
の
立
場
に
立

っ
て
真
理
を
求
め
続
け
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
再
臨
信
仰
に
基
づ
く
新
た
な

る
歴
史
観
を
見
い
だ
せ
た
と
も
言
え
よ
う
。

（
１
）
浮
田
和
民
の
「
進
化
論
ト
有
神
論
ノ
関
係
」
『
六
合
雑
誌
』
一
八
八
四

年
が
、
弁
神
論
的
傾
向
を
持
つ
も
の
の
中
で
も
特
に
優
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。我

々
は
日
本
に
お
け
る
進
化
論
の
受
容
を
考
え
る
と
き
す
ぐ
に
、
Ｅ
・

Ｓ
・
モ
ー
ス
の
名
前
を
思
い
起
こ
す
。
（
モ
ー
ス
の
講
義
を
筆
記
し
た
石

川
千
代
松
は
内
村
の
東
京
外
国
語
学
校
当
時
の
同
窓
生
で
あ
る
）
し
か

注

し
、
内
村
は
ほ
と
ん
ど
モ
ー
ス
に
注
目
し
て
い
な
い
。
内
村
が
来
日
し
た

進
化
論
者
で
「
英
語
国
民
間
に
お
け
る
三
大
進
化
論
者
の
一
人
」
（
日
五
’

二
五
四
）
と
注
目
し
て
い
る
の
は
Ｊ
・
Ｔ
・
ギ
ュ
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
。
残
さ
れ
た
資
料
は
少
な
い
が
、
ギ
ュ
リ
ッ
ク
と
内
村
は

意
見
交
換
を
し
た
形
跡
が
あ
る
。

（
２
）
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
説
に
矛
盾
す
る
進
化
論
の
様
々
な
学
説
に
対
し
、

内
村
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
る
か
を
簡
単
に
ま
と
め

て
お
こ
う
。
聖
書
は
信
仰
の
問
題
を
解
決
す
る
書
で
あ
り
、
最
新
の
科
学

成
果
を
認
め
て
も
信
仰
は
ゆ
る
が
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
基
本
的
態
度
で

あ
る
が
、
地
球
創
造
を
紀
元
前
四
’
六
千
年
前
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝

統
的
教
理
に
対
し
て
は
「
我
が
信
仰
の
表
白
」
に
於
い
て
「
余
は
聖
書
は

一
言
一
句
悉
く
誤
謬
な
き
神
の
黙
示
と
は
信
ぜ
ざ
る
な
り
其
年
代
計
算
に

於
て
は
其
歴
史
の
記
事
に
於
て
は
其
の
人
名
の
異
同
に
於
て
は
誤
謬
あ
る

こ
と
は
慥
か
に
認
む
る
も
の
な
り
」
（
岩
一
’
二
二
○
と
、
最
初
か
ら
否
定

し
て
い
た
。
「
造
化
の
教
訓
」
に
お
い
て
も
「
是
は
人
類
の
救
済
の
立
場

上
り
見
た
る
宇
宙
観
で
あ
る
。
創
世
記
第
一
章
が
伝
へ
ん
と
欲
す
る
事
は

斯
事
で
あ
る
。
故
に
此
章
を
敢
て
科
学
的
に
研
究
す
る
の
必
要
は
無
い
の

で
あ
る
。
天
文
学
又
は
地
質
学
又
は
考
古
学
を
引
証
し
て
之
を
説
明
せ
ん

と
す
る
に
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
創
世
記
は
聖
書
の
一
部
分
で
あ
れ
ば
是

れ
亦
聖
書
的
に
解
釈
す
べ
き
書
（
も
の
）
で
あ
る
、
即
ち
人
類
救
済
の
立

場
よ
り
解
釈
す
べ
き
書
（
も
の
）
で
あ
る
。
故
に
『
太
初
』
と
は
万
物
の
太

初
を
云
ふ
の
で
は
な
い
、
人
類
救
済
の
太
初
で
あ
る
。
」
（
岩
二
Ｑ
’
二
五
○
）

と
、
聖
書
に
示
さ
れ
た
「
太
初
」
の
意
味
を
評
し
て
い
る
。

生
物
は
神
の
創
造
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
考
え
に
対
し
て
も

一
一
一
一
一



「
近
代
に
お
け
る
科
学
的
思
想
の
変
還
」
等
に
於
い
て
一
貫
し
て
進
化
の

存
在
を
肯
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
「
奇
蹟
の
有
る
こ
と
は
進
化
の

宇
宙
に
取
っ
て
必
要
で
あ
る
、
是
な
く
し
て
宇
宙
は
進
化
の
宇
宙
で
な

い
、
物
質
力
中
に
生
命
が
始
め
て
顕
は
れ
し
時
に
奇
蹟
が
あ
っ
た
、
植
生

の
中
に
動
物
の
始
め
て
出
し
時
に
奇
蹟
が
あ
っ
た
、
動
物
の
中
に
人
類
が

始
め
て
現
せ
し
時
に
奇
蹟
が
あ
っ
た
、
人
類
の
中
に
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ

し
時
に
、
奇
蹟
が
あ
っ
た
、
常
に
推
進
す
る
宇
宙
は
常
に
新
勢
力
を
現
出

し
つ
つ
あ
る
、
是
れ
自
己
の
起
し
た
る
勢
力
で
は
な
い
、
新
た
に
加
へ
ら

れ
た
勢
力
で
あ
る
、
…
・
・
・
而
し
て
新
た
に
勢
力
の
加
は
る
た
び
毎
に
奇
蹟

は
行
は
る
る
の
で
あ
る
」
（
岩
一
七
’
九
三
と
進
化
そ
の
も
の
を
神
の
力
に

よ
る
奇
蹟
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
再
臨
を
確
信
し
て
か
ら
は
、
「
造
化
は

未
だ
完
成
に
達
し
て
い
な
い
。
宇
宙
万
物
は
そ
の
完
成
を
待
ち
つ
つ
あ

る
」
（
岩
二
四
’
五
一
五
）
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス

ト
の
再
臨
に
よ
り
万
物
の
進
化
は
完
成
す
る
と
考
え
た
。

神
が
生
物
の
形
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
と
い
う
説
に
対
し
て
は
、
「
空
の
烏

と
野
の
百
合
花
」
で
「
わ
れ
ら
造
化
の
美
妙
を
見
る
に
、
た
だ
そ
の
美
を

見
る
に
と
ど
ま
ら
ず
。
桜
花
を
見
て
喜
び
、
ひ
ば
り
の
声
を
聞
い
て
楽
し

む
は
不
信
者
も
な
お
、
な
す
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
、
信
徒
は
造
化
を
見
て
、

造
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
さ
に
造
化
の
神
を
見
る
に
至
る
べ
き
な
り
」

（
岩
一
’
三
九
五
）
（
『
六
合
雑
誌
』
）
と
語
り
、
肯
定
し
て
い
る
。

人
間
は
神
に
似
せ
て
創
ら
れ
た
最
終
創
造
物
で
は
な
く
、
人
間
も
一
動

物
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
に
関
し
て
、
彼
は
肉
体
的
に
は
、
動
物
の
中

に
内
包
す
る
が
「
造
化
の
教
訓
」
で
「
造
化
の
最
後
の
目
的
は
霊
的
実

在
者
の
出
顕
と
其
完
成
で
あ
っ
た
、
人
は
実
に
万
物
の
霊
長
で
あ
る
」

（
岩
二
○
’
二
五
四
）
と
語
る
よ
う
に
、
精
神
面
で
は
他
の
生
物
の
上
に
立
つ

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
進
化
論
の
歴
史
に
関
し
て
は
『
進
化
思

想
の
歴
史
上
・
下
』
Ｐ
．
Ｊ
・
ポ
ー
ラ
ー
著
鈴
木
善
次
訳
朝
日
選
書

一
九
八
七
年
を
参
照
し
た
。
創
世
記
と
内
村
の
関
係
は
、
ま
だ
ま
だ
興
味

が
尽
き
な
い
が
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
３
）
し
か
し
、
。
ヘ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
に
内
村
の
求
め
る
答
は
な
か
っ
た
。
同

年
「
聖
書
全
部
神
言
論
」
に
お
い
て
彼
は
聖
書
無
誤
謬
論
的
立
場
か
ら

「
近
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
米
国
華
府
に
於
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
談
話
を

伝
へ
て
言
ふ
『
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
ご
と
ぎ
は
こ
れ
を
信
ず
る
に
能
は
ず
』

と
。
。
ヘ
ル
グ
ソ
ン
は
実
に
鋭
敏
な
る
分
析
力
を
有
す
る
現
代
の
大
哲
学
者

で
あ
る
、
然
し
な
が
ら
惜
し
む
ら
く
は
彼
の
著
作
中
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に

対
す
る
尊
敬
を
認
め
る
事
が
で
き
な
い
。
」
（
岩
二
四
’
三
七
九
）
と
ペ
ル
ク

ソ
ン
の
内
に
再
臨
と
い
う
視
点
が
な
い
こ
と
に
失
望
し
て
い
る
。
内
村
は

最
晩
年
に
至
る
ま
で
ペ
ル
ク
ソ
ン
に
興
味
を
持
ち
続
け
る
が
。
ヘ
ル
ク
ソ
ン

の
『
創
造
的
進
化
』
等
に
よ
っ
て
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
中
心
と
す

る
歴
史
観
に
大
き
な
変
更
は
生
じ
て
い
な
い
。
な
お
、
ゞ
ヘ
ル
ク
ソ
ン
に
関

し
て
は
澤
濱
久
敬
著
『
ペ
ル
ク
ソ
ン
の
科
学
論
』
（
中
央
公
論
社
一
九

七
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
４
）
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
内
村
は
フ
ァ
ー
プ
ル
の
昆
虫
生
態
学
に
つ

い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
ジ
ガ
バ
チ
、
ド
ロ
パ
チ
、
マ
グ
ソ
コ
ガ
ネ
の

行
動
様
式
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
よ
っ
て
ど
の
様
に
説
明
す
る
か
と

い
う
問
題
か
ら
も
彼
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た

（
岩
一
三
一
’
三
○
七
）
。

（
５
）
内
村
の
進
化
論
お
よ
び
宇
宙
論
に
対
す
る
視
点
に
つ
い
て
は
松
沢
弘
陽
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武
田
清
子
「

一
九
七
九
年

「

九
七
四
年

大
内
三
郎

大
内
三
郎

氏
の
「
内
村
鑑
三
の
歴
史
意
識
」
北
大
法
学
論
集
一
七
’
四
Ｉ
が
詳
し
く

参
考
に
な
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

そ
の
他
、
内
村
鑑
三
と
進
化
論
に
関
す
る
研
究
論
文
に
は
次
の
よ
う
な

道
家
弘
一
郎
「
内
村
鑑
三
と
進
化
論
」
氷
上
英
廣
編
『
’
－
－
チ
エ
と
そ
の

周
辺
』
朝
日
出
版
社
一
九
七
二
年

川
喜
田
愛
郎
「
内
村
鑑
三
の
天
然
観
」
『
内
村
鑑
三
研
究
』
第
二
号
一

九
七
八
年

「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
進
化
論
の
問
題
ｌ
内
村
鑑
三

を
中
心
に
し
て
」
『
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
報
告
』
第
十
四
集
一

も
の
が
あ
る
。

進
化
論
の
受
容
方
法
と
キ
リ
ス
ト
教
」
『
文
学
』
岩
波
書
店

（
千
葉
県
立
柏
陵
高
等
学
校
教
諭
）
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