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こ
こ
ま
で
、
六
名
の
評
者
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
レ
ビ
ュ
ー
を
見
て
き

た
。「
序
」
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
偽
史
、
オ
カ
ル
ト
、
歴
史
実

践
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
対
象
と
な
る
よ
う
に
見
え
て
実
は
そ
う
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
特
定
の
個
人
や
集
団
が
お
こ
な
う
「
歴
史
を
か

く
」
と
言
う
行
為
、
つ
ま
り
歴
史
記
述
／
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

に
注
目
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
分
野
に
お
け
る
近
年
の
成
果
を
み
た
場

合
、
こ
の
「
歴
史
を
か
く
」
と
い
う
行
為
が
、
歴
史
家
と
い
う
専
門

集
団
に
と
っ
て
で
は
な
く
、人
間
に
と
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
の
一
端
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
背
後
に
あ
る
歴
史
学
の
動

向
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
近
年
の
ア
カ
デ
ミ
ア
に
お
け
る
偽
史
、

オ
カ
ル
ト
、
歴
史
実
践
が
提
起
す
る
問
題
系
を
整
理
し
、
そ
の
上
で

「
歴
史
を
か
く
」
と
い
う
人
間
の
行
為
の
一
端
を
振
り
返
っ
て
お
き

た
い
。

一
　
偽
史
（
・
偽
書
・
偽
文
書
）
の
文
脈

　
報
告
一
「
偽
書
も
ま
た
「
史
料
」
な
り
き
。」、
報
告
二
「
近
現
代

日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に
」、
報
告

三
「「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
現
在
と
未
来
」
は
、
い
ず
れ
も
近
世
か
ら

現
代
に
か
け
て
行
わ
れ
た
偽
作
行
為
を
対
象
と
し
た
書
籍
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
椿
井
文
書
に
せ
よ
古
史
古
伝
に
せ
よ
江
戸
し
ぐ
さ
に
せ

　
報
告
七

　
歴
史
実
践
を
さ
か
な
で
に
読
む
：
偽
史
・
オ
カ
ル
ト
・
歴
史
実
践

　
　
小
　
澤
　
　
　
実
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よ
、
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
偽
作
行
為
の
「
成
果
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
歴
史
学
に
よ
る
批
判
に
は
耐
え
得
な
い
偽
史
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
巷
間
で
流
通
し
、
何
ら
か
の
形
で
受
容
さ
れ
、
私
た
ち
の

目
の
前
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
近
代
か
ら
現
代
の
日
本
に

お
い
て
、
偽
史
・
偽
書
・
偽
文
書
が
生
成
・
流
通
・
受
容
さ
れ
る
と

い
う
歴
史
事
象
を
分
析
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
論
点
を
四
つ

取
り
上
げ
た
い
（
１
）

。

　
第
一
に
郷
土
愛
に
基
づ
く
共
同
体
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
は

世
界
で
も
有
数
の
郷
土
史
の
刊
行
が
盛
ん
な
国
で
あ
る
。
地
域
の
寺

社
に
よ
る
季
節
ご
と
の
行
事
、行
政
に
よ
る
地
域
史
の
定
期
的
刊
行
、

地
域
ご
と
に
あ
る
歴
史
愛
好
団
体
の
活
動
、
教
育
機
関
な
ど
に
お
け

る
地
域
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
ク
ラ
ブ
な
ど
に
、
大
学
で
歴
史
学
な

ど
の
教
育
を
受
け
た
地
域
行
政
組
織
に
属
す
る
学
芸
員
や
教
員
な
ど

が
関
わ
る
こ
と
で
、
地
域
独
自
の
歴
史
記
述
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
（
２
）
。
こ
う
し
た
郷
土
史
や
地
方
史
が
隆
盛
を
誇
る
背
景
に
は
、
自
身

が
生
ま
れ
育
ち
、
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
を
な
す
地
域

に
対
す
る
郷
土
愛
に
起
因
す
る
郷
土
の
来
し
方
に
対
す
る
関
心
（
３
）

、
地

域
振
興
や
経
済
的
理
由
に
よ
る
観
光
資
源
と
し
て
の
郷
土
の
掘
り
起

こ
し
を
求
め
る
行
政
の
試
み
（
４
）
、
極
端
な
形
に
な
る
と
、
自
ら
の
ル
ー

ツ
で
あ
る
郷
土
を
他
者
に
よ
り
良
く
見
せ
よ
う
と
す
る
顕
示
欲
な
ど

も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（
５
）

。
そ
れ
ら
ア
ク
タ
ー
の
様
々
な
思
惑

が
焦
点
化
し
た
の
が
ま
さ
に
椿
井
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
は
思

い
出
し
て
お
き
た
い
（
６
）
。

　
第
二
に
近
代
歴
史
学
以
前
の
歴
史
記
述
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
。

ラ
ン
ケ
に
始
ま
り
リ
ー
ス
が
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
近
代
歴
史
学
が
必

ず
し
も
歴
史
記
述
の
始
ま
り
で
は
な
い
と
い
う
点
は「
歴
史
を
か
く
」

と
言
う
観
点
か
ら
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
で
追

及
さ
れ
た
論
点
で
あ
る
が
（
７
）

、
こ
こ
で
は
偽
史
へ
の
影
響
が
大
き
い
国

学
に
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。
記
紀
神
話
を
伴
う
神
代
史
、
そ
の
変

奏
曲
で
も
あ
る
中
世
日
本
紀
、
近
世
に
お
け
る
国
学
に
よ
る
研
究
、

近
代
に
お
け
る
国
家
神
道
と
接
続
す
る
近
代
国
学
な
ど
の
研
究
は
、

近
年
と
み
に
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
（
８
）

。
長
谷
川
が
述
べ
る
よ
う
に
、
記

紀
以
前
の
歴
史
を
創
出
す
る
古
史
古
伝
や
神
代
文
字
な
ど
は
こ
う
し

た
国
学
の
展
開
の
中
で
生
成
し
た
偽
史
的
要
素
で
あ
り
、
と
り
わ
け

近
代
国
学
の
検
討
が
進
め
ば
、
偽
書
成
立
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
よ
り

明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
９
）

。

　
第
三
に
行
政
に
よ
る
歴
史
へ
の
関
与
で
あ
る
。
椿
井
文
書
で
は
行

政
が
刊
行
す
る
地
域
史
な
ど
を
通
じ
て
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
文
科

省
に
よ
る
検
定
教
科
書
へ
の
掲
載
に
よ
り
、
偽
史
に
公
的
な
お
墨
付

き
が
与
え
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
専
門
部
署
を
欠
い
た
行
政
機
関
自

体
が
、
対
象
と
す
る
歴
史
事
象
の
正
誤
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
旦
公
的
な
お
墨
付
き
が
与
え
ら
れ
る
と
、

必
ず
し
も
専
門
的
な
判
断
力
を
持
た
な
い
受
容
側
は
、
そ
の
「
お
墨

付
き
」
に
し
た
が
っ
て
、
不
確
か
な
内
容
も
「
事
実
」
と
し
て
受
け
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歴
史
実
践
を
さ
か
な
で
に
読
む
（
小
澤
）

取
る
可
能
性
が
あ
る
。
歴
史
記
述
・
行
政
・
読
者
と
の
関
係
を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
は
、
記
述
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
社
会
が
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
一
連
の
研
究

な
ど
が
参
考
に
な
る）
（1
（

。
ま
た
、「
キ
リ
ス
ト
の
墓
」
を
観
光
資
源
と

す
る
青
森
県
新
郷
の
事
例
や
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
の
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
な
内
容
を
取
り
込
ん
だ
日
本
遺
産
な
ど
近
年
各
レ
ベ
ル
の
行
政

が
推
し
進
め
て
い
る
観
光
と
偽
史
と
の
関
係
も
今
後
深
め
ら
れ
て
ゆ

く
論
点
に
な
る
だ
ろ
う）
（（
（

。
他
方
で
図
書
館
な
ど
の
一
般
の
公
共
施
設

に
お
け
る
偽
史
や
偽
書
の
紹
介
な
ど
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る）
（1
（

。

偽
史
に
対
す
る
関
心
の
拡
大
と
い
う
点
で
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ

り
、
大
学
図
書
館
な
ど
で
は
あ
ま
り
所
蔵
を
見
な
い
偽
史
そ
の
も
の

が
購
入
さ
れ
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
意
味
で
も

興
味
深
い
結
果
を
示
し
て
く
れ
る
。

　
第
四
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
作
法
に
見
え
る
陥
穽
で
あ
る
。
椿
井
文

書
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
を
確
信
で
き
ず
郷
土
史
の
史
料
と
し
て
紛
れ

込
ま
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、「
時
代
ご
と
に
専
門
家
養
成
を
行
っ
て

き
た
歴
史
学
の
教
育
シ
ス
テ
ム
」（
室
井
）
に
も
原
因
を
見
て
い
る
。

つ
ま
り
、
椿
井
文
書
の
史
料
と
し
て
の
価
値
を
見
抜
く
た
め
に
は
中

世
な
ら
び
に
近
世
双
方
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
学
で
の
専
門
分
化
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
流
通
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
経
緯
で
あ
る）
（1
（

。
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
タ
コ
ツ
ボ
化
に
対
す
る
批

判
も
あ
る
の
だ
が
、
も
う
一
つ
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ア
カ
デ
ミ
ア
そ
れ
自
体
の
自
浄
能
力
の
問
題
で
あ
る
。
戦
前
以
来
、

椿
井
文
書
を
疑
問
視
す
る
研
究
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
が
偽
文
書
だ
と
明
示
的
に
ア
カ
デ
ミ

ア
の
中
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
権
威
筋
が
真
正
文
書
と

し
て
一
旦
取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
疑
念
を
抱
き
つ
つ
も
口

篭
ら
ざ
る
を
得
な
い
共
同
体
の
同
調
意
識
も
ま
た
問
題
と
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
よ
り
極
端
な
形
で
現
れ
て
い
る
の
が
、

埋
め
た
偽
造
石
器
を
掘
り
返
し
て
新
発
見
と
し
て
い
た
旧
石
器
捏
造

事
件
と
存
在
し
な
い
研
究
者
や
史
料
を
証
拠
史
料
と
し
て
論
拠
と
し

た
カ
ー
ル
・
レ
ー
フ
ラ
ー
事
件
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
捏
造
者
が

関
わ
っ
て
い
た
学
界
で
は
疑
念
視
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
前
者
に
つ
い
て
は
毎
日
新
聞
に
よ
る
証
拠
写
真
が
ス
ク
ー

プ
さ
れ
る
ま
で）
（1
（

、
後
者
に
つ
い
て
は
若
手
研
究
者
に
よ
る
捏
造
の
告

発
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
学
術
書
と
し
て
世
間
に
流
通
し
た）
（1
（

。
こ
の
よ

う
な
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
た
だ
一
個
人
の
顕
示
欲
に
帰
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
小
保
方
事
件
と
同
様
、
成
果
の
検
証
シ
ス
テ
ム
の
不

備
や
疑
念
を
述
べ
に
く
い
一
種
の
ム
ラ
社
会
と
し
て
の
ア
カ
デ
ミ
ア

の
構
造
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
　
オ
カ
ル
ト
の
文
脈

　
報
告
四「
近
現
代
に
お
け
る
超
自
然
信
仰
と
不
安
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
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と
報
告
五
「
オ
カ
ル
ト
・
学
知
・
第
三
帝
国
」
は
、
従
来
オ
カ
ル
ト

と
さ
れ
た
事
例
を
扱
っ
た
書
籍
を
取
り
上
げ
て
い
る
。オ
カ
ル
ト（
原

義
は
隠
さ
れ
た
も
のoccultus

）
と
は
秘
匿
さ
れ
た
も
の
、
の
意

味
で
あ
る）
（1
（

。
目
に
見
え
る
世
界
か
ら
隠
さ
れ
た
知
の
体
系
と
い
う
意

味
で
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
よ
う
な
古
代
世
界
に
ま
で
遡
る
が
、
こ
こ

で
問
題
と
な
る
の
は
、
一
応
の
科
学
知
が
成
立
し
、
世
界
の
仕
組
み

は
科
学
で
説
明
可
能
と
さ
れ
た
近
代
以
降
に
、
人
々
の
間
で
オ
カ
ル

テ
ィ
ズ
ム
と
み
な
さ
れ
た
も
の
が
重
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
近
代
人

の
理
解
フ
レ
ー
ム
を
前
提
と
し
て
「
オ
カ
ル
ト
」
と
さ
れ
た
現
象
で

あ
る
。
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
は
世
界
的
な
現
象
で
あ
る
一
方
、
受
容
し

た
国
家
の
文
脈
で
独
自
の
展
開
も
遂
げ
る
。
報
告
四
と
五
で
は
、
イ

ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
日
本
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
言
語
圏
並
び
に
国

家
に
お
け
る
オ
カ
ル
ト
の
状
況
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
日

本
に
限
定
し
て
、
四
つ
の
問
題
点
を
共
有
し
て
お
き
た
い）
（1
（

。

　
第
一
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
の
関
連
で
あ
る
。
近
代
日
本
に

お
け
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
研
究
は
宗
教
学
の
分
野
で
一
定
程

度
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
西
洋
か
ら
流
入
し
た
思
想
の
み
な
ら
ず
、
神

道
思
想
や
仏
教
思
想
に
も
内
在
す
る
霊
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
制
度

化
さ
れ
た
既
成
組
織
の
中
の
み
な
ら
ず
、
新
興
宗
教
、
新
新
宗
教
、

擬
似
宗
教
と
い
っ
た
、
様
々
な
水
準
で
の
信
仰
の
あ
り
方
と
接
続
し

て
き
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
治
以
降
に
日
本
に
導
入
さ
れ
た
近

代
科
学
に
よ
る
合
理
的
説
明
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
霊
性
や
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
言
説
は
、そ
れ
自
体
が
持
つ
宗
教
性
、

分
か
り
易
さ
、
身
体
性
な
ど
と
接
合
し
な
が
ら
、
多
く
の
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
近
代
宗
教
と
の
関
係
を
論
じ
る
島
薗）
（1
（

、
メ
デ

ィ
ア
と
の
関
連
を
強
調
す
る
堀
江）
（1
（

、
オ
ウ
ム
真
理
教
を
詳
細
に
分
析

す
る
太
田
ら
の
研
究
は）
11
（

、
近
現
代
日
本
に
お
い
て
一
見
ば
か
ば
か
し

く
見
え
る
オ
カ
ル
ト
思
想
の
言
説
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
親
和

性
を
考
察
す
る
一
助
と
な
る
。
さ
ら
に
最
近
の
傾
向
で
い
え
ば
、
魅

力
的
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
提
供
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
観
光
産

業
と
の
関
係
も
注
目
さ
れ
て
い
る）
1（
（

。

　
第
二
に
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
で
あ
る
。
御
船
千
鶴
子
の
事
件
以

来
、
オ
カ
ル
ト
は
近
代
学
問
の
枠
組
み
の
中
で
は
分
析
対
象
で
は
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
は
不
可
欠
の
ト
ピ

ッ
ク
で
あ
っ
た
。
雑
誌
、
テ
レ
ビ
、
書
籍
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
と
っ

て
、
超
常
現
象
、
予
言
、
霊
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
い
っ
た
オ
カ
ル
ト
現
象

は
、
受
容
者
側
か
ら
大
き
な
反
応
と
需
要
を
引
き
起
こ
す
ト
ピ
ッ
ク

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
後
日
の
、
科
学
者
ら
と
の
間
に
起
こ
る
オ
カ
ル

ト
検
証
番
組
に
引
き
継
が
れ
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て
消
費

さ
れ
た）
11
（

。
こ
れ
ら
は
サ
ブ
カ
ル
分
析
と
し
て
時
々
の
証
言
は
あ
っ
た

が
、
メ
デ
ィ
ア
社
会
の
特
性
を
論
じ
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
の
研
究

は
比
較
的
近
年
に
始
ま
っ
て
い
る
。
中
心
の
一
人
は
一
柳
廣
孝
で
あ

り
、
近
代
に
お
け
る
オ
カ
ル
ト
言
説
を
メ
デ
ィ
ア
媒
体
の
中
に
探
る

彼
の
研
究
は
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る）
11
（

。
一
九
七
〇
年
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代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
研
究）
11
（

、
森
達
也
や

高
橋
直
子
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
に
よ
る
内
側
か
ら
の
証
言
や

分
析）
11
（

、
民
俗
学
や
民
俗
現
象
と
の
関
連
を
論
じ
た
大
塚
や
大
道
の
研

究
な
ど
も
欠
か
せ
な
い）
11
（

。
大
陸
書
房
の
よ
う
な
オ
カ
ル
ト
系
出
版
社

や
『
ム
ー
』
の
よ
う
な
オ
カ
ル
ト
雑
誌
な
ど
の
本
格
的
分
析
も
ま
た

れ
る）
11
（

。

　
第
三
に
、
情
報
を
受
け
取
る
側
の
心
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論

で
あ
る
。
脳
科
学
と
関
連
さ
せ
た
感
情
史
や
ニ
ュ
ー
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ー

が
学
会
を
席
巻
し
て
お
り
、
人
間
の
認
知
や
感
情
も
、
生
物
学
的
要

因
と
歴
史
的
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
要
因
の
双
方
か
ら
検
討
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る）
11
（

。
全
体
で
は
な
く
見
た
い
一
部
を
選
択
し
て

見
る
、わ
か
ら
な
い
こ
と
を
単
純
化
し
て
で
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
、

特
定
の
傾
向
を
持
つ
情
報
に
連
続
し
て
触
れ
る
こ
と
で
認
知
パ
タ
ー

ン
を
特
定
の
方
向
に
固
定
す
る
と
い
っ
た
一
般
的
な
人
間
の
認
知
の

あ
り
か
た
が
、
情
報
が
氾
濫
し
取
捨
選
択
を
迫
ら
れ
る
現
在
の
フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
人
間
集
団
を
生
み
出
す

の
か）
11
（

。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
反
イ
ス
ラ
ム
や
反
移
民
感

情
に
加
え
て
、
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
論
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
や
テ
ン
プ
ル
騎

士
団
の
よ
う
な
秘
密
結
社
、
聖
書
原
理
主
義
（
創
造
論
）
な
ど
が
、

単
純
に
科
学
的
思
考
の
欠
如
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
テ
リ
支
配
に
対
す

る
「
反
知
性
主
義
」
の
発
露
と
し
て
論
じ
ら
れ
る）
11
（

。
日
本
の
文
脈
に

置
き
直
し
た
と
し
て
も
、
コ
ン
テ
ン
ツ
が
変
わ
る
だ
け
で
構
造
は
類

似
し
て
い
る
。
ホ
メ
オ
パ
シ
ー
や
Ｅ
Ｍ
菌
な
ど
の
偽
科
学
や
陰
謀
論

と
同
様
に）
1（
（

、
偽
史
や
オ
カ
ル
ト
も
、
十
分
な
科
学
的
根
拠
が
得
ら
れ

な
く
と
も
、
い
や
得
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
の
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
世

界
」
と
し
て
人
間
を
魅
了
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　三
　
歴
史
実
践
の
文
脈

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
と
二
で
瞥
見
し
た
偽
史
や
オ
カ
ル
ト

は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
た
場
合
、
と
り
わ
け
ア
カ
デ
ミ
ア

か
ら
見
れ
ば
「
些
末
な
事
象
」
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
の

言
説
自
体
は
信
憑
性
が
乏
し
い
、
も
し
く
は
、
歴
史
学
と
い
う
学
問

の
枠
組
み
で
取
り
上
げ
る
ほ
ど
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
数
年
で
、
翻
訳
も
含
め
て
日
本
国
内
で

こ
う
し
た
傾
向
の
研
究
が
次
々
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が

扱
う
内
容
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
、
と
い
う
よ
り
も
、
歴
史

実
践
と
い
う
観
点
が
歴
史
学
や
歴
史
分
析
の
中
で
重
要
性
を
増
し
て

い
る
か
ら
、
と
考
え
た
方
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
報
告
六
「
歴

史
学
再
生
の
た
め
に
―
歴
史
実
践
か
ら
考
え
る
」
で
対
象
と
し
た
、

D
oing H

istory

や
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
と
り
わ
け
英

語
圏
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
、
歴
史
知
と
社
会
と
の
接
点
へ
の
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
と
い
う
論
点
で
あ
る）
11
（

。
従
来
、
再
現
性
や
客
観
性
を
学

問
と
し
て
の
担
保
と
し
て
き
た
近
代
歴
史
学
に
対
し
、
主
観
性
に
注
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史
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目
す
る
研
究
が
注
目
を
浴
び
て
き
る
の
も
同
じ
文
脈
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
以
下
、
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、エ
ゴ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、

日
記
や
自
伝
の
よ
う
な
個
人
の
主
観
に
依
拠
す
る
歴
史
資
料
は
、
行

政
文
書
な
ど
の
客
観
性
の
高
い
史
料
と
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
事

実
を
抜
き
出
す
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
エ
ゴ
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
、
そ
う
し
た
自
己
認
識
が
現
れ
る
史

料
そ
れ
自
体
を
自
己
認
識
を
証
言
す
る
史
料
と
し
て
用
い
る）
11
（

。
文
化

人
類
学
者
で
あ
る
保
苅
が
、
現
地
民
の
歴
史
認
識
そ
れ
自
体
を
一
次

史
料
と
し
て
構
築
し
た
歴
史
を
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
』
で
提
示
し
た
よ
う
に
、
例
え
公
教
育
で
教
育
を
受
け
た
経

験
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
誰
も
が
公
定
の
教
科
書
が
示
す
歴
史
を

共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）
11
（

。「
歴
史
を
か
く
」
に
引
き
つ
け
て

言
え
ば
、
個
人
は
そ
の
時
々
で
得
ら
れ
た
情
報
を
何
ら
か
の
判
断
基

準
と
認
知
枠
組
み
に
従
っ
て
自
分
自
身
を
立
脚
点
と
す
る
歴
史
を
描

き
出
す
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
単
純
に
個
人

だ
け
で
は
な
く
特
定
の
共
同
体
や
時
代
の
思
考
様
式
を
再
現
す
る
た

め
に
重
要
な
材
料
と
な
る
。「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
歴
史
記
述
」
と

な
る
偽
史
や
オ
カ
ル
ト
も
ま
た
、
そ
の
た
め
に
重
要
な
一
次
資
料
と

な
り
う
る
。
近
代
人
と
認
識
枠
組
み
の
大
き
く
異
な
る
前
近
代
人
を

対
象
と
し
て
き
た
前
近
代
史
と
は
異
な
り
、
今
こ
こ
に
い
る
自
分
と

対
象
と
を
同
一
視
し
や
す
い
近
現
代
史
に
と
っ
て
は
、
と
り
わ
け
今

後
重
要
に
な
っ
て
く
る
視
角
で
あ
ろ
う
。
誰
も
が
教
育
を
受
け
た
通

り
に
科
学
的
な
歴
史
像
を
選
び
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
第
二
に
、
公
共
と
共
同
体
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
規
律
化
、

近
代
化
、
国
民
化
な
ど
と
言
っ
た
近
代
史
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
し
ば
し

ば
国
家
が
国
民
を
同
色
に
染
め
る
過
程
を
論
じ
て
き
た
。
日
本
の
文

脈
で
い
え
ば
、
常
に
国
家
の
展
開
と
近
代
化
の
中
核
に
は
近
代
天
皇

制
が
あ
り
、
そ
こ
に
統
合
さ
れ
る
国
民
と
い
う
図
式
が
見
え
隠
れ
し

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
図
式
は
そ
れ
と
し
て
今
後
も
有
力
な
分
析

枠
組
み
と
し
て
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
が
、
他
方
で
偽
史
か
ら
見
え
て

く
る
の
は
教
科
書
準
拠
の
歴
史
認
識
と
は
距
離
を
と
っ
た
地
域
共
同

体
の
姿
で
あ
り
、
オ
カ
ル
ト
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
学
者
が
求
め

る
「
正
統
な
」
科
学
認
識
と
は
対
抗
す
る
世
界
観
で
あ
る
。
様
々
な

メ
デ
ィ
ア
経
路
を
検
討
し
受
容
者
側
の
論
理
に
光
を
当
て
るD

oing 
H
istory

や
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
」

の
一
角
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
偽
史
や
オ
カ
ル
ト

に
対
す
る
分
析
に
も
扉
が
開
か
れ
て
い
る）
11
（

。

　
第
三
に
、
戦
後
言
説
空
間
の
変
容
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
駆
的
な

試
み
と
し
て
柏
書
房
の
「
パ
ル
ケ
マ
イ
ア
叢
書
」
を
考
え
て
み
た
い
。

一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
二
三
冊
が
刊
行
さ
れ
た
、

と
も
す
れ
ば
、
京
都
学
派
の
再
評
価
や
右
派
思
想
と
い
う
戦
後
民
主

主
義
や
そ
れ
と
連
動
す
る
戦
後
歴
史
学
の
言
説
空
間
に
お
い
て
は
半
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ば
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
を
収
集
し
た
と
す
ら
思
え
る
こ
の

叢
書
は
、
近
代
内
外
に
お
け
る
国
粋
的
な
思
想
や
運
動
を
時
代
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
正
当
に
位
置
付
け
よ
う
と
の
試
み
で
あ
っ
た
よ

う
に
見
え
る）
11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
試
み
に
対
し
て
は
、
そ
の
正

当
性
と
有
効
性
を
認
め
つ
つ
も
、
戦
争
へ
と
国
民
を
導
い
た
国
粋
思

想
を
肯
定
す
る
の
か
と
い
う
批
判
は
あ
り
続
け
た
し
今
後
も
あ
り
続

け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
平
泉
澄
と
て
、
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
史
学
の
中
で
忘
却
も
し
く
は
近
代
史
学
史
の
中
で
忌
避
さ
れ

て
い
た
だ
け
で
、
そ
れ
ら
と
は
別
の
文
脈
の
ア
カ
デ
ミ
ア
や
研
究
枠

組
み
の
中
で
は
連
綿
と
し
て
生
き
続
け
て
い
た）
11
（

。

　
報
告
六
が
対
象
と
し
た
二
書
は
、
歴
史
家
が
再
構
成
す
る
歴
史
的

事
実
を
「
歴
史
的
過
去
」
と
し
て
、
一
種
の
自
己
中
心
主
義
的
な
歴

史
観
へ
と
導
き
か
ね
な
い
危
険
要
素
と
み
な
す
。
そ
こ
に
は
、
歴
史

を
教
え
る
立
場
に
あ
る
教
員
や
学
者
は
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
社

会
へ
と
人
々
が
求
め
る
べ
き
か
を
教
え
る
側
が
自
覚
す
る
こ
と
が
ま

ず
先
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
極
端
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
価
値
観
を
前
面
に
出
し
て
「
歴
史
的
過

去
」
を
支
配
す
る
態
度
に
は
賛
否
両
論
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
偽
史
や

オ
カ
ル
ト
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
問
題
系
の
渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
は

歴
史
が
示
す
通
り
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
道
徳
的
判
断
の
問
題
は

避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
論
点
に
も
な
り
う
る
だ
ろ
う）
11
（

。
歴
史

実
践
と
い
う
現
在
注
目
を
浴
び
る
試
み
を
さ
か
な
で
に
読
む
こ
と
で

見
え
て
く
る
の
は
、
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
事
象
扱
い
と
さ
れ
て
き
た
偽

史
や
オ
カ
ル
ト
の
背
後
に
隠
れ
て
い
た
、
社
会
に
お
け
る
ヒ
ス
ト
リ

オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
受
容
と
創
造
、「
反
知
性
主
義
」
に
な
り
が
ち
な

大
衆
意
識
、
歴
史
家
自
身
の
価
値
判
断
の
問
題
で
あ
る
。

　
自
分
自
身
は
学
問
的
枠
組
み
に
沿
っ
た「
科
学
的
か
つ
正
統
的
な
」

思
考
や
行
動
を
し
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ふ
と
、
あ

た
り
を
見
回
し
て
み
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
肉
親
が
い
わ
ゆ

る
歴
史
修
正
主
義
に
則
っ
た
発
言
を
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
し

い
友
人
が
ネ
ッ
ト
に
入
り
浸
り
に
な
り
陰
謀
論
に
淫
し
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
自
分
の
所
属
す
る
組
織
で
偽
史
や
オ
カ
ル
ト
に
基
づ
く
公

式
行
事
が
行
わ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
そ
の
是
非
は
あ
え

て
問
わ
な
い
が
、
偽
史
や
オ
カ
ル
ト
は
身
近
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。

新
書
す
ら
売
れ
な
い
と
学
術
出
版
や
啓
蒙
出
版
が
嘆
く
一
方
で
、
市

井
の
一
般
書
店
に
は
、
偽
史
や
オ
カ
ル
ト
は
あ
ふ
れ
て
い
る
。
集
団

と
し
て
の
人
間
を
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
な
か
ら
ぬ

人
々
の
思
考
や
行
動
に
影
響
を
与
え
、
そ
し
て
ま
た
そ
う
し
た
集
団

の
中
か
ら
新
し
い
言
説
や
実
践
を
生
み
出
す
偽
史
や
オ
カ
ル
ト
を
め

ぐ
る
問
題
系
を
、
必
ず
し
も
「
些
末
な
事
象
」
と
し
て
等
閑
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。ア
ナ
ー
ル
派
や
社
会
史
研
究
が
、「
些
末
な
事
象
」

を
民
衆
心
性
や
モ
ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
し
て
歴
史
学
の
舞
台
へ
と
引

き
上
げ
た
よ
う
に
、
歴
史
実
践
と
い
う
試
み
は
、
偽
史
や
オ
カ
ル
ト
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を
も
ま
た
、
時
代
の
価
値
観
、
集
合
心
性
、
そ
れ
ら
を
機
能
さ
せ
る

シ
ス
テ
ム
な
ど
を
明
ら
か
と
す
る
歴
史
学
の
問
題
系
と
し
て
生
命
を

与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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歴
史
実
践
を
さ
か
な
で
に
読
む
（
小
澤
）

註（１
）
偽
文
書
に
関
す
る
先
駆
的
な
検
討
と
し
て
、
久
野
俊
彦
・
時
枝
務

編
『
偽
文
書
学
入
門
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
2
）
地
域
の
小
中
高
の
教
員
ら
と
と
も
に
作
り
上
げ
た
地
域
史
論
集
と

し
て
注
目
す
べ
き
は
、
黒
田
智
・
吉
岡
由
哲
編
『
草
の
根
歴
史
学
の

未
来
を
ど
う
作
る
か
：
こ
れ
か
ら
の
地
域
史
研
究
の
た
め
に
』（
文
学

通
信
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
3
）
著
名
な
郷
土
史
家
は
日
本
各
地
に
い
る
だ
ろ
う
。
筆
者
の
高
校
時

代
の
同
級
生
で
あ
り
、
生
徒
会
長
で
も
あ
っ
た
大
成
経
凡
も
ま
た
、

精
力
的
に
地
元
で
あ
る
愛
媛
県
今
治
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
た
書
物

を
刊
行
し
て
い
る
。
出
身
地
で
あ
る
波
止
浜
の
実
業
家
の
生
涯
を
描

い
た
近
著
『
伊
予
が
生
ん
だ
実
業
界
の
巨
人
八
木
龜
三
郎
：
北
洋
漁

業
に
名
を
刻
む
蟹
工
船
の
先
駆
者
』（
創
風
社
出
版
、二
〇
一
九
年
）は
、

第
三
五
回
愛
媛
出
版
文
化
賞
大
賞
を
受
賞
し
た
。

（
4
）
例
え
ば
、
偽
史
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
の
墓
」
を
聖
地
と
し
て
観
光

資
源
と
す
る
青
森
県
新
郷
村
に
関
し
て
は
、
岡
本
亮
輔
『
聖
地
巡
礼
：

世
界
遺
産
か
ら
ア
ニ
メ
の
舞
台
ま
で
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
五
年
）

の
第
四
章
を
参
照
。

（
5
）
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
が
、
偽
史
を
含
め
た
「
歴
史
を
か
く
」
と
言

う
行
為
を
考
え
る
論
集
と
し
て
、
時
枝
務
・
由
谷
裕
哉
編
『
郷
土
史

と
近
代
日
本
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
6
）
椿
井
文
書
他
畿
内
に
お
け
る
偽
文
書
利
用
の
あ
り
方
を
論
じ
た
の

は
、
馬
部
隆
弘
『
由
緒
・
偽
文
書
と
地
域
社
会
―
北
河
内
を
中
心
に
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
）。
な
お
馬
部
は
、
研
究
者
と
し
て
の
ル
ー

ル
を
守
る
こ
と
な
く
、
い
た
ず
ら
に
状
況
を
混
乱
さ
せ
る
「
一
般
人
」

に
対
し
て
も
警
告
を
発
し
て
い
る
。
馬
部
隆
弘「
ア
テ
ル
イ
の「
首
塚
」

と
牧
野
阪
古
墳
」『
志
學
臺
考
古
』
二
〇
（
二
〇
二
〇
年
）、一
―
六
頁
。

（
7
）
松
沢
裕
作
編
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』（
山
川
出

版
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
8
）
藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）; 

川

久
保
剛
・
星
山
京
子
・
石
川
公
彌
子
『
方
法
と
し
て
の
国
学
―
江
戸

後
期
・
近
代
・
戦
後
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
一
六
年
）; 

斎
藤
英
喜
『
読

み
替
え
ら
れ
た
日
本
書
紀
』（
角
川
選
書
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

（
9
）
著
者
自
身
の
関
心
で
い
え
ば
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ

イ
ン
と
神
代
文
字
と
ル
ー
ン
文
字
と
の
関
係
を
論
じ
た
言
説
が
あ
る
。

礫
川
全
次
「
第
四
章
　
神
代
文
字
と
ル
ー
ン
文
字
」
同
『
日
本
保
守

思
想
の
ア
ポ
リ
ア
』（
批
評
社
、二
〇
一
三
年
）、一
〇
九
―
一
三
三
頁
。

（
10
）
長
谷
川
亮
一
『「
皇
国
史
観
」
と
い
う
問
題
―
十
五
年
戦
争
期
に
お

け
る
文
部
省
の
修
史
事
業
と
思
想
統
制
政
策
』（
白
澤
社
、
二
〇
〇
八

年
）。

（
11
）
昼
間
た
か
し
「
オ
カ
ル
ト
歴
史
が
「
日
本
遺
産
」
に
！
―
全
国
に

広
が
る
「
偽
史
」
町
お
こ
し
」（https://hbol.jp/231966

）
を
参
照
。

ま
た
、
日
本
遺
産
の
問
題
点
を
巡
っ
て
は
、
金
子
淳
「
博
物
館
を
取

り
巻
く
「
物
語
性
」
を
め
ぐ
っ
て 

～
「
観
光
立
国
」
政
策
と
日
本
遺

産
を
中
心
に
～
」『
桜
美
林
論
考
・
人
文
研
究
』
一
一
（
二
〇
二
〇
年
）、

八
〇
―
九
六
頁
。

（
12
）
埼
玉
県
立
図
書
館
資
料
展
示
「
奇
書
・
偽
書
・
禁
書
―
謎
と
不
思

議
と
悲
劇
の
本
た
ち
―
」（
二
〇
一
一
年
二
月
二
六
日
か
ら
五
月
二
六

日
）;

大
阪
府
立
図
書
館
小
展
示
「
義
経
＝
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
伝
説
を
追

う
」（
一
九
九
八
年
五
月
二
三
日
か
ら
六
月
二
八
日
）;

小
展
示
「
偽
書
・

偽
史
の
世
界
」
＠
大
阪
府
立
図
書
館
（
二
〇
二
〇
年
三
月
一
日
か
ら

六
月
三
〇
日
）。

（
13
）
逆
に
い
え
ば
、
馬
部
が
椿
井
文
書
に
気
づ
い
た
の
は
、
大
阪
大
学

大
学
院
で
中
世
史
な
ら
び
に
近
世
史
双
方
の
訓
練
を
受
け
て
い
た
か
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ら
、
と
も
言
え
る
。

（
14
）
毎
日
新
聞
旧
石
器
遺
跡
取
材
班
『
発
掘
捏
造
』（
新
潮
文
庫
、

二
〇
〇
三
年
）; 

毎
日
新
聞
旧
石
器
遺
跡
取
材
班
『
古
代
史
捏
造
』（
新

潮
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）;

上
原
善
広
『
発
掘
狂
騒
史
―
「
岩
宿
」
か

ら
「
神
の
手
」
ま
で
―
』（
新
潮
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）。

（
15
）
小
柳
敦
史
「
人
文
学
の
学
問
性
と
研
究
不
正 

：
最
近
の
事
例
よ
り
」

『
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
』
六
九
（
二
〇
二
〇
年
）、
二
六
―
三
五

頁
を
参
照
。

（
16
）
オ
カ
ル
ト
思
想
の
通
史
と
し
て
は
、
大
野
英
二
『
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ

ム
：
非
理
性
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』（
講
談
社
、
二
〇
一
八
年
）
並
び
に
ア

ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
（
田
中
義
広
訳
）『
エ
ゾ
テ
リ
ス
ム
思
想

―
西
洋
隠
秘
学
の
系
譜
』（
白
水
社
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、
一
九
九
五
年
）。

よ
り
詳
細
に
は
、Christopher Partridge (ed.), The O

ccult 
W

orld , London: Routledge, 2014

を
参
照
。

（
17
）
日
本
に
お
け
る
オ
カ
ル
ト
的
な
る
も
の
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

秋
山
眞
人
・
布
施
泰
和
『
日
本
の
オ
カ
ル
ト
一
五
〇
年
史
：
日
本

人
は
ど
ん
な
超
常
世
界
を
目
撃
し
て
き
た
か
』（
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
二
〇
年
）;

Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｓ
編
『
昭
和
・
平
成
オ
カ
ル
ト
研
究
読
本
』

（
サ
イ
ゾ
ー
、
二
〇
一
九
年
）。

（
18
）
島
薗
進
『
現
代
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
四
年
）。

（
19
）
堀
江
宗
正
『
ポ
ッ
プ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
：
メ
デ
ィ
ア
化
さ

れ
た
宗
教
性
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）。

（
20
）
大
田
俊
寛
『
オ
ウ
ム
真
理
教
の
精
神
史
―
ロ
マ
ン
主
義
・
全
体
主
義
・

原
理
主
義
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）;

大
田
俊
寛
『
現
代
オ
カ
ル

ト
の
根
源
：
霊
性
進
化
論
の
光
と
闇
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
三
年
）。

（
21
）
有
元
裕
美
子
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
市
場
の
研
究 

―
デ
ー
タ
で
読
む

急
拡
大
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
真
実
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
一
年
）; 

山
中
弘
編
『
現
代
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
』（
弘
文

堂
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

（
22
）
公
共
放
送
で
あ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
検
証
番
組
も
持
た
れ
て
い
た
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
取
材
班
『
超
常
現
象
：
科
学
者
た
ち
の
挑
戦
』（
新
潮

文
庫
、
二
〇
一
八
年
）。

（
23
）と
り
わ
け
次
の
二
冊
を
参
照
。
一
柳
廣
孝『〈
こ
っ
く
り
さ
ん
〉と〈
千

里
眼
〉・
増
補
版 

日
本
近
代
と
心
霊
学
』（
青
弓
社
、
二
〇
二
〇
年
）;

一
柳
廣
孝
『
怪
異
の
表
象
空
間
：
メ
デ
ィ
ア
・
オ
カ
ル
ト
・
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
24
）一
柳
廣
孝
編『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
を
読
む
』

（
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
）;

前
田
良
一
『
今
を
生
き
抜
く
た
め
の
70

年
代
オ
カ
ル
ト
』（
光
文
社
新
書
、
二
〇
一
六
年
）。

（
25
）
高
橋
直
子
『
オ
カ
ル
ト
番
組
は
な
ぜ
消
え
た
の
か
：
超
能
力
か
ら

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
分
析
』（
青
弓
社
、二
〇
一
九
年
）;

森
達
也
『
オ
カ
ル
ト
：
現
れ
る
モ
ノ
、
隠
れ
る
モ
ノ
、
見
た
い
モ
ノ
』

（
角
川
文
庫
、
二
〇
一
六
年
）。
ま
た
、
オ
カ
ル
ト
現
象
の
仕
掛
け
人

と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
中
岡
俊
哉
を
扱
っ
た
、
岡
本
和
明
・
辻
堂
真

理
『
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
の
父
：
中
岡
俊
哉
の
オ
カ
ル
ト
人
生
』（
新
潮
社
、

二
〇
一
七
年
）
も
参
照
。

（
26
）
大
道
晴
香
『「
イ
タ
コ
」
の
誕
生
：
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
文
化
』（
弘

文
堂
、
二
〇
一
七
年
）。

（
27
）
有
用
な
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
、「
昭
和
・
平
成
の
オ
カ
ル
ト
を
彩
っ
た

テ
レ
ビ
番
組
、
漫
画
・
雑
誌
、
出
版
社
、
オ
カ
ル
ト
研
究
会
・
人
物
伝
」

『
昭
和
・
平
成
オ
カ
ル
ト
研
究
読
本
』、
二
七
三
―
四
四
六
頁
。

（
28
）感
情
史
の
基
本
文
献
と
し
て
、ヤ
ン
・
プ
ラ
ン
パ
ー（
森
田
直
子
監
訳
）

『
感
情
史
の
始
ま
り
』（
み
す
ず
書
房
、二
〇
二
〇
年
）;

バ
ー
バ
ラ
・
Ｈ
・
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ロ
ー
ゼ
ン
ワ
イ
ン
、
リ
ッ
カ
ル
ド
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ニ
（
伊
東
剛

史
他
訳
）『
感
情
史
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）。

（
29
）
カ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
（
三
谷
文
栄
・
山
腰
修
三
訳
）

『
メ
デ
ィ
ア
と
感
情
の
政
治
学
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
30
）
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
サ
イ
ニ
ー
『
科
学
の
人
種
主
義
と
た
た
か
う
：

人
種
概
念
の
起
源
か
ら
最
新
の
ゲ
ノ
ム
科
学
ま
で
』（
作
品
社
、

二
〇
二
〇
年
）;  
Ｅ
・
Ｃ
・
ス
コ
ッ
ト
（
鵜
浦
裕
・
井
上
徹
訳
）『
聖

書
と
科
学
の
カ
ル
チ
ャ
ー
・
ウ
ォ
ー
：
概
説
ア
メ
リ
カ
の
「
創
造
vs

生
物
進
化
」
論
争
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
七
年
）。

（
31
）
歴
史
上
の
陰
謀
論
に
事
例
を
取
っ
た
の
が
、
呉
座
勇
一
『
陰
謀
の

日
本
中
世
史
』（
角
川
新
書
、
二
〇
一
八
年
）。

（
32
）
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
基
本
書
は
報
告
六
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
岡
本
充
弘
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
序
論
」『
東
洋
大
学

人
間
科
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
二
一
（
二
〇
二
〇
年
）、
五
一
―
七
二

頁;

岡
本
充
弘
編
『
歴
史
を
射
つ
：
言
語
論
的
転
回
・
文
化
史
・
パ

ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
お
茶
の
水
書

房
、
二
〇
一
五
年
）。

（
33
）
長
谷
川
貴
彦
編
『
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
歴
史
学
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
二
〇
年
）。

（
34
）
保
苅
実
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
　
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
歴
史
実
践
』（
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
一
八
年
）。

（
35
）
リ
ー
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
（
大
橋
完
太
郎
監
訳
）『
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー

ス
』（
人
文
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）。
こ
う
し
た
「
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー

ス
」
の
動
き
に
乗
る
の
は
右
派
だ
け
で
は
な
く
、
地
球
温
暖
化
や
原

発
に
見
え
る
環
境
思
想
の
極
端
化
で
も
観
察
さ
れ
る
。
差
し
当
た
り
、

メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
た
著
作
と
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
登

場
初
期
に
執
筆
さ
れ
た
会
田
弘
継
『
ト
ラ
ン
プ
現
象
と
ア
メ
リ
カ
保

守
思
想
』（
左
右
社
、
二
〇
一
六
年
）
や
、
日
本
の
「
草
の
根
右
翼
」

を
見
る
伊
藤
昌
亮
『
ネ
ッ
ト
右
派
の
歴
史
社
会
学
：
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
ド
平
成
史
一
九
九
〇
―
二
〇
〇
〇
年
代
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
九

年
）; 

倉
橋
耕
平
『
歴
史
修
正
主
義
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
：
九
〇
年
代

保
守
言
説
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。

（
36
）
シ
リ
ー
ズ
の
劈
頭
を
飾
る
一
冊
目
が
最
近
復
刊
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ー

ジ
・
Ｌ
・
モ
ッ
セ
（
佐
藤
卓
己
・
佐
藤
八
寿
子
訳
）『
大
衆
の
国
民
化
：

ナ
チ
ズ
ム
に
至
る
政
治
シ
ン
ボ
ル
と
大
衆
文
化
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
二
〇
年
）。

（
37
）
田
中
卓
『
平
泉
史
学
と
皇
国
史
観
』（
青
々
企
画
、
二
〇
〇
〇
年
）;  

植
村
和
秀
『
丸
山
眞
男
と
平
泉
澄
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）; 

若

井
敏
明
『
平
泉
澄
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
平

泉
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
朱
光
会
人
脈
も
ま
た
戦
後
の
文
部
省
な
ど
に

残
り
続
け
た
。

（
38
）
歴
史
教
育
の
観
点
か
ら
論
じ
る
の
は
、
サ
ム
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
（
渡

部
竜
也
監
訳
）『
歴
史
的
思
考
―
そ
の
不
自
然
な
行
為
』（
春
風
社
、

二
〇
一
七
年
）。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


