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特
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て 

 

こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
論
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
非
難
の
中
心
は
、
イ
デ
ヤ
が
現
実

の
個
物
を
離
れ
存
す
る
為
め
に
、
却
て
個
物
の
存
在
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
イ
デ
ヤ
が
個
物
を

根
拠
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
矛
盾
に
あ
る
。而
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
此
イ
デ
ヤ
の

超
越
離
在
と
個
物
の
イ
デ
ヤ
分
有
と
の
困
難
を
避
け
る
為
に
、
イ
デ
ヤ
を
個
物
に
内
在
す
る

も
の
と
し
、更
に
個
物
が
潜
勢
態
か
ら
現
勢
態
へ
発
展
す
る
運
動
に
由
っ
て
本
質
（
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
内
在
的
イ
デ
ヤ
を
本
質
と
呼
ぶ
）
を
実
現
す
る
も
の
と
考
え
、
且
個
物
が
そ
れ
に
固
有

の
本
質
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
か
ら
、
本
質
は
第
一
義
的
に
は
個
体
的
で
あ
る
と
思
惟

し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
此
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
以
て
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ

論
を
修
正
し
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
発
展
的
動
的
内
在
主
義
に
対
し
て
、
本
来
の
プ
ラ

ト
ン
的
な
る
超
越
的
統
一
の
原
理
と
し
て
の
善
の
イ
デ
ヤ
を
維
持
し
個
体
の
イ
デ
ヤ
と
し
て
そ

れ
に
固
有
な
る
活
動
の
円
現
を
表
わ
す
個
々
の
イ
デ
ヤ
が
一
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
る
の
は
、
統

一
の
原
理
と
し
て
の
一
者
に
依
る
と
考
え
て
、
善
の
イ
デ
ヤ
を
斯
る
一
者
と
解
し
た
。従
っ
て
プ

ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
超
越
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。
一
者
は
多
の
限
定
を
超
え

る
も
の
で
あ
る
か
ら
無
規
定
で
あ
り
、
最
高
の
概
念
的
規
定
た
る
思
惟
と
存
在
と
の
対
立
を

も
超
え
る
。
従
っ
て
斯
る
絶
対
者
を
捉
え
る
に
は
凡
て
の
反
省
思
惟
を
超
え
る
神
秘
的
直
観

に
於
て
絶
対
者
と
合
一
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
者
た
る
神
を
観
る
と
は
個
体
が
自
己

に
対
立
す
る
神
を
観
る
の
で
は
な
い
。個
体
と
し
て
の
限
定
が
消
え
て
其
絶
対
の
本
源
た
る

一
者
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
個
体
が
神
を
観
る
の
で
な
く
、
神
が
個
体
に
於
て
自
己
を
観

る
の
で
あ
る
。
所
謂
脱

我

エ
ク
ス
タ
シ
ス

（
忘
我
）
と
い
う
の
は
我
が
消
え
て
斯
か
る
一
者
の
本
源
が

現
れ
る
事
に
外
な
ら
な
い
。
斯
く
て
既
に
プ
ラ
ト
ン
の
エ
ロ
ス
（
愛
）
の
説
に
含
ま
れ
た

神
秘
主
義
が
典
型
的
な
る
形
に
発
展
完
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
述
せ
る
天
之
御
中
主

神
、
天
照
大
御
神
、
八
百
万
神
の
世
界
が
い
よ
い
よ
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
の
中
に
は
既
に
在
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
の
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
論

を
深
く
読
め
ば
明
か
で
あ
る
。
然
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
個
体
を
主
に
し
て
プ
ラ
ト
ン
の

論
説
の
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
叩
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト

ン
の
真
意
が
明
か
に
さ
れ
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
人
は
異
説
を
立
て
て
自
己
を
主

張
す
る
こ
と
を
好
む
点
、
述
べ
て
作
ら
ず
と
す
る
東
洋
よ
り
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

  

 

明
け
ま
し
て 

お
芽
出
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

       

   

令
和
四
年
壬
寅 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会 

会
長 

三
浦 

夏
南 

                                        

事
務
局
一
同 

     

さ
ら
に
ま
た
プ
ラ
ト
ン
は
感
覚
と
理
性
と
を
き
び
し
く
区
別
す
る
立
場
か
ら
、
理
性
を
有
す

る
部
分
と
非
理
性
的
部
分
と
に
大
別
し
た
り
、
あ
る
い
は
善
霊
と
悪
霊
と
に
分
け
た
り
し
た
。
同

一
の
霊
魂
の
部
分
（
ま
た
は
作
用
）
と
し
て
統
一
的
に
見
よ
う
と
し
た
彼
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
二
分
法
は
後
世
に
霊
肉
二
元
観
を
伝
え
、
ま
た
そ
の
三
分
法
は
後
世
の
心
理
学
や
医

学
に
悪
い
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

彼
は
三
部
分
の
お
の
お
の
が
そ
の
分
を
果
た
す
と
き
、
理
性
は
知
恵
、
気
概
的
部
分
は
勇
気
、
欲

情
的
部
分
は
節
制
の
徳
で
、
こ
れ
ら
各
部
分
が
そ
の
分
を
守
っ
て
他
を
侵
さ
ず
調
和
を
保
つ
と

き
、
霊
魂
は
正
義
の
徳
に
あ
る
と
し
た
。
要
す
る
に
理
性
が
そ
の
真
理
認
識
に
よ
っ
て
命
令
し
、他

の
部
分
が
こ
れ
に
す
な
お
に
服
従
す
る
と
き
霊
魂
全
体
は
よ
ろ
し
き
を
う
る
も
の
と
さ
れ
た
。 

 

彼
の
国
家
論
（
レ
ス
プ
ブ
リ
カ
）
に
見
え
る
理
想
国
家
の
説
も
こ
の
霊
魂
三
部
分
説
を
基
礎
と

す
る
も
の
で
、こ
の
国
家
は
、
小
さ
な
都
市
国
家
で
、統
治
者
階
級
と
守
護
者
階
級
と
庶
民
階
級

と
か
ら
な
っ
て
い
る
。こ
の
国
家
で
は
、イ
デ
ヤ
界
の
真
観
を
楽
し
む
哲
学
者
た
ち
が
順
番
に
政
界

に
下
っ
て
そ
の
統
治
者
の
任
に
つ
き
、
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
国
民
を
解
放
し
転
向
さ
せ
て
思
考
の

世
界
に
導
き
上
げ
る
た
め
に
、
守
護
者
た
ち
を
教
育
し
、
彼
ら
に
政
治
方
針
を
指
令
す
る
。
守
護

者
た
ち
は
、
統
治
者
（
哲
学
者
）
の
命
令
を
正
し
く
理
解
し
こ
れ
を
忠
実
に
実
行
す
る
国
家
の
公

僕
と
し
て
、
そ
の
勇
気
の
徳
を
発
揮
し
、
内
外
の
敵
と
勇
敢
に
戦
い
、
厳
正
に
行
政
司
法
の
局
に

あ
た
る
。
そ
の
た
め
に
は
な
ん
ら
の
私
有
も
（
妻
子
の
占
有
）
許
さ
れ
ず
、
す
べ
て
国
家
の
夫
と
し

妻
と
し
子
と
し
て
共
同
の
生
活
を
営
む
。庶
民
階
級
は
、
全
階
級
の
た
め
に
そ
の
物
質
的
生
活
の 

資
を
生
産
し
供
給
す
る
農
工
商
の
業
者
か
ら
な
り
、そ
の
徳
は
物
欲
を
節
し
て
上
の
支
配
階
級

に
奉
仕
す
る
に
あ
る
。
し
か
し
生
産
活
動
を
は
げ
ま
す
た
め
に
は
彼
ら
に
は
私
有
が
認
め
ら
れ

た
。
彼
の
「
国
家
編
」
の
対
話
で
は
奴
隷
階
級
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
看
過
さ
れ
た
も
の
で
、
彼
の
国
家
は
奴
隷
制
の
上
に
立
つ
一
種
の
寡
頭

制
都
市
国
家
で
あ
っ
た
に
違
な
い
。
晩
年
の
「
法
律
編
」
で
は
あ
の
「
国
家
編
」
の
哲
人
政

治
と
国
家
共
有
財
産
制
の
理
想
は
す
て
ら
れ
て
い
っ
そ
う
実
現
可
能
的
な
徳
治
主
義
の
国

家
制
度
が
説
か
れ
た
。
こ
の
「
法
律
編
」
の
実
際
的
な
面
は
後
に
ロ
ー
マ
法
の
制
定
に
寄
与

し
、「
国
家
編
」
の
理
想
は
形
を
か
え
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
位
階
制
に
お
い
て
実
現
さ
れ

た
。 

 

プ
ラ
ト
ン
が
若
し
日
本
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
如
何
に
日
本
を
讃
美
し
、
生
甲
斐
を
感
じ
た

こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
神
政
政
治
と
哲
人
政
治
と
代
議
政
治
を
一
国
の
政
治
制
に
持
ち
、
神
、

イ
デ
ヤ
の
世
界
を
こ
の
地
上
に
実
現
せ
ん
と
し
て
い
る
国
で
あ
る
。
い
ず
れ
こ
の
こ
と
は
後

述
す
る
。 

           

む
哲
学
精
神
の
源
泉
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
論
理
を
摂
取
し
学
的
形
態
に
組
織
せ
ら

れ
る
場
合
に
は
、
本
来
の
学
的
な
る
哲
学
に
代
り
、
後
者
の
不
満
足
を
除
か
ん
と
す
る
哲
学

体
系
と
な
る
。
斯
か
る
神
秘
主
義
の
哲
学
体
系
と
し
て
西
洋
哲
学
史
上
に
代
表
的
な
る
位
置

を
占
め
る
の
は
希
●
哲
学
の
末
期
に
現
れ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（P

lo
tin

o
s
 2

0
4
-2

6
9

）
の
哲

学
で
あ
る
。
西
洋
の
神
秘
主
義
は
凡
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
影
響
の
下
に

立
つ
と
い
う
も
過
言
で
な
い
程
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。 

 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
は
そ
れ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
通
り
プ
ラ
ト
ン
哲
学

の
復
興
た
る
意
味
を
有
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
拠
れ
ば
、
感
覚
的
認
識
に
現
れ
る
所
の
生

滅
変
化
す
る
個
物
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仮
象
に
止
ま
る
、
真
に
存
在

す
る
も
の
は
唯
理
性
に
由
っ
て
把
握
せ
ら
れ
る
普
遍
恒
常
の
イ
デ
ヤ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

個
物
は
イ
デ
ヤ
を
分
有
す
る
限
り
に
於
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
イ
デ

ヤ
も
そ
れ
の
普
遍
の
度
に
従
っ
て
種
々
の
段
階
を
形
造
る
。
其
最
高
の
イ
デ
ヤ
が
所
謂
善
の

イ
デ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
イ
デ
ヤ
性
自
体
で
あ
る
。
イ
デ
ヤ
を
し
て
其
含
む
特
殊
の
部
分
の
調
和

的
な
る
統
一
た
ら
し
め
る
イ
デ
ヤ
性
の
原
理
が
善
の
イ
デ
ヤ
に
外
な
ら
な
い
。
斯
く
て
プ
ラ

ト
ン
に
於
て
は
調
和
的
統
一
の
理
性
的
原
理
た
る
、
真
と
美
と
合
一
せ
る
善
の
イ
デ
ヤ
を
根

拠
と
し
て
、
そ
れ
に
由
り
普
遍
恒
常
の
美
し
き
形
姿
に
統
一
せ
ら
る
る
イ
デ
ヤ
が
真
の
実
在

を
形
造
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
的
認
識
に
於
て
捉
え
ら
れ
ず
、
比
量
的
思
惟
に
よ
っ
て

概
念
化
せ
ら
れ
ず
、
た
だ
美
し
き
個
物
を
機
縁
と
し
て
理
性
の
直
感
に
由
り
直
感
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
田
辺
氏
の
通
論
は
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
で
あ
る
の
で
今
少
し
附
加

し
て
お
く
。 

 

プ
ラ
ト
ン

P
la

to
n

 4
2
7
-3

4
7
B

.C
.

は
古
代
最
大
の
観
念
論
哲
学
者
で
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の

創
設
者
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
、
若
き
頃
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
門
に
入
り
、
そ
の
教
と

そ
の
死
か
ら
深
い
感
銘
を
受
け
、
ま
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
や
そ
の
霊
魂
観
に
強
い
関

心
を
も
ち
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
相
対
主
義
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
そ
の
他
の
唯
物
論
と
対
決
し

つ
つ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
た
「
霊
魂
の
気
づ
か
い
」
の
哲
学
と
そ
の
た
め
の
諸
徳
の
「
何

で
あ
る
か
」（
本
質
概
念
）
を
問
い
求
め
た
「
問
答
法
（
概
念
問
答
）」
を
継
承
し
発
展
さ
せ

た
。
そ
れ
は
形
而
上
学
的
に
固
定
し
完
結
し
た
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に

晩
年
ま
で
絶
え
ず
真
実
を
求
め
て
動
揺
し
て
い
る
点
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
的
精
神
を
継

い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
大
体
に
於
て
は
超
感
覚
的
、
理
性
的
な
一
般
者
（
普
遍
概
念
）

の
実
在
性
と
超
越
性
を
主
張
す
る
イ
デ
ヤ
の
説
を
基
調
と
す
る
霊
肉
二
元
論
的
な
観
念
論

哲
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
、
彼
の
書
い
た
自
然
学
か
ら
認
識
論
、
国
家
論
、
神
学
に
わ
た

る
多
数
の
傑
作
が
完
全
に
後
世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
継
者
に
有
力
な
哲
学
者
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
得
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
殆
ど
の
学
問
や
思

想
に
、
功
罪
相
半
ば
す
る
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
こ
こ
で
「
イ
デ
ヤ
」
に
つ
い
て
今
少

し
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
。
イ
デ
ヤ
は
プ
ラ
ト
ン
的
哲
学
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
、
そ
の
壮
年
期
の
「
フ
ァ
ィ
ド
ン
」
で
も
ま
た
晩
年
の
「
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
」
で
も
、
話
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
話
者
自
ら

の
説
で
は
な
く
て
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
直
ち
に
プ
ラ
ト
ン
の
説
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
諸
対
話
編
で
は

イ
デ
ヤ

id
e
a

は
ま
た
エ
イ
ド
ス

e
id

o
s

と
も
い
わ
れ
、
両
語
は
ほ
と
ん
ど
同
義
的
に
用
い

て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
見
る
」「
知
る
」
の
意
の
動
詞
と
同
根
の
名
詞
で
、
一
般
に
は
見
ら

れ
表
象
（
知
覚
）
さ
れ
て
い
る
物
の
形
・
姿
・
型
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
が
と
く
に
肉
の
目
（
感
官
知
覚
）
と
区
別
さ
れ
た
霊
の
目
（
理
性
の
直
感
、
思
考
）
で
直

観
さ
れ
思
考
さ
れ
る
普
遍
的
な
も
の
（
そ
の
意
味
で
の
形
相
、
種
類
、
普
遍
概
念
）
を
さ
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
者
や
諸
徳
の
「
そ

も
そ
も
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
数
学
者
は
、
そ
の
肉
の

目
で
は
砂
上
に
描
か
れ
た
不
完
全
な
種
々
特
殊
の
三
角
形
を
見
な
が
ら
、
霊
魂
の
目
で
は
別

の
全
く
正
確
な
三
角
形
そ
れ
自
体
（
三
角
の
イ
デ
ヤ
）
を
思
考
し
研
究
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
た
っ
て
、
正
し
く
あ
る
と
か
、
美
し
く
あ
る
と
か
言
わ
れ
述
語

さ
れ
る
あ
れ
こ
れ
の
経
験
的
事
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
そ
う
い
わ
れ
述
語
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
そ
の
正
義
、
そ
の
美
と
は
何
で
あ
る
か
を
問
い
求
め
ら
れ
て
い
る
正
義
自
体
、
美
自
体
を
、

正
義
の
イ
デ
ヤ
、
美
の
イ
デ
ヤ
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
だ
け
で
見
る
と
、
こ
こ
に
個
々
の
諸
事
物

と
区
別
さ
れ
て
そ
れ
自
体
と
か
イ
デ
ヤ
と
か
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
今
日
の
論
理
学
用
語
で
は

個
物
に
対
す
る
「
種
」「
類
」
あ
る
い
は
特
殊
に
対
す
る
「
普
遍
」
あ
る
い
は
多
く
の
主
語
に

共
通
の
「
述
語
」
の
こ
と
、
即
ち
一
般
に
「
概
念
」
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様

な
普
遍
的
な
も
の
を
表
わ
す
概
念
が
今
し
も
彼
等
に
よ
っ
て
思
想
史
上
初
め
て
自
覚
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

                  

も
の
の
統
一
を
思
惟
す
る
論
理
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
「
弁
証
法
」
を
十
分
に
認
め
な
い
限

り
は
、
分
析
論
理
の
、
哲
学
的
方
法
に
対
し
不
十
全
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
思
惟
を
斥
け
、

論
理
的
思
惟
は
対
立
か
ら
対
立
へ
と
動
き
、
常
に
相
対
の
圏
内
を
彷
徨
す
る
も
の
と
考
え
、

斯
る
比
量
的
思
惟d

is
k

u
rs

iv
e
s
 D

e
n

k
e
n

 (d
iscu

rs
u

s 

彷
徨
、d

iscu
re

re

彷
徨
す
る)

を

斥
け
て
、
直
感
的
に
相
対
（
自
己
）
の
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
を
以
て
哲
学
の
正
常
な
る
方

法
と
な
す
の
は
自
然
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
神
秘
的
方
法
」
で
あ
る
。
哲
学
上
に
於
て
は
、

「
反
省
」
の
間
接
な
る
に
対
し
、
生
の
直
接
の
意
識
を
「
体
験
」
と
称
す
る
が
、
体
験
を
知

識
の
立
場
か
ら
観
て
「
直
感
」
と
い
う
。
神
秘
的
直
感
は
絶
対
と
相
対
と
の
合
一
の
体
験
に

由
る
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
の
絶
対
に
対
す
る
対
立
的
独
立
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
特

色
を
有
す
る
。
従
っ
て
相
対
な
る
も
の
の
相
対
と
し
て
独
立
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
歴
史
を
否
定
し
文
化
を
否
定
し
て
、
絶
対
に
の
み
真
実
の
存
在
性
を
認
め
、
一
切
相
対

を
此
絶
対
の
統
一
に
吸
収
す
る
傾
向
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
相

対
の
反
省
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
に
絶
対
の
統
一
に
於
て
生
き
る
こ
と
を
信
仰
の

内
容
と
す
る
宗
教
と
、
傾
向
上
、
相
一
致
す
る
所
多
き
は
明
で
あ
ろ
う
。 

―

実
在―

（
二
） 

反
省
の
学 

即
ち
、
一
、
神
秘
的
方
法
、
二
、
反
省
的
方
法
、
三
、
弁
証
（
的
方
）
法
、
の
三
つ
。
そ
し
て
、
二
の

反
省
的
方
法
を
、
イ
、
客
観
主
義
即
ち
存
在
論
的
方
法
、
ロ
、
主
観
主
義
即
ち
認
識
批
判
的
方

法
、
、
ハ
、
客
観
即
主
観
主
義
的
即
ち
解
釈
学
的
方
法
の
三
つ
に
分
つ
。
そ
の
中
ロ
の
認
識
批
判
的

方
法
に
カ
ン
ト
の
先
験
論
方
法
と
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
自
覚
存
在
論
的
方
法
と
を
包
括
す
る
。
更
に

三
の
弁
証
法
を
、
イ
、
観
念
弁
証
法
、
ロ
、
唯
物
弁
証
法
、
ハ
、
絶
対
弁
証
法
の
三
つ
に
分
け
る
の
で

あ
る
。 

神
道
も
暫
く
の
間
、
こ
の
哲
学
的
方
法
に
よ
り
、
哲
学
の
歴
史
の
あ
と
を
調
べ
、
近
代
哲
学
が

そ
の
究
極
と
せ
る
と
こ
ろ
を
探
ね
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 
 

私
が
神
道
を
書
く
所
以
の
も
の
は
、
真
理
は
別
々
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
宇
宙
の
根
元
か

ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
本
来
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
の
宇
宙
人
生
に
於
て
、
そ
の
宗
教
哲

学
思
想
が
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
そ
の
根
源
は
一
つ
で
あ
り
、し
か
も
そ
れ
は
生
命
的

統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
統
一
さ
れ
、
な
お
、
そ
こ
に
根
や
幹
や

枝
や
葉
が
あ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
一
本
の
樹
の
よ
う
に
生
命
的
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
が
明
か
に
さ
れ
て
こ
そ
真
の
宇
宙
と
人
生
の
明
徳
が
明
か
に
さ
れ
、
真
の
大
和
世
界

が
建
設
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

愚
か
な
れ
ど
も
息
長
く
書
き
つ
づ
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。 

一
般
に
認
識
論
上
の
用
語
と
し
て
第
一
次
の
客
観
の
優
先
を
最
後
ま
で
全
面
的
に
固
執
す

る
立
場
を
「
実
在
論
」
と
云
い
、
第
二
次
の
主
観
の
優
先
を
認
め
る
立
場
を
「
観
念
論
」
と
言
う

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
哲
学
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
実
在
論
」
は
哲
学
の
否
定
（
神
を
客
観
的
絶
対
的

に
み
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
）
で
あ
り
、
哲
学
は
必
然
的
に
「
観
念
論
」
で
あ
る
。
併
し
、
ま
た
、
「
実

在
論
」
を
排
斥
し
て
し
ま
う
「
観
念
論
」
も
前
述
し
た
如
く
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
り
却
て
自
己
を

否
定
し
、
哲
学
を
不
可
能
に
す
る
。
こ
こ
に
於
て
第
三
次
の
反
省
、
即
ち
主
観
客
観
の
統
一
の
立

場
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
単
な
る
主
観
も
単
な
る
客
観
も
否
定
さ
れ
、
超
越
的
全

体
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
実
在
観
念
論
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
と
の
対

立
を
絶
対
否
定
的
に
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
絶
対
反
省
」
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
れ

が
哲
学
上
の
「
絶
対
自
覚
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
「
絶
対
知
」
と
称
し

た
。 フ

ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
え
る
が
如
く
哲
学
は
「
哲
学
に
は
他
の
学
に
於
け
る
が
如
き
意
味

に
於
て
の
始
め
は
無
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
円
環
を
形
造
る
」
も
の
で
、
哲
学
は
、
哲
学
の
方
法
に
関

す
る
論
議
は
哲
学
的
思
索
に
先
だ
っ
て
そ
の
思
索
の
方
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、一
つ

の
も
の
が
他
の
も
の
の
予
備
的
序
論
を
な
す
如
き
も
の
で
な
く
、
思
索
に
於
て
思
索
の
方
法
を 
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る
も
の
で
あ
る
か
ら
無
規
定
で
あ
り
、
最
高
の
概
念
的
規
定
た
る
思
惟
と
存
在
と
の
対
立
を

も
超
え
る
。従
っ
て
斯
る
絶
対
者
を
捉
え
る
に
は
凡
て
の
反
省
思
惟
を
超
え
る
神
秘
的
直
観
に

於
て
絶
対
者
と
合
一
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。一
者
た
る
神
を
観
る
と
は
個
体
が
自
己
に

対
立
す
る
神
を
観
る
の
で
は
な
い
。
個
体
と
し
て
の
限
定
が
消
え
て
其
絶
対
の
本
源
た
る
一
者

が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
個
体
が
神
を
観
る
の
で
な
く
、
神
が
個
体
に
於
て
自
己
を
観
る
の
で
あ

る
。
所
謂
脱
我

エ
ク
ス
タ
シ
ス

（
忘
我
）
と
い
う
の
は
我
が
消
え
て
斯
か
る
一
者
の
本
源
が
現
れ
る
事
に
外
な

ら
な
い
。
斯
く
て
既
に
プ
ラ
ト
ン
の
エ
ロ
ス
（
愛
）
の
説
に
含
ま
れ
た
神
秘
主
義
が
典
型
的
な
る

形
に
発
展
完
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
述
せ
る
天
之
御
中
主
神
、
天
照
大
御
神
、
八
百
万
神

の
世
界
が
い
よ
い
よ
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
の
中
に
は
既
に
在
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
の
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
論
を
深
く

読
め
ば
明
か
で
あ
る
。然
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
個
体
を
主
に
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
論
説
の
足
ら
ざ

る
と
こ
ろ
を
叩
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
真
意
が
明
か
に
さ
れ

完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
人
は
異
説
を
立
て
て
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
を
好
む
点
、
述
べ

て
作
ら
ず
と
す
る
東
洋
よ
り
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

                 

農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

       

～
第
一
節 

農
道
的
立
志
～ 

 

南
瓜
と
白
菜 

之
と
相
似
た
る
事
は
実
際
の
農
作
に
従
事
す
る
者
に
取
っ
て
は
常
に
経
験
す
る
処
で
あ
る
。

私
の
処
に
川
原
に
面
し
た
沙
地
の
畑
が
あ
る
。
昨
年
之
に
南
瓜
を
作
っ
た
が
、
今
年
は
白
菜
を

播
い
た
。
す
る
と
去
年
、烏
が
つ
つ
い
て
食
い
散
ら
し
た
南
瓜
の
種
子
が
具
合
よ
く
発
芽
し
て
立

派
な
南
瓜
の
蔓
を
出
し
て
い
た
。
其
の
ま
ま
に
し
て
置
け
ば
結
構
な
南
瓜
の
実
を
結
ぶ
こ
と
は

十
分
わ
か
っ
て
い
る
。
然
し
そ
う
す
る
と
白
菜
が
駄
目
に
な
る
。
す
で
に
今
年
は
此
の
畑
に
白
菜

を
作
る
と
「
志
」
を
立
て
て
耕
作
を
始
め
た
以
上
は
、
矢
張
り
其
の
「
志
」
に
従
っ
て
南
瓜
を
取

除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
涙
を
揮
っ
て
馬
謖

ば
し
ょ
く

を
斬
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
私
共
が
何
に
志
す
か
と

い
う
こ
と
は
、
か
く
人
生
の
全
体
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
。
畏
る
べ
く
、
慎
む
べ
き
は
実
に
「
立

志
」
で
は
な
い
か
。
か
く
て
其
の
「
志
」
を
何
に
立
つ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
如
何
な
る
生
活
の
中
に

士
道
を
実
現
す
る
か
に
よ
っ
て
、
武
士
と
か
文
士
と
か
い
う
別
を
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
武
士
と
は
武
的
生
活
の
中
に
お
い
て
士
道
を
実
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

文
士
と
は
、
文
的
生
活
の
中
に
お
い
て
士
道
を
実
現
せ
ん
と
す
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。
禅
士
、
力

士
、
学
士
、
弁
士
等
皆
然
り
で
あ
る
。
然
か
も
近
来
士
道
の
頽
廃
は
、
名
は
何
々
士
と
謂
い
な
が

ら
、
其
の
実
功
や
利
の
み
に
目
を
つ
け
、
金
を
獲
ん
が
為
に
「
学
士
」
に
な
り
、
名
を
獲
ん
が
為
に

代
議
士
に
な
る
者
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
、
仮
令
名
称
は
如
何
に
学
士
で
あ
ろ
う
と
、
代
議
士

で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
は
已
に
「
士
」
と
い
う
に
は
当
ら
ぬ
存
在
に
堕
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。で

は
利
士
、
欲
士
か
と
戯
れ
に
い
う
者
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
利
や
欲
は
志
に
よ
っ
て
統
御
せ
ら

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
士
」
た
る
の
「
心
」
た
る
「
志
」
で
は
な
い
。
君
君
た
り
、
臣
臣

た
り
と
い
う
古
訓
が
あ
る
が
、
志
と
利
欲
と
の
関
係
も
其
の
通
り
で
、
君
臣
の
分
の
厳
と
し
て

存
す
る
が
如
く
、
「
志
」
・
「
欲
」
の
分
も
亦
厳
然
た
る
も
の
が
あ
る
を
要
す
る
。
如
何
に
臣
た
る

者
が
体
躯
が
大
き
い
、
衣
装
が
美
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、君
の
上
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ

と
同
様
、利
欲
は
畢
竟
「
志
」
に
よ
っ
て
統
御
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

農
士
的
生
活 

か
く
て
農
士
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
に
明
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
即
ち
、

農
的
生
活
の
中
に
士
道
を
行
ず
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。
深
く
「
農
」
の
道
義
的
本
質
を
証
悟
し
、
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切
に
「
農
」
の
歴
史
的
社
会
的
使
命
を
自
覚
し
、堅
く
期
す
る
処
あ
っ
て
之
に
志
し
、
一
時
の
遇

不
遇
や
、
時
勢
の
流
行
や
、
其
等
外
界
の
雲
霧
に
対
し
て
、
屹
然
と
し
て
自
立
し
、
自
ら
の
高
き

志
に
向
っ
て
其
の
進
む
べ
き
道
を
失
う
こ
と
な
く
、
金
剛
不
壊
の
道
義
的
精
進
を
続
く
る
も
の

の
謂
で
あ
る
。 

 

然
る
に
、
斯
る
眼
を
以
て
現
下
の
農
村
人
を
見
る
時
、
此
の
農
士
的
態
度
を
持
す
る
者
幾
何

あ
り
や
。
農
を
業
と
し
な
が
ら
自
ら
農
を
侮
り
、
名
利
の
為
に
は
何
時
で
も
之
を
捨
て
て
他
に

走
ら
ん
と
す
る
無
節
操
、
無
信
念
の
徒
の
如
何
に
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
或
は
終
生
之
に
従
う

と
雖
も
、
何
等
の
感
激
あ
る
「
志
」
も
な
く
、
唯
「
親
の
代
か
ら
の
百
姓
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
が
」

「
外
に
別
に
や
れ
る
仕
事
も
な
い
か
ら
ま
あ
百
姓
で
も…

…

」
と
い
う
程
度
の
生
活
で
、
其
処
に

は
何
ら
の
感
激
も
発
奮
も
な
く
、
文
字
通
り
の
酔
生
夢
死
で
あ
る
。
葉
隠
に
い
う
「
武
士
道
と

は
死
ぬ
こ
と
と
見
付
け
た
り
」
と
。
南
洲
の
「
命
も
い
ら
ず
、
名
も
い
ら
ず
、
官
位
も
金
も
い
ら
ぬ

人
は
仕
末
に
困
る
も
の
な
り
。
此
の
仕
末
に
困
る
人
な
ら
で
は
艱
難
を
共
に
し
て
国
家
の
大
業

は
無
し
得
ら
れ
ぬ
な
り
」
と
い
う
覚
悟
は
、
格
別
武
士
や
国
士
の
み
の
覚
悟
で
は
な
い
。
苟
く
も

士
的
生
活
を
行
ぜ
ん
と
す
る
者
に
取
っ
て
は
、
何
人
に
も
切
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
、
農
士

の
生
活
も
亦
然
る
べ
き
で
あ
る
。自
ら
が
精
魂
を
打
込
ん
で
や
ろ
う
と
す
る
農
道
的
志
念
の
為

に
は
、
一
切
を
捧
げ
盡
し
て
行
じ
抜
く
処
に
こ
そ
、
始
め
て
士
的
生
活
に
燦
た
る
光
明
を
発
す

る
の
で
あ
る
。
吉
田
松
陰
の
士
規
七
則
の
中
に
も
「
死
而
後
已
の
四
字
、
言
簡
に
し
て
義
広
し
。

堅
忍
果
決
、
確
固
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
是
を
舎
い
て
術
無
き
な
り
」
と
あ
る
が
、
農

士
道
と
い
う
も
、
こ
の
一
生
懸
命
の
心
を
以
て
、
道
に
よ
っ
て
農
生
活
を
行
じ
抜
く
こ
と
に
外
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
点
に
就
い
て
私
は
大
原
幽
学
が
其
の
門
人
に
向
っ
て
職
業
二
重
を
厳
禁

し
、
人
間
が
単
な
る
目
前
の
「
利
」
に
よ
り
て
業
を
二
に
す
る
こ
と
を
戒
め
た
こ
と
は
確
か
に
非

凡
な
る
見
識
だ
と
思
う
。 

 

（
註
）
大
原
幽
学
は
二
宮
尊
徳
と
同
時
代
の
農
村
指
導
者
。
尾
張
藩
の
家
老
の
息
と
伝
え
ら

る
る
が
終
生
出
仕
せ
ず
、
後
半
生
を
千
葉
県
香
取
郡
中
和
村
に
お
く
り
、
深
く
山
沢
に
蔵
し
て

地
方
農
民
を
指
導
し
、
門
人
と
な
っ
て
化
を
蒙
れ
る
者
三
千
人
と
い
わ
れ
る
。
今
日
に
至
る
ま

で
其
の
地
方
一
帯
は
其
の
教
を
伝
え
、
衣
食
住
風
俗
施
設
一
切
に
渉
っ
て
其
風
が
醇
乎
と
し
て

猶
存
し
て
い
る
。 

 
 

   
   

 

    
 

熊
野
訪
問                  

           

三
浦 

夏
南                     

 

 
    

    
    

    
    

  
 

 

新
た
な
一
年
の
始
め
に
、
今
月
は
熊
野
の
む
す
び
の
里
を
数
年
ぶ
り
に
訪
問
し
ま
し
た
。
今

回
訪
問
し
た
の
は
、
今
年
発
足
予
定
の
「
日
本
自
治
会
」
に
つ
い
て
代
表
の
荒
谷
先
生
か
ら
直

接
お
話
を
伺
う
た
め
で
す
。
過
剰
な
西
洋
近
代
化
と
我
が
国
の
本
質
を
忘
却
し
た
物
質
的
繫

栄
に
よ
っ
て
歪
ん
で
し
ま
っ
た
我
が
国
の
あ
り
方
を
本
の
正
し
い
道
筋
に
還
そ
う
と
農
本
自
治

に
志
す
人
々
は
全
国
に
点
在
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
有
志
を
結
び
付
け
て
行
く
動
き
は
今

ま
で
必
要
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
完
全
に
は
行
わ
れ
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
熊
野
の
地
に
て

自
ら
農
を
本
と
し
な
が
ら
、
文
武
に
鍛
錬
し
、
全
国
の
人
々
を
指
導
さ
れ
て
い
る
荒
谷
先
生
が

「
日
本
自
治
会
」
を
立
ち
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
我
が
国
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で

あ
り
、
同
じ
く
農
本
自
治
に
志
す
我
々
に
と
っ
て
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
ど
の
よ

う
な
形
で
会
が
進
ん
で
行
く
の
か
は
ま
だ
未
定
で
す
が
、
愛
媛
の
地
か
ら
我
々
に
出
来
る
限
り

の
協
力
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

自
治
の
運
動
は
そ
の
性
質
上
、
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
実
地
に
築
き
上
げ
て
行
く
も
の

な
の
で
、
互
い
に
学
び
合
い
、
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
難
い
も
の
で
す
。
し
か
し
。
現
在

我
が
国
を
始
め
と
し
て
世
界
中
が
金
融
資
本
に
分
断
さ
れ
、
支
配
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
の
活
動
だ
け
で
は
な
く
、相
互
の
協
力
が
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
き

ま
す
。
全
国
の
人
々
が
連
帯
し
な
け
れ
ば
、資
本
主
義
の
支
配
下
か
ら
離
脱
し
、自
立
す
る
こ
と

は
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、皆
が
一
つ
の
場
に
集
ま
り
、
腹
を
割
っ
て
話

し
合
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
今
回
、
そ
う
い
う
場
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
素
晴
ら
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
我
が
国
に
と
っ
て
議
論
す
べ
き
こ
と
は
山
積
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単
に

論
じ
て
解
決
す
る
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
く
、
論
じ
た
上
で
実
践
し
、
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
た

課
題
を
再
び
研
究
討
論
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
が
自
治
共
同
体
と
い
う
世
代
を
超
え

た
も
の
で
あ
る
以
上
、
数
年
の
ス
パ
ン
で
は
な
く
、
一
世
代
数
十
年
を
基
本
単
位
と
し
て
考
え

て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
道
は
遠
く
深
い
も
の
で
す
が
、だ
か
ら
こ
そ
全
国
の
叡
智

を
結
集
し
、
事
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
大
事
業
で
す
。
我
々
も
微
力
で
は
あ
っ
て
も
、

我
が
国
の
農
本
回
帰
自
治
確
立
の
た
め
に
為
す
べ
き
こ
と
は
為
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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今
後
も
日
本
の
自
治
に
つ
い
て
進
展
が
あ
れ
ば
、
こ
の
場
に
て
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
日

本
自
治
会
の
進
展
は
楽
し
み
で
す
が
、
自
治
の
根
本
は
い
つ
で
も
自
ら
の
一
身
と
共
同
体
の
核

に
あ
る
「
家
」
の
生
活
に
あ
り
ま
す
。
道
を
近
く
思
い
切
に
行
い
学
ぶ
こ
と
が
全
て
の
基
本
で
す
。

こ
こ
を
疎
か
に
し
て
は
、自
治
な
ど
夢
の
ま
た
夢
な
の
で
、今
年
も
一
層
己
の
為
の
学
に
励
み
た

い
と
思
い
ま
す
。 

  
 

                      

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

「
あ
け
ま
し
て
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」 

起
床
し
て
リ
ビ
ン
グ
に
行
く
と
、
正
座
を
し
て
家
族
に
朝
の
挨
拶
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
三
浦

家
の
元
旦
が
始
ま
り
ま
し
た
。
昨
年
か
ら
、
起
床
し
た
ら
家
族
全
員
に
向
か
っ
て
正
座
し
て
挨

拶
を
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
子
供
た
ち
も
含
め
て
全
員
が
毎
朝
行
っ
て
い
ま
す
。
膝
と

手
を
床
に
つ
き
、
頭
を
下
げ
る
こ
と

で
謙
虚
に
な
り
、
穏
や
か
な
朝
が
迎

え
ら
れ
ま
す
。
挨
拶
が
す
む
と
、
今

年
の
家
族
で
の
目
標
を
相
談
し
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
渦
で
中
止
し
て
い
る

当
会
の
行
事
の
再
開
や
、
論
語
師
説

に
取
り
組
む
こ
と
、
米
・
大
豆
の
自

給
自
足
等
、
新
た
な
気
持
ち
で
今

年
の
抱
負
を
話
し
合
い
、
筆
で
清
書

し
て
壁
に
貼
り
ま
し
た
。
子
ど
も
達

が
起
床
す
る
と
、
全
員
で
神
棚
に
参

拝
し
た
後
、
毎
年
訪
れ
て
い
る
近
く
の
出
雲
神
社

へ
新
年
の
ご
挨
拶
に
行
き
ま
し
た
。
近
所
に
あ
る

出
雲
神
社
は
、
私
達
が
新
居
浜
か
ら
農
業
に
通
い
、

周
桑
地
域
で
空
き
家
を
見
つ
け
る
の
に
苦
労
し
て

い
た
時
に
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
神
社
で
、
参
拝

後
、
諦
め
て
新
居
を
計
画
し
て
い
た
矢
先
、
導
か
れ

た
よ
う
に
理
想
的
な
現
在
の
家
と
出
会
っ
た
ご
縁

の
あ
る
神
社
で
す
。
毎
年
参
拝
し
て
お
り
、
今
年

も
家
族
一
同
、
感
謝
と
今
年
の
抱
負
を
神
様
に
ご

報
告
し
ま
し
た
。 
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農
業
の
方
は
、
年
末
年
始
に
か
け
て
毎
年
恒

例
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
片
づ
け
を
行
い
ま
し
た
。

一
年
間
か
け
て
二
メ
ー
ト
ル
程
に
育
っ
た
ア
ス
パ

ラ
ガ
ス
の
株
を
全
て
切
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
株

を
ハ
ウ
ス
外
に
運
び
出
し
、
株
元
は
消
毒
の
た
め

に
バ
ー
ナ
ー
で
焼
き
、
堆
肥
や
肥
料
を
入
れ
て
か

き
混
ぜ
、
な
ら
し
て
い
き
ま
す
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

は
、こ
の
よ
う
に
焼
い
て
し
ま
っ
て
も
根
が
生
き
て

い
れ
ば
何
度
で
も
芽
を
出
す
強
い
野
菜
で
、
二
重

に
ビ
ニ―

ル
を
か
け
て
覆
っ
て
い
る
と
、
二
週
間

後
、
新
た
な
芽
が
出
始
め
ま
し
た
。
束
の
間
の
お

休
み
も
終
わ
り
、
来
週
か
ら
は
本

格
的
に
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
が
始

ま
り
そ
う
で
す
。 

ネ
ギ
は
ト
ン
ネ
ル
を
し
て
様
子

を
見
て
い
ま
し
た
が
、
曇
り
の
日
も

多
く
、上
旬
に
は
収
穫
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
ま
た
葉
先
枯
れ
も
多
く
、

ト
ン
ネ
ル
を
し
て
い
る
た
め
収
穫
も

し
づ
ら
く
、
慣
れ
て
き
た
と
感
じ
て

い
た
ネ
ギ
の
栽
培
も
、
ま
だ
ま
だ
改

善
で
き
る
点
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

ま
た
、
今
月
は
農
耕
車
限
定
大
型
特
殊
免
許
の
取
得
に
向
け
て
、
頻
繁
に
松
山
の
農
業
大
学

校
に
通
い
ま
し
た
。
現
在
使
用
し
て
い
る
ト
ラ
ク
タ
ー
は
小
型
の
た
め
、免
許
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
購
入
を
検
討
し
て
い
る
中
型
・
大
型
の
も
の
は
免
許
が
必
要
で
す
。
主
人
と
義
弟

そ
ろ
っ
て
早
朝
か
ら
出
発
し
ま
す
。
帰
っ
て
く
る
と
、
長
い
講
義
と
運
転
に
二
人
と
も
少
し
疲
れ

た
様
子
で
す
が
、
お
風
呂
を
済
ま
せ
、
家
族
揃
っ
て
夕
食
を
い
た
だ
き
、
就
寝
準
備
を
し
て
い
る

と
、
そ
の
顔
も
少
し
ず
つ
和
ん
で
き
ま
す
。
主
人
と
は
よ
く
、
「
家
族
揃
っ
て
ご
飯
を
食
べ
、
日
中

も
共
に
働
き
、
一
緒
に
寝
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
帰
農
し
た
か
ら
で
す
ね
、
幸
せ
で
す
ね
。
」
と

話
を
し
ま
す
。
寝
る
前
は
向
か
い
合
っ
て
正
座
し
て
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
、
手
を
つ
い
て
「
お
や

す
み
な
さ
い
」
と
挨
拶
を
し
て
、
清
ら
か
な
気
持
ち
で
布
団
に
入
り
ま
す
。
帰
農
し
て
四
年
。
生

活
も
一
変
し
、
日
々
三
浦
家
が
理
想
的
な
自
治
の
在
り
方
に
近
づ
い
て
い
っ
て
い
る
と
感
じ
ま

す
。
今
年
の
家
族
目
標
に
は
「
養
」
の
字
を
選
び
ま
し
た
。
私
も
農
業
の
傍
ら
日
々
自
ら
を
「
養
」

い
、進
化
し
続
け
る
三
浦
家
を
支
え
て
い
け
る
よ
う
、今
年
も
精
進
し
て
参
り
ま
す
。
皆
様
ど
う

ぞ
、
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

   

   

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 


