
本
書
の
著
者
中
村
生
雄
は
、
宗
教
学
や
日
本
思
想
史
の
領
域
に
お
い
て
、
昨

今
、
も
っ
と
も
活
発
に
成
果
を
発
表
し
て
い
る
研
究
者
の
一
人
で
あ
り
、
本
書

『
日
本
の
神
と
王
権
』
は
、
そ
の
最
近
の
主
要
な
論
文
を
収
録
し
た
論
文
集
で

あ
る
。本

書
は
論
文
集
で
は
あ
る
が
、
そ
の
折
々
に
関
心
を
持
っ
た
問
題
や
外
部
か

ら
求
め
ら
れ
た
主
題
に
対
し
て
個
別
的
に
書
い
た
論
文
を
適
当
に
収
録
し
た
も

の
な
ど
で
は
な
く
、
一
つ
の
問
題
関
心
の
下
に
、
組
み
立
て
ら
れ
た
著
作
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
論
文
相
互
の
間
の
関
連
が
あ
ま
り
明
確
で
な
か
っ
た
り
、
第

一
部
の
第
三
論
文
か
ら
第
五
論
文
に
か
け
て
内
容
上
の
重
複
が
見
ら
れ
る
な

ど
、
書
き
下
ろ
さ
れ
た
著
作
に
は
な
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
村
自

身
が
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
「
一
貫
し
た
見
通
し
の
も
と
に
全
体
が
体
系
づ
け

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
本
書
に
整
理
さ
れ
た

「
体
系
」
を
求
め
る
の
は
酷
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
村
が
あ
る
程
度
計
画
的

に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
を
書
き
継
い
だ
こ
と
は
、
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
触
れ

八
害
評
Ｖ

■■■■■■■

中
村
生
雄
著
「
日
本
の
神
と
王
権
』
（
法
蔵
館
・
一
九
九
四
年
）

て
い
る
本
書
の
成
立
の
契
機
に
関
す
る
部
分
か
ら
も
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
村
が
本
書
の
構
想
を
意
識
し
た
の
は
遅
く
と
も
第
二
部
の

第
一
論
文
「
秘
儀
と
し
て
の
王
権
」
を
発
表
し
た
時
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本

書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
論
文
と
同
時
期
な
い
し
、
そ
れ

以
降
に
書
か
れ
て
い
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
が
、
す
べ
て
が
事
前
に

計
画
さ
れ
た
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
執
筆
の
時
点
で
全
体
の
ま

と
ま
り
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
そ
の
主
題
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
中
村
は
、
「
ま

え
が
き
」
の
冒
頭
で
、
ホ
カ
ー
ト
の
「
多
分
ど
ん
な
王
も
神
な
し
で
は
、
ま
た

ど
ん
な
神
も
王
な
し
で
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉

を
引
き
、
「
支
配
と
服
従
と
い
う
人
類
史
を
つ
ら
ぬ
く
八
こ
ち
ら
側
Ｖ
の
関
係

は
、
そ
の
背
後
に
神
と
い
う
八
あ
ち
ら
側
Ｖ
の
力
を
前
提
に
し
て
成
り
立
っ
て

き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
中
村
は
、
神
と
王
権
と
い
う
問
題
を
「
人
類
史
を
つ

ら
ぬ
く
」
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
問
題
に
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
魅
力
的
な
問
題
だ
が
、
同
時
に
、
人
間
の
文
明
の
秘
密
を
開
け
る
鍵
で

も
あ
る
か
ら
、
当
然
、
お
そ
ろ
し
く
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
中
村
が
ホ
カ
ー
ト

窪
田
高
明

四



に
呈
し
て
い
る
「
八
王
権
Ｖ
の
問
題
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
」
と
い
う
評
価

は
、
そ
の
ま
ま
中
村
自
身
に
投
げ
返
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
中
村
は
人
類

史
の
秘
密
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
中
村
は
こ

の
問
題
を
ど
の
よ
う
な
構
想
で
捉
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
こ
で
ま
ず
、
本
書

の
収
録
論
文
の
題
名
と
副
題
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

本
書
は
、
「
ま
え
が
き
」
の
後
に
、
九
論
文
を
二
部
に
分
け
て
配
置
し
て
い

る
。
各
論
文
の
題
名
と
副
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

題
名
と
副
題
だ
け
で
は
、
わ
か
り
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
諸
論
文
の
中
で

主
題
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
日
本
人
に
と
っ
て
の

神
の
原
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
第
一
論
文
）
。
そ
の
上
で
、

主
題
は
そ
の
よ
う
な
神
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
出
現
し
た
か
と

一
部一

、

一
一
、

一
一
一
、

四
、

五
、

二
部一

、

一
一
、

一
一
一
、

四
、

日
本
の
神
の
発
生

崇
り
神
と
始
祖
神

神
仏
関
係
の
中
世
的
変
容

苦
し
む
神
／
苦
し
む
人

肉
食
と
蛇
身

秘
儀
と
し
て
の
王
権
柳
田
国
男
と
大
嘗
祭

王
権
の
儀
礼
と
構
造
大
嘗
祭
に
お
け
る
八
中
心
Ｖ
と
八
周
縁
Ｖ

狂
気
と
好
色
を
め
ぐ
る
物
語
花
山
上
皇
の
西
国
巡
礼
創
始
認

近
代
王
権
の
変
身
過
程
八
童
形
Ｖ
八
女
装
Ｖ
八
男
装
Ｖ
の
三
類
型

古
代
の
タ
マ
と
カ
ラ

神
と
祀
り
の
発
生
と
制
度

八
権
／
実
Ｖ
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
成
立
と
反
転

再
生
す
る
崇
り
神

中
世
神
祇
世
界
の
相
貌

い
う
問
題
に
受
け
継
が
れ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
そ
れ
は
神
を
祀
る
と
は
い
か

な
る
こ
と
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
（
第
二
論
文
）
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な

神
の
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
と
い
う
問
題
を
、
本
地
垂
迩
説
に
お
け

る
権
と
実
と
い
う
対
立
概
念
の
転
位
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
、
苦
し
む
神
と

い
う
存
在
の
意
義
を
評
価
す
る
。
こ
の
よ
う
な
展
開
の
背
後
に
一
貫
し
て
存
在

し
て
い
る
の
は
、
神
を
考
え
る
こ
と
は
、
抽
象
的
、
神
学
的
な
思
弁
の
水
準
で

行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
生
命
と
感
覚
に
根
差
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

第
二
部
で
は
、
王
権
の
秘
密
が
対
象
と
な
り
、
特
に
大
嘗
祭
と
い
う
天
皇
の

儀
式
の
解
明
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
中
で
、
一
つ
の
中
心
的
な
主
張
と
し
て
、

大
嘗
祭
の
秘
儀
性
と
い
う
問
題
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
（
第
一
論
文
、
第
二
論

文
）
。
ま
た
、
天
皇
の
特
質
を
、
そ
の
外
部
へ
示
す
形
態
の
特
徴
か
ら
「
童
形
」

「
女
装
」
「
男
装
」
と
規
定
し
、
明
治
天
皇
の
個
体
発
生
に
、
天
皇
の
可
能
性

の
全
貌
を
読
み
取
ろ
う
と
い
う
試
み
が
行
わ
れ
る
（
第
四
論
文
）
。
（
花
山
院
と

い
う
特
異
な
上
皇
を
扱
っ
た
第
三
論
文
は
そ
れ
自
体
は
巡
礼
の
祖
と
し
て
の
天

皇
と
い
う
興
味
深
い
問
題
を
扱
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
の
他
の
論
文
と
の
関

連
が
私
に
は
明
確
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
神
と
王
権
」
と
い
う
問
題
が
第
一
部
で
は
神
と
は
何

か
と
い
う
側
か
ら
、
第
二
部
で
は
王
権
と
は
何
か
と
い
う
側
か
ら
、
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
本
書
の
構
成
が
、
本
書
の
題
名
、
そ
し
て

ホ
カ
ー
ト
の
言
葉
と
き
っ
ち
り
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
の
下
で
中
村
は
ど
の
よ
う
に
問
題
を
解
明
し
た
の

か
。
本
書
の
全
体
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
か
ら
、
本

稿
で
は
私
自
身
の
関
心
か
ら
も
っ
と
も
興
味
深
い
論
考
で
あ
っ
た
第
一
部
の
第

五



一
、
第
二
論
文
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
内
容
を
整
理
し
、
評
価
を
述
べ
、
そ
の

後
で
さ
ら
な
る
探
求
へ
の
要
望
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
他
の
論
文
に
つ
い
て

は
、
検
討
の
中
で
関
連
す
る
範
囲
で
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
部
で
、
中
村
が
取
り
上
げ
る
問
題
は
、
大
き
く
い
え
ば
、
日
本
人
の
神

と
は
何
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
を
取
り
扱
う

た
め
に
中
村
が
と
る
手
順
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
中
村
は
、
日
本

の
神
観
念
を
考
え
る
上
で
参
照
す
べ
き
業
績
と
し
て
、
柳
田
と
折
口
と
い
う
二

人
の
先
学
の
主
張
を
踏
ま
え
る
。
時
に
は
、
両
者
が
明
示
的
に
対
比
さ
れ
て
い

る
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
論
の
背
景
と
し
て
そ
の
対
比
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
中
村
が
こ
の
二
人
を
問
い
の
出
発
に
お
い
た
理
由
は
は
っ
き

り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
論
文
全
体
の
展
開
か
ら
判
断
し
て
、
中

村
が
こ
の
二
人
の
思
想
的
営
為
を
「
日
本
の
神
の
基
本
的
性
格
」
を
掘
り
起
こ

そ
う
と
し
た
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
こ
の
対
極
に
あ
る

も
の
と
し
て
「
神
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
や
「
単
線
的
な
発
展
段
階
説
」
が
否

定
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
日
本
人
の
神
観
念
の
基
底
に
立
脚
す
る
こ
と
な
く
、

観
念
的
な
思
弁
に
よ
っ
て
神
観
念
を
組
み
立
て
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
中
村
は
柳
田
と
折
口
の
学
説
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
よ
り
「
日
本

の
神
の
基
本
的
性
格
」
、
「
鋭
敏
で
豊
か
な
身
体
と
生
命
に
た
い
す
る
感
覚
」
に

即
し
た
神
理
解
を
選
択
す
る
が
、
同
時
に
二
人
の
学
説
の
欠
陥
を
も
指
摘
し
、

そ
の
克
服
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
克
服
の
契
機
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以
降
の
研
究
者
の
業
績
で
あ
る
。
中
村
が
も
っ
と
も
中
心
的
な
部
分

で
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
益
田
勝
実
で
あ
る
が
、
つ
い
で
佐
藤
正
英
な
ど
の

■■■■■■

一

考
察
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

第
一
論
文
で
は
、
日
本
人
の
神
の
原
像
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
主
題
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
中
村
は
柳
田
と
折
口
の
説
を
比
較
し
、
柳
田
の
祖
霊
論

を
霊
魂
の
歴
史
学
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
折
口
の
霊
魂
理
解
を
そ
の
生
理
学
と

把
握
し
、
そ
こ
に
神
の
原
像
の
理
解
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
だ
が
、
中
村
は
折

口
の
論
の
価
値
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
折
口
の
「
霊
魂
の
話
」
に
代
表
さ
れ

る
「
タ
マ
・
カ
ラ
」
の
二
項
を
立
て
る
魂
の
理
解
を
検
討
し
、
そ
の
タ
マ
と
カ

ラ
の
関
係
が
「
容
器
と
中
身
」
と
い
う
「
機
能
的
」
な
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
お
り
、
結
局
、
タ
マ
一
元
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
折
口
の
タ
マ
・
カ
ラ
論
が
、
「
古
代
日
本
人
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な

身
体
感
覚
」
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。
中
村
は
折
口
の
八
た
ま

し
い
Ｖ
論
を
生
理
学
と
特
徴
付
け
な
が
ら
、
他
の
部
分
で
は
「
古
代
日
本
人
の

生
理
に
即
し
た
形
而
上
学
」
と
言
い
換
え
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
折
口
の
「
タ

マ
か
ら
の
カ
ミ
と
モ
ノ
の
分
化
」
は
も
は
や
「
神
学
的
回
答
」
に
変
化
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
タ
マ
・
カ
ラ
理
解
は
ど
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
な

の
か
。
中
村
は
こ
こ
で
、
益
田
の
論
を
援
用
し
、
「
み
」
と
い
う
概
念
を
挿
入

す
る
。
（
論
文
の
記
述
で
は
、
折
口
説
の
検
討
よ
り
も
益
田
の
見
解
の
紹
介
が

先
に
く
る
が
、
思
考
の
展
開
に
即
せ
ぱ
、
こ
う
書
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
）

こ
の
「
み
」
と
は
、
益
田
自
身
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
タ

マ
が
カ
ラ
に
宿
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
生
命
の
通
っ
て
い
る
カ
ラ
全
体
を
ミ

（
身
）
と
い
う
」

こ
の
よ
う
な
ミ
の
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
も
の
い
み
」
は
生

命
の
回
復
と
い
う
具
体
的
な
内
実
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
中
村
は
考
え
て

一
一
一
一
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い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
神
の
発
生
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
「
身
体
と
生
命

に
た
い
す
る
感
覚
を
抜
き
に
し
て
は
、
日
本
の
神
々
の
発
生
に
つ
い
て
何
ひ
と

つ
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
第
二
論
文

で
も
「
神
が
人
間
に
と
っ
て
リ
ア
ル
な
対
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
場
面
を
重

視
す
る
展
開
に
現
わ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
部
分
で
は
、
批
判
は
表
面
的
に
は
折
口
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
中
村
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
死
せ
る
折
口
そ
の
人
の
学
説
を
否
定

す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
中
村
の
議
論
は
、
ま
ず
は
折
口

の
論
の
回
路
を
辿
る
こ
と
で
始
ま
り
、
や
が
て
そ
の
展
開
が
自
分
の
感
覚
か
ら

乖
離
し
出
す
地
点
か
ら
、
新
た
な
思
索
を
開
始
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
中

村
は
、
そ
の
乖
離
の
生
み
出
す
違
和
を
克
服
す
る
た
め
、
自
分
に
と
っ
て
感
覚

的
に
納
得
で
き
る
神
の
発
生
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

中
村
の
論
文
は
、
折
口
の
論
を
批
判
し
、
益
田
の
主
張
を
高
く
評
価
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
の
基
本
線
と
し
て
は
折
口
の

説
を
再
生
す
る
方
向
へ
進
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
折
口
の
批
判
と
い
う
よ
り

は
、
折
口
と
の
対
話
と
い
う
印
象
が
生
ま
れ
る
。
中
村
が
批
判
の
対
象
と
し
て

想
定
し
て
い
る
の
は
、
折
口
の
主
張
を
神
学
と
し
て
展
開
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う

な
、
観
念
的
な
神
理
解
で
あ
ろ
う
。

第
二
論
文
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
中
村
自
身
が
「
古
代
王
権
と
祖
神
祭
祀
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
総
括
的
な
考
察
を
こ
こ
ろ
ゑ
る
」
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い

る
。
ま
ず
第
一
論
文
を
受
け
て
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
た
神
の
原
像
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
出
現
し
た
か
と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
崇
り
の

－

－
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重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
神
の
祀
り
と
は
何
か
と
い
う

問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
以
降
の
論
文
が
、
こ
の
第
二
論
文
の
議
論
を
踏

ま
え
、
神
仏
習
合
と
い
う
問
題
の
な
か
に
、
こ
の
崇
り
神
の
信
仰
の
行
方
を
探

る
進
行
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
第
二
論
文
が
本
書
に
お
い
て

も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
論
は
多
く
の
問

題
を
含
み
込
ん
で
お
り
、
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
こ

こ
で
は
私
な
り
に
理
解
し
得
た
範
囲
で
基
本
的
な
展
開
を
示
す
。

ま
ず
、
中
村
は
、
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
を
崇
神
天
皇
が
二
人
の
娘
に
祀
ら

せ
た
と
い
う
内
容
を
含
む
崇
神
紀
五
年
の
記
述
を
取
り
上
げ
、
特
に
倭
大
国
魂

が
ナ
ガ
ヲ
チ
に
、
大
物
主
が
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
祀
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
神
の
祀
り
に
二
つ
の
水
準

を
区
別
す
る
。
一
つ
は
崇
り
神
が
八
神
の
女
Ｖ
と
の
性
的
交
渉
と
い
っ
た
形
を

と
る
、
愚
依
・
託
宣
な
ど
を
実
体
と
す
る
八
発
生
と
し
て
の
祀
り
Ｖ
で
あ
り
、

一
つ
は
神
の
子
孫
で
あ
る
と
さ
れ
る
祀
り
手
と
祭
祀
の
方
式
と
が
恒
常
化
し
て

継
承
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
場
合
の
八
制
度
と
し
て
の
祀
り
Ｖ
で
あ
る
。

こ
れ
が
中
村
の
第
一
の
主
張
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
中
村
の
考
察
は
日
本
の
神
の
原
型
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
向
か

う
。
ま
ず
、
祖
先
神
か
外
来
神
か
と
い
う
選
択
が
あ
る
。
中
村
は
、
日
本
人
の

信
仰
の
実
情
は
そ
の
両
者
の
複
合
で
あ
る
、
と
い
う
益
田
勝
実
の
考
え
を
参
照

す
る
。
中
村
は
、
結
論
と
し
て
は
こ
の
複
合
説
を
否
定
す
る
の
だ
が
、
単
一
モ

デ
ル
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
発
想
は
「
古
代
人
の
暮
ら
し
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ

を
見
逃
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
益
田
の
指
摘
を
評
価
し
、
神
が
具

体
的
な
存
在
に
な
る
場
合
に
重
要
な
点
が
「
た
た
り
」
と
い
う
事
象
で
あ
る
こ

と
に
注
目
し
、
崇
り
神
こ
そ
が
日
本
の
神
の
原
像
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し

一
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て
、
崇
り
神
と
守
り
神
（
祖
神
）
の
対
立
は
、
「
じ
つ
は
人
間
と
神
と
の
交
渉

の
進
展
の
度
合
い
に
応
じ
た
変
化
に
す
ぎ
な
い
」
「
祀
り
の
発
生
と
制
度
化
と

い
う
時
間
軸
上
の
先
後
関
係
に
応
じ
て
あ
ら
わ
れ
る
神
の
二
つ
の
顔
に
す
ぎ
な

い
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
が
、
第
一
の
主
張
か
ら
発
展
し
た
第
二
の
主
張
で
あ

ろ
う
。そ

こ
か
ら
、
中
村
は
柳
田
の
玉
依
姫
の
考
察
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
問

題
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
。
崇
り
神
と
祖
神
の
祀
り
の
相
違
が
、
そ
の
共
同
体

に
お
け
る
祭
祀
の
力
の
在
処
の
変
化
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
父
な
る
崇
り
神
と
母
神
、
そ
の
御
子
の
神
の
三
対
を
神
話

水
準
の
関
係
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
祖
神
と
そ
れ
を
祀
る
祭
主
（
上
己

と
巫
女
（
ヒ
メ
）
を
祭
祀
の
三
対
構
造
と
し
て
対
置
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
祭

祀
の
三
対
構
造
が
、
ピ
コ
の
力
を
強
化
し
、
ヒ
メ
の
隷
属
を
進
行
さ
せ
る
と
す

る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
三
対
構
造
を
結
び
付
け
る
も
の
と
し
て
、
巫
女
的
女

性
の
霊
巫
的
な
力
を
取
り
上
げ
、
前
者
で
は
神
の
妻
と
い
う
構
造
の
中
心
で
あ

っ
た
も
の
が
、
神
の
子
を
生
む
母
神
に
転
化
し
、
巫
女
は
首
長
を
霊
的
に
守
護

す
る
と
い
う
従
属
的
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
れ
が
、
中
村
の
第

三
の
主
張
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え
、
中
村
は
、
崇
神
朝
に
お
け
る
神
祇
制
度
の
整

備
の
不
完
全
性
を
指
摘
す
る
垂
仁
紀
の
記
述
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
中
村
は
、

そ
の
記
述
を
「
崇
神
王
権
の
神
祇
政
策
を
根
本
的
に
無
効
と
す
る
過
激
な
見
解
」

だ
と
読
み
解
こ
う
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
こ
の
部
分
が
倭
直
と
ヤ
マ
ト
王
権

側
が
日
の
神
の
祭
祀
上
の
争
い
を
し
、
王
権
側
が
宗
教
的
に
は
敗
北
し
た
、
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
書
紀
の
以
降

の
記
述
で
こ
の
問
題
が
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
倭
直
が
政
治
的
に
敗

以
上
の
二
論
文
に
つ
い
て
見
た
だ
け
で
も
、
中
村
が
「
ま
え
が
き
」
の
言
葉

に
偽
り
な
く
大
き
な
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

中
村
は
問
題
を
細
部
か
ら
検
討
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
全
体
的
な
枠
組
み
を
視

野
に
入
れ
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
と
い
う
、
大
き
な
構
想
の
下
に
思
索
を
展
開

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
点
で
中
村
の
試
承
は
完
結
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
思

え
ば
、
そ
れ
は
神
と
王
権
と
い
っ
た
主
題
が
、
一
時
期
、
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
面
的
な
華
や
ぎ
程
、
学
問
的
な
内
実
と
し
て
成
果
を
生

ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
反
省
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
の
中
で
、
中
村
の
労
作
は
根
本
的
な
問
題
へ
の
判
断
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
、

研
究
の
真
の
進
展
を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
、
私
が
本

書
の
記
述
に
つ
い
て
書
く
疑
問
も
、
中
村
へ
の
批
判
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は

な
く
、
今
後
、
私
自
身
が
考
え
て
い
き
た
い
問
題
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
全
体
を
と
お
し
て
気
に
な
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
村
が

「
身
体
と
生
命
に
た
い
す
る
感
覚
」
と
い
う
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
観
念
的

な
推
論
に
頼
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
の
に
、
そ
の
立
論
が
神
の
信
仰
の
具
体
的

事
象
や
事
象
に
密
着
し
た
資
料
に
直
接
依
拠
し
て
議
論
を
展
開
す
る
の
で
は
な

く
、
す
で
に
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
議
論
を
基
礎
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
部
第
一
論
文
で
、
中
村
は
柳
田
、
折
口
の
論

北
し
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
敗
北
の
原
因
を
ヒ
メ
に

た
い
す
る
ピ
コ
の
優
位
、
宗
教
に
対
す
る
政
治
の
優
位
の
成
立
に
結
び
付
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
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を
、
さ
ら
に
は
益
田
の
論
を
比
較
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
村
が
判
定
を
下

す
根
拠
は
、
宗
教
的
な
事
象
で
は
な
く
、
彼
ら
の
概
念
を
比
較
し
、
整
理
し
て

導
き
出
し
た
論
理
的
判
断
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
印
象
は
、
具

体
的
な
資
料
に
基
づ
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
第
二
論
文
で
も
生
じ
て
く

る
。
こ
こ
で
も
、
結
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
、
折
口
や
柳
田
を
始
め
と
す
る

先
学
の
図
式
の
比
較
検
討
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
先
学
の
業
績
の
間
隙
を
つ
い
て
、
そ
の
背
後
の
原
像
に

迫
ろ
う
と
い
う
方
法
を
目
指
し
な
が
ら
、
現
象
の
収
集
や
理
解
で
は
、
先
学
の

知
見
の
上
に
乗
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
考
察
が
先
学
の
業
績
の
対
立
を
論
理
的

に
整
合
化
す
る
作
業
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
視
野
を
広
く
設
定
し
、
基
本
的
な
概
念
の
再
検
討
を
行
う
た
め
に
は
止

む
を
得
な
い
方
法
だ
っ
た
と
も
思
え
る
が
、
中
村
が
実
感
の
重
視
を
説
く
だ
け

に
、
出
発
点
と
作
業
の
間
に
齪
婦
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
事
象
へ
の
配

慮
を
失
う
と
、
中
村
の
い
う
「
身
体
と
生
命
に
た
い
す
る
感
覚
」
が
、
現
代
人

の
感
覚
を
古
代
人
の
感
覚
と
同
一
視
し
、
そ
れ
を
古
代
人
の
感
覚
と
し
て
錯
覚

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
神
話
と
祭
祀
の
三
対
構
造
の
問
題
に
移
る
。
こ
こ
で
も
、
中
村
の

議
論
が
神
の
信
仰
の
実
情
で
は
な
く
、
論
の
論
か
ら
生
ま
れ
た
展
開
で
は
な
い

か
と
い
う
不
安
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
中
村
の
論
述
で
は
あ

ま
り
に
多
く
の
問
題
が
こ
の
三
対
構
造
か
ら
直
接
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ

う
か
。
三
対
構
造
の
図
式
自
体
、
「
三
対
」
と
い
う
語
が
三
つ
の
対
の
こ
と
な

の
か
三
項
の
関
係
の
こ
と
な
の
か
と
い
っ
た
、
基
礎
的
な
こ
と
を
含
め
、
よ
り

詳
細
な
説
明
を
中
村
か
ら
聞
き
た
い
と
思
う
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
三
対
構
造
の
正
当
性
と
適
応
範
囲
は
今
後
の
検
討
を
必
要
と
す
る
だ
ろ

矛
呵
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崇
り
神
が
神
の
原
像
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
主
張
は
、
た
し
か
に
一
つ
の
困

難
を
解
決
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
新
た
に
答
え
ね

ば
な
ら
な
い
多
く
の
疑
問
を
呼
び
起
こ
す
。
た
と
え
ば
、
第
一
論
文
で
解
か
れ

て
い
る
霊
魂
観
は
崇
り
神
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
、
祖
神
と
な
ら
な
い

崇
り
神
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
天
皇
家
の
祖
神
を
成
立
さ
せ
た
崇
り
神
を

ど
う
理
解
す
る
か
（
こ
れ
は
、
佐
藤
論
文
で
は
か
な
り
中
心
に
置
か
れ
て
い
る

問
題
で
あ
る
）
、
な
ど
な
ど
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ

て
無
視
で
き
な
い
根
本
的
な
事
柄
と
し
て
、
神
の
信
仰
が
共
同
体
に
支
え
ら
れ

る
と
と
も
に
共
同
体
を
支
え
る
も
の
だ
と
い
う
事
が
、
本
書
の
中
で
は
正
当
に

は
扱
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

第
二
部
に
収
め
ら
れ
た
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
内
容
を
持
っ
て
い

る
が
、
第
一
部
に
収
め
ら
れ
た
論
文
と
比
較
す
る
と
、
全
体
に
議
論
が
表
面
的

で
あ
る
よ
う
な
印
象
が
残
る
。
た
と
え
ば
、
大
嘗
祭
を
扱
っ
た
論
文
で
、
中
村

は
、
大
嘗
祭
の
意
義
を
そ
の
内
実
で
は
な
く
、
そ
れ
が
秘
儀
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
自
体
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は
た
し
か
に
一
つ
の
視
点
に
な
り

う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
と
、
大
嘗
祭
の
内
実
を
問

う
こ
と
に
は
意
味
が
な
く
、
王
権
の
中
心
に
秘
密
の
儀
式
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば

よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
大
嘗
祭
と
は
何
か
を
解

明
す
る
の
で
は
な
く
、
大
嘗
祭
と
い
う
問
題
を
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
進
む
時
、
論
は
宗
教
の
現
象
へ
の
実
感
か

ら
離
れ
、
政
治
的
な
機
能
の
場
面
で
問
題
を
扱
う
こ
と
に
な
る
。
い
か
に
ピ
コ

の
論
理
が
成
立
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
単
な
る
政
治
の
論
理
と
同
一
に
扱
わ

れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
時
点
で
神
と
王
権
と
い
う
問
題
設
定
そ
の

九



も
の
が
消
滅
し
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
中
村
が
政
治
の
問
題
を
重
視
し
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、
む

し
ろ
政
治
を
さ
し
あ
た
り
い
わ
ゆ
る
政
治
と
呼
ば
れ
て
い
る
領
域
と
し
て
承
認

し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
中
村
は
、
「
八
あ
ち
ら
側
Ｖ
が
、
現
在
の
よ
う
に
「
神
」
と
は
呼
ば
れ
ず
、

「
人
権
」
だ
と
か
「
環
境
」
だ
と
か
い
う
口
あ
た
り
の
い
い
名
称
で
呼
ば
れ
る

こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
」
と
か
「
そ
の
神
の
こ
と
を
「
国
家
の
死
滅
！
」
と
呼

ぶ
こ
と
も
多
か
っ
た
」
と
書
い
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
自
体
は
そ
れ
な
り
の
正

当
性
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
そ
の
よ
う
な
「
神
」
の
求
め
る
王
権
と
は

何
か
と
い
う
議
論
が
や
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
「
国
家
の
死
滅
！
」
（
そ

う
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
は
別
に
し
て
）
と

い
う
神
を
、
中
村
は
単
な
る
政
治
的
標
語
の
水
準
で
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
ろ

う
が
、
「
国
家
の
死
滅
」
と
い
う
問
題
と
王
権
の
問
題
を
ど
う
考
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
非
政
治
的
な
姿
勢
が
生
み
出
す
言
説
は
、
結
果
と
し
て
き
わ
め
て

政
治
的
な
言
説
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
村
の
政
治
的
言
説
が
、
「
口
当
た
り

の
い
い
」
も
う
一
つ
の
説
明
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
問
題
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
第
一
部
と
第
二
部
の
関
係
は
ど
う
い
う

も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ホ
カ
ー
ト
の
言
葉
に
帰
る
な
ら
、
「
神
」
と
「
王

権
」
を
結
び
付
け
る
「
と
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
神
田
外
語
大
学
教
授
）
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