
〔
一
〕
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

ポ
ス
ト
世
俗
化
と
ポ
ス
ト
社
会
主
義

科
学
技
術
が
発
達
し
社
会
が
近
代
化
す
る
と
宗
教
の
よ
う
な
「
迷
信
」
は
や
が
て
消
え
失
せ
る

こ
う
し
た
世
俗
化
論
が
今
や
過
去
の
も
の

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
台
頭
す
る
福
音
派
・
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
。
イ
ス
ラ
ー
ム
国
や
タ
リ
バ
ン
に

代
表
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
。
む
し
ろ
近
代
に
よ
る
世
俗
化
を
経
て
、
宗
教
は
再
活
性
化
し
て
い
る
。
現
代
社
会
は
、
ま
さ
に
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
が
唱
え
た
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
社
会
」（
二
〇
一
五
年
）
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

ソ
連
に
代
表
さ
れ
る
旧
社
会
主
義
国
は
、
社
会
主
義
的
無
神
論
の
下
、
国
家
に
よ
っ
て
上
か
ら
「
世
俗
化
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
社
会
主
義
を
生
き
抜
い
た
一
般
の
市
民
に
と
っ
て
世
俗
化
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
ソ
連
崩
壊
後
（
一
九
九
一
年
）
の

ア

「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
対
し
て
十
分
な
答
え
は
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

多
く
の
ポ
ス
ト
社
会
主
義
の
宗
教
現
象
に
関
す
る
研
究
で
は
、
社
会
主
義
時
代
を
通
じ
て
宗
教
実
践
が
「
Ａ抑圧

」
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
自
明
の

事
実
と
し
て
扱
い
、
ポ
ス
ト
社
会
主
義
と
な
り
宗
教
は
劇
的
に
「
復
興
（
リ
バ
イ
バ
ル
）」
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
社
会
主
義
期
の
宗

せ
い

教
実
践
に
関
し
て
も
、
宗
教
は
公
的
空
間
か
ら
追
放
さ
れ
た
結
果
、
私
的
空
間
に
隠
棲
し
た

家
庭
内
で
の
み
宗
教
行
事
を
行
っ
た

と
い

う
議
論
が
一
般
で
あ
っ
た
。

な
る
ほ
ど
社
会
主
義
崩
壊
以
降
、
ロ
シ
ア
で
は
ロ
シ
ア
正
教
が
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
い
っ
た
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
イ
ス

ラ
ー
ム
が
「
復
興
」
を
遂
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
上
か
ら
の
無
神
論
（
世
俗
化
）
政
策
と
は
異
な
る
次
元
で
生
じ
る
、

連
続
的
な
人
々
の
宗
教
実
践
へ
の
視
点
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
ポ
ス
ト
社
会
主
義
」
の
「

Ｂ
ポ
ス
ト
」
と
い
う
語
は
、
必
ず
し
も
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
連
続
性
の
な
い
現
象
を
さ
す
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
と
い
え
ば
、
植
民
地
時
代
に
始
ま
っ
た
支
配

被
支
配
の
関
係
が
終
わ
っ
て
旧
植
民
地
が
ま
っ
た
く
自
由
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
フ
リ
カ
や
南
米
諸
国
と
い
っ

た
「
コ
ロ
ニ
ア
ル
」
を
経
験
し
た
国
々
は
、
欧
米
か
ら
政
治
的
に
独
立
し
た
も
の
の
、
い
ま
だ
経
済
的
に
旧
宗
主
国
の
支
配
下
に
あ
る
。
そ
れ
が
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「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
ポ
ス
ト
社
会
主
義
」
と
い
っ
た
と
き
、
社
会
主
義
の
遺
産
が
ど
れ
だ
け
考
察
さ
れ
て
き
た
の
か
。

と
り
わ
け
宗
教
に
関
し
て
は
、
社
会
主
義
期
の
遺
産
は

Ｃ
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

実
は
ロ
シ
ア
や
東
欧
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
旧
社
会
主
義
圏
で
は
、
驚
く
ほ
ど
オ
カ
ル
ト
や
呪
術
が
興
隆
し
て
い
る
国
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て

す
べ

従
来
の
宗
教
の
「
抑
圧

復
興
」
論
は
説
明
す
る
術
を
も
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
提
示
す
る
の
は
、
実
は
社
会
主
義
と
は
宗
教
や
近
代

シ
ス
テ
ム
の
呪
術
化
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
社
会
主
義
の
呪
術
化
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
第
一
に
宗
教
の
制
度

的
部
分
（
教
会
や
寺
院
と
い
っ
た
宗
教
組
織
、
神
父
や
僧
侶
と
い
っ
た
聖
職
者
、
聖
書
や
経
典
と
い
っ
た
聖
典
な
ど
）
が
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た

結
果
、
む
し
ろ
宗
教
の
持
つ
非
制
度
的
側
面
、
つ
ま
り
呪
術
的
側
面
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
「

イ

宗
教
そ
の
も
の
の
呪
術
化
」
で
あ
る
。
第
二
に
社

会
主
義
が
築
い
た
近
代
諸
制
度
が
現
地
の
人
々
に
超
自
然
的
な
「
呪
術
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
「
社
会
主
義
的
近
代
の
呪
術
化
」
で

あ
る
。
こ
の
社
会
主
義
＝
呪
術
化
論
は
、
社
会
主
義
時
代
と
ポ
ス
ト
社
会
主
義
時
代
の
宗
教
実
践
の
連
続
性
を
説
明
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
ポ
ス

ト
世
俗
化
の
議
論
を
考
え
る
上
で
新
た
な
素
材
を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
こ
の
シ
ョ
ウ
ウコウ

で
は
、
世
界
で
二
番
目
に
社
会
主
義
国
と
な
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
国
（
旧
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
）
を
事
例
に
、
彼
ら
の

伝
統
宗
教
で
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
事
例
に
旧
社
会
主
義
圏
の
世
俗
化
と
ポ
ス
ト
世
俗
化
を
考
え
て
み
た
い
。

モ
ン
ゴ
ル
人
は
そ
も
そ
も
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
信
仰
し
て
き
た
が
、
清
朝
の
支
配
下
に
入
っ
た
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
急
速
に

広
ま
っ
た
結
果
、
人
々
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
男
性
人
口
の
三
分
の
一
が
僧
侶
に
な
る
く
ら
い
、
仏
教
に
心
酔
し
た
。
社
会
主
義
を
経
た
現
在
も

人
口
の
六
割
程
度
が
仏
教
徒
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
仏
教
に
押
さ
れ
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
宗
教
と
し
て
残
っ
た

が
、
二
〇
一
〇
年
頃
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
民
の
人
口
の
一
％
近
く
が
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
る
ほ
ど
、
流
行
し
た
。

社
会
主
義
の
中
で
生
き
残
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

ぼ
う

二
〇
世
紀
初
頭
、
ロ
シ
ア
や
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
「
科
学
的
無
神
論
」
を
標
榜
す
る
社
会
主
義
政
権
が
樹
立
す
る
と
、
宗
教
は
社
会
主
義
の
無

神
論
的
立
場
か
ら
弾
圧
さ
れ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
は
社
会
主
義
社
会
へ
移
行
す
れ
ば
、
宗
教
は
自
然
に
消
え
て
い
く
と
す
る
「
宗
教
の

自
然
死
」
を
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
ソ
連
の
指
導
者
レ
ー
ニ
ン
は
そ
れ
を
信
じ
て
お
ら
ず
「
近
代
化
の
た
め
に
宗
教
を
無
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
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げ
ん

な
い
」
と
読
み
替
え
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
九
三
〇
年
代
、
教
会
や
寺
院
は
破
壊
さ
れ
、
聖
職
者
は
還
俗
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル

で
は
多
く
の
僧
侶
が
社
会
主
義
建
設
の
敵
で
あ
る
「
黄
色
い
貴
族
」
と
さ
れ

エ
シ
ュ
ク
セ
イ
さ
れ
て
い
っ
た
。
黄
色
い
貴
族
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

ゲ
ル
ク
派
（
黄
帽
派
）
か
ら
つ
け
ら
れ
た
呼
び
名
で
あ
る
。
こ
う
し
て
寺
院
の
持
っ
て
い
た
家
畜
群
は
国
家
に
Ｄ没収

さ
れ
、
化
身
ラ
マ
（
転
生
活

し

仏
）
の
多
く
は
銃
殺
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
「
迷
信
」「
偽
医
学
」「
前
近
代
の
残
滓
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
活
動
は
禁
じ

ら
れ
た
。

た
だ
し
社
会
主
義
時
代
を
通
し
て
宗
教
は
均
質
的
に
弾
圧
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
三
〇
年
代
に
吹
き
荒
れ
た
宗
教
弾
圧
は
第
二
次

大
戦
中
か
ら
緩
和
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
っ
た
制
度
宗
教
は
、
そ
の
活
動
に
厳
し
い
制
限
が
か

け
ら
れ
た
が
、
宗
教
組
織
、
聖
職
者
、
聖
典
と
い
っ
た
宗
教
の
制
度
的
部
分
を
社
会
か
ら
隔
離
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
む
し
ろ
宗
教
の
制
度
的
側

面
か
ら
漏
れ
る
部
分
は
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ハ
ン
フ
リ
ー
に
よ
る
と
、
ソ
連
（
現
ロ
シ
ア
）
の
南
シ
ベ
リ
ア
に
住
む
モ
ン
ゴ
ル
系
の
民
族
ブ

リ
ヤ
ー
ト
に
お
い
て
、
制
度
宗
教
で
あ
る
仏
教
が
そ
の
制
度
性
ゆ
え
に
破
壊
さ
れ
た
一
方
で
、
非
制
度
的
な
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
相
対
的
に
社
会

主
義
に
依
存
し
な
が
ら
補
完
的
に
生
き
残
っ
た
の
だ
と
い
う
。
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
り
官
僚
的
な
僧
侶
の
組
織

や
生
産
組
織
（
家
畜
群
や
畑
）
を
も
っ
て
い
た
の
で
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
と
Ｅ競合

す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
共
産
党
に
よ
っ
て
仏
教
教
団
は
徹

底
的
に
弾
圧
・
破
壊
さ
れ
仏
教
寺
院
の
財
産
や
生
産
手
段
も
没
収
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
寺
院
や
聖
職
者
の
組
織
や
生
産
組
織
を
持
た
な
い
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
制
度
性
と
い
う
点
で
共
産
党
と
競
合
し
な
い
。
む
し
ろ
ソ
ビ
エ
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
労
働
の
価
値
や
生
産
性

と
い
っ
た
肯
定
的
な
価
値
に
コ

オ
シ
ュ
ウ
し
た
せ
い
で
、
災
厄
の
説
明
な
ど
否
定
的
な
価
値
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
補
完
的
に
担
当
し
得
た
の
で
あ

る
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
は
五
カ
年
計
画
に
代
表
さ
れ
る
「
未
来
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
日
常
生
活
に
お
け
る
病

気
や
災
害
、
人
の
死
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
は
「
森
の
精
霊
が
怒
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た

「
理
由
」
を
説
明
す
る
こ
と
で
人
々
の
精
神
的
な
支
え
と
な
り
、
生
き
残
り
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
モ
ン
ゴ
ル
国
に
お
い
て
も
社
会
主
義
時
代
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
滅
ん
だ
の
で
は
な
く
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
支
え
る
思
考
法
が
、

人
々
の
心
の
中
で
生
き
続
け
た
。
モ
ン
ゴ
ル
の
東
部
地
域
に
住
ま
う
モ
ン
ゴ
ル
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
例
で
い
う
な
ら
ば
、
何
か
病
気
や
災
厄
が
身
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し

に
降
り
か
か
る
と
「
ル
ー
ツ
（
先
祖
霊
）
に
（
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
彼
ら
を
祭
祀
す
る
よ
う
に
）
ね
だ
ら
れ
て
い
る
」
と
決
ま
っ
た
か
の
よ
う

に
考
え
た
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
思
考
法
が
、
社
会
主
義
時
期
を
通
し
て
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は

Ｆ命脈
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。

化
身
ラ
マ
と
呪
術
と
し
て
の
社
会
主
義

一
方
、
ロ
シ
ア
と
異
な
り
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
人
民
革
命
党
と
競
合
関
係
に
あ
る
は
ず
の
制
度
宗
教
が
呪
術
と
し
て
生
き
残
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ん

社
会
主
義
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
国
史
『
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
史
』
の
第
二
版
（
一
九
六
九
年
）
に
も
「
僧
侶
で
あ
っ
た
児
童
・
青
年
た
ち
の
中

か
ら
党
や
国
家
の
活
動
家
・
さ
ら
に
偉
大
な
指
導
的
人
物
さ
え
も
が
カハイ

シ
ュ
ツ
し
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
還
俗
僧
が
国
家
の
中
核
を

担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
社
会
主
義
革
命
直
前
の
モ
ン
ゴ
ル
で
は
男
性
人
口
の
三
分
の
一
が
僧
侶
で
あ
っ
た
。
読
み
書
き
能
力
が
あ

る
彼
ら
を
排
除
し
て
新
国
家
の
建
設
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
社
会
主
義
時
代
、
還
俗
し
た
ラ
マ
た
ち
の
多
く
は
、
学
校
教
師
や
地
方
の
役
人
な
ど
へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
。
そ
し
て
人
々
は
と

ひ
そ

い
え
ば
、
密
か
に
呪
術
儀
礼
を
還
俗
し
た
ラ
マ
た
ち
に
施
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
今
も
社
会
主
義
期
も
仏
教
は
日
常
生
活
の
中

よ

で
呪
術
実
践
と
い
う
形
で
広
く
浸
透
し
て
い
る
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
仏
教
と
の
一
番
の
関
わ
り
は
、
厄
除
け
の
た
め
に
ラ

マ
に
経
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
読
経
の
こ
と
を
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
「
ノ
ム
・
オ
ン
シ
ョ
ー
ラ
ハ
（
経
を
読
ん
で
も
ら
う
）」
と
い

う
。
一
方
、
僧
侶
の
側
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
読
経
の
こ
と
を
「
グ
ル
ム
・
ザ
サ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
。
グ
ル
ム
は
チ
ベ
ッ
ト
語
で
ザ
サ
ル
は

モ
ン
ゴ
ル
語
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
治
療
や
厄
除
け
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
人
々
の
仏
教
の
教
義
に
対
す
る
関
心
は
極
め
て
低
い
。
こ
の
点
で
は
日
本
と
似
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
厄
除
け
と
言
え
ば

日
本
で
は
神
社
で
あ
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
仏
教
寺
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
厄
年
な
ど
決
ま
っ
た
と
き
に
寺
院
を
訪
れ
る
の

で
は
な
く
、
何
か
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
キヒン

パ
ン
に
寺
を
訪
れ
て
ラ
マ
に
経
を
読
ん
で
も
ら
う
。
例
え
ば
家
族
が
病
気
に
な
っ
た
り
、
仕
事
が

う
ま
く
い
か
な
い
、
あ
る
い
は
人
間
関
係
に
悩
み
が
あ
る
と
い
っ
た
場
合
、
モ
ン
ゴ
ル
の
人
々
は
ま
ず
は
寺
院
へ
向
か
い
経
を
読
ん
で
も
ら
う
。

逆
に
何
も
問
題
が
な
い
と
き
は
、
彼
ら
は
寺
院
に
寄
り
付
か
な
い
。
つ
ま
り
「
困
っ
た
と
き
の
ラ
マ
頼
み
」、
こ
れ
が
モ
ン
ゴ
ル
で
の
仏
教
信
仰
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の
一
番
の
特
徴
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
ラ
マ
の
読
経
が
「
効
か
な
い
」
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
人
々
は
簡
単
に
シ
ャ
ー
マ
ン
や
、
時

う
ん
ぬ
ん

に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
さ
え
乗
り
換
え
て
い
く
。
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
即
効
性
の
あ
る
呪
術
な
の
で
あ
っ
て
、
教
義
云
々
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
厄
除
け
の
た
め
の
読
経
は
、
呪
力
が
強
い
ラ
マ
で
あ
る
ほ
ど
効
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
語
で
「
ノ
ム
ト
イ
・
フ

ン
」
す
な
わ
ち
「
経
典
や
学
問
が
あ
る
人
」
と
言
っ
た
場
合
、
単
純
に
知
識
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
神
通
力
が
あ
る
人
物
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

そ
う
い
っ
た
「
ノ
ム
（
経
典
）
の
あ
る
僧
侶
」
の
中
で
も
と
り
わ
け
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
が
、
化
身
ラ
マ
た
ち
で
あ
る
。

社
会
主
義
期
、
幼
少
時
に
「
化
身
ラ
マ
（
転
生
活
仏
）」
と
認
定
さ
れ
な
が
ら
、
還
俗
し
社
会
主
義
時
代
、
ネ
グ
デ
ル
（
牧
畜
共
同
組
合
。
モ

ン
ゴ
ル
版
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
）
の
物
資
配
給
担
当
者
（
ア
ー
ゲ
ン
ト
）
と
し
て
生
き
抜
い
た
人
物
が
い
た
。
還
俗
ラ
マ
、
ツ
ェ
レ
ン
ド
ン
ド
ブ
（
一

九
一
九
〜
一
九
九
六
）、
通
称
「
ア
ー
ゲ
ン
ト
さ
ん
」
で
あ
る
。
彼
は
、
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
チ
ベ
ッ
ト
の
高
名

な
ヨ
ー
ガ
行
者
、
カ
ギ
ュ
派
の
宗
祖
ミ
ラ
レ
パ
（
一
〇
五
二
〜
一
一
三
五
）
の
四
代
目
の
転
生
者
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
ミ
ロ
聖
人

（m
ilobogd

モ
ン
ゴ
ル
語
で
ミ
ラ
レ
パ
の
こ
と
）
と
も
呼
ば
れ
た
。

彼
が
党
の
地
方
幹
部
と
し
て
お
こ
な
っ
た
政
策
は
、
地
元
の
人
々
た
ち
に
よ
っ
て
、
活
仏
の
呪
的
能
力
の
高
さ
ゆ
え
に
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ

た
。
ま
た
「
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
病
気
に
な
る
と
、
公
衆
の
面
前
で
角
砂
糖
を
く
れ
て
『
こ
れ
を
飲
ん
で
お
き
な
さ
い
』
と
だ
け
言
っ
た
が
、

本
当
に
元
気
に
な
っ
た
」
な
ど
と
人
々
は
話
す
。
角
砂
糖
と
言
え
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
の
人
々
が
社
会
主
義
時
代
に
初
め
て
口
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
来
、
遊
牧
民
で
あ
っ
た
彼
ら
は
、
二
〇
世
紀
に
始
ま
る
社
会
主
義
に
よ
る
近
代
化
を
迎
え
る
ま
で
、
肉
と
乳
製
品
の
み
の
食
事
に
親
し
み
、
野

菜
は
も
ち
ろ
ん
穀
類
や
砂
糖
と
い
っ
た
糖
質
を
ほ
と
ん
ど
取
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
調
子
の
悪
い
と
き
、
貴
重
な
糖
分
を
取
る
こ
と
で

人
々
は
栄
養
ド
リ
ン
ク
を
飲
む
が
ご
と
く
、
体
力
を
回
復
さ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
「
角
砂
糖
」
が
元
化
身
ラ
マ

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
主
義
と
仏
教
の
重
な
り
合
う
現
象
は
、
ザ
ブ
ハ
ン
県
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
社
会
主
義
期
に
多

く
の
僧
侶
が
還
俗
の
後
に
学
校
教
師
と
し
て
再
就
職
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
実
は
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
今
も
昔
も
僧
侶
の
こ
と
を
「
バ
ク
シ

（bagsh

先
生
）
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ
る
。
こ
の
バ
ク
シ
と
い
う
語
は
、
学
校
の
教
師
を
呼
ぶ
と
き
に
も
使
わ
れ
る
言
葉
で
も
あ
る
。
そ
の
一
方

で
モ
ン
ゴ
ル
人
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
こ
と
を
、
敬
意
を
こ
め
て
「
ダ
ラ
イ
・
バ
ク
シ
」
と
呼
ぶ
。
す
る
と
、
か
つ
て
の
ラ
マ
た
ち
は
社
会
主
義
時
代
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を
通
し
て
学
校
の
教
師
に
な
る
こ
と
で
、
以
前
と
変
わ
ら
ず
に
「
バ
ク
シ
」
と
呼
ば
れ
尊
敬
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
バ
ク
シ
」
た
ち

に
人
々
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
チ
ベ
ッ
ト
名
を
名
付
け
て
も
ら
っ
た
り
、
密
か
に
占
い
を
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ミ
ロ
聖

人
＝
ア
ー
ゲ
ン
ト
さ
ん
の
事
例
は
、
化
身
ラ
マ
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
特
殊
で
は
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
数
あ
ま
た
の
還
俗
ラ
マ
の

ひ
と
つ
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ち
な
み
に
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
ソ
連
の
指
導
者
レ
ー
ニ
ン
の
こ
と
も
「
レ
ー
ニ
ン
・
バ
ク
シ
」
と
呼
び
習
わ
し
て
き

た
。
そ
こ
に
宗
教
的
な
Ｇ含意

が
な
い
と
は
、
誰
も
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

し

つ
ま
り
社
会
主
義
時
代
、
少
な
く
と
も
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
宗
教
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
熾
烈
な
宗
教
弾
圧
を
経
験
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
、

ま
っ
た
く
私
的
空
間
に
隠
棲
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
完
全
に
家
庭
内
に
閉
じ
こ
も
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
宗
教
の
制
度
化
さ
れ
た
部
分

（
寺
院
、
経
典
、
宗
教
的
職
能
者
な
ど
）
が
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
結
果
、
宗
教
は
、
呪
術
的
な
部
分
（
観
念
も
含
む
）
に
特
化
し
て
社
会
空
間

の
中
で
生
き
残
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
「
社
会
救
済
」
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
仏
教
と
社
会
主
義
は
、
物
語
を
共
有
し
て
い
た
。

つ
ま
り

ク

仏
教
と
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
ぶ
れ
た
二
重
写
し
の
写
真
の
よ
う
に
重
な
り
合
っ
て
現
象
化
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

お
そ
ら
く
ミ
ロ
聖
人
本
人
も
、
ど
こ
ま
で
が
仏
教
的
な
呪
術
で
ど
こ
ま
で
が
ア
ー
ゲ
ン
ト
と
し
て
の
仕
事
だ
っ
た
の
か
明
確
な
区
別
は
つ
い
て

い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
ミ
ロ
聖
人
＝
ア
ー
ゲ
ン
ト
さ
ん
は
、
衆
生
済
度
の
た
め
の
「
方
便
」
と
し
て
社
会
主
義
を
意
図
的
に

利
用
し
た
可
能
性
は
否
め
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ミ
ロ
聖
人
＝
ア
ー
ゲ
ン
ト
は
、
呪
術
と
近
代
知
の
交
じ
り
合
う
身
体
と
し
て
、
人
々
の
前
に

立
ち
現
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
地
域
の
人
々
は
、
化
身
ラ
マ
＝
社
会
主
義
の
ア
ー
ゲ
ン
ト
を
媒
介
に
し
て
、「
社
会
主
義
と
い
う
呪
術
」
／

「
社
会
主
義
に
密
か
に
実
践
さ
れ
た
仏
教
呪
術
」
と
い
う
二
重
の
呪
術
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
の
呪
術
化
を
経
て
一
九
九
〇
年
代
初
頭
、
社
会
主
義
は
崩
壊
し
、
宗
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た

中
、
制
度
宗
教
の
「
復
興
」
よ
り
も
進
ん
で
呪
術
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
オ
カ
ル
ト
が
活
性
化
し
た
の
は
、
そ
も
そ
も
社
会
主
義
的
無
神
論
が
生

み
出
し
た
社
会
自
体
が
、
多
分
に
呪
術
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ポ
ス
ト
社
会
主
義
時
代
、
仏
教
の
聖
な
る
山
の
祭
祀
を

大
統
領
が
行
っ
た
り
、
ミ
ロ
聖
人
の
祭
祀
を
郡
政
府
が
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
政
教
分
離
な
ら
ぬ
「
政
教
協
働
的
」
な
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
も
呪
術
化
し
た
社
会
主
義
と
の
連
続
性
の
中
で
理
解
で
き
る
事
柄
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
島
村
一
平
「
モ
ン
ゴ
ル
の
仏
教
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」）
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問
一

「

ア

『
ポ
ス
ト
世
俗
化
』
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
」
と
あ
る
が
、「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
に
関
す
る
筆
者
の
意
見
と
し
て
最
も

適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

1

1
ソ
連
に
代
表
さ
れ
る
社
会
主
義
時
代
を
通
じ
て
家
庭
内
な
ど
に
抑
圧
さ
れ
て
き
た
宗
教
実
践
が
、
社
会
主
義
崩
壊
後
、
公
的
な

場
に
お
い
て
も
劇
的
に
復
活
し
た
。

2
政
治
的
な
支
配

被
支
配
の
関
係
が
終
わ
っ
て
も
、
旧
植
民
地
は
ま
っ
た
く
自
由
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
い
ま
だ
に
旧
宗
主

国
の
経
済
的
支
配
下
に
あ
る
。

3
ロ
シ
ア
や
東
欧
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
旧
社
会
主
義
圏
で
は
驚
く
ほ
ど
オ
カ
ル
ト
や
呪
術
が
興
隆
し
て
い
る
国
が
多
い
が
、
そ
の

背
景
を
従
来
の
宗
教
の
「
抑
圧

復
興
」
論
で
は
説
明
で
き
な
い
。

4
一
九
九
〇
年
代
初
頭
、
社
会
主
義
は
崩
壊
し
、
宗
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
制
度
宗
教
の
「
復
興
」
の

お
か
げ
で
呪
術
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
オ
カ
ル
ト
が
活
性
化
し
た
。

5
そ
も
そ
も
社
会
主
義
的
無
神
論
が
生
み
だ
し
た
社
会
自
体
が
多
分
に
呪
術
的
で
あ
っ
た
の
で
、
社
会
主
義
が
崩
壊
し
た
後
も
シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
オ
カ
ル
ト
に
対
す
る
民
衆
の
信
仰
の
強
さ
は
変
わ
ら
な
い
。

6
仏
教
の
聖
な
る
山
の
祭
祀
を
大
統
領
が
行
っ
た
り
、
ミ
ロ
聖
人
の
祭
祀
を
郡
政
府
が
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
政
教
分
離
な
ら
ぬ

「
政
教
協
働
的
」
な
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
。

問
二

「
Ａ抑圧

」
の
反
対
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

2

1
励
行

2
精
励

3
奨
励

4
増
長

5
増
大

6
増
加

問
三

「

Ｂ
ポ
ス
ト
」
の
反
対
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

3

1
旧

2
新

3
元
祖

4
分
派

5
以
前

6
以
後
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問
四

「

Ｃ
等
閑
視
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

4

1
ひ
ま
だ
と
み
な
す
こ
と

2
静
か
に
受
け
つ
ぐ
こ
と

3
平
和
だ
と
み
な
す
こ
と

4
軽
蔑
す
る
こ
と

5
お
ろ
そ
か
に
あ
つ
か
う
こ
と

6
平
等
に
あ
つ
か
う
こ
と

問
五

「

イ

宗
教
そ
の
も
の
の
呪
術
化
」
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

5

1
ソ
連
に
代
表
さ
れ
る
旧
社
会
主
義
国
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
的
無
神
論
に
従
い
、
国
家
に
よ
っ
て
上
か
ら
「
世
俗
化
」
が
行

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

2
モ
ン
ゴ
ル
の
社
会
主
義
期
に
は
、
宗
教
は
公
的
空
間
か
ら
追
放
さ
れ
た
結
果
、
私
的
空
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
家
庭
内
で
宗
教
行

事
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

3
モ
ン
ゴ
ル
で
は
仏
教
に
押
さ
れ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
宗
教
と
な
っ
て
い
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
二
一
世
紀
に
な
り
国
民
の
人

口
の
一
％
近
く
が
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
る
ほ
ど
流
行
し
た
と
い
う
こ
と
。

4
宗
教
組
織
、
聖
職
者
、
聖
典
と
い
っ
た
宗
教
の
制
度
的
部
分
を
社
会
か
ら
隔
離
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
む
し
ろ
宗
教
の
制
度
的

側
面
か
ら
漏
れ
る
部
分
は
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

5
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
労
働
の
価
値
や
生
産
性
に
つ
い
て
語
る
一
方
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
日
常
生
活
に
お
け
る
病
気
や

災
害
、
人
の
死
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
で
補
完
的
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
う
こ
と
。

6
社
会
主
義
時
代
も
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
支
え
る
思
考
法
が
人
々
の
心
の
中
で
生
き
続
け
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
は
生
き
残
り
に
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
。
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問
六

「
シ
ョ
ウ
ウコウ

」「

エ
シ
ュ
ク
セ
イ
」「
コ

オ
シ
ュ
ウ
」「
カハイ

シ
ュ
ツ
」「
キヒン

パ
ン
」
の
漢
字
と
、
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一

つ
選
べ
。

6

〜

10

ウ

1
ビ
コ
ウ
が
広
が
る

2
記
録
の
コ
ウ
シ
ン

3
コ
ウ
レ
イ
の
出
し
物

4
記
事
を
ト
ウ
コ
ウ
す
る

5
社
会
に
コ
ウ
ケ
ン
す
る

6
コ
ウ
バ
イ
意
欲

エ

1
ハ
ク
シ
ュ
ク
と
は
兄
弟
の
こ
と
だ

2
シ
ュ
ク
シ
ュ
ク
と
処
理
す
る

3
シ
ュ
ク
ガ
ン
を
か
な
え
る

4
百
周
年
の
ケ
イ
シ
ュ
ク
を
伝
え
る

5
過
去
の
偉
人
に
シ
シ
ュ
ク
す
る

6
キ
ン
シ
ュ
ク
財
政

オ

1
セ
シ
ュ
ウ
制
度

2
意
見
を
イ
ッ
シ
ュ
ウ
す
る

3
シ
ュ
ウ
タ
イ
を
さ
ら
す

4
技
の
オ
ウ
シ
ュ
ウ

5
ガ
シ
ュ
ウ
に
と
ら
わ
れ
る

6
ア
イ
シ
ュ
ウ
を
感
じ
る
風
景

カ

1
神
を
ス
ウ
ハ
イ
す
る

2
シ
ュ
ク
ハ
イ
を
あ
げ
る

3
部
活
の
ド
ウ
ハ
イ

4
出
来
事
の
ハ
イ
ケ
イ

5
反
対
派
を
ハ
イ
セ
キ
す
る

6
制
度
の
ハ
イ
シ

キ

1
ラ
イ
ヒ
ン
席

2
足
シ
ゲ
く
通
う

3
ヒ
ン
ピ
ョ
ウ
会

4
シ
キ
り
に
外
を
う
か
が
う

5
セ
イ
ヒ
ン
の
思
想

6
カ
イ
ヒ
ン
公
園

問
七

「
Ｄ没収

」
の
「
没
」
を
用
い
た
熟
語
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

11

1
没
一
物

2
没
交
渉

3
没
尽
蔵

4
没
人
情

5
没
文
律

6
没
礼
講

問
八

「
Ｅ競合

」
の
「
合
」
を
用
い
た
四
字
熟
語
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

12

1
合
胆
無
比

2
離
合
集
散

3
外
柔
内
合

4
自
合
自
得

5
合
岸
不
遜

6
叫
喚
呼
合

問
九

「
Ｆ命脈

」
の
「
命
」
を
用
い
た
熟
語
と
し
て
、
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

13

1
命
惑
至
極

2
百
家
争
命

3
正
真
正
命

4
天
地
神
命

5
大
義
命
分

6
安
心
立
命
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問
十

「
Ｇ含意

」
の
読
み
と
し
て
、
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

14

1
こ
う
い

2
こ
ん
い

3
か
ん
い

4
が
ん
い

5
ご
ん
い

6
ご
う
い

問
十
一

「

ク

仏
教
と
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
ぶ
れ
た
二
重
写
し
の
写
真
の
よ
う
に
重
な
り
合
っ
て
現
象
化
し
て
い
っ
た
」
の
具
体
的
説
明

と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

15

1
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
今
も
社
会
主
義
期
も
仏
教
は
日
常
生
活
の
中
で
呪
術
実
践
と
い
う
形
で
広
く
浸
透
し
て
お
り
、
彼
ら
に
と
っ

て
仏
教
と
の
一
番
の
関
わ
り
は
、
厄
除
け
の
た
め
に
ラ
マ
に
経
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。

2
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
教
義
で
は
な
く
即
効
性
の
あ
る
呪
術
で
あ
り
、
厄
除
け
の
た
め
の
読
経

は
呪
力
が
強
い
ラ
マ
で
あ
る
ほ
ど
効
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

3
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
化
身
ラ
マ
が
社
会
主
義
的
組
織
の
幹
部
と
し
て
お
こ
な
っ
た
政
策
は
、
地
元
の
人
々
た
ち
に
よ
っ
て
、
活
仏

の
呪
的
能
力
の
高
さ
ゆ
え
に
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
た
。

4
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
社
会
主
義
期
に
多
く
の
僧
侶
が
還
俗
後
に
学
校
教
師
と
な
り
、
人
々
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
名
付
け
て
も

ら
っ
た
り
、
密
か
に
占
い
を
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
た
。

5
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
僧
侶
も
学
校
の
教
師
も
ソ
連
の
指
導
者
レ
ー
ニ
ン
の
こ
と
も
「
バ
ク
シ
」
と
呼
び
習
わ
し
て
き
た
の
は
、
シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

6
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
宗
教
は
、
厳
し
い
弾
圧
を
経
験
し
た
も
の
の
、
完
全
に
家
庭
内
に
閉
じ
こ
も
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
呪
術
的

な
部
分
に
特
化
し
て
社
会
空
間
の
中
で
生
き
残
っ
て
い
っ
た
。
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問
十
二

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
べ
。

16

（

16

の
欄
に
、
二
か
所
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）

1
ア
メ
リ
カ
で
の
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
や
中
東
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
の
影
響
を
受
け
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
仏
教
や
シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
近
代
に
よ
る
世
俗
化
を
経
て
再
活
性
化
し
て
い
る
。

2
社
会
主
義
崩
壊
以
降
ロ
シ
ア
や
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
制
度
宗
教
が
復
活
し
て
お
り
、
上
か
ら
の
無
神
論
政
策
が
な
く
な
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
人
々
が
宗
教
実
践
を
再
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3
モ
ン
ゴ
ル
系
の
民
族
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
お
い
て
、
寺
院
や
聖
職
者
の
組
織
や
生
産
組
織
を
持
た
な
い
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
官
僚

的
な
僧
侶
の
組
織
や
生
産
組
織
を
も
つ
仏
教
と
競
合
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。

4
社
会
主
義
時
代
、
牧
畜
共
同
組
合
の
物
資
配
給
担
当
者
と
し
て
生
き
抜
い
た
還
俗
ラ
マ
が
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
高
名
な
ヨ
ー
ガ

行
者
で
あ
り
僧
侶
で
あ
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
転
生
者
と
さ
れ
た
。

5
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
今
も
昔
も
僧
侶
の
こ
と
を
「
バ
ク
シ
」
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ
り
、
こ
の
バ
ク
シ
と
い
う
語
は
、
学
校
の
教
師
や

社
会
主
義
の
偉
人
を
呼
ぶ
と
き
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
も
あ
る
。

6
ミ
ロ
聖
人
は
、
衆
生
済
度
の
た
め
の
手
段
と
し
て
社
会
主
義
を
利
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
呪
術
と
近
代
的
社
会
主
義

の
知
の
重
な
り
合
う
存
在
と
し
て
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
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〔
二
〕
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

社
会
史
・
心
性
史
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト

家
族
研
究
の
領
域
に
お
い
て
、

ア

パ
ー
ソ
ン
ズ
式
の
集
団
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
根
底
か
ら
揺
る
が
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴

史
学
者
Ｐ
・
ア
リ
エ
ス
ら
に
よ
る
社
会
史
・
心
性
史
研
究
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
学
的
資
料
や
文
字
資
料
を
駆
使
し
つ
つ
、
中
世
か
ら
一

八
世
紀
の
西
欧
に
お
い
て
、
子
ど
も
と
家
族
に
対
す
る
人
々
の
意
識
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

か
わ
い

ア
リ
エ
ス
の
議
論
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
可
愛
が
り
や
教
育
と
い
っ
た
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
《
子
ど
も
期
》
と
い
う
観
念
が
成
立
す
る
こ

と
、
家
族
の
な
か
で
子
ど
も
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
、
家
族
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
子
ど
も
の
た
め
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
、
家
族
が
情
緒
的
に
強

く
結
び
つ
き
あ
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
重
要
な
価
値
と
し
て
社
会
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
、
家
族
が
外
の
世
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

空
間
と
な
る
こ
と

こ
れ
ら
は
み
な
近
代
に
特
有
な
現
象
で
あ
り
、
中
世
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
近
代
的
な
家

族
の
か
た
ち
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
や
貴
族
層
で
は
一
八
世
紀
頃
に
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
庶
民
階
級
へ
浸
透
す
る
の
は
か
な
り
後
の
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
規
範
的
な
家
族
の
あ
り
方
が
社
会
的
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
過
程
に
は
、
明
確
な
階
層
差
が
存
在
す
る
の
だ
。

ま
た
カ
ナ
ダ
の
社
会
史
研
究
者
Ｅ
・
シ
ョ
ー
タ
ー
は
、
一
八
〜
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庶
民
階
級
に
お
け
る
家
族
経
験
の
変
化
を
分
析
し
、

近
代
の
家
族
を
最
も
鮮
明
に
特
徴
づ
け
る
の
は
愛
情
の
規
範
化
で
あ
る
と
論
じ
た
。
近
代
化
の
進
行
と
と
も
に
、
夫
婦
間
で
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・

ラ
ブ
が
重
視
さ
れ
、
子
ど
も
に
対
し
て
は
母
性
愛
が
何
よ
り
の
優
先
事
項
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
遮
蔽
さ
れ
た
家
族
の
情
愛
の
価

う
た

値
を
謳
い
あ
げ
る
家
庭
愛
の
言
説
が
爆
発
的
に
広
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
家
庭
愛
の
言
説
の
広
ま
り
に
も
や
は
り
階
層
差
が
あ
り
、
中
流
階
級
で
は

一
八
世
紀
末
、
庶
民
階
級
で
は
一
九
世
紀
末
頃
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
愛
や
親
密
性
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
家
族
の
本
質
で
も
普
遍
で
も
な
く
、
歴
史
的
に
特
殊
な
一
類
型
に
す
ぎ
な
い
。
家
族
と
は

愛
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
あ
っ
た
親
密
な
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
的
な
祖
型
は
、
実
は
西
欧
近
代
が
生
み
出
し
た
新
し
い

理
想
の
型
な
の
だ
。
階
層
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
人
間
の
「
本
質
」
や
「
自
然
」
に
根
差
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
か
ら
の
知
見

加
え
て
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
蓄
積
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
式
の
集
団
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
前
提
と
し
て

い
た
夫
婦
の
性
別
役
割
分
業
に
も
根
本
的
な
疑
問
符
を
突
き
つ
け
て
い
く
。
例
え
ば
経
済
的
に
は
夫
に
依
存
し
な
が
ら
家
事
や
育
児
な
ど
の
再
生

産
労
働
に
専
念
す
る
と
い
う
意
味
で
の
主
婦
の
存
在
は
、
近
代
資
本
主
義
の
進
展
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
制
度
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
の
庶
民
階
級
の
妻
は
生
活
の
た
め
に
働
い
て
い
た
し
、
中
上
流
階
級
で
は
家
事
は
使
用
人
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
主
婦
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、

生
活
水
準
の
向
上
に
よ
っ
て
家
庭
内
の
家
事
や
育
児
の
要
求
水
準
が
一
定
以
上
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
夫
の
み
の
片
働
き
で
一
家

が
養
え
る
ほ
ど
に
男
性
雇
用
者
の
賃
金
水
準
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
代
産
業
社
会
の
成
立
以
前
に
は
生
産
領
域

と
再
生
産
領
域
が
は
っ
き
り
と
分
離
し
て
お
ら
ず
、
生
産
活
動
と
再
生
産
活
動
の
境
界
も
あ
い
ま
い
だ
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
男
の
労
働
と
女
の

労
働
と
に
き
っ
ち
り
と
配
分
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
だ
っ
た
。「
女
は
家
庭
で
家
事
・
育
児
に
専
念
す
る
」
と
し
て
生
産
領
域
か
ら
厳
密
に
区
分

さ
れ
た
再
生
産
領
域
が
も
っ
ぱ
ら
女
性
に
割
り
当
て
ら
れ
、
ま
た
「
男
は
外
で
働
き
家
族
を
養
う
」
と
し
て
生
産
領
域
で
の
稼
得
責
任
が
も
っ
ぱ

ら
男
性
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
か
た
ち
の
性
別
役
割
分
業
は
、
生
産
領
域
と
再
生
産
領
域
が
明

確
に
分
離
さ
れ
た
近
代
に
お
い
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
幾
重
も
の
意
味
で
、
主
婦
と
は
近
代
の
産
物
な
の
だ
。

さ
ら
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
視
点
に
よ
る
数
々
の
歴
史
研
究
は
、
近
代
に
お
け
る
母
性
概
念
の
構
築
と
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
詳

こ
う

細
に
解
明
し
た
。
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
Ｅ
・
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
、
一
七
〜
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
部
で
は
生
ま
れ
た
子

を
田
舎
へ
里
子
に
出
す
慣
習
が
あ
ら
ゆ
る
階
層
で
極
め
て
一
般
的
だ
っ
た
こ
と
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
イユウ

フ
ク
な
人
び
と
が
乳
母
を
雇
う
慣
習

が
一
三
世
紀
か
ら
広
く
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
子
育
て
が
母
以
外
の
手
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
き
た
長
い
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の

う
え
で
、
一
八
世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
に
か
け
て
「
育
児
は
母
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
」「
母
性
は
生
得
的
に
女
性
に
備
わ
る
」
と
い
う
言
説
が
出

現
し
、
Ａ流布

し
、
女
性
を
家
庭
内
に
閉
じ
こ
め
て
い
く
過
程
を
詳
細
に
論
じ
た
。
こ
う
し
た
母
性
規
範
の
定
着
に
は
や
は
り
階
層
差
が
あ
り
、
家

庭
内
で
育
児
に
専
念
す
る
母
を
シ
ョ
ウ
ウヨウ

す
る
言
説
は
、
生
活
に
ゆ
と
り
の
あ
る
中
産
階
級
で
は
一
八
世
紀
末
に
形
成
さ
れ
る
が
、
妻
が
一
家

の
重
要
な
働
き
手
だ
っ
た
貧
し
い
庶
民
階
級
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
無
縁
の
も
の
だ
っ
た
。

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
研
究
の
主
眼
は
、「
母
性
＝
女
性
の
本
質
」
と
い
う
強
固
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
脱
構
築
に
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
子
ど
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も
の
社
会
化
が
家
族
の
普
遍
的
機
能
で
あ
る
」
と
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
定
式
の
否
定
材
料
と
し
て
も
読
み
う
る
だ
ろ
う
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
子

ど
も
の
社
会
化
は
必
ず
し
も
家
族
の
専
売
特
許
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

じ

も
ら

爾
来
、
日
本
で
も
、
中
世
〜
近
代
初
期
に
か
け
て
広
く
見
ら
れ
る
堕
胎
や
子
殺
し
、
捨
て
子
や
貰
い
子
や
勘
当
、
乳
母
や
共
同
体
や
父
に
よ
る

子
育
て
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
研
究
か
ら
、
子
ど
も
の
社
会
化
を
め
ぐ
る
多
角
的
な
検
証
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

近
代
家
族
論
の
蓄
積

日
本
の
家
族
社
会
学
で
も
、
一
九
八
〇
年
代
末
〜
一
九
九
〇
年
代
頃
に
、
こ
の
よ
う
な
社
会
史
の
知
見
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究

の
知
見
が
統
合
さ
れ
る
か
た
ち
で
家
族
理
論
が
大
幅
に
見
直
さ
れ
、
落
合
恵
美
子
や
山
田
昌
弘
ら
に
よ
っ
て
「

エ

近
代
家
族
論
」
と
し
て
結
実
し
た
。

近
代
家
族
と
は
、
近
代
に
特
有
な
家
族
の
あ
り
方
を
指
す
用
語
だ
が
、
そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
「
私
た
ち
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
家
族

の
か
た
ち
は
歴
史
的
に
特
殊
な
一
類
型
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
い
う
反
省
的
な
自
覚
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
近
代
家
族
の
特
徴
に
つ
い
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
山
田
昌
弘
が
整
理
し
た
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
は
、
①
家
族
が
外
の
世
界
か
ら
隔
離
さ
れ
た
私
的
領
域
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
中
世
や
近
世
の
家
族
の
生
活
は
、
地
域
共
同
体
の
な
か
で

家
族
以
外
の
多
く
の
成
員
に
よ
る
介
入
と
援
助
を
受
け
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
近
代
の
家
族
は
こ
う
し
た
外
部
と
の
相
互
浸
透
を
Ｂ遮断

す
る
こ
と
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
守
ら
れ
た
私
的
領
域
と
し
て
自
閉
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
家
族
の
親
密
性
の
特
権
視
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に

切
り
離
さ
れ
た
私
的
領
域
に
再
生
産
労
働
を
割
り
当
て
る
近
代
型
の
性
別
役
割
分
業
の
前
提
要
件
に
も
な
っ
た
。

次
に
、
②
家
族
の
生
活
は
す
べ
て
家
族
自
身
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
助
原
則
の
存
在
で
あ
る
。
①
の
特
徴
に
よ
っ
て
外

部
か
ら
の
介
入
／
援
助
を
オソウ

シ
ツ
す
る
た
め
、
家
族
成
員
の
生
活
保
障
責
任
は
す
べ
て
家
族
自
身
が
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
助
原
則
は
近

代
型
の
性
別
役
割
分
業
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
実
践
面
で
は
経
済
的
な
稼
得
責
任
が
夫
に
、
家
事
・
育
児
と
い
っ
た
再
生
産
労
働
の
責
任
が
妻
に

課
せ
ら
れ
る
。

最
後
に
、
③
家
族
の
情
緒
的
な
結
び
つ
き
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
重
視
す
る
、
愛
情
の
規
範
化
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
個
々
人

の
現
実
以
上
に
、
社
会
的
な
規
範
の
水
準
で
あ
る
。
ア
リ
エ
ス
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
家
族
の
親
密
性
が
社�

会�

の�

レ�

ベ�

ル�

に�

お�

い�

て�

規
範
化
さ
れ
、
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価
値
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
近
代
家
族
は
愛
情
中
心
主
義
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
近
代
家
族
の
か
た
ち
が
近
代
国
家
に
よ
る
統
治
の
基
礎
単
位
と
し
て
戦
略
的
に
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
先
述
の
よ
う
に
、
近
代
家
族
が
広
ま
る
過
程
に
は
、
同
じ
近
代
国
家
の
内
部
に
お
い
て
も
明
白
な
地
域
差
や

階
層
差
が
あ
っ
た
。
日
本
で
は
こ
う
し
た
家
族
の
あ
り
方
は
大
正
期
の
都
市
部
の
新
中
間
層
で
い
ち
早
く
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
一
般
化
す
る

の
は
、
社
会
全
体
の
生
活
水
準
が
底
上
げ
さ
れ
た
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
で
あ
る
。
家
族
の
近
代
化
の
浸
透
度
合
い
に
は
、
社
会
的
属
性
に
よ

っ
て
明
確
な
違
い
が
あ
っ
た
の
だ
。

「
今
・
こ
こ
」
の
偏
り
を
自
覚
す
る

こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
近
代
家
族
が
「
標
準
モ
デ
ル
」
と
し
て
社
会
的
に
制
度
化
・
規
範
化
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
近
代
家
族

的
で
は
な
い
生
き
方
を
す
る
人
は
常
に
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
専
業
主
婦
に
な
る
女
性
が
最
も
多
か
っ
た
一
九
七
〇
年
代

に
も
共
働
き
の
夫
婦
は
い
た
し
、
離
婚
が
最
も
少
な
か
っ
た
一
九
六
〇
年
代
に
も
離
婚
に
よ
る
ひ
と
り
親
家
庭
は
あ
っ
た
。
養
子
や
里
子
に
つ
い

て
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
ほ
う
が
現
在
よ
り
は
る
か
に
多
か
っ
た
。
同
じ
日
本
の
な
か
で
も
、
時
代
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
人
び
と
の
階
層
や

職
業
に
よ
っ
て
、
ま
た
各
人
の
生
い
立
ち
に
よ
っ
て
、
家
族
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
非
常
に
大
き
い
。
家
族
と
は
元
来
多
様
で

Ｃ
可
塑
的
な
も
の
な

の
だ
。

し
か
し
近
代
家
族
の
広
ま
り
は
、
人
び
と
が
家
族
を
と
ら
え
る
認
識
枠
組
を
、
近
代
家
族
流
の
も
の
に
変
化
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
進

行
し
た
の
は
、「
標
準
モ
デ
ル
」
の
名
の
も
と
に
近
代
家
族
以
外
の
家
族
の
あ
り
方
を
周
辺
化
・
病
理
化
さ
せ
る
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
社

会
学
者
も
例
外
で
は
な
い
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
式
の
集
団
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
で
、
性
別
役
割
分
業
は
「
機
能
的
」
と
し
て
理
論
的
に
正
当
化
＝

正
統
化
さ
れ
た
し
、
夫
婦
の
離
婚
は
カイツ

ダ
ツ
と
見
な
さ
れ
た
。
当
時
は
量
的
に
「
標
準
モ
デ
ル
」
の
家
族
が
多
か
っ
た
か
ら
そ
う
し
た
理
論
が

妥
当
だ
っ
た
、
と
い
う
主
張
は
退
け
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
理
論
に
お
い
て
量
的
な
タ
キカ

は
あ
く
ま
で
も
二
次
的
な
評
価
規
準
で
あ
り
、
重
要
な

の
は
現
実
の
複
数
性
を
ど
の
よ
う
な
認
識
枠
組
で
概
念
化
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
一
九
七
〇
年
代
頃
の
日
本
の
家
族
が
す
べ
て
「
標
準
モ

デ
ル
」
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
眼
前
の
家
族
が
一
様
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
。
一
様
で
あ
る
か
の
よ
う
な
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色
眼
鏡
で
家
族
を
見
て
い
た
だ
け
だ
。

近
代
家
族
論
が
社
会
学
に
も
た
ら
し
た
最
大
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
家
族
の
普
遍
性
の
否
定
で
あ
っ
た
。
マ
ー
ド
ッ
ク
の
核
家
族
普
遍
説
が
人
類

学
の
内
部
か
ら
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
定
式
化
し
た
機
能
面
で
の
家
族
の
普
遍
性
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
学
の
内
部
か
ら
も
明

確
に
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。「
近
代
家
族
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
、「
今
・
こ
こ
」
の
偏
り
を
自
覚
し
、
己
の
体
験
の
Ｄ素朴

な
特

権
視
を
戒
め
る
社
会
学
的
な
視
線
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

価
値
自
由
の
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
日
本
の
家
族
の
近
代
性
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
今
・
こ
こ
」
な
ら
で
は
の
問
題
点
が
ど
の
よ
う
な
Ｅ経緯

で

生
じ
た
の
か
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
、
必
要
な
対
応
策
を
考
え
る
こ
と
。
近
代
家
族
論
の
蓄
積
を
経
た
現
在
、
そ
れ
こ
そ
が
今
後
の
社
会
学
に
求

め
ら
れ
る
課
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
個
人
化
」
と
「
多
様
化
」
の
議
論

そ
れ
で
は
、
近
代
社
会
に
お
け
る
家
族
は
、
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

近
年
の
家
族
研
究
に
お
い
て
は
、
近
代
家
族
的
な
「
標
準
モ
デ
ル
」
に
当
て
は
ま
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
へ
の
注
目
が
進
み
、

ク

個
人
化
と
多

様
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
は
、
再
帰
的
近
代
化
が
進
行
し
た
「
第
二
の
近
代
」
に
お
け
る
社
会
と
個
人
の
関
係
の
構
造
的
な

変
容
を
「
個
人
化
」
と
し
て
概
念
化
し
、
そ
の
典
型
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
家
族
を
挙
げ
た
。
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
第
二
の
近
代
に
お
い
て
、
社
会

は
産
業
化
に
よ
っ
て
自
ら
が
生
み
出
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
に
再
帰
的
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
社
会
そ
れ
自
体
が
リ
ス
ク
と
な
る

（
リ
ス
ク
社
会
の
Ｆ到来

）。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
国
家
や
階
級
や
家
族
、
性
別
役
割
と
い
っ
た
従
来
の
制
度
は
解
体
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
や
社
会

的
矛
盾
へ
の
対
処
法
は
個
人
に
よ
っ
て
直
接
選
択
・
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
化
社
会
に
お
い
て
、
家
族
は
従
来
の
制

度
的
な
拘
束
力
を
失
い
、「
ゾ
ン
ビ
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
な
る
。
欧
米
産
業
社
会
に
お
け
る
家
族
の
個
人
化
の
根
拠
と
し
て
よ
く
挙
が
る
の
は
、
未

婚
化
・
晩
婚
化
・
少
子
化
の
ほ
か
、
離
婚
・（注
1
）ＤＩ

Ｎ
Ｋ
Ｓ
・
事
実
婚
・
婚
外
子
・
同
性
婚
・
選
択
的
夫
婦
別
姓
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ま

で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
、
例
外
扱
い
さ
れ
て
い
た
家
族
形
式
の
合
法
化
で
あ
る
。
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日
本
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
社
会
経
済
的
な
転
換
と
と
も
に
、
共
働
き
世
帯
や
離
婚
の
増
加
、
未
婚
化
、
晩
婚
化
、
少
子
化
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
家
族
の
多
様
化
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
ベ
ッ
ク
の
議
論
を
導
入
し
た
山
田
昌
弘
ら
に
よ
っ
て
家

族
の
個
人
化
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
議
論
が
同
時
期
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
と
結
び
つ
き
、「
近
代
家
族
は
終
わ
っ
た
」
と
い
う

見
方
も
多
く
語
ら
れ
た
。
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
視
座
か
ら
は
、
性
別
役
割
分
業
が
解
体
し
た
後
に
は
家
族
で
は
な
く
個
人

を
単
位
と
す
る
社
会
が
出
現
す
る
と
し
て
、
そ
れ
を
「
家
族
の
個
人
化
」
と
い
ち
早
く
名
づ
け
た
目
黒
依
子
の
よ
う
な
立
場
も
あ
る
。

い
ま

し
か
し
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
現
在
の
日
本
で
は
近
代
家
族
的
な
価
値
観
は
未
だ
解
体
し
て
い
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
例
え
ば
出
産
・
育

児
期
に
仕
事
を
や
め
る
女
性
労
働
者
の
多
さ
や
、
女
性
の
非
正
規
雇
用
率
の
高
さ
、
ま
た
夫
の
家
事
育
児
時
間
の
少
な
さ
や
育
休
取
得
率
の
低
さ

と
い
っ
た
面
で
は
、
今
も
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。
異
性
愛
を
前
提
と
し
た
法
律
婚
の
制
度
や
、
強
制
的
な
夫
婦
同
姓
制
度
も
根
強
く
、
初
婚
を
継

続
し
て
い
な
い
家
族
が
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
不
利
益
も
消
え
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
Ｇ勘案

す
れ
ば
、
近
代
家
族
型
の
性
別
役
割

分
業
を
前
提
と
す
る
社
会
の
あ
り
方
が
、
根
本
か
ら
変
化
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。

ま
た
個
人
化
の
証
左
と
さ
れ
て
い
る
現
象
に
も
、
慎
重
な
解
釈
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
離
婚
の
増
加
は
、
従
来
の
価
値
や
規
範
の
解
体
の
み

を
一
義
的
に
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
し
か
に
離
婚
で
ひ
と
り
親
に
な
る
こ
と
は
性
別
役
割
分
業
の
履
行
不
可
能
性
に
つ
な
が
る
が
、
離
婚

ぜ
い

の
際
に
子
ど
も
が
母
方
に
引
き
取
ら
れ
る
割
合
は
こ
の
六
〇
年
間
も
っ
ぱ
ら
増
加
し
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
母
親
の
経
済
力
の
脆
弱
さ
よ
り
も

母
性
と
い
う
価
値
の
ほ
う
が
は
る
か
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
近
代
家
族
的
な
心
性
の
証
左
と
も
読
み
う
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
個
人
化
や
多
様
化
は
本
当
に
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
仮
に
起
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
水
準
で
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

め
ぐ
み

（
野
田
潤
「
家
族
社
会
学
」）

（
注
1
）
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｓ

結
婚
後
、
子
供
を
持
た
ず
に
、
夫
婦
と
も
職
業
活
動
に
従
事
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
。dou

ble
in

com
e

n
o

kids

の
頭
文
字
を
と
っ
た
略
称
。
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問
一

「

ア

パ
ー
ソ
ン
ズ
式
の
集
団
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
根
底
か
ら
揺
る
が
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、「
パ
ー
ソ
ン
ズ
式
の
集
団
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

を
揺
る
が
し
た
研
究
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

17

1
歴
史
学
者
ア
リ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
《
子
ど
も
期
》
と
い
う
観
念
の
成
立
、
家
族
が
外
の
世
界
か
ら
隔
絶

さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
空
間
と
な
る
こ
と
な
ど
は
近
代
に
特
有
な
現
象
で
は
な
い
。

2
社
会
史
研
究
者
シ
ョ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
家
族
と
は
愛
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
あ
っ
た
親
密
な
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
言
説
は
、

西
欧
や
中
東
に
見
ら
れ
る
理
想
で
あ
り
、
人
間
の
「
本
質
」
や
「
自
然
」
に
根
ざ
し
た
も
の
で
は
な
い
。

3
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
に
よ
れ
ば
、
近
代
以
前
の
中
上
流
階
級
の
妻
は
生
活
の
た
め
に
働
き
、
家
事
は
奴
隷
の
仕

事
で
あ
っ
た
の
で
、「
主
婦
」
と
い
う
存
在
は
近
代
の
産
物
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

4
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
蓄
積
は
、
近
代
以
前
に
は
ま
だ
生
産
領
域
と
再
生
産
領
域
が
明
確
に
分
離
し
て
お
ら
ず
、

夫
婦
の
性
別
役
割
分
業
は
近
代
産
業
社
会
に
お
い
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

5
哲
学
者
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
母
性
規
範
の
定
着
に
は
階
層
差
が
あ
り
、
家
庭
内
で
育
児
に
専
念
す
る
母
と
い
う
存
在
は

生
活
に
ゆ
と
り
の
あ
る
階
層
に
は
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
無
縁
の
も
の
だ
っ
た
。

6
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
研
究
は
、「
母
性
＝
女
性
の
本
質
」
と
い
う
強
固
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
脱
構
築
で
は
な
く
、「
子
ど
も
の
社
会

化
が
家
族
の
普
遍
的
機
能
で
あ
る
」
と
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
定
式
の
否
定
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

210773Ｒ022Ｍ３Ｂ／国語  本文  2021.12.14 17.06.01  Page 22

校 了 校了印欄

2022年度　武蔵野美術大学　造形構想学部　一般選抜　一般方式　国語（80分）

18



問
二

「
イユウ

フ
ク
」「
シ
ョ
ウ
ウヨウ

」「
オソウ

シ
ツ
」「
カイツ

ダ
ツ
」「
タ
キカ

」
の
漢
字
と
、
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

18

〜

22

イ

1
対
立
を
ユ
ウ
ワ
す
る

2
将
来
を
ユ
ウ
リ
ョ
す
る

3
暴
動
を
ユ
ウ
ハ
ツ
す
る

4
ヨ
ユ
ウ
あ
る
対
応

5
シ
ユ
ウ
を
決
す
る

6
ユ
ウ
ゼ
ン
と
し
た
態
度

ウ

1
ミ
ン
ヨ
ウ
を
歌
う

2
友
人
を
ヨ
ウ
ゴ
す
る

3
氷
が
ヨ
ウ
カ
イ
す
る

4
ド
ウ
ヨ
ウ
を
隠
せ
な
い

5
イ
キ
ヨ
ウ
ヨ
ウ
と
し
た
気
分

6
チ
ュ
ウ
ヨ
ウ
の
徳

オ

1
ブ
ッ
ソ
ウ
な
出
来
事

2
無
味
カ
ン
ソ
ウ
な
文
章

3
未
知
と
の
ソ
ウ
グ
ウ

4
マ
イ
ソ
ウ
を
終
え
る

5
意
気
ソ
ソ
ウ

6
不
安
を
イ
ッ
ソ
ウ
す
る

カ

1
天
下
の
イ
ツ
ザ
イ
を
発
見
す
る

2
イ
ツ
ワ
り
の
仮
面

3
傷
が
イ
タ
む

4
死
者
を
イ
タ
む

5
カ
ク
イ
ツ
的
な
指
導

6
わ
が
子
を
イ
ツ
ク
し
む

キ

1
し
が
な
い
カ
ギ
ョ
ウ

2
カ
ジ
ョ
ウ
書
き

3
カ
コ
ン
を
残
す

4
カ
セ
ン
状
態
の
市
場

5
ス
ン
カ
を
惜
し
む

6
責
任
テ
ン
カ

問
三

「
Ａ流布

」
の
「
流
」
と
同
じ
読
み
を
含
む
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

23

1
長
雨

2
川
柳

3
納
涼

4
留
守

5
感
涙

6
端
麗
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問
四

「

エ

近
代
家
族
論
」
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

24

1
近
代
家
族
と
は
、
近
代
に
特
有
な
家
族
の
あ
り
方
を
指
す
用
語
だ
が
、
そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
「
私
た
ち
が
当
た
り
前
だ
と
思

っ
て
い
る
家
族
の
か
た
ち
は
歴
史
的
に
存
在
し
な
い
一
類
型
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
い
う
反
省
的
な
自
覚
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

2
近
代
の
家
族
は
外
部
と
の
相
互
浸
透
を
遮
断
す
る
こ
と
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
守
ら
れ
た
私
的
領
域
と
し
て
自
閉
し
、
家
族
の

親
密
性
を
特
権
視
し
、
切
り
離
さ
れ
た
私
的
領
域
の
中
で
力
を
合
わ
せ
て
生
き
て
い
く
家
族
の
団
結
心
を
強
化
し
た
。

3
外
部
か
ら
の
援
助
を
排
除
し
た
た
め
、
家
族
の
生
活
保
障
責
任
は
す
べ
て
家
族
自
身
が
負
う
こ
と
に
な
り
、
経
済
的
な
稼
得
責

任
も
、
家
事
・
育
児
と
い
っ
た
再
生
産
労
働
の
責
任
も
夫
と
妻
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

4
家
族
の
情
緒
的
な
結
び
つ
き
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
重
視
す
る
、
愛
情
の
規
範
化
が
家
族
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
内
面
に
価
値

づ
け
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
近
代
家
族
は
愛
情
中
心
主
義
で
あ
る
。

5
国
内
に
お
い
て
も
明
白
な
地
域
差
や
階
層
差
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
の
遮
断
・
自
助
原
則
・
愛
情
の
規
範
化
な
ど

の
近
代
家
族
の
か
た
ち
が
国
家
に
よ
る
統
治
の
基
礎
単
位
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
。

6
近
代
家
族
の
広
ま
り
は
、
人
々
に
近
代
家
族
以
外
の
家
族
の
あ
り
方
を
病
理
化
さ
せ
る
ま
な
ざ
し
を
持
た
せ
、「
標
準
モ
デ
ル
」

か
ら
外
れ
た
家
族
に
対
す
る
治
療
が
始
ま
っ
た
。

問
五

「
Ｂ遮断

」
の
「
遮
」
を
用
い
た
四
字
熟
語
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

25

1
会
遮
定
離

2
平
面
描
遮

3
遮
二
無
二

4
遮
交
辞
令

5
新
陳
代
遮

6
白
遮
青
松

問
六

「

Ｃ
可
塑
的
」
の
反
対
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

26

1
不
当
な

2
不
条
理
な

3
不
変
な

4
不
平
等
な

5
不
実
な

6
不
確
実
な

210773Ｒ024Ｍ３Ｂ／国語  本文  2021.12.14 17.06.01  Page 24

校 了 校了印欄

2022年度　武蔵野美術大学　造形構想学部　一般選抜　一般方式　国語（80分）

20



問
七

「
Ｄ素朴

」
の
反
対
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

27

1
純
粋

2
洗
練

3
悪
質

4
未
熟

5
総
体

6
特
別

問
八

「
Ｅ経緯

」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

28

1
サ
ク
セ
ス

2
プ
ラ
ク
シ
ス

3
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

4
ア
ク
セ
ス

5
プ
ロ
セ
ス

6
カ
タ
ル
シ
ス

問
九

「

ク

個
人
化
と
多
様
化
」
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

29

1
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
産
業
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
リ
ス
ク
や
社
会
的
矛
盾
へ
の
対
処
法
は
個
人
に
よ
っ
て
直
接
選
択
・
決
定
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
、
家
族
は
従
来
の
制
度
的
な
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。

2
欧
米
産
業
社
会
に
お
け
る
家
族
の
個
人
化
の
根
拠
と
し
て
よ
く
挙
が
る
の
は
、
未
婚
化
・
晩
婚
化
・
少
子
化
の
ほ
か
、
離
婚
・

婚
外
子
・
里
子
・
同
性
婚
・
選
択
的
夫
婦
別
姓
な
ど
で
あ
る
。

3
日
本
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
社
会
経
済
的
な
転
換
と
と
も
に
、
共
働
き
世
帯
や
離
婚
の
増
加
、
晩
婚
化
、
少
子
化
、

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
、
事
実
婚
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
生
じ
て
き
た
。

4
日
本
で
は
家
族
の
多
様
化
、
家
族
の
個
人
化
の
現
象
が
み
ら
れ
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
と
結
び
つ
き
「
近
代
家
族
は
終
わ
っ
た
」

と
い
う
見
方
が
定
説
と
な
っ
た
。

5
異
性
愛
を
前
提
と
し
た
法
律
婚
の
制
度
や
、
強
制
的
な
夫
婦
同
姓
制
度
も
根
強
い
状
況
を
み
る
と
、
現
在
の
日
本
で
は
近
代
家

族
的
な
価
値
観
は
未
だ
解
体
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。

6
個
人
化
の
一
例
と
さ
れ
て
い
る
離
婚
の
増
加
に
関
し
て
も
、
子
ど
も
が
母
方
に
引
き
取
ら
れ
る
割
合
が
増
加
し
て
い
る
点
は
母

性
と
い
う
価
値
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
揺
り
戻
し
現
象
の
可
能
性
が
あ
る
。
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問
十

「
Ｆ到来

」
の
「
到
」
を
用
い
た
四
字
熟
語
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

30

の

1
不
偏
不
到

2
象
牙
之
到

3
精
神
一
到

4
意
気
到
合

5
一
騎
到
千

6
荒
到
無
稽

問
十
一

「
Ｇ勘案

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

31

1
よ
く
考
え
耐
え
る
こ
と

2
考
え
を
変
え
る
こ
と

3
新
し
い
考
え
を
取
り
入
れ
る
こ
と

4
深
く
掘
り
下
げ
て
考
え
る
こ
と

5
あ
れ
こ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と

6
準
備
し
提
案
す
る
こ
と
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問
十
二

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
べ
。

32

（

32

の
欄
に
、
二
か
所
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）

1
家
族
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
子
ど
も
の
た
め
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
近
代
に
特
有
な
現
象
で
あ
り
、
中
世
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
近
代
的
な
家
族
の
か
た
ち
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
や
貴
族
層
で
は
一
七
世
紀
ご
ろ
に
形
成
さ
れ

る
が
、
そ
れ
が
庶
民
階
級
へ
浸
透
す
る
の
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。

2
主
婦
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、
生
活
水
準
の
向
上
に
よ
っ
て
家
庭
内
の
家
事
や
育
児
の
要
求
水
準
が
一
定
以
上
に
達
し
、
夫
の

み
の
片
働
き
で
一
家
が
養
え
る
ほ
ど
に
男
性
雇
用
者
の
賃
金
水
準
が
高
く
な
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
西
欧
キ

リ
ス
ト
教
文
化
圏
特
有
の
現
象
と
し
て
生
産
領
域
と
再
生
産
領
域
が
は
っ
き
り
と
分
離
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

3
日
本
の
中
世
〜
近
代
初
期
に
か
け
て
広
く
見
ら
れ
る
堕
胎
や
子
殺
し
、
捨
て
子
や
貰
い
子
や
勘
当
、
乳
母
や
共
同
体
や
父
に
よ

る
子
育
て
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
研
究
か
ら
も
、「
子
ど
も
の
社
会
化
が
家
族
の
普
遍
的
機
能
で
あ
る
」
と
す
る
パ
ー
ソ
ン

ズ
の
定
式
は
説
得
力
を
失
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

4
中
世
や
近
世
の
家
族
の
生
活
は
、
地
域
共
同
体
の
な
か
で
家
族
以
外
の
多
く
の
成
員
に
よ
る
介
入
と
援
助
を
受
け
る
こ
と
で
成

り
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
近
代
の
家
族
は
家
族
の
情
緒
的
な
つ
な
が
り
を
重
視
し
、
そ
れ
が
社
会
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
規
範

化
さ
れ
、
価
値
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
愛
国
主
義
も
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

5
日
本
で
は
、
出
産
・
育
児
期
に
仕
事
を
や
め
る
女
性
労
働
者
の
多
さ
や
、
女
性
の
非
正
規
雇
用
率
の
高
さ
、
ま
た
夫
の
家
事
育

児
時
間
の
少
な
さ
や
育
休
取
得
率
の
低
さ
と
い
っ
た
面
か
ら
、
近
代
家
族
型
の
性
別
役
割
分
業
を
前
提
と
す
る
社
会
の
あ
り
方

が
、
根
本
か
ら
変
化
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。

6
現
代
日
本
の
個
人
化
の
証
拠
と
し
て
、
未
婚
化
、
晩
婚
化
、
離
婚
の
増
加
、
少
子
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
母
親
が
シ
ン
グ
ル
で

子
育
て
を
す
る
た
め
の
公
的
な
援
助
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
後
は
事
実
婚
の
カ
ッ
プ
ル
に
も
法
的
な
保
障
を
与
え

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
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次
の
〔
三
〕
の
問
題
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
科
を
受
験
す
る
者
、
ま
た
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
科
と

映
像
学
科
を
併
願
す
る
者
の
み
解
答
す
る
こ
と
。
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ね
ざ
め

し
ょ
う

〔
三
〕
次
の
文
章
は
平
安
時
代
の
物
語
『
夜
の
寝
覚
』
の
一
節
で
あ
る
。
八
月
十
五
日
の
夜
、
姉
君
と
箏
の
琴
を
演
奏
し
て
い
た
中
の
君
は
、
夢

び

わ

の
中
で
天
人
か
ら
琵
琶
の
秘
曲
を
授
け
ら
れ
る
。
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

こ
よ
い

「
こ
の
残
り
の
手
の
、
こ
の
世
に
伝
は
ら
ａぬ

、
い
ま
五
つ
あ
る
は
、
来
年
の
今
宵
下
り
来
て
教
へ
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
て
失
せ
ぬ
と
見
た
ま
ひ

て
、

Ｘ

、
暁
が
た
に
な
り
に
け
り
。
琵
琶
は
殿
も
習
は
し
た
ま
は
ぬ
も
の
な
れ
ば
、

ア

わ
ざ
と
弾
か
む
と
も
思
は
ぬ
に
、
習
ふ
と
見
つ

る
手
ど
も
の
い
と
よ
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
あ
や
し
さ
に
、
琵
琶
を
取
り
寄
せ
て
弾
き
た
ま
ふ
に
、
大
臣
聞
き
た
ま
ひ
て
、「
こ
は
、
い
か
に
か
く
弾

き
す
ぐ
れ
た
ま
ひ
し
ぞ
。
め
づ
ら
か
な
る
わ
ざ
か
な
」
と
、
あ
さ
み
お
ど
ろ
き
た
ま
ひ
つ
れ
ど
、
夢
を
ｂば

、
恥
づ
か
し
う
て
、
な
か
な
か
に
語
り

つ
づ
け
ず
。

（
中
略
）

み

す

ま
た
の
年
の
八
月
十
五
夜
に
な
り
ぬ
。
い
と
静
か
ｃなる

に
、
端
近
く
御
簾
巻
き
上
げ
て
、
宵
に
は
例
の（注
1
）箏の

琴
を
弾
き
た
ま
ひ
て
、
人
静
ま
り

い

夜
更
け
ぬ
る
に
ぞ
、
琵
琶
を
、
教
へ
の
ま
ま
に
、
音
の
あ
る
か
ぎ
り
出
だ
し
て
弾
き
た
ま
へ
れ
ば
、（注
2
）姫君

、「
つ
ね
に

イ

弾
き
た
ま
ふ
箏
の
琴
よ
り

も
、
こ
れ
こ
そ
す
ぐ
れ
て
聞
こ
ゆ
ｄれ

。
昔
よ
り
と
り
わ
き（注
3
）殿の

教
へ
た
ま
へ
ど
、
つ
ね
に
た
ど
た
ど
し
く
て

ウ

え
弾
き
と
ど
め
ぬ
も
の
を
、
あ
さ
ま

こ
も

し
エき

君
の
御
様
か
な
」
と
、
聞
き
お
ど
ろ
き
、
う
ら
や
み

ｅ
た
ま
ふ
。
例
の
御
殿
籠
り
た
る
に
、
あ
り
し
同
じ
人
、「
教
へ
た
て
ま
つ
り
し
に
も
過

ぎ
て
Ａ、

あ
は
れ
な
り
つ
る
御
琴
の
音
か
な
。
こ
の
手
ど
も
を
聞
き
知
る
人
は
、

Ｂ

え
し
も
や
な
か
ら
む
」
と
て
、
残
り
の
手
い
ま
五
つ
を
教
へ
て
、

す
く
せ

「
あ
は
れ
、
あ
た
ら
、
人
の
い
た
く
も
の
を
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
の
お
は
す
る
か
な
」
と
て
、
帰
り
ぬ
と
見
た
ま
ふ
に
、
こ
の
手

ど
も
を
、
覚
め
て
、

オ

さ
ら
に
と
ど
こ
ほ
ら
ず
弾
か
る
。
あ
さ
ま
し
う
、
思
ひ
あ
ま
り
て
、
姉
君
に
、「
夢
に
琵
琶
を
教
ふ
る
人
こ
そ
あ
れ
」
と
ば

か
り
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
な
か
な
か
語
り
つ
づ
け
た
ま
は
ず
。

（
注
1
）
箏
の
琴

箏
は
琴
に
近
似
す
る
楽
器
。「
琴
」
は
弦
楽
器
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
注
2
）
姫
君

後
に
出
る
「
姉
君
」
と
同
一
人
物
。

（
注
3
）
殿

「
大
臣
」
と
同
一
人
物
。
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問
一

空
欄

Ｘ

に
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

33

1
お
ど
ろ
き
た
ま
ふ
れ
ば

2
お
ど
ろ
き
た
ま
へ
れ
ば

3
お
ど
ろ
き
た
ま
は
ば

4
お
ど
ろ
き
は
べ
ら
ば

5
お
ど
ろ
き
は
べ
れ
ば

問
二

傍
線
部
ａ
〜
ｅ
の
文
法
的
な
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

34

1
ａ
の
「
ぬ
」
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
で
あ
る
。

2
ｂ
の
「
ば
」
は
、
順
接
仮
定
条
件
の
接
続
助
詞
で
あ
る
。

3
ｃ
の
「
な
る
」
は
、
形
容
動
詞
の
活
用
語
尾
で
あ
る
。

4
ｄ
の
「
れ
」
は
、
下
二
段
動
詞
「
聞
こ
ゆ
」
の
活
用
語
尾
の
一
部
で
あ
る
。

5
ｅ
の
「
た
ま
ふ
」
は
、「
姫
君
」
を
敬
意
の
対
象
と
す
る
尊
敬
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。

問
三

傍
線
部
ア
〜
オ
の
う
ち
、「
中
の
君
」
が
琵
琶
を
演
奏
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
一
つ
選

べ
。

35

1
ア
・
イ
・
オ

2
イ
・
エ

3
ア
・
エ
・
オ

4
ウ
・
オ

5
イ
・
ウ
・
オ
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問
四

「
教
へ
た
て
ま
つ
り
し
に
も
過
ぎ
て
Ａ、

あ
は
れ
な
り
つ
る
御
琴
の
音
か
な
」
と
い
う
会
話
部
分
の
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

36

1
天
人
が
教
え
た
琵
琶
の
曲
以
上
に
、
中
の
君
は
素
晴
ら
し
い
琵
琶
の
演
奏
を
し
た
と
い
う
こ
と
。

2
殿
が
教
え
た
箏
の
曲
以
上
に
、
中
の
君
は
し
み
じ
み
趣
深
い
琵
琶
の
演
奏
を
し
た
と
い
う
こ
と
。

3
殿
が
教
え
た
琵
琶
の
曲
以
上
に
、
中
の
君
は
胸
打
た
れ
る
箏
の
演
奏
を
し
た
と
い
う
こ
と
。

4
天
人
が
教
え
た
琵
琶
の
曲
以
上
に
、
中
の
君
は
大
変
見
事
な
箏
の
演
奏
を
し
た
と
い
う
こ
と
。

5
殿
が
教
え
た
箏
の
曲
以
上
に
、
中
の
君
は
と
て
も
悲
痛
な
箏
の
演
奏
を
し
た
と
い
う
こ
と
。

問
五

「

Ｂ

え
し
も
や
な
か
ら
む
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

37

1
ま
さ
か
い
は
し
な
い
は
ず
だ

2
恐
ら
く
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

3
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か

4
い
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
は
な
い
か

5
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
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問
六

本
文
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

38

1
父
の
大
臣
は
中
の
君
が
琵
琶
を
見
事
に
演
奏
す
る
の
を
聞
い
て
、
ど
う
し
て
自
分
が
教
え
た
通
り
に
演
奏
し
な
い
の
か
と
驚
き
、

中
の
君
を
問
い
詰
め
た
。

2
天
人
が
再
訪
を
約
束
し
た
翌
年
の
八
月
十
五
日
、
中
の
君
は
宵
の
う
ち
は
箏
の
琴
を
弾
い
て
い
た
が
、
他
の
人
々
が
全
員
寝
静

ま
る
と
琵
琶
を
弾
き
始
め
た
。

3
姉
の
姫
君
は
中
の
君
が
琵
琶
を
弾
く
の
を
聞
き
、
殿
に
教
わ
っ
て
も
上
手
に
弾
け
な
か
っ
た
妹
が
ど
う
し
て
急
に
上
手
に
な
っ

た
の
か
と
不
思
議
に
思
っ
た
。

4
天
人
は
翌
年
の
八
月
十
五
日
に
も
来
訪
し
て
秘
曲
を
教
え
て
く
れ
た
が
、
目
覚
め
た
中
の
君
は
そ
の
曲
を
記
憶
し
て
い
て
、
自

然
に
す
ら
す
ら
と
演
奏
し
た
。

5
中
の
君
は
自
分
が
大
臣
に
夢
の
中
で
琵
琶
を
教
わ
っ
た
こ
と
や
運
命
を
予
言
さ
れ
た
こ
と
を
姉
の
姫
君
に
伝
え
よ
う
と
し
た
が
、

う
ま
く
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
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