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よ
だ
か
に
と
っ
て
の
神
の
問
題
も
看
過
で
き
ま
い
。

　

こ
れ
ま
で
よ
だ
か
の
飛
翔
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き

た
。
一
群
は
、「
よ
だ
か
の
星
」
が
、
賢
治
が
「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
を

志
し
て
創
作
し
た
初
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
仏
教
思
想
の
観

点
か
ら
読
む
解
釈
で
あ
る
。
西
田
良
子
の
「〝
欣
求
浄
土
、
厭
離
穢
土
〟

の
仏
教
思
想
か
ら
生
れ
た
寓
話
」
と
み
て
「
宗
教
に
お
け
る
超
倫
理
的
な

解
脱
」
と
す
る
解
釈
（
注
２
）
や
、染
谷
昇
の
「
他
力
本
願
か
ら
自
力
本
願
へ
」

と
い
う
大
乗
仏
教
の
教
え
を
説
こ
う
と
し
た
説
（
注
３
）、
ま
た
見
田
宗
介
に

よ
る
焼
身
に
よ
る
転
生
と
の
見
方
（
注
４
）、
萩
原
昌
好
の
〝
修
羅
の
成
仏
〟

説
（
注
５
）、田
口
昭
典
の
東
北
地
方
の
「
即
身
仏
」
に
背
景
に
み
る
理
解
（
注
６
）

な
ど
が
あ
る
。
他
方
、
仏
教
思
想
に
拠
ら
な
い
見
解
と
し
て
は
、
北
野
昭

彦
に
よ
る
「
不
条
理
へ
の
怒
り
と
原
罪
克
服
へ
の
痛
切
な
祈
り
」（
注
７
）
と

し
て
飛
翔
に
よ
だ
か
の
祈
り
を
み
る
も
の
や
、
清
水
真
砂
子
の
自
己
愛
に

よ
る
自
己
燃
焼
と
し
て
自
我
の
問
題
と
捉
え
る
解
釈
（
注
８
）
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
賢
治
の
宗
教
観
や
死
生
観
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え

は
じ
め
に

　

宮
澤
賢
治
の
童
話
「
よ
だ
か
の
星
」
は
、
そ
の
末
部
に
お
い
て
、
よ
だ

か
は
ま
っ
す
ぐ
空
に
向
か
っ
て
飛
翔
し
、生
の
限
界
を
脱
し
て
星
と
な
る
。

死
の
瞬
間
、
死
に
逝
く
人
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
生
者
に
は
わ
か

り
得
な
い
が
、「
よ
だ
か
の
星
」
で
は
そ
こ
が
迫
真
の
描
写
を
も
っ
て
描

か
れ
て
い
る
。
死
の
そ
の
と
き
、
よ
だ
か
は
「
は
ね
を
そ
れ
は
そ
れ
は
せ

わ
し
く
う
ご
か
」（
注
１
）
し
、
や
が
て
力
尽
き
て
「
の
ぼ
っ
て
ゐ
る
の
か
、

さ
か
さ
に
な
っ
て
ゐ
る
の
か
、
上
を
向
い
て
ゐ
る
の
か
も
、
わ
か
」
ら
な

く
な
り
、「
こ
ゝ
ろ
も
ち
は
や
す
ら
か
に
」
な
り
、「
青
い
美
し
い
」
星
と

な
る
の
で
あ
る
。

　

よ
だ
か
の
飛
翔
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
い
の
ち
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど

こ
へ
逝
く
の
か
と
い
う
生
命
の
も
つ
根
源
的
な
問
い
に
触
れ
る
。
そ
の
た

め
、
作
者
宮
澤
賢
治
の
宗
教
観
や
死
生
観
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
主
人
公

「
よ
だ
か
の
星
」
論�

―
―�

よ
だ
か
に
お
け
る
神
と
そ
の
飛
翔
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一
六

る
」（
注
９
）
と
述
べ
る
。
斉
藤
の
指
摘
の
と
お
り
、
名
前
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
自
己
存
在
証
明
で
あ
り
、
改
名
の
強
制
は
存
在
の
根
を
刈
り
取
り
、

尊
厳
を
奪
う
行
為
で
あ
る
。
よ
だ
か
は
こ
こ
で
自
分
の
存
在
の
根
は
神
に

あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
が
名
前

だ
け
で
な
く
、
自
己
存
在
そ
の
も
の
、
い
の
ち
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と

の
認
識
が
潜
ん
で
い
る
。

　

一
般
に
子
ど
も
の
名
前
は
そ
の
生
存
に
責
任
を
持
つ
親
な
ど
の
保
護
者

が
付
け
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
よ
だ
か
の
場
合
、
親
を
通
り
越
し
て

生
命
の
根
源
で
あ
る
神
へ
と
直
結
し
て
い
る
。
そ
れ
が
さ
ほ
ど
違
和
感
な

く
読
み
過
ご
せ
る
の
は
、「
よ
だ
か
」
と
い
う
名
が
、
一
羽
の
個
体
を
指

し
示
す
だ
け
で
な
く
、
種
を
示
す
呼
称
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
種
を
示
す
呼
称
は
、
牧
恵
子
が
「
本
来
、
名

前
と
は
共
同
体
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
」（
注
10
）
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
所
属
す
る
共
同
体
の
な
か
で
決
ま
っ
て
い
く
も
の
で
、
特
別

な
事
情
の
な
い
限
り
、
誰
が
名
づ
け
た
の
か
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
時

代
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
。「
よ
だ
か
」
と
い
う
種
の
呼
称
も
、
過
去
、

誰
か
が
名
付
け
た
に
は
違
い
な
い
が
、
誰
が
付
け
た
の
か
意
識
さ
れ
る
こ

と
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
名
づ
け
た
者
は
「
在
る
」
に
は
違
い
な
い
が
、

誰
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
空
白
に
、「
在
る
」
に
は
違
い
な
い
（
と
作

中
設
定
さ
れ
て
い
る
）が
認
知
は
で
き
な
い「
神
」が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。

た
と
考
え
ら
れ
る
仏
教
思
想
か
ら
の
考
察
や
、
祈
り
や
自
我
と
い
っ
た
神

の
問
題
と
も
近
接
す
る
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
よ
だ

か
と
神
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
本
論
で
は
、
よ
だ
か
と
神
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
て
物
語
展
開
を
追

い
、
よ
だ
か
の
飛
翔
の
過
程
と
要
因
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
み

え
て
く
る
宮
澤
賢
治
文
学
に
お
け
る
「
よ
だ
か
の
星
」
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
も
考
え
た
い
。

一　

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
名
前

　

物
語
は
、「
よ
だ
か
は
、
実
に
み
に
く
い
鳥
で
す
」
の
一
文
に
よ
っ
て

書
き
起
こ
さ
れ
る
。
よ
だ
か
は
そ
の
み
に
く
い
容
姿
の
た
め
に
他
の
鳥
か

ら
疎
ん
じ
ら
れ
、
名
前
の
似
る
鷹
か
ら
「
名
前
を
あ
ら
た
め
ろ
」
と
迫
ら

れ
、
よ
だ
か
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

鷹
さ
ん
。
そ
れ
は
あ
ん
ま
り
無
理
で
す
。
私
の
名
前
は
私
が
勝
手
に

つ
け
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
さ
ま
か
ら
下
さ
っ
た
の
で
す
。

　

よ
だ
か
は
、
自
分
の
名
前
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
斉

藤
孝
は
「
名
前
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
よ
だ
か
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
奪
い
尊
厳
を
失
わ
せ
、
自
分
と
の
距
離
を
大
き
く
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
分
の
プ
ラ
イ
ド
を
高
め
よ
う
と
す
る
の
が
鷹
の
狙
い
で
あ



一
七

て
種
の
も
つ
身
体
的
特
徴
や
習
性
が
個
の
特
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。「
よ
だ
か
」
の
語
は
、
誰
が
名
づ
け
た
か
わ
か
ら
な
い
と

い
う
種
の
呼
称
の
特
質
が
利
用
さ
れ
る
も
の
の
、
種
族
の
背
負
う
社
会
的

意
味
は
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
よ
だ
か
」
の
名
は
、
個
を
表
わ
す
呼
び
名
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
種
を
示
す
呼
称
と
し
て
の
意
味
を
限
定
的
に
含
み
、
個
と
種
と

い
う
二
重
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
造
的
仕
掛
け
の
上

に
、よ
だ
か
の
神
と
の
結
び
つ
き
は
巧
み
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

よ
だ
か
と
神
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
大
藤
幹
夫
は
「
よ
だ
か
が
、
頑
固

な
ま
で
に
鷹
の
主
張
を
認
め
な
い
背
景
に
『
神
』
へ
の
信
仰
が
あ
る
」（
注
12
）

と
述
べ
て
い
る
。
よ
だ
か
は
鷹
に
改
名
を
迫
ら
れ
る
ま
で
、
ど
こ
ま
で
神

を
意
識
し
て
生
き
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
鷹
に
問
わ
れ
た

こ
の
と
き
、
自
ら
の
存
在
の
根
が
神
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
神
へ
の
信
仰

を
表
明
し
た
と
い
え
る
。
神
へ
の
信
仰
と
は
、
自
ら
の
存
在
理
由
を
神
に

置
き
、
意
識
的
に
神
を
基
軸
と
し
た
生
き
方
を
選
ぶ
態
度
を
意
味
す
る
。

遠
藤
祐
は
、「
鷹
の
脅
迫
に
た
い
し
て
、『
名
前
』
は
『
神
さ
ま
』
か
ら
受

け
た
も
の
と
、
こ
の
よ
う
に
き
っ
ぱ
り
と
言
え
る
の
は
、
よ
だ
か
に
、
自

分
が
神
の
許
に
、
神
と
と
も
に
生
き
て
い
る
と
い
う
確
信
が
あ
る
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
」（
注
13
）
と
受
け
取
る
。
よ
だ
か
の
存
在
基
盤
は
神
に
在
る
。

よ
だ
か
は
、
自
ら
の
根
に
神
の
存
在
を
認
め
、
鷹
の
要
求
を
拒
絶
す
る
こ

読
者
は
、
社
会
通
念
と
し
て
「
よ
だ
か
」
と
い
う
種
の
呼
称
が
神
か
ら
名

づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
と
承
知
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
童
話

と
い
う
枠
組
み
も
作
用
し
て
、
一
種
の
ト
リ
ッ
ク
が
成
功
し
て
、
ほ
と
ん

ど
違
和
感
無
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
よ
だ
か
」
の
名
の
も
つ
、
個
と
種
の
二
重
性
に
つ
い
て
、

村
瀬
学
は
「『
よ
だ
か
』
と
い
う
名
前
が
、
状
況
Ａ
（
引
用
者
註
・「
み
に

く
さ
か
ら
嫌
わ
れ
者
に
な
る
状
況
」）
で
は
『
個
人
名
』
の
よ
う
に
扱
わ

れ
つ
つ
も
、『
種
の
名
』
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
仕
組
み
に
、

私
た
ち
は
な
ん
と
も
巧
妙
な
仕
掛
け
を
読
み
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

く
る
。
作
者
自
身
が
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
の
か

わ
か
ら
な
い
が
、
作
者
を
作
品
と
し
て
つ
き
つ
め
れ
ば
、
こ
の
状
況
Ａ
で

は
、
個
人
的
な
刻
印
が
社
会
的
刻
印
に
転
化
さ
れ
て
ゆ
く
状
況
を
見
の
が

す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」
と
述
べ
、
よ
だ
か
は
「『
個
人
的
な
名
』
を
越

え
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
変
更
を
迫
ら
れ
て
い
る
」（
注
11
）
と
読
む
。
確
か

に
巧
妙
な
仕
掛
け
は
あ
る
。
し
か
し
、
よ
だ
か
は
そ
の
名
に
お
い
て
個
を

越
え
た
社
会
的
刻
印
を
迫
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
物
語
に
「
よ
だ
か
」

は
一
羽
し
か
登
場
し
な
い
。
し
か
も
一
羽
の
よ
だ
か
が
改
名
す
れ
ば
、
よ

だ
か
の
種
族
す
べ
て
が
改
名
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
問
題
も
描
か
れ
て
い
な

い
。
弟
は
か
わ
せ
み
や
蜂
す
ず
め
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
あ
く
ま
で

も
個
と
し
て
の
「
よ
だ
か
」
が
問
題
と
さ
れ
、童
話
特
有
の
擬
人
化
に
よ
っ



一
八

か
否
か
で
あ
る
。
伊
藤
眞
一
郎
は
「
よ
だ
か
自
身
の
そ
れ
は
生
き
物
の
世

界
の
弱
肉
強
食
の
掟
に
則
っ
た
、
生
き
る
た
め
に
不
可
避
の
殺
生
で
あ
る

が
、
鷹
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
同
じ
名
前
の
醜
く
弱
い
者
の
存
在
を

許
さ
な
い
、
強
者
の
傲
慢
さ
か
ら
の
殺
生
で
あ
る
」
と
述
べ
、
食
物
連
鎖

と
は
い
え
な
い
と
指
摘
す
る
（
注
14
）。
さ
ら
に
伊
藤
は
、
清
水
真
砂
子
の
、

「
た
ゞ
一
つ
の
僕
」
の
語
に
よ
だ
か
の
自
己
愛
を
み
る
説
（
注
15
）
に
触
れ
、

「『
た
だ
一
つ
の
僕
』
と
い
う
言
葉
に
目
を
向
け
、
そ
れ
に
自
尊
の
念
を
読

ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。（
中
略
）『
殺
さ
れ
る
』
と
い
う
言
葉
の
繰
り
返

し
の
う
ち
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
強
者
・
加
害
者
と
し
て

の
罪
悪
感
の
方
よ
り
も
、
弱
者
・
犠
牲
者
と
し
て
の
自
己
愛
惜
の
方
に
傾

斜
し
た
よ
だ
か
の
意
識
が
、仄
見
え
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
伊
藤
は
、

よ
だ
か
の
つ
ら
さ
は
殺
生
の
加
害
者
と
し
て
の
罪
悪
感
よ
り
も
、
弱
者
・

犠
牲
者
と
し
て
の
自
己
愛
惜
に
傾
斜
し
て
い
る
と
読
む
。

　

そ
う
し
た
理
解
に
対
し
中
野
新
治
は
、
よ
だ
か
の
「
僕
は
も
う
虫
を
た

べ
な
い
で
餓
え
て
死
な
う
」
と
い
う
言
葉
が
、「
よ
だ
か
の
絶
望
の
原
因

が
食
物
連
鎖
の
発
見
に
あ
り
、
そ
の
鎖
の
一
つ
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
よ

う
と
し
て
餓
死
を
願
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
」
と
し
て
、
食
物
連
鎖
と

解
す
る
読
み
に
も
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
伊
藤
の
論
を
踏
ま
え
、

よ
だ
か
は
「
互
殺
の
場
所
と
し
て
の
世
界
」
と
い
う
「
世
界
の
真
相
」
に

目
覚
め
た
と
解
し
、「
よ
だ
か
の
一
連
の
独
白
は
相
当
に
強
引
な
論
理
の

と
で
自
ら
の
尊
厳
を
守
り
、
神
を
基
軸
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

二　

生
の
孕
む
罪

　

さ
て
、
よ
だ
か
は
鷹
に
改
名
を
迫
ら
れ
た
そ
の
夜
、
虫
を
捕
食
す
る
度

に
段
階
的
に
違
和
感
を
強
め
、三
度
目
に
虫
を
口
に
し
た
と
き
、遂
に
「
大

声
を
あ
げ
て
泣
き
出
」
し
、
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。

（
あ
ゝ
、
か
ぶ
と
む
し
や
、
た
く
さ
ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
ゞ
一
つ
の
僕
が
こ
ん
ど
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
。

そ
れ
が
こ
ん
な
に
つ
ら
い
の
だ
。
あ
ゝ
、
つ
ら
い
、
つ
ら
い
。
僕
は

も
う
虫
を
た
べ
な
い
で
餓
え
て
死
な
う
。
い
や
そ
の
前
に
も
う
鷹
が

僕
を
殺
す
だ
ら
う
。
い
や
、
そ
の
前
に
、
僕
は
遠
く
の
遠
く
の
空
の

向
ふ
に
行
っ
て
し
ま
は
う
。）

　

こ
の
場
面
の
よ
だ
か
の
つ
ら
さ
は
深
刻
で
あ
る
。
よ
だ
か
の
つ
ら
さ
と

は
何
か
。
よ
だ
か
は
、「
た
く
さ
ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ
れ
る
」

こ
と
と
「
た
ゞ
一
つ
の
僕
が
こ
ん
ど
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
」
こ
と
が
つ
ら
い

と
訴
え
て
い
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
よ
だ
か
の
つ

ら
さ
が
弱
肉
強
食
の
食
物
連
鎖
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
気
付
き
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気
が
付
く
。
鷹
の
強
迫
は
、
よ
だ
か
の
内
な
る
罪
へ
の
気
付
き
を
う
な
が

す
き
っ
か
け
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
よ
だ
か
の
気
付
き
は
、
単
に

鷹
の
よ
う
に
自
分
も
他
の
生
き
物
を
殺
し
て
い
た
と
い
う
気
付
き
で
は
な

い
。
虫
を
殺
し
て
食
べ
な
け
れ
ば
い
の
ち
を
保
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
、
生
の
孕
む
内
な
る
罪
へ
の
気
付
き
で
あ
り
、
目
覚
め
で
あ
る
。

中
野
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
よ
だ
か
の
発
言
か
ら
、
よ
だ
か
の
つ
ら
さ

が
食
物
連
鎖
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
よ
だ
か
の
殺
生
と

鷹
の
そ
れ
が
食
物
連
鎖
の
連
環
を
結
ん
で
い
な
い
と
し
て
も
、
並
列
に
し

て
「
互
殺
」
と
読
む
と
、
生
の
孕
む
罪
に
目
覚
め
た
よ
だ
か
の
つ
ら
さ
の

本
質
は
抜
け
落
ち
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
た
ゞ
一
つ
の
僕
」
と
は
、
自
分
だ
け
が
助
か
り
た
い
と
い

う
よ
だ
か
の
自
己
愛
の
表
出
で
あ
ろ
う
か
。
自
己
に
執
着
し
て
い
れ
ば
、

そ
の
す
ぐ
前
の
一
文
は
、「
た
く
さ
ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

」

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
主
体
は
自
己
と
な
り
「
毎
晩
僕
は

0

0

虫
を
殺
し
て
い

0

0

0

0

る0

」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
よ
だ
か
の
視
点
は
自
己
を
離
れ
、

殺
さ
れ
る
虫
へ
と
視
点
を
移
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
よ
だ
か
が
殺
さ
れ

る
虫
の
つ
ら
さ
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
実
感
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
た
ゞ
一
つ
の
僕
」
と
は
、
自
分
だ
け
が
助
か
り
た
い
と
い
う
自
己
に
固

執
す
る
言
葉
で
は
な
く
、
自
ら
の
存
在
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
た
だ
一
つ

の
存
在
だ
と
い
う
、
い
の
ち
の
唯
一
性
を
表
わ
し
た
言
葉
で
あ
り
、
自
分

展
開
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
中
略
）
作
者
は
こ

こ
で
よ
だ
か
を
一
挙
に
悲
劇
の
主
人
公
に
仕
上
げ
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
よ
だ
か
の
知
っ
た
『
こ
の
世
の
真
相
』
が
い
か
に
重
い
も

の
で
あ
っ
た
か
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
る
（
注
16
）。

　

正
確
に
読
め
ば
、よ
だ
か
の
殺
生
と
鷹
の
そ
れ
は
、食
物
連
鎖
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
伊
藤
、
中
野
両
者
は
、
そ
こ
に
立
脚
し
て
論
を
展
開
し
て
い

る
。
伊
藤
は
、
よ
だ
か
の
つ
ら
さ
を
自
己
愛
惜
へ
の
傾
斜
と
読
む
理
由
に

つ
い
て
、「
鷹
に
殺
さ
れ
る
恐
怖
・
悲
哀
と
よ
だ
か
自
身
の
殺
生
の
罪
の

自
覚
・
苦
悩
に
は
距
離
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
殺
生
の
犠
牲
者
と
し
て
の

苦
し
み
が
、
殺
生
の
加
害
者
と
し
て
の
立
場
の
自
覚
と
苦
し
み
に
ま
で
深

ま
る
に
は
、
よ
だ
か
自
身
が
、
や
は
り
、
同
じ
生
き
る
た
め
に
不
可
避

の
殺
生
の
犠
牲
者
で
あ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
17
）。

し
か
し
そ
れ
は
、
よ
だ
か
の
殺
生
と
鷹
の
殺
生
が
そ
も
そ
も
質
の
異
な
る

罪
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
虫
を
食0

さ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
か
れ
な

い
」
と
、「
虫
を
殺0

さ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
か
れ
な
い
」
と
い
う
場
合
で
は
、

意
味
は
異
な
る
。
食
の
問
題
は
い
の
ち
の
問
題
に
直
結
し
、
生
存
の
根
幹

に
関
わ
る
が
、「
互
殺
」と
な
れ
ば
社
会
原
理
の
問
題
と
な
る
。
よ
だ
か
は
、

鷹
に
命
を
ね
ら
わ
れ
る
ま
で
は
、「
僕
は
今
ま
で
、
な
ん
に
も
悪
い
こ
と

を
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
鷹
に
命
を
脅
か
さ
れ

た
夜
、
自
分
も
小
さ
な
羽
虫
を
殺
し
て
食
べ
て
生
き
て
い
た
と
い
う
罪
に
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い
う
自
己
存
在
証
明
の
問
題
へ
、
そ
し
て
捕
食
の
問
題
へ
移
り
、
生
が
根

源
的
に
孕
む
罪
の
問
題
へ
と
到
達
し
て
い
る
。
問
題
は
、
存
在
の
表
層
か

ら
実
存
へ
、
実
存
か
ら
さ
ら
に
神
や
聖
と
対
峙
す
る
深
層
へ
と
深
化
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

三　

罪
を
超
え
る
選
び

　

そ
う
し
て
よ
だ
か
は
、
自
ら
の
生
の
孕
む
罪
を
超
え
た
い
と
願
い
、
一

案
と
し
て
、
餓
え
て
死
ぬ
道
を
挙
げ
る
が
、
そ
れ
で
は
死
ぬ
前
に
鷹
に
つ

か
み
殺
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、二
案
と
し
て
「
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
」

に
い
っ
て
し
ま
お
う
と
考
え
る
。

　

一
案
は
、
生
物
を
食
べ
な
い
こ
と
で
自
分
の
生
を
罪
か
ら
救
う
道
で
、

そ
の
選
び
は
死
に
直
結
し
、自
分
の
生
を
否
定
す
る
自
殺
行
為
に
等
し
く
、

生
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。
ま
た
、
鷹
の
脅
威
に
対
し
て
何
の
対
策
も
し
な

け
れ
ば
殺
さ
れ
る
の
を
待
つ
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
死
へ
向
か

う
選
び
と
な
る
。

　

二
案
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
ら
の
生
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
自

ら
「
空
の
向
ふ
」
へ
行
く
こ
と
で
聖
へ
飛
び
込
む
、
積
極
的
な
生
の
超
克

と
い
え
る
。
結
果
的
に
そ
れ
は
生
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
生
か
ら

の
逃
避
で
は
な
い
。

に
殺
さ
れ
る
「
た
く
さ
ん
の
羽
虫
」
も
そ
れ
ぞ
れ
に
「
た
ゞ
一
つ
の
」
い

の
ち
な
の
だ
と
い
う
思
い
の
表
出
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
執
着
や
自
己
愛

で
は
な
く
、
神
を
内
に
持
つ
者
の
徹
底
し
た
自
己
肯
定
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
よ
だ
か
が
目
覚
め
た
生
が
根
源
的
に
孕
む
罪
は
、

評
者
に
よ
っ
て
、
様
々
に
表
現
さ
れ
て
き
た
。
西
田
良
子
（
注
18
）
を
は
じ

め
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
仏
教
の
基
本
概
念
の
「
業
」
と
評
さ
れ
、
天
沢

退
二
郎
は
「
生
存
罪
」（
注
19
）
と
言
い
表
わ
し
、
関
口
安
義
ら
は
キ
リ
ス

ト
教
用
語
の
「
原
罪
」
と
称
し
た
（
注
20
）。
い
ず
れ
も
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
負
っ
て
い
る
根
源
的
な
「
罪
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
罪
は
、

神
や
仏
と
い
っ
た
聖
な
る
世
界
と
対
峙
し
な
い
か
ぎ
り
、
認
め
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
「
罪
」
と
い
え
よ
う
。
よ
だ
か
も
聖
な
る
神
の
世
界
と
対
峙
し

な
け
れ
ば
、
捕
食
に
対
す
る
罪
意
識
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
虫
を
食
さ
な
け
れ
ば
い
の
ち
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
対

す
る
責
任
は
、
よ
だ
か
に
は
な
い
。
よ
だ
か
を
そ
の
よ
う
に
存
在
さ
せ
た

者
の
責
任
の
は
ず
で
あ
る
。
聖
な
る
世
界
へ
の
希
求
が
な
け
れ
ば
、
あ
る

が
ま
ま
の
状
態
が
肯
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
罪
の
な
い
聖
な

る
世
界
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
自
分
が
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
を
自

覚
し
て
初
め
て
生
じ
る
罪
意
識
で
あ
る
。

　

物
語
は
、
冒
頭
、
容
姿
と
い
う
表
層
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
改
名
と
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認
識
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
焼
身
自
殺
」
と
い
う
方
法
は
、
転
生
を

信
じ
て
い
た
賢
治
に
と
っ
て「
虚
無
へ
と
向
か
う
も
の
と
は
異
質
の
も
の
」

で
あ
り
、「
あ
た
ら
し
い
存
在
の
光
を
点
火
す
る
力
」
を
も
ち
、「
こ
の
よ

う
な
存
在
の
転
回
と
い
う
こ
と
を
と
お
し
て
」、「
原
罪
の
鎖
を
解
く
道
を

見
出
し
う
る
」
と
論
じ
て
い
る
（
注
21
）。
見
田
の
い
う
通
り
、
み
に
く
い

か
ら
だ
が
灼
け
る
と
き
に
生
ま
れ
る
「
小
さ
な
ひ
か
り
」
は
、
罪
の
あ
る

か
ら
だ
を
灼
い
た
後
の
、
罪
の
な
い
聖
な
る
状
態
を
意
味
し
よ
う
。
し
か

し
、
肉
体
が
灼
け
る
と
き
に
光
が
生
ま
れ
る
か
ど
う
か
、
根
拠
は
な
い
。

そ
れ
で
も
よ
だ
か
は
確
信
し
て
い
る
。
確
信
以
上
に
全
存
在
を
懸
け
て
ゆ

く
。
そ
れ
は
、
よ
だ
か
に
聖
な
る
も
の
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
証
で
あ
る
。

こ
こ
で
よ
だ
か
は
、
聖
な
る
も
の
へ
自
己
存
在
を
明
け
渡
す
こ
と
を
決
意

し
、
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

飛
翔

　

し
か
し
、
お
日
さ
ま
は
、
よ
だ
か
の
苦
し
み
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、

よ
だ
か
を
天
上
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
な
い
。
よ
だ
か
は
遂
に
、
草
の
上

に
落
ち
、
一
本
の
若
い
す
す
き
の
葉
か
ら
し
た
た
る
「
露
」
に
よ
っ
て
目

覚
め
さ
せ
ら
れ
る
。「
露
」
は
、
遠
藤
祐
が
「
聖
書
に
み
え
る
《
生
き
た

水
》
な
い
し
は
《
命
の
水
》
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
注
22
）
と
指
摘
し
、『
聖

　

と
こ
ろ
で
、「
そ
ら
」
の
描
写
は
、
よ
だ
か
が
一
回
目
に
虫
を
咽
喉
に

入
れ
た
直
後
の
場
面
で
、「
夜
だ
か
が
思
ひ
切
っ
て
飛
ぶ
と
き
は
、
そ
ら

が
ま
る
で
二
つ
に
切
れ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
よ

だ
か
の
飛
行
に
よ
っ
て
水
平
に
区
切
ら
れ
る
空
は
、
物
語
の
末
部
に
お
い

て
よ
だ
か
が
垂
直
に
飛
翔
し
て
「
そ
ら
へ
」
向
い
、
生
の
限
界
を
脱
す
る

こ
と
か
ら
、
よ
だ
か
か
ら
下
の
領
域
が
罪
を
内
含
す
る
世
界
を
表
し
、
よ

だ
か
か
ら
上
の
「
そ
ら
」
が
天
上
へ
広
が
る
罪
の
な
い
聖
な
る
領
域
を
表

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
に
行
っ

て
し
ま
は
う
」
と
言
う
よ
だ
か
の
目
指
す
「
空
」
と
は
、
天
上
へ
広
が
る

罪
の
な
い
聖
な
る
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
肉
体
を
保
っ
た
ま
ま
で
は
行
か

れ
な
い
、
二
度
と
帰
っ
て
こ
な
い
と
決
意
し
て
行
く
場
所
で
あ
ろ
う
。

　
「
空
の
向
ふ
」
へ
行
く
こ
と
を
決
し
た
よ
だ
か
は
、
お
日
さ
ま
に
救
い

を
求
め
て
「
矢
の
や
う
に
」
飛
ん
で
行
き
、
次
の
よ
う
に
頼
み
か
け
る
。

ど
う
ぞ
私
を
あ
な
た
の
所
へ
連
れ
て
っ
て
下
さ
い
。
灼
け
て
死
ん
で

も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
。
私
の
や
う
な
み
に
く
い
か
ら
だ
で
も
灼
け
る
と

き
に
は
小
さ
な
ひ
か
り
を
出
す
で
せ
う
。

　

こ
こ
で
い
う
「
み
に
く
い
か
ら
だ
」
と
は
、
容
姿
だ
け
で
な
く
罪
を
内

含
す
る
自
己
存
在
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
か
ら
だ
が
灼

け
る
と
き
、「
小
さ
な
ひ
か
り
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。
見
田
宗
介
は
、「
よ

だ
か
が
そ
の
身
を
灼
き
つ
く
す
こ
と
を
決
意
す
る
の
は
」「
存
在
の
罪
の
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で
は
、
そ
れ
ま
で
主
人
公
よ
だ
か
の
目
線
で
描
か
れ
て
い
た
も
の
を
、「
の

ろ
し
」
の
一
語
に
よ
っ
て
、
読
み
手
に
よ
だ
か
が
生
き
る
世
界
を
遠
景
で

映
し
出
し
、
飛
翔
す
る
先
の
天
上
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

　

斉
藤
孝
は
、
よ
だ
か
の
落
下
と
そ
の
後
の
「
垂
直
方
向
へ
の
上
昇
」
に

「
決
定
的
な
『
反
転
』」
を
見
、「
反
転
直
前
の
落
下
に
お
い
て
、
よ
だ
か

は
す
で
に
一
度
死
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。
反
転
の
瞬
間
よ
だ
か
は
再
生

し
、『
火
』
そ
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
注
24
）
と
論
じ
、
よ
だ
か
の

「
落
下
」
と
「
反
転
」
は
、死
と
再
生
を
意
味
す
る
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、

竜
口
佐
知
子
は
「
よ
だ
か
に
と
っ
て
、『
は
ね
を
閉
ぢ
』
る
こ
と
は
、
あ

ら
ゆ
る
行
動
を
、『
生
』
自
体
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
注
25
）
と
論
じ

る
。
確
か
に
よ
だ
か
の
落
下
は
、
肉
体
の
限
界
に
達
し
て
「
生
」
を
放
棄

し
た
と
い
う
意
味
で
、「
死
」
を
意
味
す
る
姿
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
地

に
落
ち
た
ボ
ー
ル
が
跳
ね
上
が
る
よ
う
に
、
反
転
し
て
垂
直
に
跳
ね
上
が

る
。
飛
翔
の
様
は
、落
下
物
の
質
や
重
量
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。

「
死
」
を
も
っ
て
ま
っ
す
ぐ
落
下
し
た
も
の
は
、
天
上
ま
で
ま
っ
す
ぐ
垂

直
に
飛
翔
す
る
の
で
あ
る
。

　

小
澤
俊
郎
は
、
こ
の
よ
う
な
よ
だ
か
の
落
下
と
反
転
に
つ
い
て
「
一
種

の
原
罪
感
に
発
心
し
、
ひ
た
す
ら
私
を
捨
よ
う
と
祈
り
行
じ
、
力
尽
き
た

と
思
わ
れ
る
瞬
間
解
脱
す
る
、
と
い
う
宗
教
の
一
公
式
を
示
し
た
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
」（
注
26
）
と
論
じ
る
。
力
尽
き
て
「
死
」
し
た
の
ち
に
飛

書
』
の
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
四
章
一
四
節
の
「
わ
た
し
が
与
え

る
水
は
そ
の
人
の
内
で
泉
と
な
り
、
永
遠
の
命
に
至
る
水
が
わ
き
出
る
」

な
ど
の
記
述
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
、「
す
す
き
」
と

い
う
自
然
を
介
し
て
よ
だ
か
に
し
た
た
っ
た
「
露
」
は
、
死
を
超
え
て
永

遠
の
次
元
を
生
き
る
た
め
の
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
《
命
の
水
》
と
い
え
よ

う
。
こ
の
と
き
、
よ
だ
か
に
聖
な
る
永
遠
の
次
元
に
生
き
る
た
め
の
新
た

な
息
吹
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、よ
だ
か
は
星
に「
ど
う
か
私
を
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
っ

て
下
さ
い
。
灼
け
て
死
ん
で
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
。」
と
飛
び
な
が
ら
叫
ぶ
。

し
か
し
、
星
に
も
願
い
は
聞
い
て
も
ら
え
な
い
。
よ
だ
か
は
落
胆
し
て
再

び
地
に
落
ち
、「
地
面
に
そ
の
弱
い
足
が
つ
く
と
い
ふ
と
き
、
よ
だ
か
は

俄
か
に
の
ろ
し
の
や
う
に
そ
ら
へ
と
び
あ
が
り
」、
天
上
へ
向
か
っ
て
飛

翔
を
は
じ
め
る
。

　
「
の
ろ
し
」
と
は
、
空
へ
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
上
る
煙
で
あ
る
。
煙
は
、

空
気
よ
り
も
軽
く
、
自
然
に
上
昇
す
る
性
質
を
も
つ
。
そ
こ
に
力
み
は
無

い
。「
の
ろ
し
の
や
う
に
」
と
は
、
よ
だ
か
の
飛
翔
の
方
向
が
垂
直
で
あ

る
こ
と
と
、
力
ん
で
い
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、「
の
ろ
し
」

に
は
「
革
命
の
の
ろ
し
を
上
げ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、「
一
つ
の
大
き
な

こ
と
を
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
る
目
立
っ
た
行
動
」（
注
23
）
と
い
う
意
味

も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
よ
だ
か
の
昇
天
も
暗
示
さ
せ
る
。
ま
た
こ
こ
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た
染
谷
昇
は
、「
星
た
ち
に
断
ら
れ
た
よ
だ
か
は
（
中
略
）
よ
う
や
く
他

力
本
願
か
ら
自
力
本
願
に
移
っ
て
行
く
決
心
を
す
る
。（
中
略
）
修
羅
と

い
う
奈
落
か
ら
生
死
を
超
越
し
た
涅
槃
の
境
地
に
飛
び
立
と
う
と
す
る
時

に
は
、
自
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
大
乗
仏
教
の
教
え
を
、
こ
の

場
面
で
賢
治
は
説
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
」（
注
28
）
と
論
じ
、
お
日
さ

ま
や
星
た
ち
に
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
他
力
本
願
か
ら
、
自
力
本

願
に
よ
り
自
ら
の
力
で
飛
翔
し
て
転
生
に
至
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
よ
だ
か
は
、
垂
直
に
飛
翔
を
は
じ

め
る
前
の
地
に
落
ち
る
場
面
で
自
力
の
段
階
は
終
わ
っ
て
「
死
」
に
至
っ

て
お
り
、
そ
の
後
の
飛
翔
は
、「
の
ろ
し
の
や
う
に
」
無
力
で
跳
び
上
が

り
始
め
て
い
る
。
反
転
後
の
飛
翔
は
、
肉
体
の
死
を
迎
え
た
よ
だ
か
の
、

魂
の
飛
翔
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
だ
か
は
王
者
の
よ
う
に
変
貌

し
、
死
後
の
世
界
へ
抜
け
る
た
め
の
壮
絶
な
通
過
儀
礼
を
経
て
、「
青
い

美
し
い
光
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
は
ね
を
そ
れ
は
そ
れ
は
せ
わ
し

く
う
ご
か
」
す
様
は
、
い
か
に
も
自
力
で
飛
翔
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
読

み
取
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
反
転
後
、
垂
直
方
向
へ
空
を
め
ざ
す
描

写
は
、
肉
体
の
限
界
を
越
え
、
聖
な
る
も
の
へ
自
ら
を
明
け
渡
し
て
死
し

た
よ
だ
か
の
魂
の
次
元
の
姿
で
あ
り
、
聖
な
る
世
界
か
ら
与
え
ら
れ
た
新

た
な
息
吹
に
よ
っ
て
、
死
後
の
世
界
へ
向
か
う
魂
の
軌
跡
が
表
さ
れ
た
描

写
で
あ
ろ
う
。

翔
す
る
力
は
、
よ
だ
か
の
力
で
は
な
い
。
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
力
、
聖

な
る
神
の
介
在
で
あ
り
、
確
か
に
そ
の
反
転
は
「
宗
教
の
一
公
式
」
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
よ
だ
か
は
「
そ
ら
の
な
か
ほ
ど
」
で
体
を
ゆ
す
っ
て
毛
を
さ

か
だ
て
、「
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
ッ
」
と
高
く
高
く
叫
ぶ
。
こ
の
よ

だ
か
の
姿
は
、
存
在
の
変
容
の
一
段
階
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の

よ
だ
か
は
も
う
醜
い
よ
だ
か
で
は
な
い
。「
ま
る
で
鷲
」、「
ま
る
で
鷹
」

の
よ
う
で
あ
り
、
王
者
の
風
格
を
備
え
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ま
で
言
葉
を

話
し
て
い
た
よ
だ
か
の
声
は
擬
声
音
で
表
さ
れ
、
よ
だ
か
が
こ
の
世
の
世

界
を
脱
し
て
別
の
世
界
へ
踏
み
込
ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
よ
だ
か
は
「
ど
こ
ま
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
、
ま
っ
す
ぐ
に
空

に
の
ぼ
っ
て
行
き
」、「
寒
さ
に
い
き
は
む
ね
に
白
く
凍
り
」「
は
ね
を
そ

れ
は
そ
れ
は
せ
わ
し
く
う
ご
か
」
し
、
や
が
て
力
尽
き
て
「
は
ね
が
す
っ

か
り
し
び
れ
」、「
落
ち
て
ゐ
る
の
か
、
の
ぼ
っ
て
ゐ
る
の
か
、
さ
か
さ
に

な
っ
て
ゐ
る
の
か
、上
を
向
い
て
ゐ
る
の
か
も
」わ
か
ら
な
く
な
り
、「
こ
ゝ

ろ
も
ち
は
や
す
ら
か
に
」
な
り
、「
青
い
美
し
い
光
」
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
よ
だ
か
の
飛
翔
に
つ
い
て
、恩
田
逸
夫
は
「
解
脱
へ
の
道
は
、

他
を
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
成
就
さ
れ
ぬ
こ
と
を
し
め
し
た
も
の
」「
結

局
、
頼
り
に
な
る
の
は
自
分
だ
け
で
あ
る
」「
自
己
の
特
性
（
実
存
）
に

徹
し
て
、
一
つ
の
高
い
次
元
の
境
地
に
到
達
し
た
」（
注
27
）
と
述
べ
、
ま



二
四

に
お
い
て
、
原
罪
の
問
題
に
対
す
る
宗
教
的
解
放
を
求
め
て
取
り
組
み
、

自
己
の
宗
教
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
確
立
し
た
と
解
す
る
。
そ
し
て
、丹
慶
は
、

「
だ
が
、現
実
に

0

0

0

『
人
間
』
が
原
罪
意
識
か
ら
救
済
さ
れ
う
る
唯
一
の
道
は
、

つ
い
に
ど
こ
に
も
あ
り
え
な
い
の
か
。
賢
治
は
少
く
と
も
こ
の
作
品
の
な

か
で
は
、
そ
れ
に
対
し
て
何
も
の
も
答
え
て
い
な
い
」
と
嘆
く
。
確
か
に

丹
慶
の
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
よ
だ
か
の
よ
う
に
身
を
灼
き
、
死
に
至
る

こ
と
で
原
罪
の
問
題
を
解
決
さ
せ
る
方
法
で
は
、
根
本
的
な
救
済
に
な
っ

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
丹
慶
が
賢
治
は
「
自
己
の
宗
教
的
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
実
現
せ
し
め
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、賢
治
に
お
け
る
「
よ

だ
か
の
星
」
執
筆
の
意
味
は
、
自
ら
の
魂
の
憩
う
罪
の
な
い
聖
域
を
創
出

し
た
こ
と
に
あ
る
。
賢
治
は
、「
法
華
経
童
話
ノ
創
作
」
の
初
期
の
段
階

で
「
よ
だ
か
の
星
」
を
執
筆
し
、
自
己
の
魂
の
聖
域
を
確
立
し
た
。
そ
し

て
、
輝
く
自
ら
の
星
を
見
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
後
の
多
く
の
作
品
の
執
筆

に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
よ
だ
か
の
星
」と
は
、実
に「
賢

治
の
星
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。

注
１　

本
論
文
中
の
「
よ
だ
か
の
星
」
の
引
用
は
す
べ
て
新
校
本
宮
沢
賢

治
全
集
第
八
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
九
月
）
に
よ
る
。

　

２　

西
田
良
子
「
作
品
紹
介
〝
よ
だ
か
の
星
〟
解
説
」（『
四
次
元
』
別

冊
、
一
九
五
七
年
九
月
）

　

よ
だ
か
が
、
な
ぜ
「
光
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
竜
口
佐
知
子
は
「
登
場
せ
ず
と
も
物
語
の
背
後
に
存
在
し
続
け
た

『
神
さ
ま
』
が
、
よ
だ
か
を
『
光
』
に
変
え
る
『
力
』
を
持
つ
唯
一
の
存

在
で
あ
る
」
と
し
て
、「
よ
だ
か
は
、
最
後
に
『
神
さ
ま
』
と
の
〈
関
係
〉

に
よ
っ
て
、
永
遠
の
『
光
』
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
注
29
）

と
述
べ
な
が
ら
、「
し
か
し
、
作
品
中
に
は
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
証

拠
と
な
る
も
の
は
何
も
な
い
」
と
続
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み
て

き
た
よ
う
に
、
よ
だ
か
に
と
っ
て
の
神
と
の
関
係
に
注
目
し
て
作
品
を
考

察
し
て
み
る
と
、
作
中
に
よ
だ
か
と
神
の
関
係
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
よ
だ
か
は
神
を
基
軸
に
も
っ
て
生
き
、
神
の
聖
な
る
世
界
と
対

峙
す
る
こ
と
で
自
ら
の
生
の
孕
む
罪
に
目
覚
め
た
。
そ
し
て
、
聖
な
る
世

界
を
希
求
し
、
力
尽
き
た
と
き
、
新
た
な
永
遠
の
命
に
至
る
水
が
与
え
ら

れ
、
死
を
迎
え
る
と
魂
は
垂
直
に
飛
翔
し
、
永
遠
に
燃
え
続
け
る
「
青
い

美
し
い
光
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
作
者
宮
澤
賢
治
に
お
け
る
「
よ
だ
か
の
星
」
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
丹
慶
英
五
郎
は
、
賢
治
に
は
「
原
罪
意
識
か
ら

の
脱
却
と
そ
れ
に
よ
る
救
済
と
を
求
め
る
求
道
的
な
意
欲
」
が
あ
り
、「
一

匹
の
醜
い
無
力
な
よ
だ
か
に
賢
治
は
全
自
己
を
託
し
て
、
広
大
な
宇
宙
的

構
成
の
な
か
に
、
自
己
の
宗
教
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
実
現
せ
し
め
た
の
だ
と

い
う
見
方
も
出
来
な
く
は
な
い
。」（
注
30
）
と
論
じ
、賢
治
が
「
よ
だ
か
の
星
」
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13　

遠
藤
祐
「
ひ
と
す
じ
の
物
語
―
≪
よ
だ
か
の
星
≫
は
い
か
に
し
て

夜
空
に
う
ま
れ
た
か
―
」（『
学
苑
』、
二
〇
〇
三
年
二
月
）

　

14　

伊
藤
眞
一
郎
「
宮
沢
賢
治
『
よ
だ
か
の
星
』
試
論
（
上
）」（『
安

田
女
子
大
学
紀
要
（
一
四
）』、
一
九
八
五
年
）

　

15　

注
８
に
同
じ
。

　

16　

中
野
新
治「『
よ
だ
か
の
星
』―
絶
対
的
な
問
い
―
」（『
宮
沢
賢
治
・

童
話
の
読
解
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
三
年
五
月
）

　

17　

注
14
に
同
じ
。

　

18　

注
２
に
同
じ
。

　

19　

天
沢
退
二
郎
「
解
説
」（『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集�

第
八
巻
』
筑
摩

書
房
、
一
九
七
九
年
五
月
）

　

20　

関
口
安
義
「『
よ
だ
か
の
星
』
の
世
界
―
「
悪
よ
り
救
い
出
し
た

ま
え
」
の
祈
り
―
」（『
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
』、二
〇
〇
六
年
五
月
）

　

21　

注
４
に
同
じ
。

　

22　

遠
藤
祐
「『
よ
だ
か
の
星
』
再
読
―
聖
書
的
視
点
か
ら
」（『
キ
リ

ス
ト
教
文
学
研
究
』、
二
〇
〇
七
年
五
月
）

　

23　
『
広
辞
苑
第
六
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）

　

24　

注
９
に
同
じ
。

　

25　

竜
口
佐
知
子
「
宮
澤
賢
治
『
よ
だ
か
の
星
』
論
―
〈
関
係
〉
の

問
題
を
中
心
に
―
」（『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
一
四
号
、

　

３　

染
谷
昇
「『
よ
だ
か
の
星
』
の
鑑
賞
」（『
日
本
文
学
』、
一
九
七
〇

年
二
月
）

　

４　

見
田
宗
介
『
宮
沢
賢
治
―
―
存
在
の
祭
の
中
へ
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
四
年
二
月
）

　

５　

萩
原
昌
好
「『
よ
だ
か
の
星
』
私
見
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』、

一
九
八
四
年
一
一
月
）

　

６　

田
口
昭
典
『
賢
治
童
話
の
生
と
死
』（
洋
々
社
、一
九
八
七
年
六
月
）

　

７　

北
野
昭
彦
「
宮
澤
賢
治
『
よ
だ
か
の
星
』
論
―
不
条
理
へ
の
怒
り

と
究
竟
の
幸
福
へ
の
祈
り
―
―
」（『
立
命
館
文
学
』、
一
九
九
五
年

七
月
）

　

８　

清
水
真
砂
子
「『
よ
だ
か
の
星
』
論
」（『
日
本
児
童
文
学
』
別
冊
、

一
九
七
六
年
二
月
）

　

９　

斉
藤
孝
「
宮
沢
賢
治
の
地
水
火
風
５
」（『
賢
治
の
学
校
』
第
一
〇

号
、
一
九
九
六
年
六
月
）

　

10　

牧
恵
子
「『
よ
だ
か
の
星
』
の
表
現
研
究
―
呼
称
か
ら
の
読
み
―
」

（『
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
』、
一
九
九
四
年
三
月
）

　

11　

村
瀬
学
「
越
え
ら
れ
な
い
状
況
を
越
え
る
時
」（『
宮
沢
賢
治
』
九

号
、
一
九
九
二
年
六
月
）

　

12　

大
藤
幹
夫
「
宮
沢
賢
治
の
命
名
意
識
―
「
よ
だ
か
の
星
」
を
中
心

に
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
教
育
学
編
』、
一
九
七
一
年
）



二
六

二
〇
〇
四
年
一
二
月
）

　

26　

小
澤
俊
郎
「『
よ
だ
か
の
星
』
小
論
」（『
四
次
元
』、
一
九
五
二
年

一
一
月
）

　

27　

恩
田
逸
夫
「『
よ
だ
か
』
の
鳴
き
声
」（『
四
次
元
』、
一
九
五
七
年

七
月
）

　

28　

注
３
に
同
じ
。

　

29　

竜
口
佐
知
子
「
宮
澤
賢
治
『
よ
だ
か
の
星
』
論
―
〈
関
係
〉
の

問
題
を
中
心
に
―
」（『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
一
四
号
、

二
〇
〇
四
年
一
二
月
）

　

30　

丹
慶
英
五
郎
『
宮
沢
賢
治
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三

年
一
月
）

（
た
け
は
ら　

よ
う
こ
／
二
〇
一
四
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）




