
1 現代における他者性と共生

　
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
、
宮
本
で
す
。

今
日
は
基
本
的
に
は
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
や
物
語
論
と
い

う
も
の
を
背
景
に
し
て
、「
イ
エ
ス
の
譬
え
話
」

を
皆
さ
ん
と
分
か
ち
合
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
の
譬
え
話
に
関
し
て
は
、
新
約
聖
書
で
イ

エ
ス
は
多
彩
な
譬
え
話
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。

今
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
既
に
三
つ
ぐ
ら
い
の
譬

え
話
を
資
料
と
し
て
お
届
け
し
た
ん
で
す
が
、
今

日
は
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
譬
え
話
に
絞
っ
て
、
こ

れ
を
ゆ
っ
く
り
解
釈
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
元
来
譬
え
話
は
、
そ
れ
を
聞
き
あ
る
い
は
読
む

人
が
、
そ
れ
を
あ
る
意
味
で
他
者
と
し
て
受
け
取

っ
て
そ
れ
に
答
え
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
文

学
ジ
ャ
ン
ル
な
わ
け
で
す
。
譬
え
話
は
、
抽
象
的

論
理
で
な
く
一
般
の
生
活
の
普
通
の
題
材
を
テ
ー

マ
に
取
っ
て
話
し
ま
す
し
、
そ
れ
は
聞
く
人
読
む

人
が
、
自
分
の
今
置
か
れ
て
い
る
場
に
お
い
て
、

自
分
な
り
に
解
釈
し
て
そ
の
譬
え
話
か
ら
自
分
の

未
来
、
自
分
の
あ
り
方
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

汲
み
取
っ
て
い
く
。
で
す
か
ら
、
譬
え
話
と
い
う

ボ
ー
ル
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
、
何
ら
か
の
か
た
ち

で
そ
の
ボ
ー
ル
を
変
化
球
に
し
て
投
げ
返
す
と
い

う
、
そ
の
全
部
が
譬
え
話
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル

が
持
っ
て
い
る
、
非
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
な

ん
で
す
。
そ
う
い
う
譬
え
話
が
聖
書
に
出
て
く
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
る
文
脈
、
あ
る
コ
ン
テ
キ

ス
ト
の
中
で
出
て
き
ま
す
の
で
、
そ
の
譬
え
話
と

関
係
の
あ
る
文
脈
も
含
め
て
、
皆
さ
ん
の
お
手
元

に
善
き
サ
マ
リ
ア
人
と
い
う
、
3
と
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
資
料
を
届
け
て
頂
い
た
わ
け
で

す
。

　
譬
え
話
を
理
解
す
る
に
は
、
大
雑
把
に
、
私
と

し
て
は
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
、
必
要
な
方
法
を
提
示

し
ま
す
。
一
点
目
は
、
別
の
大
き
な
紙
に
書
い
て

あ
る
よ
う
に
、
全
体
の
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
理
解
で

す
。
こ
う
い
う
譬
え
話
も
含
め
聖
書
の
物
語
は
最

初
か
ら
書
き
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
オ
ー
ラ

ル
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
、
口
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
伝
え

ら
れ
て
い
っ
た
。
で
す
か
ら
、
必
ず
リ
ズ
ム
を
持

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
リ
ズ
ム
が
文
章
化
さ

れ
、
書
き
下
ろ
さ
れ
た
と
き
に
、
あ
る
構
造
、
ち

講
演

現
代
に
お
け
る
他
者
性
と
共
生

│
イ
エ
ス
の
譬
え
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
解
釈
を
通
し
て
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ょ
っ
と
見
た
だ
け
じ
ゃ
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
あ
る
構
造
と
な
っ
て
定
着
す
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
譬
え
話
を
読
む
と
き
に
は
そ
の
構
造

に
注
意
す
る
。

　
二
点
目
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
探
偵
小
説
み

た
い
な
面
が
あ
っ
て
、
色
ん
な
逆
説
だ
と
か
誇
張

法
だ
と
か
、
ど
ん
で
ん
返
し
、
重
複
句
、
常
識
に

反
す
る
よ
う
な
箇
所
、
つ
ま
り
な
に
か
そ
こ
か
ら

活
火
山
を
示
す
マ
グ
マ
が
噴
き
出
し
て
い
る
よ
う

な
、
テ
キ
ス
ト
の
真
相
を
示
す
な
に
か
異
質
な
も

の
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
れ
は
「
異
化
作
用
」
と

い
う
風
に
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
テ

キ
ス
ト
が
自
分
自
身
を
異
化
し
て
い
く
。
そ
し
て

そ
れ
に
目
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
が
ま

た
、
或
い
は
聞
き
手
が
テ
キ
ス
ト
に
隠
さ
れ
た
自

ら
が
解
釈
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
出
会
う
。
で
す
か

ら
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
異
化
作
用
に
気
を
付
け

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
ど
ん
で
ん
返
し
だ
と
か
、
色
ん
な
誇

張
法
だ
と
か
、
常
識
に
か
な
わ
な
い
よ
う
な
表
現

と
い
っ
て
も
、
聖
書
と
い
う
の
は
、
紀
元
一
世
紀

ぐ
ら
い
に
ギ
リ
シ
ャ
語
で
書
か
れ
ま
し
た
。
コ
イ

ネ
ー
と
い
っ
て
、
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
と
は
ま
た
違

っ
た
ギ
リ
シ
ャ
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
書

い
た
人
た
ち
が
主
に
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
ち
ょ
っ
と
セ

ム
的
な
響
き
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
代
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支

配
し
て
い
た
頃
で
す
。
聖
書
の
民
は
遊
牧
民
族

で
、
歴
史
、
言
語
、
習
慣
だ
と
か
で
す
ね
、
現
代

二
十
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
住
む
農
耕
民
的
な
私
た

ち
と
う
ん
と
違
う
の
で
、
色
ん
な
点
で
私
た
ち
は

彼
ら
の
こ
と
は
知
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
異
化

作
用
も
見
つ
け
に
く
い
っ
て
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
一
方
で
譬
え
を
物
語
と
し
て
受
け
取
る
と
き

は
、
異
化
作
用
が
持
っ
て
い
る
伝
統
だ
と
か
、
民

族
性
だ
と
か
文
化
の
違
い
と
か
、
色
ん
な
こ
と
が

分
か
ら
な
く
て
も
自
分
な
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
読

み
取
れ
る
の
で
す
が
、
他
方
で
特
に
譬
え
の
テ
キ

ス
ト
は
解
り
に
く
い
こ
と
を
含
ん
で
い
る
の
で
、

今
日
は
私
が
あ
る
程
度
、
当
時
の
風
俗
、
考
え
方

を
、
皆
さ
ん
に
提
供
し
な
が
ら
異
化
作
用
に
目
を

つ
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
さ
ー
っ
と
テ
キ
ス
ト
を
読
み
ま
す
と
、

ま
ず
ど
う
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
る
の
か
が
問
わ
れ

ま
す
。
こ
の
譬
え
を
含
む
文
脈
は
ル
カ
と
い
う
福

音
書
の
（
ル
カ
っ
て
い
う
の
は
お
医
者
さ
ん
み
た

い
で
す
）、
10
章
の
25
節
か
ら
、
37
節
ま
で
で
す
。

こ
の
章
だ
と
か
何
節
と
か
は
後
の
時
代
に
付
け
加

え
ら
れ
た
の
で
、
元
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
ベ
タ
で
書

か
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
イ
エ
ス

と
あ
る
律
法
の
専
門
家
の
対
話
が
展
開
す
る
わ
け

で
す
が
、
周
り
に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
々
、
ユ
ダ
ヤ

人
が
興
味
津
々
と
し
て
イ
エ
ス
の
言
葉
を
聞
こ
う

と
し
て
集
ま
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
状
況
で
す
。

そ
れ
で
、
あ
る
律
法
の
専
門
家
が
立
ち
上
が
っ
て

イ
エ
ス
を
試
そ
う
と
し
て
言
っ
た
。「
先
生
、
何

を
し
た
ら
永
遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
か
」。
イ
エ
ス
は
「
律
法
に
は
何
て
書

い
て
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
を
ど
う
読
ん
で
い
る

か
」
と
言
わ
れ
る
と
、
彼
は
答
え
た
。「
心
を
尽

く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
、
思
い
を

尽
く
し
て
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ

い
。
ま
た
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
と

あ
り
ま
す
」。
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「
正
し
い
答

え
だ
、
そ
れ
を
実
行
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
命

が
得
ら
れ
る
」
と
。

　
こ
こ
で
も
う
解
釈
上
既
に
律
法
の
専
門
家
っ
て

何
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
説
明
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
資
料
に
は
、
イ

エ
ス
時
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
図
と
左
に
三
角
形

の
絵
が
描
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
の

イ
ス
ラ
エ
ル
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
全
体
主
義
に
支
配
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さ
れ
て
い
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
総
督
を
派
遣
い
た

し
ま
す
。
で
、
そ
の
総
督
は
、
当
時
は
ポ
ン
シ

オ
・
ピ
ラ
ト
と
い
う
有
名
な
人
で
、
彼
の
下
で
ユ

ダ
ヤ
人
は
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
支

配
に
抗
し
ユ
ダ
ヤ
人
は
自
分
た
ち
の
民
族
的
歴

史
、
宗
教
、
伝
統
を
も
ち
独
特
な
ユ
ダ
ヤ
教
世
界

を
作
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
三
角
形
の
図
を
御
覧

く
だ
さ
い
。
そ
の
中
心
が
最
高
法
院
と
い
う
と
こ

ろ
で
大
祭
司
が
中
心
と
な
っ
て
議
長
を
務
め
、
そ

の
下
に
サ
ド
カ
イ
派
と
い
う
貴
族
層
と
、
そ
れ
か

ら
フ
ァ
リ
サ
イ
派
と
が
支
配
層
を
成
し
て
い
ま

す
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
、

ト
ー
ラ
ー
と
申
し
ま
す
が
、
そ
れ
を
解
釈
し
た

り
、
或
い
は
守
っ
て
な
い
人
を
裁
い
た
り
、
断
罪

し
た
り
す
る
人
々
を
言
い
ま
す
。
だ
か
ら
フ
ァ
リ

サ
イ
派
は
、
律
法
の
専
門
家
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
三
角
形
の
内
側
が
神
に
選
ば
れ
た
ユ
ダ
ヤ

教
の
人
々
の
聖
な
る
世
界
な
わ
け
で
す
。
そ
の
外

側
に
聖
な
る
人
々
か
ら
排
斥
さ
れ
た
人
々
、
つ
ま

り
律
法
を
守
っ
て
な
い
の
で
罪
を
犯
し
た
と
断
罪

さ
れ
た
人
々
や
異
邦
人
が
い
ま
す
。
異
邦
人
に
は

ギ
リ
シ
ャ
人
と
か
ロ
ー
マ
人
と
か
日
本
人
も
全

部
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
は
ほ
ぼ
み
ん
な
入
っ
ち
ゃ

う
。
罪
を
犯
し
た
汚
れ
た
人
た
ち
と
は
、
徴
税
人

と
か
遊
女
、
障
害
の
あ
る
人
で
す
。
ハ
ン
セ
ン
病

と
か
貧
し
く
て
税
金
も
払
え
な
い
地
の
民
も
そ
う

で
す
。
三
角
形
は
こ
う
い
う
構
造
を
示
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
で
は
律
法
・
掟
と
い
う
の
は
何
か
と

申
し
ま
す
と
、
そ
の
内
容
は
ミ
シ
ュ
ナ
ー
と
い
う

律
法
の
集
大
成
の
一
巻
か
ら
六
巻
に
書
い
て
あ
り

ま
す
。
ま
ず
一
巻
は
種
子
の
巻
と
い
っ
て
農
業
と

農
産
物
の
暦
と
か
犠
牲
、
そ
ん
な
も
の
が
書
い
て

あ
る
。
二
巻
目
は
、
季
節
の
巻
で
安
息
日
、
祝

日
、
断
食
に
つ
い
て
の
掟
。
第
三
巻
は
婦
人
の
巻

で
、
結
婚
、
離
婚
、
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
命
じ
て

い
る
。
第
四
巻
は
損
害
の
巻
。
民
法
や
刑
法
の
手

続
き
に
つ
い
て
の
命
令
。
第
五
巻
は
聖
物
の
巻
、

神
殿
、
祭
司
の
章
。
第
六
巻
は
祭
儀
的
な
浄
不
浄

に
関
す
る
も
の
で
す
ね
。
例
え
ば
、
食
べ
る
と
き

は
手
を
洗
う
だ
と
か
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
禊
を
や
っ

て
体
を
清
め
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
規
定
が

書
い
て
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
要
す

る
に
私
た
ち
現
代
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ゆ
り
か

ご
か
ら
墓
場
ま
で
の
生
を
規
定
す
る
法
律
も
含
め

て
全
部
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た

法
と
し
て
、
宗
教
的
な
色
彩
を
持
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
こ
れ
を
全
部
守
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
三

角
形
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
徒
、
あ
る
い
は
市
民
と
し

て
認
定
さ
れ
る
条
件
な
の
で
す
。
そ
の
認
定
を
左

右
し
て
い
る
の
が
律
法
学
者
で
あ
る
、
と
い
う
わ

け
で
す
。

　
律
法
の
専
門
家
は
、
ち
っ
ち
ゃ
い
時
か
ら
律
法

を
勉
強
し
て
全
部
暗
記
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
彼

が
質
問
す
る
わ
け
で
す
ね
、
イ
エ
ス
に
、
永
遠
の

生
命
に
つ
い
て
。
イ
エ
ス
は
、
律
法
に
な
ん
と
書

い
て
あ
る
か
と
逆
に
質
問
い
た
し
ま
す
。
彼
は
た

だ
イ
エ
ス
を
試
そ
う
と
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
、
答
え
を
知
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
さ
ら

さ
ら
と
、「
全
身
全
霊
で
神
を
愛
し
、
ま
た
隣
人

を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
答
え
た
。

で
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「
う
ま
く
答
え
た
ね
。

実
践
し
な
さ
い
」
と
。

　
こ
の
場
面
を
構
造
的
に
見
ま
す
と
、
律
法
が
テ

ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
譬
え
話
が

出
て
く
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
、
第
一
シ
ー
ン
で
あ

る
。
29
節
に
は
ま
た
こ
の
律
法
の
専
門
家
が
、
今

度
は
自
分
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
ま
た
別
な
質

問
を
イ
エ
ス
に
し
ま
す
。
今
度
は
隣
人
と
は
誰
か

と
い
う
質
問
で
す
。
こ
の
質
問
が
、
第
一
シ
ー
ン

の
質
問
と
重
複
句
と
な
っ
て
、
第
二
シ
ー
ン
の
ス

タ
ー
ト
点
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で
、
イ
エ
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ス
が
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
譬
え
話
を
語
る
わ
け
で

す
ね
。
イ
エ
ス
は
譬
え
話
を
語
り
終
え
て
、
こ
の

36
節
で
、
こ
の
律
法
の
専
門
家
に
逆
に
質
問
い
た

し
ま
す
。
そ
れ
に
専
門
家
は
答
え
る
。
そ
こ
で
イ

エ
ス
は
言
う
わ
け
で
す
。「
行
っ
て
あ
な
た
も
同

じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」。
以
上
を
構
造
的
に
見
ま

す
と
、
第
一
の
シ
ー
ン
は
律
法
学
者
の
質
問
、
第

二
の
シ
ー
ン
も
律
法
学
者
の
質
問
で
始
ま
っ
て
お

り
ま
す
。
第
一
の
シ
ー
ン
の
お
し
ま
い
は
イ
エ
ス

が
実
行
し
な
さ
い
と
勧
め
る
わ
け
で
す
ね
。
第
二

の
シ
ー
ン
も
実
行
し
な
さ
い
で
終
わ
り
ま
す
。
だ

か
ら
な
ん
と
な
く
、
こ
の
二
つ
の
構
造
が
、
浮
か

ん
で
く
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
細
か
く
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

　
第
一
の
シ
ー
ン
で
イ
エ
ス
と
そ
の
律
法
学
者
に

共
通
な
、
会
話
の
土
俵
っ
て
言
う
の
は
ト
ー
ラ

ー
、
律
法
で
す
。
二
人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
周

り
に
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
律
法
と
い
う
の
は
大

体
ど
ん
な
も
の
か
見
当
が
つ
く
の
で
、
こ
れ
は
話

の
土
俵
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
第

二
シ
ー
ン
で
、
私
の
隣
人
と
は
誰
で
す
か
と
い
う

問
い
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
が
譬
え
話
を
語
る
。
こ

の
譬
え
話
は
律
法
学
者
と
イ
エ
ス
の
対
話
の
土
俵

に
な
り
ま
す
。
共
通
の
土
俵
に
な
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
譬
え
話
で
す
か
ら
長
い
わ
け
で
す
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
両
シ
ー
ン
で
両
者
に
共
通
の
言
語
空
間

っ
て
い
う
の
は
、
律
法
と
譬
え
で
す
。
そ
れ
が
語

ら
れ
た
と
き
イ
エ
ス
が
問
う
。
で
、
律
法
学
者
が

答
え
る
。
で
、
イ
エ
ス
が
や
り
な
さ
い
、
と
。
そ

う
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
風
に
第
一
シ
ー
ン

と
第
二
シ
ー
ン
が
見
事
に
対
応
す
る
形
に
な
り
ま

す
。
こ
う
、
両
側
の
扉
が
閉
じ
て
ぴ
た
り
と
対
称

に
な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

　
さ
て
、
譬
え
話
は
、
あ
る
人
が
エ
ル
サ
レ
ム
か

ら
エ
リ
コ
に
下
っ
て
い
く
途
中
追
い
は
ぎ
に
襲
わ

れ
た
話
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
多
分
、
彼
は
信
心
深

い
ユ
ダ
ヤ
人
で
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
に
詣
で
て
、

帰
る
途
中
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
エ
ル
サ
レ
ム
に

は
私
も
一
年
ぐ
ら
い
住
ん
だ
の
で
す
け
ど
、
標
高

八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
上
の

高
い
と
こ
ろ
で
冬
に
な
る
と
雪
が
降
る
ん
で
す

ね
。
エ
リ
コ
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
世
界
で
一

番
低
い
海
面
下
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
都
市

で
す
。
冬
は
結
構
暖
か
い
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か

ら
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
に
降
っ
て
い
く
と
、

タ
ク
シ
ー
な
ん
か
で
ば
ー
っ
と
降
っ
て
い
く
と
、

飛
行
機
な
ん
か
で
急
降
下
す
る
と
き
と
同
じ
よ
う

に
耳
が
詰
ま
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
そ
の

途
中
に
色
ん
な
岩
山
が
あ
っ
た
り
V
字
谷
が
あ
っ

た
り
し
て
、
そ
こ
ら
辺
の
洞
窟
に
盗
賊
が
住
ん
で

い
る
。
箱
根
の
山
の
追
い
は
ぎ
み
た
い
な
感
じ
で

住
ん
で
い
る
わ
け
で
、
イ
エ
ス
は
こ
の
譬
え
を
取

り
上
げ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら

エ
リ
コ
に
下
っ
て
い
く
途
中
、
時
々
追
い
は
ぎ
に

遭
う
と
い
う
こ
と
は
当
時
の
人
に
と
っ
て
は
珍
し

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
追
い
は
ぎ
は
そ

の
人
の
服
を
剥
ぎ
取
り
殴
り
つ
け
て
半
殺
し
に
し

た
ま
ま
立
ち
去
っ
た
。

　
私
な
ん
か
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
、
身
ぐ
る
み
脱

い
で
置
い
て
け
っ
て
言
わ
れ
る
と
、
ガ
タ
ガ
タ
ふ

る
え
て
、
そ
こ
に
カ
バ
ン
を
置
い
て
、
背
広
も
ズ

ボ
ン
も
取
っ
て
、
財
布
を
出
し
て
時
計
も
は
ず
し

て
、
み
ん
な
あ
げ
ま
す
。
ど
う
か
許
し
て
く
だ
さ

い
と
言
う
で
し
ょ
う
。「
う
ん
、
お
前
は
殊
勝
な

や
つ
だ
。
許
し
て
遣
わ
す
ぞ
。」
盗
賊
は
そ
う
言

っ
て
全
部
持
っ
て
立
ち
去
る
。
私
は
何
と
か
無
事

に
生
き
る
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
す
よ
。
と
こ
ろ

が
こ
の
譬
え
で
は
、
そ
の
人
の
服
を
剥
ぎ
取
り
、

殴
り
つ
け
て
半
殺
し
に
し
た
ま
ま
立
ち
去
っ
た
と

描
か
れ
て
い
る
。
非
常
に
短
い
表
現
で
す
け
ど
、

や
っ
ぱ
り
こ
の
人
は
か
な
り
抵
抗
し
た
っ
て
こ
と



5 現代における他者性と共生

が
想
像
で
き
ま
す
。
追
い
は
ぎ
は
服
を
盗
ろ
う
と

し
た
。
で
、
彼
は
、
盗
ら
れ
な
い
・
盗
ら
せ
な

い
。
す
る
と
、
も
う
追
い
は
ぎ
は
カ
ッ
カ
カ
ッ
カ

し
て
頭
を
殴
り
つ
け
た
り
足
腰
を
け
っ
た
り
し

て
、
服
を
盗
っ
て
も
う
半
殺
し
に
し
た
（
30
節
）。

だ
か
ら
こ
の
人
は
だ
い
ぶ
骨
の
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒

な
の
で
し
ょ
う
。
譬
え
話
は
文
学
で
す
か
ら
色
ん

な
想
像
を
し
て
も
い
い
わ
け
で
、
解
釈
は
決
ま
っ

て
な
い
わ
け
で
す
。

　
さ
て
次
の
31
節
と
32
節
を
ご
覧
に
な
る
と
表
現

が
非
常
に
似
て
お
り
ま
す
（
重
複
句
）。
あ
る
祭

司
は
た
ま
た
ま
そ
の
道
を
下
っ
て
き
た
が
、
そ
の

人
を
見
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
い
っ

た
。
同
じ
よ
う
に
レ
ビ
人
も
そ
の
場
所
に
や
っ
て

き
た
。
そ
の
人
を
見
る
と
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ

て
い
っ
た
。
厭
味
で
す
よ
ね
。
皆
さ
ん
の
ど
な
た

か
が
そ
の
、
校
門
を
出
た
と
こ
ろ
で
、
バ
ン
、
と

自
動
車
事
故
に
遭
っ
た
。
竹
内
先
生
が
出
て
き

た
。
事
故
に
遭
っ
た
方
が
、
今
じ
ゃ
あ
救
急
車
を

呼
ん
で
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、
先
生
は
道
の

向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
ち
ゃ
っ
た
。
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
が
っ
く
り
し
ま
す
よ
ね
。
次
に
、

服
部
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
道
の
向
こ
う
側

を
通
っ
て
行
っ
ち
ゃ
っ
た
。
救
急
車
も
呼
ば
な

い
。
が
っ
く
り
す
る
。
こ
れ
は
異
化
作
用
と
考
え

て
よ
ろ
し
い
で
す
。
こ
う
い
う
の
は
、
ダ
ブ
レ
ッ

ト
、
重
複
句
っ
て
い
う
の
で
す
ね
。
聖
書
で
は
よ

く
使
わ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
話
の
ど
ん
で
ん
返
し
。
旅

を
し
て
い
る
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
が
半
殺
し
に
さ
れ

た
人
の
傍
に
来
て
介
抱
す
る
と
い
う
大
異
化
作
用

の
ど
ん
で
ん
返
し
。
皆
さ
ん
ち
ょ
っ
と
、
地
図
を

見
て
欲
し
い
の
で
す
が
、
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
の

支
配
下
に
あ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
、
サ

マ
リ
ア
、
ガ
リ
ラ
ヤ
の
三
地
方
に
分
か
れ
て
い
た

の
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
地
方
と
い
う
の
が
一
番
ユ
ダ
ヤ

教
が
強
く
て
、
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
に
は
神
殿
が
あ

っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
心
で
す
。
エ
ル
サ
レ
ム
近

く
に
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
と
い
う
町
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で

イ
エ
ス
が
誕
生
し
ま
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
と
き

に
教
会
に
よ
く
イ
エ
ス
誕
生
の
時
を
表
わ
す
飼
い

葉
桶
、
東
方
の
三
博
士
の
像
、
天
使
な
ど
飾
り
が

あ
る
の
で
す
け
ど
、
こ
こ
で
誕
生
し
た
。
右
の
方

角
に
は
有
名
な
死
海
が
あ
り
ま
す
。
人
間
が
入
っ

て
も
沈
ま
な
い
ほ
ど
塩
分
と
か
色
ん
な
物
質
の
濃

度
が
濃
い
湖
で
す
。
で
、
そ
の
死
海
を
ず
ー
っ
と

ヨ
ル
ダ
ン
川
を
経
て
北
上
す
る
と
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖

に
達
す
る
。
実
は
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
か
ら
水
が
ヨ
ル
ダ

ン
川
を
通
っ
て
死
海
に
注
ぎ
入
っ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
が
あ
る
方
、
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方

っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
イ
エ
ス
は
育
っ

た
わ
け
で
す
。
大
工
の
子
と
し
て
。

　
ガ
リ
ラ
ヤ
と
ユ
ダ
ヤ
の
間
に
サ
マ
リ
ア
地
方
と

い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
首
都
サ
マ
リ
ア
の
近
く

に
ゲ
リ
ジ
ム
山
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
神
殿
を
中
心

に
し
て
、
サ
マ
リ
ア
教
が
サ
マ
リ
ア
人
の
団
結
の

中
心
だ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
と
非
常
に
似
て
お
り
ま

す
。
彼
ら
も
メ
シ
ア
を
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。
N 

H 

K 

の
教
育
テ
レ
ビ
で
サ
マ
リ
ア
教

に
つ
い
て
放
映
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
も
少
人
数
の

信
徒
集
団
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
サ
マ

リ
ア
教
が
ユ
ダ
ヤ
教
と
敵
対
関
係
に
あ
り
ま
し

た
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
神
殿
を
作
ろ
う
と
す
る
と
す
ぐ

に
邪
魔
を
し
た
り
、
或
い
は
サ
マ
リ
ア
は
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
化
さ
れ
た
の
で
色
ん
な
神
像
が
つ
く
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
す
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
侵
入
し
て
全
部

壊
し
ち
ゃ
っ
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
神
像
を
偶
像
と

か
何
と
か
言
っ
て
。
で
す
か
ら
両
者
は
非
常
に
剣

呑
な
関
係
で
、
交
流
は
あ
り
ま
せ
ん
。
敵
対
関
係

に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
が
ガ
リ
ラ
ヤ
に

行
く
と
き
は
サ
マ
リ
ア
を
通
ら
ず
ヨ
ル
ダ
ン
川
に

ず
っ
と
沿
っ
て
い
く
か
、
地
中
海
の
沿
岸
を
通
っ
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て
い
く
わ
け
で
す
。
さ
て
イ
エ
ス
の
譬
え
を
聞
い

て
い
る
人
た
ち
は
、
レ
ビ
人
と
か
祭
司
が
本
来
な

ら
ば
同
胞
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
わ
な
き
ゃ
な
ら

な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
イ
エ
ス
は
彼

ら
が
救
わ
な
い
で
、
旅
を
し
て
い
た
サ
マ
リ
ア
人

を
救
助
者
と
し
て
登
場
さ
せ
た
。
聞
い
て
い
た
人

た
ち
は
サ
マ
リ
ア
人
だ
か
ら
半
殺
し
に
な
っ
た
ユ

ダ
ヤ
人
を
蹴
っ
放
っ
て
、
き
っ
と
殺
す
の
じ
ゃ
な

い
か
ぐ
ら
い
に
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す

が
、
逆
に
、
傍
に
来
て
そ
の
人
を
見
て
憐
れ
に
思

っ
て
、
傷
口
を
洗
い
包
帯
を
し
、
ロ
バ
に
乗
せ
て

介
抱
し
た
。
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
描
い
た
「
善
き

サ
マ
リ
ア
人
」
の
油
絵
が
あ
り
ま
す
。
サ
マ
リ
ア

人
が
傷
つ
い
た
人
を
ロ
バ
に
乗
っ
け
よ
う
と
し
て

い
る
図
で
す
。
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
の
で
す

が
、
左
の
ほ
う
を
ご
覧
に
な
る
と
、
二
人
の
人
の

背
中
が
見
え
ま
す
。
遠
く
に
い
る
人
は
祭
司
で

す
。
馬
の
尻
尾
の
辺
り
に
い
る
人
が
レ
ビ
人
で
し

ょ
う
ね
。
さ
て
サ
マ
リ
ア
人
は
憐
れ
に
思
っ
た
っ

て
い
う
。
憐
れ
っ
て
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語

で
ラ
ハ
ミ
ー
ム
っ
て
い
っ
て
、
お
母
さ
ん
の
母
胎

を
意
味
し
ま
す
。
母
胎
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
赤

ち
ゃ
ん
を
無
償
に
愛
す
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
憐

れ
み
と
は
、
倫
理
的
に
正
し
い
規
範
だ
か
ら
守
る

と
か
義
務
だ
か
ら
と
か
そ
う
い
う
判
断
な
ん
か
を

飛
び
越
し
て
パ
ー
ッ
と
こ
の
傷
つ
い
た
人
に
ほ
と

ば
し
る
愛
な
の
で
す
。
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
は
、
一

晩
介
抱
し
て
翌
日
デ
ナ
リ
オ
ン
銀
貨
二
枚
を
取
り

出
し
て
、
宿
屋
の
主
人
に
渡
し
て
言
っ
た
わ
け
で

す
。
デ
ナ
リ
オ
ン
銀
貨
っ
て
言
う
の
は
、
ロ
ー
マ

貨
幣
で
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
小
さ
な
支
配
さ
れ
て

い
る
国
で
す
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
貨
幣
と
か
ロ
ー
マ

貨
幣
を
国
の
貨
幣
と
し
て
用
い
て
い
た
。
そ
れ
で

一
日
分
の
給
料
が
一
デ
ナ
リ
オ
ン
で
す
か
ら
二
デ

ナ
リ
オ
ン
は
二
日
分
で
す
ね
、
そ
れ
を
宿
屋
の
主

人
に
渡
し
て
言
っ
た
。「
費
用
が
も
っ
と
か
か
っ

た
ら
、
帰
り
が
け
に
払
い
ま
す
」
と
。
こ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
傷
つ
い
た
人
は
そ
の

宿
屋
の
部
屋
を
占
領
す
る
。
普
段
な
ら
お
客
さ
ん

を
泊
め
て
宿
屋
は
そ
れ
で
儲
け
る
わ
け
で
す
よ

ね
。
部
屋
を
占
領
す
る
と
、
そ
う
い
う
事
が
で
き

な
い
。
治
療
費
も
か
か
る
。
で
、
も
し
こ
の
人
が

治
っ
た
と
き
は
か
な
り
お
金
が
か
か
っ
て
い
る
は

ず
で
、
そ
う
し
ま
す
と
、
当
然
こ
の
人
は
払
え
な

い
。
す
る
と
宿
屋
の
主
人
は
場
合
に
よ
っ
て
は
こ

の
人
を
奴
隷
に
売
っ
ち
ゃ
う
の
で
す
。
奴
隷
に
売

っ
て
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
と
。

　
だ
か
ら
そ
れ
を
分
か
っ
て
い
た
サ
マ
リ
ア
人

は
、
帰
り
が
け
に
支
払
い
ま
す
と
言
う
。
で
す
か

ら
、
彼
の
憐
れ
み
と
い
う
の
は
一
時
的
な
感
情
じ

ゃ
な
く
て
持
続
的
な
の
で
す
。
お
母
さ
ん
も
子
供

が
可
愛
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
産
み
っ
放
し
っ
て
わ

け
じ
ゃ
な
く
、
一
生
懸
命
育
ん
で
い
く
。
母
は
父

親
と
共
に
、
言
葉
を
教
え
、
だ
ん
だ
ん
育
て
て
い

っ
て
、
子
供
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
間
に
な
る
。
憐

れ
み
に
は
そ
の
母
親
の
持
続
的
育
み
の
心
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
が
譬
え
話
。
こ
れ
を
語
っ
て
イ

エ
ス
は
譬
え
話
を
律
法
の
専
門
家
に
ボ
ー
ル
の
よ

う
に
投
げ
か
け
て
、「
じ
ゃ
あ
あ
な
た
ど
う
思
う
。

誰
が
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た

と
思
う
か
」
と
問
う
わ
け
で
す
ね
。
律
法
の
専
門

家
は
「
そ
の
人
を
助
け
た
人
」
と
答
え
た
。
イ
エ

ス
は
第
一
シ
ー
ン
と
同
様
に
、「
行
っ
て
あ
な
た

も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
譬
え
の
中
で
サ
マ
リ
ア
人
が

半
殺
し
に
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
援
け
る
箇
所
は
、

異
化
作
用
で
、
そ
こ
に
イ
エ
ス
の
狙
い
が
透
け
て

見
え
ま
す
。

　
他
方
で
同
胞
を
本
当
に
愛
さ
な
き
ゃ
な
ら
な
い

と
い
う
の
は
旧
約
聖
書
の
倫
理
の
根
幹
を
成
す
わ

け
で
す
。
と
こ
ろ
が
イ
エ
ス
の
時
代
で
は
、
ロ
ー

マ
帝
国
が
支
配
し
て
い
た
の
で
ユ
ダ
ヤ
教
の
ナ
シ
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ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
お
り
ま
し

て
、
隣
人
と
い
う
と
も
う
ユ
ダ
ヤ
人
、
あ
る
い
は

ユ
ダ
ヤ
教
に
改
宗
し
た
外
人
、
そ
れ
以
外
は
隣
人

と
し
て
認
め
な
い
っ
て
い
う
よ
う
な
排
他
的
な
精

神
が
強
か
っ
た
。
で
す
か
ら
こ
の
律
法
の
専
門
家

の
二
番
目
の
質
問
、「
私
の
隣
人
と
は
誰
で
す
か
」

と
い
う
質
問
は
、
律
法
家
と
し
て
も
う
答
え
は
分

か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
だ
、

と
。

　
例
え
ば
私
の
隣
人
っ
て
い
う
の
は
、
律
法
学
者

的
に
い
う
と
、
前
か
ら
一
列
、
こ
の
左
右
お
二
人

ぐ
ら
い
。
一
番
向
こ
う
の
列
の
方
は
異
邦
人
で
、

真
ん
中
に
お
ら
れ
る
方
は
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
の
隣

人
、
み
た
い
な
感
じ
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ

う
に
隣
人
と
い
う
の
は
誰
か
と
い
う
律
法
的
な
問

い
は
定
義
を
求
め
る
。
何
々
は
何
々
で
あ
る
と
い

う
定
義
を
求
め
る
質
問
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
イ
エ

ス
が
譬
え
話
を
語
っ
て
最
後
に
律
法
の
専
門
家

に
、「
誰
が
隣
人
に
な
っ
た
の
か
」
と
問
う
。
そ

の
際
に
注
目
す
べ
き
は
「
隣
人
に
な
る
」
と
い
う

表
現
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
隣
人
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
、
私
は
一
番

後
ろ
の
方
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
一
緒
に
ケ
ー
キ
を

食
べ
て
、
コ
ー
ヒ
ー
ぐ
ら
い
飲
ん
で
色
ん
な
お
話

を
し
て
隣
人
に
な
る
。
だ
か
ら
隣
人
に
な
っ
て
い

く
と
い
う
、
こ
れ
が
イ
エ
ス
の
強
調
点
で
す
。
だ

か
ら
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、

色
々
な
宗
教
だ
と
か
、
民
族
だ
と
か
、
敵
対
の
歴

史
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
差
別
を
超
え
て
、

垣
根
を
越
え
て
、
半
殺
し
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
た
だ
憐

れ
み
に
よ
っ
て
、
介
抱
し
て
隣
人
に
な
っ
て
い

く
。
隣
人
と
い
う
の
は
無
限
に
隣
人
に
な
っ
て
い

く
。
な
っ
て
い
く
と
い
う
。
そ
の
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
で
あ
る
、
と
い
う
定
義
や
固
定
化
を
超

え
た
、
ヴ
ェ
ル
デ
ン
（w

erden

）
っ
て
い
う
か
、

何
々
に
な
る
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
他
者
に
向
け

て
の
脱
我
が
こ
の
背
景
に
読
み
取
れ
る
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
は
話
の
他
の
半
分
で
、
こ

の
半
殺
し
に
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
敬
虔
な
ユ
ダ
ヤ

教
徒
で
あ
れ
ば
、
自
分
が
ど
ん
な
命
の
危
険
が
あ

っ
て
も
、
サ
マ
リ
ア
人
か
ら
介
抱
は
受
け
な
い
と

い
う
の
が
当
時
の
宗
教
的
な
常
識
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
サ
マ
リ
ア
人
か
ら
介
抱
を
受
け

る
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
メ
シ
ア
（
救
世
主
）
が
来
る
の

が
遅
れ
て
し
ま
う
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し

て
穢
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
こ
の
三
角
形
の
聖
な

る
選
民
の
外
に
追
い
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
祭
司
や
レ
ビ
人
が
、
こ
の
半
殺
し

に
な
っ
た
人
を
避
け
た
理
由
は
、「
レ
ビ
記
」
22

章
で
、
聖
職
者
が
穢
れ
る
っ
て
い
う
こ
と
は
ど
ん

な
こ
と
か
っ
て
色
々
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、

要
す
る
に
死
体
に
触
れ
た
も
の
だ
と
か
、
重
い
皮

膚
病
の
あ
る
も
の
、
い
か
な
る
穢
れ
に
せ
よ
穢
れ

て
い
る
人
に
触
れ
た
も
の
は
み
な
穢
れ
た
者
に
な

る
。
こ
う
い
う
風
に
、
倒
れ
て
血
ま
み
れ
で
死
ん

だ
よ
う
な
人
、
こ
れ
に
触
れ
る
と
穢
れ
る
。
だ
か

ら
こ
の
祭
司
と
レ
ビ
人
は
、
自
分
が
穢
れ
て
聖
な

る
選
民
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
を
嫌
っ
て
同
胞
愛
を

犠
牲
に
し
て
、
穢
れ
な
い
よ
う
に
道
の
向
こ
う
側

を
通
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
サ
マ

リ
ア
人
は
、
そ
う
い
う
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
。

そ
し
て
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
敵
対
者
で
す
か

ら
、
こ
の
半
殺
し
に
な
っ
た
人
は
正
統
ユ
ダ
ヤ
教

徒
で
あ
る
限
り
、
サ
マ
リ
ア
人
に
触
れ
ら
れ
る
っ

て
い
う
の
は
穢
れ
ち
ゃ
う
の
で
、
決
し
て
そ
の
介

抱
を
受
け
容
れ
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
ど
う
し

て
介
抱
を
受
け
容
れ
た
の
か
。
そ
の
説
明
が
む
つ

か
し
い
。
こ
れ
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
で
し
た
っ

け
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
す
が
、

徴
兵
制
を
拒
否
し
た
り
、
そ
れ
か
ら
血
を
、
ビ
フ

テ
キ
を
食
べ
る
の
も
血
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
か

ら
拒
否
す
る
と
か
、
輸
血
も
拒
否
し
た
ん
で
す
。
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昔
、
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
大
学
で
そ
の
宗
派
の
息
子
が

自
動
車
事
故
で
出
血
し
て
、
死
に
そ
う
に
な
っ
た

と
き
、
両
親
が
来
て
、
輸
血
を
す
る
っ
て
い
っ
た

ら
、「
い
や
い
や
う
ち
の
宗
旨
で
は
輸
血
は
禁
じ

ら
れ
て
い
る
ん
で
駄
目
で
す
」
と
輸
血
拒
否
し

て
、
息
子
は
と
う
と
う
死
ん
じ
ゃ
っ
た
ん
で
す

よ
。
あ
る
い
は
別
な
例
。
日
本
で
は
第
二
次
大
戦

中
に
陸
軍
大
臣
・
大
将
東
条
英
機
が
戦
陣
訓
を
作

っ
て
、
要
す
る
に
敵
の
捕
虜
に
な
っ
ち
ゃ
な
ら
な

い
っ
て
い
う
風
に
兵
隊
た
ち
に
毎
日
暗
誦
さ
せ
て

い
た
。
だ
か
ら
例
え
ば
捕
虜
に
な
っ
た
日
本
兵

が
、
捕
虜
交
換
で
帰
っ
て
く
れ
ば
、
軍
事
法
廷
で

銃
殺
刑
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
人
が
捕
虜
に
な
っ
て

交
換
で
帰
れ
ば
、
家
族
・
友
人
は
「
お
ぉ
」
と
か

言
っ
て
み
ん
な
抱
き
つ
い
て
、“W

elcom
e!”

と

か
な
ん
と
か
言
う
の
で
し
ょ
う
。
他
方
で
日
本
軍

の
兵
隊
は
自
殺
す
る
。
捕
虜
に
な
ら
な
い
よ
う

に
。
追
い
詰
め
ら
れ
て
捕
え
ら
れ
そ
う
な
と
き
に

万
歳
突
撃
を
し
て
死
ぬ
。
だ
か
ら
自
殺
の
動
機
の

中
に
は
こ
の
戦
陣
訓
は
か
な
り
効
い
て
い
る
面
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
命
よ
り
も
そ
の
時
代
の
政
治

や
軍
隊
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
、
宗
教
的
な
掟
、

こ
れ
を
大
切
に
す
る
。
今
の
北
朝
鮮
も
そ
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
将
軍
様
の
た
め
に
は
も
う
命
を
投

げ
出
す
と
か
。
で
す
か
ら
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
半
殺

し
で
瀕
死
で
も
、
サ
マ
リ
ア
人
の
介
抱
は
、
受
け

取
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
メ
シ
ア
が
来
る
の
が

遅
れ
た
り
、
自
分
も
穢
れ
ち
ゃ
う
。
し
か
し
彼

が
、
な
ぜ
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
の
介
抱
を
受
け
取
っ

た
か
っ
て
い
う
の
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
こ
の
話
の

半
分
で
す
。

　
ど
こ
に
手
が
か
り
が
あ
る
の
か
と
テ
キ
ス
ト
を

読
み
ま
す
と
、
異
化
作
用
の
重
複
句
（
31
│
32

節
）
が
目
に
つ
く
。
重
複
句
は
、
祭
司
も
レ
ビ
人

も
ユ
ダ
ヤ
教
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
が
、
そ
う
し
た
ユ

ダ
ヤ
教
の
シ
ン
ボ
ル
か
ら
、
こ
の
人
は
捨
て
ら
れ

た
っ
て
い
う
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
さ
っ
き

も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ま
の
ど
な
た
か

が
自
動
車
事
故
に
遭
う
と
す
る
。
普
通
な
ら
ば
友

人
た
ち
が
来
て
救
急
車
を
呼
ん
で
く
れ
ま
す
。
そ

こ
で
介
抱
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
竹
内
先
生
も
服
部

先
生
も
そ
の
人
の
傍
ら
を
通
っ
て
も
、
そ
の
人
が

穢
れ
た
も
の
の
よ
う
に
遠
く
離
れ
て
行
っ
ち
ゃ

う
。
こ
こ
の
学
長
さ
ん
も
行
っ
ち
ゃ
っ
て
。
そ
う

す
る
と
今
ま
で
麗
澤
大
学
を
我
が
プ
ラ
イ
ド
と
し

て
、
こ
の
大
学
と
自
分
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
光

栄
に
み
ち
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
働
き

に
働
い
て
い
た
が
、
急
速
に
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
も
プ
ラ
イ
ド
も
失
く
し
て
い
く
。
だ
か
ら
そ

う
い
う
意
味
で
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
っ
て
、
た
だ
の
ユ
ダ

ヤ
人
、
赤
裸
々
な
人
間
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
サ
マ
リ
ア
人
も
、
ロ
バ
を
引
っ
張
っ
て
き
て
敵

地
で
あ
る
エ
ル
サ
レ
ム
あ
た
り
を
う
ろ
う
ろ
し
て

い
る
わ
け
で
、
こ
の
人
も
サ
マ
リ
ア
教
と
い
う
枠

組
み
を
お
そ
ら
く
も
う
既
に
脱
け
出
た
人
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
ぶ
ん
行
商
人
か
何
か
か
も

し
れ
な
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
彼
は
そ
の
サ
マ
リ

ア
教
と
い
う
枠
組
み
を
出
て
、
つ
ま
り
民
族
的
同

一
性
、
宗
教
的
同
一
性
だ
と
か
、
色
ん
な
同
一
性

の
外
に
自
由
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
同
一
性
と
い

う
の
は
他
の
人
々
に
対
し
て
は
垣
根
に
な
る
わ
け

で
す
。
半
殺
し
に
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
信
徒
も
、
ユ

ダ
ヤ
教
の
同
一
性
の
シ
ン
ボ
ル
か
ら
棄
て
ら
れ
て

そ
の
民
族
的
宗
教
的
な
同
一
性
だ
と
か
、
色
ん
な

同
一
性
か
ら
剥
が
れ
ち
ゃ
っ
て
、
裸
の
人
間
と
な

っ
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
善

き
サ
マ
リ
ア
人
の
譬
え
と
い
う
の
は
解
釈
と
し
て

は
博
愛
主
義
の
、
つ
ま
り
健
康
な
サ
マ
リ
ア
人
が

傷
つ
い
た
人
を
救
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
高
い
目

線
か
ら
見
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
博
愛
主
義
的
な

解
釈
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
な
、
と
思
う
。
要
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す
る
に
、
こ
の
譬
え
は
自
分
の
色
ん
な
垣
根
を
越

え
て
い
く
。
つ
ま
り
実
体
化
さ
れ
て
固
定
化
さ
れ

た
世
界
か
ら
、
超
え
て
い
っ
た
、
そ
れ
も
意
識
的

に
と
い
う
よ
り
も
、
偶
然
か
、
何
か
の
形
で
超
え

さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
人
々
の
、
裸
の

人
間
の
、
出
会
い
の
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る

と
思
い
ま
す
。

　
翻
っ
て
現
代
世
界
で
も
人
間
社
会
を
見
ま
す

と
、
み
ん
な
自
分
の
同
一
性
を
持
っ
て
い
て
、
そ

れ
を
外
れ
た
人
々
を
排
除
す
る
。
大
は
I
・
S
と

西
欧
的
な
文
明
の
対
立
、
経
済
的
対
立
、
小
は
職

場
は
職
場
な
り
に
、
家
庭
は
家
庭
な
り
に
対
立
を

秘
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
生
物
体
と
し
て
の
私
た

ち
人
類
は
、
強
固
な
実
体
的
な
同
一
性
に
拠
っ
て

知
ら
ず
知
ら
ず
他
の
生
物
種
を
滅
ぼ
し
て
い
く
。

他
方
で
勿
論
オ
ー
プ
ン
な
同
一
性
っ
て
い
う
の
は

あ
っ
て
、
例
え
ば
イ
エ
ス
の
譬
え
み
た
い
な
物
語

的
同
一
性
で
す
。
他
者
に
オ
ー
プ
ン
な
同
一
性
を

持
つ
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
切
だ
と
思
う
の

で
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
現
代
社
会
の
実
体
化
さ

れ
た
同
一
性
を
打
ち
破
っ
て
い
く
た
め
に
、
そ
れ

を
超
え
る
よ
う
な
物
語
の
オ
ー
プ
ン
な
、
同
一
的

な
協
働
を
押
し
広
げ
て
い
く
。
だ
か
ら
他
者
の
色

ん
な
譬
え
話
や
、
あ
る
い
は
他
者
の
物
語
に
注
目

し
た
い
。
例
え
ば
沖
縄
な
ら
沖
縄
の
物
語
が
あ
る

で
し
ょ
う
し
、
ア
イ
ヌ
な
ら
ア
イ
ヌ
の
秘
め
ら
れ

た
物
語
が
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
虐
げ
ら
れ
た
色
ん

な
女
性
の
物
語
も
あ
り
ま
す
。
私
な
ん
か
は
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
物
語
で
非
常
に
感
心
す
る
の
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
じ
ゃ
な
く
て
日
本
の

女
性
の
中
で
、
出
口
な
お
だ
と
か
、
あ
る
い
は
天

理
教
の
中
山
み
き
の
御
筆
先
な
ん
か
で
す
。
あ
あ

い
う
物
語
。
あ
れ
は
す
ご
い
他
者
の
地
平
へ
の
突

破
力
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
御
筆
先
は

貧
し
く
蔑
視
さ
れ
出
産
に
命
を
か
け
る
女
性
た
ち

を
結
集
す
る
。
そ
う
い
う
他
者
の
物
語
を
集
め
て

い
っ
て
、
そ
れ
を
現
代
の
固
ま
っ
た
、
実
体
的
な

世
界
に
ぶ
つ
け
て
い
く
。
そ
れ
は
、
生
命
の
自
発

と
智
恵
の
営
み
で
す
。
そ
う
い
う
物
語
こ
そ
が
現

代
の
全
体
主
義
的
な
文
明
の
文
脈
に
異
化
作
用
を

働
か
せ
て
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
イ
エ

ス
の
譬
え
話
に
は
非
常
に
身
に
し
み
る
異
化
作
用

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
イ
エ
ス
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
譬
え
話
に
よ
っ

て
、
自
己
中
心
的
な
人
々
の
同
一
性
を
、
つ
ま
り

こ
の
三
角
形
の
、
聖
な
る
世
界
を
ぶ
っ
壊
し
て
い

っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
排
斥
さ
れ
た
人
々
と

と
も
に
、
あ
る
共
同
体
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ

う
い
う
共
同
体
、
相
生
の
世
界
を
作
っ
て
い
く
。

そ
れ
が
イ
エ
ス
の
相
生
の
運
動
で
あ
り
、
聖
書
の

中
で
は
神
の
国
運
動
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は

そ
う
い
う
異
化
的
に
し
て
相
生
創
造
的
な
動
態
な

の
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
イ
エ
ス
が
「
父
」
と

呼
ぶ
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
相
生
に
向
け
て
の
脱
自
的
エ

ヒ
イ
ェ
（
一
人
称
単
純
未
完
了
形
）
が
働
い
て
い

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
（
注
一
）。

今
日
は
こ
の
重
要
な
点
に

立
ち
入
れ
ま
せ
ん
が
、
さ
し
あ
た
り
私
た
ち
は
、

譬
え
が
秘
め
る
自
・
他
の
地
平
へ
の
突
破
力
を
自

覚
し
、
こ
の
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
譬
え
を
色

ん
な
と
こ
ろ
で
様
々
な
仕
方
で
私
た
ち
自
身
に
当

て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
御
清
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
注
一
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
宮
本
久
雄
編
著
『
ハ
ヤ

ト
ロ
ギ
ア
と
エ
ヒ
イ
ェ
ロ
ギ
ア
│
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
」「FU

K
U
SH

IM
A

」
以
後
の
思
想
の
可
能
性
』
教

友
社
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
さ
れ
た
し
。

（
編
集
者
注
：
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
に

開
催
し
た
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ

ー
主
催
の
「
特
別
研
究
会
」
の
内
容
を
収
録
し
た
も
の

で
あ
る
。）




