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今
日
、
一
般
に
「
国
粋
主
義
」
に
関
し
て
は
、
自
国
中
心
（
至
上
）
の
─
─
危
険
な

─
─
排
外
思
想
（
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ムChauvinism

）
と
見
做
さ
れ
が
ち
だ
が
、
当
時

「
国
粋
（
保
存
）
旨
義
」
を
奉
じ
る
人
た
ち
の
主
張
は
、
少
し
違
っ
て
い
た
。
根
底
に

「
先
進
的
」
な
西
洋
文
明
に
は
同
調
し
た
く
な
い
心
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、

少
な
く
と
も
彼
ら
が
口
に
す
る
レ
ベ
ル
で
の
「
国
粋
」
は
、
過
激
な
日
本
至
上
主
義
的

国
家
主
義
（U

ltra-nationalism

）
や
日
本
民
族
中
心
主
義
（Ethnocentrism

）
を

意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
。「
国
粋
」
は
一
般
的
な
「N

ationality

」
の
訳
語
と
し
て

用
い
ら
れ
、
具
体
的
に
は
「
大
和
民
族
を
し
て
、
冥
々
隠
約
の
間
に
一
種
特
殊
」
に

「
剏
成
発
達
せ
し
め
た
る
」
も
の
を
指
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
日
本
に
だ
け
「
国
粋
」

が
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
は
日
本
固
有
の
「N

ationality

」

が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
一
方
で
日
本
の
「
国
粋
」
は
、

「
日
本
国
土
に
存
在
す
る
万
般
な
る
圏
外
物
の
感
化
と
、
科
学
的
反
応
と
に
適
応
順
従

し
、
以
て
胚
胎
し
生
産
し
、
成
長
し
発
達
し
た
る
も
の
に
し
て
、
且
つ
大
和
民
族
の

間
に
千
古
万
古
よ
り
遺
伝
し
来
り
化
醇
し
来
」
た
と
認
識
さ
れ
て
、「
一
種
特
殊
」
と

重
視
し
て
い
た
。

 （
２
）
国
粋
保
存
旨
義
の
「
日
本
分
子
」

　

彼
ら
は
「
終
に
当
代
に
至
る
ま
で
保
存
」
さ
れ
て
き
た
も
の
を
「
日
本
分
子
」
と

呼
ん
で
い
た
。

　
「
国
粋
（
保
存
）
旨
義
」（
以
下
、
単
に
「
国
粋
主
義
」）
と
は
、
そ
の
「
日
本
分
子
」

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
「
日
本
の
国
粋
を
保
存
し
、
之
を
以
て
日
本
国
民
か
、

進
退
変
応
の
標
準
と
な
す
」
考
え
方
を
指
す
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
を
遵
奉
す
る

立
場
か
ら
「
日
本
将
来
の
大
経
綸
は
実
に
日
本
在
来
の
旧
分
子
を
悉
皆
打
破
し
、
泰
西

の
新
分
子
を
以
て
之
と
交
換
す
る
」
や
り
口
、
す
な
わ
ち
「
日
本
分
子
打
破
」
へ
の

対
抗
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
─
─
彼
ら
の
言
い
分
に
よ
れ
ば
─
─
遮
二
無
二
に
「
国
粋
」
を
絶
叫

し
て
い
る
の
で
は
な
く
─
─
彼
ら
の
自
覚
と
し
て
は
─
─
「
予
輩
は
国
粋
を
以
て
進
退

去
就
の
標
準
と
な
せ
と
も
、
力
め
て
宇
内
の
大
勢
に
牴
牾
せ
ず
、
能
く
正
流
に
随
ひ
て

以
て
諸
般
の
境
遇
に
処
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
日
本
を
日
本
と
し
、
而
し
て
後

西
洋
学
問
の
長
所
を
以
て
其
短
所
を
補
は
ん
」
と
い
う
、
至
極
真
っ
当
な
こ
と
を
主
張

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

国
粋
主
義
と
は
─
─
彼
ら
の
謂
い
に
従
え
ば
─
─
幕
末
の
攘
夷
論
に
見
ら
れ
る

排
外
・
嫌
外
思
想
と
は
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
以
降
、
否
応
な
く
直
面
す
る

こ
と
に
な
っ
た
西
洋
文
明
を
、
た
だ
無
条
件
に
「
丸
呑
み
」
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
逆
に

問
答
無
用
と
否
定
す
る
こ
と
も
な
く
、「
日
本
の
伝
統
」
を
基
軸
と
し
て
受
け
容
れ
て

い
こ
う
と
す
る
立
場
、
や
や
自
己
韜
晦
的
な
表
現
を
引
用
す
れ
ば
「
採
長
補
短
的

て
ふ
は
折
衷
比
較
的
」
な
立
場
が
国
粋
主
義
な
の
で
あ
る
─
─
彼
ら
の
主
張
を
尊
重

す
れ
ば
─
─
。

　

本
稿
の
文
脈
に
関
わ
っ
て
留
意
す
べ
き
は
、こ
の
国
粋
主
義
に
照
ら
す
と
、キ
リ
ス
ト

教
と
い
う
西
洋
由
来
の
宗
教
で
も
、
優
れ
た
文
化
・
文
明
を
伴
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

従
来
の
日
本
文
化
を
高
め
る
機
能
を
有
す
る
の
だ
か
ら
、
仏
教
や
神
道
な
ど
の
在
来

宗
教
と
並
立
さ
せ
て
、
日
本
に
根
付
く
よ
う
に
─
─
排
除
す
る
の
で
は
な
く
─
─

日
本
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

彼
ら
が
国
粋
主
義
の
名
の
も
と
で
重
点
的
に
議
論
し
て
い
る
の
は
「
国
粋
」
が
指
示

す
る
日
本
文
化
の
「
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
（
内
実
）」
で
は
な
い
。
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
て

い
る
の
は
、
西
洋
文
明
を
導
入
す
る
実
践
的
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
維
新
以
来
の

「
文
明
開
化
」
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

   

前
号
か
ら
持
ち
越
し
た
問
題
意
識

　

井
上
円
了
（
１
８
５
８
―

１
９
１
９
、
以
下
「
円
了
」
と
も
略
す
）
は
、
１
８
８
８

年
（
明
治
21
）
年
、
政
教
社
の
機
関
誌
『
日
本
人
』
に
「
坐
な
か
ら
国
を
富
ま
す

の
秘
法
」
を
発
表
し
、
国
際
観
光
─
─
外
国
人
観
光
客
誘
致
─
─
を
強
兵
策
や

殖
産
興
業
策
に
代
わ
る
、
日
本
の
富
国
策
と
す
べ
し
と
主
張
し
た
。
外
客
誘
致
は

と
り
も
直
さ
ず
外
国
人
の
国
内
（
内
地
）
旅
行
を
意
味
す
る
か
ら
、
鹿
鳴
館
外
交

で
条
約
改
正
を
す
す
め
る
井
上
馨
ら
と
近
い
考
え
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が

─
─
円
了
も
同
人
で
あ
っ
た
─
─
政
教
社
は
『
日
本
人
』
を
通
し
て
条
約
改
正

反
対
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
い
た
。
円
了
は
『
日
本
人
』
の
創
刊
号
で
「
本
誌
編

輯
人
志
賀
君
の『
国
粋
保
存
旨
義
』に
本
き
」と
言
明
し
て
い
た
。
円
了
の
思
想
は
、

「
坐
な
か
ら
～
」
の
時
点
で
変
質
し
た
の
か
。
そ
れ
と
も
当
初
か
ら
国
粋
主
義
的
な

考
え
方
と
は
─
─
少
々
─
─
違
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

 

６
．「
坐
な
か
ら
富
国
論
」
の
思
想
性

 （
１
）
政
教
社
と
『
日
本
人
』

　
　

 

唯
、
日
本
国
内
に
壮
大
安
逸
の
旅
館
を
設
立
し
て
外
人
の
来
遊
を
引
く
是
な
り
。

　

こ
れ
ぞ
「
坐
な
が
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
と
云
ふ
な
り
」
と
胸
を
張
る

井
上
円
了
の
評
論
は
、
１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
政
教
社
の

機
関
紙
『
日
本
人
』
に
分
載
さ
れ
た
。

　

政
教
社
の
設
立
に
つ
い
て
は
経
緯
や
時
期
、
そ
の
趣
意
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確

と
は
い
え
な
い
。
た
だ
以
下
の
、
い
わ
ゆ
る
「
国
粋
（
保
存
）
旨
義
」
を
標
榜
す
る

同
志
の
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　

 

大
和
民
族
が
現
在
未
来
の
嚮
背
を
裁
断
す
る
は
、
実
に
日
本
の
国
粋
を
保
存
し
、

之
を
以
て
日
本
国
民
か
、
進
退
変
応
の
標
準
と
な
す
に
あ
り
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（
４
）
円
了
の
「
日
本
宗
教
論
」

　

円
了
は
『
日
本
人
』
創
刊
号
に
「
日
本
宗
教
論
緒
言
」
と
題
す
る
評
論
を
投
じ
、

以
後
５
回
に
わ
た
っ
て
、
仏
教
改
良
を
テ
ー
マ
に
本
論
（「
日
本
宗
教
論
」）
を
展
開

し
た
。

　

あ
ら
か
じ
め
、
趣
旨
を
整
理
し
て
お
く
と
「
日
本
宗
教
論
」
で
は
専
ら
「
日
本
の

宗
教
＝
仏
教
」
の
立
場
か
ら
、「
異
宗
教
」
が
「
外
か
ら
入
る
ヽ
」
を
阻
止
す
る
た
め

に
「
仏
教
改
良
」
が
主
張
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
仏
教
の
改
良
と
は
単
に
一
宗
教

固
有
の
問
題
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
本
論
に
お
け
る
仏
教
は
、
政
教
社
や
『
日
本
人
』

が
テ
ー
ゼ
と
し
て
主
張
す
る
「
日
本
人
を
し
て
永
く
日
本
人
た
ら
し
め
ん
」
た
め
に
、

「
日
本
人
た
る
精
神
思
想
を
存
し
日
本
人
の
日
本
人
た
る
習
慣
遺
伝
を
保
た
し
め
る
」

た
め
の
必
須
要
素
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
円
了
に
よ
る
「
日
本
宗
教
論
」
の
本
旨

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
日
本
宗
教
論
」
と
は
円
了
に
よ
る
「
日
本
（
人
）
論
」
な
の

で
あ
る
。

　

円
了
は
初
回
の
「
緒
言
」
で
、
次
の
よ
う
に
自
述
す
る
。

　
　

 「
両
三
年
以
来
不
幸
に
し
て
病
気
に
罹
り
一
旦
読
書
著
作
を
廃
」
す
る
ほ
ど
の

衰
弱
状
態
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
論
攷
の
執
筆
投
稿
を
決
意
し
た
の

は
、
政
教
社
「
創
業
の
一
人
に
加
」
わ
っ
た
者
の
責
任
と
し
て
、「
脳
海
の
全
力

を
竭
し
て
飽
く
ま
て
『
日
本
人
』
発
行
の
旨
趣
を
称
揚
し
」、
国
民
の
「
悉
く

同
意
同
賛
の
意
を
表
せ
し
め
ん
こ
と
を
熱
望
」
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

文
字
通
り
に
受
け
取
れ
ば
、
円
了
は
政
教
社
創
設
者
の
責
任
か
ら
、
ま
さ
に
不
惜

身
命
の
思
い
で
、一
般
社
会
へ
の
国
粋
主
義
普
及
の
た
め
に
筆
を
執
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
悲
愴
な
決
意
の
も
と
で
選
ば
れ
た
テ
ー
マ
が
宗
教
、
内
実
は
「
仏
教
改
良
」
で

あ
っ
た
。
で
は
、
国
粋
主
義
と
宗
教
─
─
な
か
ん
ず
く
仏
教
改
良
─
─
と
は
、
ど
の

よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
。
円
了
に
は
、
明
治
20
年
前
後
の
こ
の
国
の
あ
り
よ
う
に

関
わ
る
、
憂
慮
す
べ
き
二
つ
の
現
状
認
識
が
あ
っ
た
。

　

第
一
の
憂
い
は
、
国
粋
主
義
者
と
共
通
す
る
、
日
本
全
体
の
性
急
か
つ
手
放
し
の

西
洋
化
で
あ
る
。

　
　

 

日
本
人
を
し
て
其
形
を
西
洋
に
し
其
色
を
西
洋
に
し
其
耳
目
を
西
洋
に
し
其

脳
髄
を
西
洋
に
し
其
の
風
俗
宗
教
言
語
文
章
坐
作
進
退
に
至
る
ま
て
悉
く
之
を

西
洋
な
さ
し
め
ば

　

と
、
円
了
は
西
洋
を
連
打
し
て
、
次
の
よ
う
に
痛
罵
し
た
。

　
　

 

其
人
已
に
日
本
人
に
あ
ら
す
其
国
已
に
日
本
国
に
あ
ら
さ
る
へ
し

　

で
は
、
な
ぜ
日
本
が
日
本
で
な
く
な
る
よ
う
な
危
篤
的
事
態
に
陥
っ
た
の
か
、
円
了

は
視
線
を
反
転
さ
せ
「
日
本
（
人
）」
に
向
き
直
る
。

　
　

 「
日
本
人
の
日
本
人
た
る
所
以
の
も
の
之
を
分
析
す
る
に
〔
…
〕
宗
教
其
一
に

居
る
の
み
な
ら
ず
其
諸
成
分
中
の
主
元
素
な
る
や
疑
を
容
れ
」
な
い
。
さ
ら
に

は
、
古
来
日
本
の
宗
教
は
「
儒
仏
神
の
三
教
」
あ
る
も
の
の
、
就
中
「
多
数
の

人
民
を
薫
染
し
多
数
の
思
想
を
占
領
し
其
影
響
量
も
重
且
大
な
る
も
の
は
独
り

仏
教
」
で
あ
る
。「
故
に
仏
教
は
日
本
人
の
日
本
人
た
る
主
元
素
中
の
主
元
素
」

で
あ
り
、「
仏
教
を
護
持
拡
張
す
る
は
即
ち
日
本
人
を
し
て
日
本
人
た
ら
し
め

日
本
人
を
し
て
独
立
対
抗
せ
し
め
る
要
法
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

今
度
は
「
日
本
（
人
）」
を
連
呼
し
て
、
こ
の
国
に
お
け
る
宗
教
と
り
わ
け
日
本
人

の
精
神
に
根
差
し
た
仏
教
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
立
論
に
沿
っ
て
「
異
宗
教

（
キ
リ
ス
ト
教
）」
の
浸
入
を
防
ぐ
た
め
の
「
仏
教
改
良
」
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の

仏
教
の
改
良
と
は
、
単
に
一
宗
教
固
有
の
問
題
で
は
な
く
、
政
教
社
や
『
日
本
人
』
が

　

し
た
が
っ
て
、
指
弾
の
標
的
は
西
洋
の
文
明
・
文
化
で
も
西
洋
人
で
も
な
い
。
西
洋

文
明
を
ま
る
ご
と
鵜
呑
み
に
導
入
し
て
、こ
の
国
固
有
の
「
日
本
分
子
」
を
破
壊
し
よ
う

と
す
る
日
本
人
、
す
な
わ
ち
明
治
政
府
と
そ
の
追
従
者
な
の
で
あ
る
。

 （
３
）
志
賀
重
昂
の
国
粋
保
存
旨
義

　

国
粋
主
義
の
考
え
方
は
、
代
表
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
さ
れ
る
志
賀
重
昂
（
１
８
６
３

―

１
９
２
７
）
の
説
明
を
借
用
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　
　

・ 「
西
洋
の
開
化
と
雖
も
」
日
本
に
根
づ
か
な
い
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
は
認
め
る
。

　
　

・ 

し
か
し
、
そ
も
そ
も
風
土
気
候
の
違
う
と
こ
ろ
か
ら
移
植
し
た
以
上
、
当
然

「
園
丁
た
る
日
本
人
」
は
枯
死
し
な
い
よ
う
「
之
が
保
護
培
養
」
に
力
を
尽
く
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

　
　

・ 

そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
地
に
も
と
も
と
生
育
し
て
い
た
植
物
を
一
層
「
健
全

強
勁
」
に
し
、
こ
れ
と
「
兼
て
培
養
」
に
努
め
る
こ
と
が
、
よ
り
容
易
か
つ

有
効
な
方
法
で
は
な
い
か
。

　
　

・ 

西
洋
か
ら
移
植
し
た
木
に
、
も
と
も
と
日
本
に
あ
っ
た
の
と
同
様
の
成
長
を

望
む
な
ど
、
生
育
土
壌
す
な
わ
ち
「
日
本
の
風
土
と
天
候
と
を
〔
…
〕
西
洋

と
等
一
な
ら
し
め
」
な
け
れ
ば
、
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　

・ 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
大
事
業
を
、
現
在
の
我
々
の
手
で
成
し
遂
げ
よ
う
な
ど

は
「
特
に
至
艱
至
難
な
る
を
以
て
」、
推
奨
で
き
る
は
ず
が
な
い
。

　
　

・ 

か
り
に
可
能
だ
と
し
て
も
「
大
勢
力
を
費
用
す
る
」
こ
と
な
し
に
は
不
可
能

で
あ
る
。

　
　

・ 

そ
れ
よ
り
も
西
洋
の
開
化
（
文
化
・
文
明
）
を
「
転
用
し
て
日
本
の
国
粋
を

能
ふ
丈
け
及
ぶ
丈
成
長
発
育
せ
し
む
る
の
は
太
だ
経
済
的
」
な
の
で
あ
る
。

　

現
状
の
国
力
を
考
え
れ
ば
、
西
洋
文
明
を
そ
の
ま
ま
移
入
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ

を
日
本
化
し
て
導
入
し
、
国
粋
た
る
「
日
本
分
子
」
の
保
護
育
成
に
充
て
る
べ
き
。

こ
れ
が
─
─
こ
の
よ
う
な
西
洋
文
明
是
認
の
姿
勢
が
、
果
た
し
て
彼
ら
の
活
動
実
態

に
見
合
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
─
─
国
粋
主

義
者
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
彼
ら
の
「『
国
粋
保
存
』
の
大
旨
義
」
は
、「
彼
の
踏
舞
、
仮
装
舞
踏
会
」

等
の
「
鹿
鳴
館
」
に
代
表
さ
れ
る
表
面
的
な
欧
化
主
義
な
ど
、
相
手
に
し
て
は
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
「
日
本
在
来
の
旧
分
子
を
悉
皆
打
破
し
、
泰
西
の
新
分
子
を
以
て

之
と
交
換
す
る
」
も
の
を
「
日
本
分
子
打
破
説
」
と
し
て
非
難
す
る
の
と
同
様
に
、

「
虚
飾
是
れ
本
領
と
す
る
壮
宏
華
麗
な
る
建
築
物
を
新
造
し
、〔
…
〕
踏
舞
を
勉
強
し
、

仮
装
舞
会
を
奨
励
す
る
て
ふ
策
略
」
を
「
塗
抹
旨
義
」
と
呼
ん
で
真
っ
向
か
ら
否
定

す
る
以
上
、
結
果
と
し
て
、
井
上
馨
ら
の
─
─
迎
合
的
で
国
辱
的
な
─
─
開
化
政
策

に
よ
る
条
約
改
正
に
は
、
断
固
と
し
て
反
対
の
立
場
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
が
国
粋
主
義
を
標
榜
す
る
政
教
社
同
人
の
基
本
ス
タ
ン
ス
で
あ
り
、
機
関
紙

『
日
本
人
』
の
思
想
基
調
で
あ
っ
た
。

　

円
了
は
、
そ
の
よ
う
な
政
教
社
を
創
設
し
た
中
心
メ
ン
バ
ー
─
─
「
政
教
社
」
と

い
う
組
織
の
名
付
け
親
と
さ
れ
る
─
─
で
あ
り
、
初
期
『
日
本
人
』
の
主
要
執
筆
者

の
一
人
で
あ
っ
た
。
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『
仏
教
活
論
序
論
』
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
以
前
の
『
真
理
金
針
』
以
来
、
円
了
が
叫
び

続
け
て
き
た
こ
と
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
『
仏
教
活
論
序
論
』
も
そ
の
実
質
内
容
は

『
真
理
金
針
』
の
後
追
い
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、「
日
本
宗
教
論
」
で
は
、
従
来
と
同
じ

内
容
の
繰
り
返
し
が
予
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
論
「（
其
一
）」
で
も
、「
読
者

若
し
其
一
二
節
を
読
み
て
直
ち
に
批
評
を
下
す
と
き
は
、
或
は
此
論
の
真
に
愛
国
の

衷
情
に
出
つ
る
や
否
を
疑
ふ
者
あ
る
べ
し
、
故
に
余
か
読
者
に
切
に
望
む
所
は
全
論

を
読
下
し
て
後
公
平
の
批
評
を
与
へ
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
余
が

〔
…
〕
別
し
て
仏
教
を
主
眼
と
し
て
論
ず
る
〔
…
〕
其
理
由
は
本
論
の
結
末
に
至
り
て

見
る
へ
し
」
と
、
事
前
に
結
論
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　

だ
が
、「
本
論
の
結
末
」
が
従
来
ど
お
り
に
確
定
し
て
い
る
な
ら
、
な
ぜ
紙
数
だ
け

を
費
や
し
て
、
僧
侶
の
堕
落
や
仏
教
頽
廃
な
ど
の
周
縁
を
う
ろ
つ
き
、
一
丁
目
一
番
地

の
「
仏
教
改
良
」
の
本
丸
に
切
り
込
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
か
。

　

本
論
「（
其
一
）」
の
冒
頭
に
、
次
の
─
─
喉
に
刺
さ
る
小
骨
の
よ
う
な
─
─
一
文

が
置
か
れ
て
い
る
。

　
　

 

余
が
日
本
宗
教
論
は
全
く
国
家
の
独
立
、
即
ち
本
誌
編
輯
人
志
賀
君
の
所
謂

『
国
粋
保
存
旨
義
』
に
本
た
る
者

　

円
了
は
国
粋
主
義
を
標
榜
す
る
政
教
社
の
創
設
メ
ン
バ
ー
で
、『
日
本
人
』
は
そ
の

政
教
社
の
機
関
紙
で
あ
る
。
円
了
の
評
論
が
「
志
賀
君
の
所
謂
『
国
粋
保
存
旨
義
』」

に
基
づ
く
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
だ
が
「
日
本
宗
教
論
」
が
前
提
と
す
る
キ
リ
ス
ト

教
否
定
は
、
国
粋
主
義
の
主
張
に
従
っ
た
内
容
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
粋
主
義

す
な
わ
ち
「
国
粋
（
保
存
）
旨
義
」
に
照
ら
せ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
異
宗
教
」
と

い
う
理
由
や
、
仏
教
の
教
義
に
「
劣
る
」
と
い
う
理
由
で
は
、
排
除
で
き
な
い
対
象

の
は
ず
だ
。

　

円
了
が
右
記
一
文
で
挙
げ
た
「
本
誌
編
輯
人
志
賀
君
」
す
な
わ
ち
志
賀
重
昂
は
、

「
日
本
国
裡
の
基
督
教
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
教
団
関
係
者
や
教
団
経
営
を
厳
し
く

批
判
す
る
一
方
で
、
逆
に
「
基
督
教
を
輸
入
せ
ん
こ
と
を
奨
説
」
さ
え
し
て
い
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
化
は
可
能
で
あ
り
、
か
つ
「
日
本
の
開
化
」
に
と
っ
て
有
意
義

だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
国
粋
主
義
の
基
本
姿
勢
だ
と
す
れ
ば
、
円
了

の
「
日
本
宗
教
論
」
は
、「
志
賀
君
の
所
謂
『
国
粋
保
存
旨
義
』
本
づ
く
」
も
の
で
は
、

全
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
国
粋
主
義
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
内
容
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
国
粋
主
義
に
基
づ
け
ば
、
最
も
重
要
か
つ
先
行
す
べ
き
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
の

キ
リ
ス
ト
教
否
定
は
も
ち
ろ
ん
、
教
義
の
検
証
の
前
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
西
洋
の

優
れ
た
文
化
・
文
明
を
伴
う
」
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
日
本
文
化
を
高
め
る

機
能
を
有
す
る
か
否
か
の
論
証
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。打
ち
明
け
て
言
え
ば
、

『
真
理
金
針
』
か
ら
『
仏
教
活
論
序
論
』
に
引
き
継
が
れ
た
円
了
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判

に
、
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
た
の
が
、
ま
さ
に
そ
の
観
点
で
あ
っ
た
。

　

円
了
は
「
日
本
宗
教
論
」
を
展
開
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
日
本
宗
教
論
の

ロ
ジ
ッ
ク
で
は
「
国
家
の
独
立
」
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
─
─

「
所
謂
『
国
粋
保
存
旨
義
』
に
本
」
づ
く
限
り
に
お
い
て
は
─
─
。
つ
ま
り
、
円
了
の

思
想
は
、
政
教
社
結
成
の
初
期
段
階
か
ら
国
粋
主
義
に
─
─
完
全
に
は
─
─
同
調

し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
で
は
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
た
の
か
。

 （
６
）
志
賀
の
「
分
子
」
と
円
了
の
「
ら
し
さ
」

　

志
賀
ら
の
国
粋
主
義
に
は
、
日
本
的
要
素
─
─
「
日
本
分
子
」
─
─
が
実
体
物
と

し
て
存
在
し
て
い
た
。
国
粋
主
義
で
は
、
日
本
的
な
「
方
法
」
や
「
型
」、
日
本
化
の

「
基
準
」
も
日
本
文
化
の
内
に
含
め
る
が
、
こ
れ
ら
無
形
物
に
も
「
日
本
分
子
」
が

内
在
す
る
。
そ
も
そ
も
「
旧
分
子
〔
…
の
…
〕
打
破
」・「
新
分
子
〔
…
〕
と
交
換
」・

テ
ー
ゼ
と
し
て
主
張
す
る
、「
日
本
人
を
し
て
永
く
日
本
人
た
ら
し
め
ん
」
た
め
に
、

「
日
本
人
た
る
精
神
思
想
を
存
し
日
本
人
の
日
本
人
た
る
習
慣
遺
伝
を
保
た
し
め
る
」

た
め
の
必
須
要
素
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
円
了
に
よ
る
「
日
本
宗
教
論
」

の
本
旨
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
国
の
憂
う
る
べ
き
第
二
の
状
況
は
、
仏
教
界
の
不
甲
斐
な
さ
で
あ
っ
た
。

　
　

 「
仏
教
の
仏
教
た
る
全
流
は
独
り
日
本
」
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
か
つ
「
其
原
理
よ
く

哲
理
の
寸
尺
に
合
し
其
立
論
よ
り
智
者
の
度
量
に
適
す
る
」
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
今
日
の
事
情
耶
蘇
教
は
旭
日
将
に
天
に
昇
ら
ん
と
す
る
の
勢
あ
り
仏
教
は
残
月

将
に
光
を
失
は
ん
と
」
し
て
い
る
。

　

円
了
は
仏
教
界
（
僧
侶
た
ち
）
に
奮
起
を
促
し
、
異
教
の
国
内
侵
入
を
阻
止
す
る

ば
か
り
か
、
反
転
攻
勢
に
よ
っ
て
全
地
球
を
仏
教
化
せ
よ
と
檄
を
飛
ば
す
。

　
　

 

現
在
十
万
の
僧
侶
を
し
て
悉
く
志
を
立
て
力
を
致
し
て
各
一
日
に
一
人
を
化
せ

し
む
る
と
き
は
二
十
八
年
間
に
は
全
く
一
地
球
を
し
て
仏
教
国
と
な
さ
し
む

へ
き
道
理
に
あ
ら
す
や

　

円
了
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
机
上
空
論
的
な
比
喩
で
は
な
い
。「
此
僧
侶
を
し
て
奮
然

其
志
を
立
て
其
力
を
致
さ
し
む
る
に
は
亦
必
す
然
る
へ
き
方
法
な
か
る
へ
か
ら
す
」

と
言
葉
を
つ
な
ぎ
、
次
の
よ
う
に
「
緒
言
」
を
結
ん
だ
。

　
　

 

是
よ
り
号
を
追
ふ
て
僧
侶
活
用
仏
教
改
良
の
方
法
を
論
せ
ん
と
欲
す
る
な
り

　

し
か
し
、
こ
の
約
束
は
─
─
少
な
く
と
も
『
日
本
人
』
誌
上
に
お
い
て
は
─
─

果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
「
日
本
宗
教
論
」
は
、「
坐
な
か
ら
国

を
富
ま
す
の
秘
法
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
中
絶
し
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
決
し
て
「
僧
侶

活
用
仏
教
改
良
の
方
法
」
を
論
じ
る
暇
（
い
と
ま
）
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
日
本
宗
教
論
」
は
１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
年
４
月
（『
日
本
人
』
第
１
号
）
の

「
緒
言
」
に
続
き
、
本
論
は
９
月
の
第
12
号
ま
で
、
５
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。

相
当
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
費
や
さ
れ
な
が
ら
、
具
体
的
な
「
僧
侶
」
の
活
用
も
「
仏
教

改
良
」
の
方
法
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。
終
始
一
貫
、
有
形
無
形
の
日
本

の
事
物
が
こ
と
ご
と
く
西
洋
化
し
て
い
く
こ
と
へ
の
怨
嗟
混
じ
り
の
懸
念
と
憂
い
、

そ
し
て
日
本
人
の
精
神
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
る
仏
教
改
良
の
「
必
要
性
」
─
─
だ
け

─
─
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
緒
言
」
で
提
起
さ
れ
た
問
題
意
識
と
批
判
対
象

と
が
重
畳
的
に
反
復
さ
れ
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
─
─
水
平
的
に
─
─
拡
張
さ
れ
て

い
く
だ
け
な
の
だ
。

　
「
日
本
宗
教
論
」
は
、
な
ぜ
核
心
に
向
か
っ
て
─
─
立
体
的
に
─
─
組
み
上
が
っ
て

行
か
な
か
っ
た
の
か
。

 （
５
）
躊
躇
い
が
ち
な
「
宗
教
論
」

　
「
日
本
宗
教
論
」
の
批
判
の
矛
先
は
、
ま
ず
仏
教
界
（
僧
侶
）
の
頽
落
に
向
け
ら
れ
、

こ
れ
が
「
僧
侶
活
用
仏
教
改
良
の
方
案
」
に
直
結
し
て
、「
仏
教
改
良
」
の
目
的
で

あ
る
異
教
の
浸
入
阻
止
へ
と
「
本
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、「
緒
言
」
に

奇
妙
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　

 

余
嘗
て
仏
教
活
論
を
著
し
其
序
論
中
に
〔
…
〕
仏
教
は
学
理
に
合
し
開
明
に

適
す
る
古
今
不
二
東
西
無
比
の
法
に
し
て
他
日
耶
蘇
教
に
代
り
て
宗
教
界
の

占
領
す
る
も
の
亦
此
仏
教
に
外
な
ら
さ
る
べ
し

　
「
日
本
宗
教
論
」
の
議
論
は
、
前
年
の
『
仏
教
活
論
序
論
』
で
決
着
済
み
だ
と
告
げ
て

い
る
。

　

引
用
に
見
ら
れ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
耶
蘇
教
（
異
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
）
否
定
は
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ゆ
え
ん
」
が
雄
大
な
自
然
や
地
勢
、
環
境
に
あ
り
、
こ
れ
が
米
国
人
の
「
気
風
」
を

形
成
し
た
と
気
付
い
た
円
了
は
、
日
本
人
の
「
気
風
」
の
元
も
「
宗
教
＝
仏
教
」
以
上

に
、「
富
士
〔
山
〕」
等
の
「
日
本
ら
し
さ
」
に
あ
り
、
日
本
人
自
ら
の
覚
醒
は
、
日
本

に
内
在
す
る
「
日
本
分
子
」
と
い
っ
た
よ
う
な
実
体
的
な
何
か
の
働
き
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
他
者
─
─
外
国
人
─
─
の
ま
な
ざ
し
に
逆
照
射
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
あ
る
い
は

他
者
と
の
出
会
い
や
交
わ
り
の
中
か
ら
「
日
本
」
が
自
ず
と
「
発
現
」
し
て
く
る
、

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
心
境
変
化
を
同
伴
し
て
、
大
西
洋
の
船
上
同
乗
し
て
い
た
「
友
人
」
の
言
葉
に

刺
激
さ
れ
、「
宗
教
論
」
で
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
円
了
の
「
日
本
（
人
）
論
」
は
、

「
観
光
論
」
と
し
て
再
編
集
さ
れ
て
い
っ
た
。
観
光
は
主
体
者
（
観
光
者
）
の
「
体
験
」

に
よ
っ
て
─
─
の
み
─
─
成
立
し
、
あ
ら
か
じ
め
観
光
資
源
や
観
光
商
品
が
存
在

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
観
光
も
ま
た
─
─
本
来
─
─
人
と
人
・
事
物
と
の
出
会
い

に
よ
っ
て
偶
発
的
に
生
じ
る
体
験
の
価
値
で
あ
り
、
そ
の
体
験
の
あ
り
方
が
円
了
の

可
能
的
な
「
日
本
」
と
一
致
し
た
の
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
円
了
の
自
覚
と
し
て
は
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
は
先
行
の
「
宗
教
論
」

と
つ
な
が
っ
て
い
た
。「
日
本
（
人
）
論
」
で
な
け
れ
ば
、「
仏
教
を
主
眼
と
し
て

論
じ
る
〔
…
〕
其
理
由
は
本
論
の
結
末
に
至
り
て
見
る
べ
し
」
と
、
す
で
に
結
論
が

用
意
さ
れ
て
い
た
と
覚
し
き
「
宗
教
論
」
を
簡
単
に
中
絶
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
同
一

テ
ー
マ
の
─
─
古
い
評
論
な
れ
ば
こ
そ
、「
日
本
宗
教
論
」
は
退
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
だ
。

　

仏
教
が
「
日
本
」
出
現
の
一
助
と
な
る
元
素
と
し
て
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
明
治
21
年
の
外
遊
を
契
機
に
、
円
了
の
「
日
本
」
探
索
は
、
そ
れ
ま
で
の
内
面

一
途
か
ら
、
内
と
外
と
を
一
体
化
し
、
そ
の
表
裏
の
合
わ
せ
目
に
向
か
っ
た
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
他
者
の
視
線
・
視
角
が
導
入
さ
れ
て
、「
日
本
」
の
元
素
の
所
在

が
、
そ
れ
ま
で
の
「
個
物
」
の
内
部
か
ら
、
個
物
が
触
れ
合
う
「
場
」
な
い
し
「
機
会
」

へ
と
次
元
が
移
っ
た
の
だ
。「
宗
教
論
」
で
主
語
（
主
格
）
扱
い
で
追
究
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
た
「
宗
教
（
仏
教
）」
は
、「
観
光
論
」
に
基
点
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
験

価
値
を
生
む
述
語
（
方
法
）
の
一
つ
と
し
て
再
配
置
さ
れ
、
自
己
と
他
者
の
出
会
う

「
対
象
」
と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、「
日
本
」
は
理
屈
や
理
論
で
教
え
諭
す
も
の
か
ら
、
体
験
に
よ
る
自
覚

を
促
す
も
の
と
な
り
、
結
果
と
し
て
後
続
の
「
日
本
（
人
）」
の
探
求
は
、「
論
」
で
は

な
く
「
秘
法
」
の
惹
句
で
通
俗
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
の
最
初
の
外
遊
は
、
円
了
に
「
国
内
」
一
途
の
偏
狭
な

国
粋
主
義
と
訣
別
さ
せ
、「
宇
宙
主
義U

niversalism

」
と
表
裏
一
体
の
「
日
本
主
義

N
ationalism

」
に
向
か
わ
せ
る
分
岐
点
と
な
っ
た
。
そ
の
旅
上
で
構
想
さ
れ
た
「
坐

な
が
ら
富
国
論
」、
す
な
わ
ち
「
坐
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」
は
、
円
了

の
思
想
性
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
「
宗
教
論
」
を
後
継
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
併
せ
れ
ば
、
円
了
が
提
起
す
る
国
家
経
済
戦
略
で
あ
る
以
上
に
、「
日
本
宗
教

論
」
に
代
わ
る
円
了
─
─
渾
身
の
─
─
「
日
本
（
人
）
論
」、
す
な
わ
ち
明
治
中
期

に
お
け
る
日
本
（
人
）
の
あ
る
べ
き
進
路
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

 

（
以
下
、
次
号
）

 

「
日
本
旧
分
子
〔
の
〕
維
持
」・「
塗
抹
」
の
語
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
国
粋
〔
の
〕

保
存
」と
い
う
発
想
じ
た
い
、
実
体
物
の
存
在
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。

日
本
分
子
な
く
し
て
、
国
粋
（
保
存
）
主
義
は
、
語
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
円
了
の
「
日
本
宗
教
論
」
に
は
「
日
本
人
の
日
本
人
た
る
所
以
」
と
の
表
現

が
使
わ
れ
、「
日
本
人
を
し
て
日
本
た
ら
し
む
る
」
と
い
う
文
言
も
、
例
え
ば
次
の

よ
う
な
か
た
ち
で
頻
出
す
る
。

　
　

 

仏
教
の
維
持
拡
張
す
る
は
啻
に
日
本
人
を
し
て
日
本
人
た
ら
し
む
る
の
一
助
と

な
る

　

留
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
「
日
本
人
た
ら
し
む
る
」
実
体
物
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
だ
。「
日
本
人
た
ら
し
む
る
」
以
前
に
「
日
本
人
」
が
存
在
し
て
い
る
。「
日
本
人

の
日
本
人
た
る
所
以
」
と
い
う
表
現
に
も
、「
日
本
（
人
）
ら
し
さ
」
が
問
わ
れ
る
先

に
「
日
本
（
人
）
ら
し
さ
」
の
可
能
性
を
持
つ
「
日
本
人
」
が
、
事
前
に
存
在
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
円
了
の
「
日
本
」
と
は
、「
日
本
分
子
」
と
は
違
い
─
─
例
え
ば
、

葡
萄
の
「
種
」
の
よ
う
に
─
─
取
り
出
せ
る
実
体
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
打
破
も
交
換
も
、
そ
れ
じ
た
い
の
維
持
も
で
き
な
い
。

　

で
は
、
円
了
の
言
う
「
日
本
人
ら
し
い
日
本
人
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成

さ
れ
る
の
か
。
日
本
人
た
ら
し
め
る
実
体
物
（「
日
本
分
子
」）
が
存
在
し
な
い
以
上
、

「
成
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
出
現
し
得
な
い
。
他
者
と
の
間
─
─
ま
た
は
自
己

の
中
─
─
に
、「
日
本
（
人
）」
と
し
て
の
自
覚
と
認
識
が
生
じ
た
と
き
、
は
じ
め
て

─
─
日
本
人
に
の
み
─
─
可
能
的
に
立
ち
現
れ
る
類
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
仏
教
は
日
本
人
の
日
本
人
た
る
主
元
素
」
と
の
表
現
も
、「
仏
教
＝
日
本
分
子
」

と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
仏
教
は
「
日
本
（
人
）
ら
し
さ
」
の
出
現
可
能
性
を
開
く

「
一
助
」
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
手
段
と
し
て
実
質
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
─
─

「
分
子
」
で
は
な
く
─
─
「
元
素
」
と
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
あ
た
り
、
政
教
社
創
設
の
当
初
段
階
か
ら
円
了
と
志
賀
ら
同
人
た
ち
と
の
歩
調

に
、
微
妙
な
─
─
し
か
し
確
固
と
し
た
─
─
乖
離
が
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
と
思
わ

れ
る
。
か
り
に
円
了
が
国
粋
主
義
に
立
っ
て
い
た
な
ら
、「
日
本
分
子
」
と
い
う
明
快

で
便
利
な
タ
ー
ム
を
使
用
し
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
こ
の
語
を
回
避
し
て
い
た
こ
と

が
、
円
了
と
国
粋
主
義
者
た
ち
と
の
間
に
距
離
が
あ
っ
た
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
円
了
自
身
、
早
い
段
階
で
国
粋
主
義
と
の
思
想
の
差
異
を
明
確
に
意
識

で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
生
活
経
験
が
国
内
に
限
ら
れ
て
い
た

「
日
本
宗
教
論
」
執
筆
時
に
は
、
そ
の
「
日
本
（
人
）
ら
し
さ
」
を
開
く
手
段
と
し
て

の
「
元
素
」
は
、
国
内
に
求
め
る
し
か
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
専
門
領
域
の
─
─

し
た
が
っ
て
限
界
も
熟
知
し
て
い
る
─
─「
仏
教
」に
縋
る
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

仏
教
以
上
に
有
効
な「
元
素
」が
見
つ
か
れ
ば
、
こ
れ
に
拘
泥
す
る
理
由
は
毫
も
な
い
。

円
了
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
「
日
本
（
人
）
ら
し
さ
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

明
治
21
年
６
月
こ
ろ
、
円
了
は
外
遊
の
旅
先
で
、「
そ
れ
」
を
発
見
し
た
の
だ
。

「
そ
れ
」
が
、
志
賀
の
「
日
本
分
子
」
の
よ
う
に
実
体
物
な
ら
日
本
の
内
部
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
実
体
物
で
な
い
か
ら
こ
そ
、「
そ
れ
」
を
日
本
の
外
側
で
発
見
で
き
、

「
一
助
」
の
「
元
素
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
簡
単
に
「
そ
れ
」
─
─
す
な
わ
ち
「
観
光
」

─
─
を
仏
教
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

 （
７
）
円
了
渾
身
の
「
日
（
人
）
本
論
」

　
「
日
本
宗
教
論
」
の
執
筆
時
点
で
は
、
出
現
さ
せ
る
「
一
助
」
の
手
段
を
日
本
の

「
内
部
＝
仏
教
」
に
求
め
て
い
た
が
、
初
の
海
外
旅
行
に
よ
っ
て
円
了
の
視
線
は

「
外
部
」
に
向
け
ら
れ
た
。
米
国
滞
在
の
後
半
「
米
国
の
駸
々
と
し
て
文
明
に
す
す
む
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や
皇
国
思
想
が
、
産
み
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の「
日
本
分
子
」は
、戦
前
思
想
・
行
為
の
否
定
だ
け
で
は
駆
除
で
き
な
か
っ
た
。

戦
後
も
し
ぶ
と
く
生
き
残
り
、
半
世
紀
を
経
た
「
バ
ブ
ル
経
済
」
の
時
代
、「
観
光

＝
国
の
光
を
観
（
し
め
）
す
」
論
は
、
国
策
で
あ
る
「
リ
ゾ
ー
ト
開
発
」
に
沸
き

立
つ
歓
声
で
甦
っ
た
。
郷
土
破
壊
と
濡
れ
手
に
粟
の
金
儲
け
を
正
統
（
当
）
化
す
る

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
。

　

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
四
半
世
紀
を
経
た
今
日
も
ま
た
、
国
家
的
イ
ベ
ン
ト
や
外
客

誘
致
政
策
へ
の
嬌
声
、
そ
し
て
Ｉ
Ｒ
と
い
う
麗
句
で
美
化
さ
れ
た
遊
興
賭
博
場

─
─
日
本
の
伝
統
的
な
倫
理
用
語
で
は
「
悪
所
」
─
─
へ
の
熱
望
で
、
再
び
こ
の

「
怪
物
」
は
目
を
覚
ま
そ
う
と
し
て
い
る
。

 （
３
）
明
治
21
年
の
国
際
リ
ゾ
ー
ト
開
発
構
想

　

一
般
に
リ
ゾ
ー
ト
（resort, resortir

）
の
語
は
行
楽
地
・
保
養
地
を
指
し
、
円
了

の
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
は
、
約
言
す
れ
ば
、
日
本
を
外
国
人
の
「
リ
ゾ
ー
ト
」

と
し
て
整
備
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
文
字
と
お
り
、「
明
治
21
年
の

国
際
リ
ゾ
ー
ト
開
発
構
想
」
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
リ
ゾ
ー
ト
に
は
「
止
む
を
得
ず
採
る
最
後
の
手
段
」
と
い
う
、
も
う
一
つ

の
意
味
が
あ
る
。
円
了
に
と
っ
て
強
兵
・
殖
産
興
業
・
海
外
雄
飛
な
ど
は
、
荷
の

重
す
ぎ
る
国
富
策
に
映
っ
て
い
た
の
だ
。

　
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
は
、
こ
の
国
の
実
力
に
見
合
っ
た
、
円
了
苦
肉
の
、
明
治

21
年
の
も
う
一
つ
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
構
想
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

 

（
以
上
）

【
主
要
引
用
参
考
文
献
】

　

１
． 

井
上
円
了
「
坐
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」『
日
本
人
』
第
16
、
17
、
20
号
（
明
治
21
年
、

政
教
社
）
引
用
元
：
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
会
第
三
部
会
編
『
井
上
円
了
研
究
（
資
料
集 

第

１
冊
）』（
１
９
８
１
）

　

２
． 

井
上
円
了
「
日
本
宗
教
論
」『
日
本
人
』
第
１
、４
、６
、７
、８
、
12 

号
（
同
上
）
引
用
元
：
同
上

　

３
． 

井
上
円
了
『
欧
米
各
国 

政
教
日
記 

上
篇
』（
１
８
８
９
）
哲
学
書
院

　

４
． 

志
賀
冨
士
男
編
『
志
賀
重
昂
全
集 

第
壱
巻
』（
１
９
２
８
）
志
賀
重
昂
全
集
刊
行
会

附　

記

　

本
稿
の
趣
旨
か
ら
は
少
々
離
れ
、
蛇
足
気
味
な
が
ら
、
最
後
に
次
の
こ
と
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　

 

円
了
は
な
ぜ
、
志
賀
ら
の
国
粋
主
義
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

　

ど
う
や
ら
「
坐
な
か
ら
」
の
訓（
よ
）み
と
「
日
本
分
子
」
が
関
わ
っ
て
い
そ
う
だ
。

 （
１
）「
坐
な
が
ら
」
の
訓
み
と
意
味

　
『
日
本
書
紀
』「
巻
第
三
」
に
、
神
武
天
皇
が
武
器
を
使
わ
ず
「
天
下
を
居
な
が
ら

に
平
ら
げ
る
」と
宣
せ
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。「
坐
平
天
下
」と
記
さ
れ
て「
坐（
い
）

な
が
ら
天
の
下
を
平
け
む
」
と
読
み
下
さ
れ
る
。「
坐
」
の
語
は
日
常
的
で
平
和
な

状
態
を
表
し
、
戦
闘
・
競
争
的
な
「
威
（
い
き
ほ
ひ
て
）」
と
対
比
さ
れ
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。

　

円
了
が
否
定
し
た
政
府
主
導
の
国
富
策
─
─
強
兵
・
製
産
・
貿
易
・
出
稼
─
─

は
、
い
ず
れ
も
西
洋
諸
国
と
の
競
争
や
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
を
不
可
避
と
す
る
。
自
国

内
の
風
致
文
物
を
自
国
内
で
活
用
す
る
国
際
観
光
政
策
だ
け
が
、
平
和
的
な
「
坐

（
い
）
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
せ
る
」
方
法
で
あ
っ
た
。
円
了
は
「
来
遊
外
国
人
」

を
「
一
助
」
と
し
た
日
本
（
人
）
の
自
覚
こ
そ
、
至
上
の
「
国
の
富
」
と
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

 （
２
）「
日
本
分
子
」
の
跋
扈

　
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
が
、「
官
＝
中
央
」
で
は
な
く
「
民
＝
地
方
」
主
導
の
展
開

を
意
図
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　

観
光
は
「
国
策
」
に
便
乗
す
る
と
変
質
す
る
。
そ
の
事
実
は
、
喜
賓
会
か
ら

鉄
道
省
国
際
観
光
局
に
至
る
、
こ
の
国
の
戦
前
観
光
政
策
の
「
官
業
化
」
が
、
如
実

に
示
し
て
い
る
。

　

紀
元
２
６
０
０
年
を
迎
え
た
１
９
４
０
年
（
昭
和
15
）
こ
ろ
、
鉄
道
省
国
際

観
光
局
は
「
観
光
資
源
」
と
い
う
─
─
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
─
─

奇
怪
な
行
政
用
語
を
捏
造
し
、「
観
光
開
発
」
に
猛
（
妄
）
進
し
た
。
観
光
の
「
資
源
」

を
「
開
発
」
す
る
、
そ
の
正
統
性
を
保
証
し
た
の
が
『
易
経
』
の
「
観
光
＝
国
の

光
を
観
（
み
）
る
」
を
真
逆
に
転
倒
さ
せ
た
─
─
意
図
的
な
─
─
誤
読
、「
観
光

＝
国
の
光
を
観
（
し
め
）
す
」
と
い
う
、
国
粋
保
存
旨
義
に
お
け
る
「
日
本
分
子
」

の
ご
と
き
「
観
光
＝
実
体
」
論
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

　

国
際
観
光
局
は
手
当
た
り
次
第
に
観
光
の
「
日
本
分
子
」
を
移
植
し
て
、
観
光

主
体
者
不
在
の
「
観
光
資
源
」
を
乱
開
発
し
て
い
っ
た
。
終
に
は
皇
軍
の
戦
果
を
も

「
観
光
」
に
組
み
入
れ
て
宣
伝
す
る
に
至
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
戦
前
観
光
政
策
は

自
壊
し
た
。

　

だ
が
、
こ
れ
は
観
光
（
行
政
）
分
野
の
み
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の

時
期
、
芸
術
も
思
想
も
文
化
も
ス
ポ
ー
ツ
も
、
宗
教
さ
え
も
、
こ
の
国
の
社
会
要
素

が
一
斉
に
「
日
本
分
子
」
を
実
体
化
さ
せ
た
。
国
家
権
力
の
強
要
以
前
に
、
自
ら

進
ん
で
─
─
先
を
競
っ
て
─
─
国
策
に
便
乗
し
、
個
々
の
「
日
本
分
子
」
を
撒
き

散
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
異
常
現
象
」
は
、
当
時
の
皇
国
思
想
を
母
胎
に
生
じ
た
の
で
は
な
い
。

ま
っ
た
く
逆
に
、
国
粋
保
存
旨
義
が
民
か
ら
官
に
担
ぎ
手
を
替
え
た
た
め
に
、
そ
こ

か
ら
異
常
成
長
し
た
「
日
本
分
子
」
の
「
鬼
胎
」
と
し
て
、
極
度
な
日
本
至
上
主
義
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