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て
の
力
量
は
十
分
に
示
さ
れ
た
。
今
後
は
そ
の
成
果
を
さ
ら
に
内
破
し
て
、

必
ず
し
も
学
説
史
の
枠
内
に
還
元
さ
れ
な
い
著
者
な
ら
で
は
の
「
戒
律
の

近
代
」
研
究
が
切
り
拓
か
れ
て
い
く
こ
と
を
、
同
じ
分
野
に
学
ぶ
一
読
者

と
し
て
楽
し
み
に
し
た
い
。

�

（
東
北
大
学
Ｇ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
フ
ェ
ロ
ー
）

福
島
栄
寿
著

『
近
代
日
本
の
国
家
と
浄
土
真
宗

─
戦
争
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

（
法
藏
館
・
二
〇
二
三
年
）

佐
々
木

　
政
文

本
書
の
概
要

　

本
書
は
、
著
者
の
福
島
栄
寿
氏
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で

に
発
表
し
た
日
本
近
代
仏
教
史
に
関
す
る
諸
論
考
を
一
書
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
（
以
下
、
本
書
評
に
お
い
て
単
に
「
仏
教
史
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
、

全
て
日
本
近
代
仏
教
史
を
指
す
こ
と
と
す
る
）。

　

最
初
に
、
各
章
の
概
要
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

序
章
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
仏
教
と
の
関
係
を
解
明
す
る

こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を

通
し
て
近
代
以
降
の
学
知
の
自
明
性
を
問
い
直
す
、
と
い
う
著
者
の
基
本

的
姿
勢
が
示
さ
れ
る
。

　

第
一
章
「〈
近
代
仏
教
〉
再
考

─
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
と
「
鎌
倉

新
仏
教
」
論
」
で
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
後
期
ま
で
の
「
新
仏
教
」

「
旧
仏
教
」
論
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
前
提
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今

日
の
仏
教
史
研
究
が
依
拠
し
て
い
る
〈
近
代
仏
教
〉
も
し
く
は
「
日
本
近

代
仏
教
史
」
と
い
う
認
識
の
枠
組
み
は
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
登
場
し
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た
「
鎌
倉
新
仏
教
」
論
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　

第
二
章
「
甦
る
清
沢
満
之
」
で
は
、
哲
学
者
と
し
て
の
清
沢
満
之
の
イ

メ
ー
ジ
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
が
、
清
沢
没
後
数
年
間
を
対
象
と
し

て
検
討
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
故
人
と
な
っ
た
清
沢
が
、
そ
の
弟
子
た
ち

に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
生
き
た
思
想
家
で
あ
る
か
の
よ
う
に
権
威
化
さ
れ

（
著
者
の
表
現
で
い
え
ば
「
甦
ら
せ
ら
れ
」）、
そ
の
後
に
繫
が
る
清
沢
像
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

第
三
章
「
仏
教
者
の
自
己
認
識
と
内
地
雑
居
論

─
日
本
人
論
・
日
本

文
化
論
の
視
点
を
手
が
か
り
に
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
脱
亜
論
」
的
な
ア

ジ
ア
認
識
が
近
代
日
本
の
仏
教
者
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
か
が
、
内
地
雑
居
論
を
題
材
と
し
て
検
討
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

仏
教
教
化
運
動
家
の
加
藤
咄
堂
の
議
論
は
、
世
界
を
「
西
洋
／
東
洋
」
に

二
分
す
る
世
界
観
（
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
）
を
も
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ

る
。

　

補
論
（
「
仏
教
者
と
「
報
徳
」

─
明
治
後
期
～
大
正
前
期
の
仏
教
界

の
動
向
と
関
連
し
て
」
で
は
、
国
家
主
義
的
な
思
想
傾
向
が
強
ま
っ
た
時

期
と
さ
れ
る
明
治
後
期
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
て
の
仏
教
界
の
動
向
と
し

て
、「
精
神
主
義
」
運
動
、「
戊
申
詔
書
」
の
発
布
、
三
教
会
同
の
開
催
な

ど
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

第
四
章
「
神
道
非
宗
教
論
を
め
ぐ
っ
て

─
せ
め
ぎ
あ
う
神
と
仏
」
で

は
、「
国
家
神
道
体
制
」
の
も
と
で
「
純
粋
」
な
「
信
仰
」
を
失
っ
た
と

さ
れ
る
真
宗
教
団
が
、
同
時
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
加
担
し
た
加
害
者
に
も
な

っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
近
代
の
教
団
は
、

神
道
非
宗
教
論
を
、
自
ら
の
宗
教
性
を
確
保
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
受

け
止
め
た
が
、
日
中
戦
争
期
に
は
神
道
が
「
超
宗
教
」
と
し
て
読
み
替
え

ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
真
宗
を
含
む
諸
宗
教
が
そ
れ
に
取
り
込
ま
れ
た
、

と
指
摘
さ
れ
る
。

　

第
五
章
「
真
宗
大
谷
派
と
戦
中
・
戦
後
史
」
で
は
、
戦
時
期
に
は
戦
争

に
協
力
し
た
真
宗
大
谷
派
教
団
が
、
戦
後
に
お
い
て
、
自
ら
の
戦
争
責
任

を
い
か
に
認
識
し
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
か
（
し
な
か
っ
た
の
か
）
が
検

討
さ
れ
る
。
同
教
団
内
で
は
戦
後
長
ら
く
戦
争
責
任
へ
の
自
覚
が
芽
生
え

な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
国
家
に
よ
る
戦
争
遂
行
の
哲
学
で
あ
っ
た
「
近

代
の
超
克
」
の
論
理
も
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

第
六
章
「
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
女
性
教
化

─
明
治
・
大
正
・
昭

和
・
平
成
の
教
説
を
た
ど
る
」
で
は
、
近
現
代
の
真
宗
大
谷
派
教
団
に
お

け
る
女
性
教
化
の
言
説
が
通
史
的
に
概
観
さ
れ
る
。
近
代
の
大
谷
派
に
お

け
る
女
性
教
化
は
良
妻
賢
母
主
義
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
男
女
同
権
や
女
性
救
済
が
説
か
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
既
存
の

女
性
観
を
相
対
化
す
る
と
い
う
意
識
は
一
貫
し
て
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

第
七
章
「
国
民
「
宗
教
」
の
創
出

─
暁
烏
敏
の
天
皇
「
生
仏
」
論
を

め
ぐ
っ
て
」
は
、
昭
和
戦
前
・
戦
時
期
に
暁
烏
敏
が
唱
え
た
神
仏
一
致
的

仏
教
論
の
な
か
に
、
彼
独
自
の
思
想
経
験
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
暁
烏
は
仏
教
的
世
界
観
に
よ
っ
て
記
紀
神
話
を
再
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
り
、
国
体
神
話
を
換
骨
奪
胎
し
、
既
成
の
宗
教
的
枠
組
み
を
超
越
し

た
新
た
な
国
民
「
宗
教
」
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
暁
烏
の
取
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り
組
み
は
仏
教
の
「
革
新
」
運
動
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
る
、
と
著
者

は
主
張
す
る
。

　

補
論
2
「
近
代
日
本
に
お
け
る
自
他
認
識

─
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

「
信
仰
」」
で
は
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
暁
烏
の
「
信
仰
」

に
関
わ
る
告
白
や
手
記
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
個
」
の
確
立
の
な
か
で
自

ら
の
「
自
我
」
を
解
体
し
よ
う
と
煩
悶
し
た
暁
烏
の
思
索
が
詳
細
に
紹
介

さ
れ
る
。

　

第
八
章
「
日
本
主
義
的
教
養
と
一
九
三
〇
年
代
の
仏
教
者

─
暁
烏
敏

と
記
紀
神
話
の
世
界
」
で
は
、
前
章
に
引
き
続
き
、
暁
烏
に
と
っ
て
の
記

紀
神
話
の
意
味
が
思
想
史
的
に
検
討
さ
れ
る
。
著
者
は
、
竹
内
洋
氏
・
佐

藤
卓
己
氏
ら
に
よ
る
「
日
本
主
義
的
教
養
」
論
を
引
用
し
つ
つ
、
日
本
主

義
的
教
養
の
書
と
の
接
触
を
通
し
て
国
学
的
世
界
観
を
受
容
し
た
人
物
と

し
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
暁
烏
を
理
解
す
る
。
こ
の
枠
組
み
の
も
と
、
聖

徳
太
子
や
親
鸞
の
思
想
の
な
か
に
「
日
本
精
神
」
を
見
出
し
て
い
っ
た
暁

烏
の
姿
が
描
か
れ
る
。

　

終
章
「
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
の
行
方

─
「
精
神
主
義
」
研
究
を
手

が
か
り
に
」
で
は
、
清
沢
ら
の
「
精
神
主
義
」
運
動
の
研
究
史
が
整
理
さ

れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
仏
教
史
研
究
の
領
域
に
お
い
て
歴
史
研
究
の
意
義

を
問
い
直
す
こ
と
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
る
。

本
書
の
成
果

　

本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
考
の
な
か
で
学
術
的
に
最
も
価
値
が
高
い
と

思
わ
れ
る
の
は
、
暁
烏
敏
の
思
想
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
第
七
章
・
第
八

章
、
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
る
議
論
を
行
っ
た
第
四
章
で
あ
る
。

　

従
来
の
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
、
暁
烏
の
思
想
は
、
真
宗
大
谷
派
教
団

の
戦
争
責
任
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

そ
の
原
因
は
、
暁
烏
と
い
う
人
物
が
、
清
沢
満
之
以
降
の
近
代
教
学
が
重

視
し
て
き
た
「
信
仰
」
の
「
純
粋
」
性
と
、
戦
時
期
の
教
団
が
示
し
た
天

皇
賛
美
・
戦
争
協
力
的
な
姿
勢
と
を
併
せ
も
つ
人
物
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

暁
烏
の
よ
う
な
近
代
教
学
の
受
容
者
が
「
信
仰
」
の
「
純
粋
」
性
を
突
き

詰
め
た
先
に
天
皇
賛
美
と
戦
争
協
力
が
存
在
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
究
極

の
と
こ
ろ
、
教
団
人
は
国
家
権
力
か
ら
の
独
立
性
を
も
ち
え
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
意
識

は
、
近
代
教
学
を
誤
解
・
歪
曲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
局
に
迎
合
し
た
人

物
と
し
て
暁
烏
を
捉
え
る
見
方
に
結
び
つ
き
や
す
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、「
教
団
の
戦
争
協
力
の
問
題
は
、
彼
一
人

の
言
動
を
断
罪
す
れ
ば
済
む
も
の
で
は
な
い
」（
七
頁
）
と
述
べ
、
な
ぜ

暁
烏
の
よ
う
な
戦
争
協
力
者
が
教
団
の
な
か
か
ら
生
じ
た
の
か
を
思
想
史

的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

　

そ
の
議
論
の
な
か
で
著
者
が
重
視
す
る
の
が
、
近
代
日
本
政
府
が
公
式

に
採
用
し
て
い
た
神
道
非
宗
教
説
で
あ
る
。
本
書
第
四
章
に
よ
る
と
、
神

道
非
宗
教
説
は
、
神
道
に
よ
る
国
民
教
化
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
大
正
期
に
は
真
宗
教
団
か
ら
の
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
。
し

か
し
同
時
に
、
真
宗
教
団
は
、
も
し
神
社
が
宗
教
で
は
な
い
の
だ
と
す
れ

ば
、
神
道
家
が
国
家
の
政
策
と
結
び
つ
い
て
宗
派
と
し
て
拡
張
し
て
い
る

状
況
は
お
か
し
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
つ
ま
り
、
神
道
非
宗
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教
説
は
、
真
宗
僧
侶
側
が
自
ら
の
「
宗
教
」
と
し
て
の
立
場
を
堅
持
す
る

た
め
の
拠
り
所
で
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
戦
時
期
に
な
る
と
神
道
の
役
割
が
「
超
宗
教
」
へ
と
拡
大

さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
真
宗
側
は
、
神
道
に
対
抗
で
き
る
だ
け
の

国
民
教
化
機
能
を
備
え
た
「
宗
教
」
と
し
て
の
実
質
を
獲
得
す
る
た
め
に
、

天
皇
賛
美
や
戦
争
協
力
と
い
っ
た
神
道
が
担
っ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、

仏
教
的
文
脈
か
ら
読
み
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
、
と
著
者
は
指

摘
す
る
。

　

本
書
第
七
章
・
第
八
章
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
神
道
に
対
す
る
思
想

的
な
「
抵
抗
」
を
表
し
た
の
が
、
戦
時
期
の
暁
烏
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
。

例
え
ば
、
神
仏
一
致
的
な
世
界
観
に
基
づ
い
て
、
天
皇
と
阿
弥
陀
如
来
と

は
等
質
で
あ
る
と
捉
え
た
暁
烏
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
の
一
九
四

三
年
に
は
、
日
本
に
よ
る
「
世
界
新
秩
序
建
設
」
の
た
め
の
戦
争
と
法
蔵

菩
薩
に
よ
る
「
極
楽
浄
土
の
建
立
」
の
誓
願
と
は
同
じ
意
味
を
も
つ
、
と

主
張
し
た
（
二
一
二
頁
）。
こ
う
し
た
暁
烏
の
主
張
は
、「
天
皇
の
権
威
を

神
道
か
ら
仏
教
の
側
に
奪
取
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
既
成
の
宗
教
的
枠
組
み

を
超
越
し
た
新
た
な
国
民
「
宗
教
」
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
思
い
」（
二

一
〇
頁
）
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
著
者
は
捉
え
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、
従
来
は
単
純
な
戦
争
責
任
論
の
文
脈
か
ら
扱
わ
れ
て

き
た
暁
烏
の
思
想
を
、
神
道
非
宗
教
説
と
い
う
、
近
代
日
本
の
教
化
政
策

の
根
幹
に
位
置
す
る
認
識
と
の
関
連
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
し
た
点
で
、

極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
後
述
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
真
宗

大
谷
派
の
教
団
史
研
究
と
い
う
性
格
を
も
つ
著
作
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か

で
も
一
部
、
日
本
近
代
史
全
体
の
構
造
を
捉
え
よ
う
と
す
る
議
論
が
な
さ

れ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

本
書
の
課
題

　

一
方
、
本
書
が
も
つ
最
大
の
欠
点
は
、
仏
教
史
・
真
宗
史
に
お
い
て
自

明
と
さ
れ
て
い
る
諸
認
識
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
個
々
の
題
材
を
取
り
上
げ
る
意
義
が
、
現
代
の
真
宗
大
谷

派
教
団
内
部
の
課
題
と
の
関
係
の
な
か
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史
研
究
と
し
て
の
視
野
の
狭
さ
が
生
じ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

確
か
に
、
著
者
は
、
現
在
の
人
文
諸
科
学
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
、

「
近
代
以
降
に
成
立
し
て
く
る
学
知
の
歴
史
性
に
着
目
し
、
学
知
そ
の
も

の
の
自
明
性
を
問
い
直
す
問
題
意
識
が
強
ま
っ
て
い
る
」（
三
頁
）
と
指

摘
し
、
そ
う
し
た
学
知
の
自
明
性
の
問
い
直
し
が
仏
教
史
研
究
に
お
い
て

も
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
問
題
意
識
は
、
近
年
の
仏
教
史
研

究
の
状
況
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
に
お
い
て
は
、
学
知
の
歴
史
的
相
対
化
と
い
う

問
題
意
識
が
、
現
代
の
大
谷
派
教
団
に
対
す
る
現
代
的
観
点
か
ら
の
批
判

に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
箇
所
が
多
数
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
五
章
で
は
、

教
団
が
自
己
の
戦
争
責
任
を
い
か
に
告
白
し
た
か
（
し
な
か
っ
た
か
）
が

検
討
さ
れ
た
う
え
で
、「
そ
も
そ
も
教
団
は
、
戦
中
と
戦
後
に
お
い
て
何

が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
法
主
制
か
ら
門
首
制
に
は
な
っ
た
が
、
寺
院

の
家
父
長
的
な
再
生
産
シ
ス
テ
ム
は
、
基
本
的
に
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
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い
」（
一
四
七
頁
）
と
い
う
、
教
団
の
保
守
的
体
質
に
対
す
る
批
判
が
な

さ
れ
る
。
こ
の
批
判
は
、
単
に
教
団
組
織
の
歴
史
的
特
徴
を
指
摘
す
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、「
昭
和
の
伝
統
仏
教
教
団
の
改
革
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た

真
宗
同
朋
会
運
動
そ
れ
自
体
が
、
は
た
し
て
今
後
、
何
を
課
題
と
し
て
い

け
ば
よ
い
の
か
」（
同
前
）
と
い
う
現
代
的
な
問
題
意
識
と
も
連
動
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
著
者
が
近
現
代
の
大
谷
派
教
団
の
否
定
的
な
側
面
を
指

摘
す
る
と
き
、
そ
れ
は
純
粋
に
歴
史
的
な
視
点
か
ら
の
総
括
で
は
な
く
、

将
来
の
教
団
改
革
に
対
す
る
期
待
が
込
め
ら
れ
た
現
代
的
批
判
と
な
っ
て

い
る
。

　

ま
た
、
近
代
大
谷
派
教
団
に
お
け
る
女
性
教
化
論
を
整
理
し
た
第
六
章

に
お
い
て
も
、
現
代
社
会
に
お
い
て
「
伝
統
的
な
根
強
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ

イ
ア
ス
が
か
か
っ
た
女
性
教
化
の
教
説
に
、
は
た
し
て
一
体
誰
が
、
心
か

ら
納
得
し
て
耳
を
傾
け
る
の
だ
ろ
う
か
」（
一
七
八
頁
）
と
、
現
代
の
教

団
の
保
守
的
な
性
差
認
識
へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、

「
女
性
た
ち
の
生
き
様
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
教
団
の
女
性
史
を
形

成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
男
女
平
等
参
画
に
よ
る
真
の
同
朋
会
運
動
は
、

ま
さ
に
、
こ
れ
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
一
七
九
頁
）

と
い
う
将
来
の
改
革
運
動
へ
の
期
待
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
、
各
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
が
、
現

代
の
大
谷
派
教
団
内
部
の
課
題
と
も
一
体
の
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
法
は
、
教
団
内
部
に
お
い
て
組
織
の
運
営
方
法

を
議
論
す
る
場
面
で
は
、
も
ち
ろ
ん
自
由
に
用
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
歴
史
研
究
と
い
う
、
社
会
全
体
に
開
か
れ
た
学
術
的
議
論
の
場
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
論
法
を
用
い
る
こ
と
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
評
者
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
歴
史
認
識
の
枠
組
み
が
現
代
の
教
団

内
部
の
動
向
に
強
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
歴
史
的
な
視

野
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
本
書
で
は
、
各
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
が
、
近
代
日
本

の
社
会
史
・
思
想
史
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
が
十

分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
多
い
。
例
え
ば
、
著
者
は
、
子
安
宣
邦

氏
が
「
戦
中
・
戦
後
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
時
代
と
し
て
捉
え
る
見
方
」

と
し
て
用
い
た
「
昭
和
近
代
」
と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
た
う
え
で
、

「
教
団
は
、
必
死
に
な
っ
て
「
昭
和
近
代
」
を
生
き
抜
い
て
き
た
。
し
か

し
教
団
は
、
い
ま
だ
に
終
焉
し
た
「
昭
和
近
代
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

な
か
を
、
生
き
喘
い
で
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
」（
一
四
七
頁
・
一

四
八
頁
）
と
す
る
。
し
か
し
、
戦
中
・
戦
後
と
い
う
一
続
き
の
時
代
の
経

験
を
今
な
お
完
全
に
克
服
し
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
終
戦
以
前
か
ら
存
在

し
た
諸
団
体
に
お
い
て
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
共
通
す
る
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
研
究
者
が
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
は
、

多
く
の
人
々
が
戦
中
・
戦
後
の
時
代
経
験
に
長
ら
く
拘
束
さ
れ
つ
づ
け
る

な
か
で
、
大
谷
派
教
団
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
特
質
を
有
し
て
い
た
の
か

を
、
他
の
諸
団
体
と
の
比
較
を
踏
ま
え
な
が
ら
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て

い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
す

る
答
え
が
本
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
教
団
は

「
昭
和
近
代
」
を
「
生
き
喘
い
で
い
る
」
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
主
観
的

か
つ
曖
昧
な
表
現
に
よ
っ
て
、
教
団
の
現
状
が
批
判
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
本
書
の
議
論
は
、
学
知
の
自
明
性
を
歴
史

的
に
相
対
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
、
現
代
の
教

団
が
自
明
と
す
る
諸
認
識
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い

い
が
た
い
。
既
存
の
認
識
の
枠
組
み
か
ら
仏
教
史
研
究
を
解
放
し
た
い
の

で
あ
れ
ば
、
現
代
の
教
団
に
対
す
る
現
代
的
観
点
か
ら
の
批
判
を
い
っ
た

ん
横
に
お
き
、
徹
底
的
に
教
団
外
の
視
点
か
ら
教
団
史
を
位
置
づ
け
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
真
宗
史
研
究
を
単
な
る
歴
史
実
証
に

終
わ
ら
せ
な
い
」（
一
一
八
頁
）
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
そ
の
前
提

と
な
る
歴
史
実
証
の
基
礎
を
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
せ
て
い
く
の
か
が
、
今

後
の
仏
教
史
研
究
に
と
っ
て
重
大
な
課
題
と
な
る
こ
と
を
、
本
書
は
示
し

て
い
る
。

�

（
京
都
先
端
科
学
大
学
准
教
授
）

平
石
直
昭
著

『
福
澤
諭
吉
と
丸
山
眞
男

─
近
現
代
日
本
の
思
想
的
原
点
』

（
北
海
道
大
学
出
版
会
・
二
〇
二
一
年
）

河
野

　
有
理

　

本
書
は
、
平
石
直
昭
氏
が
、
こ
れ
ま
で
福
澤
諭
吉
と
丸
山
眞
男
に
関
連

し
て
著
し
た
諸
論
文
あ
る
い
は
書
評
類
を
、
改
め
て
一
冊
に
編
み
な
お
し

た
論
文
集
で
あ
る
。
第
一
部
が
福
澤
諭
吉
、
第
二
部
が
丸
山
眞
男
に
関
す

る
二
部
構
成
で
、
全
一
三
章
、
他
に
小
伝
が
一
篇
、
補
論
が
五
篇
、
書
評

が
三
篇
（
但
し
、
書
評
や
小
文
を
組
み
合
わ
せ
て
一
章
を
構
成
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
）。
初
出
の
う
ち
で
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
一
九
八
七
年
、
も
っ

と
も
新
し
い
も
の
は
二
〇
一
九
年
、
そ
の
間
は
お
よ
そ
三
十
年
と
い
う
時

間
の
幅
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
は
追
記
が
付
さ
れ
る
他
、
そ
れ
ぞ

れ
の
収
録
論
文
に
関
し
て
詳
細
な
後
記
が
配
さ
れ
て
お
り
、
近
代
日
本
思

想
史
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
一
望
す
る

の
に
便
利
で
あ
る
。
ま
さ
に
集
大
成
的
な
一
冊
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

但
し
、「
集
大
成
」
と
い
っ
て
も
、
収
録
論
文
の
選
択
は
機
械
的
で
も

網
羅
的
で
も
な
い
点
に
は
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

福
澤
と
も
丸
山
と
も
直
接
に
は
関
係
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
論
文
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
竹
内
好
を
扱
う
第
一
〇
章
及
び
書
評
3
、
三
谷
太
一
郎
の

著
書
を
評
し
た
第
一
一
章
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
い
は
、
主
題
的
に
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