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一
　
共
同
体

　
一
口
に
共
同
体
と
い
っ
て
も
色
々
な
角
度
か
ら
定
義
で
き
る
。
こ
こ
で

は
哲
学
と
宗
教
と
関
わ
り
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
や
ナ
ン
シ
ー
の
共
同
体
論
や
イ

タ
リ
ア
の
共
同
体
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
バ
タ
イ
ユ
の
定
義
を
参
考
に

し
た
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
西
欧
の
共
同
体
は
常
に
モ
ノ
セ
フ
ァ
ル
（
単
頭
）

志
向
で
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」、
社
会
に
お
い

て
は
「
王
」、
家
族
に
お
い
て
は
「
父
」
の
よ
う
な
「
頭
」
や
「
中
心
」

に
よ
る
支
配
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
バ
タ
イ
ユ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ス
タ
ー

リ
ニ
ズ
ム
に
そ
の
頂
点
を
見
る
。
た
だ
我
々
の
知
る
限
り
、
度
合
い
は
違

う
が
、
大
統
領
制
の
民
主
主
義
に
せ
よ
、
や
は
り
「
頭
」
や
「
中
心
」
は

存
在
し
て
い
る）

3
（

。

　
宮
沢
賢
治
の
思
想
に
は
、「
頭
」
や
「
中
心
」
を
求
め
る
西
欧
的
な
共

同
体
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
と
こ
ろ
で
、
賢
治

　
近
年
、
資
本
主
義
が
行
き
詰
ま
り
つ
つ
あ
る
。
利
潤
の
追
求
、
自
由
競

争
、
経
済
成
長
の
神
話
が
限
界
を
迎
え
つ
つ
あ
る
今
日
、
贈
与
に
よ
る
経

済
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。
既
に
社
会
人
類
学
者
の
モ
ー
ス
は
、『
贈
与
論
』

の
中
で
資
本
主
義
の
是
正
を
求
め
て
、
未
開
人
の
贈
与
の
知
恵
を
現
代
に

活
か
そ
う
と
し
た
が）

1
（

、
こ
の
考
え
方
は
社
会
学
や
経
済
学
の
分
野
で
近
年

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
現
代
哲
学
の
分
野
で
も
、
例
え
ば
マ
リ
オ

ン
は
「
愛
」
や
「
間
贈
与
性
」
の
問
題
提
起
に
よ
っ
て
他
者
と
の
関
係
の

根
幹
に
お
い
て
贈
与
を
問
題
に
し
て
い
る）

2
（

。
贈
与
は
経
済
の
み
な
ら
ず
共

同
体
や
共
同
性
の
新
た
な
問
い
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
。

　
西
欧
の
経
済
や
共
同
体
が
遭
遇
し
て
い
る
転
換
の
時
期
に
「
日
本
的
思

惟
」
が
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
東
日
本
大
震
災

以
降
再
び
注
目
を
集
め
て
い
る
宮
沢
賢
治
の
場
合
を
考
え
な
が
ら
、
彼
の

思
想
が
孕
む
可
能
性
に
つ
い
て
問
う
て
み
た
い
。

〈
特
集
１　

再
考
・
日
本
人
の
思
惟
方
法
〉

岩
　
野
　
卓
　
司
　

　
共
同
体
と
贈
与
を
め
ぐ
る
日
本
的
思
惟
の
深
層

―
宮
沢
賢
治
の
場
合

―
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中
智
学
の
思
想
に
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
の
対
比
に
お
い
て
賢
治
の
共
同
体

の
特
色
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
智
学
は
「
世
界
の

統
一
」
と
い
っ
た
形
で
共
同
体
の
理
想
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
日
蓮
の

教
え
と
天
皇
制
を
結
び
つ
け
た
彼
は
、『
日
本
国
体
の
研
究
』
の
中
で
神

武
天
皇
の
言
葉
か
ら
「
八
紘
一
宇
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
つ
く
り
、「
世
界

の
統
一
」
を
正
当
化
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
統
一
は
法
華
経
の
真
理
の

も
と
で
の
道
義
的
な
統
一
で
あ
り
、
け
っ
し
て
「
版
図
的
な
意
味
の
統
一
」

で
は
な
い）

7
（

。
智
学
に
は
日
本
人
が
世
界
で
最
も
優
秀
な
民
族
だ
と
い
う

「
選
民
」
思
想
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
お
し
な
べ
て
人
類
の
中
で
、
日
本
だ

け
特
別
の
天
職

0

0

0

0

0

を
有
っ
た
国
で
、
そ
の
国
民
は
一
種
の
使
命

0

0

0

0

0

を
帯
た
人
民

で
あ
る）

8
（

」。
だ
か
ら
、
統
一
の
使
命
を
担
う
の
は
日
本
と
い
う
選
ば
れ
し

国
な
の
で
あ
る
。「
本
化
宗
学
よ
り
み
た
る
日
本
国
体
」
と
い
う
論
文
で

日
蓮
の
『
開
目
鈔
』
の
文
句
「
我
日
本
の
柱
と
な
ら
ん
」
を
解
釈
し
て
、

彼
は
こ
う
言
う
。「
日
本
と
い
ふ
も
の
は
世
界
の
中
心
で
あ
る
。
だ
か
ら

日
本
の
柱
に
な
ッ
て
居
れ
ば
、
そ
れ
で
世
界
の
柱
に
な
る
の
だ）

9
（

。」
さ
ら

に
は
身
体
の
比
喩
を
使
い
な
が
ら
こ
う
も
言
う
。「
人
間
の
身
體
の
中
心

は
頭
が
中
心
だ
。〔
中
略
〕
首
を
切
れ
ば
直
ぐ
死
ん
で
し
ま
ふ
、
即
ち
中

心
だ
。
こ
の
國
だ
ッ
て
皇
室
が
中
心
だ
。
そ
の
中
心
を
喪
っ
た
ら
ど
う
な

る
？
そ
こ
で
日
本
は
世
界
の
中
心
で
あ
る
か
ら
、
大
聖
人
は
『
世
界
の
柱

と
な
ら
ん
』
と
い
ふ
べ
き
と
こ
ろ
を
『
日
本
の
柱
』
と
言
は
れ
た
の
で
あ

る
）
10
（

。」
日
本
は
世
界
統
一
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
「
頭
」
で
あ
り
「
中
心
」

な
の
だ
。
こ
の
日
本
の
中
心
に
い
る
の
が
、
天
皇
で
あ
る
。
天
皇
は
天
照

大
神
ら
の
皇
祖
に
つ
な
が
る
の
み
な
ら
ず
、
法
華
経
の
真
理
を
体
現
し
て

の
作
品
に
お
け
る
共
同
体
と
い
え
ば
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
で
あ
る
。
童
話
集

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
副
題
は
、「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
集
」
で
あ
っ
た
。

イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
賢
治
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
イ
ー

ハ
ト
ヴ
は
一
つ
の
地
名
で
あ
る
。
強
て
、
そ
の
地
点
を
求
む
る
な
ら
ば
そ

れ
は
、
大
小
ク
ラ
ウ
ス
た
ち
の
耕
し
て
ゐ
た
、
野
原
や
、
少
女
ア
リ
ス
ガマ
マ

辿
っ
た
鏡
の
国
と
同
じ
世
界
の
中
、
テ
パ
ー
ン
タ
ー
ル
砂
漠
の
遥
か
な
北

東
、
イ
ヴマ

マン
王
国
の
遠
い
東
と
考
へ
ら
れ
る
。
／
実
は
こ
れ
は
著
者
の
心

象
中
に
、
こ
の
様
な
状
景
を
も
っ
て
実
在
し
た
／
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し

て
の
日
本
岩
手
県
で
あ
る）

4
（

。」
イ
ー
ハ
ト
ヴ
は
賢
治
が
生
活
し
て
い
た
岩

手
県
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
」
と
し

て
の
「
岩
手
県
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
に
浮
か
ぶ
空
間
で
あ
る
か
ら
、
ど

こ
に
も
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
言
え
る
。
が
、
必
ず
し
も
理
想
郷
で
は
な
い
。

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
や
「
烏
の
北
斗
七
星
」
に
は
、
残
酷
な
情
景
も

あ
り
、
不
条
理
な
現
実
の
告
発
も
あ
る
。
賢
治
は
こ
う
続
け
て
い
る
。「
正

し
い
も
の
の
種
子
を
有
し
、
そ
の
美
し
い
発
芽
を
待
つ
も
の
で
あ
る）

5
（

。」

理
想
を
孕
ん
だ
種
子
が
、
こ
の
童
話
の
世
界
に
は
ば
ら
ま
か
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
開
花
す
る
の
が
、
賢
治
の
狙
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
は

彼
の
心
象
風
景
で
あ
る
が
、「
心
の
深
部
に
於
い
て
万
人
の
共
通
）
6
（

」
な
も

の
で
あ
る
。
イ
ー
ハ
ト
ヴ
は
、
理
想
の
種
子
を
孕
ん
だ
深
層
の
共
同
体
な

い
し
は
共
同
性
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
共
同
体
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。『
注
文
の

多
い
料
理
店
』
以
外
の
作
品
も
交
え
な
が
ら
考
え
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
、
賢
治
が
入
会
し
た
日
蓮
宗
系
の
在
家
団
体
「
国
柱
会
」
の
田
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れ
な
い
の
だ
。
こ
の
点
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
無
関
心
な
賢
治
が
構
想

す
る
共
同
体
は
、
ア
セ
フ
ァ
ル
（
無
頭
）
的
と
言
え
る
の
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る
賢
治
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
を
学
び
、

そ
の
言
葉
で
詩
作
す
ら
し
て
い
る）
14
（

。
イ
ー
ハ
ト
ヴ
は
、
特
定
の
国
や
国
民

が
優
位
に
た
つ
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
の
だ
。

　
し
か
も
人
間
も
そ
こ
で
は
中
心
的
な
場
所
を
占
め
て
は
な
い
。
主
人
公

が
人
間
以
外
の
場
合
も
多
く
あ
る
。
動
物
の
場
合
（
山
猫
や
よ
だ
か
）
も

あ
れ
ば
、
植
物
の
場
合
（
ダ
ァ
リ
ヤ
）
も
あ
る
。
鉱
物
の
場
合
（
火
山
弾
）

も
あ
れ
ば
、
異
界
の
者
（
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
）
の
場
合

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
う
ち
、
中
心
に
位
置
す
る
者
は
い
な
い
。

彼
ら
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
脱
中
心
的
な
形
で
そ

こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
述
べ
る
と
、
童
話

は
あ
る
寓
意
で
あ
り
、
人
間
の
考
え
を
子
供
の
た
め
に
動
物
な
ど
に
仮
託

し
て
述
べ
た
も
の
だ
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
彼
の

文
学
は
法
華
文
学
と
呼
ば
れ
、
仏
教
の
教
訓
を
述
べ
た
作
品
も
あ
る
。
た

だ
、
彼
の
作
品
は
こ
う
い
っ
た
作
者
の
意
図
を
超
え
た
面
が
あ
る
の
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
序
で
、
彼
は
述
べ
て
い

る
。「
こ
れ
ら
の
わ
た
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄
道

線
路
や
ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
の
で
す）
15
（

。」
自
然
が

彼
に
書
く
よ
う
に
要
請
し
、
こ
こ
ろ
に
浮
か
ぶ
が
ま
ま
に
彼
は
書
い
た
訳

で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
書
く
こ
と
は
、
彼
の
意
図
を
超
え
た
も
の
を
ふ
く

ん
で
い
る
。
動
物
や
植
物
を
描
く
場
合
も
、
人
間
の
世
界
の
寓
意
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

い
る
。
そ
の
結
果
、
天
皇
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
が
法
華
経
を
通
し
て

普
遍
的
な
存
在
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
智
学
は
国
立
戒
壇
に

こ
だ
わ
っ
た
が
、
世
界
的
な
使
命
を
も
っ
た
日
本
の
国
家
に
よ
る
戒
壇
を

通
し
て
、
世
界
の
人
々
が
法
華
経
に
帰
依
す
る
の
だ
。
そ
の
際
、
日
本
は

「
世
界
の
中
心
の
日
本
）
11
（

」
で
あ
り
、
天
皇
は
「
日
本
國
の
領
有
者
ば
か
り

で
な
く
、
世
界
人
類
の
靈
的
長
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
）
12
（

に
な
る
と
い
う
訳
で
あ
る）
13
（

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
智
学
に
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
賢
治
が
考
え
る
イ
ー

ハ
ト
ヴ
の
共
同
体
で
は
「
頭
」
や
「
中
心
」
が
不
在
で
あ
る
。
イ
ー
ハ
ト

ヴ
は
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
」
で
あ
る
が
、「
テ
パ

ー
ン
タ
ー
ル
砂
漠
の
遥
か
な
北
東
、
イ
ヴマ

マン
王
国
の
遠
い
東
」
で
あ
り
、

岩
手
県
は
既
に
し
て
夢
の
国
と
し
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
共
同
体
の
登
場
人
物
に
関
し
て
は
、

日
本
人
が
中
心
を
占
め
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
童
話
の
登
場

人
物
に
は
、
日
本
人
も
い
る
（
例
え
ば
、「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
の
嘉

十
や
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
小
十
郎
）。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

西
洋
の
人
を
思
わ
せ
る
固
有
名
詞
の
人
物
が
主
人
公
の
場
合
も
あ
る

（「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
ゴ
ー
シ
ュ
や
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
ジ
ョ

バ
ン
ニ
）。
中
国
の
西
域
を
彷
彿
さ
せ
る
者
の
場
合
も
あ
る
（「
雁
の
童
子
」

の
須
利
耶
）。
だ
か
ら
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
住
人
は
特
定
の
国
民
や
民
族
に

限
定
さ
れ
な
い
し
、
特
定
の
国
や
民
族
を
称
揚
し
て
い
る
も
の
で
も
な

い
。
智
学
の
「
八
紘
一
宇
」
の
理
想
と
異
な
り
、
そ
こ
に
は
法
華
経
の
真

理
の
実
現
た
め
に
選
ば
れ
た
特
権
的
な
民
族
は
い
な
い
。
智
学
の
思
想
で

強
調
さ
れ
る
日
本
や
天
皇
と
い
う
「
中
心
」
や
「
頭
」
は
そ
こ
に
は
見
ら
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る
話
が
語
ら
れ
て
い
る）
22
（

。
こ
の
よ
う
に
天
界
と
地
上
の
世
界
と
は
明
確
な

差
が
あ
り
、
罪
や
功
徳
を
通
し
て
地
上
の
者
と
天
界
の
者
は
入
れ
替
わ
り

が
あ
る
。
し
か
し
賢
治
の
童
話
で
は
、
人
間
と
動
物
の
間
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ

ー
が
見
い
だ
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
罪
を
犯
す
こ
と
で
人
間
が
動
物
に
変
身

す
る
と
い
う
発
想
は
そ
こ
に
は
な
い
の
だ
。
友
に
宛
て
た
書
簡
で
、
彼
は

食
卓
に
の
ぼ
る
魚
に
同
情
し
自
分
の
前
世
が
魚
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る

の
だ
が
、
そ
こ
で
は
か
つ
て
罪
を
犯
し
て
魚
に
な
っ
た
と
は
述
べ
ら
れ
て

い
な
い）
23
（

。
彼
に
と
っ
て
、
人
間
と
動
物
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
は
な
い

の
で
は
な
い
の
か
。
罪
を
通
し
て
の
人
間
と
動
物
の
間
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

は
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
に
も
、
罪
に
よ
っ

て
動
物
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
動
物
と
人
間
は
「
長
い
間
の
親

子
兄
弟
」
で
あ
り
、
動
物
を
食
べ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
も
、
罪
を
通
し
て
の
人
間
と
動
物

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
は
な
く
、
両
者
の
平
等
な
関
係
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
彼
の
考
え
は
人
間
が
「
頭
」
と
い
う
発
想
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
の
だ
。

　
と
は
い
え
、
犯
し
た
罪
と
贖
罪
と
い
う
発
想
は
賢
治
に
も
強
く
存
在
す

る
。
そ
れ
は
殺
生
を
す
る
者
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
貝
の

火
」
の
主
人
公
の
子
兎
ホ
モ
イ
は
、
鳥
を
網
に
取
っ
て
食
べ
よ
う
と
し
て

い
る
狐
を
前
に
逃
げ
だ
し
た
こ
と
で
失
明
す
る
。
犯
し
た
罪
は
何
ら
か
の

形
で
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ）
24
（

。
自
然
界
の
食
物
連
鎖
の
場
合
も
例

外
で
は
な
い
。「
よ
だ
か
」
は
、「
か
ぶ
と
む
し
」
や
「
た
く
さ
ん
の
羽
虫
」

を
食
べ
、「
鷹
に
殺
さ
れ
る
」
こ
と
を
嘆
く
）
25
（

。
生
物
を
食
べ
る
罪
を
犯
し

た
者
は
、
こ
れ
ま
た
殺
さ
れ
る
こ
と
で
償
わ
れ
る
。
因
果
応
報
と
い
う
形

だ
か
ら
賢
治
の
文
学
作
品
は
、
自
然
と
の
共
同
作
業
と
言
え
る
。
例
え
ば
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
（
音
喩
）
の
多
用
は
、
単
に
彼
の
幼
児
性
を
示
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
彼
の
自
然
と
の
共
同
作
業
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か）
16
（

。
イ
ー
ハ
ト
ヴ
で
は
、
人
間
で
す
ら
「
頭
」
や
「
中
心
」
に
な

れ
な
い
の
で
あ
る）
17
（

。
こ
の
意
味
で
、
賢
治
の
世
界
は
徹
底
的
に
ア
セ
フ
ァ

ル
的
と
言
え
る
。

　
人
間
中
心
の
発
想
を
と
ら
な
い
彼
は
さ
ら
に
、
肉
食
を
放
棄
し
て
菜
食

主
義
の
立
場
を
と
る
。
動
物
を
食
べ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
共
食
い
な

の
で
あ
る
。
前
世
で
人
間
で
あ
っ
た
動
物
を
食
べ
る
と
彼
は
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
彼
は
「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
で
、
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
こ

と
で
「
我
々
の
ま
は
り
生
物
は
み
な
永
い
間
の
親
子
兄
弟
で
あ
る）
18
（

」
と
ま

で
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
考
え
で
あ
る
。
た
だ
、
仏
教
の
輪
廻
転

生
に
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
賢
治
の
思
想
に
も
、
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
そ
れ
は
天
界
と
こ
の
世
の
間
の
差

異
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
雁
の
童
子
」
で
は
、
天
の
眷
属
が
罪
を
犯
し
て

雁
に
な
り
、
そ
の
償
い
を
し
て
再
び
天
に
召
さ
れ
る
と
い
う
話
が
あ
る）
19
（

。

「
二
十
六
夜
」
で
は
、
梟
が
肉
食
の
罪
か
ら
ま
た
梟
に
生
ま
れ
苦
し
み
を

味
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
輪
廻
が
語
ら
れ
て
い
る）
20
（

。
ま
た
こ
の
「
二
十

六
夜
」
で
、
餓
死
し
よ
う
と
し
て
い
た
人
間
の
親
子
の
た
め
に
我
が
身
を

投
げ
捨
て
て
食
と
な
り
彼
ら
の
命
を
救
っ
た
梟
が
「
疾
翔
大
力
」
と
い
う

菩
薩
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る）
21
（

。
さ
ら
に
は
、「
よ
だ
か
の
星
」

で
神
が
よ
だ
か
の
願
い
を
聞
き
入
れ
天
の
星
に
な
る
話
、「
銀
河
鉄
道
の

夜
」
で
自
分
の
罪
を
悔
い
た
蠍
が
天
の
星
に
な
っ
て
地
上
を
照
ら
し
て
い
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響
を
受
け
た
賢
治
の
思
想
に
は
、
日
本
と
い
う
中
心
も
な
け
れ
ば
、
人
間

と
い
う
中
心
も
な
い
。
逆
説
的
な
こ
と
だ
が
、
日
本
と
い
う
中
心
が
不
在

の
こ
の
空
間
に
こ
そ
、
日
本
的
思
惟
の
深
層
が
開
け
て
い
る
の
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
人
間
と
い
う
中
心
が
不
在
の
世
界
に
、
人
間
の
思

惟
の
深
層
が
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
贈
　
与

　
商
取
引
に
よ
る
経
済
、
貨
幣
に
よ
る
価
値
の
決
定
、
競
争
の
社
会
に
対

し
て
賢
治
は
批
判
的
で
あ
る
。

　「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
は
、
猟
師
の
小
十
郎
は
熊
を
鉄
砲
で
仕
留
め
、

そ
の
毛
皮
と
肝
を
荒
物
屋
に
売
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
が
、
商
売
の
う
ま
い

荒
物
屋
に
安
く
買
い
た
た
か
れ
て
い
る
。
賢
治
は
不
快
な
気
持
ち
で
そ
の

場
面
を
書
い
て
い
る
と
告
白
し
て
い
る）
27
（

。
商
取
引
が
な
け
れ
ば
小
十
郎
は

暮
ら
し
て
い
け
な
い
の
だ
が
、
そ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
て
い
る
か

ら
、
彼
は
情
け
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
冒
頭
の
場
面
で
は
、
二
人
の
英
国
風
の
紳

士
が
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
猟
犬
に
対
し
て
何
の
愛
情
も
示
さ
ず
、「
二
四

〇
〇
円
の
損
害
」
と
か
「
二
八
〇
〇
円
の
損
害
）
28
（

」
と
か
、
金
銭
的
な
損
失

を
嘆
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
価
値
は
、
命
の
尊
厳
で
は
な
く
、
金
銭
的
な

交
換
に
お
け
る
価
値
な
の
だ
。
貨
幣
に
よ
る
交
換
へ
の
賢
治
の
嫌
悪
が
読

み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
競
争
社
会
の
批
判
は
、「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
に
読
み
と
れ

る
。
蜘
蛛
、
な
め
く
じ
、
狸
は
学
校
時
代
か
ら
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
り
、

で
、
罪
と
そ
の
償
い
に
は
差
別
は
な
い
。
賢
治
の
童
話
に
自
己
犠
牲
の
物

語
が
幾
つ
も
登
場
す
る
の
も
、
彼
自
身
の
罪
の
償
い
に
由
来
し
て
い
る
の

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
あ
る
時
期
か
ら
菜
食
主
義
に
な
っ
た
が
、

そ
れ
は
肉
食
に
罪
悪
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と

は
、
罪
と
贖
罪
の
関
係
の
連
鎖
は
、
人
間
も
動
物
も
関
係
な
く
平
等
に
続

い
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。

　
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
脱
中
心
的
な
関
係
は
天
台
宗
の
本
覚
思
想
の
影

響
の
も
と
で
賢
治
の
思
想
の
中
で
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
輪
廻
の
苦
し
み
か

ら
解
脱
し
た
者
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
友
に
彼
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
一
人
成
仏
す
れ
ば
三
千
大
千
世
界
山
川
草
木
虫
魚
禽
獣
み
な
と
も
に
成

仏
だ
）
26
（

。」
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
仏
」
に
成
り
う
る
。
人
間
だ
け
で
な
く
、

動
物
さ
ら
に
は
植
物
・
土
地
に
も
「
仏
」
は
開
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
賢

治
の
理
想
と
す
る
世
界
が
あ
る
。
彼
の
脱
中
心
的
な
思
想
の
背
景
に
は

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
発
想
が
あ
る
の
だ
。
も
と
も
と
イ
ン
ド
の
仏

教
で
は
「
有
情
」（
意
識
を
も
つ
）
と
「
無
情
」（
意
識
を
も
た
な
い
）
の

間
に
境
界
が
設
け
ら
れ
、
前
者
に
属
す
る
人
間
と
動
物
は
食
べ
て
は
い
け

な
い
が
、
植
物
は
後
者
に
属
す
る
の
で
食
べ
て
よ
い
と
い
う
菜
食
主
義
が

唱
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
日
本
化
す
る
と
こ
の
境
界
は
曖
昧

に
な
っ
て
く
る
。
か
く
し
て
、
成
仏
で
き
る
者
の
範
囲
は
広
が
っ
て
い
く

の
だ
。
人
間
と
動
物
だ
け
で
は
な
く
、
植
物
、
鉱
物
ま
で
が
「
仏
」
に
成

り
う
る
。
こ
こ
に
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
共
同
体
の
理
想
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
、
平
等
で
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
な
い
関
係
な
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
こ
に
は
「
中
心
」
も
「
頭
」
も
な
い
。
日
本
化
し
た
仏
教
の
影
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や
っ
て
き
て
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
か
ら
曲
を
弾
い
て
く
れ
と
求
め
る
。
ゴ
ー

シ
ュ
は
そ
の
願
い
に
応
じ
て
曲
を
弾
く
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
彼
は
曲
を

弾
く
ご
と
に
上
達
し
、
一
〇
日
後
の
演
奏
会
で
は
見
事
な
ア
ン
コ
ー
ル
曲

を
弾
く
ぐ
ら
い
に
ま
で
に
な
る
。
ゴ
ー
シ
ュ
は
動
物
た
ち
に
演
奏
を
贈
与

す
る
こ
と
で
、
上
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
当
初
は
傲
慢
だ
っ
た
彼

の
人
柄
も
贈
与
を
通
し
て
変
わ
り
、「
く
ゎ
く
こ
う
」
に
つ
ら
く
あ
た
っ

た
こ
と
を
わ
び
て
い
る）
32
（

。

　「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
で
は
自
然
と
の
贈
与
交
換
が
主
題
に
な
っ
て

い
る
。
小
岩
井
農
場
の
近
く
に
四
つ
の
森
が
あ
り
、
昔
そ
こ
に
入
植
し
た

者
た
ち
は
森
の
許
可
を
え
て
家
を
建
て
畑
を
つ
く
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
し

ば
ら
く
す
る
と
子
供
が
四
人
い
な
く
な
っ
た
り
、
農
具
が
な
く
な
っ
た

り
、
粟
が
消
え
て
い
た
り
す
る
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
度
毎

に
、
農
民
た
ち
は
森
に
粟
餅
を
持
っ
て
行
き
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
農
民

た
ち
と
森
の
間
に
良
好
な
関
係
が
生
ま
れ
た
の
だ
。
森
が
与
え
て
く
れ
る

恵
み
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
と
し
て
、
粟
餅
を
森
に
お
返
し
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
然
と
人
間
と
の
共
生
の
基
礎
に
贈

与
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る）
33
（

。

　
以
上
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
同
体
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係

の
基
礎
は
、
贈
与
に
あ
る
。
人
間
ど
う
し
で
あ
れ
、
動
物
ど
う
し
で
あ
れ
、

人
間
と
動
物
の
間
で
あ
れ
、
人
間
と
自
然
の
間
で
あ
れ
、
贈
与
が
社
会
的

な
関
係
を
産
み
出
し
て
い
る
。
贈
与
は
利
害
関
係
を
超
え
て
、
他
者
へ
の

愛
や
尊
重
や
感
謝
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
住
人
た
ち

の
共
同
性
は
贈
与
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
と
と
も

誰
が
一
番
に
な
る
か
競
争
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
社
会
に
出
て
か
ら
、

他
の
者
を
だ
ま
し
て
ま
で
も
ト
ッ
プ
に
な
ろ
う
と
す
る）
29
（

。
彼
ら
は
そ
の
た

め
に
は
殺
生
も
厭
わ
な
い
。「
蜘
蛛
と
な
め
く
じ
と
狸
」
を
改
版
し
た
こ

の
作
品
は
、
諷
刺
の
枠
を
教
育
に
ま
で
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
競

争
は
前
作
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
地
獄
行
き
の
マ
ラ
ソ
ン
競
争
）
30
（

」

に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
賢
治
は
商
品
経
済
、
貨
幣
中
心
の
発
想
、
競
争
社
会
に
対

し
て
批
判
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
資
本
主
義
が
強
い
る
経
済
と
社
会
を

象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
共

同
体
に
は
そ
れ
ら
に
と
っ
て
代
わ
る
原
理
が
あ
る
。
こ
の
原
理
が
贈
与
な

の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
先
ほ
ど
の
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
で
は
、
競
争
し

あ
う
三
人
の
行
動
と
対
比
的
に
「
眼
の
碧
い
蜂
」
が
花
か
ら
蜜
を
集
め
た

り
巣
作
り
を
す
る
様
が
語
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
「
眼
の
碧
い
蜂
の
仲
間
」

が
「
小
さ
な
桃
色
の
花
」
か
ら
「
蜜
や
香
料
」
を
も
ら
い
、
そ
の
お
返
し

に
「
黄
金
い
ろ
し
た
円
い
花
粉
」
を
「
ほ
か
の
花
」
に
運
ん
で
い
る
の

だ
）
31
（

。
花
と
蜂
の
関
係
は
、
お
互
い
に
他
者
を
尊
重
し
あ
っ
て
お
り
、
そ
れ

は
贈
与
交
換
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。

　「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
で
は
、
動
物
に
曲
の
演
奏
を
贈
与
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
上
達
す
る
と
い
う
、
利
他
的
な
贈
与
の
も
た
ら
す
恵
み
に
つ

い
て
書
か
れ
て
い
る
。
楽
団
で
も
問
題
に
な
る
く
ら
い
下
手
な
セ
ロ
弾
き

で
あ
る
ゴ
ー
シ
ュ
が
、
夜
中
に
一
人
で
練
習
し
て
い
る
と
毎
晩
入
れ
替
わ

り
で
動
物
た
ち
（
猫
、
く
ゎ
く
こ
う
、
狸
の
子
、
野
ね
ず
み
の
母
子
）
が



23 │ 共同体と贈与をめぐる日本的思惟の深層

面
で
物
語
は
終
わ
る）
35
（

。

　
こ
う
い
っ
た
自
己
犠
牲
の
精
神
は
、
平
和
な
世
界
を
つ
く
る
た
め
の
祈

り
に
も
現
れ
て
い
る
。「
烏
の
北
斗
七
星
」
で
は
、
軍
人
で
あ
る
烏
の
大

尉
は
「
憎
む
こ
と
の
で
き
な
い
敵
を
殺
さ
な
い
で
い
い
」
世
界
を
願
っ
て
、

そ
の
た
め
に
自
分
の
体
が
「
何
べ
ん
引
き
裂
か
れ
て
も
」
か
ま
わ
な
い
と

祈
っ
て
い
る）
36
（

。
ま
た
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
親
友

の
カ
ン
パ
ネ
ラ
に
「
み
ん
な
の
幸
の
た
め
な
ら
ば
僕
の
か
ら
だ
な
ん
か
百

ぺ
ん
灼
い
て
も
か
ま
わ
な
い）
37
（

」
と
告
白
す
る
。
多
く
の
小
さ
な
虫
の
命
を

う
ば
っ
た
蠍
が
死
に
瀕
し
て
罪
を
悔
い
「
ま
こ
と
の
み
ん
な
の
幸
」
の
た

め
に
自
分
の
命
を
捧
げ
た
い
と
神
に
祈
り
、
暗
闇
を
照
ら
す
火
に
な
っ
た

と
い
う
話
を
ふ
ま
え
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
も
自
分
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
す

る
。
賢
治
に
は
自
己
犠
牲
の
願
望
が
あ
る
。
有
名
な
詩
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

を
読
ん
で
み
て
も
そ
れ
は
分
か
る
。
た
だ
こ
の
自
己
犠
牲
は
た
だ
の
奉
仕

活
動
で
は
終
わ
ら
な
い
。
死
を
要
求
す
る
ま
で
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
の

だ
。
そ
も
そ
も
、
贈
与
の
行
為
は
財
や
物
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
自
分
の
所
有
物
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
と
自
分
の
命
ま
で
も
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
賢
治
の
場

合
も
そ
れ
に
近
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
賢
治
は
、
商
品
経
済
、
貨
幣
中
心
の
体
制
、
競
争
社
会
に
先
立
つ
共
同

体
を
考
え
て
き
た
が
、
そ
の
基
盤
を
な
す
も
の
は
贈
与
で
あ
っ
た
。
贈
与

を
通
し
て
の
他
者
と
の
関
係
は
、
資
本
主
義
の
利
害
関
係
に
先
立
つ
共
同

性
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
贈
与
は
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。
贈
与
は

自
己
贈
与
と
い
う
形
で
贈
与
交
換
の
共
同
性
を
破
壊
し
贈
与
す
る
者
の
犠

に
、
贈
与
に
よ
っ
て
理
想
の
ほ
う
に
導
か
れ
て
い
る
。
賢
治
の
作
品
が
示

し
て
く
れ
る
「
日
本
的
思
惟
の
深
層
」
は
、
人
間
、
動
物
、
植
物
、
自
然

ま
で
を
ふ
く
め
て
贈
与
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
世
界
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。

　「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」、「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」、「
狼
森

と
笊
森
、
盗
森
」
で
描
か
れ
て
い
る
贈
与
の
話
は
確
か
に
調
和
的
で
あ
る
。

自
然
と
の
関
係
や
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
恵
み
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
贈
与
の
関
係
は
こ
の
よ
う
に
常
に
調
和
的
な
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
で
は
、
最
後
の
「
盗
森
」
の
話
で
、

粟
を
盗
ま
れ
た
農
民
た
ち
が
「
盗
森
」
に
返
す
よ
う
に
求
め
た
と
こ
ろ
、

逆
に
凄
ま
れ
身
の
危
険
を
感
じ
て
し
ま
う
件
が
あ
る）
34
（

。
結
果
的
に
は
う
ま

く
贈
与
交
換
は
成
立
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
贈
与
の
も
た
ら
す
危
険
を
感

じ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か
も
、
贈
与
は
対
象
を
贈
与
す
る
だ

け
に
は
収
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
己
の
贈
与
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、

贈
与
者
の
自
己
犠
牲
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
賢
治
の
童
話
に
犠
牲
と
い
う

テ
ー
マ
が
頻
繁
に
出
て
く
る
の
は
、
贈
与
と
の
関
係
で
捉
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
モ
ー
ス
は
供
犠
と
贈
与
の
近
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
賢
治

の
場
合
も
贈
与
と
犠
牲
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。

　
賢
治
の
童
話
で
は
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
は
自
己
犠
牲
の
物

語
で
あ
る
。
ひ
ど
い
冷
害
に
あ
っ
た
イ
ー
ハ
ト
ヴ
で
ブ
ド
リ
の
父
と
母
は

幼
い
子
供
た
ち
に
食
料
を
残
す
た
め
に
自
害
す
る
こ
と
か
ら
物
語
は
始
ま

り
、
立
派
に
成
長
し
て
技
師
と
な
っ
た
ブ
ド
リ
が
イ
ー
ハ
ト
ヴ
を
冷
害
の

危
機
か
ら
救
う
た
め
に
自
分
の
命
と
引
き
換
え
に
火
山
を
爆
発
さ
せ
た
場
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　（
6
）
同
、
六
〇
三
―
六
〇
四
頁
。

　（
7
）
田
中
巴
之
助
『
日
本
国
体
の
研
究
』
天
業
民
報
社
、
一
九
二
二
年
、
六
六
〇
頁
。

　（
8
）
同
、
一
六
四
頁
。

　（
9
）
田
中
智
学
「
本
化
宗
学
よ
り
み
た
る
日
本
国
体
」『
師
子
王
教
義
篇
』
師
子
王

全
集
刊
行
会
、
一
九
三
一
年
、
四
八
頁
。

　（
10
）
同
、
四
九
頁
。

　（
11
）
『
日
本
国
体
の
研
究
』
前
掲
、
四
八
九
頁
。

　（
12
）
同
、
四
九
六
頁
。

　（
13
）
田
中
智
学
に
関
し
て
は
、
西
條
義
昌
「
日
蓮
主
義
の
勃
興
と
国
体
開
顕
―
―

田
中
智
学
と
本
多
日
生
の
『
日
蓮
主
義
』
を
中
心
に
」、『
シ
リ
ー
ズ
日
蓮
４
　

近
現
代
の
法
華
運
動
と
在
家
教
団
』
春
秋
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
九
―
一
三

八
頁
、
末
木
文
美
士
「
国
家
・
国
体
と
日
蓮
思
想
１
―
―
田
中
智
学
を
中
心
に
」

『
シ
リ
ー
ズ
日
蓮
５
　
現
代
世
界
と
日
蓮
』
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
一
〇
―

一
三
〇
頁
を
参
照
。

　（
14
）
『
全
集
３
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
五
七
七
―
五
八
四
頁
。

　（
15
）
『
全
集
８
』
前
掲
、
一
五
頁
。

　（
16
）
矢
野
智
司
『
贈
与
と
交
換
の
教
育
学

―
漱
石
、
賢
治
の
純
粋
贈
与
の
レ
ッ

ス
ン
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
〇
―
一
五
〇
頁
。『
動
物
絵
本

を
め
ぐ
る
冒
険

―
動
物
―
人
間
学
の
レ
ッ
ス
ン
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、

四
三
―
九
九
頁
を
参
照
。

　（
17
）
そ
こ
で
は
「
頭
」
や
「
中
心
」
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
そ
の
傲
慢
さ
か
ら
身

を
亡
ぼ
す
。「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」（『
全
集
７
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九

八
五
年
、
七
〇
―
八
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　（
18
）
「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」『
全
集
６
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
四
頁
。

　（
19
）
「
雁
の
童
子
」『
全
集
６
』
同
、
一
五
三
頁
。

　（
20
）
「
二
十
六
夜
」『
全
集
５
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
四
三
八
―
四
三
九
頁
。

　（
21
）
同
、
四
三
七
―
四
三
九
頁
。

　（
22
）
「
よ
だ
か
の
星
」
同
、
九
一
―
九
二
頁
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」『
全
集
７
』
前
掲
、

二
八
七
頁
。

　（
23
）
『
全
集
９
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
九
〇
―
九
一
頁
。

牲
に
ま
で
至
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

　
日
本
的
思
惟
の
深
層
は
、
日
本
に
固
有
な
も
の
あ
る
い
は
日
本
の
固
有

性
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
希
薄
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
生
起
す
る
の
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
宮
沢
賢
治
の
思
想
は
、
田
中
智
学
の
思
想
と
違
い
、
日

本
や
天
皇
が
世
界
の
中
心
を
占
め
る
の
を
避
け
る
。
さ
ら
に
は
人
間
も
万

物
の
中
心
を
占
め
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
一
神
教
が
君
臨
し
一
人

が
政
治
的
に
支
配
す
る
西
欧
的
な
モ
ノ
セ
フ
ァ
ル
的
思
考
に
還
元
さ
れ
な

い
思
想
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
「
草
木
国
土
悉

皆
成
仏
」
と
い
う
日
本
化
し
た
仏
教
の
あ
り
方
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
賢
治
が
提
示
す
る
共
同
体
の
原
理
は
贈
与
で
あ
り
、
西
欧
の
思
想
が

行
き
過
ぎ
た
資
本
主
義
の
反
省
か
ら
注
目
し
て
い
る
原
理
で
も
あ
る
の

だ
。

　（
1
）M

. M
auss, Essai sur le don, puf, 2012. 

　（
2
）J.-L. M

arion, Etant donné Essai d’une phénom
énologie de la donna-

tion, puf, 2005.

　
拙
著
『
贈
与
の
哲
学
　
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
の

思
想
』（
明
治
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　（
3
）G. Bataille, Œ
uvres com

plètes, I, G
allim

ard, 1979, pp.442

│558. 

バ
タ

イ
ユ
は
西
欧
の
モ
ノ
セ
フ
ァ
ル
な
共
同
体
を
批
判
し
、
ア
セ
フ
ァ
ル
（
無
頭
の
）

共
同
体
を
提
案
す
る
。
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
殺
し
」、
革
命
に
よ
る
「
王
殺

し
」、
フ
ロ
イ
ト
流
の
「
父
殺
し
」
を
実
践
し
た
共
同
体
構
想
で
あ
る
。

　（
4
）
『
宮
沢
賢
治
全
集
８
』（
以
下
『
全
集
』
と
略
記
）
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
六
年
、

六
〇
二
―
六
〇
三
頁
。

　（
5
）
同
、
六
〇
三
頁
。



25 │ 共同体と贈与をめぐる日本的思惟の深層

　（
24
）
「
貝
の
火
」『
全
集
５
』
前
掲
、
四
九
―
七
七
頁
。

　（
25
）
「
よ
だ
か
の
星
」『
全
集
５
』
同
、
八
七
頁
。

　（
26
）
『
全
集
９
』
前
掲
、
九
二
頁
。

　（
27
）
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」『
全
集
７
』
前
掲
、
六
五
頁
。

　（
28
）
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」『
全
集
８
』
前
掲
、
四
〇
―
四
一
頁
。

　（
29
）
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」『
全
集
７
』
前
掲
、
七
一
頁
。

　（
30
）
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」『
全
集
５
』
前
掲
、
二
五
頁
。

　（
31
）
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」『
全
集
７
』
前
掲
、
七
一
頁
。

　（
32
）
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」『
全
集
７
』
前
掲
、
三
六
三
―
三
八
四
頁
。

　（
33
）
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」『
全
集
８
』
前
掲
、
二
九
―
三
九
頁
。

　（
34
）
同
、
三
八
頁
。「
貝
の
火
」
で
も
、
ひ
ば
り
の
命
を
救
っ
た
こ
と
で
ホ
モ
イ
に

贈
与
さ
れ
た
「
貝
の
火
」
と
い
う
玉
が
彼
に
不
幸
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
も
贈
与
の
危
険
が
読
み
と
れ
る
（「
貝
の
火
」
前
掲
、
四
九
―
七
七
頁
）。

　（
35
）
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」『
全
集
８
』
前
掲
、
二
三
〇
―
二
七
一
頁
。

　（
36
）
「
烏
の
北
斗
七
星
」『
全
集
８
』
前
掲
、
六
〇
頁
。

　（
37
）
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」『
全
集
７
』
前
掲
、
二
九
二
頁
。

（
い
わ
の
・
た
く
じ
、
思
想
史
、
明
治
大
学
教
授
）


