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お
わ
り
に 

  

最
後
に
各
章
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
本
論
を
通
じ
て
の
考
察
を
も
う
一
度
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

 

第
一
章
「
大
友
義
鎮
の
社
寺
破
却
と
そ
の
意
図
に
つ
い
て
」
で
は
、
義
鎮
の
社
寺
に
対
す
る
破
却
は
、
決
し
て
そ
の
存
在
を
否
定
す
べ
く
行
為
で
は
な
く
、
そ
の

情
勢
に
鑑
み
た
「
政
治
的
」
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
対
応
の
一
つ
で
あ
る
。
戦
国
大
名
の
社
寺
の
権
力
否
定
が
社
寺
の
宗
教
的
権
威
の
失
墜
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
逆
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
社
寺
が
為
す
べ
き
、
神
仏
の
奉
斎
及
び
祭
祀
の
斎
行
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
の
が
、
こ
の

戦
国
期
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

第
二
章
「
戦
国
期
に
お
け
る
太
宰
府
天
満
宮
留
守
職
に
つ
い
て
」
で
は
、
中
世
末
期
に
な
る
と
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
が
留
守
職
を
め
ぐ
り
対
立
を
深
く
す
る
。

そ
し
て
そ
の
相
論
が
も
た
ら
す
隙
が
、
天
満
宮
に
対
し
て
外
部
勢
力
の
影
響
を
受
け
る
体
質
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大
友
氏
と
大
鳥
居
氏
、
毛
利
氏
（
高

橋
氏
）
と
小
鳥
居
氏
と
い
う
対
立
構
造
が
複
雑
化
し
て
く
る
。
天
満
宮
の
破
却
も
、
留
守
職
を
め
ぐ
る
争
い
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
た
土
俵
の
上
で
起
こ
る
こ
と
で

あ
り
、
両
氏
が
争
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
、
天
満
宮
も
ま
た
同
じ
く
し
て
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
状
況
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
和
睦

に
よ
り
、
大
鳥
居
氏
を
中
心
と
す
る
体
制
と
な
り
、
祈
祷
巻
数
を
時
々
の
天
満
宮
に
関
わ
る
諸
勢
力
に
贈
る
こ
と
で
、
天
満
宮
の
存
在
を
主
張
し
、
崇
敬
を
求
め
て

い
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
自
衛
的
手
段
と
な
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。 

第
三
章
「
戦
国
期
に
お
け
る
筑
後
国
一
宮
高
良
社
と
周
辺
勢
力
と
の
関
係
」
で
は
、
耳
川
合
戦
に
お
い
て
大
友
氏
が
敗
れ
た
こ
と
で
、
九
州
に
お
け
る
勢
力
図
が

大
き
く
変
化
し
た
こ
と
で
、
高
良
社
に
も
そ
の
変
化
の
影
響
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
友
方
に
つ
く
座
主
良
寛
・
大
祝
・
大
宮
司
、
そ
し
て
龍
造
寺
氏
や

島
津
氏
に
つ
く
座
主
麟
圭
と
、
内
部
分
裂
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
勢
力
の
動
向
に
流
動
的
な
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
の
結
末
と
し
て
、
島
津
氏
に
よ
る
高
良
山
一
帯
の
破
却
や
秀
吉
の
神
領
没
収
な
ど
高
良
社
は
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
危
機
を
も
た
ら

し
た
状
況
が
、
何
よ
り
中
世
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
体
制
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
の
危
機
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
高
良
社
の
再
興
へ
の
原
動
力

と
し
て
新
た
な
出
発
点
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
高
良
社
で
は
、
座
主
の
分
裂
に
と
も
な
う
高
良
山
内
の
動
揺
の
解
消
と
、
弱
体
化
し
た
高
良

社
の
再
興
の
た
め
、
大
祝
が
『
高
良
記
』
を
編
纂
す
る
こ
と
で
、
高
良
玉
垂
神
の
神
威
向
上
、
そ
し
て
大
祝
自
身
の
権
威
向
上
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

第
四
章
「
中
世
後
期
に
お
け
る
豊
前
一
宮
宇
佐
宮
の
動
向
‐
大
内
氏
を
中
心
に
‐
」
で
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
宇
佐
宮
と
大
内
氏
は
、
相
互
利
益
と
相
互
補
完
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と
い
う
蜜
月
の
関
係
を
築
い
て
き
た
。
そ
れ
は
、
大
内
義
弘
が
豊
前
支
配
に
乗
り
出
し
た
応
永
期
か
ら
、
大
友
氏
に
豊
前
支
配
を
許
す
天
文
期
ま
で
の
約
百
数
十
年

間
と
長
き
に
渡
る
も
の
で
あ
っ
た
。
応
仁
の
乱
以
前
で
は
宇
佐
宮
は
そ
れ
ま
で
怠
っ
て
い
た
造
営
と
祭
礼
執
行
を
果
た
す
と
い
う
課
題
を
負
っ
て
お
り
、
大
内
氏
の

登
場
に
よ
り
そ
れ
ら
は
解
消
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
大
内
氏
は
豊
前
支
配
に
対
し
て
、
宇
佐
宮
の
荘
園
体
制
に
依
拠
し
た
掌
握
を
進
め
て
い
た
。
こ
の
段
階
で
は
、

お
互
い
に
為
す
べ
き
目
標
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
も
無
く
、
相
互
に
成
熟
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
熟
期
を
過
ぎ
る
応

仁
の
乱
以
後
で
は
、
惰
性
的
な
関
係
が
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

第
五
章
「
出
雲
地
方
の
社
寺
を
め
ぐ
る
尼
子
氏
と
毛
利
氏
の
動
向
」
で
は
、
太
宰
府
天
満
宮
、
高
良
社
、
宗
像
社
に
お
い
て
は
内
部
分
裂
の
経
験
か
ら
、
社
内
統

一
と
い
う
方
向
性
が
見
い
だ
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
主
体
性
」
を
持
ち
得
な
が
ら
、
戦
乱
の
世
の
終
焉
を
迎
え
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
外
部
的
圧
力
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
動
き
で
あ
っ
た
。
宇
佐
宮
の
よ
う
に
長
い
期
間
、
大
内
氏
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
が
、
大
友
氏
の
支
配
へ
と
移

行
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
既
得
権
益
は
否
定
さ
れ
、
大
友
氏
と
毛
利
氏
の
あ
い
だ
で
翻
弄
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
対
応
で
は
通
用
し
な
い
こ
と
を
思
い

知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
出
雲
地
方
を
見
る
と
、
杵
築
大
社
を
は
じ
め
出
雲
地
方
の
社
寺
は
、
尼
子
氏
、
毛
利
氏
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
管

理
運
営
体
制
の
転
換
が
図
ら
れ
、
大
名
権
力
に
社
寺
が
持
つ
機
能
が
吸
収
さ
れ
な
が
ら
、
受
動
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
く
時
期
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
是
か
非
か

は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
か
に
九
州
で
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
状
況
に
「
主
体
的
」
に
適
応
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
か
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。 

第
六
章
「
戦
国
期
に
お
け
る
宗
像
大
宮
司
の
動
向
」
で
は
、
宗
像
大
宮
司
職
が
「
子
々
孫
々
相
伝
の
領
掌
」
と
し
て
代
々
社
務
職
を
継
承
し
、
社
領
＝
神
社
の
経

営
管
理
を
、
そ
し
て
武
領
＝
宗
像
領
を
治
め
る
棟
梁
と
い
う
二
面
の
側
面
を
有
し
て
い
た
。
承
久
の
乱
で
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
参
戦
す
る
時
や
、
大
内
氏
を
頼
っ
て

中
国
に
下
向
し
て
い
た
足
利
義
稙
を
奉
じ
て
上
洛
す
る
な
ど
宗
像
の
地
を
離
れ
る
時
は
、
大
宮
司
職
を
譲
っ
た
上
で
行
動
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
像
大
宮
司
と
し

て
、
宗
像
を
離
れ
る
こ
と
は
神
事
を
怠
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
本
来
な
ら
社
領
・
武
領
共
に
継
承
す
る
も
の
が
、
社
領
の
み
の
相
続
に
限
定
さ
れ
る
場

合
や
、
大
宮
司
職
に
就
か
な
く
て
も
武
領
を
管
掌
す
る
な
ど
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
宗
像
大
宮
司
の
存
在
が
、
宗
像
社
内
部

の
掌
握
と
宗
像
を
治
め
る
領
主
と
し
て
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
柔
軟
な
大
宮
司
継
承
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。 

戦
国
期
に
お
け
る
九
州
、
と
く
に
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
で
は
、
そ
の
掌
握
を
か
け
て
、
大
内
氏
、
大
友
氏
、
毛
利
氏
、
島
津
氏
、
龍
造
寺
氏
ら
と
、
そ
れ
に
呼
応

す
る
国
人
衆
た
ち
が
戦
を
重
ね
て
い
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
、
太
宰
府
天
満
宮
、
高
良
社
、
宇
佐
宮
、
宗
像
社
、
い
ず
れ
も
そ
の
諸
勢
力
の
動
き
に
翻
弄
さ
れ
な
が

ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
不
安
定
な
状
況
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
「
主
体
性
」
あ
る
行
動
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

ま
ず
太
宰
府
天
満
宮
で
は
長
年
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
が
留
守
職
を
め
ぐ
っ
て
、
内
部
対
立
を
起
こ
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
筑
前
支
配
に
乗
り
出
し
て
い
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た
大
内
氏
は
、
大
鳥
居
氏
が
留
守
職
に
就
く
慣
習
を
無
視
し
、
小
鳥
居
氏
を
推
す
姿
勢
を
取
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
鳥
居
氏
が
敵
対
す
る
大
友
氏
と
の
関
係
を
嫌
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
内
氏
の
留
守
職
に
対
す
る
関
与
は
、
そ
の
ま
ま
天
満
宮
と
の
関
わ
り
を
強
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
満
宮
内
部
の
対
立
と
い
う
動
揺
が
、

天
満
宮
経
営
に
外
部
の
勢
力
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
宗
像
社
で
も
起
こ
っ
て
お
り
、
宗
像
大
宮
司
家
の
間
で
、
大
宮
司
職

を
め
ぐ
り
、
興
氏
（
七
十
一
代
）
と
氏
佐
（
七
十
二
代
）
が
対
立
し
、
興
氏
に
は
大
内
氏
が
、
氏
佐
に
は
大
友
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
背
後
に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後

は
大
内
氏
が
大
宮
司
職
の
譲
与
に
大
き
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。
逆
に
、
高
良
社
で
は
、
内
部
で
の
対
立
構
造
は
無
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
勢
力
の
均
衡

が
崩
れ
る
こ
と
で
、
内
部
分
裂
が
生
じ
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
た
。
高
良
社
は
、
座
主
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
経
営
を
な
し
て
い
た
が
、
一
山
の
統
率
は
大
祝
が
仕
切

っ
て
お
り
、
大
友
氏
に
与
し
て
い
た
。
し
か
し
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
「
耳
川
合
戦
」
で
大
友
氏
が
負
け
る
と
、
大
友
方
に
つ
く
良
寛
と
龍
造
寺
方
に
つ
く

麟
圭
と
に
座
主
が
分
裂
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
大
友
氏
と
良
好
な
関
係
で
あ
っ
た
高
良
社
で
あ
っ
た
の
で
、
破
却
な
ど
受
け
ず
に
い
た
の
が
、
島

津
氏
の
北
上
に
よ
り
攻
め
崩
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
内
部
で
の
対
立
が
起
こ
る
こ
と
で
、
諸
勢
力
の
介
入
を
受
け
や
す
く
な
り
、
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
代
理
戦
争
の
ご
と
く
、
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
太
宰
府
天
満
宮
は
、
大
鳥
居
氏
と
小
鳥
居
氏
の
和
睦
に
よ
り
、
大
鳥
居
氏
を
中
心
と
す
る
体
制
と
な
り
、
祈
祷
巻
数
を
時
々
の
天
満
宮
に

関
わ
る
勢
力
に
贈
る
こ
と
で
、
天
満
宮
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
中
で
、
崇
敬
を
求
め
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
自
衛
的
手
段
と
な
り
、
天
満
宮
を
守
る
こ
と

に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
高
良
社
で
は
、
座
主
の
分
裂
に
と
も
な
う
高
良
山
内
の
動
揺
と
、
弱
体
化
し
た
高
良
社
の
再
興
を
、
大
祝
が
『
高
良
記
』
を
編
纂
す
る
こ
と

で
、
高
良
玉
垂
神
の
神
威
の
向
上
、
そ
し
て
大
祝
自
身
の
権
威
の
向
上
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

対
し
て
、
宇
佐
宮
で
は
大
宮
司
を
中
心
と
し
た
荘
園
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
た
め
か
、
ま
た
大
宮
司
職
も
宮
成
・
到
津
・
安
心
院
・
出
光
ら
大
宮
司
家
が
あ
っ
た

が
巡
役
制
も
あ
り
、
社
内
が
分
裂
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
神
官
社
僧
ら
が
一
丸
と
な
り
「
愁
訴
」
す
る
な
ど
、
ま
と
ま
り
が
見
て
取
れ
る
。
大
内

氏
の
支
配
下
に
あ
る
時
は
、
大
内
氏
が
豊
前
支
配
に
対
し
て
宇
佐
宮
の
荘
園
体
制
に
依
拠
し
た
掌
握
を
進
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
基
本
的
に
は
保
護
政
策
の
対
応

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
友
氏
が
豊
前
に
入
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
大
内
氏
に
よ
る
保
護
政
策
は
否
定
さ
れ
、
城
誘
や
軍
役
賦
課
な
ど
、
宇
佐
宮
へ
の
要
求
を

強
め
て
い
く
。
し
か
し
、
宇
佐
宮
は
こ
れ
ま
で
の
「
先
例
」「
社
例
」
に
基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
の
既
得
権
益
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
友
氏
は
そ
れ

を
許
さ
ず
、
破
却
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
宇
佐
宮
も
外
的
圧
力
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
大
友
氏
と
敵
対
す
る
毛
利
氏
に
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
れ
は
杵
築
大
社
と
状
況
が
似
て
い
る
と
思
わ
れ
、
出
雲
が
国
造
を
中
心
と
し
た
国
造
上
官
制
に
よ
り
自
立
し
た
荘
園
体
制
を
敷
い
て
い
た
。
守
護
代
で
あ
る
尼

子
氏
も
、
そ
の
後
出
雲
入
り
す
る
毛
利
氏
も
、
こ
の
荘
園
体
制
を
維
持
し
、
保
護
政
策
を
取
り
つ
つ
も
、
杵
築
大
社
、
鰐
淵
寺
を
掌
握
す
る
に
あ
た
り
、
内
部
へ
の

介
入
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。宇
佐
宮
の
場
合
は
、
大
内
氏
の
保
護
政
策
と
い
う
ア
メ
か
ら
大
友
氏
の
支
配
政
策
と
い
う
ム
チ
と
い
う
転
換
期
を
持
つ
こ
と
で
、
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慢
性
的
な
状
態
か
ら
脱
却
し
、「
主
体
性
」
を
持
ち
う
る
機
会
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。
大
友
義
鎮
（
宗
麟
）
も
太
宰
府
天
満
宮
や
宇
佐
宮
な
ど
社
寺
を
破
却
は
し
た
が
、

そ
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
来
の
中
世
的
な
社
寺
が
持
つ
聖
（
宗
教
的
側
面
）
と
俗
（
政
治
的
側
面
）
の
相
反
す
る
も
の
を
切
り
離
す
意
図
が

見
い
だ
せ
る
と
考
え
る
。
政
治
的
側
面
の
権
威
や
経
済
力
の
喪
失
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
側
面
、
つ
ま
り
は
祭
祀
、
祈
願
と
い
う
本
来
社
寺
が
あ
る
べ
き

純
粋
な
要
素
を
抜
き
出
す
た
め
に
は
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
義
鎮
は
、
破
却
後
の
宇
佐
宮
に
対
し
て
、「
祈
願
専
一
」
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

宗
像
社
で
は
、
大
宮
司
職
を
「
子
々
孫
々
相
伝
の
領
掌
」
と
し
て
、
代
々
社
務
職
を
継
承
し
て
お
り
、
ま
た
「
神
官
領
主
」
と
し
て
宗
像
の
地
を
治
め
て
い
た
。

杵
築
大
社
と
同
様
、
鎌
倉
期
に
は
幕
府
の
御
家
人
と
な
り
、
奉
公
し
て
い
る
が
、
大
宮
司
職
の
在
り
方
と
し
て
、「
不
出
闕
外
上
」
と
い
う
大
宮
司
の
身
分
で
は
、
宗

像
の
地
を
離
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
大
宮
司
職
を
「
武
役
」
と
「
社
役
」
と
い
う
分
割
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
大
内
氏
が
筑
前

に
入
る
ま
で
は
、
大
宮
司
家
の
意
向
と
し
て
の
職
掌
の
分
割
は
見
ら
れ
た
が
、
大
宮
司
家
分
裂
の
際
、
大
内
氏
の
関
与
を
許
す
こ
と
で
、
大
内
氏
の
意
向
に
よ
る
大

宮
司
職
の
分
割
と
一
統
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
期
の
宗
像
大
宮
司
と
な
る
氏
貞
は
、
大
宮
司
氏
正
（
黒
川
隆
尚
）
の
子
と
し
て
宗
像
で
は
な
く
、
山
口
で

生
ま
れ
、
姓
も
黒
川
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
宗
像
入
部
に
お
い
て
も
好
意
的
な
受
け
入
れ
は
な
さ
れ
ず
、
一
か
ら
体
制
作
り
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
が
氏
貞
に
と
っ
て
は
か
え
っ
て
積
極
的
な
行
動
へ
の
原
動
力
と
な
り
、
社
役
・
武
役
を
別
つ
こ
と
な
く
、「
神
官
領
主
」
と
し
て
、
大
友
氏
と
毛
利
氏
に
対

峙
し
、
社
内
整
備
も
様
々
と
進
め
て
い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
大
宮
司
と
し
て
の
「
相
伝
」
を
守
る
こ
と
が
、
外
部
か
ら
来
た
氏
貞
を
正
当
な
る
大
宮
司
と
し
て
認
め

て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

戦
国
期
の
宗
教
勢
力
は
、
大
名
権
力
な
ど
に
よ
り
否
定
、
解
体
さ
れ
る
こ
と
で
宗
教
的
権
威
が
失
墜
し
て
い
く
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
論
を
通
し
て
、
少
な
か

ら
ず
落
ち
た
権
威
と
弱
体
化
し
た
組
織
を
建
て
直
そ
う
と
す
る
姿
は
、
垣
間
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
連
綿
と
現
在
も
継
承
さ
れ
る
神
社
に
お
い
て
、
時

代
や
人
や
様
々
な
こ
と
が
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
唯
一
変
わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
に
鎮
座
す
る
奉
斎
神
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
奉
斎
す
る

神
々
が
拠
り
所
と
な
り
、
戦
乱
の
世
で
衰
退
し
て
い
く
神
社
が
、
そ
の
奉
斎
神
の
神
威
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
の
存
在
性
を
顕
か
に
す
る
機
会
が
戦
国
期
に
は
あ
っ
た

と
考
え
る
。
今
回
は
『
戦
国
期
に
お
け
る
神
社
の
動
向
‐
九
州
地
方
を
中
心
に
‐
』
と
題
し
な
が
ら
、
大
友
氏
や
大
内
氏
、
ま
た
毛
利
氏
と
の
関
連
が
深
い
社
寺
を

一
部
取
り
上
げ
る
狭
小
的
視
野
で
論
じ
る
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
筥
崎
宮
や
住
吉
社
な
ど
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
寺
も
取
り
こ
ぼ
し
て
い
る
状
況
も
猛

省
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
阿
蘇
社
の
阿
蘇
大
宮
司
に
つ
い
て
も
、
宗
像
大
宮
司
と
の
比
較
検
討
ま
で
及
ば
ず
、
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
今
後
の
研
究

の
糧
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
の
変
遷
に
対
し
、
社
寺
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
な
っ
て
い
く
の
か
、
今
回
の
論
を
踏
み
台
に
更
に
追
究
で

き
た
ら
と
考
え
る
。 


