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宗
教
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

─ 

そ
の
実
際
と
課
題
に
つ
い
て 

─

福
　
本
　
康
　
之

【
要
旨
】

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
身
体
に
よ
っ
て
何
か
を
演
じ
る
こ
と
）
は
、
宗
教
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
伝
道
の

視
点
か
ら
、
そ
う
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
、
宗
教
に
お
け
る
現
実
的
な
あ
り
方
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
課
題
、
を
テ
ー
マ
と
す
る
。

論
を
進
め
る
上
で
は
、
ま
ず
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
、（
１
）
宗
教
儀
礼
の
一
部
を
な
す
も
の
、（
２
）
教
義
を
伝
え

る
こ
と
を
目
的
と
す
る 

─ 

娯
楽
的
要
素
を
も
兼
ね
備
え
た 

─ 

法
楽
と
し
て
の
も
の
、
そ
し
て
（
３
）
宗
教
へ
と
（
特
に
未
信
者
を
）

誘
う
た
め
の 

─ 

場
合
に
よ
っ
て
は
宗
教
的
要
素
を
含
ま
な
い 

─ 

も
の
、
と
い
う
三
つ
に
分
類
し
た
。
そ
の
う
え
で
筆
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
「
行
為
者
」
ま
た
は
「
共
同
行
為
者
」、「
受
容
者
」
の
い
ず
れ
か
と
し
て
「
参
加
」

す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

次
に
、
そ
れ
ら
演
じ
ら
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
、
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
（
＝
受
容
さ
れ
る
）
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
際

に
参
考
と
し
た
の
が
、Th.

ア
ド
ル
ノ
が
『
音
楽
社
外
学
序
説
』
に
て
示
し
た
七
つ
の
音
楽
の
聴
取
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
音
楽
聴
取
の

あ
り
方
の
違
い
が
、
音
楽
の
受
容
の
あ
り
方
に
影
響
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
参
加
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
態
度
に
よ
っ

て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
機
能
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
と
な
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
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一　

は
じ
め
に

一
般
に
、
宗
教
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（Perform

ance

：
身
体
動
作
に
よ
っ
て
表
現
す
る
行
為
、
ま
た
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
た
も
の
（
１
）
）
の
関
係
は
、
宗
教
の
誕
生
以
来
、
濃
淡
の
差
こ
そ
あ
れ
、
宗
教
が
自
然
発
生
的
な
も
の
か
創
唱
に
よ
る
も
の
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
ま
た
地
域
や
時
代
を
も
問
わ
ず
存
在
し
て
き
た
。

例
え
ば
、
神
話
の
類
や
創
唱
宗
教
の
聖
典
を
繙
け
ば
、
音
楽
や
舞
踊
な
ど
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
類
す
る
記
述
（
２
）

が
、
数
多
く
確
認
さ

れ
る
。
ま
た
今
日
、
観
光
等
の
目
的
で
寺
院
や
教
会
な
ど
の
宗
教
施
設
を
訪
れ
る
と
、
宗
教
的
な
儀
式
を
は
じ
め
と
す
る
何
ら
か
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
伴
う
行
事
に
、
偶
然
出
く
わ
す
こ
と
も
少
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
前
面
に
押
し

出
し
た
行
事
が
寺
院
や
教
会
の
主
催
で
行
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
行
事
を
目
的
と
し
て
宗
教
施
設
を
訪
れ
る
人
々
が
存
在
す
る

こ
と
も
、
メ
デ
ィ
ア
が
配
信
す
る
記
事
等
か
ら
確
認
さ
れ
る
（
３
）
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
に
さ
ま
ざ
ま
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
内
包
さ
れ
る
の
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
活
動
が
、
何
ら
か

の
意
味
や
意
義
を
備
え
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
何
ら
か
の
機
能
や
効
果
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
期
待
に
沿
っ
た
形
で
あ
る
か

否
か
は
別
と
し
て
、
結
果
と
し
て
何
ら
か
の
機
能
を
担
う
こ
と
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
期
待
さ
れ
る
機
能
と
は
、
決
し
て
一
つ

で
は
な
い
（
後
述
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
期
待
さ
れ
る
機
能
が
分
類
・
整
理
さ
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
期
待
ど

お
り
に
機
能
し
て
い
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
期
待
ど
お
り
で
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
期
待
ど
お
り
に

機
能
し
な
い
場
合
の
要
因
等
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
は
宗
教
に
お
い
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
成
功
体
験
に
基
づ
い
た
言
説
を
鵜
呑
み
に
し
て
実
践
し
、
結
果
落
胆
す
る
と

い
う
現
場
で
の
事
例
を
、
筆
者
は
見
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
成
功
事
例
も
あ
る
が
、
失
敗
例
も
少
な
く
は
な
く
、
看
過
で
き
る
も
の
で
は

な
い
、
と
筆
者
は
感
じ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
機
能
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
特
に
伝
道
の
面
か
ら
、
期
待
と
結
果
の

ズ
レ
を
具
体
的
に
提
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
要
因
を
分
析
し
、
具
体
的
な
課
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
章　

宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
分
類

ひ
と
こ
と
で
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
っ
て
も
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
機
能
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置

か
れ
た
環
境
（
状
況
）
に
よ
る
分
類
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
、
大
き
く
以
下
の
三
つ
に
分
類
し
、
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

〈
儀
礼
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
〉

ま
ず
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
ひ
と
つ
に
、
宗
教
儀
礼
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
儀
礼
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
人
（
宗
教
者
は
も
と
よ
り
、信
者
や
未
信
の
者
ま
で
）
が
、

宗
教
的
な
意
味
に
お
い
て
、
身
体
行
為
に
よ
る
何
ら
か
の
表
現
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
め
は
、
そ
う
し
た
宗
教
儀
礼
の
構
成
要
素
と
し

て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
（
以
下
、
本
稿
で
は
「
儀
礼
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
い
う
）。

〈
法
楽
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
〉

宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
二
つ
め
と
し
て
は
、
宗
教
行
事
等
に
お
い
て
、
宗
教
儀
礼
以
外
の
場
面
で
行
わ
れ
る
も
の
が
存

在
す
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
行
事
に
お
い
て
、
儀
式
や
説
教
な
ど
の
前
後
に
行
わ
れ
る
、
落
語
や
音
楽
の
演
奏
な
ど
で
、
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
行
事
の
参
加
者
が
鑑
賞
す
る
こ
と
を
実
質
的
な
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
。



宗教とパフォーマンス

34

そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
娯
楽
的
で
あ
る
が
、
寄
席
や
ホ
ー
ル
等
で
行
わ
れ
る
も
の
と
は
、
次
の
理
由
で

一
線
を
画
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
会
場
が
宗
教
性
を
意
識
さ
せ
る
空
間
（
寺
院
や
教
会
で
な
く
と
も
、
礼
拝
対
象
の
存
在
な
ど
に
よ
っ

て
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
場
）
で
あ
っ
た
り
、
演
目
が
宗
教
的
な
故
事
を
題
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
な
ど
、
宗
教
的
な
要
素
を
含
ん

で
い
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
娯
楽
と
し
て
の
面
と
、
教
化
活
動
と
し
て
の
面
の
、
両
方
を
兼
ね

備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
従
来
、
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
と
し
て
奉
納
さ
れ
、
行
事
の
参
加
者
は
、
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
と

い
う
位
置
づ
け
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
一
般
に
「
法
楽
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
れ
が
宗
教
に
お
け
る
二
つ
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で

あ
る
（
以
下
、
本
稿
で
は
「
法
楽
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
い
う
）。

〈
誘
い
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
〉

さ
ら
に
近
年
で
は
、
世
俗
化
社
会
の
な
か
で
宗
教
離
れ
が
喧
伝
さ
れ
る
と
い
う
状
況
も
あ
り
、
寺
院
や
教
会
と
い
う
宗
教
空
間
に

親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
宗
教
行
事
と
は
別
の
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
中
心
に
据
え
た
寺
院
や
教
会
主
催
の
行
事
（
コ

ン
サ
ー
ト
や
落
語
会
な
ど
）
が
盛
ん
で
あ
る
（
４
）
。
こ
の
種
の
、未
信
の
人
あ
る
い
は
形
式
だ
け
の
信
者
を
主
た
る
対
象
と
し
た
行
事
で
は
、

教
化
（
５
）

よ
り
も
、
ま
ず
も
っ
て
そ
う
し
た
人
々
を
寺
院
や
教
会
へ
誘
う
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

に
期
待
さ
れ
る
機
能
は
、
人
を
誘
う
こ
と
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
人
を
惹
き
付
け
る
種
類
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
選
ば
れ
る
こ
と
も
少

な
く
な
い
。

こ
う
し
た
、
人
を
誘
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
が
、
宗
教
に
お
け
る
三
つ
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
（
以
下
、「
誘
い
の
た

め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
い
う
）。
こ
の
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
法
楽
と
し
て
の
も
の
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

教
が
有
す
る
故
事
を
題
材
と
す
る
も
の
や
、
教
義
的
な
内
容
を
も
含
む
作
品
が
演
目
に
あ
が
っ
て
は
い
る
が
、
同
時
に
多
く
を
占
め
る
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の
は
、
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
た
世
俗
的
な
作
品
で
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
割
合
と
し
て
は
高
い
傾
向
に
あ
る
。

以
上
が
、
本
稿
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
、
行
わ
れ
る
状
況
に
も
と
づ
く
三
分
類
で
あ
る
。

第
二
章　

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
関
わ
り
方
と
期
待
さ
れ
る
機
能

前
章
で
分
類
し
た
三
種
類
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
宗
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
、
次
に
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
関
わ
り
方
と
と
も
に
、
見
て
い
き
た
い
。

（
一
）
儀
礼
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場
合

儀
礼
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
、
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
必
要
性
か
ら
、
ま
ず
は
儀
礼
に
関
す
る
言
葉
の
定
義
を

述
べ
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
は
、
宗
教
的
な
儀
礼
は
、
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
行
う
も
の
と
、
複
数
人
が
集
団
で
同
時
に
行
う
も
の
（
お
も
に
信
仰
共
同

体
単
位
で
行
わ
れ
る
）、
組
織
を
挙
げ
て
の
大
規
模
な
も
の
（
信
仰
共
同
体
が
主
体
で
は
あ
る
が
、
と
き
に
は
外
部
の
未
信
者
を
も
巻

き
込
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
）、
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を

　

リ
チ
ュ
ア
ル
（Ritual 

狭
義
の
儀
礼
）

　

セ
レ
モ
ニ
ー
（Cerem

ony 

儀
式
）

　

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（Festival 

祭
礼
）

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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〈
リ
チ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
関
わ
り
方
と
期
待
さ
れ
る
機
能
〉

一
般
に
、
宗
教
に
お
け
る
儀
礼
と
は
、
神
仏
な
ど
の
超
越
者
と
の
対
話
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）、
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
な
か

で
リ
チ
ュ
ア
ル
は
、
前
述
の
と
お
り
、
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
基
本
的
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
当

事
者
と
超
越
者
以
外
の
第
三
者
が
、
儀
礼
に
介
在
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、リ
チ
ュ
ア
ル
の
場
合
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、基
本
的
に
個
人
と
超
越
者
と
い
う
二
者
間
の
閉
じ
た
関
係
で
あ
り
（
以

下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
「
閉
じ
ら
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
呼
ぶ
）、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

対
し
て
人
は
、「
行
為
者
」
と
し
て
の
み
関
わ
る
こ
と
に
な
る
（
６
）

。

こ
の
視
点
に
た
て
ば
、
リ
チ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
、
超
越
者
と
の
対
話
の
た
め
の
具
体
的
な
行
為
に
限
定
さ
れ

た
も
の
、
と
理
解
し
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
儀
礼
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
し
て
期
待
さ
れ
る
機
能
と
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
行
う
者
が
、
身
体
行
為
に
よ
る
表
現
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
、
超
越
者
に
対
し
、
自
身
の
何
か
し
ら
の
想
い
を
伝
え
る
／
が
伝

わ
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。

〈
セ
レ
モ
ニ
ー
に
お
け
る
関
わ
り
方
〉

リ
チ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
、「
閉
じ
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
セ
レ
モ
ニ
ー
は
複
数
人
で
構
成
さ
れ
る

た
め
、
超
越
者
と
行
為
者
以
外
の
第
三
者
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。

具
体
的
に
述
べ
る
と
、「
行
為
者
」
に
対
し
、
一
緒
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
「
共
同
行
為
者
」
と
、
行
わ
な
い
が
時
間
と
空
間

を
共
有
し
、
両
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
接
す
る
「
受
容
者
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
三
者
の
関
係
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
介

し
て
互
い
に
開
か
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
（
以
下
、
こ
の
場
合
を
「
開
か
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
い
う
）、
閉
じ
ら
れ
た
も
の

よ
り
も
複
雑
で
あ
る
。
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ま
ず
共
同
行
為
者
は
、
そ
の
人
物
自
身
も
ま
た
、
行
為
者
と
同
じ
形
式
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
当
事
者
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
同
一
の
儀
式
や
祭
礼
に
お
け
る
同
じ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
場
合
、
共
同
行
為
者
自
身
が
期
待
す
る
の
は
、
行
為
者
と
同

じ
理
解
に
立
っ
て
行
っ
て
い
る
限
り
、同
じ
機
能
で
あ
り
、そ
こ
に「
共
振
作
用
」が
生
じ
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、こ
の
場
合
の「
同

じ
」
と
い
う
関
係
は
、
単
に
超
越
者
と
の
対
話
と
い
う
機
能
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
対
話
の
「
内
容
」
レ
ベ
ル
に
お
い
て

も
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
一
の
セ
レ
モ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
形
式
の
異
な
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
同
時
に
並

行
し
て
有
機
的
に
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
同
士
（
行
為
者
と
共
同
行
為
者
）
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
全
体
の
意
味
を
同
様
に

理
解
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
内
容
レ
ベ
ル
で
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
に
共
振
作
用
が
生
じ
う
る
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
共
同
行
為
者
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
者
自
身
も
、
他
者
（
共
同
行
為
者
）
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

接
す
る
た
め
、
そ
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
、
同
時
に
受
容
者
と
同
等
の
立
場
に
も
な
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
方
、
受
容
者
は
セ
レ
モ
ニ
ー
の
参
加
者
で
は
あ
る
が
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
行
わ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
共
同
行
為
者
が
経
験
し

う
る
共
振
に
つ
い
て
は
、
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
参
加
者
と
し
て
の
宗
教
体
験
の
濃
度
は
、
他
の
二
者
に
比
較
し
て
低
く
（
た

だ
し
、
時
空
間
共
有
者
と
し
て
の
一
体
感
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
わ
れ
る
）、
ま
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
接
し
方
に
よ
っ
て

も
濃
淡
は
変
化
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
（
７
）

。

こ
の
よ
う
に
、
セ
レ
モ
ニ
ー
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
、
関
わ
り
方
と
し
て
、
行
為
者
と
共
同
行
為
者
、
受
容
者
の
三
つ
の

立
場
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
時
に
複
数
の
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
お
い
て
も
同
じ

で
あ
る
。

〈
セ
レ
モ
ニ
ー
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
機
能
〉

で
は
、
こ
う
し
た
開
か
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
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の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
行
為
者
に
対
し
て
は
、
リ
チ
ュ
ア
ル
と
同
様
に
、
超
越
者
と
の
対
話
と
し
て
の
機
能
が
期
待
さ
れ
る
。

リ
チ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
は
、こ
の
点
が
全
て
で
あ
る
が
、セ
レ
モ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、共
同
行
為
者
と
受
容
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
別
の
機
能
も
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
関
わ
り
方
に
そ
っ
て
見
た
場
合
、
行
為
者
か
ら
す
れ
ば
、
共
同
行
為

者
と
の
共
振
と
受
容
者
へ
の
伝
達
で
あ
る
。
宗
教
的
な
言
葉
に
お
き
か
え
れ
ば
、
信
仰
共
同
体
意
識
の
醸
成
（
信
仰
を
共
に
す
る
仲
間

の
存
在
確
認
）
と
教
化
（
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
信
仰
す
る
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
法
楽
ま
た
は
誘
い
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場
合

〈
法
楽
ま
た
は
誘
い
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
も
の
〉

次
に
、
法
楽
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
前
述
の
通
り
、
ひ
と
つ
に
は
娯
楽
的
要
素
を
兼
ね
備
え
た
鑑
賞
対
象
と
し
て
の
面
を

も
つ
。
そ
の
意
味
で
期
待
さ
れ
る
の
は
、
単
純
に
消
費
財
と
い
う
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
法
楽
は
、
基
本
的
に
宗
教
が

有
す
る
故
事
を
題
材
と
し
て
い
た
り
、
教
義
的
な
も
の
が
含
ま
れ
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
演
目
と
し
て
取
り
上
げ
る
か
ら
に

は
、
教
化
と
し
て
の
機
能
を
も
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
誘
い
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
ま
ず
は
寺
院
や
教
会
に
誘
う
た
め
」

な
ど
、
こ
れ
ま
で
宗
教
（
あ
る
い
は
寺
院
や
教
会
）
と
縁
の
な
か
っ
た
未
信
者
と
の
縁
づ
く
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
儀
礼
や
法
楽

と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
す
で
に
縁
の
あ
る
信
者
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
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〈
法
楽
ま
た
は
誘
い
に
お
け
る
関
わ
り
方
〉

で
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
関
わ
り
方
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

場
に
お
い
て
、
人
は
演
者
（
行
為
者
）
ま
た
は
鑑
賞
者
（
受
容
者
）
と
し
て
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
演
者
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
と
い
う
意
味
で
、
儀
礼
の
場
合
に
お
け
る
行
為
者
に
当
た
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し

た
い
の
は
、
行
為
の
対
象
が
超
越
者
で
は
な
く
、
鑑
賞
者
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
法
楽
と
し
て
の
場
合
、
大
義
名
分

で
あ
る
「
奉
納
」
の
対
象
は
、
超
越
者
で
あ
る
が
）。

一
方
の
鑑
賞
者
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
わ
ず
、
鑑
賞
す
る
だ
け
の
立
場
で
あ
る
た
め
、
基
本
的
に
儀
礼
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
お
け
る
受
容
者
と
同
じ
、
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
法
楽
と
し
て
の
場
合
、
や
は
り
大
き
く
異
な
る
点
と
し
て
、
超
越
者
に

対
し
て
の
行
為
を
、
鑑
賞
者
は
第
三
者
と
し
て
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
き
ら
か
に
自
ら
に
向
け
て
直
接
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
受
容
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鑑
賞
者
に
お
い
て
超
越
者
が
ど
れ
だ
け
意
識
さ
れ
て
い
る
か
、

と
い
う
観
点
か
ら
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
教
化
と
い
う
面
か
ら
考
え
た
場
合
、
超
越
者
に
対
す
る
意
識
の
高

低
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
行
わ
れ
る
時
間
の
宗
教
体
験
と
し
て
の
濃
度
に
関
わ
っ
て
く
る
た
め
で
あ
る
。

誘
い
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
場
に
い
る
こ
と
自
体
が
、
誘
い
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
超
越
者
に
対
す
る
意
識
の
問
題
は
、
法
楽
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ほ
ど
注
意
を
払
う
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
誘
い
が
教
化
の
環
境
づ
く
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
の
段
階
と
し
て
、
寺
院
や
教
会
へ
、
今
度
は
演
目
な
ど
で
は

な
く
、
宗
教
を
目
的
に
来
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
視
点
に
立
て
ば
、
超
越
者
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
、
無
駄
に
は
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
期
待
さ
れ
る
機
能
は
、
以
下
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

　
　

一
、
超
越
者
と
の
対
話
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二
、
信
仰
共
同
体
意
識
の
醸
成
（
共
振
作
用
）

　
　

三
、
教
化

　
　

四
、
誘
い

ま
た
本
稿
で
は
、「
一
、
超
越
者
と
の
対
話
」
と
「
二
、
信
仰
共
同
体
意
識
の
醸
成
」
を
、
宗
教
理
解
と
い
う
意
味
で
の
「
三
、
教
化
」

と
区
別
し
、
ま
と
め
て
「
宗
教
体
験
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

で
は
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
、
実
際
、
期
待
ど
お
り
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
次
に
、
結
果
と

し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
機
能
に
つ
い
て
、
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
現
実
的
機
能

宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
期
待
ど
お
り
に
機
能
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
。
つ
ま
り
、
受

容
側
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
問
い
に
関
し
て
は
、
音
楽
を
例
にTh.

ア
ド
ル
ノ
（Theodor Ludw

ig 

Adorno-W
iesengrund, 

一
九
〇
三
─
一
九
六
九
）
が
示
し
た
音
楽
聴
取
の
態
度
（
８
）
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
ア
ド
ル

ノ
の
論
を
手
が
か
り
に
、
ま
ず
は
受
容
者
に
対
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
機
能
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
一
）
受
容
者
に
対
す
る
現
実
的
機
能

ア
ド
ル
ノ
は
、
音
楽
を
聴
取
す
る
者
の
態
度
を
七
つ
に
分
類
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
興
味
深
い
の
が
、
音
楽
を
本
来
の
目
的
ど

お
り
に
受
容
す
る
者
の
ほ
か
に
、
教
養
と
し
て
音
楽
を
消
費
す
る
者
や
娯
楽
と
し
て
音
楽
に
接
す
る
者
、
音
楽
に
関
心
を
も
た
な
い
者
、
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嫌
悪
感
を
抱
く
者
な
ど
、
つ
ま
り
本
来
の
目
的
に
沿
わ
な
い
態
度
を
と
る
者
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
宗
教
に
お
け
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
し
て
も
、
受
容
者
と
し
て
同
様
の
接
し
方
を
す
る
者
が
存
在
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の

存
在
が
決
し
て
少
数
派
で
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
受
容
者
の
場
合
に
は
、
期
待
さ
れ
る
機
能
が
働
か
な
い

と
考
え
て
よ
い
。

〈
教
養
と
し
て
消
費
す
る
者
の
場
合
〉

ま
ず
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
教
養
と
し
て
消
費
す
る
者
の
場
合
。

宗
教
儀
礼
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
今
日
の
日
本
で
は
、
明
治
以
降
の
西
洋
的
価
値
観
の
影
響
の
た
め
、
宗
教
的
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
か
ら
分
離
さ
れ
、「
芸
術
」
や
「
文
化
」
と
し
て
、
鑑
賞
さ
れ
る
対
象
と
い
う
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
宗
教
儀
礼

そ
の
も
の
や
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
要
素
（
例
え
ば
、
聲
明
や
雅
楽
）
が
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
な
ど
で
そ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
こ

と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
知
的
好
奇
心
の
対
象
と
し
て
受
容
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
知
識
や
教
養

の
蓄
積
対
象
と
し
て
消
費
さ
れ
、
受
容
者
の
宗
教
体
験
（
超
越
者
と
の
対
話
や
信
仰
共
同
体
意
識
の
醸
成
）
と
は
な
り
に
く
い
。

そ
の
一
方
で
、
知
識
や
教
養
と
し
て
の
蓄
積
は
な
さ
れ
る
た
め
、
法
楽
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
は
、
教
義
等
の
理
解
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、教
化
の
面
か
ら
期
待
通
り
に
働
く
場
合
も
あ
る
、と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、誘
い
と
し
て
の
行
事
で
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
と
し
て
は
、
寺
院
や
教
会
へ
来
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
教
化
の
面
で
も
機
能
す
る
と
い
う
、
期
待
以
上
の
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。

〈
娯
楽
と
し
て
接
す
る
者
の
場
合
〉

次
に
、
娯
楽
と
し
て
接
す
る
者
の
場
合
。
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パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
期
待
す
る
の
は
、
そ
れ
が
有
す
る
情
緒
的
な
作
用
な
ど
の
刺
激
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
内
容
へ
の
関
心
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
、
宗
教
儀
礼
に
お
い
て
は
、
宗
教
体
験
は
も
と
よ
り
、
教
化
と
い
う
機

能
す
ら
働
か
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
法
楽
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
娯
楽
的
な
面
し
か
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
非
宗
教
的
な
世
俗
的

空
間
で
行
わ
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
同
じ
、
つ
ま
り
は
法
楽
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
で
も
、
寺
院
と
い
う
「
場
所
に
来
て
も
ら
う
こ
と
（
宗
教
性
を
感
じ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
）」
を
第
一
目
的
と
し
た
、
誘
い

と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
は
、
興
味
の
対
象
と
し
て
機
能
し
う
る
。
た
だ
そ
の
場
合
に
も
、
超
越
者
に
対
す
る
意
識
な
ど
を

期
待
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次
の
段
階
で
あ
る
教
化
の
場
へ
と
誘
う
の
は
、
簡
単
で
は
な
い
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

〈
関
心
を
も
た
な
い
者
や
嫌
悪
感
を
抱
く
者
の
場
合
〉

関
心
を
も
た
な
い
者
や
嫌
悪
感
を
抱
く
者
に
と
っ
て
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
は
機
能
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
む
し
ろ
否
定
的
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
可
能
性
も
存
在
す
る
。
多
く
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
者
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
受
容
者
と

な
る
の
は
、
人
間
関
係
や
世
間
体
な
ど
、
行
事
や
そ
れ
に
付
随
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
以
外
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

〈
エ
キ
ス
パ
ー
ト
あ
る
い
は
良
き
受
容
者
の
場
合
〉

ま
た
ア
ド
ル
ノ
は
、
本
来
の
あ
り
方
に
沿
っ
た
音
楽
聴
取
の
態
度
と
し
て
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
お
よ
び
良
き
聴
取
者
を
挙
げ
て
い
る
。

簡
潔
に
述
べ
る
と
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
の
は
、
音
楽
作
品
が
表
現
す
る
内
容
を
、
そ
の
演
奏
を
通
し
て
正
し
く
理
解
し
、
自
ら
の
経
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験
と
し
う
る
者
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
置
き
換
え
れ
ば
、
超
越
者
と
対
話
し
、
信
仰

共
同
体
の
一
員
と
し
て
共
振
し
、
正
し
く
教
化
さ
れ
る
者
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
対
象
が
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
あ
る

い
は
良
き
受
容
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
期
待
さ
れ
る
宗
教
体
験
お
よ
び
教
化
と
し
て
の
機
能
は
働

く
、
と
い
っ
て
よ
い
。（

二
）
期
待
さ
れ
る
機
能
が
働
か
な
い
場
合 

─ 

行
為
者
の
態
度
を
中
心
に

ア
ド
ル
ノ
は
、
音
楽
聴
取
の
態
度
に
つ
い
て
の
分
類
を
行
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
演
奏
者
に
対
し
て
の
分
類
は
行
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
あ
え
て
聴
取
者
の
態
度
を
参
考
に
、
行
為
者
（
共
同
行
為
者
を
含
む
）
の
態
度
の
分
類
を
試
み
た
い
。

ま
ず
、
儀
礼
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
行
為
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
期
待
さ
れ
る
機
能
が
働
く
よ
う
に
行
為
を
遂
行
す
る

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
成
し
得
る
者
を
、
ア
ド
ル
ノ
の
い
う
聴
取
の
態
度
に
倣
っ
て
い
え
ば
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
あ
る
い
は
良
き
行
為
者

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
ア
ド
ル
ノ
の
論
で
は
、
演
奏
の
質
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
十
分
な
質
が
保
証
さ
れ
な

い
演
奏
で
は
そ
も
そ
も
聴
取
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
た
め
、演
奏
の
質
は
保
証
さ
れ
て
い
る
（
聴
取
に
値
す
る
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

論
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
あ
る
い
は
良
き
行
為
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
共
振

さ
せ
、
伝
達
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
質
を
有
す
る
こ
と
が
第
一
の
条
件
と
な
る
。

で
は
、
そ
れ
以
外
の
条
件
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
質
を
伴
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
も
、
期
待
さ
れ
る
機
能
が
働
か
な

く
な
る
場
合
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
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〈
超
越
者
と
の
対
話
と
し
て
働
か
な
い
場
合
〉

ま
ず
、
超
越
者
と
の
対
話
と
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
場
合
、
行
為
者
は
そ
の
こ
と
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
集
中
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
は
、
外
的
要
因
（
騒
音
な
ど
の
環
境
不
全
）
も
考
え
ら
れ
る
が
、
当
事
者
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
は
、

技
術
力
不
足
が
挙
げ
ら
れ
る
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
場
合
、「
体
で
覚
え
る
（
＝
意
識
し
な
く
て
も
で
き
る
）」
と
い
わ
れ
る
程
度

ま
で
技
術
を
磨
か
な
け
れ
ば
、
技
術
そ
の
も
の
に
意
識
が
向
い
て
し
ま
い
（
例
え
ば
、
次
に
何
を
す
る
の
か
を
考
え
る
な
ど
）、
対
話

に
な
ら
な
い
。

〈
信
仰
共
同
体
意
識
の
醸
成
と
な
ら
な
い
場
合
〉

次
に
、
信
仰
共
同
体
意
識
の
醸
成
（
共
振
作
用
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
機
能
し
な
い
要
因
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
に
共
同
行
為
者
と
の

関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
、
複
数
人
で
行
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
は
、「
息
の
合
っ
た
」
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
先
に
挙
げ
た
技
術
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
個
」
よ
り
も
「
全
体
」
を
優
先
し
、
な
お
か
つ
「
全
体
」
の
バ
ラ
ン

ス
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
で
、「
個
」
の
主
張
が
起
こ
れ
ば
、共
振
は
望
む
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
教
化
や
誘
い
と
な
ら
な
い
場
合
〉

そ
し
て
、
教
化
に
お
い
て
は
、
機
能
し
な
い
場
合
が
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
法
楽
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
行
為
者
と
受
容
者
と
い
う
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
。
し
か
し
、

教
化
と
し
て
機
能
す
る
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
場
に
お
い
て
超
越
者
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
行
為
者
と
受
容
者
と
い
う
二
者
関
係
で
は
な
く
、
行
為
者
と
受
容
者
、
そ
し
て
（
受
容
者
か
ら
見
て
行
為
者
の
向
こ
う
に
い
る
）

超
越
者
と
い
う
三
者
の
関
係
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
関
係
の
な
か
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
行
わ
れ
ず
、
超
越
者
が
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意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
は
単
な
る
娯
楽
の
場
と
化
し
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
超
越
者
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
場
合
で
も
、
行
為
者
の
行
為
（
立
ち
居
振
る
舞
い
）
に
よ
っ
て
、
超
越
者
よ
り
も
行
為
者
の
存

在
が
大
き
く
な
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
超
越
者
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
構
成
す
る
一
要
素
に
堕
し
か
ね
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
単
に

寄
席
で
芸
人
が
神
仏
を
題
材
に
話
し
て
い
る
の
を
鑑
賞
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
、
も
は
や
宗
教
的
意
味
で
の
教
化
と
は
い
え
な
い
（
超

越
者
と
い
う
存
在
に
「
親
し
む
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
あ
る
）。

こ
の
点
は
、
誘
い
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
。
誘
い
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
種
類
あ
る
い
は
行
為
者
（
演
者
）
に
関
心
が
あ
っ
て
寺
院
や
教
会
に
出
向
く
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
来
場
者
の
多
く
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
種
類
や
行
為
者
に
意
識
が
向
い
て
し
ま
い
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
良
い
体
験
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、「
誘
う
」
と
い
う
期
待
は
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
寺
院
や
教
会
は
単
な
る
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
会
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
ず
、
本
来
の
目
的
と
は
異
な
り
、
そ
れ
し
か
期
待
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性

が
大
き
い
。
そ
う
な
る
と
「
誘
い
」
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
行
事
そ
の
も
の
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
本
章
で
は
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
期
待
さ
れ
る
機
能
が
、
受
容
者
と
行
為
者
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
低
下
／
阻

止
さ
せ
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
別
の
機
能
を
働
か
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

ま
た
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
以
上
の
通
り
、
宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
可
能
性
と
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。

四　

ま
と
め

宗
教
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
力
を
理
解
し
な
い
も
の
は
、
そ
れ
が
た
と
え
宗
教
儀
礼
を
構
成
す
る
聲
明
な
ど
で
あ
っ
て
も
、
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単
な
る
個
人
の
趣
味
の
領
域
と
見
做
す
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
価
値
観
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が

有
す
る
機
能
を
明
ら
か
に
し
、
宗
教
活
動
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
内
包
さ
れ
る
意
味
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

機
能
は
、
常
に
働
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
関
わ
る
者
次
第
で
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
こ
と
や
、
別
の
働
き
を
す
る
危
険
性
も
同
時

に
述
べ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
超
越
者
と
の
対
話
か
ら
誘
い
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
期
待
さ
れ
る
機
能
は
違
え
ど
も
、

扱
い
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宗
教
活
動
に
お
い
て
利
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。

ま
た
本
稿
で
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
機
能
に
つ
い
て
、
行
為
者
（
共
同
行
為
者
を
も
含
む
）
と
受
容
者
の
視
点
か
ら
、
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
行
う
上
で
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
内
容
を
決
定
す
る
上
で
重
要
な
立
場
に
あ
る

「
主
催
者
」
に
つ
い
て
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
一
旦
論
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

〈
参
考
文
献
〉

・
国
安
洋
『
音
楽
美
学
入
門
』
春
秋
社
、
一
九
八
一
年
。

・Th. W
. Adorno, "D

issonanzen Einleitung in die M
usiksoziologie", Surkam

p Verlag, Frankfurt am
 M

ain, 1962.

【
注
】

（
１
）
ま
ず
、
本
稿
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
が
「
身
体
動
作
に
よ
っ
て
表
現
す
る
行
為
、
ま
た
は
そ
の
行
為
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
た
も
の
」
と
す
る
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
音
楽
の
演
奏
や
演
劇
の
上
演
（
演
技
す
る
こ
と
）、
踊
る
こ
と
な
ど
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の

行
為
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
鳴
り
響
く
音
楽
作
品
や
、
演
じ
ら
れ
た
芝
居
、
舞
踊
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
宗
教
に
お
け
る
も

の
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
一
般
に
芸
能
や
芸
術
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
聲
明
を
唱
え
る
こ
と
、
儀
式
に
お
い
て
作
法
を
行
う
こ
と
、
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さ
ら
に
は
演
劇
性
を
伴
う
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
、
説
教
や
法
話
な
ど
も
含
む
。

（
２
）
古
く
は
『
古
事
記
』
に
見
ら
れ
る
「
岩
戸
隠
れ
」
の
伝
説
な
ど
。

（
３
）
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
宗
教
教
団
が
発
行
す
る
信
者
向
け
の
機
関
紙
（
誌
）
や
宗
教
関
連
メ
デ
ィ
ア
に
目
を
向
け
れ
ば
、
比
較
的
容
易
に
確
認

さ
れ
る
。

（
４
）
注
３
に
同
じ
。

（
５
）
一
般
に
教
化
と
い
う
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
も
の
す
べ
て
を
含
ん
で
語
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
、
論
の
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
、「
教
化
」

の
語
を
「
宗
教
的
な
内
容
を
伝
え
る
こ
と
」
と
い
う
狭
義
な
行
為
に
限
定
し
、「
教
化
の
た
め
の
環
境
づ
く
り
」
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
６
）
厳
密
に
い
え
ば
、
行
為
者
自
身
が
受
容
者
に
な
る
（
例
え
ば
、
発
し
た
声
を
自
ら
聞
く
）
と
い
う
こ
と
も
儀
礼
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
関
わ

り
方
の
一
つ
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
は
行
為
者
と
受
容
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る

た
め
、
同
一
人
物
に
お
け
る
そ
の
関
係
性
（
相
互
影
響
）
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

（
７
）
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
意
識
が
向
い
て
い
な
け
れ
ば
、
受
容
者
と
は
い
え
な
い
が
、
セ
レ
モ
ニ
ー
の
空
間
に
身
を
お
く
こ
と
で
、
建
築
様
式
な
ど
か
ら
何

ら
か
を
感
じ
取
れ
ば
、
少
な
く
と
も
セ
レ
モ
ニ
ー
の
参
加
者
と
し
て
は
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
８
）Th. W

. Adorno, "D
issonanzen Einleitung in die M

usiksoziologie", Surkam
p Verlag, Frankfurt am

 M
ain, 1962.
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