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始
め
に

　
こ
こ
数
十
年
、
ミ
ル
チ
ェ
・
エ
リ
ア
ー
デ
に
つ
い
て
の
研
究
が
様
々
な
領
域
で
進
ん
で
い
る
。
伝
記
的
な
研
究
で
は
、
古
典
的
な
マ
ッ
ク ・
リ
ケ
ッ
ト
（M

ac
L
.

 
    
  

R
icketts

 
       
）
の
も
の
か
ら
最
近
の
フ
ロ
リ
ン
・
ト
ゥ
カ
ヌ
（F

lorin
Turcanu

 
       
      
）
の
も
の
ま
で
あ 

。
ま
た
、
最
近
で
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
レ
ニ
ー
に
よ
る
エ
リ
ア
ー
デ

に
つ
い
て
の
評
論
集
も
出
さ
れ
て
い 

。
そ
の
他
に
も
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
思
想
家
と
し
て
の
エ
リ
ア
ー
デ
を
全
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
動
向
が
あ

る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
エ
リ
ア
ー
デ
そ
の
人
の
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
に
関
心
の
出
発
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
エ
リ
ア
ー
デ
の

シ
カ
ゴ
大
学
の
同
僚
の
一
人
で
あ
り
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
研
究
に
強
力
な
批
判
を
展
開
し
た
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
Ｚ
・
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の

か
、
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
関
心
が
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
は
エ
リ
ア
ー
デ
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
学
会
で
は
最
も
影
響
力
の
あ
る
研
究
者
の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
言
う
よ
う

に
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
い
し
、
そ
も
そ
も
良
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
エ
リ
ア
ー
デ
が
幅
広
い
聴
衆
を
念
頭
に
お
い
た
宗
教
学
的
研
究
を
進
め

た
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
む
し
ろ
学
者
サ
ー
ク
ル
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
を
行
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
宗
教
社
会
学
的

傾
向
の
強
い
日
本
の
宗
教
学
会
に
お
い
て
は
、
ス
ミ
ス
が
行
っ
た
よ
う
な
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
直
接
的
に
は
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
だ

（
１
）る

（
２
）る

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て

木
　
村
　
武
　
史



が
、
ス
ミ
ス
は
比
較
・
分
類
は
如
何
に
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
宗
教
学
に
と
っ
て
は
根
本
的
で
解
決
不
可
能
な
問
題
の
一
つ
を
理
論
的
議
論
の
中
心
の
一
つ
に

置
い
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
が
、
本
論
に
お
い
て
、
あ
ま
た
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
の
中
か
ら
ス
ミ
ス
の
論
考
に
焦
点
を
当
て
る
理
由
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
エ
リ

ア
ー
デ
批
判
は
良
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
続
く
、
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
の
先
鞭
を
付
け
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
後
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判

に
は
必
ず
し
も
学
問
的
に
は
有
益
で
は
な
い
も
の
も
含
ま
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
学
問
的
文
脈
に
お
け
る
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
を
堅
持
し
よ
う
と
し
た
ス
ミ
ス
の
方
向

性
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
の
方
向
を
、
ス
ミ
ス
が
置
か
れ
た
学
問
的
・
社
会
的
文
脈
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
議
論
が
更
に
意
味
の
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
筆
者
は
か
つ
て
ス
ミ
ス
が
エ
リ
ア
ー
デ
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
に
倣
っ
て
、
ス
ミ
ス
自
身
の
研
究
に
分
析
・
考
察
を
加
え
た
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

は
批
判
を
す
る
こ
と
と
自
ら
の
研
究
を
方
法
論
的
に
遂
行
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 

。
た
と
え
相
手
の
問
題
点
を
適
正
に
批
判
し
た

と
し
て
も
、
同
じ
問
題
に
関
し
て
必
ず
し
も
自
ら
の
方
法
の
基
準
に
照
ら
し
て
さ
え
問
題
な
く
宗
教
現
象
の
解
釈
を
行
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
ス
ミ
ス
自
身
も
理
論
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
民
族
学
誌
資
料
の
誤
読
を
行
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
エ
リ
ア
ー
デ
と
同
じ
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、
ス
ミ
ス
が
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
を
「
カ
ー
ゴ
状
況
」
と
の
関
連
で
歴
史
的
解
釈
を
行
っ
た
の
に
倣
っ
て
、
北
米
先
住
民
ホ
ピ
の
神
話
の
研

究
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
筆
者
に
と
っ
て
は
様
々
に
影
響
を
受
け
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
立
場
・
研
究
方
法
に
は
完
全
に
同
意

す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
一
坩
ワ
ッ
ハ
・
エ
リ
ア
ー
デ
会
議
と
ス
ミ
ス

　
さ
て
、
再
びJ.Z.

    
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
と
思
っ
た
動
機
は
、
二
〇
〇
六
年
に
シ
カ
ゴ
大
学
で
行
わ
れ
たH

erm
eneutics,Politics,and

the
H
ist

 
   
           
                  
   ory
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R
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C
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L
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W
ach
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M
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E
liad

        
  
     
  
       
    e  

会
議
で
発
表
さ
れ
た
論
文
集
が
二
〇
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。W

endy

 
     

D
oniger

 
      

と
共
に
、
会
議
の
企
画
者
の
一
人
で
あ
るC

hristian
W
edem

eyer

 
          
    
    

の
序
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
ア
キ
ム
・
ワ
ッ
ハ
の
死
後
五
〇
年
、
エ
リ
ア
ー
デ

の
誕
生
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
両
者
を
取
り
上
げ
、
そ
の
功
績
を
検
討
し
た
会
議
で
あ
る
。
会
議
で
は
エ
リ
ア
ー
デ
に
批
判
的
な
研
究
者
も
含
め
て
発
表
、
議
論
が

な
さ
れ 

。
発
表
者
の
一
人
がJ.Z.

    
ス
ミ
ス
で
あ
り
、
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は“  T

he
E
ternalD

eferral

 
    
        
       
（
永
遠
の
延
期
） ”  
で
あ
っ
た
。
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

（
３
）る

（
４
）た

二

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て
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い
る
。

　「“  A
cknow

ledgem
ents:M

orphology
and
H
is

 
     
      
       
               
  tory

in
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ircea

E
liad
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Patterns
in
C
om
parative

R
eligion

(

   
            
  
          
         1949

    

-

 1999),Part
1
&
Part

2

        
       
  
     ”  

で
エ
リ
ア
ー
デ

に
つ
い
て
の
論
考
は
最
後
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
会
議
に
招
聘
さ
れ
た
の
で
以
前
の
こ
の
論
文
で
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
改
め
て

論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。」

　
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
が
そ
こ
で
改
め
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
のH

istory
ofR
eligious

Ideas

 
           
              

がPatterns
in
C
om
parative

R
eligion

 
            
  
          
       
（
以
下
、P

C
R

 
 
 

と

略
す
）
で
約
束
さ
れ
た
形
態
学
的
研
究
を
補
完
す
る
歴
史
学
的
研
究
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
著
作
を
読
ん
で
い
る
も

の
に
は
一
般
に
は
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ス
ミ
ス
は
刊
行
さ
れ
た
書
物
等
か
ら
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

Sham
anism

,Yoga,T
he
Forge

and
the
C

    
     
   
      
    
              

rucible

       
が
そ
う
な
の
で
は
な
い
の
か
と
論
じ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
日
記
や
自
伝
等
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

は
考
慮
に
い
れ
ず
、
む
し
ろ
学
問
的
に
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
に
依
拠
し
て
論
を
運
ぶ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
改
め
て

H
istory

ofR
eligious

Ideas

 
           
              
がP

C
R

 
 
 

で
約
束
さ
れ
た
歴
史
学
的
研
究
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

で
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。二

坩
ス
ミ
ス
の
初
期
知
的
遍
歴

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
エ
リ
ア
ー
デ
に
つ
い
て
の“  A

cknow
ledgem

ents

 
     
      
    ”  
（
以
下
「
謝
辞
」
と
略
す
）
論
考
が
所
収
さ
れ
て
い
る
ス
ミ
ス
の
論
文
集R

elating
R
eligion:

 
         
         

E
ssays

in
the
Study

ofR
eligio

 
                       
      n  
（
二
〇
〇
四
年
）
に
は
、
ス
ミ
ス
自
身
の
半
ば
知
的
自
伝
と
も
思
わ
れ
る
、
大
学
や
大
学
院
で
の
研
究
、
職
を
得
て
か
ら
の
研
究

の
動
向
と
変
化
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
知
的
変
遷
を
見
て
み
る
と
、
自
身
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
ス
ミ
ス
は
論
文“  M

ap
is
N
otTerritory

 
       
    
        ,  ”   
著
作To

Take
P
lace

 
   
     
    
な
ど
で
展
開
し
た
エ
リ
ア
ー
デ
に
対
す
る
鋭
い
批
判
で
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ス
ミ
ス
の
言
葉



に
よ
れ
ば
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
の
大
学
院
生
の
時
に
はP

C
R

 
 
 

を
読
み
、
参
考
文
献
を
含
め
て
全
て
を
読
み
切
ろ
う
と
し
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
書
物
を
通
し
て
宗
教
学

を
学
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
に
あ
る
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
大
学
で
の
会
議
に
行
く
途
中
、
シ
カ
ゴ
に
寄
り
、
エ
リ
ア
ー
デ
宅
に
電
話
を
入
れ

よ
う
と
公
衆
電
話
の
中
で
数
時
間
佇
ん
で
い
た
、
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
当
時
の
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
大
学
院
生
と
同
様
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
影
響
を
受
け
て
い
た

と
い
え
る
。
し
か
し
、
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
、U

C

 
 

サ
ン
タ
・
バ
ー
バ
ラ
を
経
て
、
シ
カ
ゴ
大
学
に
異
動
し
、
同
じ
大
学
で
非
常
な
影
響
を
持
っ
て
い
た
エ
リ
ア
ー
デ

の
同
僚
と
な
っ
て
か
ら
は
、「
エ
リ
ア
ー
デ
そ
の
人
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
思
想
の
諸
側
面
か
ら
自
ら
を
如
何
に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
か
」
が
重
要

な
知
的
課
題
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
み
る
時
初
め
て
、
ス
ミ
ス
が
ど
の
よ
う
に
エ
リ
ア
ー
デ
の
研
究
と
格
闘
し
た
か
が
分
か
る
。

そ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
に
は
賛
同
し
な
い
点
に
関
し
て
如
何
に
建
設
的
な
別
の
選
択
肢
を
見
つ
け
だ
し
、
適
切
な
表
現
方
法
を
造
り
出
す
か
、
と
い
う
課
題
に
集
約
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、R

elating
R
eligio

 
         
      n  

の
最
初
の
章“  W

hen
the
C
hips

are
D
ow

 
         
          
  

n  ”  

で
、
自
ら
の
知
的
経
歴
を
振
り
返
っ
て
い
る
が
、
こ
の
章
の
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
が
、

ス
ミ
ス
がW

hen
the
C
hips

are
dow
n

 
         
            
 

と
い
う
表
現
を
使
う
の
を
エ
リ
ア
ー
デ
が
面
白
が
っ
て
い
た
と
い
う
思
い
出
に
由
来
し
て
い
る
。「
行
き
詰
っ
た
時
に
は
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
エ
リ
ア
ー
デ
を
含
め
他
の
研
究
者
に
つ
い
て
批
判
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
れ
ら
の
研
究
を
批
判

し
去
る
た
め
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
私
は
自
分
を
論
文
の
著
作
者
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
論
文
は
講
義
等
に
手
を
入
れ
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
り
比

較
研
究
者
の
役
割
は
、
他
の
研
究
者
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
資
料
と
の
相
互
関
係
に
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
自
身
の
研
究
は
特
別
な
聴
衆
の
た
め
と
い

う
状
況
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
聴
衆
に
与
え
ら
れ
た
課
題
や
疑
問
を
論
ず
る
た
め
の
も
の
で
あ 

。」

　
つ
ま
り
、
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
り
比
較
研
究
者
と
い
う
エ
リ
ア
ー
デ
自
身
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
同
じ
土
俵
に
自
ら
を
置
き
、
研
究
者
と
し
て
行
う
べ
き
先
行
研
究

の
妥
当
性
を
批
判
検
討
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
的
研
究
を
通
し
て
自
ら
の
立
場
を
少
し
ず
つ
明
確
に
し
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
ス
ミ
ス
が
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
は
、
宗
教
学
の
古
典
的
な
テ
ー
マ
か
ら
そ
の
研
究
領
域
で
あ
る
古
代
西
洋
の
宗
教
ま
で
幅
広
い
。
例
え
ば
、
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ー

（
５
）る

四

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て
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エ
ル
の
神
話
的
思
考
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
ボ
ロ
ロ
族
の
「
私
は
セ
キ
セ
イ
イ
ン
コ
」
と
い
う
言
説
の
意
味
な
ど
を
再
検
討
し
た
り
、
汎
バ
ビ
ロ
ニ
ア
ニ
ス
ト
の
儀
礼

研
究
の
批
判
な
ど
も
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
か
ら
、
ス
ミ
ス
の
研
究
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
古
典
的
テ
ー
マ
を
改
め
て
捉
え
な
お

し
、
新
し
い
視
点
や
解
決
策
を
提
示
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
宗
教
と
し
て
死
海
文
書
に
見
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
神

学
的
で
は
な
く
、
宗
教
学
的
な
解
釈
の
試
み
を
行
っ
て
い
る
の
も
、
具
体
的
な
歴
史
的
宗
教
現
象
の
再
解
釈
と
い
う
ス
ミ
ス
の
研
究
動
向
の
一
つ
の
重
要
な
側
面
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
坩
資
料
と
解
釈

　
さ
て
、
本
論
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
ス
ミ
ス
自
身
が
行
っ
た
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
を
ス
ミ
ス
が
ど
う
自
ら
の
知
的
展
開
の
文
脈
の
中
に
位
置
付
け
て
い
る
か
を
見

て
み
よ
う
。
そ
の
際
、
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
も
な
っ
て
い
る
幾
つ
か
の
基
本
的
視
点
が
い
か
に
滋
養
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
着
目
し
て
お
き

た
い
。

　
ま
ず
、
博
士
論
文
の
第
一
部
の
縮
小
版
で
あ
る
一
九
七
三
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文”  W

hen
the
B
ough

B
reaks

 
         
      
     ”  

を
見
て
み
よ 

。
研
究
者
と
し
て
の
出
発
点
の

議
論
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
の
後
の
研
究
の
方
向
性
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
の
議
論
を
簡
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
フ
レ
イ
ザ
ー
が

『
金
枝
篇
』
を
著
述
す
る
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
歴
史
資
料
を
ス
ミ
ス
自
身
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
必
ず
し
も
歴
史
資
料
に
忠
実
で
は
な
か
っ
た
、

場
合
に
よ
っ
て
は
自
身
の
想
像
力
を
駆
使
し
て
作
り
上
げ
た「
伝
承
」
を
挿
入
し
て
、
比
較
研
究
を
進
め
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
金
枝
篇
』
に
は
答
は
な
い
、

な
ぜ
な
ら
ば
問
い
が
な
い
か
ら 

。
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
資
料
に
立
ち
か
え
っ
て
、
近
代
的
研
究
を
吟
味
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
批
判
は
、
ス
ミ
ス
自
身
の
教
育

の
場
で
も
採
用
さ
れ
て
い
た
。
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　「
宗
教
研
究
序
論
の
授
業
は
、
テ
ス
ト
・
ケ
ー
ス
を
用
い
て
進
め
ら
れ
た
。
あ
る
重
要
な
テ
ク
ス
ト
を
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
化
の
中
に
お
け
る
意
義
と
、
そ

れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
知
的
研
究
の
歴
史
的
文
脈
に
お
け
る
意
義
と
に
関
連
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
後
の
私
の
研
究
を
特

徴
付
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
文
化
財
を
『
そ
れ
ら
自
身
』
の
歴
史
と
『
私
た
ち
』
の
歴
史
に
位
置
付
け
る
と
い
う
二
重
の
系
譜
の
掘
り
起

（
６
）う

（
７
）だ



こ
し
を
行
う
も
の
で
あ 

。」

　　
こ
こ
に
ス
ミ
ス
の
後
の
研
究
に
展
開
さ
れ
る
視
点
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
少
し
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
あ
る
意
味
で
は
、
ス
ミ
ス
の
エ
リ

ア
ー
デ
批
判
は
、
こ
の
視
点
の
延
長
線
上
で
エ
リ
ア
ー
デ
の
著
作
を
取
り
上
げ
た
時
に
出
て
き
た
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
当
初
か
ら
ス
ミ
ス
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
批
判
を
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
初
期
に
は
か
な
り
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
観
点
に
立
脚
し
た
研
究
も
行
っ
て
い
た
こ

と
を
自
ら
認
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
地
点
か
ら
徐
々
に
エ
リ
ア
ー
デ
か
ら
離
れ
、
独
自
の
理
論
を
展
開
し
て
い
く
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
研
究
者
の
成
長
と
い

う
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
ス
ミ
ス
自
身
が
こ
の
よ
う
な
変
遷
期
に
書
い
た
論
文
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
に
、“  T

he
G
arm
ents

ofSham
e

 
    
   
            
 ”  

(1966),

         “  B
irth
U
pside

D
ow
n
or

 
      
       
  
     

R
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hange
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         “  T
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     ”  

(1972)

       
な
ど
が
あ
る
。
最
初
の
論
文
で
は
「
ト
マ

ス
に
よ
る
福
音
書
」
に
見
ら
れ
る
裸
の
象
徴
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
か
な
り
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
解
釈
の
立
場
に
沿
っ
て
い
る
。
だ
が
、
次
の
論
文
で
は
、
逆
さ
ま
に

十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
パ
ウ
ロ
の
宗
教
的
意
図
が
抵
抗
と
反
逆
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
、
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
視
点
か
ら
離
脱
し
始
め
た
、

と
ス
ミ
ス
自
身
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
自
身
の
意
識
の
中
で
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
十
分
に
取
り
上
げ
て
い
な
い
抵
抗
や
反
逆
と
い
っ
た
側
面
に
焦
点
を
当

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
解
釈
で
は
十
分
に
汲
み
取
れ
な
い
側
面
が
出
て
き
た
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
の

説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
視
点
か
ら
の
離
脱
の
背
後
に
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
、
メ
ア
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー

な
ど
の
当
時
の
人
類
学
者
が
巻
き
起
こ
し
た
理
論
的
問
題
や
、
こ
れ
ら
の
同
時
代
人
類
学
者
よ
り
以
前
の
Ｅ
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
Ｍ
・
モ
ー
ス
、
Ｒ
・
ヘ
ル
ツ
、
Ｇ
・

デ
ュ
メ
ジ
ー
ル
、
ア
メ
リ
カ
の
民
族
学
者
な
ど
の
理
論
的
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
人
類
学
や
社
会
学
な
ど
か
ら
の
エ
リ
ア
ー
デ
へ
の
批
判
は
当
時
か
ら

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
別
の
研
究
分
野
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
宗
教
学
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
隣
接
分
野
で
の
理
論
や
研
究
等
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
批
判
を
構
築
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
三
番
目
の
論
文“  T

he
Influence

ofSym
bols
on
SocialC

 
                   
                

hange

     ,  ”  

で

は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
崩
壊
を
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
、
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
に
倣
い
な
が
ら
、
社
会
の
変
化
は
象
徴
の
変
化
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
導
入
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

（
８
）る

六

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て
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は1971

 
   

年
に
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
大
学
で
開
催
さ
れ
た
エ
リ
ア
ー
デ
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
も
の
で
あ 

。

そ
こ
で
エ
リ
ア
ー
デ
の
基
本
的
な
概
念
、
聖
と
俗
に
つ
い
て
批
判
的
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
展
開
し
た
議
論
で
あ

る
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
聖
な
る
時
間
・
聖
な
る
空
間
の
取
り
扱
い
に
焦
点
を
当
て
、
幾
つ
か
の
基
本
的
な
疑
問
を
列
挙
し
て
い

る
。

　
一
坩
混
沌
は
俗
な
る
も
の
・
中
立
的
な
も
の
・
非
実
在
的
な
も
の
と
同
質
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
坩
中
心
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
地
理
学
的
象
徴
と
の
関
連
の
み
の
狭
い
視
点
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
縁
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
中
心
に
つ
い

て
十
分
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
坩
神
話
論
的
な
始
原
の
時
は
模
範
的
で
あ
り
、
儀
礼
的
に
反
復
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
宇
宙
に
お
け
る
根
本
的
な
緊
張
を
取

り
上
げ
て
い
る
神
話
の
解
釈
が
不
十
分
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
が
古
代
的
存
在
論
と
特
徴
付
け
た
極
め
て
古
代
的
な
神
話
の
多
く
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
考
え

る
古
代
的
存
在
論
と
は
別
の
方
向
の
宗
教
的
次
元
を
示
し
て
い
る
。

四
坩
エ
リ
ア
ー
デ
が
参
照
し
た
資
料
は
「
古
代
」
と
「
近
代
」
と
言
っ
た
区
分
に
分
類
す
る
の
が
最
も
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ス
ミ
ス
の
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
著
作
を
読
め
ば
多
く
の
読
者
が
感
じ
る
疑
問
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
が
聖
な
る
空
間
と
い
う
古
典
的
テ
ー

マ
を
取
り
上
げ
る
中
で
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
古
代
と
近
代
の
区
分
に
対
す
る
批
判
を
通
じ
て
、
周
辺
と
中
心
、
遠
心
と
求
心
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
参
照
し
な
が

ら
、locative

 
        
（
場
所
的
）
とutopian

 
      
（
非
・
場
所
的
）
と
い
っ
た
二
つ
の
解
釈
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
入
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。L

ocative

 
       

と
は
、
人
間
が

存
立
し
得
る
場
所
を
示
す
が
、
ス
ミ
ス
が
良
く
参
照
す
る
例
と
し
て
は
、
ギ
ル
ガ
メ
ッ
シ
ュ
叙
事
詩
が
あ
る
。
不
死
を
求
め
て
失
敗
し
た
ギ
ル
ガ
メ
ッ
シ
ュ
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
城
壁
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
の
確
保
さ
れ
た
空
間
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
の
場
所
性
で
あ
る
。
世
界
は
境
界
づ
け
ら
れ
た

世
界
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
世
界
は
囲
ま
れ
た
環
境
、
境
界
付
け
ら
れ
た
空
間
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
限
界
が
な
く
、
開
か
れ
て
い
る
も
の
は
混

沌
と
し
、
悪
魔
的
、
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
後
者
をU

topian

 
      

と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
中
心
と
周
縁
な
ど
と
呼
ば
れ
る
相
異
な
る
空
間
の
質
を
指
し
示
す
概

（
９
）る



念
で
あ
る
。
確
か
に
エ
リ
ア
ー
デ
の
聖
な
る
空
間
・
俗
な
る
時
間
に
お
い
て
も
同
様
な
取
り
上
げ
方
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
違
い
は
ス
ミ
ス
が
人
間
は
象
徴

を
造
り
出
す
動
物
で
あ
る
と
い
う
次
元
に
強
調
点
を
移
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
お
い
て
聖
な
る
も
の
の
顕
現
を
通
じ
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
実
在
性
を
範
型
と
し
て
そ
れ
に
順
じ
て
人
間
が
生
き
ら
れ
る
空
間
を
創
造
す
る
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
む
し
ろ
神
話
の
中
で
も
英
雄
で

あ
る
人
間
が
空
間
を
創
造
し
て
い
く
と
い
う
伝
承
の
方
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
、
も
う
一
つ
の
別
の
次
元
の
意
義
を
強
調
し
た
と
い
え
る
。
さ
ら

に
ス
ミ
ス
は
そ
の
よ
う
な
神
話
論
に
包
摂
さ
れ
る
空
間
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
そ
れ
ら
が
見
出
さ
れ
る
社
会
状
況
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
最

終
的
に
は
社
会
は
象
徴
的
で
あ
り
、
社
会
変
化
は
象
徴
変
化
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
に
お
け
る
社
会
変
化
の
担
い

手
と
し
て
、
象
徴
を
造
り
出
す
人
間
に
焦
点
を
当
て
た
解
釈
学
的
な
概
念
を
導
入
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
行
為
・
実
践
な
ど
に
着
目
を
し
た
宗
教
的

空
間
の
構
築
の
解
明
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
く
る
。

　
も
う
一
点
、
ス
ミ
ス
が
エ
リ
ア
ー
デ
の
批
判
か
ら
導
き
出
し
た
点
と
し
て
儀
礼
の
理
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
神
話
の
儀
礼
的
反
復
と
い
う
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
神
話
と

儀
礼
の
関
係
の
理
解
（
そ
れ
は
そ
も
そ
も
Ａ
・
イ
ェ
ン
ツ
ェ
ン
に
由
来
す
る
が
）
か
ら
、
あ
る
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
神
話

と
日
常
経
験
と
の
「
違
和
感
（incongruity

           
）」
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
儀
礼
行
為
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
向
へ
進
む
こ
と
と
な
っ 

。
そ
し
て
、
Ｐ
・
リ
ク
ー

ル
の
よ
う
に
、
思
惟
を
生
み
出
す
の
は
そ
の
よ
う
な
違
和
感
・
差
異
感
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
ス
ミ
ス
の
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四
坩
エ
リ
ア
ー
デ
と
民
族
誌
資
料

　
さ
て
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
よ
う
な
初
期
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
続
い
て
、To

Take
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   a  l  
（1987

    
）
で
は
、『
聖
と
俗
』
で
エ
リ
ア
ー
デ

が
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ
ニ
研
究
の
あ
る
側
面
、
具
体
的
に
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
民
族
学
誌
資
料
の
利
用
と
読
解
に
つ
い
て
の
批
判

を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
法
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
読
解
の
際
に
用
い
た
方
法
で
あ
り
、
通
常
、
教
育
の
現

場
で
取
っ
て
い
た
視
点
の
延
長
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
当
時
、
人
類
学
的
研
究
の
批
判
的
検
証
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
あ
る
意
味
で
は
正
当
な
批
判
的
観
点
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
ス
ミ
ス
の
批
判
の
要
点
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ギ
レ
ン
の
民
族
誌
を
使
っ
た
エ
リ
ア
ー
デ
の
中
心
の
象
徴
の
解
説
は
、
元
の
資
料
を
見
る
限
り
は
根
拠
が
な
い
、
と

（
　）
１０た

八

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て
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い
う
も
の
で
あ 

。
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ギ
レ
ン
の
民
族
誌
は
Ｅ
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
に
お
い
て
依
拠
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ
ニ

研
究
の
古
典
的
著
作
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
以
下
の
九
点
を
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
テ
ィ
ル
パ
神
話
か
ら
取
り
上
げ
る
。

　　
一
坩
柱
は
ヌ
ン
バ
ク
ラ
が
ガ
ム
の
木
か
ら
作
成
し
た
。

　
二
坩
柱
を
血
で
塗
っ
た
後
で
、
ヌ
ン
バ
ク
ラ
は
柱
を
昇
り
、
天
空
に
消
え
去
っ
た
。

　
三
坩
柱
は
「
世
界
軸
」
で
あ
る
。

　
四
坩
ヌ
ン
バ
ク
ラ
が
姿
を
消
し
て
か
ら
、
柱
は
儀
礼
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。

　
五
坩
祖
先
た
ち
は
歩
き
ま
わ
る
時
、
常
に
柱
を
持
ち
歩
い
て
い
た
。

　
六
坩
祖
先
た
ち
は
柱
が
ど
ち
ら
に
倒
れ
る
か
に
よ
っ
て
進
む
方
向
を
決
め
て
い
た
。

　
七
坩
柱
が
偶
然
に
壊
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
八
坩
柱
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
祖
先
は
死
ん
だ
。

　
九
坩
と
い
う
の
も
、
柱
が
壊
れ
た
の
は
「
世
界
の
終
わ
り
」
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
。

　　
と
こ
ろ
が
、
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
要
約
の
う
ち
、
七
番
目
だ
け
が
民
族
学
誌
に
見
て
と
れ
る
が
、
残
り
は
民
族
学
誌
的
な
根
拠
が

な
い
。
三
、
六
、
九
は
資
料
に
は
な
い
。
一
、
二
、
四
、
五
、
八
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
解
釈
に
よ
っ
て
彩
色
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
ス
ミ
ス
に
お

け
る
歴
史
資
料
に
依
拠
し
た
実
証
主
義
的
と
も
い
え
る
研
究
方
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
民
族
学
誌
資
料
の
エ
リ
ア
ー
デ
的
解
釈
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
別
の
解
釈
の
視
点
を
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
中
に
位
置

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ス
ミ
ス
の
立
場
で
あ
る
。
民
族
学
誌
に
記
述
さ
れ
て
い
る
儀
礼
に
関
す
る
伝
承
は
神
話
的
出
来
事
と
そ
の
結
末

の
「
記
憶
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
ス
ミ
ス
自
身
の
解
釈
を
提
示
し
て
い 

。

（
　）
１１る

（
　）
１２る



　
ス
ミ
ス
の
提
言
は
重
要
で
あ
る
が
、
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
世
界
の「
存
在
論
」、
ス
ミ
ス
が
嫌
悪
す
る
概
念
で
は
あ
る
が
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
宗
教
に

お
け
る
「
神
話
」
的
出
来
事
は
物
語
が
終
了
し
た
時
点
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
前
す
る
世
界
の
表
象
の
背
後
に
神
話
的
世
界
が
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
世

界
の
二
重
構
造
に
つ
い
て
の
宗
教
的
理
解
に
十
分
に
注
意
を
払
わ
ず
に
、
我
々
の
社
会
の
唯
物
論
的
「
記
憶
」
概
念
を
利
用
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る

と
い
え
る
。
筆
者
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
歴
史
文
化
の
視
点
を
他
の
歴
史
文
化
に
適
応
し
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
宗
教
に
お
け
る
存
在
論
的
基
盤
を
排
除
・
隠

蔽
し
よ
う
と
す
る
問
題
に
満
ち
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
い
え
る
。

五
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
再
考

　
さ
て
、
学
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
し
か
も
エ
リ
ア
ー
デ
が
逝
去
し
て
か
ら
の
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
は
、
基
本
的
な
視
点
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
は
い

な
い
が
、
批
判
の
ト
ー
ン
は
か
な
り
下
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
宗
教
学
を
展
開
し
た
知
的
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
意

義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
見
ら
れ
る
。
特
にP

C
R

 
 
 

の
刊
行
か
ら
五
〇
年
を
記
念
し
た
会
議
で
は
、
先
に
触
れ
た「
謝
辞
」
と
題
さ
れ
る
発
表
を
行
っ 

。

初
め
に
、P

C
R

 
 
 

の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
最
初
の
構
想
で
は
タ
イ
ト
ル
は“  P

rolegom
ena
to
the
H
istory

ofR
eligi

 
       
            
           
     ons

   ,  ”   
か“  P

rolegom
ena

 
       
    

to
a
C
om
parative

H
istory

ofR
eligion

      
  
          
           
       s  ”  

に
な
っ
て
い
た
が
、
出
版
社
と
の
交
渉
の
中
で“  T

he
M
orphology

ofthe
Sacred

 
    
                       ”  

と
な
り
、
や
が
て
は
出
版
社
が
選

ん
だ
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
ミ
ス
は
、
タ
イ
ト
ル
がT

he
M
orphology

ofthe
Sacred

 
    
                       

の
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
試
み
が
こ
れ

ほ
ど
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
で
は
な
く
、
エ
リ
ア
ー
デ
のP

C
R

 
 
 

を
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
読
ん
で
い
た
ら
、
如
何
な
る
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
フ
レ
イ
ザ
ー
に
コ
メ
ン

ト
を
す
る
中
で
、
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
の
概
念
は
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
に
由
来
す
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
レ
イ
ザ
ー
で
は
な
く
、
エ
リ
ア
ー
デ
のP

C
R

 
 
 

を
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
読
ん
で
い
た
ら
如
何
な
る
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
た
だ
ろ

う
か
、
と
ス
ミ
ス
は
仮
定
の
話
と
し
て
問
い
か
け
を
し
て
い
る
。
以
下
、
ス
ミ
ス
が
参
照
し
て
い
る
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　「
歴
史
的
説
明
、
進
歩
の
仮
説
と
し
て
の
説
明
は
、
デ
ー
タ
を
ま
と
め
る
一
つ
の
仕
方
で
あ
り
、
そ
の
概
要
に
し
か
過
ぎ
に
な
い
。
諸
々
の
デ
ー
タ
を
そ
れ
ら
の

（
　）
１３た

一
〇

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て
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相
互
関
係
と
い
う
観
点
で
観
察
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
一
般
的
な
表
象
に
お
い
て
ま
と
め
て
み
る
こ
と
は
同
様
に
可
能
で
あ
る
。
時
間
的
進
歩
に
つ
い
て
の
仮
説

と
い
う
形
に
ま
と
め
る
こ
と
を
せ
ず
に
。」

　
ゲ
ー
テ
の
『
植
物
の
形
態
学
』
に
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
フ
レ
イ
ザ
ー
が
収
集
し
た
資
料
に
つ
い
て
述
べ
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
一
群
の
事
実
は
あ
る
知
ら
れ
て
い
な
い
ひ
そ
か
な
法
則
を
指
し
示
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
一
つ
の
事
例
か
ら
他
の
事
例
へ
と
容
易
に
移
動
で
き
る
よ
う
に
事
実
を
ま
と
め
、
俯
瞰
的
な
仕
方
で
示
し
な
が
ら
、
明
確
な
観
点
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
俯
瞰
的
叙
述
は
根
本
的
で
あ
る
。
こ
の
俯
瞰
的
叙
述
は
了
解
を
可
能
と
す
る
。
そ
の
了
解
は
我
々
が
「
関
連
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
連
結
項

を
発
見
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
あ
る
仮
説
的
連
結
項
は
、
こ
の
場
合
、
事
象
の
間
の
類
似
、
連
関
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
以
外
の
何
ら
か
の
役
割
を
も

果
た
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
楕
円
を
次
第
に
円
に
変
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
円
形
の
楕
円
に
対
す
る
内
的
関
係
を
例
証
す
る
の
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
る
特
定
の
楕
円
が
事
実
上
、
歴
史
的
に
あ
る
円
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
（
進
歩
の
仮
説
）
を
主
張
す
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
、
あ
る
形
式

的
連
関
に
対
す
る
観
察
力
を
鋭
く
す
る
た
め
の
も
の
だ
け
で
あ 

。」

　　
ス
ミ
ス
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
問
い
か
け
て
い
る
形
態
学
と
歴
史
学
の
関
連
に
つ
い
て
の
テ
ー
マ
にP

C
R

 
 
 

を
持
ち
込
む
の
は
重
荷
が
大
き
す
ぎ

る
と
い
う
が
、
こ
の
想
像
上
の
問
い
か
け
は
実
に
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
、
た
と
えP

C
R

 
 
 

公
刊
五
〇
周
年
を
記
念
す
る
場
で
の
発
表
と
い
う
こ
と
を
差
し
引
い

て
も
、
ス
ミ
ス
は
か
つ
て
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
家
族
的
類
似
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
儀
礼
の
比
較
研
究
を
進
め
た
が
、
そ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
と
は
別
の
比

較
研
究
の
方
向
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ス
ミ
ス
の
初
期
の
論
文“  A

dde
Parvum

Parvo
M
agnus

A
cervus

E
ri

 
     
     
  
      
       
        
  t  ,  ”  

で
は
、
比
較
を
行
う
過
程
は
人
間
の
知
的
営
み
に
と
っ
て
根
源
的
な
特
徴
で
あ

（
　）
１４る



る
と
述
べ
、
主
要
な
比
較
の
方
法
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
に
二
項
対
立
的
な
比
較
。（
人
間
・
人
間
で
な
い
、
我
々
・
我
々
で
な
い
）。
第
二
は
歴
史
的

比
較
。
過
去
と
現
在
の
比
較
で
あ
る
。
第
三
に
最
初
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
類
似
性
を
認
め
、assim

ilation,diffusion,borrow
ing

 
    
                          
   

な
ど
を
用
い
て
、

我
々
と
の
類
似
性
を
認
め
る
過
程
で
も
あ
る
。
第
四
は
解
釈
学
的
装
置
と
し
て
の
比
較
。
こ
れ
ら
の
比
較
の
観
点
を
宗
教
学
に
導
入
す
る
と
以
下
の
四
種
類
の
比
較

方
法
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
は
民
族
学
誌
的
、
第
二
は
百
科
事
典
的
、
第
三
は
形
態
学
的
、
第
四
は
進
化
論
的
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
形
態
学
的
比
較
の
説

明
で
、
ス
ミ
ス
は
既
に
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
と
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
ゲ
ー
テ
自
身
が
指
摘
し
た
形
態
学
が
持
つ
曖
昧
性
を

十
分
理
解
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
も
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い 

。“  A
cknow

ledgm
entPart1

 
     
     
     
     ”  
で
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
自

身
が
語
っ
た
、
ゲ
ー
テ
のM

orphology

 
         

に
つ
い
て
特
に
思
い
入
れ
が
強
か
っ
た
と
い
う
思
い
出
を
逸
話
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
ス
ミ
ス
が

生
物
分
類
学
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
背
景
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
植
物
の
形
態
学
的
分
類
の
問
題
と
は
生
物
分
類
学
の
一
部
で
あ
る
と
も

い
え
る
。

　
さ
て
、
次
に
、
ス
ミ
ス
は
エ
リ
ア
ー
デ
がP

C
R

 
 
 

で
約
束
し
た
形
態
学
的
研
究
に
続
く
補
完
的
研
究
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
集
中
を
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
形
態
学
的
研
究
と
歴
史
学
的
研
究
は
補
完
的
で
あ
り
、
両
者
が
あ
っ
て
初
め
て
一
つ
の
宗
教
学
研
究
が
完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
リ

ケ
ッ
ト
が
ス
ミ
ス
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
や
「
断
片
」
か
ら
『
世
界
宗
教
史
』
がP

C
R

 
 
 

の
補
完
的
な
著
作
で
あ
る
と
エ
リ
ア
ー
デ
自
身
は
見
な
し

て
い
た
の
で
は
、
と
い
う
指
摘
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
ス
ミ
ス
はP

C
R

 
 
 

の
中
で
公
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
基
づ
い
て
、
公
刊
さ
れ
た
著
作
を
評
価
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
化
し
、
そ
れ
は
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』、『
ヨ
ー
ガ
』、『
錬
金
術
』
の
三
つ
の
研
究
が
そ
れ
に
相
当
す
る
、

と
考
え
る
。
形
態
学
的
な
研
究
が
超
越
か
ら
人
間
へ
の
動
き
を
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
学
的
な
研
究
で
は
、
人
間
か
ら
超
越
へ
の
動
き
を
描
き
出
す
こ
と

に
な
る
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
ヨ
ー
ガ
も
人
間
の
条
件
、
制
約
さ
れ
た
条
件
を
超
克
し
、
超
越
に
至
ろ
う
と
し
、
錬
金
術
は
自
然
条
件
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

　
も
う
少
し
ス
ミ
ス
の
説
明
を
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。P

C
R

 
 
 

の
各
章
は
以
下
の
四
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
坩
宇
宙
論
的
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
か
ら
第
七
章

　
二
坩
生
物
学
的
な
い
し
は
生
命
・
宇
宙
論
的
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
　
第
八
章
か
ら
第
九
章

（
　）
１５る

一
二

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て
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三
坩
ロ
ー
カ
ル
な
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
〇
章
か
ら
第
一
一
章

　
四
坩
神
話
と
象
徴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
二
章
か
ら
第
一
三
章

　
ス
ミ
ス
は
こ
れ
ら
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
一
連
の
連
続
し
た
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
、
そ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
的
第
一
の
法
則
と
呼
び
習
わ
し
て
も
良
い

も
の
だ
が
、
宇
宙
論
か
ら
人
間
論
へ
の
下
降
の
運
動
を
示
し
て
い
る
。（
図
１
を
参
照
の
こ
と
。）
そ
れ
は
別
の
言
い
方
で
は
聖
な
る
も
の
の
具
体
的
な
も
の
へ
の
降

下
、
落
下
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
が
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
第
二
の
法
則
と
呼
ぶ
も
の
は
「
元
型
に
至
る
傾
向
」
で
あ
る
。（
図
２
を
参
照
の
こ
と
。）
言
い
換
え
る
と
、「
そ
れ

自
身
の
元
型
に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
な
い
、
つ
ま
り
そ
の
歴
史
的
に
添
加
さ
れ
た
も
の
や
堆
積
し
た
も
の
を
取
り
除
こ
う
と
し
な
い
宗
教
的
形
式
は
存
在
し
な
い
。」

元
型
へ
の
回
帰
は
、
こ
の
形
態
学
的
な
形
式
に
お
い
て
は
、
内
部
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
能
と
し
て
働
き
、
均
衡
を
達
成
す
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
も
の
の
力
を

認
め
、
多
様
性
と
結
合
の
過
程
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
歴
史
的
な
る
も
の
は
自
己
修
正
を
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
、
と
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
後
に
ス
ミ
ス
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

　
エ
リ
ア
ー
デ
はP

C
R

 
 
 

で
、
最
初
は
形
態
学
的
な
言
語
を
用
い
る
が
、
た
だ
ち
に
形
態
学
的
観
点
と
は
独
立
し
、
し
か
も
相
対
す
る
立
場
で
あ
る
存
在
論
的
な
超
・

構
造
を
導
入
す
る
。（
図
３
を
参
照
の
こ
と
。）
エ
リ
ア
ー
デ
は
両
者
を
区
別
せ
ず
、
混
同
し
用
い
る
が
、
ス
ミ
ス
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
は
厳
密
に
区
別
す
べ

き
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「『
歴
史
』
の
た
め
、
天
空
の
構
造
の
神
聖
な
る
『
形
式
』
は
後
退
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
堕
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
人
類
の
常
に
新
し
い
聖
な
る
も
の
の

実
験
と
解
釈
で
も
あ
る
『
歴
史
』
は
、
天
空
の
聖
性
の
直
接
的
で
あ
り
継
続
的
な
啓
示
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
成
功
は
し
な
か
っ
た
。」

　　
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
引
用
か
ら
、
こ
こ
で
は
歴
史
は
創
造
性
で
あ
り
、
変
容
で
あ
り
、
進
化
で
あ
る
に
せ
よ
退
化
で
あ
る
に
せ
よ
、
様
式
の
変
性
（
変
態
）
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
存
在
論
的
な
価
値
判
断
を
行
う
。
宗
教
的
な
形
式
は
歴
史
的
な
も
の
に
抵
抗
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他

（
者
）
で
あ
る
か
ら
だ
。「
天
空
の
象
徴
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
そ
れ
自
身
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
存
在
の
形
態
は
非
時



間
的
で
あ
る
か
ら
だ
。」

　
さ
て
、
ス
ミ
ス
は
最
後
に
次
の
よ
う
な
批
判
的
評
価
を
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
ゲ
ー
テ
が
シ
ラ
ー
に
植
物
の
変
態
に
つ
い
て
説
明
し
、
象
徴
的
植
物
を
描
い
て

説
明
し
た
時
、
シ
ラ
ー
は
「
こ
れ
は
経
験
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
。
そ
れ
は
理
念
だ
。」
と
答
え
た
と
い
う
。
ゲ
ー
テ
は
シ
ラ
ー
の
反
論
を
受
け
入
れ
た
。
エ
リ
ア
ー

デ
の
形
態
学
に
対
し
て
も
同
様
の
疑
問
点
が
提
出
さ
れ
た
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
に
は
重
大
な
重
荷
が
残
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
形
態
学
に
存
在
論
的
評
価
を
導
入
し
た
が
故
に
、
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
の
理
念
に
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
よ
り
も
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
理
念
型
」
の
方
が
よ
り
近
し
く
正
し
い
と
ス
ミ
ス
は
考
え
る
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
ス
ミ
ス
は
こ
こ
で
、
こ
の
点
を
具
体
的
に
証
明
を
し
て
い
な

い
。
た
だ
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　
さ
て
、
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
に
対
す
る
批
判
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
エ
リ
ア
ー
デ
対
ス
ミ
ス
と
い
う
構
図
を

持
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
意
義
は
十
分
に
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
複
数
の
文
脈
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
ス
ミ
ス
の
議
論
の
意
義
が
よ
り
明
確
に
な
る
し
、
そ
の
限
界
も
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
宗
教
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
多
様
な
観
点
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
神
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
も
神
学
に
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
位

置
す
る
宗
教
研
究
と
ス
ミ
ス
が
言
う
よ
う
に
人
類
学
・
社
会
学
と
意
識
的
に
非
常
に
近
い
立
場
に
位
置
す
る
宗
教
研
究
と
で
は
、
か
な
り
色
合
い
が
異
な
っ
て
く
る

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
ス
ミ
ス
が
エ
リ
ア
ー
デ
を
解
釈
す
る
際
に
依
拠
す
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
存
在
論
的
な
宗
教
現
象
の
解

釈
を
否
定
的
に
批
判
す
る
の
は
理
解
で
き
る
。
宗
教
学
に
お
け
る
比
較
の
問
題
が
、
ス
ミ
ス
自
身
の
若
い
時
か
ら
の
自
然
科
学
的
な
分
類
論
に
対
す
る
非
常
に
強
い

知
的
関
心
に
由
来
し
、
ず
っ
と
継
続
的
な
問
題
と
し
て
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
元
よ
り
自
然
科
学
的
な
視
点
・
観
点
に
非
常
に
親
し
み
を
感

じ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
さ
て
、
上
記
の
二
〇
〇
六
年
の
会
議
と
の
関
連
で
言
え
る
の
は
、
ス
ミ
ス
の
知
的
自
伝
の
ど
こ
を
見
て
も
、Joachim

W
ach

 
      
  
   

の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、

ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
会
議
の
テ
ー
マ
で
あ
る
も
う
一
人
の
人
物
の
知
的
背
景
や
影
響
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
と
い
え
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
ス
ミ
ス
自
身
が
書
い

一
四

Ｊ
坩
Ｚ
坩
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
に
つ
い
て
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て
い
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
サ
ン
タ
・
バ
ー
バ
ラ
か
ら
シ
カ
ゴ
に
異
動
し
た
際
に
は
、W

ach

 
   

の
理
論
的
・
方
法
論
的
関
心
を
受
け
継
い
で
い
た
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｍ
・
キ

タ
ガ
ワ
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ン
グ
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
と
は
若
干
違
う
視
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
会
議
参
加
者
の
Ｈ
・
キ
ッ
ペ
ン
ブ

ル
グ
が
言
う
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
展
開
と
し
て
想
定
し
た
宗
教
現
象
の
社
会
学
的
類
型
論
をW

ach

 
   

は
そ
の
著
作
で
あ
る

Sociology
ofR
eligion

              
       

で
展
開
し
た
と
い
え 

。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
解
釈
学
的
社
会
学
類
型
論
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
タ
ー
ナ
ー
が
言
う
よ
う
にW

ach

 
   

の
宗

教
社
会
学
は
静
的
で
あ
り
、
歴
史
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
欠
け
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
課
題
はW

ach

 
   

の
観
点
を
継
承
し
た
研
究
者
た
ち
が

展
開
し
た
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宗
教
学
に
お
け
る
理
論
的
議
論
・
方
法
論
的
展
開
が
宗
教
学
に
お
い
て
は
核
心
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
文

脈
に
ス
ミ
ス
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
自
ら
の
理
論
的
立
場
を
明
確
に
論
ず
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
抱
か
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
エ
リ
ア
ー
デ
の
視
点
の
理
論
的
問
題
点
を
取
り
上
げ
、
分
析
し
、
解
明
す
る
役
割
を
ス
ミ
ス
は
担
っ
た
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
ス
ミ
ス
は
そ
こ

か
ら
独
自
の
視
点
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
は
歴
史
の
問
題
を
重
視
し
た
訳
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
以
上
に
歴
史
学
的
な
立
場
か

ら
キ
リ
ス
ト
教
史
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
な
ど
を
取
り
上
げ
た
研
究
者
が
エ
リ
ア
ー
デ
の
周
り
に
は
お
り
、
ま
た
、
エ
リ
ア
ー
デ
以
上
に
神
学
的
な
研
究
者（
ポ
ー
ル
・

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
な
ど
）
も
周
り
に
い
た
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
に
ス
ミ
ス
の
批
判
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
別
の
意
義
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
ス
ミ
ス
は
エ
リ
ア
ー
デ
と
自
ら
の
差
異
を
「
エ
リ
ア
ー
デ
は
神
を
、
自
分
は
人
間
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。」
と
述
べ
、
そ
こ
に
は
架
橋
で
き
な
い
溝
が
あ
る
か

の
よ
う
に
論
考
を
閉
め
て
い
る
が
、
両
者
の
間
の
緊
張
関
係
を
創
造
的
に
展
開
さ
せ
て
い
る
研
究
者
も
続
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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シ
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１１
（
　
） 
だ
が
、
こ
こ
で
筆
者
の
批
判
を
少
し
述
べ
る
な
ら
ば
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ギ
レ
ン
の
民
族
学
誌
的
研
究
を
利
用
し
た
Ｅ
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
、
そ
の
社
会
学
的
読
解
を
行
う
際
に
か
な
り
恣

１２

意
的
に
民
族
学
誌
的
記
述
を
利
用
し
て
い
る
。
特
に
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
宗
教
的
空
間
論
に
と
っ
て
重
要
な
聖
な
る
地
を
旅
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ほ
ど
ん
と
注
意
を
払
っ
て
い

な
い
と
い
え
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
再
記
述
か
ら
は
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。
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る
英
訳
を
和
訳
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た
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A
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revised
by
R
ush
R
hees,

  
                      
     
      R

em
arks

on
Frazer’s
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１４

(N
ottingham

shire,T
he
B
rynm

illP
ress

  
         
        
    
    
     
    

L
im
ited,1979):8

  
  
              e  

-

 9e.

   

（
　
） 
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
と
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
の
密
接
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
ス
ミ
ス
は
そ
れ
ら
の
意
見
を
踏
襲
し

１５

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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キ
ッ
ペ
ン
バ
ー
グ
が
取
り
上
げ
て
い
る
ゲ
オ
ル
グ
・
サ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
上
田
安
敏
、『
神
話
と
科
学
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
社
会
　
世
紀
末
～
　
世
紀
』、
東
京
、

２０

岩
波
書
店
、2001

 
   

年
が
参
考
に
な
る
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J.Z. Smith’s Critique on Eliade

Takeshi KIMURA

Jonathan Z. Smith is known for his critical review of Eliade’s study.  Yet, as Smith’s later articles 

such as “Acknowledgement Part １ & ２” and “The Eternal Deferral” show, his critical position 
toward Eliade has changed over time.  According to his semi-intellectual biography, he was 

rather an ardent reader of Eliade’s works when he was a graduate student and wrote several 

articles based upon Eliade’s perspective in an earlier professional career.  The situation changed 

when he joined in the faculty at the University of Chicago where he felt being under the strong 

influence of Eliade and necessity to distance himself from Eliade.  Critical reading of Eliade’s 

work eventually lead to Smith’s original perspective into theory of space and that of ritual. 

Smith’s critical reading of Eliade’s ethnographic usage is just an extension of his earlier critical 

work on Frazer’s Golden Bough, therefore, it is quite natural for Smith to extend his critical 

readings of Eliade’s studies.  What is interesting is that his approach toward Eliade after his 

death shifts toward more contextual and more objective, especially after Smith became a more 

established leading scholar in the field.
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