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は
じ
め
に

ま
ず
、
本
書
の
課
題
と
視
角
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

本
書
の
冒
頭
に
は
、
「
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
『
軍
都
』
と
い
う
視
点

か
ら
近
代
の
都
市
を
と
ら
え
な
お
す
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
戦
死
者

を
め
ぐ
る
『
慰
、
霊
空
間
』
の
歴
史
的
な
特
色
を
と
お
し
て
、
軍
事
的

な
諸
条
件
を
背
景
と
し
た
都
市
構
造
の
問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ

る
」
（
１
頁
）
ど
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
も
、
本
書
が
近
代

都
市
史
研
究
の
前
進
を
目
指
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
軍
都
」

と
「
慰
霊
空
間
」
が
、
本
書
全
体
を
通
じ
た
主
張
に
関
わ
る
キ
ー
ワ

ー
ド
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
各
々
の
キ
ー
ワ
ー

ド
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
軍
都
」
と
は

何
か
。
本
書
の
序
論
は
「
日
本
近
代
の
都
市
形
成
史
・
発
達
史
を
考

え
る
際
、
軍
隊
の
駐
留
な
ら
び
に
軍
事
関
連
施
設
の
存
在
は
極
め
て

大
き
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
」
（
１
頁
）
と
い
う
書
き
出
し

で
始
ま
っ
て
お
り
、
別
の
箇
所
で
は
「
軍
都
」
と
は
師
団
等
の
軍
隊

〔
書
酔
〕

本
康
宏
史
著

『
軍
都
の
慰
霊
空
間
ｌ
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
Ｉ
』

能
川
泰
治

や
そ
の
関
連
施
設
の
存
在
が
構
造
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
地
方
中

核
都
市
で
あ
る
と
の
概
念
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
（
羽
～
麹
頁
）
。

次
に
「
慰
霊
空
間
」
と
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
序
論

に
、
忠
魂
碑
。
軍
人
墓
地
・
招
魂
社
・
護
国
神
社
等
の
、
戦
死
者
の

慰
霊
行
為
を
営
む
特
定
の
場
所
が
、
「
慰
霊
空
間
」
‐
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
う
え
で
、
「
本
書
で
は
、
戦
死
者
慰
霊
に
関
す
る
施
設
の
立
地
と

展
開
（
廃
止
。
移
転
な
ど
）
が
、
近
代
都
市
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

様
相
を
み
せ
る
の
か
、
「
軍
都
』
に
特
徴
的
な
、
師
団
管
下
の
「
陸
軍

墓
地
」
お
よ
び
「
招
魂
社
」
等
を
軸
に
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
」
（
２

頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
本
書
は
「
軍

都
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
都
市
の
形
成
過

程
に
お
い
て
軍
隊
と
そ
の
関
連
施
設
の
存
在
が
決
定
的
に
重
要
な
意

味
を
も
つ
こ
と
を
提
起
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
軍
隊
関
連
施
設
と
し

て
「
慰
霊
空
間
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慰
霊
行
為
を
通
じ

て
国
家
神
道
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
て
い
っ
た

の
か
、
都
市
空
間
が
も
つ
国
民
統
合
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
本
書
が
一

貫
し
て
金
沢
と
い
う
地
方
都
市
を
研
究
対
象
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
軍
都
」
と
「
慰
霊
空
間
」
と
い
う
視
角
及
び
研
究
対
象
と
し
て
の

地
方
都
市
は
、
い
ず
れ
も
従
来
の
近
代
都
市
史
研
究
で
は
蓄
積
の
浅

い
問
題
領
域
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
意
欲
的
に
切
り
込
ん
で
い
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一
木
書
の
構
成
と
主
要
論
点

本
書
の
内
容
構
成
と
主
要
論
点
を
確
認
し
よ
う
。
本
書
の
内
容
構

成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
論
、
「
慰
霊
」
の
場
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
軍
事
都
市
と
死
の
ト
ポ
ス

第
Ｉ
編
、
「
軍
都
」
》
論
と
「
慰
霊
空
間
」

第
一
章
、
「
軍
都
」
論
／
第
二
章
、
「
城
下
町
」
か
ら
「
軍
都
」

へ
／
第
三
章
、
「
軍
都
」
に
お
け
る
「
慰
霊
空
間
」
の
諸
相

第
Ⅱ
編
、
「
招
魂
」
の
空
間

第
一
章
、
招
魂
社
の
創
設
と
招
魂
祭
／
第
二
章
、
明
治
紀
念
標

の
建
設
／
第
三
章
、
招
魂
社
の
変
遷
／
第
四
章
、
讃
国
神
社
の

創
設
と
展
開
／
補
論
、
台
湾
神
社
の
創
建
、

第
Ⅲ
編
「
慰
霊
」
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

第
一
章
、
陸
軍
墓
地
の
創
設
と
展
開
／
第
二
章
、
忠
霊
塔
及
び

こ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
に
、
評
者
は
多
大
な
関
心
と
共
感
を
覚
え

た
。
そ
れ
で
は
、
「
軍
都
」
と
「
慰
霊
空
間
」
と
い
う
視
角
を
用
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
都
市
史
研
究
と
戦
没
者
慰
霊
研
究
は
ど
こ
ま

で
前
進
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
金
沢
が
「
軍
都
」

で
あ
る
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、

右
の
よ
う
な
評
価
軸
を
設
定
し
た
う
え
で
、
評
者
の
感
想
を
述
べ
る

こ
と
と
し
た
い
。

忠
魂
堂
建
設
運
動
／
第
一
一
一
章
、
「
慰
霊
空
間
」
と
民
衆
意
識

第
Ｉ
編
で
は
、
「
軍
都
」
を
分
析
す
る
視
角
と
し
て
の
都
市
類
型
論

が
述
べ
ら
れ
、
更
に
全
国
各
地
の
「
軍
都
」
の
成
立
過
程
が
検
証
さ

れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
金
沢
の
「
軍
都
」
と
し
て
の
空
間
変
容
に
つ

い
て
、
幕
末
に
中
心
の
空
洞
化
と
周
辺
へ
の
軍
事
施
設
拡
大
が
進
ん

で
い
た
金
沢
は
、
明
治
前
期
に
広
大
な
城
地
。
武
家
地
の
軍
用
地
へ

の
転
用
が
進
み
、
そ
し
て
日
清
戦
後
の
六
個
師
団
増
設
に
伴
う
第
九

師
団
司
令
部
の
旧
金
沢
城
設
置
を
機
に
、
近
代
的
な
「
軍
都
」
へ
と

再
編
さ
れ
た
こ
と
が
展
望
さ
れ
る
。

第
Ⅱ
編
で
は
、
金
沢
に
お
け
る
招
魂
社
の
創
設
と
展
開
に
つ
い
て
、

卯
辰
山
に
創
設
さ
れ
た
当
初
の
招
魂
社
が
、
戦
没
者
に
対
す
る
藩

（
県
）
。
藩
士
・
過
族
の
慰
霊
祭
祀
に
終
始
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
招
魂
社
が
日
清
戦
争
前
後
と
十
五
年
戦

争
期
を
経
て
戦
力
確
保
と
戦
意
高
揚
の
た
め
の
民
衆
統
合
シ
ス
テ
ム

と
し
て
機
能
す
る
過
程
が
詳
述
さ
れ
る
。
こ
こ
で
特
に
興
味
深
い
の

は
、
日
清
戦
争
前
後
の
時
期
に
な
る
と
、
慰
霊
祭
祀
に
祝
祭
と
し
て

の
要
素
が
加
わ
り
、
場
所
が
兼
六
園
の
明
治
紀
念
標
即
ち
日
本
武
尊

像
の
前
に
移
動
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
、

日
清
戦
後
の
招
魂
祭
の
場
と
な
っ
た
日
本
武
尊
像
の
果
た
し
た
役
割

に
つ
い
て
、
そ
の
建
設
過
程
に
関
す
る
繊
密
な
考
察
が
加
え
ら
れ
、

天
皇
崇
拝
心
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
視
覚
装
置
と
し
て
機
能
し
た
こ
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と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
三
○
年
代
に
お
け
る
招
魂
社
の
市

内
中
心
部
へ
の
遷
移
を
進
め
た
運
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
推
進
主
体

が
連
隊
区
司
令
部
と
在
郷
軍
人
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
、
「
県
民
一
般
の
宿
望
」
に
応
え
て
遷
移
が
な
さ
れ
た
と
す
る
俗

説
へ
の
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
招
魂
社
を
移
転
改
築
し
て

戦
没
者
慰
霊
を
恒
久
化
し
よ
う
と
す
る
地
域
の
動
き
に
対
し
て
、
内

務
省
は
一
九
三
九
年
に
一
府
県
一
社
制
を
原
則
と
す
る
内
務
省
令
一

一
一
号
で
護
国
神
社
へ
の
改
称
再
編
を
促
し
、
以
後
中
央
の
官
僚
に
よ

る
統
制
の
下
で
、
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
発
揚
の
場
と
し
て
護

国
神
社
は
機
能
し
た
と
さ
れ
る
。

第
Ⅲ
編
は
、
金
沢
の
陸
軍
墓
地
に
お
け
る
各
墓
碑
の
成
立
事
情
を

概
観
し
、
都
市
民
衆
の
空
間
意
識
や
慰
霊
に
関
す
る
習
俗
と
信
仰
を

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
は
、
北
越
。
西
南

戦
争
戦
没
者
の
合
葬
慰
霊
碑
か
ら
支
那
事
変
戦
没
者
忠
霊
塔
に
至
る
、

各
墓
碑
の
成
立
事
情
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
軍
都
」
に
お
け
る

都
市
民
衆
の
空
間
認
識
と
し
て
、
陸
軍
墓
地
の
置
か
れ
た
野
田
山
と

招
魂
社
の
置
か
れ
た
卯
辰
山
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
死
」
と
「
再
生
」
を

象
徴
す
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
の

説
明
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
慰
霊
に
関
す
る
習
俗
と
信
仰

に
つ
い
て
、
戦
勝
祈
願
を
名
目
と
す
る
弾
丸
除
け
。
徴
兵
逃
れ
信
仰

に
関
す
る
豊
富
な
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

二
本
書
の
成
果

さ
て
、
右
の
よ
う
に
本
書
の
主
要
論
点
を
理
解
し
た
と
き
、
本
書

の
成
果
と
し
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
何
か
。
評
者
の
考
え
を
以
下
に

述
へ
よ
う
。
第
一
に
、
近
代
都
市
史
研
究
に
お
い
て
「
軍
都
」
と
い

う
新
し
い
問
題
領
域
を
開
拓
し
た
点
で
あ
る
。
近
代
都
市
の
軍
事
都

市
と
し
て
の
性
格
に
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
以
前
か
ら
示
唆
さ

れ
て
は
い
た
が
、
本
書
ほ
ど
多
く
の
頁
数
を
費
や
し
て
豊
富
な
事
例

の
発
掘
と
整
理
に
取
り
組
ん
だ
研
究
は
末
見
で
あ
る
。
特
に
第
１
編

で
都
市
類
型
論
と
し
て
「
軍
都
」
を
論
じ
、
国
家
的
政
策
に
よ
る
都

市
の
序
列
化
と
歴
史
的
形
成
過
程
の
差
異
に
注
目
す
る
視
点
を
提
示

し
た
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
一
つ
の
都
市
の
内
部
構
造
分
析
に
傾
斜

し
が
ち
で
あ
っ
た
従
来
の
都
市
史
研
究
に
対
し
て
、
都
市
間
序
列
と

比
較
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
点
を
提
供
し
た
と
言
え
る
。

第
二
に
、
戦
没
者
慰
霊
研
究
に
関
す
る
貢
献
度
で
あ
る
。
戦
没
者

慰
霊
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
研
究
分
野
で
、

本
書
で
「
慰
霊
空
間
」
と
し
た
招
魂
社
・
護
国
神
社
や
軍
人
墓
地
に

つ
い
て
も
実
証
分
析
の
成
果
が
積
み
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
を
金
沢
に
特
定
し
て
、
戦
没
者
慰

霊
施
設
の
設
立
と
展
開
を
幕
末
維
新
期
か
ら
十
五
年
戦
争
期
ま
で
論

じ
た
こ
と
は
、
戦
没
者
慰
霊
研
究
が
前
進
す
る
た
め
の
貴
重
な
ケ
ー

－７３－ 



ス
ス
タ
デ
ィ
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
戦
没
者
慰
霊
施
設
の
設
立
と
展
開

を
論
じ
た
こ
と
が
、
同
時
に
金
沢
の
近
代
史
を
「
軍
都
」
と
「
慰
霊

空
間
」
い
う
視
点
で
捉
え
直
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
金
沢
の
近
代
史
研
究
に
対
す
る
本
書
の
貢
献

度
は
大
き
い
。
ま
た
、
本
書
を
読
ん
で
敬
服
す
る
の
は
、
実
に
多
く

の
史
料
を
発
掘
・
整
理
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
今
後
の

研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
多
い
。
特
に
、

第
Ⅲ
編
で
紹
介
さ
れ
た
慰
霊
に
関
す
る
習
俗
と
信
仰
の
事
例
は
、
戦

争
と
民
衆
の
関
係
に
つ
い
て
の
社
会
史
的
分
析
を
深
め
る
う
え
で
、

貴
重
な
素
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
疑
問
点
・
問
題
点

ｌ
『
軍
都
」
と
「
慰
霊
」
を
ど
う
論
ず
る
ぺ
き
か
’

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
に
本
書
の
成
果
を
認
め
た
と
し
て

も
、
「
軍
都
」
と
「
慰
霊
空
間
」
と
い
う
視
角
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
徹

底
し
た
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
不
満
が
残

る
と
い
う
の
が
評
者
の
感
想
の
結
論
で
あ
る
。
第
一
に
、
近
代
都
市

の
捉
え
直
し
と
都
市
構
造
の
検
討
を
本
書
の
課
題
と
し
て
掲
げ
て
お

き
な
が
ら
、
近
代
都
市
史
研
究
に
関
す
る
総
括
的
な
整
理
が
ど
こ
に

も
見
当
ら
な
い
。
ま
た
、
序
論
で
は
「
社
会
史
的
な
方
法
・
視
点
を
、

こ
れ
ま
で
の
近
代
日
本
都
市
史
研
究
に
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
い
え

よ
う
」
（
４
頁
）
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
近
代
日
本
都
市

史
研
究
の
現
状
と
課
題
を
著
者
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
へ
如
何
な
る

問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
社
会
史
的
な
方
法
。
視
点
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
、
従
来
の
都
市
史
研
究
に
は
、
本

当
に
社
会
史
的
な
方
法
。
視
点
が
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か

等
々
の
疑
問
が
生
じ
る
が
、
本
書
は
こ
れ
ら
の
疑
問
に
一
切
答
え
て

く
れ
な
い
。

第
二
に
、
金
沢
の
「
軍
都
」
と
し
て
の
性
格
は
ど
こ
ま
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
「
軍
都
」
と
い
う
視
角
に

は
、
軍
隊
と
そ
の
関
連
施
設
が
都
市
形
成
に
も
つ
意
味
の
重
要
性
を

提
起
す
る
含
意
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
で
は
そ

の
軍
事
関
連
施
設
と
し
て
「
慰
霊
空
間
」
を
素
材
に
選
び
、
し
か
も

そ
の
国
民
統
合
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
で

議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
が
本
書
の
特
色
な
の
で

は
あ
る
が
、
果
し
て
慰
霊
施
設
の
設
立
。
展
開
と
そ
の
統
合
機
能
を

論
じ
る
こ
と
で
、
軍
隊
と
そ
の
関
連
施
設
の
存
在
が
都
市
形
成
に
及

ぼ
す
影
響
力
の
大
き
さ
は
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
当
時

の
金
沢
市
政
で
は
慰
霊
施
設
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
第
九
師
団
や
慰
霊
施
設
の
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存
在
は
、
金
沢
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
市
民
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
「
軍
都
」
と
い
う
場

合
に
想
起
さ
れ
る
、
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
問
題
領
域
に
殆
ど
言
及
す

る
こ
と
な
く
、
「
慰
霊
空
間
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
金
沢
が
「
軍

都
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の

意
味
で
、
大
正
末
期
の
連
隊
移
駐
と
周
辺
住
民
の
関
係
（
７
～
８
頁
）

の
分
析
が
、
史
料
的
な
制
約
等
の
理
由
で
事
例
の
紹
介
に
と
ど
め
ら

れ
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

第
三
の
問
題
点
は
「
慰
霊
空
間
」
の
論
じ
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
招
魂
社
。
護
国
神
社
と
軍
人
墓
地
が
素
材
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
を
総
じ
て
「
慰
霊
空
間
」
と
す

る
分
析
視
角
は
ど
こ
ま
で
活
か
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
気
に
な

る
の
は
、
本
書
で
は
招
魂
社
。
護
国
神
社
と
軍
人
墓
地
が
各
々
個
別

に
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
相
互
の
関
係
や
役
割
分
担
が
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
Ⅱ
編
の
第
三
章
で
金
沢
の
招
魂
祭
に

つ
い
て
、
明
治
後
半
ま
で
招
魂
社
の
あ
る
卯
辰
山
に
お
け
る
儀
礼
的

な
招
魂
祭
と
、
市
内
中
心
部
の
兼
六
園
に
お
け
る
祝
祭
的
な
招
魂
祭

と
が
同
時
並
行
で
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
両

者
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
全
く
言
及

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
卯
辰
山
が
招
魂
祭
の
会
場
と
し
て
狭

く
な
っ
た
か
ら
市
の
中
心
部
へ
遷
移
し
た
と
す
る
、
俗
説
の
論
破
に

力
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
両
祭
典
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
む
し
ろ
、

両
方
の
祭
式
の
関
係
の
方
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
（
狂
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
本
格
的
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
本
書
で
は
招
魂
社
。
護
国
神
社
と
軍
人
墓
地
そ
れ
ぞ
れ
を
個
々

の
「
慰
霊
空
間
」
と
し
て
論
じ
て
い
て
、
個
々
の
慰
霊
施
設
を
含
み

こ
ん
だ
「
慰
霊
空
間
」
総
体
と
し
て
の
機
能
や
、
個
々
の
施
設
の
役

割
分
担
が
問
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
個

別
に
実
証
分
析
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
招
魂
社
。
護
国
神
社
と
軍
人
墓

地
を
、
「
慰
霊
空
間
」
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
の
意
味
は
何
な
の
か
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

次
に
確
認
す
べ
き
は
、
本
書
で
は
「
慰
霊
空
間
」
を
国
民
統
合
シ

ス
テ
ム
と
し
て
分
析
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

国
民
統
合
の
様
相
は
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ど
う
か
、
大
い
に
疑
問
を

感
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
第
四
の
問
題
点
で
あ
る
。
ま
ず
、

統
合
さ
れ
る
側
、
即
ち
民
衆
の
動
向
に
つ
い
て
、
殆
ど
全
く
と
一
一
一
一
弓

て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
金
沢
に
お
け
る
招
魂

社
の
創
設
と
展
開
を
論
じ
た
第
Ⅱ
編
で
は
、
「
慰
霊
空
間
」
を
国
民
統

合
シ
ス
テ
ム
と
し
て
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
国
民
統

合
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
日
露
戦
争
に
殆
ど
言
及
す
る
こ
と
な
く
、

日
清
戦
争
か
ら
十
五
年
戦
争
へ
と
議
論
を
飛
躍
さ
せ
て
い
る
こ
と
は

大
い
に
疑
問
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
、
民
衆
の
動
向
や
日
露
戦
争
に
関
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す
る
議
論
を
欠
落
さ
せ
た
こ
と
で
生
じ
た
問
題
を
い
く
つ
か
挙
げ
て

お
こ
う
。
ま
ず
、
村
上
重
良
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
露
戦
中
戦
後
に

な
る
と
全
国
各
地
で
民
間
有
志
に
よ
る
招
魂
社
・
記
念
碑
が
続
々
と

建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
内
務
省
は
日
露
戦
時
中

に
「
境
内
紀
念
碑
建
設
取
扱
方
の
件
」
を
通
牒
し
、
同
一
記
念
碑
は

一
市
町
村
内
に
一
カ
所
に
ま
と
め
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
い
う
（
村

上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂
」
〈
岩
波
新
書
、
’
九
七
四
年
〉
幽
頁
）
。
こ

こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
域
に
お
け
る
建
碑
・
顕
彰
ブ
ー
ム
と

そ
れ
に
枠
を
は
め
よ
う
と
す
る
内
務
省
と
い
う
図
式
は
、
本
書
で
は

一
九
三
○
年
代
に
顕
在
化
し
た
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

日
露
戦
後
の
段
階
で
既
に
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

地
域
に
お
け
る
戦
没
者
慰
霊
の
取
り
組
み
は
、
な
ぜ
一
市
町
村
一
カ

所
又
は
一
府
県
一
社
と
い
う
形
で
統
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
戦
没
者
慰
霊
を
め
ぐ
る
地
域
の
取
り
組
み
や

国
家
の
統
制
は
、
民
衆
を
ど
こ
ま
で
統
合
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

断
片
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
評
者
の
手
元
に
あ
る
史
料
で
論
点

を
提
示
し
て
み
よ
う
。

あ
坐
我
が
父
は
何
の
為
に
戦
死
せ
し
や
豈
に
大
屈
辱
大
不
名
誉

の
講
和
を
貿
は
ん
が
為
め
な
ら
ん
や
若
し
此
の
屈
辱
此
不
名
誉

に
し
て
忍
び
た
ら
ん
に
は
何
を
以
て
父
に
対
し
夫
に
対
し
将
兄

弟
に
対
せ
ん
あ
シ
彼
等
を
し
て
犬
死
に
帰
せ
し
め
た
る
も
の
は

誰
な
る
か
（
戦
死
者
遺
族
）

『
北
國
新
聞
』
’
九
○
五
年
九
月
九
日
）

右
は
日
露
講
和
条
約
調
印
以
後
、
講
和
反
対
世
論
が
沸
騰
す
る
中

で
、
読
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
投
書
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
北
國

新
聞
」
は
石
川
県
の
地
方
紙
で
あ
る
が
、
政
府
系
新
聞
を
除
く
各
紙

は
、
こ
ぞ
っ
て
読
者
か
ら
の
講
和
反
対
を
訴
え
る
投
書
を
掲
載
し
て

世
論
を
煽
動
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
投
書
を
通
覧
し
た

場
合
、
右
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
屈
辱
的
な
講
和
に
よ
っ
て

家
族
・
知
人
の
死
が
「
犬
死
」
に
な
っ
た
と
い
う
非
難
が
意
外
に
多

い
点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
戦
時
中
に
国
家
や
地
域
の
取
り
組
み
と

し
て
戦
役
者
慰
霊
が
な
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
噴

出
す
る
こ
と
の
意
味
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
戦
没
者
慰
霊
の
取
り
組
み
を
す
れ
ば
、
民
衆

は
即
統
合
さ
れ
て
国
家
の
思
う
が
ま
ま
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
ほ

ど
単
純
な
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
講
和
の
内
容
如
何
、

お
そ
ら
く
戦
果
が
具
体
的
に
生
活
向
上
に
直
結
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
出
征
者
の
死
は
「
犬
死
」
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
こ
と
は
民
衆
に
「
国
民
」
と
し
て
の
自
覚
が
根
付
か
な
か
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
比
谷
焼
打
事
件
で

は
、
民
衆
は
「
国
民
」
と
し
て
政
府
を
攻
撃
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
拙
稿
「
日
露
戦
時
期
の
都
市
社
会
」
〈
「
歴
史
評
論
』
五
六
三
号
、
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止
ま
な
い
。

一
九
九
七
年
〉
）
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
少
な
く
と
も
日
露
戦
後
の
段

階
で
は
、
戦
没
者
慰
霊
の
取
り
組
み
は
国
民
統
合
シ
ス
テ
ム
と
し
て

＋
全
に
機
能
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
戦

役
者
慰
霊
を
国
民
統
合
論
で
検
討
す
る
場
合
、
何
の
た
め
に
慰
霊
祭

祀
に
取
り
組
む
の
か
、
そ
の
取
り
組
み
か
ど
こ
ま
で
民
衆
を
統
合
し

て
い
た
の
か
が
、
厳
密
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ

の
際
に
は
戦
時
下
と
そ
の
前
後
の
時
期
に
お
け
る
民
衆
を
取
り
巻
く

状
況
が
考
察
さ
れ
ね
ば
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
に
対
す
る
批
判
に
力
点
を
置
い
た
書
評
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
本
書
が
「
軍
都
」
と
「
慰
霊
空
間
」
と
い
う
分
析
視
角

を
提
起
し
た
こ
と
の
意
義
ま
で
否
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

本
書
の
問
題
提
起
に
刺
激
を
受
け
、
本
書
で
開
拓
さ
れ
た
問
題
領
域

が
更
に
深
め
ら
れ
る
一
助
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
、
敢
え
て
無
い
も
の

ね
だ
り
の
よ
う
な
批
判
を
し
た
次
第
で
あ
る
。
評
者
も
そ
の
一
端
を

担
う
近
代
都
市
史
研
究
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「
軍
都
」
と
「
慰
霊
空
間
」

と
い
う
視
角
は
、
今
後
広
く
共
有
さ
れ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
本
書
が
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

（
二
○
○
｜
｜
年
三
月
刊
、
吉
川
弘
文
館
、
八
○
○
○
円
）

（
金
沢
市
弥
生
一
’
二
六
’
七
弥
生
町
宿
舎
三
四
号
）
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