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は

じ

め

に

筆
者
は
す
で
に
拙
著
『
丸
山
眞
男

近
代
主
義
の
射
程

』

(

�)

や
拙
稿
「『

古
層
』
と
『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学

の
一
接
点
に
関
す
る
覚
書
き

』
(

�)
な
ど
を
通
し
て
、「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
い
う
日
本
思
想
史
へ
の
新
た
な
ア

プ
ロ
ー
チ
を
提
起
し
た
後
期
丸
山
の
思
想
的
・
学
問
的
営
為
に
注
目
し
、
と
り
わ
け
そ
こ
に
お
け
る
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
の
思

想
的
・
学
問
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。

丸
山
の
没
後
に
公
表
さ
れ
た
ノ
ー
ト

(

�)

に
は
、
こ
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
け
る
感
慨
が
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

祭
祀
行
事
と
文
学
（
的
）
情
念
の
日
本
に
お
け
る
政
治
的
な
る
も
の
と
の
関
連
。

こ
の
二
つ
か、
ら、
の、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
日
本
の
政
治
を
解
く
鍵
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
代
天
皇
制
か
ら
三
派
全
学
連
に
ま
で
共
通
す

る
特
質
で
あ
る
。
私
の
こ
れ
ま
で
の
日
本
政
治
の
歴
史
的
研
究
に
し
ろ
、
現
状
分
析
に
し
ろ
、
こ
の
二
つ
の
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
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ー
チ
に
お
い
て
は
な
は
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
は
自
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
民
俗
学
的
な
訓
練
を
受
け
た
、
少
な
く

も
か、
じ、
っ
た
文
学
者
な
い
し
、
文
学
的
評
論
家
が
、
私
の
評
論
に
何
か
生
理
的
に
我
慢
な
ら
な
い
も
の
を
か
ぎ
つ
け
る
の
は
、

お
そ
ら
く
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
評
論
に
お
け
る
こ
の
両
者
の
契
機
の
意、
識、
的、
な
無
視
を
直
感
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
文
学
的
美
意

識
の
ほ
う
は
、
と
も
か
く
も
国
学
研
究
以
来
取
り
扱
っ
て
来
た
。
し
か
し
祭
祀
の
行、
動、
に
表
現
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い

て
は
、
せ
い
ぜ
い
、
お、
み、
こ、
し、
の
理
論
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
依
拠
し
た
「
オ
ル
ギ
ー｣

、
和
辻
理
論
の
継
承
と
し
て
の
祭
祀
共
同

体
の
理
論
を
雑
す、
い、
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
む
ろ
ん
私
は
「
現
代
流
行
の
」
柳
田
民
俗
学
へ
の
も
た
れ
か
か
り
を
依
然
と
し
て

拒
否
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
少
な
く
も
民
俗
学
か
ら
素
材
と
し
て
、
中
央
と
地
方
の
祭
祀
の
社
会
学
的
構
造
と
精
神
構
造
を
学

び
、
方
法
的
に
は
、
比
較
的
考
察

た
と
え
ば
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
か
ら
構
造
主
義
に
い
た
る
ま
で
の
「
未
開
社
会
」
研
究

に
と
り
く
ま
な
け
れ
ば
、
古
代
に
つ
い
て
も
現
代
に
つ
い
て
も
私
が
数
年
来
講
義
で
言
及
し
て
来
た
日
本
思
想
の
「
原
型
」
の

問
題
は
、
こ
れ
以
上
進
ま
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
課
題
だ
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
の
展
開
は
、
か
の
丸
山
を
し
て
も
「
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
課
題
」
だ
と
言
わ
し
め
る
ほ

ど
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
丸
山
自
身
の
手
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
果
た
し
切
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
未
完
の
ま
ま
に
遺

さ
れ
た
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
課
題
は
、
丸
山
に
よ
っ
て
は
果
た
し
切
ら
れ
る

こ
と
な
く
遺
さ
れ
た
こ
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
の
展
開
に
、
筆
者
な
り
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
幾
許
か
の
寄
与
を
な
そ
う
と
試

み
る
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
「
歴
史
意
識
の
『
古
層』
」

(
�)

に
お
け
る
丸
山
の
言
明
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
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て
し
め
せ
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
記
紀
神
話
の
冒
頭
の
叙
述
か
ら
抽
出
し
た
発
想
様
式
を
、
か
り
に
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
と
呼
び
、
そ
の
い
く

つ
か
の

こ
れ
ま
た
平
凡
な

基
底
範
疇
を
ひ
ろ
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
歴
史
に
か
ん
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
文
字

通
り
「
最
古
」
の
考
え
方
を
指
す
わ
け
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
そ
う
し
た
「
最
古
」
な
る
も
の
は
ど
の
分
野
で
も
そ
も
そ
も
検
出

不
可
能
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
書
か
れ
た
歴
史
」
を
素
材
に
す
る
こ
の
稿
で
は
、
一
層
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

こ
こ
で
の
「
論
証
」
は
一
種
の
循
環
論
法
に
な
る
こ
と
を
承
知
で
論
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お

き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
右
に
い
う
「
古
層
」
は
、
直
接
に
は
開
闢
神
話
の
叙
述
あ
る
い
は
そ
の
用
字
法
の
発
想
か、
ら、
汲
み
と

ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
後
長
く
日
本
の
歴
史
叙
述
な
り
、
歴
史
的
出
来
事
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
な
り
の
基
底
に
、

ひ
そ
か
に
、
も
し
く
は
声
高
に
ひ
び
き
つ
づ
け
て
き
た
、
執
拗
な
持
続
低
音(

b
asso

o
stin

ato)

を
聴
き
わ
け
、
そ
こ
か
ら
逆、

に、
上
流
へ
、
つ
ま
り
古
代
へ
と
そ
の
軌
跡
を
辿た

ど

る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
仕
方
が
有、

効、
か
ど
う
か
は
大
方
の
批
判
に
俟
つ
ほ
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
可、
能、
に
さ
せ
る
基
礎
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
く
に
」

が
領
域
・
民
族
・
言
語
・
水
稲
生
産
様
式
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
聚
落
と
祭
儀
の
形
態
な
ど
の
点
で
、
世
界
の
「
文
明
国
」

の
な
か
で
比
較
す
れ
ば
ま
っ
た
く
例、
外、
的、
と
い
え
る
ほ
ど
の
等ホ

モ

質
ジ
ェ
ニ

性テ
ィ

を
、
遅
く
と
も
後
期
古
墳
時
代
か
ら
千
数
百
年
に
わ
た

っ
て
引
き
続
い
て
保
持
し
て
来
た
、
と
い
う
あ
の
重
た
い
歴
史
的
現
実
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

(

�)

日
本
の
歴
史
意
識
の
古
層
を
な
し
、
し
か
も
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
を
通
じ
て
執
拗
な
持
続
低
音

バ
ッ
ソ
・
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト

と
し
て
ひ
び
き
つ
づ
け
て
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来
た
思
惟
様
式
の
う
ち
か
ら
、
三
つ
の
原
基
的
な
範
疇
を
抽
出
し
た
。
強、
い、
て、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
ま
と
め
る
な
ら

ば
、「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
念
の
た
め
に
断
っ
て
お
く
が
、
筆
者
は
日
本
の
歴
史
意

識
の
複
雑
多
様
な
歴
史
的
変
遷
を
こ
の
単
純
な
フ
レ
ー
ズ
に
還、
元、
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
し
、
基
底
範
疇
を
右
の
三
者

に
限、
定、
し
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
諸
範
疇
は
ど
の
時
代
で
も
歴
史
的
思
考
の
主
旋
律
を
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
支
配
的
な
主
旋
律
と
し
て
前
面
に
出
て
来
た
の
は

歴
史
的
思
考
だ
け
で
な
く
、
他
の
世
界
像
一、
般、
に
つ
い
て
も
そ

う
で
あ
る
が

儒
・
仏
・
老
荘
な
ど
大
陸
渡
来
の
諸
観
念
で
あ
り
、
ま
た
維
新
以
降
は
西
欧
世
界
か
ら
の
輸
入
思
想
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
右
の
よ
う
な
基
底
範
疇
は
、
こ
う
し
て
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
と
摂
取
さ
れ
た
諸
観
念
に
微
妙
な
修
飾
を
あ
た
え
、
と
き

に
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
こ
え
て
、
旋
律
全
体
の
ひ
び
き
を
「
日
本
的
」
に
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
執
拗

低
音
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
。

(
�)

丸
山
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
古
代
か
ら
圧
倒
的
に
大
陸
文
化
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
文
化
や
思
想
を
個
々

の
要
素
に
分
解
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
日
本
に
特
有
な
も
の
は
何
も
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
個
々
の
要

素
が
あ
る
仕
方
で
相
互
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
一
つ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
な
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
個
性
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
。

(

�)

こ
う
し
て
、
丸
山
は
、
全
体
構
造
と
し
て
の
日
本
精
神
史
に
お
け
る
「
個
体
性
」
を
、
外
来
文
化
の
圧
倒
的
な
影
響
と
、
い、
わ、
ゆ、

る、
「
日
本
的
な
も
の
」
の
執
拗
な
残
存
と
い
う
矛
盾
し
た
二
つ
の
要
素
の
統
一
と
し
て
把
握
し

(

�)

、
そ
こ
か
ら
日
本
の
多
少
と
も
体
系

的
な
思
想
や
教
義
を
内
容
的
に
構
成
す
る
外
来
思
想
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
き
に
か
な
り
大
幅
な
「
修
正
」
と
い
う
か
た
ち
で
受
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け
る
「
一
定
の
変
容
の
パ
タ
ー
ン
」
の
お
ど
ろ
く
ほ
ど
共
通
し
た
特
徴
に
着
目
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

も
っ
と
も
、
周
知
の
と
お
り
丸
山
は
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
を
、(

イ)

歴
史
意
識
（
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ス
の
意
識)

、(

ロ)
倫
理
意
識
、(

ハ)

政
治
意
識
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
便
宜
上
分
け
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
引
用
し
た
「
歴
史
意
識
の

『
古
層』

」
と
い
う
論
文
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

(

イ)

の
領
域
に
該
当
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
丸
山
自
身
が
「
原
型
・

古
層
・
執
拗
低
音
」
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

(

�)

た
だ
、
こ
の
「
歴
史
意
識
の
『
古
層』

」
の
一
節
に
お
い
て
丸
山
は
、
歴
史
意
識
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
倫

理
的
価
値
意
識
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
一
言
だ
け
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

し
た
が
っ
て
血
縁
的
系
譜
の
連
続
性
に
対
す
る
高
い
評
価
に
し
て
も
、
一
方
で
は
た
し
か
に
い
わ
ゆ
る
祖
先
崇
拝
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
尚
古
主
義
に
傾
く
よ
り
は
む
し
ろ
赤あ

か

子ご

の
誕
生
の
祝
福
に
具
体
化
さ
れ
る
。
生
誕
直
後
の
赤
子

は
「
な
り
ゆ
く
」
霊ひ

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
が
最
大
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
（
本
稿

で
は
主
題
の
関
係
上
ふ
れ
な
か
っ
た
が)

、
倫
理
的
価
値
意
識
の
古
層
か
ら
み
て
も
、
も
っ
と
も
純
粋
な
無
垢
性
を
表
現
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
丸
山
が
、
歴
史
意
識
（
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ス
の
意
識
）
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
抽
出
し
た
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」

｢

な
り
ゆ
く
」｢

い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
基
底
範
疇
と
な
ら
ん
で
、
倫
理
的
価
値
意
識
の
領
域
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の

と
し
て
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
と
い
う
基
底
範
疇
を
聴
き
わ
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
倫
理
的
価
値
意
識
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
の
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
に
関

す
る
丸
山
自
身
に
よ
る
考
察
は
、
歴
史
意
識(

あ
る
い
は
コ
ス
モ
ス
の
意
識)

に
つ
い
て
の
よ
う
に
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
遺

さ
れ
て
は
い
な
い
。

(

�)

も
っ
と
も
、「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
へ
の
展
開
の
起
点
と
な
っ
た
「
原
型
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)

」
論
の
段
階
に
お
け
る
丸
山
の
考

察
は
、
東
京
大
学
法
学
部
で
の
講
義
を
復
元
し
た
『
丸
山
眞
男
講
義
録
』

(

�)

の
﹇
第
四
冊]

﹇
第
六
冊
﹈
お
よ
び
﹇
第
七
冊
﹈
の
講
義

冒
頭
に
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
倫
理
的
価
値
意
識
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
の
「
キ

ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
本
稿
で

詳
細
に
論
じ
る
よ
う
に
、『
講
義
録
』
の
時
点
で
の
「
原
型
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)

」
論
と
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
と
を

｢

変
え

た
の
に
は
た
い
し
た
理
由
は
な
い
の
で
す
。
実
質
的
に
考
え
が
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

(

�)

と
い
う
丸
山
自
身
の
言
明

に
も
か
か
わ
ら
ず

単
純
に
同
一
視
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
す
で
に
拙
稿
「『

古
層
』
と
『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
の
一
接
点
に
関
す
る
覚
書
き

」
で
も
指

摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
原
型
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)
」
論
の
段
階
に
お
け
る
丸
山
の
議
論
は
、「
日
本
人
」
の
古
代
以
来
の
「
民
族
的

同
質
性
」
や
水
稲
生
産
様
式
と
そ
れ
に
む
す
び
つ
い
た
農
耕
・
祭
祀
共
同
体
の
持
続
性
を
過、
度、
に、
強、
調、
す
る
き
ら
い
が
あ
り
、
ま
た
、

「
原
型
的
世
界
像
」(『

講
義
録
』[

第
四
冊]

）
な
い
し
は
「
思
考
様
式
と
世
界
像
の
『
原
型

プ
ロ
ト
タ
イ
プ

』｣

（『

講
義
録
』[

第
七
冊]

）
と
し
て

描
き
出
さ
れ
た
も
の
自
体
も
、「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
諸
範
疇
の
よ
う
な
「
断
片
的
な
発
想
」

(

�)

と
し
て
で
は
な

く
、
古
代
以
来
持
続
し
た
と
さ
れ
る
水
稲
生
産
様
式
や
農
耕
・
祭
祀
共
同
体
と
の
む
す
び
つ
き
を
意
識
し
つ
つ
、
一、
定、
の、
ま、
と、
ま、
り、

を、
も、
っ、
た、
世、
界、
像、
と
し
て
仮
説
的
に
「
再
構
成
」
さ
れ
た
も
の

(

�)

と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
丸
山
の
「
原
型
（
プ
ロ
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ト
タ
イ
プ)

」
論
は
、
の
ち
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
と
比
し
て
未
成
熟
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

筆
者
が
拙
稿
「『

古
層
』
と
『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
の
一
接
点
に
関
す
る
覚
書
き

」
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
た
の
は
、
丸
山
に
よ
り
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
「
断
片
的
な
発
想
」
と
は
、
水
稲
生
産
様
式
や
農
耕
・
祭
祀

共
同
体
と
い
う
「
文
明
の
世
界
」
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き
る

網
野
史
学
の
「
飛
礫
」
の
モ
チ
ー
フ
と
も

相
通
ず
る
よ
う
な

｢

未
開
の
野
生
」
な
い
し
は
「
太
古
の
祖
型
」
と
も
い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
得

る
普
遍
的
要
素
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
課
題
は
、
筆
者
が
先
の
拙
稿
「『

古
層
』
と

『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
の
一
接
点
に
関
す
る
覚
書
き

」
を
通
じ
て
得
る
に
い
た
っ
た
視
点
か
ら
、「
キ
ヨ
キ
コ

コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
と
い
う
倫
理
的
価
値
意
識
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
さ
さ
や
か
な
考
察
を
加
え

て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
問
題
の
考
察
に
あ
た
っ
て
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
日
本
倫
理
思
想
史
に
お
け
る
学
問
的
巨
人
と
も
い

う
べ
き
和
辻
哲
郎
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
ろ
う
。『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』

(

�)

に
は
じ
ま
る
壮
大
な
倫
理
学
の
体

系
を
打
ち
建
て
た
和
辻
哲
郎
は
、
同
時
に
日
本
倫
理
思
想
史
の
分
野
に
お
い
て
も
膨
大
な
諸
研
究
を
著
わ
し
て
お
り
、
そ
の
「
集
大

成
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
記
念
碑
的
著
作
」

(

�)

と
み
な
さ
れ
る
の
が
、『
日
本
倫
理
思
想
史
』

(

�)

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
和

辻
は
こ
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
上
巻
・
第
一
篇
「
神
話
伝
説
に
現
わ
れ
た
る
倫
理
思
想
」
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
記
紀
神
話
の

記
述
か
ら
「
清
明
心
の
道
徳
」
な
る
も
の
を
抽
出
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
と
と
も
に
、
こ
の
「
神
話
伝
説
の
な
か
に
現

わ
れ
て
い
る
倫
理
思
想
は
、
た
だ
第、
一、
期、
の
原
始
時
代
の
倫
理
思
想
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
後
々
の
時
代
に
顕
著
な
形
に
展
開

さ
れ
て
行
く
倫
理
思
想
の
萌、
芽、
で
も
あ
る
の
で
あ
る
」

(

�)

と
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
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清
さ
の
価
値
の
尊
重
は
、
律
令
制
の
時
代
の
政
治
に
お
い
て
「
正
直
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
来
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
戦

国
時
代
を
絶
頂
と
す
る
武
士
た
ち
の
気
節
を
尚
び
廉
恥
を
重
ん
ず
る
高
貴
道
徳
と
し
て
も
華
を
開
き
、
君
子
の
理
想
と
武
士
の

道
と
の
密
接
な
結
合
を
導
き
出
し
た
。
こ
の
大
勢
は
時
代
を
風
靡
し
、
つ
い
に
町
人
の
間
に
さ
え
も
、「
正
直
」
を
生
活
の
原

理
と
す
る
思
想
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
る
。

(

�)

こ
う
し
た
和
辻
の
議
論
が
、
古
代
の
「
清
き
明
き
心｣

、
中
世
の
「
正
直
の
心｣

、
さ
ら
に
は
近
世
以
降
の
「
誠
」
な
い
し
「
誠
実
」

へ
と
い
う
変
化
の
な
か
に
貫
か
れ
た
「
誠
実
」
の
伝
統
に
注
目
す
る
相
良
亨
の
『
誠
実
と
日
本
人
』

(

�)

に
お
け
る
議
論
な
ど
へ
と
批
判

的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
近
年
に
お
い
て
も
、
清
水
正
之
の
『
国
学
の
他
者
像

誠
実

ま
こ
と

と
虚い

つ

偽わ
り

』

(

�)

に
お
け

る
和
辻
・
相
良
両
者
の
議
論
へ
の
批
判
的
検
討
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
日
も
な
お
日
本
倫
理
思
想
史
の
領
域
に
お
け
る
ひ
と
つ

の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
和
辻
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
和
辻
門
下
の
一
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
ユ
ン
グ
派
心
理
学
に
依
拠
し
た
歴
史
心

理
学
の
立
場
を
標
榜
す
る
湯
浅
泰
雄
の
『
日
本
古
代
の
精
神
世
界

歴
史
心
理
学
的
研
究
の
挑
戦

』

(

�)

や
、
南
島
（
琉
球
諸
島
）

の
民
俗
研
究
を
踏
ま
え
た
民
俗
学
者
・
荒
木
博
之
の
『
日
本
人
の
心
情
倫
理』

(

�)

、
さ
ら
に
は
土
居
健
郎
の
「
甘
え
」
理
論
の
批
判
的

乗
り
越
え
を
目
指
す
精
神
医
学
者
・
長
山
恵
一
の
『
依
存
と
自
立
の
精
神
構
造

｢

清
明
心
」
と
「
型
」
の
深
層
心
理

』

(

�)

な

ど
の
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
問
領
域
を
超
え
て
広
範
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

丸
山
も
ま
た
、
本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
和
辻
の
「
祭
祀
共
同
体
の
理
論｣

の
ち
に
論
ず
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
和

辻
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が

へ
の
依
拠
を
否
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
倫
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理
的
価
値
意
識
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
と
い
う
基
底
範
疇
を
抽
出
せ
ん
と
し
て
い

た
丸
山
の
試
み
と
、
こ
う
し
た
和
辻
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
と
考
え
た
ら

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
本
稿
は
、「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

＝｢

清
明
心
」
を
め
ぐ
る
丸
山
眞
男
と
和
辻
哲
郎
と
の
交
錯
と
い
う

問
題
に
光
を
あ
て
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
お
け
る
こ
う
し
た
試
み
は
、
和
辻
と
丸
山
の
「
清
明
心｣

＝｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
へ
の
理
解
と
そ
の
位
置

づ
け
の
重
大
な
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、「
最
終
的
に
は
『
国
体
』
的
な
る
も
の
を
支
え
続
け
て
き
た
メ
タ
歴
史
学

的
な
『
古
層
』
あ
る
い
は
『
原
型
』
の
地
政
学
的
お
よ
び
『
民
族
的
な
個
別
性
』
に
辿
り
着
」

(

�)

く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
れ
ほ
ど

『
国
体
』
の
生
理
と
病
理
を
完
膚
無
き
ま
で
に
批
判
し
な
が
ら
、『
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
と
し
て
の
『
日
本
人
』
の
歴
史
的
ア

プ
リ
オ
リ
を
不
問
に
付
」

(

�)

す
こ
と
で
、「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
と
し
て
の
『
戦
後
』
と
い
う
問
題
を
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
」

(

�)

の
だ
と
い
っ
た
丸
山
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
へ
の

い、
わ、
ゆ、
る、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
立
場
か
ら
の

批
判
に
対
す
る
反
批
判
の
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
ろ
う
。

第
一
章

和
辻
哲
郎
と
「
清
明
心
の
道
徳
」

第
一
節

『

日
本
倫
理
思
想
史
』
と
「
清
明
心
の
道
徳
」

和
辻
哲
郎
の
古
典
的
名
著
『
日
本
倫
理
思
想
史
』(

一
九
五
二
年
）
の
上
巻
第
一
篇
は
、「
神
話
伝
説
に
現
わ
れ
た
る
倫
理
思
想
」

と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
祭
祀
的
統
一
に
も
と
づ
く
道
徳
（
清
明
心
の
道
徳)

」
と
銘
打
た
れ
た
第
三
章
が
本
稿
の
検
討
の
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中
心
的
な
対
象
と
な
ろ
う
。

こ
の
第
一
篇
「
神
話
伝
説
に
現
わ
れ
た
る
倫
理
思
想
」
は
、
も
と
も
と
一
九
四
〇
年
刊
行
の
岩
波
講
座
『
倫
理
学
』
に
発
表
さ
れ

た
後
、
一
九
四
三
年
に
岩
波
書
店
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
尊
皇
思
想
と
そ
の
伝
統
』(『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
四
巻
、

所
収
）
の
前
篇
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
上
で
、『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

�)

和
辻
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
も
と
も
と
一
九
四
〇
年
代
の
時
代
状
況
の
中
で
、
し
か
も
「
尊
皇
思
想
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
め
ぐ
る
問
題
史
の
叙
述
の
一
環
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
、
戦
後

の
著
作
で
あ
る
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
こ
う
。

し
か
し
他
方
で
、『
日
本
倫
理
思
想
史
』
は
き
わ
め
て
体
系
的
に
構
想
さ
れ
た
著
作
で
あ
り
、「
清
明
心
の
道
徳
」
な
る
も
の
が
、

和
辻
の
日
本
倫
理
思
想
史
の
体
系
全
体
の
中
で
、
最
も
重
要
な
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
ま
た
注
目

し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

和
辻
は
、『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
「
序
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
起
こ
し
て
い
る
。

こ
の
書
は
、
緒
論
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
普
遍
的
な
倫
理
が
、
歴
史
社
会
的
な
特
殊
条
件
の
も
と
で
、
ど
う
い

う
倫
理
思
想
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
か
を
、
特
に
日
本
の
場
合
に
つ
い
て
叙
述
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
は
、
そ
の
独
特
な
社
会
構
造
の
形
成
を
縁
と
し
て
、
そ
れ
に
即
し
た
倫
理
思
想
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

か
つ
て
自
覚
し
た
も
の
を
捨
て
去
り
は
し
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
、
そ
の
時
代
の
創
造
的
な
面
と
伝
統
的
な
面
と

を
重
層
的
に
持
っ
て
い
る
。
そ
の
両
面
の
区
別
と
か
ら
み
合
い
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
著
者
の
特
に
意
を
用
い
た
と
こ
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ろ
で
あ
っ
た
。

(

�)

和
辻
に
よ
れ
ば
、「
個
人
に
し
て
同
時
に
社
会
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
存
在
の
理
法
」

(

�)

で
あ
る
倫
理
は
本
来
普
遍
的
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
来
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
倫
理
も
、「
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
一
定
の
社
会
構
造
と
な
る
と
き
に
は
、
必
ず

時
と
処
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
特
殊
の
姿
を
取
る
」
の
で
あ
り
、「
従
っ
て
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
て
成
立
す
る
行
為
の
仕
方
も
ま
た

特
定
の
形
を
取
り
、
そ
の
時
と
処
と
に
固
有
な
倫
理
思
想
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
」

(

�)

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

お
よ
そ
人
間
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
従
っ
て
人
間
関
係
の
成
り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
理
法
と
し
て
の
倫
理
が
働

い
て
お
り
、
ま
た
何
ら
か
の
程
度
に
客、
観、
的、
な、
形、
に、
ま
で
そ
の
倫
理
が
実
現
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
倫
理
は
、
実
践

的
行
為
的
連
関
と
し
て
の
動、
的、
な、
人
間
関
係
の
理
法
な
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
え
ず
新、
し、
く、
歴
史
的
に
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
と
と
も
に
、
そ
れ
は
人
と
人
と
の
間
に
形
成
さ
れ
る
人、
間、
関、
係、
の、
理
法
な
の
で
あ
る
か
ら
、
一
定
の
風
土
に
根
を
お
ろ

し
た
特
定
の
社
会
と
し
て
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
倫
理
そ
の
も
の
は
普
遍
的
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
実
現
は
、
常
に
歴、
史、
的、
風、
土、
的、
に
限
定
さ
れ
た
社
会
構
造
と
し
て
、
特
殊
な
形
を
持
ち
つ
つ
変
遷
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ

る
。

(

�)

か
く
し
て
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
は
、「
人
類
全
体
に
通
用
し
得
る
普
遍
的
な
倫
理
が
、
特
に
日
本
に
お
い
て
歴
史
的
に
い
か
に

特
殊
な
形
態
を
も
っ
て
自
覚
せ
ら
れ
た
か
を
理
解
」

(

�)

す
る
こ
と
を
目
指
し
、「
日、
本、
に、
お、
け、
る、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
を
取
り
上
げ
、
そ

法と政治 59巻 2号 (2008年 7月)

論

説

446

一
二



こ
か
ら
倫
理
思
想
の
分
析
や
把
握
に
入
り
込
ん
で
行
く
こ
と
」

(

�)

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
際
し
て
和
辻
が
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
の
は
、「
日
本
民
族
が
、
原、
始、
時、
代、
以、
来、
一
つ
の
連
続
し
た
歴
史
を
形
成
し
、
そ

う
し
て
そ
の
原
始
以
来
の
伝、
統、
を
な
お
お
の
れ
の
う
ち
に
保
持
し
て
い
る
」
と
い
う
「
一
つ
の
知
れ
わ
た
っ
た
、
し
か
も
そ
の
意
義

の
充
分
に
理
解
せ
ら
れ
て
い
な
い
事
実
」

(

�)

で
あ
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、「
現
在
の
世
界
の
文
化
国
」
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
例
は
ほ

か
に
は
な
く
、「
日
本
に
お
い
て
の
み
は
、
原、
始、
時、
代、
以、
来、
の、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
が
、
他
民
族
の
侵
入
や
支
配
や
干
渉
を
受
け
る
こ

と
な
し
に
、
二
千
年
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
「
社
会
構
造
の
変
遷
」
は
、「
同
一
の
国
民
の
内

部
に
お
け
る
原
因
に
よ
り
内
部
で
の
み
遂
行
さ
れ
た
変
革
と
し
て
、
あ
た
か
も
蝶
や
蛾
の
変
態
と
同
じ
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

た
し
か
に
和
辻
は
、「
日
本
文
化
の
華
」
が
「
イ
ン
ド
文
化
」
や
「
シ
ナ
文
化
」
と
い
う
先
進
文
化
の
地
盤
に
お
い
て
開
い
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
先
進
文
化
が
日
本
文
化
に
と
っ
て
血
肉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(

�)

し
か
し
日
本
に
お
い
て
は

キ
リ
ス
ト
教
も
ギ
リ
シ
ア
文
化
も
決
し
て
「
外
来
文
化
」
と
見
な
す
こ
と
の
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
違
っ
て

｢

過
去
十
幾

世
紀
に
わ
た
っ
て
仏
教
の
地
盤
の
上
で
生
活
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
を
お
の
れ
の
文
化
的
祖
先
と
感
ぜ
ず
、
過
去
十
数
世
紀
に
わ
た
っ

て
シ
ナ
文
化
を
お
の
れ
の
血
肉
と
し
な
が
ら
、
そ
の
シ
ナ
文
化
を
外
来
文
化
と
感
ず
る
、
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
」

(

�)

の
で
あ

り
、「
外
来
文
化
の
な
か
に
お
の
れ
を
没
入
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
外
来
性
の
意
識
を
保
持
」
し
、「
日
本
文
化
か
ら
外
来
文

化
を
取
り
去
れ
ば
、
あ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
何
物
も
残
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人
は
お
の
れ
の
文
化
の
中
身
に
対
し
て
摂
取

者
・
加
工
者
と
し
て
の
独
立
性
を
持
ち
続
け
た
」

(

�)

と
い
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
和
辻
は
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
「
イ
ン
ド
文
化
」
や
「
シ
ナ
文
化
」
を
「
外
来
文
化
」
と
し
て
強
く
意
識
さ
せ
は
じ
め
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た
の
は
、
江
戸
初
期
以
来
の
儒
学
者
の
排
仏
運
動
や
、
江
戸
中
期
以
来
の
国
学
者
の
排
外
運
動
な
ど
が
も
た
ら
し
た
「
鎖
国
時
代
の

現
象
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
お
り
、

(

�)

こ
の
よ
う
に
「
外
来
文
化
が
い
つ
ま
で
も
そ
の
外
来
性
の
意
識
か
ら
脱
却
し
得
な
か
っ
た
」
と

い
う
こ
と
も
ま
た
、「
日
本
民
族
が
、
原、
始、
時、
代、
以、
来、
一
つ
の
連
続
し
た
歴
史
を
形
成
し
、
そ
う
し
て
そ
の
原
始
以
来
の
伝、
統、
を
な

お
お
の
れ
の
う
ち
に
保
持
し
て
い
る
」
こ
と
と
連
関
し
た
問
題
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
た
和
辻
の
課
題
設
定
が
、
す
で
に
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
見
た
よ
う
な
丸
山
に
よ
る
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の

思
想
史
の
問
題
意
識

す
な
わ
ち
、
日
本
は
古
代
か
ら
圧
倒
的
に
大
陸
文
化
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
文

化
や
思
想
を
個
々
の
要
素
に
分
解
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
日
本
に
特
有
な
も
の
は
何
も
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の

個
々
の
要
素
が
あ
る
仕
方
で
相
互
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
一
つ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
な
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
が
き
わ
め

て
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
だ
と
し
、

(

�)

全
体
構
造
と
し
て
の
日
本
精
神
史
に
お
け
る
「
個
体
性
」
を
、
外
来

文
化
の
圧
倒
的
な
影
響
と
、
い、
わ、
ゆ、
る、
「
日
本
的
な
も
の
」
の
執
拗
な
残
存
と
い
う
矛
盾
し
た
二
つ
の
要
素
の
統
一
と
し
て
把
握
し

よ
う
と
す
る
そ
れ

(

�)

と
は
大
き
く
食
い
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
そ
も
そ
も
「
尊
皇
思
想
」
の
伝
統
と
い
う
問
題
史
の
叙
述
に
お
い
て
摘
出
さ
れ
た
「
清
明
心
の
道
徳
」
を

め
ぐ
る
議
論
は
い
ま
や
、「
日
本
民
族
が
、
原、
始、
時、
代、
以、
来、
一
つ
の
連
続
し
た
歴
史
を
形
成
し
、
そ
う
し
て
そ
の
原
始
以
来
の
伝、
統、

を
な
お
お
の
れ
の
う
ち
に
保
持
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
前
提
の
も
と
に
、
他
民
族
の
侵
入
や
支
配
や
干
渉
を

受
け
る
こ
と
な
く
展
開
し
た
「
原、
始、
時、
代、
以、
来、
の、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
倫
理
思
想
の
分
析
や
把
握
へ
と

進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
和
辻
の
壮
大
な
構
想
の
始
点
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
、「
清
明

心
の
道
徳
」
こ
そ
は
、
日
本
人
が
な
お
、
お、
の、
れ、
の、
う、
ち、
に、
保、
持、
し、
て、
い、
る、
原
始
以
来
の
伝
統
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
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ろ
う
。

か
く
し
て
和
辻
は
、
日
本
に
お
け
る
「
原、
始、
時、
代、
以、
来、
の、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
」
を
、
①
わ
れ
わ
れ
が
学
問
的
に
た
ど
り
得
る
最
も

古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
、
②
大
化
の
改
新
や
そ
の
後
の
法
制
の
整
備
を
絶
頂
と
す
る
国、
家、
的、
組、
織、
の、
完、
成、
、
③
土

地
国
有
主
義
に
よ
る
私
有
否
定
の
制
度
に
対
す
る
反
動
、
④
建
武
の
中
興
、
南
北
朝
の
対
立
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
武
士
社
会
の

組
織
の
変
化
、
⑤
戦
国
時
代
に
行
な
わ
れ
た
支
配
階
級
の
実
質
的
な
入
れ
替
わ
り
、
⑥
開
国
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
明
治
維
新

と
い
う
六
つ
の
変
革
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
時
期
区
分
し
、
こ
の
時
期
区
分
に
し
た
が
っ
て
、『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
叙
述
を

展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

和
辻
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
区
分
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時、
代、
の、
絶、
頂、
は
、「
変
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
社
会
構
造
が

完
成
す
る
時
期
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
そ
の
時
代
の
特
性
を
示
す
倫
理
思
想
が
現
わ
れ
て
く
る
時
代
」
と
し
て
、
見
ま

ご
う
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
顕
わ
れ
て
い
る

(

�)

と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
性
を
し
め
す
倫
理
思
想
と
し
て
摘

出
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、

第
一
の
時
代
、
清
明
心
の
道
徳
。

第
二
の
時
代
、
人
倫
国
家
の
理
想
。

第
三
の
時
代
、
献
身
の
道
徳
。

第
四
の
時
代
、
古
代
精
神
の
復
興
。

第
五
の
時
代
、
高
貴
の
道
徳
。
も
し
く
は
君
子
道
徳
。
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第
六
の
時
代
、
東
洋
道
徳
と
西
洋
道
徳
と
の
統
一
。

(

�)

か
く
し
て
和
辻
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
お
け
る
「
清
明
心
の
道
徳
」
の
位
置
づ
け
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
と
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
と
い
う
変
革
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
一
時
代
の
特
性
を
し

め
す
倫
理
思
想
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
と
い
う
こ
の
「
変
革
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
新
し
い
社
会
構
造
が
完
成
す
る
時
期
」
に
、
ま
さ
に
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
そ
の
時
代
の
特
性
を
示
す
が
ご
と
き
倫
理
思
想
と

し
て
、
和
辻
に
よ
っ
て
摘
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
内
実
は
、
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
以
下
に
お
い
て
概
観
し
て
み

る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節

｢

祭
り
事
の
統
一
」
と
し
て
の
国
民
的
統
一

和
辻
に
よ
れ
ば
、「
清
明
心
の
道
徳
」
は
、「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
と
い
う
変
革
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た

一
時
代
の
特
性
を
し
め
す
倫
理
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」

と
い
う
変
革
と
は
、
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
変
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
新
し
い
社
会
構
造
」
と
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

和
辻
に
よ
れ
ば
、
こ
の
変
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
新
し
い
社
会
構
造
」
が
完
成
す
る
時
期

す
な
わ
ち
そ
の
時、
代、
の、
絶、

頂、

は
、「
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
さ
え
比
せ
ら
れ
て
い
る
壮
大
な
古
墳
の
築
造
せ
ら
れ
た
時
期
」
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と
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い
う
。

(

�)和
辻
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
三
つ
源
泉
」
に
よ
る
考
察

(

�)

を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
簡
潔
に
整
理
す
れ
ば
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

①
考
古
学
的
研
究
か
ら
の
知
見

イ

弥
生
式
土
器
の
文
化
圏
に
お
い
て
は
、
銅
鐸
を
聖
物
（
近
畿
中
心
の
祭
り
事
）
と
す
る
か
、
銅
鉾
銅
剣
を
聖
物
（
筑
紫
中
心

の
祭
り
事
）
と
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
祭
り
事
の
対
立
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
銅
の
器
具
を
そ
の
有
用
性
の
ゆ
え
に
で
は
な
く

聖
な
る
も
の
と
し
て
尊
崇
し
た
と
い
う
一
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
文
化
圏
の
祭
事
的
同
質
性
が
立
証
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

(

�)

ロ

一
〜
二
世
紀
か
ら
五
世
紀
の
初
め
に
絶
頂
に
達
し
た
高
塚
式
古
墳
が
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
関
東
か
ら
九
州
に
至
る
ま
で
隈

な
く
分
布
し
、
そ
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
地
方
的
差
異
を
示
さ
ず
、
同
一
の
様
式
を
も
っ
て
同
一
の
意
義
を
表
示
し
て
お
り
、
鏡

玉
剣
に
表
示
せ
ら
れ
た
聖
な
る
儀
式
に
よ
っ
て
全
国
的
な
祭
り
事
の
統
一
が
成
就
し
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
。

(

�)

②
漢
書
地
理
誌
、
後
漢
書
、
魏
志
倭
人
伝
な
ど
の
文
献
の
解
釈
に
も
と
づ
く
知
見

イ

漢
書
地
理
誌
で
は
、
倭
人
は
百
余
国
に
分
か
れ
て
い
る
と
の
み
記
さ
れ
、
そ
の
統
一
に
つ
い
て
は
何
事
も
記
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
。

(

�)

ロ

後
漢
書
の
永
初
元
（
一
〇
七
）
年
に
朝
貢
の
記
述
の
あ
る
倭
（
倭
面
土
）
国
王
師
升
等
は
、
人
皇
三
代
目
・
師
木
津
日
子
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（
安
寧
天
皇
）
と
同
一
視
し
う
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
世
紀
初
め
に
は
、
銅
鐸
文
化
圏
と
銅
鉾
銅
剣

文
化
圏
と
の
相
対
立
し
た
文
化
圏
が
、
祭
り
事
の
上
で
す
で
に
一
つ
に
合
一
し
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

(

�)
ハ

著
名
な
魏
志
倭
人
伝
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
に
三
世
紀
の
ヤ
マ
ト
国
を
示
す
も
の
で
な
い
も
の
の
、
三
世
紀
の
ヤ

マ
ト
国
に
つ
い
て
実
に
多
く
の
報
告
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
世
紀
の
日
本
は
す
で
に
大
和
朝
廷
の
下
に

統
一
さ
れ
て
お
り
、
日
の
女
神
の
神
話
や
日、
御、
子、
の、
権、
威、
も
す
で
に
そ
こ
に
成
立
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、

魏
人
は
筑
紫
地
方
に
お
い
て
、
接
触
し
た
官
吏
た
ち
の
中
に
日
御
子
の
権
威
が
生
き
て
働
い
て
い
る
の
を
見
た
し
、
そ
の
権
威

が
き
わ
め
て
神
聖
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
の
を
聞
き
、
そ
こ
か
ら
「
日
御
子
は
鬼
道
を
事
と
し
衆
を
惑
わ
す
」
と
記
す
こ
と

と
な
っ
た
と
解
釈
し
う
る
こ
と
。
こ
れ
は
大
和
よ
り
筑
紫
を
統
御
し
て
い
た
日
御
子
の
権
威
が
、
超
人
間
的
、
宗
教
的
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

(

�)

③
神
話
伝
説
の
な
か
か
ら
記
録
以
前
の
古
い
記
憶
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
に
よ
る
知
見

イ

記
紀
の
神
話
伝
説
は
一
定
の
時
代
に
定
位
さ
れ
る
べ
き
明、
白、
な、
主、
題、
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
宗
教
的
権
威
に
つ
い
て
の
物

語
、
す
な
わ
ち
神
聖
な
権
威
に
よ
る
国
家
的
統
一
の
物
語
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
顕
著
に
し
め
し
て
い
る
の
は
、
神
代
の

物
語
全
体
を
統
括
す
る
と
こ
ろ
の
主
題
が
こ
の
国
土
の
統
治
者
が
い
か
に
し
て
定
め
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
お
か
れ
て
い
る

こ
と
。

(

�)

ロ

そ
こ
に
お
い
て
は
、
国
土
の
生
産
と
そ
の
統
治
者
の
生
産
が
同
一
の
生
産
神
の
働
き
に
出
づ
る
も
の
と
さ
れ
、「
統
治
者
の

生
産
は
国
土
生
産
の
仕
事
の
絶
頂
な
の
で
あ
り
、
天
照
大
御
神
の
出
現
は
大
八
島
国
が
一
つ
の
統
一
的
な
国
土
で
あ
る
こ
と
の
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中
枢
的
な
意
義
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。

(

�)

ハ

国
土
生
産
に
用
い
ら
れ
た
「
天
の
沼
矛｣

、
大
己
貴
神
の
杖
つ
く
「
広
矛｣

、
化
し
て
天
照
大
御
神
と
な
っ
た
「
白
銅
鏡｣

、

天
孫
降
臨
に
際
し
て
天
照
大
御
神
が
己
と
同
じ
き
も
の
と
し
て
天
孫
に
与
え
た
神
鏡
な
ど
、
矛
や
鏡
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
、

祭
り
事
の
統
一
の
古
い
記
憶
が
見
い
だ
し
う
る
こ
と
。

(

�)

ニ

国
譲
り
、
天
孫
降
臨
、
神
武
東
征
と
い
っ
た
対
立
と
統
一
の
物
語
は
、
た
だ
架
空
に
想
像
し
出
さ
れ
得
た
も
の
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
何
ら
か
の
仕
方
で
古
い
時
代
の
祭
り
事
の
対
立
と
そ
の
対
立
の
克
服
と
い
う
ご
と
き
大
き
い
事
実
の
記
憶
が
核
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

(

�)

こ
う
し
た
「
三
つ
の
源
泉
」
に
よ
る
考
察
か
ら
、
和
辻
が
導
き
だ
す
結
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

西
暦
紀
元
前
一
二
世
紀
の
こ
ろ
か
ら
、
日
本
の
中
部
以
西
に
は
二
つ
の
祭
り
事
の
統
一
が
成
立
し
、
そ
の
一
つ
は
筑
紫
地
方

を
中
心
と
し
て
鏡
玉
剣
の
尊
崇
を
形
成
し
た
。
そ
れ
は
日
本
全
体
を
一
つ
の
文
化
圏
と
し
て
そ
の
内
部
に
発
生
し
た
対
立
で
あ

っ
て
、
人
種
的
あ
る
い
は
民
族
的
な
対
抗
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
対
立
は
紀
元
後
一
二
世
紀
の
こ
ろ
に
消
滅
し
、
そ
の
以
降
に

は
鏡
玉
剣
の
尊
崇
を
特
徴
と
す
る
古
墳
時
代
の
文
化
が
迅
速
に
全
国
に
広
ま
っ
た
。
三
世
紀
に
は
少
な
く
と
も
中
部
以
西
が
緊

密
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
や
が
て
関
東
地
方
や
北
越
地
方
も
こ
の
統
一
に
入
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
地
方
の
い
ず
れ
の
部
分
に

も
存
す
る
古
墳
も
同
じ
よ
う
に
鏡
玉
剣
の
尊
崇
を
示
し
、
ま
た
同
じ
工
芸
の
様
式
や
同
じ
風
習
を
見
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一

つ
の
地
方
に
お
い
て
統
率
の
地
位
に
立
っ
て
い
る
者
は
、
そ
の
尊
さ
を
大
和
朝
廷
か
ら
分
与
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
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は
大
和
朝
廷
の
神
聖
な
権
威
が
全
国
に
行
き
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
の
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
和
辻
の
結
論
の
学
問
的
な
当
否
を
こ
こ
で
問
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
和
辻
の
「
清
明

心
の
道
徳
」
な
る
も
の
が
そ
の
時
代
の
特
性
を
し
め
す
倫
理
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ、
の、
よ、
う、
な、
も、
の、
と、
し、

て、
理、
解、
さ
れ
た
「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
一
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

和
辻
の
い
う
「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
」
と
は
こ
う
し
て
、
な
に
よ
り
も
神
聖
な
権
威
の
下
に
行
な
わ
れ
た
「
国

民
的
統
一
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
和
辻
の
議
論
は
こ
こ
か
ら
、
こ
の
神
聖
な
権
威
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
す

な
わ
ち
「
上
代
に
お
い
て
神
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
」

(

�)

と
い
う
問
題
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

上
代
に
お
い
て
神
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
問
う
和
辻
は
、
記
紀
の
物
語
に
現
わ
れ
る
神
の
あ
り
方

を
つ
ぎ
の
四
種
類
に
区
分
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
展
開
し
は
じ
め
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
周
知
の
如
く
、
①
祀
る
神
、
②
祀
る
と
と

も
に
祀
ら
れ
る
神
、
③
単
に
祀
ら
れ
る
だ
け
の
神
、
④
祀
り
を
要
求
す
る
神
と
い
う
区
別
で
あ
る
。

(

�)

和
辻
に
よ
れ
ば
、「
神、
代、
史、
の
物
語
に
お
い
て
主
要
な
役
を
つ
と
め
る
神
々
は
、
す
べ
て
第
二
類
の
神
々
あ
っ
て
、
た
と
い
そ
れ

ら
が
日
の
神
、
海
原
の
神
な
ど
と
呼
ば
れ
る
と
し
て
も
、
…
…
特
に
こ
れ
ら
の
神
々
は
祀、
ら、
れ、
る、
と、
と、
も、
に、
自
ら
も
ま
た
祀、
る、
神、
で

あ
っ
て
、
決
し
て
単
に
祀
ら
れ
る
の
み
の
神
で
は
な
い
」

(

�)

と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
祀、
る、
と、
と、
も、
に、
祀、
ら、
れ、
る、
神、
は
、
こ
こ
で

問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
と
い
う
変
革
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
時
代
に
次
ぐ
つ
ぎ
の
時

代

す
な
わ
ち
「
大
化
の
改
新
や
そ
の
後
の
法
制
の
整
備
を
絶
頂
と
す
る
国、
家、
的、
組、
織、
の、
完、
成、
」
と
い
う
変
革
に
よ
っ
て
画
さ
れ
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た
時
代

の
絶
頂
期
に
お
け
る
「
あ
き
つ
み
か
み
」(

現
神
、
明
神
、
現
御
神
）
と
し
て
の
天
皇
（｢

あ
き
つ
み
か
み
と
大
八
島
国

知
ら
し
め
す
天
皇｣

）
と
い
う
思
想
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
神
の
あ
り
方
と
も
通
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
現
人
神
の
活
動
と

変
わ
り
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

和
辻
は
、
息
長
帯
姫
（
神
功
皇
后
）
や
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
の
神、
が、
か、
り、
の
あ
り
方
を
例
に
挙
げ
、
そ
こ
に
「
神、
命、
の、
通、
路、
が
き
わ

め
て
具
体
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
命
令
を
発
す
る
神
々
が
漠
然
と
し
て
不
定
で
あ
る
、
と
い
う
顕
著
な
事

実｣
(

�)

、
も
し
く
は
、「
神、
命、
の、
通、
路、
が
前
景
に
出
で
、
そ
の
命
を
発
す
る
神
々
が
後
ろ
に
退
い
て
い
る
」

(

�)

と
い
う
事
実
が
見
ら
れ
る
こ

と
に
注
目
す
る
。

和
辻
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
前
景
に
現
れ
る
「
神、
命、
の、
通、
路、
」
と
し
て
の
性
格
こ
そ
が
、
ま
さ
に
祀、
る、
と、
と、
も、
に、
祀、
ら、
れ、
る、
神、
の

特
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

こ
の
視
点
を
も
っ
て
記
紀
に
お
け
る
神
々
を
考
察
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
驚
く
べ
き
事
実
に
衝
き
当
た
る
。
神
代
史

に
お
い
て
最
も
活
躍
し
て
い
る
人
格
的
神
々
は
、
後
に
一
定
の
神
社
に
お
い
て
祀、
ら、
れ、
る、
神、
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
定

の
神
に
対
す
る
媒
介
者
、
す
な
わ
ち
神、
命、
の、
通、
路、
、
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
祀
ら
れ
る
と
と
も
に
ま
た
自

ら
祀
る
神
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
か
か
る
性
格
を
全
然
持
た
な
い
神
々
、
す
な
わ
ち
単
に
祀
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
神
々
は
、

多
く
は
た
だ
名
の
み
で
あ
っ
て
、
前
者
ほ
ど
の
崇
敬
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
な
い
。

(

�)

こ
う
し
た
祀、
る、
と、
と、
も、
に、
祀、
ら、
れ、
る、
神、
の
特
質
を
最
も
顕
著
に
し
め
し
て
い
る
の
は
、
和
辻
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
神
代
史
の
主
神
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た
る
天
照
大
御
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
み
の
性
格
で
は
な
く
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の

二
神
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
天
つ
神
た
ち
に
も
、
ま
た
ス
サ
ノ
オ
の
尊
や
大
国
主
の
神
に
も
通
ず
る
性
格
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
々

の
性
格
に
つ
い
て
、
和
辻
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
神
々
が
尊
貴
で
あ
る
の
は
、
そ
の
蘇
り
の
ゆ
え
で
も
な
く
ま
た
死
の
国
の
支
配
の
ゆ
え
で
も
な
い
。
さ
ら
に
ま
た

そ
の
創
造
の
ゆ
え
で
も
な
い
。
そ、
の、
尊、
貴、
性、
は、
常、
に、
背、
後、
か、
ら、
与、
え、
ら、
れ、
る、
。
し
か
も
そ
の
背
後
に
は
究
極
的
な
神
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
背
後
に
あ
る
無
限
に
深
い
者
の
媒、
介、
者、
と
し
て
の
み
、
神
々
は
神
々
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
か

え
れ
ば
、
神
々
は
祀
ら
れ
る
と
と
も
に
常
に
自、
ら、
祀、
る、
神、
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
そ
の
神
々
は
、

祀
る
神
と
し
て
の
現
御
神
と
本
質
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
祀、
る、
と、
と、
も、
に、
祀、
ら、
れ、
る、
神、
の
本
質
は
祭、
祀、
を、
司、
ど、
る、
こ、
と、
に
存
す
る

(

�)

と
い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
四
類
の
神
、
す
な
わ
ち
御
諸
山
の
大
物
主
神
を
は
じ
め
と
す
る
祀、
り、
を、
要、
求、
す、
る、
祟、
り、
の、
神、
が
、

祭
祀
の
要
求
以
外
に
何
の
活
動
も
せ
ず
、
祭
祀
が
充
分
に
行
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
神
は
そ
の
神
秘
的
な
力
を
振
る
お
う
と
は
し
な
い
と

い
う
こ
と
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
と
、
和
辻
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、

重
大
な
の
は
祭、
祀、
そ、
の、
も、
の、
で
あ
っ
て
、
祀
ら
れ
る
神
自
身
で
は
な
い
。
祭
祀
の
持
つ
呪
力
は
祀
ら
れ
る
神
よ
り
は
強
い
。

…
…
祀
ら
れ
る
神
の
力
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
実
は
祭
祀
そ
の
も
の
の
呪
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
祭
祀
は
神
秘
な
力
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を
も
っ
て
人
間
の
生
を
守
る
。
従
っ
て
ま
た
祭、
祀、
の、
不、
足、
は
祟
り
と
し
て
生
を
脅
か
す
。
だ
か
ら
こ
そ
祟
り
の
神
は
祭
祀
を
要

求
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

第
二
類
の
神
々
の
本
質
は
祭、
祀、
を、
司、
ど、
る、
こ、
と、
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
祭
祀
の
呪
力
は
、
ノ
エ
ー
マ
的
に
は
山
川
の
神
神

(

マ
マ)

に

投
影
さ
れ
、
ノ
エ
ー
シ
ス
的
に
は
祭
祀
を
司
ど
る
者
と
し
て
の
神
々
と
な
る
。
前
者
は
あ
る
山
、
あ
る
川
に
位
置
づ
け
ら
れ
な

が
ら
、
し
か
も
神
と
し
て
は
漠
然
と
し
て
取
り
と
め
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
後
者
は
、
主
体
的
な
る
が
ゆ
え
に
、

人
格
的
な
神
々
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
神
々
は
活
動
す
る
に
従
っ
て
「
歴
史
」
を
作
る
。
そ
れ
が
神
代
史

な
の
で
あ
る
。

(

�)

重
大
な
の
は
祭、
祀、
そ、
の、
も、
の、
で
あ
っ
て
祀
ら
れ
る
神
自
身
で
は
な
く
、
祭
祀
の
持
つ
呪
力
は
祀
ら
れ
る
神
よ
り
は
強
い
と
い
う
事

実
は
、
そ
こ
に
お
け
る
「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
の
あ
り
方
と
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
そ
れ
こ
そ

が
、
記
紀
神
代
史
の
「
神
話
伝
説
に
お
け
る
神
の
意
義
に
関
し
て
最
も
注
目
せ
ら
る
べ
き
点
」

(

�)

で
あ
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、「
究
極
者
は
一
切
の
有
る
と
こ
ろ
の
神
々
の
根、
源、
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
自
身
い
か
な
る
神
で
も
な
い
。

…
…
す
な
わ
ち
神
聖
な
る
『
無
』
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、「
根
源
的
な
一
者
を
対、
象、
的、
に、
把、

握、
し、
な、
か、
っ、
た、
と
い
う
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
和
辻
に
よ
れ
ば
、「
絶
対
者
を
一
定
の
神
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
は
、
実

は
絶
対
者
を
限
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
の
発
展
段
階
と
し
て
は
原
始
的
で
は
あ
る
も
の
の
、

「
絶、
対、
者、
に、
対、
す、
る、
態、
度、
と
し
て
は
ま
こ
と
に
正
し
い
」
も
の
な
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)
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こ
う
し
て
「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
を
一
定
の
神
と
し
て
把
握
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、「
多
数
の
神
々
に
対
す

る
祭
祀
が
相
互
に
対
抗
せ
ず
、
し
か
も
ま
た
そ
の
独
立
を
失
う
こ
と
も
な
く
、
鏡
玉
剣
の
崇
拝
に
せ
ら
れ
な
が
ら
生
き
続
け
て
行
っ

た
」

(

�)
の
で
あ
り
、
記
紀
の
神
代
史
の
主
題
で
あ
る
「
祭
事
の
統
一
」
は
、「
皇
祖
神
以
外
の
神
々
の
祭
祀
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
祭
祀
を
現
つ
御
神
の
権
威
に
よ
っ
て
行
な
わ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る｣

。

(

�)

か
く
し
て
和
辻
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

以
上
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
記
紀
の
神
話
的
伝
説
に
現
わ
れ
る
神
々
の
特
殊
な
意
義
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。

そ
れ
は
ノ
エ
ー
マ
的
に
把
握
し
た
意
味
で
の
神
で
は
な
く
、
ノ
エ
ー
シ
ス
的
な
絶
対
者
が
お
の
れ
を
現
わ
し
て
く
る
特
殊
な
通

路
と
し
て
の
神
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
祭、
り、
事、
と
密
接
に
連
関
す
る
。
祭、
り、
事、
の、
統、
一、
者、
と
し
て
の
天
皇
が
、
超
人
間

的
超
自
然
的
な
能
力
を
全
然
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
神
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
て
い
た
ゆ
え
ん
は
、
そ
こ
に
あ
る
で
あ

ろ
う
。
天
皇
の
権
威
は
、
日
本
の
民
族
的
統
一
が
祭
祀
的
団
体
と
い
う
形
で
成
立
し
た
と
き
に
す
で
に
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
政
治
的
統
一
の
形
成
よ
り
も
は
る
か
に
古
い
の
で
あ
る
。

(

�)

和
辻
に
よ
れ
ば
、「
清
明
心
の
道
徳
」
と
は
、「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
と
い
う
変
革
に
よ
っ
て
画
さ
れ

た
一
時
代
の
特
性
を
し
め
す
倫
理
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
国、
民、
的、
統、
一、
の
内
実
と
は
、
な
に
よ
り
も
こ
の
よ
う

な
意
味
で
の
「
祭、
り、
事、
の、
統、
一、
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
は
た
し
て
、「
清
明
心
の
道
徳
」
と
は
い
か
な
る
内

容
を
と
も
な
っ
た
倫
理
思
想
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
辻
の
議
論
を
さ
ら
に
追
っ
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
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第
三
節

倫
理
思
想
と
し
て
の
「
清
明
心
の
道
徳
」

「
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
を
「
祭、
り、
事、
の、
統、
一、
」
な
い
し
は
祭
祀
的
統
一
と
し
て
把
握
し
た
和
辻
は
、

こ
う
し
た
変
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
社
会
構
造
を
、「
単
な
る
生
活
共
同
体
で
は
な
く
し
て
精
神
的
共
同
体
で
あ
り
、

ま
た
単
階
的
な
集
団
で
は
な
く
し
て
複
階
的
団
体
、
す
な
わ
ち
祭
祀
的
統
一
た
る
地
方
団
体
を
さ
ら
に
祭
祀
的
に
統
一
せ
る
高
次
の

団
体
で
あ
る
」
と
特
徴
づ
け
た
。

(

�)

そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
の
自
覚
と
し
て
現
れ
て
く
る
倫
理
思
想
は
、
祭、
事、
的、
統、
一、
者、
の、

権、
威、
を
承
認
し
、
そ
れ
へ
の
衷
心
か
ら
の
帰
属
を
核
と
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

(

�)

そ
れ
は
「
ま
ず
何
よ
り
も
、
天
皇
尊
崇
を

中
心
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
」

(

�)

と
す
る
の
で
あ
る
。

和
辻
は
、
記
紀
に
お
け
る
神
話
伝
説
の
核
心
を
こ
う
し
た
天
皇
尊
崇
の
倫
理
的
な
自
覚
に
も
と
め
、
そ
れ
を
①
「
神
話
伝
説
に
お

け
る
善
悪
の
価
値
と
清
さ
穢
さ
の
関
係｣
、
②
「
心
の
清
さ
に
と
も
な
う
人、
間、
の、
慈、
愛、
の
尊
重｣

、
③
「
慈
愛
の
尊
重
の
反
面
と
し
て

の
社、
会、
的、
正、
義、
の
尊
重
」
の
三
点
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
①
こ
そ
が
「
清
明
心
の
道
徳
」
の

核
心
を
な
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

「
清
明
心
の
道
徳
」
の
核
心
で
あ
る
①
「
神
話
伝
説
に
お
け
る
善
悪
の
価
値
と
清
さ
穢
さ
の
関
係
」
に
関
し
て
、
和
辻
は
以
下
の

よ
う
に
論
じ
て
い
く
。

ま
ず
は
じ
め
に
和
辻
は
、
ヨ
シ
・
ア
シ
と
い
う
日
本
語
が
善
悪
と
い
う
漢
字
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
た
吉
凶

と
も
書
か
れ
、
善
悪
と
吉
凶
が
同
義
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
こ
の
場
合
、「
人
の
生
を
利
す
る
一

切
の
も
の
は
ヨ
キ
モ
ノ
で
あ
っ
て
善
と
い
う
漢
字
で
現
わ
さ
れ
、
人
の
生
を
害
し
脅
か
す
一
切
の
も
の
は
ア
シ
キ
モ
ノ
で
あ
っ
て
悪

の
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
」

(

�)

こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
善
を
有
用
性
に
帰
着
せ
し
め
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
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善
悪
観
も
確
か
に
一
つ
の
道
徳
思
想
を
示
し
て
は
い
る
の
だ
ろ
う
と
和
辻
は
い
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
吉
凶
観
と
善
悪
観

の
重
畳
」
の
そ
れ
と
し
て
、
丸
山
の
『
講
義
録
』
に
お
け
る
「
思
考
様
式
と
世
界
像
の
『
原

プ
ロ
ト

型
タ
イ
プ』

」
を
め
ぐ
る
議
論
で
重
要
な
位
置

を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、

(

�)

和
辻
自
身
は
こ
の
吉
凶
観
と
重
畳
し
た
善
悪
観
の
問
題
に
重
き
を
置
く
こ
と
は
な
い
。

和
辻
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「
人
の
欲
す
る
も
の
が
利
福
す
な
わ
ち
善
と
呼
ば
れ
、
人
の
避
け
る
も
の
が
害
禍
す
な

わ
ち
悪
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人、
は、
必、
ず、
善、
を、
欲、
し、
悪、
を、
避、
け、
る、
の
で
あ
っ
て
、
悪
を
欲
し
善
を
避
け
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
」
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
人
の
心
に
は
た
だ
一
つ
善、
を、
求、
め、
る、
心、
の
み
が
認
め
ら
れ
る
」

(

�)

こ
と
と
な
っ
て
し

ま
う
。
と
こ
ろ
が
記
紀
に
は
善
心
悪
心
と
い
う
文
字
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
居
宣
長
は
、

「
心
は
総
じ
て
善
即
利
福
を
欲
す
る
が
、
そ
の
欲
し
方
に
ウ
ル
ワ
シ
サ
と
キ
タ
ナ
サ
と
が
あ
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、「
善
心
悪

心
を
ウ
ル
ワ
シ
キ
心
キ
タ
ナ
キ
心
と
訓
ま
せ
た
」
の
で
あ
る
が
、

(

�)

和
辻
は
こ
う
し
た
宣
長
の
解
釈
も
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
、「
も
し
日
本
語
の
ヨ
シ
・
ア
シ
が
吉
凶
利
害
を
し
か
意
味
し
得
ぬ
と
す
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
と
な
る
」
も
の
の
、
ヨ
シ
・
ア
シ
や
善
悪
の
語
に
は
「
利
福
禍
害
以
上
の
意
味
」
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(

�)

和
辻
は
、
こ
う
し
た
ヨ
シ
・
ア
シ
や
善
悪
の
「
利
福
禍
害
以
上
の
意
味
」
の
例
と
し
て
、
高
天
原
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ

ノ
オ
の
誓
約

う
け
ひ

＝
宇う

氣け

比ひ

を
め
ぐ
る
神
話
を
取
り
あ
げ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

天
照
大
御
神
が
ス
サ
ノ
オ
の
尊
の
「
不
善
心
」
を
問
題
と
し
た
の
は
、「
欲
レ

奪
一

我
国
二

」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
奪
レ

国
之
志
」

を
推
測
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
照
大
御
神
に
、
従
っ
て
高
天
原
の
国
に
害
悪
を
加
え
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
が
ゆ

え
に
悪
心
な
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
害
悪
を
欲
す
る
心
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
他、
者、
の、
利、
福、
あ
る
い
は
全、
体、
性、
の、
安、
全、
を
害
う
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も
の
が
悪
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
ヨ
キ
心
も
ま
た
利
福
を
欲
す
る
が
ゆ
え
に
ヨ
シ
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
他
者

の
利
福
、
全
体
性
の
利
福
を
欲
す
る
が
ゆ
え
に
ヨ
シ
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
他
者
あ
る
い
は
全
体
性
の
利
害
が
心
の
ヨ

シ
・
ア
シ
、
善
悪
を
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
ヨ
シ
・
ア
シ
、
善
悪
の
意
義
は
、
利
害
に
か
か
る
の
で
は
な
く
し
て
、
他、
者、

と、
の、
関、
係、
、
全、
体、
性、
と、
の、
関、
係、
に
か
か
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
者
の
利
害
を
害
え
ば
、
た
と
い
お
の
れ
の
利
福
を
保
持

し
て
も
、
悪
心
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
悪
を
き
め
る
も
の
は
利
福
を
保
つ
か
害
う
か
で
は
な
く
し
て
、
他
者
と
の
関
係
で
あ
る
。

(

�)

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
と
の
誓
約
＝
宇
氣
比
の
場
面
は
「
清
明
心
」
も
し
く
は
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
と
い
う

本
稿
の
主
要
な
対
象
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
は
再、
び、
舞、
い、
戻、
り、
、『
古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
の
各
々
の
テ、
ク、
ス、
ト、
に、
即、
し、
て、
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
い
ま
は
、
和
辻
が
こ
の
場
面
か

ら
こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。

さ
て
、
和
辻
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
シ
・
ア
シ
、
善
悪
の
意
義
が
明
ら
か
に
道
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
と
、
そ
れ
以
上
に
、「
か
か
る
道
徳
的
な
価
値
の
別
を
、
必
ず
し
も
善
心
悪
心
の
文
字
に
よ
っ
て
現
わ
さ
ず
、
む
し
ろ
一
層
多
く

ア
カ
キ
心
キ
タ
ナ
キ
心
と
い
う
言
表
に
よ
っ
て
い
る
点
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

い
よ
い
よ
「
清
明
心
の
道
徳
」
が
問
題
と

さ
れ
る
時
が
お
と
ず
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

和
辻
に
と
っ
て
問
題
は
、「
ヨ
キ
心
、
ア
シ
キ
心
と
い
う
ご
と
く
道
徳
的
な
ヨ
シ
・
ア
シ
、
善
悪
の
価
値
を
す
で
に
認
め
な
が
ら
、

何
ゆ
え
に
そ
の
同
じ
心
を
キ
ヨ
キ
心
・
キ
タ
ナ
キ
心
、
ア
カ
キ
心
・
ク
ラ
キ
心
と
し
て
把
捉
し
た
か
と
い
う
点
に
集
中
す
る
」

(

�)

こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
は
、「
祭
事
的
団
結
」
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

(

�)
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す
な
わ
ち
、

祭
事
に
よ
る
宗
教
的
団
結
は
、
精
神
的
共
同
体
で
あ
る
と
と
も
に
感
情
融
合
的
な
共
同
体
で
あ
る
。
か
か
る
共
同
体
に
お
い

て
は
、「
私
」
の
利
福
の
ゆ
え
に
他
の
利
福
を
奪
お
う
と
す
る
者
は
同
時
に
全
体
の
統
制
に
そ
む
く
者
で
あ
り
、
従
っ
て
全
体

性
の
権
威
に
そ
む
く
者
で
あ
っ
た
。
か
か
る
者
は
そ
の
私
心
の
ゆ
え
に
他
と
対
抗
し
、
他
と
融
け
合
わ
ず
、
他
者
よ
り
見、
通、
さ、

れ、
な、
い、
心、
境、
に
住
す
る
。
こ
の
よ
う
に
何
人
に
も
窺
知
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
「
私
」
を
保
つ
こ
と
は
、
そ
の
見
通
さ
れ
な
い

点
に
お
い
て
す
で
に
清
澄
で
な
く
濁
っ
て
お
り
、
従
っ
て
キ
タ
ナ
キ
心
ク
ラ
キ
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
れ
は
全
体

性
の
権
威
に
そ
む
く
も
の
と
し
て
、
当
人
自
身
に
も
後、
ろ、
暗、
い、
、
気、
の、
引、
け、
る、
、
曇、
っ、
た、
心
境
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

(

�)

こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
感
情
融
合
的
な
精
神
共
同
体
の
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
私
を
抱
く
者
は
何
ら
か
危
険
な
、

気
味
の
悪
い
、
従
っ
て
排、
除、
せ、
ら、
る、
べ、
き、
も、
の、
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
。
人
は
私
を
保
つ
と
と
も
に
こ
の
排
除
の
鉾
先
を
身
に
感

じ
、
後
ろ
暗
い
、
陰
鬱
な
心
境
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
他
者
か
ら
見
て
も
透
明
で
な
く
、
当
人

に
お
い
て
も
暗
鬱
な
心
境
を
、
古
代
人
は
ク
ラ
キ
心
、
キ
タ
ナ
キ
心
と
し
て
把
捉
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
心
境
と
反
対
に
、

私、
心、
を、
没、
し、
て、
全
体
に
帰
依
す
る
と
き
、
人
は
何
の
隠
す
と
こ
ろ
も
な
く
人
々
と
融
け
合
い
、
人
に
何
ら
の
危
険
も
感
じ
さ
せ

ず
、
従
っ
て
他
か
ら
の
排
除
の
鉾
先
を
感
ず
る
こ
と
も
な
く
、
朗
ら
か
な
、
明
る
い
、
き
し
み
の
な
い
、
透
き
徹
っ
た
心
境
に

住
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
古
代
人
は
キ
ヨ
キ
心
、
ア
カ
キ
心
と
し
て
把
捉
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)
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和
辻
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
全
体
性
の
権
威
に
帰
依
す
る
か
否
か
は
、
祭
事
的
団
結
の
社
会
に
あ
っ
て
は
こ
の
権
威
を
具
現
す
る

統
率
者
に
帰
服
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
究
極
に
お
い
て
は
皇、
祖、
神、
の、
権、
威、
に
服
す
る
か
否
か
に
、
さ
ら
に
は
天

皇
の
神
聖
な
権
威
に
帰
依
す
る
か
否
か
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
天
皇
の
神
聖
な
権
威
へ
の
帰
依
こ
そ
が
ま
さ
に

「
清
明
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
私
」
を
捨
て
て
「
公
」
に
奉
ず
る
と
こ
ろ
に

ま
さ
に
「
滅
私
奉
公
」
に

こ

そ
、「
清
さ
」
の
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
和
辻
は
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

(

�)

さ
ら
に
和
辻
よ
れ
ば
、「
清
さ
」
の
価
値
が
「
私
」
を
去
る
こ
と
、
特
に
私、
的、
利、
害、
の、
放、
擲、
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
私
的
利
害
が
「
お、
の、
れ、
の、
生、
の、
利、
害、
」
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
命
に
根
ざ
す
価
値
で
は
な
く
、
生
命
を
超
え
た
価

値
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
清
さ
」
は
、「
一
面
に
お
い
て
生、
命、
へ、
の、
恬、
淡、
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
は
勇、
気、
」
で
あ
り
、
こ

の
「
勇
気
の
本
質
は
死、
を、
怖、
れ、
ず、
し、
て、
お
の
れ
の
持
ち
場
を
守
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

和
辻
の
議
論
は
、
さ
ら
に
②
「
心
の
清
さ
に
と
も
な
う
人、
間、
の、
慈、
愛、
の
尊
重｣

、
③
「
慈
愛
の
尊
重
の
反
面
と
し
て
の
社、
会、
的、
正、

義、
の
尊
重
」
と
い
う
問
題
へ
と
展
開
す
る
。
と
り
わ
け
③
の
「
社、
会、
的、
正、
義、
の
尊
重
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
絶
対
性

と
唯
一
性
を
主
張
し
て
他
の
神
を
排
斥
す
る
神
」
へ
の
批
判
で
あ
る
。
和
辻
は
、
こ
う
し
た
「
私
」
を
も
っ
て
世
界
を
支
配
し
よ
う

と
す
る
神
の
非
正
義
性
に
対
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
や
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
よ
う
な
「
悪
事
を
詔
り
直
す
寛
容
」
や
「
復
讐
し
よ
う
と
し

な
い
忍
従
」
を
表
現
す
る
「
慈
愛
の
神｣

、
す
な
わ
ち
「
私、
を、
没、
し、
て、
公、
の、
立、
場、
に、
立、
つ、
神、
」
に
よ
っ
て
こ
そ
立
て
ら
れ
る
「
社、
会、

的、
正、
義、
」
を
対
置
し
て
見
せ
よ
う
と
し
た
の
で
る
。

(

�)

し
か
し
こ
う
し
た
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
、
も
は
や
必
要
で
は
あ
る
ま
い
。

和
辻
に
と
っ
て
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
が
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
す
で
に
十
二
分
に
明
ら
か
に
し
得
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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す
で
に
見
た
よ
う
に
和
辻
に
と
っ
て
、
こ
の
「
神
話
伝
説
の
な
か
に
現
わ
れ
て
い
る
倫
理
思
想
は
、
た
だ
第、
一、
期、
の、
原
始
時
代
の

倫
理
思
想
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
後
々
の
時
代
に
顕
著
な
形
に
展
開
さ
れ
て
行
く
倫
理
思
想
の
萌、
芽、
」

(

�)

で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
体
系
的
な
大
著
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
冒
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

「
清
明
心
の
道
徳
」
を
か
く
な
る
も
の
と
し
て
摘
出
し
た
和
辻
の
議
論
と
あ、
い、
通、
じ、
る、
か、
の、
よ、
う、
に、
、「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ

キ
コ
コ
ロ
」
を
日
本
思
想
史
に
お
け
る
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
抽
出
せ
ん
と
試
み
て
い
た
丸
山
は
、
は
た
し
て
そ
こ
に
何
を

見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
へ
と
論
を
転
じ
て
い
く
前
に
、
い
ま
少
し
の
紙
数
を
さ
い
て
、
こ
う
し
た
和

辻
の
「
清
明
心
」
論
を
批
判
的
に
継
承
し
よ
う
と
し
た
幾
人
か
の
議
論
に
も
目
を
向
け
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

第
二
章

「
清
明
心
」
論
の
展
開

第
一
節

相
良
亨
と
「
誠
実
」
の
問
題

す
で
に
第
一
章
で
も
見
た
よ
う
に
、
和
辻
は
「
清
明
心
の
道
徳
」
を
そ
の
体
系
的
な
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
記
述
の
冒
頭
に
位

置
づ
け
、
そ
れ
を
「
た
だ
第、
一、
期、
の、
原
始
時
代
の
倫
理
思
想
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
後
々
の
時
代
に
顕
著
な
形
に
展
開
さ
れ
て

行
く
倫
理
思
想
の
萌、
芽、
」

(

�)

で
も
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

清
さ
の
価
値
の
尊
重
は
、
律
令
制
の
時
代
の
政
治
に
お
い
て
「
正
直
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
来
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
戦

国
時
代
を
絶
頂
と
す
る
武
士
た
ち
の
気
節
を
尚
び
廉
恥
を
重
ん
ず
る
高
貴
道
徳
と
し
て
も
華
を
開
き
、
君
子
の
理
想
と
武
士
の

法と政治 59巻 2号 (2008年 7月)

論

説

464

三
〇



道
と
の
密
接
な
結
合
を
導
き
出
し
た
。
こ
の
大
勢
は
時
代
を
風
靡
し
、
つ
い
に
町
人
の
間
に
さ
え
も
、「
正
直
」
を
生
活
の
原

理
と
す
る
思
想
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
る
。

(

�)
こ
う
し
た
和
辻
の
議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
「
清
さ｣

｢

正
直
」
の
系
譜
を
め
ぐ
る
問
題
を
「
誠
実
」

を
め
ぐ
る
そ
れ
と
し
て
と
ら
え
直
し
、
こ
の
「
誠
実
」
の
克
服
を
自
ら
の
日
本
倫
理
思
想
史
の
課
題
と
し
て
追
究
し
た
の
は
、
周
知

の
よ
う
に
和
辻
の
門
下
に
学
び
、
東
京
大
学
の
倫
理
学
担
当
者
と
し
て
和
辻
の
後
継
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
相
良
亨
で
あ
っ
た
。

相
良
は
、
そ
の
名
著
『
誠
実
と
日
本
人
』

(

�)

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
き
起
こ
す
。
す
な
わ
ち
、

私
は
日
本
人
の
倫
理
思
想
の
歴
史
的
研
究
を
専
攻
し
て
き
た
が
、
脳
裏
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
な
い
問
題
が
一
つ
あ
る
。
そ

れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
誠
実
」
の
問
題
で
あ
る
。
少
し
く
言
葉
を
お
ぎ
な
っ
て
い
え
ば
、「
誠
実
で
あ
れ
ば
よ
い
の
か
」
と

い
う
問
題
で
あ
る
。「
誠
実
」
は
、
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
こ
れ
は

研
究
者
と
し
て
の
私
の
問
題
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
研
究
者
以
前
の
、
日
本
人
と
し
て
育
っ
た
一
人
の
人
間
と
し
て
の
思
い

で
あ
る
。
私
に
は
、「
誠
実
」
を
問
題
に
し
て
こ
れ
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
が
、
私
の
生
き
方
を
止
揚
し
て
、
そ
れ
を
よ

り
高
め
ら
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
の
核
心
に
か
か
わ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

相
良
を
「
誠
実
」
の
批
判
的
吟
味
と
そ
の
克
服

(

�)

へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
は
、
現
代
日
本
人
に
お
け
る
①
「
絶
対
的
規
範
」
の
不
在

と
、
②
「
真
の
他
者
性
の
無
自
覚
」(

及
び
そ
の
コ
イ
ン
の
裏
に
あ
る
「
真
の
自
己
性
の
無
自
覚｣

）
に
対
す
る
批
判
的
な
問
題
意
識
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で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

と
こ
ろ
で
、
私
を
ふ
く
め
た
現
代
の
日
本
人
は
、
い
つ
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
絶
対
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
規
範
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
も
、
絶
対
に
こ
れ
だ
け
は
と
い
う
規
範
が
わ
れ
わ
れ
の

内
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
規
範
を
わ
れ
わ
れ
は
何
も
も
っ
て
い
な
い
。
…
…
と
こ
ろ
が
、
こ

の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
こ
こ
で
私
が
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
と
り
上
げ
て
い
る
「
誠
実
」
だ
け
は
別
で
あ
る
。

…
…
絶
対
的
規
範
が
な
い
と
こ
ろ
、
こ
の
「
誠
実
」
だ
け
が
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
切
り
札
的
な
権
威
を
も
っ
て
い
る
。

私
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
「
誠
実
」
が
、
批
判
的
に
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ

る
。

(

�)

私
が
「
誠
実
」
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
に
至
っ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
他
者
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
は

っ
き
り
と
問
題
と
さ
れ
は
じ
め
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
「
誠｣

「
誠
実｣

、
あ
る
い
は
「
誠
心
誠
意
」
に
は
、
真
の
他

者
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
は
じ
め
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
（
そ
れ
ま
た
真
の
自
己
性
の
無
自
覚
に
つ
な

が
る)

。
…
…

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
母
子
の
道
連
れ
心
中
が
し
ば
し
ば
お
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
に
は
、
極
限

的
な
場
合
に
は
人
が
人
を
殺
し
て
も
よ
い
と
い
う
哲
学
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
日
本
人
に
は
そ
の

よ
う
な
哲
学
は
な
い
。
た
だ
あ
る
の
は
、
わ
が
子
を
思
う
切
な
る
心
情
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
生
か
し
て
お
い
て
は
か
わ
い
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そ
う
だ
と
い
う
心
情
が
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
の
心
情
に
は
、
子
供
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
。

…
…道

連
れ
心
中
…
…
の
話
を
も
ち
出
し
た
の
は
、
日
本
人
が
自
分
の
心
情
の
世
界
に
生
き
て
、
他
者
の
他
者
性
を
は
っ
き
り
自

覚
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
畢
竟
、
自
己
の
自
己
性
を
自
覚
し
て
い
な
い
、
自
他
の
関
係

性
を
問
題
に
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。「
誠
実
」
が
、
今
な
お
絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
る
の
も
、
現
代
の
日
本
が

な
お
こ
の
よ
う
な
精
神
風
土
の
内
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(

�)

さ
て
、「
誠
実
」
を
め
ぐ
る
①
「
絶
対
的
規
範
」
の
不
在
と
、
②
「
真
の
他
者
性
の
無
自
覚
」
と
い
う
相
良
の
批
判
的
問
題
意
識

は
、
一、
見、
し、
た、
と、
こ、
ろ、
丸
山
眞
男
の
そ
れ
と
大
き
く
重
な
り
合
い
、
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

周
知
の
よ
う
に
丸
山
は
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
著
名
な
論
文
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」

(

�)

に
お
い
て
、「
私
事
」
の
倫
理
性
が

自
ら
の
内
部
に
存
在
せ
ず
し
て
、
国
家
的
な
る
も
の
と
の
合
一
化
に
存
す
る
と
い
う
超
国
家
主
義
の
論
理
は
裏
返
し
に
す
れ
ば
国
家

的
な
る
も
の
の
内
部
へ
、
私
的
利
害
が
無
制
限
に
侵
入
す
る
結
果
と
な
る
と
い
う
こ
と
、

(

�)

国
家
主
権
が
倫
理
性
と
実
力
性
の
究
極
的

源
泉
で
あ
り
両
者
の
即
時
的
統
一
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
倫
理
の
内
面
化
が
行
な
わ
れ
ぬ
た
め
に
、
そ
れ
は
絶
え
ず
権
力
化
へ
の
衝

動
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

(

�)

な
ど
、
超
国
家
主
義
の
論
理
を
あ
ざ
や
か
に
剔
抉
す
る
と
と
も
に
、
自
由
な
る
主
体
的
意
識
が
存
せ

ず
各
人
が
行
動
の
制
約
を
自
ら
の
良
心
の
う
ち
に
持
た
ず
し
て
、
よ
り
上
級
の
者
（
し
た
が
っ
て
究
極
的
価
値
に
近
い
も
の
）
の
存

在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
独
裁
観
念
に
か
わ
っ
て
抑、
圧、
の、
移、
譲、
に、
よ、
る、
精、
神、
的、
均、
衡、
の、
保、
持、
と
で
も
い
う
べ

き
現
象
が
発
生
す
る
と
し
て
、

(

�)

そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
病
理
を
克
明
に
描
き
だ
し
て
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
丸
山
は
、
内、
面、
的、
規、
範、
に、
よ、
り、
自、
己、
規、
律、
す、
る、
主、
体、
的、
個、
人、
の、
欠、
如、
に
こ
そ
、
超
国
家
主
義
の
「
対
外
膨
張
乃
至
対
内

抑
圧
の
精
神
的
機
動
力
」

(

�)

の
特
質
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
地
点
か
ら
戦
後
に
お
け
る
学
問
的
・
思
想
的
営
為
を
開

始
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
丸
山
に
と
っ
て
、
自
ら
が
直
面
す
る
課
題
は
、
な
に
よ
り
も
「
明
治
維
新
が
果
す
べ
く
し
て
果
し
え

な
か
つ
た
民
主
主
義
革
命
の
完
遂
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
そ
の
際
に
お
い
て
も
問
題
は
決
し
て
単
な
る
大
衆
の
感
覚
的
解
放
で
は
な

く
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
新
ら
し
き
規
範
意
識
を
い
か
に
大
衆
が
獲
得
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
つ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

(

�)

他
方
、
そ
の
没
後
に
公
刊
さ
れ
た
『
自
己
内
対
話
』

(

�)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、「
他
者
を
他
在
に
お
い
て
把
握
す
る
能
力
の
衰
退
と

欠
如
の
う
ち
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
ナ
チ
ズ
ム
の
精
神
史
的
背
景
を
み
た
。
こ
う
し
た
自
己
中
心
的
な
世
界
像
が
、
あ
た
か
も
『
自
我

意
識
』
の
目
覚
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
て
い
る
の
が
、
戦
後
の
日
本
で
あ
る
。
三
派
全
学
連
と
そ
の
追
随
者
た
ち
に
共
通

し
た
『
客
観
性
』
や
概
念
的
定
義
や
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
へ
の
軽
蔑

自
己
の
情
念
の
燃
焼
の
み
に
生
き
が
い
を
見
出
す

精
神
的
態
度
は
、
ど
ん
な
に
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
は
な
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
奥
深
い
時
代
精
神
の
鉱
脈
に
お
い

て
ナ
チ
ズ
ム
に
通
じ
て
い
る
」

(

�)

と
い
っ
た
断
章
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
丸
山
も
ま
た
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
他
者
感
覚
の
欠
如
」

と
い
う
問
題
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。「
他
者
を
他
在
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
」
の
必
要
性
を

｢

文
化
接

触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
い
う
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
し
て
導
出
さ
れ
た
「
開
か
れ
て
い
る
精
神
」

(

�)

の
形
成
と
い
う
課
題
に

と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
し
て

丸
山
も
ま
た
重
視
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
相
良
の
「
誠
実
」
を
め
ぐ
る
日
本
倫
理
思
想
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
一、
見、
し、
た、
と、
こ、
ろ、
、
丸
山
の

「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
共
通
の
方
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
良
の
日
本
倫
理
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思
想
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、『
誠
実
と
日
本
人
』
に
収
め
ら
れ
た
、「
誠
実
」
を
め
ぐ
る
日
本
倫
理
思
想
史
の
概
観
と
も
い
う
べ
き

「
日
本
人
の
理
法
の
と
ら
え
方
」

(

�)

に
お
い
て
明
確
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
人
の
理
法
の
と
ら
え
方
」
に
お
い
て
相
良
は
、
先
に
見
た
①
「
絶
対
的
規
範
」
の
不
在
と
、
②
「
真
の
他
者
性
の
無
自
覚
」

と
い
う
「
誠
実
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
、「
心
情
を
重
視
す
る
伝
統
」
と
「
規
準
へ
の
関
心｣

大、
陸、
か、
ら、
流、
入、
し、
た、
道
・
理
・
法
・

道
理
・
こ
と
わ
り
と
い
っ
た
「
理
法
」
と
総
称
す
べ
き
も
の
へ
の
関
心

と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
と
と
ら
え
返
す
と
と
も
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
き
起
こ
す
。
す
な
わ
ち
、

日
本
人
の
伝
統
的
な
倫
理
観
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
様
々
で
あ
り
、
必
ず
し
も
一
筋
に
し
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
今
、
そ
の
主
軸
を
な
し
て
き
た
も
の
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
心
情
の
純
粋
性
・
真
実
性
・
美
し
さ
の
尊
重
で

あ
ろ
う
。
伝
統
的
倫
理
観
に
今
日
に
生
か
す
べ
き
可
能
性
を
求
め
れ
ば
、
こ
の
心
情
の
追
求
が
ま
ず
と
り
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
も
っ
と
も
克
服
す
べ
き
も
の
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
も
ま
た
、
こ
の
心
情
重
視

の
傾
向
が
基
本
的
な
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
誠
心
誠
意
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体

す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
誠
心
誠
意
に
安
住
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

(

�)

心
情
を
重
視
す
る
伝
統
と
の
対
決
が
、
わ
れ
わ
れ
の
今
日
の
課
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
心
情
重
視
の
基
本
の
上
に
立
ち
つ
つ

も
、
な
お
も
た
れ
て
き
た
規
準
へ
の
関
心
の
あ
り
方
を
わ
れ
わ
れ
は
問
わ
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
。
道
・
理
・
道
理
・
こ
と
わ

り
と
い
う
表
現
で
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
た
ち
も
、
規
準
的
な
も
の
を
問
題
に
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
理
法
と
総
称
し
て
、
こ
れ
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ら
が
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
と
い
か
な
る
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
、
ま
た
そ
の
道
・
理
等
々
が
い
か
な

る
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

�)
相
良
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
「
心
情
重
視
の
伝
統｣

｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統

は
、
古
代
の
日
本
人
の
「
清
き

明
き
心
」
の
重
視
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

古
代
の
日
本
人
は
清
き
明
き
心
を
重
視
し
た
。
須
佐
之
男
命
が
高
天
原
で
天
照
大
神
と
う
け
い
を
す
る
『
古
事
記
』
の
一
段

は
、
神
話
の
中
で
も
っ
と
も
よ
く
こ
の
清
明
心
を
語
る
一
段
で
あ
る
。
…
…
な
お
『
日
本
書
紀
』
に
は
こ
こ
に
「
清
」｢

赤
」

｢

明
浄｣

・｢

黒
」｢

濁
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
神
話
の
世
界
に
お
い
て
ヨ
キ
心
と
は
清
き
明
き
心
で
あ

り
、
そ
れ
は
キ
タ
ナ
キ
心
ク
ラ
キ
心
あ
る
い
は
コ
ト
心
な
ら
ざ
る
心
で
あ
っ
た
。
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
「
明
き
も
即

ち
清
き
こ
と
」
と
あ
る
が
、
こ
の
清
明
と
は
い
わ
ば
底
ま
で
も
す
い
て
見
え
る
清
流
の
透
明
さ
に
も
た
と
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ

は
曇
り
か
く
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
心
、
二
心
の
な
い
心
で
あ
ろ
う
。
感
情
融
合
的
な
共
同
体
に
お
い
て
、
他
者
よ
り
見
通
さ

れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
後
ろ
ぐ
ら
い
と
こ
ろ
の
な
い
心
の
状
態
、
換
言
す
れ
ば
私
の
な
い
心
の
状
態
、
そ
れ
が
清
明
心
な
の
で

あ
る
。

わ
が
国
の
古
代
宗
教
に
お
い
て
も
っ
と
も
細
か
く
分
化
し
た
部
門
神
は
、
農
耕
に
関
す
る
神
と
祓
除
潔
斎
を
掌
る
神
で
あ
っ

た
と
い
う
。
古
代
の
日
本
人
が
強
く
清
さ
を
求
め
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
も
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
清
き
明
き
心
の
標
榜
も
こ

の
こ
と
と
別
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
『
万
葉
集
』
は
特
に
「
清
」
な
る
も
の
に
深
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
…
…
『
万
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葉
集
』
に
お
け
る
清
な
る
も
の
へ
の
関
心
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
神
話
に
お
け
る
清
明
心
の
重
視
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
の
日
本
人
は
、
清
明
な
る
心
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
私
の
な
い
心
、
さ
ら
に
い
え
ば
心
情
の
純
粋
さ

を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
倫
理
的
努
力
は
こ
の
清
明
心
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

�)

「
感
情
融
合
的
な
共
同
体
」
に
お
い
て
、
他
者
よ
り
見
通
さ
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
後
ろ
ぐ
ら
い
と
こ
ろ
の
な
い
心
の
状
態
、
換

言
す
れ
ば
私
の
な
い
心
の
状
態
と
い
う
相
良
の
「
清
明
心
」
理
解
は
、
基
本
的
に
は
和
辻
の
そ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
う
し
た
「
無
私
性
＝
全
体
性
へ
の
帰
依
」
を
「
清
明
心
」
の
本
質
と
と
ら
え
る
和
辻
的
理
解
と
、
相
良
の
い
う

「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
と
い
う
「
清
明
心
」
の
特
質
の
理
解
と
の
間
に
は
、
微
妙
な
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
少
な

く
と
も
、
相
良
が
「
清
明
な
る
心
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
私
の
な
い
心
、
さ
ら
に
い
え
ば
心
情
の
純
粋
さ
」
と
並
列
す
る
ほ
ど
、

こ
の
三
者
の
等
号
関
係
は
自
明
の
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に
あ
ら
た
め
て
立
ち
返
り
、
さ
ら
に
く

わ
し
く
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
日
本
人
の
理
法
の
と
ら
え
方
」
に
お
け
る
相
良
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
「
清
明
心
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
「
心

情
重
視
の
伝
統｣
｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統

と
「
理
法
」
へ
の
関
心
と
の
関
係
と
い
う
問
題
へ
と
展
開
す
る
。
し

か
も
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
相
良
の
「
誠
実
」
を
め
ぐ
る
日
本
倫
理
思
想
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
っ
て
、
こ
の
「
理
法
」
と
は
あ
く

ま
で
も
大、
陸、
か、
ら、
流、
入、
し、
た、
外
来
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

世
界
の
代
表
的
な
諸
民
族
は
、
そ
の
古
代
か
ら
何
ら
か
の
仕
方
で
客
観
的
な
行
為
の
規
準
を
問
題
に
し
て
い
た
。
旧
約
の
律
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法
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ロ
ゴ
ス
、
イ
ン
ド
の
法
、
中
国
の
道
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
古
代
の
日
本
人
が
、
こ
の
よ
う
に
、

規
範
に
対
す
る
心
情
の
純
粋
性
で
は
な
く
、
心
情
の
純
粋
性
自
体
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。

日
本
人
の
精
神
の
歴
史
は
こ
の
よ
う
に
し
て
出
発
し
た
。
勿
論
、
こ
の
古
代
の
日
本
人
の
姿
勢
が
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
姿
勢

の
す
べ
て
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
中
に
は
古
代
的
な
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
持
続
も
発
見
さ
れ
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
大
陸
か
ら
の
思
想
の

流
入
で
あ
る
。
心
情
の
純
粋
性
自
体
を
重
視
し
た
日
本
人
に
、
中
国
大
陸
か
ら
儒
仏
の
思
想
が
流
入
し
た
。
し
た
が
っ
て
心
情

の
純
粋
性
を
ひ
た
す
ら
追
求
し
た
日
本
人
が
、
こ
の
大
陸
の
道
・
法
・
道
理
を
説
く
思
想
に
ふ
れ
た
時
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を

示
し
た
か
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
し
た
が
っ
て
相
良
は
、
①
奈
良
・
平
安
時
代
の
即
位
宣
命
で
百
官
に
求
め
ら
れ
た
徳
目
が
桓
武
帝
を
境
に

し
て
「
清
明
」
か
ら
「
正せ

い

直
ち
ょ
く
」
へ
と
移
行
し
た
こ
と
、
②
中
世
を
代
表
す
る
徳
目
で
あ
る
「
正
直
」
が
、「
一
面
に
お
い
て
清
明
心

の
伝
統
を
受
け
つ
ぎ
つ
つ
、
他
面
に
お
い
て
道
理
な
ど
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
清
明
心
と
異
な
る
」

(

�)

も
の
で
あ
る

こ
と
、
③
慈
円
の
『
愚
管
抄』

、｢

貞
永
式
目｣

、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
道
理
」
は
、「
境
々
」
に
お
け

る
特
殊
な
道
理
で
あ
り
、
状
況
を
こ
え
た
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
④
近
世
に
お
い
て
は
客
観
的
な
規
範
が
存
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
自
覚
が
強
め
ら
れ
た
か
に
見
え
る
が
、
そ
の
代
表
的
思
想
家
で
あ
る
林
羅
山
の
窮
理
思
想
は
、
大
陸
の
朱
子
学
が
よ、
り、
生

の
形
で
理
解
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
、
⑤
近
世
の
日
本
人
の
思
索
が
深
ま
る
に
し
た
が
い
、
山
鹿
素
行
、
石
田
梅
岩
、

中
江
藤
樹
ら
を
経
て
、
羅
山
の
窮
理
思
想
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
動
き

一
方
で
は
伊
藤
仁
斎
の
儒
学
、
他
方
で
は
荻
生
徂
徠
の
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儒
学
・
本
居
宣
長
の
国
学
と
し
て

が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
へ
と
議
論
を
す
す
め
、
そ
の
上
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

日
本
人
の
理
法
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
に
基
本
的
に
い
い
う
る
こ
と
は
、
日
本
人
に
は
普
遍
的
な
規
範
の
意
識

が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
規
範
意
識
が
も
た
れ
る
時
に
も
、
そ
れ
は
そ
の
状
況
に
お
け
る
道

理
で
あ
る
か
、
そ
の
人
倫
的
・
社
会
的
立
場
に
お
け
る
道
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
個
別
的
な
規
範
は
、
多
く
そ
の
事
態
に
虚
心
に

対
す
る
と
き
に
感
格
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
直
覚
的
に
捉
え
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
性
的
に
追
究
す
る
姿
勢
は

形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
規
範
自
体
よ
り
も
主
体
の
姿
勢
、
心
情
の
あ
り
方
を
重
視
し
た
。

彼
ら
の
倫
理
的
努
力
の
焦
点
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
こ
の
心
情
の
純
粋
性
真
実
性
の
追
求
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
心
情
が
純

化
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
個
別
的
規
範
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
清
き
明
き
心
に
出
発
し
た
わ
れ
わ
れ

の
精
神
の
歴
史
に
は
、
こ
の
よ
う
に
強
く
心
情
を
重
視
す
る
傾
向
が
流
れ
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

「
日
本
人
の
理
法
の
と
ら
え
方
」
に
お
け
る
議
論
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
心
情
の
純
化
に
よ
っ
て
規
範
を
捉
え
う
る
と
す
る
立

場
」
な
い
し
は
「
主
観
の
純
化
の
中
に
真
実
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
姿
勢
」
を
さ
ら
に
深
い
層
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
へ

と
転
じ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

(

�)

そ
こ
に
お
け
る
内
村
鑑
三
、
道
元
、
親
鸞
、
さ
ら
に
は
徂
徠
、
宣
長
ら
を
め
ぐ
る
相
良
の
議
論

は
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
を
詳
細
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
暇
は
な
い
。
た
だ
相
良
が
、
こ

う
し
た
「
心
情
の
純
化
に
よ
っ
て
規
範
を
捉
え
う
る
と
す
る
立
場
」
な
い
し
は
「
主
観
の
純
化
の
中
に
真
実
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
姿
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勢
」
の
背
後
に
、
�
自
他
人
倫
の
和
合
�
へ
の
配
慮
と
い
う
よ
り
究
極
的
な
価
値
の
存
在
を
見
い
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と

を
確
認
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

他
者
に
か
く
す
と
こ
ろ
の
な
い
清
明
心
の
強
調
、
聖
徳
太
子
以
来
の
和
の
強
調
、
無
私
の
正
直
の
強
調
、
慈
悲
の
強
調
、
他

者
に
対
す
る
誠
の
強
調
な
ど
を
ふ
り
か
え
る
時
、
好
さ
に
は
自
他
人
倫
の
和
合
の
契
機
が
強
く
一
本
流
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は

認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(

�)

即
ち
、
道
理
真
理
を
主
張
す
る
時
に
も
、
底
辺
に
さ
ら
に
こ
の
好
さ
へ
の
配
慮
が
、
今
こ
れ
を
仮
り
に
い
え
ば
自
他
人
倫
の

和
合
へ
の
配
慮
が
よ
り
究
極
的
な
価
値
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
効
性
を
問
題
と
す
る
こ
と
（
徂
徠
、
宣

長

引
用
者
）
と
寛
大
さ
を
説
く
こ
と
（
内
村
、
道
元

引
用
者
）
は
あ
ら
わ
れ
方
が
ち
が
う
。
し
か
し
両
者
に
は
同
質

的
な
発
想
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
…
…
つ
ま
り
規
範
を
説
き
真
理
を
説
い
て
も
日
本
人
の
心
の
底
辺
に
お

い
て
支
配
し
て
い
た
の
は
�
自
他
人
倫
の
和
合
�
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
て
相
良
は
、「
心
情
重
視
の
伝
統｣

｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統

と
大、
陸、
か、
ら、
流、
入、
し、
た、
外
来
思
想
と
し

て
の
「
理
法
」
へ
の
関
心
と
の
関
係
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
倫
理
思
想
史
の
展
開
の
中
に
、
①
「
心
情
の
純
化
に
よ
っ
て
規
範

を
捉
え
う
る
と
す
る
立
場
」
な
い
し
は
「
主
観
の
純
化
の
中
に
真
実
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
姿
勢
」
と
、
②
さ
ら
に
そ
の
底
辺
に
働
く

「
自
他
人
倫
の
和
合
」
と
い
う
よ
り
究
極
的
な
価
値
と
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
ま
で
論
じ
進
め
た
相
良
は
、
最
後
に
「
道
徳
を
、
神
と
神
の
前
に
一
人
立
つ
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
神
の
ロ

ゴ
ス
と
し
て
捉
え
る
立
場
と
、
人
間
共
同
体
の
組
織
法
則
と
し
て
捉
え
る
二
つ
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
」

(

�)

と
さ
れ
る
和
辻
倫

理
学
に
あ
ら
た
め
て
立
ち
返
り
、「
超
越
的
な
る
も
の
の
否
定
は
、
そ
の
対
極
で
あ
る
人
倫
重
視
の
方
向
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
神
あ
る
い
は
個
人
あ
り
き
に
対
し
て
、
ま
ず
人
倫
あ
り
き
で
あ
る
」

(

�)

と
喝
破
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
和
辻
倫

理
学
へ
の
評
価
を
語
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

教
え
の
権
威
の
保
証
と
し
て
、
�
自
他
人
倫
の
和
合
�
へ
の
有
効
性
を
も
ち
だ
し
た
日
本
人
の
も
の
の
考
え
方
へ
の
反
省
と

し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
�
自
他
人
倫
の
和
合
�
の
内
実
の
追
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
…
…
日
本
人
は
、
あ
る
べ
き
あ
り
方
と
し
て
の
�
和
�
の
内
実
を
積
極
的
に
問
う
こ
と
な
く
、
た
だ
、

の
ぞ
ま
し
い
の
は
�
和
�
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
…
…
�
人
倫
の
和
合
�
の
内
実
の
追
究
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
和
へ
の

有
効
性
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
和
辻
倫
理
学
は
、
日
本
の
伝
統
を
も
ろ
に
に
な
い
つ
つ
、
そ
の
伝
統
が
内
包
す
る
弱
点
の
克
服

を
和
辻
な
り
に
試
み
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
倫
理
を
神
や
理
性
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
共
同
体
の
組
織
法
則
と
し

て
捉
え
る
和
辻
の
試
み
は
、
日
本
の
伝
統
を
生
か
し
つ
つ
、
普
遍
的
な
理
法
を
考
え
て
い
く
確
か
に
有
力
な
一
つ
の
試
み
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

さ
て
、
こ
う
し
て

(

イ)

「
絶
対
的
規
範
」
の
不
在
と
「
真
の
他
者
性
の
無
自
覚
」
を
問
題
視
す
る
と
い
う
点
で
は
、
一、
見、
し、
た、
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と、
こ、
ろ、
丸
山
と
も
共
鳴
し
あ
う
が
ご
と
き
課
題
意
識
に
し
た
が
っ
て
「
誠
実
」
の
克
服
を
め
ざ
し
、(

ロ)

「
心
情
重
視
の
伝
統｣

｢
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統

と
大、
陸、
か、
ら、
流、
入、
し、
た、
外
来
思
想
と
し
て
の
「
理
法
」
へ
の
関
心
と
の
関
係
と
い
う
、

こ
れ
ま
た
一、
見、
し、
た、
と、
こ、
ろ、
丸
山
の
「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
相
通
ず
る
が
ご
と
き
日
本
倫
理
思
想
史
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
を
採
り
、
な
お
か
つ

(

ハ)

倫
理
を
神
や
理
性
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
共
同
体
の
組
織
法
則
と
し
て
捉
え
る
和
辻

倫
理
学
の
可
能
性
を
高
く
評
価
す
る
立
場
に
た
つ
相
良
の
議
論
は
、「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
な
い
し
は
「
清
明
心
」

を
め
ぐ
る
和
辻
と
丸
山
の
交
錯
と
い
う
問
題
に
光
を
あ
て
な
が
ら
、
丸
山
が
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
倫
理
的
価
値
意
識
の
「
古
層
＝

執
拗
低
音
」
の
問
題
に
せ
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
す
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
節
以
降
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
を
進
め
た
い
。

第
二
節

｢

清
明
心
」
と
「
誠
実｣
和
辻
／
相
良
の
連
続
と
断
絶

前
節
に
お
い
て
筆
者
は
、「
感
情
融
合
的
な
共
同
体
に
お
け
る
、
他
者
よ
り
見
通
さ
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
後
ろ
ぐ
ら
い
と
こ
ろ

の
な
い
心
の
状
態｣

、
す
な
わ
ち
「
無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、
」
を
そ
の
本
質
と
と
ら
え
る
和
辻
の
「
清
明
心
」
理
解
と
、「
心、
情、

の、
純、
粋、
性、
の、
尊、
重、
」
を
そ
の
特
質
と
と
ら
え
る
相
良
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
微
妙
な
ズ
レ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

「
清
明
な
る
心
、
…
…
私
の
な
い
心
、
さ
ら
に
い
え
ば
心
情
の
純
粋
さ
」
と
、
相
良
が
何
等
の
説
明
も
加
え
る
こ
と
な
く
並
列
す
る

ほ
ど
に
は
、
こ
の
三
者
の
等
号
関
係
は
自
明
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
い
ま
少
し
こ
だ

わ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
、
日
本
倫
理
思
想
史
を
代
表
す
る
両
者
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
丸
山
の
そ
れ
と
の
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
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さ
て
、
和
辻
と
相
良
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
異
同
に
つ
い
て
は
、「
日
本
の
倫
理
思
想
史
の
中
に
持
続
し
て
流
れ
る
も

の
と
し
て
『
誠
実
』
を
も
っ
て
機
軸
と
見
る
見
方｣

｢

誠
実
の
伝
統｣

に
対
し
て
、「
国
学
に
は
自
己
と
他
者
と
の
関
係
を

『
偽
り
』
あ
る
い
は
〈
虚
偽
〉
を
も
っ
て
と
ら
え
、
そ
こ
を
基
盤
に
人
と
世
界
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
流
れ
が
あ
る
」
と
し
、
こ
れ

を
「
偽
り
」
め
ぐ
る
思
想
史
と
し
て
対
置
せ
ん
と
試
み
る

(

�)

清
水
正
之
が
、
そ
の
『
国
学
の
他
者
像

誠
実

ま
こ
と

と
虚い

つ

偽わ
り

』
に
お
い

て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

清
水
に
よ
れ
ば
、「
そ
も
そ
も
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
お
い
て
、
清
明
心

正
直

誠
と
定
式
化
さ
れ
た
図
式
を
和
辻
の
中
に

明
確
に
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
わ
ず
か
に
戦
国
武
士
を
扱
っ
た
部
分
で
、
か
れ
ら
の
倫
理
思
想
に
『
正
直
、

慈
悲
、
知
恵
の
理
想
』
を
個
人
の
気
構
え
と
し
て
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
『
自
敬
の
道
徳
、
高
貴
性
の
道
徳
』
を
見
る
部
分
に
『
無
私

の
心
に
と
ど
ま
ら
ず
慈
愛
の
尊
重
、
社
会
的
正
義
と
も
な
っ
て
』
あ
ら
わ
れ
た
『
清
明
心
』
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
が
描
か
れ
て
い

る
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、「
古
代
論
と
し
て
の
和
辻
の
議
論
は
、
古
代
に
お
け
る
あ
く
ま
で
も
『
祭
事
的
統
一
』
と
い
う
視
点

か
ら
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、「
国
学
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
さ
れ
る
近

世
の
儒
学
の
一
潮
流
、
古
学
を
評
価
す
る
立
場
か
ら
は
、
和
辻
の
議
論
を
こ
え
て
一
層
つ
よ
く
『
誠
実
』
を
も
っ
て
日
本
的
倫
理
思

想
の
流
れ
の
中
核
と
み
る
視
点
が
提
出
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
が
相
良
亨
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

清
水
が
ま
さ
に
指
摘
す
る
通
り
、
和
辻
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
は
、「
古
代
に
お
け
る
あ
く
ま
で
も
『
祭
事
的
統
一
』
と
い
う
視

点
か
ら
説
か
れ
た
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
筆
者
が
前
章
で
多
く
の
紙
面
を
さ
き
、
和
辻
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
議
論
の
全

体
像
を
あ
え
て
提
示
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

く
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
和
辻
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
本
来
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
倫
理
は
、「
そ
れ
が
実
現
さ
れ
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て
一
定
の
社
会
構
造
と
な
る
と
き
に
は
、
必
ず
時
と
処
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
特
殊
の
姿
を
取
る
」
の
で
あ
り
、「
従
っ
て
そ
れ

に
媒
介
さ
れ
て
成
立
す
る
行
為
の
仕
方
も
ま
た
特
定
の
形
を
取
り
、
そ
の
時
と
処
と
に
固
有
な
倫
理
思
想
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
」

(

�)
と
い
う
和
辻
一
流
の
「
社
会
構
造
」
論
に
基
づ
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
他
民
族
の
侵
入
や
支
配
や
干
渉
を

受
け
る
こ
と
な
く
展
開
し
た
と
さ
れ
る
、
日
本
の
「
原、
始、
時、
代、
以、
来、
の、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
倫
理
思
想

の
分
析
や
把
握
へ
と
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
和
辻
の
一
貫
し
た
方
法
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
清
明
心
の
道
徳
」
と
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
「
原、
始、
時、
代、
以、
来、
の、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
」
の
第
一
の
時
期
区
分
と
し
て
画

さ
れ
た
時
代

｢

最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
」
と
い
う
変、
革、
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
一
時
代

の
特
性
を
し

め
す
倫
理
思
想
と
し
て
、
和
辻
に
よ
っ
て
摘
出
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
和
辻
の
い
う
「
最
も
古
い
時
代
に
お

け
る
国、
民、
的、
統、
一、
」
と
は
、
な
に
よ
り
も
神
聖
な
権
威
の
下
に
行
な
わ
れ
た
「
国
民
的
統
一｣

す
な
わ
ち
「
祭、
り、
事、
の、
統、
一、
」

な
い
し
は
祭、
祀、
的、
統、
一、

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
変、
革、
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新、
し、
い、
社、
会、
構、
造、
は
、「
単
な
る
生
活
共
同

体
で
は
な
く
し
て
精
神
的
共
同
体
で
あ
り
、
ま
た
単
階
的
な
集
団
で
は
な
く
し
て
複
階
的
団
体
、
す
な
わ
ち
祭
祀
的
統
一
た
る
地
方

団
体
を
さ
ら
に
祭
祀
的
に
統
一
せ
る
高
次
の
団
体
で
あ
る
」

(

�)

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

和
辻
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
祭
事
に
よ
る
宗
教
的
団
結
は
、
精
神
的
共
同
体
で
あ
る
と
と
も
に
「
感、
情、
融、
合、
的、
な、
共、
同、
体、
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
か
か
る
「
感、
情、
融、
合、
的、
な、
共、
同、
体、
」
に
お
い
て
は
、「『

私
』
の
利
福
の
ゆ
え
に
他
の
利
福
を
奪
お
う
と
す
る
者
は
同

時
に
全
体
の
統
制
に
そ
む
く
者
で
あ
り
、
従
っ
て
全
体
性
の
権
威
に
そ
む
く
者
」

(

�)

で
あ
る
。
こ
う
し
た
全
体
性
の
権
威
に
帰
依
す
る

か
否
か
は
、
こ
の
権
威
を
具
現
す
る
統
率
者
に
帰
服
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
究
極
に
お
い
て
は
皇、
祖、
神、
の、
権、
威、

に
服
す
る
か
否
か
に
、
さ
ら
に
は
天
皇
の
神
聖
な
権
威
に
帰
依
す
る
か
否
か
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
天、
皇、
の、
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神、
聖、
な、
権、
威、
へ、
の、
帰、
依、
こ
そ
が
「
清
明
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
私
」
を
捨
て
て
「
公
」
に
奉
ず
る
と
こ
ろ
に

ま

さ
に
「
滅
私
奉
公
」
に

こ
そ
、「
清
さ
」
の
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
和
辻
は
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

(

�)
こ
の
よ
う
に
和
辻
の
「
無
私
性
＝
全
体
性
へ
の
帰
依
」
を
そ
の
本
質
と
と
ら
え
る
「
清
明
心
」
理
解
は
、
そ
の
「
社
会
構
造
」
論
、

日
本
の
「
原、
始、
時、
代、
以、
来、
の、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
」
に
つ
い
て
の
時
期
区
分
論
、
そ
こ
に
お
け
る
「
祭、
り、
事、
の、
統、
一、
」
な
い
し
は
祭、
祀、

的、
統、
一、
と
い
う
変、
革、
の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は
か
か
る
「
感、
情、
融、
合、
的、
な、
共、
同、
体、
」
に
お
け
る
倫
理
思
想
の
把
握
と
い
う
一
貫
し
た

論
理
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
そ
の
「
社
会
構
造
」
論
と
不
可
分
一
体
の
も
の
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
和
辻
の
「
清
明
心
」
理
解
は
、
必
ず
し
も
『
古
事
記
』『

日
本
書
紀
』
と
い
っ
た
古
代
の
文
献
の
テ
ク
ス
ト
に
表
わ

さ
れ
た
「
清
明
心
」
な
い
し
は
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
そ、
の、
も、
の、
が
も
つ
倫
理
内
容
に
即
し
た
分
析
と
検
証
か
ら
導

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な、
い、
。

確
か
に
和
辻
は
、『
古
事
記
』
お
よ
び
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
と
の
宇う

氣け

比ひ

＝
誓
約

う
け
ひ

の
場
面
の
テ
ク

ス
ト
を
引
き
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
は
い
た
。

天
照
大
御
神
が
ス
サ
ノ
オ
の
尊
の
「
不
善
心
」
を
問
題
と
し
た
の
は
、「
欲
レ

奪
一

我
国
二

」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
奪
レ

国
之
志
」

を
推
測
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
照
大
御
神
に
、
従
っ
て
高
天
原
の
国
に
害
悪
を
加
え
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
が
ゆ

え
に
悪
心
な
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
害
悪
を
欲
す
る
心
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
他、
者、
の、
利、
福、
あ
る
い
は
全、
体、
性、
の、
安、
全、
を
害
う

も
の
が
悪
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
ヨ
キ
心
も
ま
た
利
福
を
欲
す
る
が
ゆ
え
に
ヨ
シ
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
他
者
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の
利
福
、
全
体
性
の
利
福
を
欲
す
る
が
ゆ
え
に
ヨ
シ
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)

ス
サ
ノ
オ
の
命
は
天
照
大
御
神
よ
り
「
不
善
心
」
の
嫌
疑
を
う
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
サ
ノ
オ
の
命
は
、
古
事
記
に
よ
れ

ば
、「
無
二

邪
心
一

」
と
弁
解
す
る
。
不
善
心
と
邪
心
と
に
書
き
わ
け
て
い
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
こ
こ
で
は
ヨ
シ
・
ア
シ
の

価
値
で
ス
サ
ノ
オ
の
命
の
心
構
え
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
る
に
同
じ
物
語
を
描
く
書
紀
は
、
こ
の
個
所
で
「
無
二

黒
心
一

」
と

い
う
表
現
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
黒
心
は
ク
ラ
キ
心
キ
タ
ナ
キ
心
で
あ
っ
て
、
ヨ
シ
・
ア
シ
の
価
値
と
は
把
捉
の
仕
方
を
異
に

す
る
。
不
善
心
を
黒
心
と
呼
び
換
え
る
の
は
二
つ
の
異
な
っ
た
把
捉
の
仕
方
を
交
叉
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
古
事
記
自
身
も

ヨ
シ
・
ア
シ
の
価
値
を
も
っ
て
こ
の
描
写
を
貫
ぬ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
無
邪
心
と
い
う
弁
解
に
対
し
て
、
し
か
ら
ば
「
汝

心
之
清、
明、
」
を
証
せ
よ
と
い
う
天
照
大
御
神
の
要
求
を
掲
げ
て
い
る
。
邪
に
対
す
る
価
値
を
清、
明、
と
す
る
の
は
、
右
と
同
じ
き

交
叉
で
あ
る
。
こ
う
い
う
仕
方
で
記
紀
の
描
写
は
、
不
善
心
を
「
黒
心
」｢

濁
心
」
と
呼
び
か
え
、「
善
心
」
を
「
赤
心
」｢

明

心
」
な
ど
に
よ
っ
て
代
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
漢
字
の
読
み
方
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
は
い
な
い
が
、
大
体
に
お
い

て
ア
シ
キ
心
に
代
わ
る
も
の
は
「
キ
タ
ナ
キ
心
」｢
ク
ラ
キ
心
」
で
あ
り
、
ヨ
キ
心
に
代
わ
る
も
の
は
「
ウ
ル
ワ
シ
キ
心
」｢

キ

ヨ
キ
心
」｢

ア
カ
キ
心
」
で
あ
ろ
う
。

(

�)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
辻
は
こ
の
神
話
の
テ
ク
ス
ト
の
こ、
れ、
以、
上、
の
分
析
に
は
立
ち
入
ろ
う
と
は
し
な
い
。
端
的
に
い
え
ば
、
こ

の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
誓
約
＝
宇
氣
比
を
め
ぐ
る
『
日
本
書
紀
』
お
よ
び
『
古
事
記
』
の
物
語
に
お
い
て
、
は
た
し
て
ス
サ

ノ
オ
の
「
清
明
心
」(

＝｢

赤
心
」｢

�
心｣

）
は
証
さ
れ
た
の
か
否
か
、
す
な
わ
ち
ス
サ
ノ
オ
は
「
清
明
心
」
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
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れ
て
い
る
の
か
否
か
、
そ
し
て
そ
の
場
合
、
ス
サ
ノ
オ
の
い
か
な
る
心
の
あ
り
方
が
「
清
明
」(

＝｢

キ
ヨ
キ
」｢

ア
カ
キ｣

）
と
見
な

さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
よ
り
立
ち
入
っ
た
分
析
と
検
証
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ、
ク、
ス、
ト、
に、
即、
し、
て、
な
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
「
本
文
」
に
お
い
て
、「
干
時
、
天
照
大
�
復
問
曰
、
若
然
者
、
將
何
以
明
二

爾
之
赤
心
一

也
。
對
曰
、
請
與
レ

姉

共
誓
。
夫
誓
約
之
中
、
…
…
必
レ

當
レ

生
レ

子
。
如
吾
所
生
、
是
女
者
、
則
可
三

以
爲
有
二

濁
心
一

。
若
是
男
者
、
則
可
三

以
爲
有
二

�
心

(

�)

一

」

と
語
ら
れ
、
ま
さ
に
ス
サ
ノ
オ
の
「
清
明
心
」(

＝｢

赤
心
」｢

�
心｣

）
を
賭
し
た
誓
約
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、「
又
勅
曰
、
其
十

握
劒
者
、
是
素
戔
嗚
尊
物
也
。
故
此
三
女
�
、
悉
是
爾
兒
、
便
授
二

之
素
戔
嗚
尊

(

�)

一

」
と
、
彼
の
「
黒、
濁、
心、
」
が
証
せ
ら
れ
こ
と
と
な

る
こ
の
場
面
は
、「
清
明
心
」
な
い
し
は
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
の
倫
理
的
な
内
容
を
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
検
証
す

る
う
え
で
避
け
て
は
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
の
「
本
文
」
に
お
け
る
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
「
一
書
」
に
、「
於
是
、
日
�
共
二

素
戔
嗚
尊
一

、

相
對
而
立
誓
曰
、
若
汝
心
明
淨
、
不
レ

有
二

凌
奪
之
意
一

者
、
汝
所
生
兒
、
必
當
男
矣
」

(

�)

と
誓
約
し
、
そ
の
結
果
、「
故
素
戔
嗚
尊
、
既

得
二

勝
験
一

。
於
是
、
日
�
、
方
知
三

素
戔
嗚
尊
、
固
無
二

惡
意

(

�)

一

」
と
い
う
異
伝
、
さ
ら
に
第
三
の
「
一
書
」
に
も
、「
日
�
與
二

素
戔

嗚
尊
一

、
隔
二

天
安
河
一

、
而
相
對
乃
立
誓
約
曰
、
汝
若
不
レ

有
二

奸
賊
之
心
一

者
、
汝
所
生
子
、
必
男
矣
」

(

�)

と
誓
約
し
、
そ
の
結
果
、

「
其
素
戔
嗚
尊
所
生
之
兒
、
皆
己
男
矣
。
故
日
�
方
知
三

素
戔
嗚
尊
、
元
有
二

赤
心

(

�)

一

」
と
い
う
異
伝
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、『
日
本
書
紀
』
の
第
一
お
よ
び
第
三
の
「
一
書
」
の
二
つ
の
異
伝
で
は
、「
本
文
」
と
は
明
ら
か
に
反
す
る
か
た
ち
で
、
ス
サ
ノ

オ
の
「
赤
心
」(

＝｢

清
明
心｣

）
こ、
そ、
が
証
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
相
良
が
「
須
佐
之
男
命
が
高
天
原
で
天
照
大
神
と
う
け
い
を
す
る
『
古
事
記
』
の
一
段
は
、
神
話
の
中
で
も
っ
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と
も
よ
く
こ
の
清
明
心
を
語
る
一
段
で
あ
る
」

(

�)

と
述
べ
て
、
そ
の
「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
を
特
質
と
す
る
「
清
明
心
」
理
解
の

根
拠
と
し
て
あ
げ
る
場
面
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
は
、「
爾
天
照
大
御
�
詔
、
然
者
汝
心
之
�
明
、
何
以
知
。
於
レ

是
速
須

佐
之
男
命
答
白
、
各
宇
氣
比
而
生
レ

子

(

�)

」
と
宇
氣
比
し
て
、
そ
の
結
果
、「
爾
速
須
佐
之
男
命
、
白
二

干
天
照
大
御
�
一

、
我
心
�
明
。

故
、
我
所
レ

生
子
、
得
二

手
弱
女
一

。
因
レ

此
言
者
、
自
我
勝
云
而
、
於
二

勝
佐
備

(

�)

一

」
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
ま
た
『
日
本
書
紀
』
の

「
本
文
」
と
は
対
照
的
に
、
む
し
ろ
ス
サ
ノ
オ
の
「
清、
明、
心、
」
が
証
せ
ら
れ
た
と
読
み
得
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
「
本
文
」
と
「
一
書｣

、
さ
ら
に
は
『
古
事
記
』
の
テ
ク
ス
ト
に
即
す
る
限
り
、
こ
の
誓
約
＝
宇
氣
比
の
場
面

に
お
け
る
ス
サ
ノ
オ
が
「
清
明
心
」
の
持
ち
主
で
あ
る
の
か
、
は
た
ま
た
「
黒
濁
心
」
の
持
ち
主
で
あ
る
の
か
は
、
そ
れ
ゆ
え
そ、
も、

そ、
も、
「、
清、
明、
心、
」、
が、
い、
か、
な、
る、
倫、
理、
的、
な、
内、
容、
を、
表、
わ、
し、
て、
い、
る、
の、
か、
は
、
必
ず
し
も
自
明
な
こ
と
で
は
な、
い、
は
ず
な
の
で
あ
る
。

和
辻
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
に、
も、
か、
か、
わ、
ら、
ず、
和
辻
は
、
こ
の
問
題
に
立
ち
入

る
こ
と
は
な
い
。

和
辻
に
と
っ
て
「
清
明
心
の
道
徳
」
の
内
容
は
、
そ
の
「
社
会
構
造
」
論
、
お
よ
び
祭、
祀、
的、
統、
一、
と
「
感、
情、
融、
合、
的、
な、
共、
同、
体、
」

の
理
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
す、
で、
に、
決
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
「
本
文
」

と
「
一
書｣

、
さ
ら
に
は
『
古
事
記
』
の
テ
ク
ス
ト
の
異
同
を
ふ
ま
え
た
「
清
明
心
」
の
、
お
そ
ら
く
は
煩
雑
を
き
わ
め
ざ
る
を
得

な
い
内
容
的
分
析
と
検
証
の
必
要
性
は
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
の
テ
ク
ス
ト
の
異
同
と
い
う
問
題
と
、
そ
れ
に
即
し
た
「
清
明
心
」
な
い
し
は
「
キ
ヨ
キ
コ

コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
の
内
容
的
理
解
の
試
み
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
神
野
志
隆
光
や
水
林
彪
の

『

古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
を
別
個
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
を
提
起
し
た

議
論

(

�)

を
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
稿
の
後
の
章
に
お
い
て
、
あ
ら
た
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め
て
立
ち
返
る
こ
と
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
社
会
構
造
」
論
と
不
可
分
一
体
の
形
で
提
示
さ
れ
、「
無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、
」

を
そ
の
本
質
と
と
ら
え
る
和
辻
の
「
清
明
心
」
理
解
に
は
ら
ま
れ
た
重
大
な
陥
穽
の
指
摘
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
提
起
す
る
に
と
ど

め
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
和
辻
の
議
論
に
対
し
て
、「
心、
情、
の、
純、
粋、
性、
の、
尊、
重、
」
を
そ
の
特
質
と
と
ら
え
る
相
良
の
「
清
明
心
」
理

解
を
ど
の
よ
う
に
見
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
相
良
は
、「
清
明
心
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
「
心
情
重
視
の
伝
統｣

｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統

と
大、
陸、
か、
ら、
流、
入、
し、
た、
外
来
思
想
と
し
て
の
「
理
法
」
へ
の
関
心
と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
と
い
う
、
一、
見、
し、
た、
と、
こ、
ろ、
丸
山

の
「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
相
通
ず
る
が
ご
と
き
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
倫
理
思
想
史
の
展
開

の
中
に
、
①
「
心
情
の
純
化
に
よ
っ
て
規
範
を
捉
え
う
る
と
す
る
立
場
」
な
い
し
は
「
主
観
の
純
化
の
中
に
真
実
に
せ
ま
ろ
う
と
す

る
姿
勢
」
と
、
②
さ
ら
に
そ
の
底
辺
に
働
く
「
自
他
人
倫
の
和
合
」
と
い
う
よ
り
究
極
的
な
価
値
と
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
相
良
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
日
本
の
「
原、
始、
時、
代、
以、
来、
の、
社、
会、
構、
造、
の、
変、
遷、
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
倫
理
思
想

の
分
析
や
把
握
へ
と
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
和
辻
の
「
社
会
構
造
」
論
の
面
影
は
、
も
は
や
な、
い、
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
相

良
は
「
清
明
心
」
に
、
和
辻
が
そ
の
「
社
会
構
造
」
論
か
ら
不
可
分
一
体
の
も
の
と
し
て
導
出
し
た
「
無
私
性
＝
全
体
性
へ
の
帰
依｣

底
ま
で
も
す
い
て
見
え
る
清
流
の
透
明
さ
に
も
た
と
え
得
る
よ
う
な
、
曇
り
か
く
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
心
、
二
心
の
な
い
心
、

感
情
融
合
的
な
共
同
体
に
お
い
て
、
他
者
よ
り
見
通
さ
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
後
ろ
ぐ
ら
い
と
こ
ろ
の
な
い
心
の
状
態
、
換
言
す
れ

ば
私
の
な
い
心
の
状
態

(

�)

と
い
う
「
本
質
」
と
並
ん
で
、
必
ず
し
も
「
社
会
構
造
」
論
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い

少
な
く
と
も
和
辻
自
身
は
見
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
と
い
う
「
特
質
」
を
見
出
す
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こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

相
良
が
「
清
明
心
」
に
「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統
の
起
源
を
見
い
だ
す
根
拠
と
し
て
言
及
す
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』

の
「
本
文｣

す
な
わ
ち
ス
サ
ノ
オ
の
「
黒、
濁、
心、
」
が
証
さ
れ
る
物
語

で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
ス
サ
ノ
オ
の
「
清
明
心
」
が

証
さ
れ
る
『
古
事
記
』
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、

古
代
の
日
本
人
は
清
き
明
き
心
を
重
視
し
た
。
須
佐
之
男
命
が
高
天
原
で
天
照
大
神
と
う
け
い
を
す
る
『
古
事
記
』
の
一
段

は
、
神
話
の
中
で
も
っ
と
も
よ
く
こ
の
清
明
心
を
語
る
一
段
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
須
佐
之
男
の
の
ぼ
り
く
る
態
度
が
荒
々
し
い

た
め
、
天
照
大
神
は
「
必
ず
善よ

き
な
ら
じ
」
と
疑
っ
た
が
、
こ
の
疑
い
に
対
し
て
須
佐
之
男
は
「
僕
は
邪

き
た
な
き
心
無
し｣

、「
異こ

と

心ご
こ
ろ無
し
」
と
弁
明
し
た
。
こ
の
弁
明
に
対
し
て
天
照
大
神
は
さ
ら
に
「
然
ら
ば
汝
の
心
の
清
く
明
き
は
何
し
て
知
ら
む
」
と
問

い
か
け
、
う
け
い
に
よ
っ
て
須
佐
之
男
の
心
は
あ
か
し
さ
れ
、「
我
が
心
清
く
明
し
」
と
勝
ち
ほ
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
。

(

�)

こ
の
言
明
を
見
る
限
り
相
良
は
、
ス
サ
ノ
オ
の
「
清、
明、
心、
」
を
疑
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
相
良
は
、
こ
の
場

面
に
お
け
る
ス
サ
ノ
オ
の
「
心
情
の
純
粋
さ
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
相
良
も
和
辻
と
同
様
に
、
こ
の
宇
氣
比
＝
誓

約
を
め
ぐ
る
場
面
に
つ
い
て
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
「
本
文｣

、
さ
ら
に
は
『
日
本
書
紀
』
の
「
一
書
」
の
テ
ク
ス
ト

の
異
同
を
ふ
ま
え
た
分
析
や
検
証
を
試
み
た
う
え
で
、「
清
明
心
」
に
「
心
情
の
純
粋
さ
」
と
い
う
「
特
質
」
を
見
い
だ
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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む
し
ろ
こ
こ
で
の
相
良
は
、
近
世
儒
学
や
国
学
の
分
析
を
通
し
て
自
ら
が
見
い
だ
し
た
「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
と
い
う
「
特

質｣
｢

心
情
の
純
化
に
よ
っ
て
規
範
を
捉
え
う
る
と
す
る
立
場
」
な
い
し
は
「
主
観
の
純
化
の
中
に
真
実
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
姿

勢｣
を
ひ
た
す
ら
に
「
清
明
心
」
に
遡
及
さ
せ
て
い
る
に
過、
ぎ、
な、
い、
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
す
ら
禁
じ
え
な
い
。
す
な
わ

ち
、
和
辻
に
お
け
る
「
清
明
心
」
の
倫
理
的
内
容
が
、
そ
の
「
社
会
構
造
」
論
、
お
よ
び
祭、
祀、
的、
統、
一、
と
「
感、
情、
融、
合、
的、
な、
共、
同、
体、
」

の
理
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
分
析
を
経
る
ま
で
も
な
く
、
す、
で、
に、
決
定
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
と
同
様
に
、
相
良
の
「
清
明
心
」
の
そ
れ
も
ま
た
、
近
世
儒
学
や
国
学
の
分
析
か

ら
見
い
だ
さ
れ
た
「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
す、
で、
に、
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
清
水
正
之
の
「
国
学
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
さ
れ
る
近
世
の
儒
学
の
一
潮
流
、

古
学
を
評
価
す
る
立
場
か
ら
は
、
和
辻
の
議
論
を
こ
え
て
一
層
つ
よ
く
『
誠
実
』
を
も
っ
て
日
本
的
倫
理
思
想
の
流
れ
の
中
核
と
み

る
視
点
が
提
出
さ
れ
る
」

(

�)

と
い
う
批
判
も
、
こ
う
し
た
疑
問
に
触
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
丸
山
が
自
ら
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
の
方
法
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
。

す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
の
「
論
証
」
は
一
種
の
循
環
論
法
に
な
る
こ
と
を
承
知
で
論
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て

お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
右
に
い
う
「
古
層
」
は
、
直
接
に
は
開
闢
神
話
の
叙
述
あ
る
い
は
そ
の
用
字
法
の
発
想
か、
ら、
汲
み

と
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
後
長
く
日
本
の
歴
史
叙
述
な
り
、
歴
史
的
出
来
事
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
な
り
の
基
底

に
、
ひ
そ
か
に
、
も
し
く
は
声
高
に
ひ
び
き
つ
づ
け
て
き
た
、
執
拗
な
持
続
低
音(

b
asso

o
stin

ato)

を
聴
き
わ
け
、
そ
こ
か
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ら
逆、
に、
上
流
へ
、
つ
ま
り
古
代
へ
と
そ
の
軌
跡
を
辿た

ど

る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
仕
方

が
有、
効、
か
ど
う
か
は
大
方
の
批
判
に
俟
つ
ほ
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
可、
能、
に
さ
せ
る
基
礎
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
く

に
」
が
領
域
・
民
族
・
言
語
・
水
稲
生
産
様
式
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
聚
落
と
祭
儀
の
形
態
な
ど
の
点
で
、
世
界
の
「
文

明
国
」
の
な
か
で
比
較
す
れ
ば
ま
っ
た
く
例、
外、
的、
と
い
え
る
ほ
ど
の
等ホ

モ

質
ジ
ェ
ニ

性テ
ィ

を
、
遅
く
と
も
後
期
古
墳
時
代
か
ら
千
数
百
年

に
わ
た
っ
て
引
き
続
い
て
保
持
し
て
来
た
、
と
い
う
あ
の
重
た
い
歴
史
的
現
実
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
丸
山
は
、
自
ら
の
方
法
が
持
つ
あ
る
種
の
危
険
性
に
つ
い
て
十
分
に
自、
覚、
的、
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と

え
ば
彼
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
へ
の
執
拗
な
批
判
者
で
あ
る
米
谷
匡
史
ら
か
ら
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

現
在
の
日
本
社
会
の
あ
り
方
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
丸
山
は
、
記
・
紀
神
話
に
ま
で
遡
及
し
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
《
日
本

的
な
も
の
》
が
現
在
も
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
記
・
紀
神
話
か
ら
漢
意
を

排
し
て
「
原
日
本
的
」
な
も
の
を
構
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
史
を
通
じ
て
伏
流
す
る
《
日
本
的
な
も
の
》
を
語
ろ
う
と
し

た
宣
長
の
認
識
枠
組
に
囚
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
《
日
本
的
な
も
の
》
を
古
代
日
本
に
投
影
し
て
虚
像
の
「
古
層
」
を
つ

く
り
あ
げ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。「
日
本
批
判
」
を
行
な
お
う
と
す
る
丸
山
は
、《
日
本
的
な
も
の
》
を
構
成
す
る
循
環
の
織
り

物
に
み
ず
か
ら
引
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

(

�)
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米
谷
の
批
判
が
丸
山
自
身
の
方
法
的
自、
覚、
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
効
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『

古
層
』
と
『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
の
一
接
点
に
関
す
る
覚
書
き

」
お
よ
び
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
考
察
全
体
に
よ
っ
て
、
筆
者
な

り
の
解
答
を
し
め
す
ほ
か
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
相
良
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
米
谷
の
批
判
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
恐
れ
な
し

と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

米
谷
の
い
う
《
日
本
的
な
も
の
》
を
構
成
す
る
循
環
の
織
り
物
に
無
自
覚
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
少
な

く
と
も
「
清
明
心
」
な
い
し
は
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
の
倫
理
的
内
容
の
理
解
と
そ
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し

て
の
役
割
の
検
証
に
あ
た
っ
て
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
分
析
を
試
み
る
こ
と
も
ふ
く
む
、
よ
り

慎
重
な
考
察
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
と
い
え
よ
う
。

第
三
節

｢

絶
対
者
」
の
不
在

前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
和
辻
哲
郎
と
相
良
亨
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
、
と
り
わ
け
そ
の
倫
理
的
内
容
の
理
解
に
は
、

和
辻
に
は
そ
の
「
社
会
構
造
」
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
相
良
に
は
近
世
儒
学
や
国
学
の
分
析
か
ら
見
出
さ
れ
た
「
心
情
の
純
粋
性

の
尊
重
」
と
い
う
伝、
統、
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
テ
ク
ス
ト
に
即
す
る
こ
と
な
く
、
す、
で、

に、
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
方
法
的
な
疑
念
を
禁
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
両
者
の
議
論
に
は
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
論
点
が
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
的
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
い
だ
し
て
い
る
「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
の
不
在
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
「
絶
対
的
規
範
」
の
不
在
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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す
で
に
見
た
よ
う
に
和
辻
に
よ
れ
ば
、「
無
私
性
＝
全
体
性
へ
の
帰
依
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
「
清
明
心
の
道
徳
」
は
、「
最
も
古

い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
」
で
あ
る
「
祭、
り、
事、
の、
統、
一、
」
な
い
し
は
祭、
祀、
的、
統、
一、
と
い
う
変、
革、
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
社
会

構
造
の
自
覚
と
し
て
現
れ
て
く
る
倫
理
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
祭、
り、
事、
の、
統、
一、
」
な
い
し
は
祭、
祀、
的、

統、
一、
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
が
一
定
の
神
と
し
て
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
だ
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、「
究
極
者
は
一
切
の
有
る
と
こ
ろ
の
神
々
の
根、
源、
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
自
身
い
か
な
る
神
で
も
な
い
。

…
…
す
な
わ
ち
神
聖
な
る
『
無』
」

(
�)

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、「
多
数
の
神
々
に
対
す
る
祭
祀
が
相
互
に
対
抗
せ
ず
、

し
か
も
ま
た
そ
の
独
立
を
失
う
こ
と
も
な
く
、
鏡
玉
剣
の
崇
拝
に
せ
ら
れ
な
が
ら
生
き
続
け
て
行
っ
た
」

(

�)

の
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

し
か
も
和
辻
に
よ
れ
ば
、「
絶
対
者
を
一
定
の
神
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
は
、
実
は
絶
対
者
を
限
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
を
一
定
の
神
と
し
て
把
握
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
宗

教
の
発
展
段
階
と
し
て
は
原
始
的
で
は
あ
る
も
の
の
、「
絶、
対、
者、
に、
対、
す、
る、
態、
度、
と
し
て
は
ま
こ
と
に
正
し
い
」

(

�)

も
の
な
の
だ
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
絶
対
性
と
唯
一
性
を
主
張
し
て
他
の
神
を
排
斥
す
る
神
」
は
、「
私
」
を
も
っ
て

世
界
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
神
の
「
非
正
義
性
」
に
対
し
て
和
辻
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
や

オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
よ
う
な
「
悪
事
を
詔
り
直
す
寛
容
」
や
「
復
讐
し
よ
う
と
し
な
い
忍
従
」
を
表
現
す
る
「
慈
愛
の
神｣

す
な

わ
ち
「
私、
を、
没、
し、
て、
公、
の、
立、
場、
に、
立、
つ、
神、｣

に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
「
社、
会、
的、
正、
義、
」
を
対
置
し
よ
う
と
す
ら
す
る
の
で
あ

る
。

(

�)
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こ
う
し
て
和
辻
は
、「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
の
不
在
と
い
う
問
題
を
、
こ
れ
へ
の
肯
定
的
な
評
価
を
表
明
し
つ
つ
、

「
た
だ
第、
一、
期、
の、
原
始
時
代
の
倫
理
思
想
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
後
々
の
時
代
に
顕
著
な
形
に
展
開
さ
れ
て
行
く
倫
理
思
想
の

萌、
芽、
」

(
�)
で
あ
る
「
清
明
心
の
道
徳
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
相
良
が
、「
絶
対
的
規
範
が
な
い
と
こ
ろ
、
こ
の
『
誠
実
』
だ
け
が
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
切
り
札
的
な

権
威
を
も
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
『
誠
実
』
が
、
批
判
的
に
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
」

(
�)

と
し
、「
思
う
に
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
規
範
を
わ
れ
わ
れ
は
何
も
も
っ
て
い
な
い
。
何
ほ
ど
か
そ
う
で

あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
時
、
そ
の
絶
対
性
を
保
証
す
る

よ
り
ど
こ
ろ
を
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
前
に
絶
対
的
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
」

(

�)

と
、
こ
う
し
た
「
絶
対
者
」

(

＝｢

絶
対
性
を
保
証
す
る
よ
り
ど
こ
ろ｣
）
の
不
在
を
こ
そ
、
克
服
す
べ
き
「
誠
実
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
問
題
と
し
て
提
起
し
て

い
た
こ
と
も
ま
た
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
絶
対
者
」
の
不
在
を
問
題
視
す
る
こ
と
か
ら
説
き
お
こ
し
た
相
良
は
、「
世
界
の
代
表
的
な
諸
民
族
は
、
そ
の
古
代

か
ら
何
ら
か
の
仕
方
で
客
観
的
な
行
為
の
規
準
を
問
題
に
し
て
い
た
。
旧
約
の
律
法
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ロ
ゴ
ス
、
イ
ン
ド
の
法
、
中
国

の
道
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
す
る
と
と
も
に
、
古
代
の
日
本
人
が
「
規
範
に
対
す
る
心
情
の
純
粋
性
で
は
な
く
、
心
情
の
純
粋
性
自
体

を
重
視
し
て
い
た
こ
と
」
に
注
目
し
て
、「
心
情
の
純
粋
性
を
ひ
た
す
ら
追
求
し
た
日
本
人
が
、
こ
の
大
陸
の
道
・
法
・
道
理
を
説

く
思
想
に
ふ
れ
た
時
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
か
」

(

�)

を
問
う
こ
と
か
ら
、「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統
と
大、
陸、
か、
ら、
流、

入、
し、
た、
外
来
思
想
と
し
て
の
「
理
法
」
へ
の
関
心
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
思
想
史
を
展
開
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
相
良
は
、
一
方
で
は
、
①
日
本
人
に
は
普
遍
的
な
規
範
の
意
識
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
個
別
的
な
規
範
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は
事
態
に
虚
心
に
対
す
る
と
き
に
直
覚
的
に
捉
え
ら
れ
て
く
る
も
の
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
を
理
性
的
に
追
究
す
る
姿
勢
は
形
成
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
規
範
自
体
よ
り
も
主
体
の
姿
勢
と
心
情
の
あ
り
方
が
重
視
さ
れ
、
倫
理
的
努
力
の

焦
点
は
心
情
の
純
粋
性
真
実
性
の
追
求
に
向
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
他
方
で
は
、
②
道
理
真
理
を
主
張
す
る
時
に
も
、
底
辺

に
「
自
他
人
倫
の
和
合
」
へ
の
配
慮
が
よ
り
究
極
的
な
価
値
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
規
範
を
説
き
真
理
を
説
い
て
も
日

本
人
の
心
の
底
辺
に
お
い
て
支
配
し
て
い
た
の
は
「
自
他
人
倫
の
和
合
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
等
々
を
見
い
だ
す
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。

と
り
わ
け
後
者
の
「
自
他
人
倫
の
和
合
」
へ
の
配
慮
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
相
良
は
、「
道
徳
を
、
神
と
神
の
前
に
一
人
立
つ
人

と
の
関
係
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
神
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
捉
え
る
立
場
と
、
人
間
共
同
体
の
組
織
法
則
と
し
て
捉
え
る
二
つ
の
立
場

が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
」

(

�)

と
さ
れ
る
和
辻
倫
理
学
に
あ
ら
た
め
て
立
ち
返
り
、「
超
越
的
な
る
も
の
の
否
定
は
、
そ
の
対
極
で
あ
る

人
倫
重
視
の
方
向
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
神
あ
る
い
は
個
人
あ
り
き
に
対
し
て
、
ま
ず
人
倫
あ
り
き
で

あ
る
」

(

�)

と
喝
破
す
る
と
と
も
に
、「
倫
理
を
神
や
理
性
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
共
同
体
の
組
織
法
則
と
し
て
捉
え
る
和

辻
の
試
み
は
、
日
本
の
伝
統
を
生
か
し
つ
つ
、
普
遍
的
な
理
法
を
考
え
て
い
く
確
か
に
有
力
な
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
」

(

�)

と
、
結
論
的
に
は
和
辻
倫
理
学
へ
の
回
帰
を
表
明
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
相
良
の
議
論
に
お
い
て
、「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
の
不
在
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
「
絶
対
的
規
範
」

の
不
在
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
和
辻
の
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
良
が
、「
こ
れ
を
批
判
的
に

吟
味
す
る
こ
と
が
、
私
の
生
き
方
を
止
揚
し
て
、
そ
れ
を
よ
り
高
め
ら
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
の
核
心
に
か
か
わ
る
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
」

(

�)

と
ま
で
述
べ
て
、
そ
の
克
服
を
め
ざ
す
「
誠
実
」(

＝｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
の
伝
統
）
は
、「
絶
対
的
規
範
」
の
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不
在
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
同
時
に
そ
の
コ
イ
ン
の
裏
に
あ
る
は
ず
の
「
自
他
人
倫
の
和
合
」
へ
の
配
慮
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、

は
た
し
て
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
相
良
の
議
論
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
で
あ
り
、
揺
れ
動
い
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。

し
か
し
和
辻
の
そ
れ
と
同
様
に
、「
誠
実
」
と
そ
の
源
流
と
し
て
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
相
良
の
議
論
に
お
い
て
も
ま
た
、「
究

極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
の
不
在
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
「
絶
対
的
規
範
」
の
不
在
と
い
う
モ
メ
ン
ト
が
重
要
な
位
置

を
し
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
疑
う
べ
き
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。

和
辻
と
相
良
の
「
清
明
心
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
の
検
討
は
当
面
こ
の
程
度
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
て
、
丸
山
の
『
講
義

録
』
に
著
さ
れ
た
「
原
型
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)

」
論
の
検
討
や
『
古
事
記
』
お
よ
び
『
日
本
書
紀
』
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
「
清
明

心
」
な
い
し
は
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
の
倫
理
的
内
容
の
検
討
と
い
っ
た
課
題
へ
と
本
稿
の
考
察
の
歩
み
を
進
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
た
検
討
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
和
辻
と
相
良
の
議
論
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
①
「
感
情
融
合
的
共

同
体
」
に
お
け
る
倫
理
、
②
「
無
私
性
＝
全
体
性
へ
の
帰
依｣

、
③
「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重｣

、
④
「
自
他
人
倫
の
和
合
」
へ
の
配

慮
、
⑤
「
究
極
者
」
な
い
し
は
「
絶
対
者
」
の
不
在
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
「
絶
対
的
規
範
」
の
不
在
と
い
っ
た
諸
モ
メ
ン

ト
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
と
い
っ
た
問
題
へ
と
再
び
立
ち
戻
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
前
に
次
章
で
は
、
歴
史
心
理
学
を
標
榜
す
る
湯
浅
泰
雄
や
民
俗
学
の
立
場
か
ら
南
島
（
琉
球
諸
島
）
の
民
俗
を
も
視
野

に
入
れ
た
議
論
を
展
開
す
る
荒
木
博
之
ら
の
議
論
に
も
目
を
む
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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第
三
章
「
清
明
心
」
論
の
継
承

第
一
節

歴
史
心
理
学
と
「
清
明
心
」

和
辻
哲
郎
門
下
に
学
び
、
そ
の
後
、
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
を
導
き
に
し
た
西
欧
精
神
史
の
研
究
を
経
て
、「
古
代
か
ら
現
代
に

至
る
ま
で
日
本
の
歴
史
の
深
層
に
た
え
る
こ
と
な
く
流
れ
て
い
る
日
本
人
の
心
の
世
界
の
あ
り
よ
う
を
た
ず
ね
て
み
た
い
」
と
い
う

問
題
意
識
か
ら
『
日
本
古
代
の
精
神
世
界

歴
史
心
理
学
的
研
究
の
挑
戦

』
を
著
わ
し
た
湯
浅
泰
雄

(

�)

は
、
そ
の
師
・
和
辻
の

「
清
明
心
の
道
徳
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
継
承
し
つ
つ
、
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
歴
史
心
理
学
の
視
点
か
ら
「
清
明
心
」
に
関
す
る
独
自

の
議
論
を
展
開
し
た
。
本
節
で
は
、
和
辻
の
「
清
明
心
」
論
と
の
異
同
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
湯
浅
の
議
論
を
検
討
す
る
こ

と
と
し
よ
う
。

自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
「
歴
史
心
理
学

p
sy

ch
o
-h

isto
ry

」
と
は
、
個
々
の
思
想
家
の
思
想
や
時
代
の
思
想
傾
向
を
内
在
的
に
分
析

し
理
解
し
よ
う
と
す
る
思
想
史
研
究
の
方
法
に
お
け
る
「
内
か
ら
の
見
方
」
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の

な
の
だ
と
湯
浅
は
い
う
。
す
な
わ
ち
、

歴
史
心
理
学

p
sy

ch
o
-h

isto
ry

は
、
内
か
ら
の
見
方
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
心
理
学
的
視
点
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
い
え
ば
、
人
間
的
主
体
の
行
動
を
規
定
す
る
内
面
的

動
機
を
重
く
み
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
心
理
的
に
い
え
ば
、
行
動
へ
の
動
機
づ
け

m
o

tiv
atio

n

は
知
的
思
考
に
よ
る
認
識
で

は
な
く
、
感
情
（
情
動
）
と
欲
求
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
歴
史

よ
り
限
定
し
て
い
え
ば
人
間
の
歴
史
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的
生
の
様
式

を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
精
神
史
研
究
の
中
に
そ
の
先
駆
的
形
態
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
た
だ
し
彼
ら
の
研
究
は
、
心
理
学
の
理
論
や
実
証
的
成
果
を
は
っ
き
り
ふ
ま
え
て
出
て
き
た

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
歴
史
心
理
学
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
（
一
般
的
に
い
え
ば
深
層
心
理
学

d
e

p
th

-

p
sy

ch
o

lo
g

y)

を
導
き
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
歴
史
解
釈
の
方
法
で
あ
る
。

(

�)

湯
浅
に
よ
れ
ば
、
彼
の
師
で
あ
る
和
辻
の
日
本
思
想
史
研
究
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
や
、
デ
ィ
ル
タ
イ

と
同
じ
基
調
に
立
つ
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
主
体
の
行
動
様
式
の
内
面
的
動
機
を
問
題
と
す
る
場
合
、
そ
の
分
析
の
対
象
と
さ
れ
る
の
が

「
知
的
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
思
念
」
の
内
容
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
心
理
学
は
、「
主
体
の
知
的
判
断
に
よ
る
自
己
認
識
を

こ
え
た
深
層
に
は
た
ら
き
か
け
つ
つ
、
彼
を
無
自
覚
の
中
に
一
定
の
行
動
へ
と
突
き
進
ま
せ
て
い
く
力
」
で
あ
る
「
無
意
識
下
の
情

動
の
力
」
の
作
用
を
よ
り
重
視
す
る
の
だ
と
い
う
。

(

�)

す
で
に
検
討
し
た
和
辻
の
「
清
明
心
」
論
と
本
稿
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
湯
浅
の
そ
れ
と
の
異
同
は
、
和
辻
と
湯
浅
と
の
こ
う
し
た

歴
史
解
釈
の
方
法
的
相
違
に
根
差
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
湯
浅
が
そ
の
歴
史
心
理
学
に
お
い
て
依
拠
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、

筆
者
が
、
心
理
学
は
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
方
法
的
視
点
を
提
供
す
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
西
洋
精
神
史

に
関
す
る
ユ
ン
グ
の
諸
研
究
に
ふ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
心
理
学
理
論
は
神
話
や
宗
教
経
験
に
関
係
し
て
い
る
点
が
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多
く
、
ま
た
東
洋
の
宗
教
に
対
す
る
関
心
も
深
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
研
究
に
は
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

(

�)

ユ
ン
グ
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
想
定
し
た
個
人
的
無
意
識
領
域
の
根
底
に
、
個
体
の
生
活
史
的
条
件
を
こ
え
た
超
個
人
的
な
集
合

的
無
意
識

co
lle

ctiv
e

u
n

co
n

scio
u

sn
e

ss

の
領
域
を
認
め
る
。
…
…
そ
う
い
う
集
合
的
無
意
識
か
ら
発
現
し
て
く
る
イ
メ
ー

ジ
を
、
ユ
ン
グ
は
元
型
、
な
い
し
は
元
型
的
心
像
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
…
…
神
話
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
民
族
的
多
様
性
に
も

か
か
わ
ら
ず
共
通
し
た
基
本
的
主
題
や
普
遍
的
特
性
を
示
す
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
ユ
ン
グ
は
そ
の
心
理
学
的
理
由
を
、

魂
の
深
層
領
域
に
潜
在
す
る
普、
遍、
人、
間、
的、
条、
件、
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

(

�)

ユ
ン
グ
の
「
元
型
」
論
や
こ
れ
に
依
拠
し
た
湯
浅
に
よ
る
「
日
本
神
話
」
の
分
析
の
紹
介
に
は
立
ち
入
る
余
裕
も
必
要
も
あ
る
ま

い
。
た
だ
こ
こ
で
ひ
と
こ
と
触
れ
て
お
か
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
湯
浅
が
依
拠
す
る
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
と
、
丸
山
の

「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。

一
九
八
一
年
に
国
際
基
督
教
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
が
開
催
し
た
「
日
本
文
化
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
と

す
る
連
続
講
演
会
の
記
録
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
日
本
文
化
の
か
く
れ
た
形
』

(

�)

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
丸
山
の
「
原

型
・
古
層
・
執
拗
低
音

日
本
思
想
史
方
法
論
に
つ
い
て
の
私
の
歩
み

」

(

�)

と
題
さ
れ
た
講
演
録
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
主
催

者
で
あ
る
武
田
清
子
は
こ
の
連
続
講
演
会
の
趣
旨
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

私
ど
も
が
こ
の
講
演
会
（
研
究
会
）
を
計
画
し
た
と
き
、
私
ど
も
は
、
ス
イ
ス
の
心
理
学
者
で
精
神
医
学
者
、
カ
ー
ル
・
Ｇ
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・
ユ
ン
グ(

C
arl

G
.Ju

n
g)

の
用
語
「
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
」
…
…
を
、
そ
れ
に
厳
密
に
即
し
て

と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を

は
み
出
し
て
も

思
想
史
の
研
究
、
特
に
、
日
本
文
化
、
思
想
史
が
底
ふ
か
く
に
内
包
す
る
、
あ
る
特
質
の
考
察
を
進
め
る

上
に
、
一
つ
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
し
て
利
用
し
、
集
団
的
無
意
識
の
領
域
に
か
か
わ
る
思
考
様
式
、
価
値
意
識
に
つ
い
て
の
考

察
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
探
り
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
日
本
文
化
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
を
考
え
る
」
の
表
現
で

テ
ー
マ
を
か
か
げ
た
。

(

�)

も
っ
と
も
武
田
が
、「
こ
の
講
演
は
、
加
藤
周
一
、
木
下
順
二
、
丸
山
真
男
の
三
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
や
学
問
的
、
思

想
的
歩
み
の
途み

ち

に
沿
い
な
が
ら
、『
日
本
文
化
の
か
く
れ
た
形か

た

』
に
つ
い
て
自
由
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
の
ア
ー
キ
タ

イ
プ
ス
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
日
本
文
化
に
適
用
す
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」

(

�)

と
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。

し
か
し
武
田
が
、「『

か
く
れ
た
形か

た

』
の
模
索
、
考
察
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
視
点
を
、
ま
ず
方
法
論
の
問
題
に
む
け
よ
う
。
日

本
民
族
の
文
化
・
思
想
の
ふ
と
こ
ろ
深
く
に
内
在
す
る
特
定
の
パ
タ
ー
ン
、
あ
る
特
質
を
、
思
想
史
の
方
法
論
の
課
題
と
し
て
問
う

考
察
の
一
つ
に
、
丸
山
真
男
氏
の
『
古
層
』
の
概
念
が
あ
る
」

(
�)

と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
ユ
ン
グ
の
「
元
型
＝
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
」

論
と
丸
山
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
に
な
ん
ら
か
の
親
和
性
を
も
と
め
て
い
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
丸
山
自
身
も
、「
日
本
の
思
想
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
と
い
う
こ
と
で
話
を
し
ろ
と
い
う
武
田
（
清
子
）
さ
ん
の
ご

依
頼
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
私
が
、
一
九
七
二
年
に
『
歴
史
意
識
の
「
古
層｣
』
と
い
う
論
文
を
書
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
関
係
で
恐

ら
く
そ
う
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
て
い
る
と
お
思
い
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
っ
た
く
見
当
違
い
と
は
い
え
ま
せ
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ん
」

(

�)

と
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
丸
山
は
、
自
ら
の
議
論
と
ユ
ン
グ
の
「
元
型
＝
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
」
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
否
定

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
私
が
使
っ
た
の
は
、「
原
型
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
日
本
思
想
の
「
原
型
」
と
い
う
の
を
講
義
の
は
じ
め
に

論
じ
ま
し
た
。
外
国
語
と
し
て
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
私
は
も
ち
ろ
ん
ユ
ン

グ
は
ま
っ
た
く
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ユ
ン
グ
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
か
ら
暗
示
を
受
け
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
さ
っ

き
の
よ
う
な
、
私
の
体
内
に
発
酵
し
て
き
た
「
開
国
」
と
か
文
化
接
触
の
在
り
方
と
か
、
日
本
文
化
と
日
本
社
会
の
変
容
性
と

持
続
性
と
の
逆
説
的
な
結
合
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
だ
ん
だ
ん
問
題
を
煮
詰
め
て
き
て
、
ど
う
し
て
も
日
本
政
治
思
想
史
の
冒
頭

に
「
原
型
」
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
次
第
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

(

�)

さ
ら
に
丸
山
が
「
原
型
」
か
ら
「
古
層
」
へ
と
そ
の
用
語
を
代
え
る
に
い
た
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、「
『
原
型
』
と
い
い
ま
す
と

p
ro

to
ty

p
e

と
い
っ
て
も

arch
ity

p
e

と
い
っ
て
も
ど
ち
ら
に
し
て
も

な
に
か
古
代
に
日
本
人
の
世
界
像
が
決
定
的
に
定

ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
非
常
に
宿
命
論
的
な
響
き
が
す
る
で
し
ょ
。
古
代
に
『
原
型
』
が
で
き
て
し
ま
っ
て
、
後
は
い
ろ

い
ろ
時
代
と
と
も
に
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
結
局
そ
れ
が
歴
史
を
通
じ
て
貫
徹
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
非
常
に
宿

命
論
的
で
す
。
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
誤
解
を
招
く
」

(

�)

と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
つ
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
丸
山
が
、
ユ
ン
グ
の
「
元
型
」
論
へ
の
依
拠
を
明
白
に
否
定
し
な
が
ら
も
、
あ
る
種
の
共
鳴
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
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は
必
ず
し
も
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

「『
つ
ぎ
つ
ぎ
』
と
摂
取
さ
れ
た
（
外
来
の

引
用
者
）
諸
観
念
に
微
妙
な
修
飾
を
あ
た
え
、
と
き
に
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
れ
わ

れ
の
意
識
を
こ
え
て
、
旋
律
全
体
の
ひ
び
き
を
『
日
本
的
』
に
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
執
拗
低
音
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ

た
」

(

�)

と
し
て
、
そ
の
無
意
識
裡
の
拘
束
を
問
題
と
す
る
丸
山
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
と
、「
無
意
識
下
の
情
動
の
力｣

と
り

わ
け
「
集
合
的
無
意
識
」
の
領
域
に
お
け
る
そ
れ

を
重
視
す
る
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
に
自
覚
的
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
湯
浅

の
歴
史
心
理
学
と
の
こ
う
し
た
微
妙
な
距
離
感
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
の
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

同
時
に
ふ
ま
え
て
お
く
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
湯
浅
の
「
周
辺
文
明
と
し
て
の
日
本
文
化
」
と
い
う
歴
史
理
解
の
枠
組
み
と
、

丸
山
の
「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
の
親
近
性
で
あ
る
。
湯
浅
は
日
本
の
文
化
を
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の

「
周
辺
文
明
」
の
一
つ
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
き
起
こ
す
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

日
本
の
文
化
は
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
周
辺
文
明
の
一
つ
と
し
て
成
立
し
た
。「
周
辺
文
明
」
と
い
う
意
味
は
、

中
国
や
イ
ン
ド
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
古
高
文
明o

ld
h

ig
h

cu
ltu

re

の
よ
う
に
、
自
己
自
身
の
内
部
か
ら
生
ま
れ
た
内
発
的
発

展
に
よ
っ
て
未
開
か
ら
文
明
の
段
階
へ
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
は
外
来
文
明
を
受

容
す
る
こ
と
を
通
じ
て
文
明
社
会
の
段
階
へ
と
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
生
ま
れ
て
き
た
文
化
は
、
そ
の
栄
養
素
を
与
え

た
母
胎
で
あ
る
中
国
の
文
化
と
は
い
ち
じ
る
し
く
ち
が
っ
た
性
格
を
も
つ
も
の
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
文
化
に
つ
い

て
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
受
容
あ
る
い
は
変
容
の
し
か
た
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

(

�)
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日
本
の
伝
統
文
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
世
界
宗
教
と
世
界
帝
国
を
生
み
出
し
た
人
類
文
明
の
「
中
枢
」
に
位
置
し
て
は

い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
周
辺
文
明
の
一
つ
で
あ
る
。
周
辺
文
明
と
い
う
の
は
、
中
枢
に
あ
る
大
文
明

（
た
と
え
ば
中
国
と
か
イ
ン
ド
の
古
代
文
明
）
か
ら
一
定
の
距
離
に
位
置
す
る
と
共
に
、
中
枢
文
明
の
担
い
手
と
は
ち
が
っ
た

民
族
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
文
明
の
こ
と
で
あ
る
。
未
開
民
族
の
住
む
地
理
的
位
置
が
中
枢
文
明
に
近
す
ぎ
る
場
合
に
は
、
中

枢
文
明
に
吸
収
同
化
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
周
辺
に
あ
る
民
族
の
文
化
は
固
有
の
発
達
を
と
げ
に
く
い
。
逆
に
中
枢
文
明
か

ら
あ
ま
り
に
遠
い
位
置
に
あ
る
場
合
に
は
、
未
開
か
ら
文
明
へ
進
む
時
期
が
非
常
に
遅
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
周
辺
文
明
と
い

う
の
は
、
中
枢
文
明
か
ら
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
た
め
に
、
中
枢
か
ら
発
す
る
文
化
的
影
響
力
を
受
け
と
り
な
が
ら
、
政

治
的
に
は
実
質
的
な
独
立
性
、
あ
る
い
は
半
独
立
性
を
保
っ
て
い
る
よ
う
な
文
明
で
あ
る
。
思
想
史
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、

周
辺
文
明
の
も
つ
そ
う
い
う
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
も
つ
個
性
的
特
質
に
よ
っ
て
色
こ
く
染
め
あ
げ
ら
れ
た

文
化
と
思
考
様
式
が
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

(

�)

日
本
は
古
代
か
ら
圧
倒
的
に
大
陸
文
化
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
文
化
や
思
想
を
個
々
の
要
素
に
分
解
す

れ
ば
、
そ
こ
に
は
日、
本、
に、
特、
有、
な、
も、
の、
は、
何、
も、
な、
い、
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
個
々
の
要
素
が
あ
る
仕
方
で

相
互
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
一、
つ、
の、
ゲ、
シ、
ュ、
タ、
ル、
ト、
を
な
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
個、
性、
的、
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
丸
山
の
議
論

(

�)

と
、
湯
浅
の
「
周
辺
文
明
と
し
て
の
日
本
文
化
」
と
い
う
そ
れ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
微

妙
な

し
か
し
お
そ
ら
く
は
、
あ
る
決、
定、
的、
な

相
違
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
両
者
の
親
近
性
に
こ
そ

注
目
し
て
お
こ
う
。
と
り
わ
け
丸
山
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
の
「
地
政
学
的
要
因
」
に
つ
い
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て
語
る
の
と
、
湯
浅
の
そ
れ
と
は
瓜
二
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

日
本
は
か
つ
て
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
群
島
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
諸
島
た
る
べ
く
あ
ま
り
に
中
国
大
陸
に
近
く
、
朝
鮮
の
運
命
を
辿
る

べ
く
あ
ま
り
に
中
国
か
ら
遠
い
と
い
う
位
置
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
び
え
立
つ
「
世
界
文
化
」
か
ら
刺
激
を

受
け
な
が
ら
、
そ
れ
に
併
呑
さ
れ
な
い
、
そ
う
い
う
地
理
的
位
置
に
あ
り
ま
す
。
私
は
朝
鮮
を
洪
水
型
と
い
い
、
日
本
を
雨
漏

り
型
と
い
う
の
で
す
。
洪
水
型
は
、
高
度
な
文
明
の
圧
力
に
壁
を
流
さ
れ
て
同
じ
文
化
圏
に
入
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
逆

に
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
群
島
に
な
る
と
、
文
化
の
中
心
部
か
ら
「
無
縁
」
も
し
く
は
そ
れ
に
近
く
な
る
。
日
本
は
ポ
ツ
ポ
ツ
天
井
か

ら
雨
漏
り
が
し
て
く
る
の
で
、
併
呑
も
さ
れ
ず
、
無
縁
に
も
な
ら
な
い
で
、
こ
れ
に
「
自
主
的
」
に
対
応
し
、
改
造
措
置
を
講

じ
る
余
裕
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

(
�)

一
方
で
は
和
辻
門
下
と
し
て
、
そ
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
継
承
し
つ
つ
、
他
方
で
は
丸
山
と
多
く
を
共
有
す
る

か
に
見
え
る
方
法
論
に
立
つ
湯
浅
の
「
清
明
心
」
理
解
に
本
稿
が
注
目
す
る
所
以
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
こ
う
し
た
「
周
辺
文
明
」
と
い
う
日
本
文
化
の
理
解
枠
組
み
に
立
つ
湯
浅
に
と
っ
て
、
日
本
の
古
代
思
想
史
研
究
の
最

も
中
心
的
な
課
題
の
ひ
と
つ
は
、「
神
道
と
天
皇
制
の
関
係
」
と
い
う
問
題
の
解
明
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
集
合
心
理
的
条
件
の
分
析

な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
は
、「
清
明
心
の
観
念
に
示
さ
れ
て
い
る
考
え
方
が
、
思
想
史
的
観
点
か
ら

古
代
の
国
家
体
制
と
神
道
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
」

(

�)

も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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「
周
辺
文
明
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
神
道
と
天
皇
制
の
関
係
」
と
い
う
古
代
思
想
史
研
究
の
中
心
課
題
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
湯

浅
に
と
っ
て
、
そ
の
議
論
の
起
点
と
な
る
の
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
歴
史
認
識
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ヤ
マ
ト
王
権
は
古
墳
時
代
末
期
（
六
世
紀
）
の
こ
ろ
か
ら
、
地
方
の
王
た
ち
に
「
国

く
に
の

造
み
や
つ
こ」
と
い
う
称
号
を
与
え
、
ま
た
地

方
国
家
の
支
配
地
域
の
中
に
ミ
ヤ
ケ
と
よ
ば
れ
る
中
央
か
ら
の
直
轄
支
配
地
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
時
代
は
日
本
が
朝
鮮
半

島
の
三
つ
の
国
家
（
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
）
と
外
交
的
軍
事
的
交
渉
を
も
っ
て
い
た
時
期
に
当
っ
て
お
り
、
そ
の
国
際
的
緊

張
が
中
央
集
権
化
の
勢
い
を
つ
よ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
歴
史
は
、
大
王
の
時
代
か
ら
天
皇
の
時
代
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。

要
す
る
に
、
天
皇
を
頂
点
に
お
く
中
央
集
権
的
な
政
治
支
配
の
体
制
は
、
そ
う
し
た
国
際
的
緊
張
に
対
応
す
る
た
め
に
急
速

に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
、
い
わ
ば
急
ご
し
ら
え
の
体
制
で
あ
っ
た
。
思
想
史
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
政
治
上
の
要
求
が

先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
権
力
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
古
高
文
明
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
文
明
内
部
に
お
け
る
長
い

思
想
的
な
変
容
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
古
い
信
仰
習
俗
は
、
古
代
天
皇
制
の
下
で
も
そ
の
ま

ま
存
続
し
て
い
っ
た
。

(

�)

湯
浅
に
よ
れ
ば
、「
天
皇
と
神
道
の
歴
史
的
関
係
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
こ
の
点
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

(

�)

こ
う
し
た
湯
浅
の
歴
史
認
識
が
、
そ
の
師
・
和
辻
の

古
墳
時
代
か
ら
古
代
律
令
制
国
家
の
成
立
を
（
イ
）
他、
民、
族、
の、
侵、

入、
や、
支、
配、
や、
干、
渉、
を、
受、
け、
る、
こ、
と、
な、
く、
展
開
し
た
「
原
始
時
代
以
来
の
社
会
構
造
の
変
遷
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
そ
の
「
社
会

構
造
」
論
の
立
場
か
ら
、(

ロ
）
①
わ
れ
わ
れ
が
学
問
的
に
た
ど
り
得
る
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、
、
②
大
化
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の
改
新
や
そ
の
後
の
法
制
の
整
備
を
絶
頂
と
す
る
国、
家、
的、
組、
織、
の、
完、
成、
と
い
う
二、
段、
階、
の
発
展
段
階
の
設
定
を
通
じ
て
把
握
し
て
い

た

認
識
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
う
え
で
問
題
と
な
る
の
は
、
湯
浅
が
「
古
代
天
皇
制
」
の
下
で
も
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
っ
た
と
い
う
「
古
い
信
仰
習
俗
」

(

＝
湯
浅
が
「
古
代
神
道
」
と
呼
ぶ
も
の
）
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
し
て
「
清
明
心
」
の
観
念
と
こ
の
「
古
い
信
仰
習
俗｣

＝

｢

古
代
神
道
」
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

部
族
宗
教
と
し
て
の
「
古
代
神
道
」

湯
浅
に
よ
れ
ば
、
国、
際、
的、
緊、
張、
に、
対、
応、
す、
る、
た、
め、
に、
急、
速、
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
、
い
わ
ば
急
ご
し
ら
え
の
体
制
で
あ
っ
た
「
古

代
天
皇
制
」
の
下
で
は
、「
古
い
信
仰
習
俗｣

＝｢

古
代
神
道
」
が
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「
古
代
神
道
」
の
本
質
的
性
格
は
未
開
宗
教
と
し
て
の
「
部
族
宗
教
」
の
性
格
を
守
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
だ

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

こ
の
性
格
は
近
代
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
ま
で
さ
れ
る
の
だ
が

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
古
代
神
道
が
こ
の
よ
う
な
地
域
共
同
体
の
信
仰
の
レ
ベ
ル
か
ら
脱

却
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
古
代
律
令
国
家
の
統
一
的
体
制
が
確
立
す
る
と
共
に
、
政
治
面
で
は
天
皇
制
が
形
成
さ

れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
宗
教
の
面
で
は
、
皇
室
の
祖
先
神
と
さ
れ
た
天
照
大
神
の
信
仰
が
発
達
し
て
く
る
。
し
か
し
伊
勢
神
宮

の
宗
教
的
権
威
は
、
他
の
神
々
の
権
威
を
否
定
す
る
ほ
ど
強
力
な
地
位
に
登
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
古
代
神
道

が
律
令
国
家
の
統
一
的
政
治
体
制
な
い
し
古
代
天
皇
制
を
支
え
る
精
神
的
機
能
を
十
分
に
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
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る
。
…
…
古
代
日
本
に
お
け
る
天
照
大
神
の
信
仰
は
、
こ
の
よ
う
な
強
い
一
神
教
的
権
威
を
欠
い
て
い
る
。
…
…
言
い
か
え
れ

ば
天
照
大
神
の
信
仰
は
、
統
一
的
民
族
国
家
と
し
て
の
律
令
国
家
の
精
神
的
連
帯
性
を
保
証
す
る
社
会
心
理
的
機
能
を
果
た
し

得
な
か
っ
た
。
…
…
し
か
し
古
代
神
道
の
祭
儀
や
神
観
念
は
、
統
一
国
家
形
成
以
前
の
氏
族
的
小
国
家
つ
ま
り
地
域
共
同
体
の

精
神
的
連
帯
機
能
を
果
た
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
統
一
国
家
の
体
制
で
あ
る
律
令
的
天
皇
制
を
直
接
に
支
持
す
る
心
理

的
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
代
神
道
と
古
代
国
家
の
体
制
の
関
係
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
点

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

(

�)

こ
う
し
た
湯
浅
の
理
解
は
、
和
辻
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
お
け
る
「
二
重
の
祭
事
的
統
一
」
と
い
う
議
論
に
対
し
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
批
判
的
継
承
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

か
つ
て
和
辻
哲
郎
は
、
日
本
神
話
の
体
系
を
「
二
重
の
祭
事
的
統
一
」
と
特
徴
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。
和
辻
の
い
う
と
こ
ろ

で
は
、
日
本
各
地
の
原
始
的
小
共
同
体
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
神
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
結
合
し
た
祭
祀
的
統
一
体
で
あ
り
、

そ
の
上
に
よ
り
高
次
の
祭
祀
的
統
一
体
を
形
成
し
た
の
が
、
皇
祖
神
の
祭
り
を
頂
点
と
す
る
古
代
国
家
の
体
制
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
そ
れ
は
「
単
階
的
な
集
団
で
は
な
く
し
て
複
階
的
団
体
、
す
な
わ
ち
祭
祀
的
統
一
た
る
地
方
団
体
を
さ
ら
に
統
一
せ

る
高
次
の
団
体
で
あ
る
」
と
和
辻
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
右
に
の
べ
た
よ
う
な
古
代
国
家
の
二
重
構
造
を
、
神
話

の
分
析
か
ら
と
ら
え
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
和
辻
の
こ
の
見
方
は
、
一
般
的
な
日
本
神
話
観
と
し
て
の
べ

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
神
話
の
複
階
構
造
の
上
層
と
下
層
が
ど
う
い
う
性、
質、
の、
差、
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
ま
で
立
入
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っ
て
い
な
い
。

(

�)

儀
礼
神
話
は
古
代
農
耕
社
会
の
底
辺
の
習
俗
を
確
立
す
る
母
胎
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
神
話
は
古
代
天
皇
制
理
念
の

原
型
を
つ
く
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
品
氏
の
用
語
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
和
辻
の
い
う
日
本
神
話
に
お
け
る

「
二
重
の
祭
事
的
統
一
」
は
、
そ
の
底
層
が
地
域
民
衆
の
共
同
体
に
お
け
る
儀、
礼、
神、
話、
的、
性
格
を
も
ち
、
上
層
が
政、
治、
神、
話、
的、

性
格
を
も
つ
よ
う
な
複
階
的
統
一
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
底
層
と
上
層
は
、
異
質
な
思
想
的
性
格
を
も
つ
複
合
体
を
形
成
し
て
い

た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

�)

い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
統
一
国
家
形
成
以
前
の
氏
族
的
小
国
家
つ
ま
り
地
域
共
同
体
の
精
神
的
連
帯
機
能

を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
古
代
農
耕
社
会
の
底
辺
の
習
俗
を
確
立
す
る
母
胎
と
な
っ
た
儀
礼
神
話
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
さ

れ
る
「
古
代
神
道｣

未
開
宗
教
と
し
て
の
「
部
族
宗
教
」
の
性
格
を
守
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
と
さ
れ
る
そ
れ

が
、
湯
浅
に
よ

っ
て
い
か
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

宗
教
学
の
観
点
か
ら
信
仰
の
伝
播
の
範
囲
に
即
し
て
分
類
す
る
と
、
宗
教
は
「
部
族
宗
教
」｢

民
族
宗
教
」｢

世
界
宗
教
」
の
三
つ

の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
と
湯
浅
は
い
う
。
湯
浅
に
よ
れ
ば
、「
古
代
天
皇
制
」
の
「
二
重
の
祭
事
的
統
一
」
の
底
層
を
な
す
「
古

代
神
道
」
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
よ
う
な
「
そ
の
信
仰
形
態
が
一
つ
の
民
族
全
体
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
宗
教
」
と
し
て

の
「
民
族
宗
教
」
で
は
な
く
、
南
北
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
太
平
洋
地
域
な
ど
の
現
住
民
の
信
仰
に

そ
の
実
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
、「
未
開
社
会
に
特
有
の
形
態
で
、
同
一
民
族
の
間
で
も
部
族
に
よ
っ
て
信
仰
の
対
象
と
な
る
神
や
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信
仰
形
態
が
ち
が
う
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
「
部
族
宗
教
」
の
性
格
を
も
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(

�)

す
な
わ
ち
、

平
安
時
代
の
神
社
調
査
報
告
で
あ
る
延
喜
式
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
た
神
社
（
式
内
社
）
の
多
く
は
、
古
墳
時
代
か
ら
の
伝
統

を
も
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
主
に
古
代
の
農
民
・
山
地
民
・
海
民
な
ど
が
信
仰
し
て
い
た
聖
域
で
あ
り
、
祭

ら
れ
て
い
る
神
は
元
来
、
山
・
川
・
森
・
湖
・
海
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
然
に
住
む
精
霊
、
つ
ま
り
自
然
霊
で
あ
る
。

宣
長
が
、
古
代
人
の
い
う
カ
ミ
と
は
巨
石
・
巨
木
か
ら
狐
や
蛇
の
た
ぐ
い
ま
で
、
す
べ
て
「
尋ヨ

ノ

常ツ
ネ

な
ら
ぬ
徳

イ
キ
ホ
ヒ」

あ
る
も
の
す
べ

て
を
指
し
た
と
い
っ
た
の
は
、
当
時
と
し
て
は
大
へ
ん
な
卓
見
で
あ
る
。
カ
ミ
と
は
大
地
の
霊
と
し
て
のg

e
n

iu
s

lo
ci

（
地
域

の
霊
）
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
神
々
の
名
も
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
、
俗
に
い
う
「
八や

百お

万
よ
ろ
ず
の
神
々
」
と
い
う
言
葉
も

そ
こ
か
ら
来
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
形
態
は
、
右
に
言
っ
た
部、
族、
宗、
教、
の
特
徴
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
日

本
民
族
の
全
体
が
共
通
し
て
信
仰
の
対
象
と
す
る
神
は
存
在
し
な
い
。

(

�)

湯
浅
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
未
開
宗
教
の
特
徴
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
マ
ナ
イ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

宗
教
心
理
的
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
未
開
宗
教
の
特
徴
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
か
マ
ナ
イ
ズ
ム
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム

は
「
霊
魂

ア
ニ
マ

」
の
信
仰
と
い
う
意
味
で
、
自
然
霊
ば
か
り
で
な
く
死
者
や
祖
先
の
霊
も
含
ん
で
い
る
。
マ
ナ
は
自
然
の
中
に
存
在

す
る
汎
神
論
的
霊
気
と
も
い
う
べ
き
作
用
で
、
そ
れ
が
強
い
力
と
な
っ
て
一
定
の
事
物
に
宿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
グ
ツ
チ、
、

イ
カ
ツ
チ、
、
ワ
タ
ツ
ミ、
、
ヤ
マ
ツ
ミ、
と
い
っ
た
古
語
に
つ
け
ら
れ
た
「
チ
」｢
ミ
」
な
ど
の
接
尾
語
は
マ
ナ
に
当
る
。
心
理
学
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に
と
っ
て
は
、
未
開
人
た
ち
が
そ
う
い
う
ア
ニ
マ
や
マ
ナ
を
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
ふ
つ
う
動
物
形
象
神th

e
rio

m
o

rp
h

ism

と
人
間
形
象
神an

th
ro

p
o

m
o

rp
h

ism

が
区
別
さ
れ
る
。
…
…

未
開
宗
教
の
古
い
段
階
で
は
、
動
物
的
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
新
し
い
段
階
に
な
る
と
人
間
的
イ
メ
ー
ジ
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
…
…
ヤ
マ
ト
に
お
い
て
日
本
神
話
の
体
系
化
が
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
古
墳
時
代
末

期
は
、
そ
う
し
た
神
々
の
変
容
の
過
程
の
始
ま
り
の
時
期
に
当
っ
て
い
る
。
神
々
の
変
容
は
、
五
世
紀
以
上
か
か
っ
て
徐
々
に

進
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(

�)

湯
浅
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
未
開
宗
教
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
マ
ナ
イ
ズ
ム
は
、「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
と
し
て
の
生
け
る
自
然
に
対
す

る
畏
怖
の
心
情
」
と
い
う
未
開
人
の
内
面
的
エ
ー
ト
ス
に
由
来
す
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、

未
開
人
の
世
界
像
に
お
い
て
は
、
人
間
よ
り
上
に
、
恐
る
べ
き
力
を
も
っ
た
存
在
が
無
数
に
支
配
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
存

在
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
同
じ
よ
う
に
、
何
か
を
語
り
合
っ
て
い
る
。
い
や
人
間
に
知
り
得
な
い
神
秘
な
言
葉
で
語
り
合
い
、

わ
れ
わ
れ
の
生
を
み
つ
め
て
い
る
の
だ
。
…
…
神
々
と
は
元
来
、
感
覚
的
に
固
定
し
た
形
で
は
と
ら
え
難
い
も
の
で
あ
っ
て
、

世
界
の
み
え
ざ
る
存
在
の
根
拠
か
ら
発
現
し
て
く
る
神
秘
な
力
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
目
に
み
え
る
動
物
や
巨
木

・
巨
石
な
ど
は
、
そ
う
い
う
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
的
領
域
か
ら
発
現
す
る
力
を
示
す
象
徴
で
あ
り
、
通
路
な
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
て
「
古
代
天
皇
制
」
の
「
二
重
の
祭
事
的
統
一
」
の
底
層
を
な
す
「
古
代
神
道
」
を
、
古
代
農
耕
社
会
の
底
辺
の
習
俗
を
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確
立
す
る
母
胎
と
な
っ
た
儀
礼
神
話
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
す
る
湯
浅
は
、
そ
こ
に
未
開
宗
教
と
し
て
の
ア、
ニ、
ミ、
ズ、
ム、
や
マ、
ナ、
イ、
ズ、

ム、
と
い
っ
た
特
質
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
湯
浅
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

古
代
国
家
の
体
制
は
、
律
令
制
と
い
う
上
部
構
造
と
氏
族
制
度
と
い
う
下
部
構
造
を
も
つ
二
重
支
配
の
体
制
で
あ
っ
た
。
神

に
関
す
る
古
代
日
本
人
の
観
念
に
は
こ
の
上
部
構
造
を
反
映
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
表
層
の
部
分
で
は
、
人
格
化
さ
れ
た
神
々

が
天
皇
家
を
含
め
た
豪
族
の
祖
先
神
と
し
て
子
孫
に
加
護
を
与
え
る
と
い
う
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
底
層
の
部
分

に
は
こ
れ
と
は
異
質
な
エ
ー
ト
ス
が
あ
っ
て
、「
荒
ぶ
る
神
」
に
対
す
る
古
い
畏
怖
の
心
情
が
、
民
衆
の
思
念
と
行
動
様
式
を

深
層
か
ら
制
約
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

湯
浅
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
底
層
に
お
け
る
「
荒
ぶ
る
神
」
に
対
す
る
畏
怖
の
心
情
に
根
ざ
し
た
内
面
的
エ
ー
ト
ス
は
、「
平
安

朝
か
ら
展
開
し
て
く
る
山
岳
修
験
の
世
界
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」

(

�)

ば
か
り
で
な
く

か
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
「
数
あ
る

工
業
社
会
の
中
で
、
日
本
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
思
考
が
今
も
な
お
生
き
て
い
る
最
後
の
社
会
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
を
援
用
し
、

「
彼
が
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
歴
史
的
伝
統
の
中
に
未
開
時
代
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
心
性
が
今
も
な
お
生
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

問
題
は
日
本
思
想
史
の
研
究
に
と
っ
て
は
な
は
だ
重
大
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
日
本
の
長
い
歴
史
を
今
日
ま
で
一
貫
し
て
い
る
思
想

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

(
�)

と
さ
れ
る
よ
う
に

、
現
代
に
ま
で
引
き
つ
が
れ
て
い

る
問
題
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
清
明
心
」
と
い
う
主
題
も
ま
た
、
湯
浅
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
古
代
天
皇
制
」
と
「
古
代
神
道
」
と
の
関
係
の
な
か
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に
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

た
だ
そ
の
「
清
明
心
」
論
に
目
を
む
け
る
前
に
、
湯
浅
が
提
示
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
湯
浅
が
未
開
宗
教
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
マ
ナ
イ
ズ
ム
の
特
徴
を
見
い
だ
す
「
古
代
神
道
」
が
、
そ
こ
に
お
い
て
精
神
的
連
帯

機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
る
「
氏
族
的
小
国
家
＝
地
域
共
同
体｣

、
す
な
わ
ち
「
古
代
農
耕
社
会
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

湯
浅
は
「
日
本
に
お
け
る
未
開
社
会
か
ら
古
代
社
会
へ
の
移
行
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
弥
生
時
代
以
来
の
稲
作
農
耕
の
発
展
に
よ

っ
て
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」

(
�)

と
し
、
神
道
的
儀
礼
の
母
胎
に
な
っ
た
稲、
作、
社、
会、
と、
し、
て、
の、
古、
代、
社、
会、
の
状
況
を
知
る
た
め
に
は
、

そ
の
底
辺
に
あ
っ
た
「
古
代
農
村
の
習
俗
」
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

(

�)

筆
者
は
先
に
、
日
本
の
文
化
や
思
想
を
個
々
の
要
素
に
分
解
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
日、
本、
に、
特、
有、
な、
も、
の、
は、
何、
も、
な、
い、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
個
々
の
要
素
が
あ
る
仕
方
で
相
互
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
一、
つ、
の、
ゲ、
シ、
ュ、
タ、
ル、
ト、
を
な
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
と
、
そ

れ
が
き
わ
め
て
個、
性、
的、
な
も
の
な
の
だ
と
す
る
丸
山
の
議
論
と
、「
周
辺
文
明
」
の
も
つ
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が

も
つ
「
個、
性、
的、
特、
質、
」
に
よ
っ
て
色
こ
く
染
め
あ
げ
ら
れ
た
文
化
と
思
考
様
式
が
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
湯
浅
の
議
論
と
の

間
に
は
、
そ
の
親
近
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
決、
定、
的、
な
相
違
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
の
決、

定、
的、
な
相
違
と
は
、
湯
浅
が

｢

古
代
神
道
」
に
未
開
宗
教
と
し
て
の
ア、
ニ、
ミ、
ズ、
ム、
や
マ、
ナ、
イ、
ズ、
ム、
の
特
徴
を
見
い
だ
し
な
が
ら

も

こ
う
し
て
あ
く
ま
で
も
稲、
作、
社、
会、
と、
し、
て、
の、
古、
代、
社、
会、
や
そ
の
底
辺
に
あ
っ
た
「
古
代
農、
村、
の
習
俗｣

す
な
わ
ち
稲、
作、

農、
耕、

に
こ
そ
、
日
本
文
化
の
「
個
性
的
特
質
」
な
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
問
題
に
は
、
後
に
あ
ら
た
め
て
立
ち
戻
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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湯
浅
に
よ
れ
ば
、
弥
生
時
代
中
後
期
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
は
、
弥
生
時
代
初
期
以
来
の
自
然
灌
漑
か
ら
人
工
灌
漑
へ
と
移、
行、

し、
つ、
つ、
あ、
る、
時、
代、
な
の
で
あ
り
、
人
工
灌
漑
の
技
術
（
設
備
面
で
の
排
水
路
・
畦
・
樋
・
溜
池
・
堰
等
々
、
労
働
面
で
の
耕
作
・
田

植
・
施
肥
・
除
草
等
々
）
の
発
達
に
つ
れ
て
、
個
々
の
家
族
を
超
え
た
広
い
地
域
の
農
民
の
力
を
結
集
す
る
広
域
共
同
体
の
習
俗
的

精
神
的
規
制
力
が
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
「
儀
礼
神
話
の
祭
儀
体
系
は
、
そ
う
い
う
習

俗
的
規
制
力
を
つ
ち
か
う
母
胎
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
た
「
習
俗
的
規
制
力
」
の
社
会
制
度
的
基
盤
は
一
般
的
に
い
え
ば
「
血
縁
共
同
体
の
原
理
」
と
「
地
縁
共
同
体
の
原
理
」

な
の
で
あ
る
が
、
吉
田
孝
の
議
論

(

�)

に
依
拠
し
つ
つ
、
湯
浅
は
こ
の
両
者
が
と
も
に
き、
わ、
め、
て、
弱、
い、
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

吉
田
氏
の
い
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
日
本
の
古
代
社
会
に
お
け
る
家
族
制
度
は
双
系
的
性
格
の
つ
よ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
父

系
母
系
い
ず
れ
か
の
単
系
の
親
族
と
の
関
係
が
特
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
強
い
単
系
親
族
組
織
を

も
つ
社
会
、
た
と
え
ば
父
系
を
重
ん
じ
る
中
国
の
家
族
制
度
の
伝
統
と
く
ら
べ
て
血
縁
的
原
理
の
支
配
力
が
き
わ
め
て
弱
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
古
代
社
会
の
底
辺
が
こ
の
よ
う
に
流
動
的
で
拘
束
力
の
弱
い
血
縁
共
同
体
原
理
に

支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
ま
ず
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

(

�)

弥
生
時
代
の
終
り
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
は
、
人
工
灌
漑
の
建
設
と
維
持
の
た
め
に
地
域
の
連
帯
性
が
必
要
に
な
り
、
広

域
共
同
体
の
習
俗
的
規
制
力
が
次
第
に
強
ま
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
こ
の
点
に
つ
い
て
そ
う
は
っ
き
り
し
た
こ
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と
は
い
え
な
い
が
、
大
勢
は
、
血
縁
的
原
理
の
場
合
と
同
じ
く
古
代
社
会
の
状
況
は
ま
だ
か
な
り
流
動
性
に
と
ん
で
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
孝
氏
に
よ
る
と
、
日
本
の
農
村
は
八
世
紀
（
奈
良
時
代
）
ご
ろ
は
、
ま
だ
開
墾
と
荒
廃
の
た
え

ざ
る
く
り
返
し
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
民
が
一
定
の
土
地
へ
定
住
す
る
習
慣
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
。
…
…
農
民
の

定
着
は
、
鎌
倉
時
代
で
も
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

湯
浅
は
さ
ら
に
、「
個
々
の
村
人
を
中
心
に
し
て
ひ
ろ
が
る
双
系
親
族
の
連
鎖
的
累
積
体
」

(

�)

で
あ
る
と
さ
れ
る
タ
イ
の
伝
統
的
稲

作
社
会
の
構
造
と
の
比
較
を
行
な
う
と
い
う
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
つ
つ
、

(

�)

「
清
明
心
の
道
徳
」
の
本
質
を
「
無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、

へ、
の、
帰、
依、
」
と
と
ら
え
た
和
辻
の
議
論
と
の
関
係
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
近
代
人
が
日
本
の
農
民
の
伝
統
的
生
活
様
式
を
考
え
る
場
合
に
は
、
ふ
つ
う
イ
エ
と
ム
ラ
、
つ
ま
り
血
縁
と
地
縁

と
い
う
二
つ
の
契
機
が
個
人
を
こ
え
た
共
同
体
を
支
え
る
原
理
に
な
り
、
そ
れ
に
所
属
す
る
成
員
と
し
て
の
個
人
に
対
し
て
、

全
体
性
へ
の
服
属
を
要
求
す
る
も
の
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
、
古
代
社
会
で
は
ま
だ
原
則
と

し
て
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
血
縁
共
同
体
の
観
念
と
地
縁
共
同
体
の
観
念
を
比
較
す
る
と
、
相
対
的
に
言
っ
て
、

後
者
の
規
制
力
が
つ
よ
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
稲
作
農
耕
が
お
か
れ
た
自
然
条
件
に
よ
っ
て
、
地
域
共
同

体
の
習
俗
的
規
制
は
強
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

湯
浅
は
、
和
辻
の
「
清
明
心
」
論
に
お
け
る
「
無
私
性
＝
全
体
性
へ
の
帰
依
」
と
い
う
そ
の
本
質
の
根
幹
を
、
つ
ま
り
は
帰
依
す
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べ
き
対
象
で
あ
る
「
感、
情、
融、
合、
的、
な、
共、
同、
体、
」
の
「
全
体
性
」
の

少
な
く
と
も
「
二
重
の
祭
祀
的
統
一
」
の
底
層
に
お
け
る

成、
立、
そ、
の、
も、
の、
を
疑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
湯
浅
に
と
っ
て
、「
清
明
心
」
と
は
い
か
な
る
も
の

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
よ
い
よ
そ
れ
を
問
う
時
が
来
た
よ
う
で
あ
る
。

第
三
節

「
清
明
心
」
の
道
徳
と
美
意
識

前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
湯
浅
の
「
古
代
天
皇
制
」
と
「
古
代
神
道
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
和
辻
の
「
清
明
心
」
論
の
「
無
私

性
＝
全
体
性
へ
の
帰
依
」
と
い
う
本
質
理
解
の
根
幹
を
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
湯
浅
は
、「
清
明

心
の
道
徳
と
美
意
識
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
和
辻
お
よ
び
相
良
の
「
清
明
心
」
論
へ
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
評
価
か
ら
説
き
起
こ

す
。
す
な
わ
ち
、

「
清
明
心
の
道
徳
」
と
い
う
言
葉
は
、
和
辻
哲
郎
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
用
い
ら
れ
て
か
ら
有
名
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
和
辻
は
こ
れ
を
神
話
伝
説
に
表
現
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
道
徳
観
念
で
あ
る
と
解
釈
し
、
日
本
人
の
道
徳
観
念
の
最
も
古

い
形
態
は
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
と
言
う
。
さ
ら
に
和
辻
は
、
こ
の
清
明
心
の
道
徳
が
天
皇
崇
拝
思
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
事
実

を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
の
道
徳
観
念
は
そ
の
歴
史
の
最
も
古
い
時
期
か
ら
既
に
天
皇
崇
拝
と
結
び
つ
い
て
成
立

し
て
お
り
、
そ
れ
が
日
本
の
倫
理
思
想
の
伝
統
の
出
発
点
に
な
っ
た
と
い
う
。
…
…
私
は
こ
の
書
に
お
け
る
和
辻
の
原
理
的
主

張
に
対
し
て
賛
成
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
思
想
史
的
に
み
て
重
要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。

…
…
清
明
心
の
道
徳
が
、
日
本
人
の
道
徳
観
念
の
最
も
古
い
表
現
形
態
で
あ
る
と
い
う
和
辻
の
指
摘
は
、
基
本
的
に
正
し
い
と
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思
う
。

(

�)清
明
心
・
正
直
・
誠
と
い
う
観
念
は
、
い
ず
れ
も
自
己
中
心
的
な
私
利
私
欲
を
排
し
、
心
中
に
「
一
物
を
た
く
は
へ
ず
、
私

の
心
な
き
」(

親
房
）
内
面
的
心
情
の
純
粋
さ
を
理
念
と
す
る
点
で
一
貫
し
た
共
通
性
を
示
し
て
い
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ

ば
、
そ
れ
は
集
団
的
帰
属
性
を
重
視
す
る
態
度
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
伝
統
的
エ
ー
ト
ス
に
そ
う
い
う
性

格
が
つ
よ
い
こ
と
を
は
じ
め
て
指
摘
し
た
こ
と
は
（
和
辻
と
相
良
の

引
用
者
）
両
氏
の
功
績
で
あ
る
と
思
う
が
、
私
が
こ

こ
で
言
い
た
い
の
は
、
清
明
心
↓
正
直
↓
誠
と
い
う
観
念
の
系
譜
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時、
代、
状、
況、
に
由
来
す
る
意
味
内
容
の
差

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
清
明
心
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
観
念
の
背
景
に
は
古
代
社
会
に
特
有
の
意
味

と
構
造
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

湯
浅
が
和
辻
／
相
良
の
「
清
明
心
」
理
解
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
湯
浅
が
、

自
己
中
心
的
な
私
利
私
欲
を
排
し
た
無
私
な
内
面
的
心
情
の
純
粋
さ
を
理
念
と
し
、
集
団
的
帰
属
性
を
重
視
す
る
「
清
明
心
↓
正
直

↓
誠
と
い
う
観
念
の
系
譜
」
に
日
本
人
の
「
伝
統
的
エ
ー
ト
ス
」
を
見
い
だ
し
、
そ
の
始
原
に
「
日
本
人
の
道
徳
観
念
の
最
も
古
い

表
現
形
態
」
と
し
て
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
和
辻
／
相
良
の
議
論
を
積、
極、
的、
か
つ
批、
判、
的、
に
継
承
せ
ん
と

し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史
心
理
学
と
い
う
方
法
や
「
周

辺
文
明
と
し
て
の
日
本
文
化
」
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
、
さ
ら
に
は
「
古
代
農
村
」
に
お
け
る
血
縁
的
・
地
縁
的
な
「
習
俗
的
規
制

力
」
の
弱、
さ、
と
い
う
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
清
明
心
」
論
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
そ
の
師
・
和
辻
の
議
論
の
呪
縛
か
ら
解
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放
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
湯
浅
に
よ
れ
ば
、
思
想
史
に
と
っ
て
「
清
明
心
」
の
観
念
に
興
味
が
も
た
れ
る
理
由
は
、
①
「
清
明
心
」
の
観
念
に
示

さ
れ
て
い
る
考
え
方
が
、
思
想
史
的
観
点
か
ら
古
代
の
国
家
体
制
と
神
道
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
の
重
要
な
手
が
か
り
を
あ
た
え
る

こ
と
、
②
「
清
明
心
」
の
観
念
は
日
本
人
の
道
徳
観
念
ば
か
り
で
な
く
、
美
意
識
や
自
然
観
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
こ
と
、
③
「
清
明
心
」
の
観
念
は
、
日
本
人
の
独
特
な
も
の
の
考
え
方
・
感
じ
方

い
わ
ゆ
る
日
本
的
心
性

の
歴
史
的
原

点
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
手
が
か
り
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
三
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

(

�)

②

の
「
清
明
心
」
と
美
意
識
や
自
然
観
と
の
関
係
と
い
う
論
点
は
、
和
辻
や
相
良
の
議
論
に
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
ま
ず
は
こ
の
点
か
ら
、
湯
浅
の
語
る
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

湯
浅
も

和
辻
や
相
良
と
同
様
に

『

古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
宇
氣
比
＝
誓
約

の
場
面
に
注
目
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、

ヨ
キ
心
は
「
キ
ヨ
キ
心
」｢

ウ
ル
ハ
シ
キ
心
」｢
ア
カ
キ
心
」
で
あ
り
、
ア
シ
キ
心
は
「
キ
タ
ナ
キ
心
」｢

ク
ラ
キ
心
」
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
徳
的
善
悪
の
区
別
が
美
醜
の
区
別
と
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
美
醜
の
区
別
が
浄

穢
の
区
別
と
同
一
視
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
清
明
心
の
観
念
の
独
特
な
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
き
れ
い
」
と
い
う
日
本
語
に
は
「
美
し
い
」b

e
au

tifu
l

と
い
う
意
味
と
「
清
潔
」cle

an

と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
美

醜
」

と
い
う
こ
と
と
「
浄

穢
」
と
い
う
こ
と
は
性
質
の
ち
が
っ
た
問
題
で
あ
っ
て
、
前
者
は
心
理
的
次
元
に
お
け
る
価
値
の
対
比

で
あ
り
、
後
者
は
い
わ
ば
物
理
的
次
元
に
お
け
る
対
比
で
あ
る
。
日
本
人
の
価
値
の
感
覚
で
は
こ
の
両
者
が
分
か
れ
て
お
ら
ず
、
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道
徳
意
識
と
美
意
識
が
結
び
つ
き
や
す
い
。
ま
た
日
本
人
の
美
意
識
は
そ
の
自
然
観
と
結
び
つ
く
こ
と
が
多
く
、
自
然
美
の
基

準
の
一
つ
は
そ
の
「
清
ら
か
さ
」
に
お
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ふ
つ
う
西
洋
の
考
え
方
に
ふ
つ
う
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
人
為
（
道
徳
）
と
自
然
の
異
質
さ
を
強
調
す
る
考
え
方
も
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

湯
浅
は
こ
う
し
た
キ
ヨ
キ
心

キ
タ
ナ
キ
心
の
対
比
の
背
景
に
、「
儀
礼
神
話
以
来
の
神、
観、
念、
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

を
喚
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、

日
本
の
古
代
人
は
、「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
々
」
の
住
む
自
然
を
清
浄
な
聖
域
と
し
て
と
ら
え
た
。
神、
は、
汚、
れ、
を、
嫌、
う、
と
い
う

観
念
は
、
古
代
神
道
の
習
俗
の
中
に
ひ
ろ
く
浸
透
し
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
…
…
神
に
近
づ
く
に
は
、
ミ
ソ
ギ
と
か
ハ
ラ
イ

と
い
う
浄
化
の
行
為
が
ま
ず
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
観
念
と
祭
祀
観
の
中
に
、
清
浄
を
崇
び
、
汚
穢
を
し
り
ぞ
け
る
心

理
の
母
胎
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
清
明
心
の
観
念
の
歴
史
的
背
景
に
は
、
政
治
神
話
や
律
令
制
が
形
成
さ
れ
る
よ
り
は
る
か
前

の
「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
に
対
す
る
畏
怖
の
心
情
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
て
湯
浅
は
「
清
明
心
」
の
観
念
の
歴
史
的
背
景
に
、
未
開
宗
教
と
し
て
の
ア、
ニ、
ミ、
ズ、
ム、
や
マ、
ナ、
イ、
ズ、
ム、
の
特
徴
を
も
つ

「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
に
対
す
る
畏
怖
の
心
情
が
存
在
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
清
明
心

の
道
徳
」
の
本
質
に
「
全
体
性
つ
ま
り
集
団
組
織
に
対
し
て
私
心
を
滅
し
て
服
従
す
る
」
こ
と

す
な
わ
ち
「
無
私
性
＝
全
体
性

へ
の
帰
依｣

を
見
い
だ
す
和
辻
の
議
論
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
「
弥
生
時
代
以
来
徐
々
に
発
達
し
て
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き
た
稲
作
農
耕
社
会
の
習
俗
、
特
に
人
口
灌
漑
設
備
の
建
設
と
維
持
の
た
め
に
必
要
な
地
域
共
同
体
の
習
俗
」
と
い
う
歴
史
的
母
胎

を
見
い
だ
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

和
辻
が
、
キ
タ
ナ
キ
心
は
全
体
性
の
権
威
に
そ
む
く
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
古
代
農
耕
社
会
の
習

俗
的
規
範
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
に
、
わ
れ
わ
れ
は
特
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
同
じ
ア
ジ
ア
の
稲

作
社
会
で
も
、
タ
イ
の
よ
う
な
東
南
ア
ジ
ア
型
の
社
会
で
は
、
全
体
の
統
制
に
そ
む
く
こ
と
を
悪
と
す
る
よ
う
な
観
念
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
律
令
国
家
成
立
以、
前、
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
古
代
天
皇
理
念
成
立
以、
前、
の
日
本
人
独
特
の
道
徳
観
念
の

芽
生
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

�)

し
か
し
湯
浅
は
、
吉
田
孝
に
依
拠
し
な
が
ら
、「
日
本
の
農
村
は
八
世
紀
（
奈
良
時
代
）
ご
ろ
は
、
ま
だ
開
墾
と
荒
廃
の
た
え
ざ

る
く
り
返
し
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
民
が
一
定
の
土
地
へ
定
住
す
る
習
慣
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
。
…
…
農
民
の
定
着
は
、

鎌
倉
時
代
で
も
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」

(

�)

と
述
べ
、
ま
た
タ
イ
の
伝
統
的
農
村
社
会
の
構
造
が
古
代
日
本
の
農
村

の
状
況
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

(

�)

水
野
浩
一
が
タ
イ
の
伝
統
社
会
に
見
い
だ
し
た
「
自
分
を
中
心
と
し
て
放
射
状
に
ひ

ろ
が
る
二、
人、
関、
係、
の、
全、
体、
」
を
意
味
す
る
「
間
柄
の
理
論
」
を
援
用
し
つ
つ
、
タ
イ
の
伝
統
社
会
で
は
和
辻
の
い
う
「
間
柄
」
と
は

「
全
く
異
質
な
『
間
柄
』
の
論
理
が
支
配
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
論
理
が
日
本
の
古
代
農
村
の
パ
タ
ー
ン
と
非
常
に
よ
く
似
て
い

る
」
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

(

�)

湯
浅
の
議
論
は
、
そ
の
師
・
和
辻
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
と
の

距
離
の
と
り
方
を
め
ぐ
っ
て

す
な
わ
ち
、「
古
代
農
耕
社
会
の
習
俗
的
規
範
」
の
強
調
と
未
開
宗
教
と
し
て
の
ア、
ニ、
ミ、
ズ、
ム、
や
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マ、
ナ、
イ、
ズ、
ム、
の
特
徴
へ
の
注
目
と
の
あ
い
だ
で

引、
き、
裂、
か、
れ、
、
揺、
れ、
動、
い、
て、
い、
る、
よ
う
に
見
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
湯
浅
の
「
清
明
心
」
に
と
っ
て
、「
統
一
国
家
の
君
主
と
し
て
の
天
皇
の
存
在
は
ま
だ
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い

な
い
」

(

�)
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確、
か、
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
古
代
天
皇
制
」
と
「
清
明
心
」
と
の
関
係
を
湯
浅
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
湯
浅
の
師
・
和
辻
は
「
清
明
心
の
道
徳
」
を
「
感
情
融
合
的
な
共
同
体
」
に
お
け
る
「
無、
私、
性、
＝、
全、

体、
性、
へ、
の、
帰、
依、
」
を
本
質
と
す
る
倫
理
思
想
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
全
体
性
の
権
威
に
帰
依
す
る
か
否

か
は
、
祭
事
的
団
結
の
社
会
に
あ
っ
て
は
こ
の
権
威
を
具
現
す
る
統
率
者
に
帰
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
究
極
に
お

い
て
は
皇、
祖、
神、
の、
権、
威、
に
服
す
る
か
否
か
に
、
さ
ら
に
は
天
皇
の
神
聖
な
権
威
に
帰
依
す
る
か
否
か
に
帰
す
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な

わ
ち
天
皇
の
神
聖
な
る
権
威
へ
の
帰
依
こ
そ
が
ま
さ
に
「
清
明
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
湯
浅
は
、「
和
辻
が
清
明
心
を
人
間
関
係
を
支
配
す
る
道
徳
意
識
の
問
題
、
つ
ま
り
個
と
全
体
の
関
係
と
し
て
の

み
と
ら
え
、
こ
の
観
念
が
元
来
神、
と、
人、
間、
の、
関、
係、
、
つ
ま
り
超
越
的
な
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
を
母
胎
と
し
て
生
れ
た
宗、
教、
意、
識、
の、

産、
物、
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
な
い
こ
と
」
に
批
判
の
目
を
向
け
、

(

�)

そ
の
上
で
、「
現
御
神
止
大
八
島
国
所
知
天
皇
」｢

明
神
御
大

八
州
天
皇
」
に
「
明
き
浄
き
心
」｢

清
き
明
き
正
し
き
直
き
心
」
を
以
て
仕
え
よ
と
す
る
奈
良
朝
の
「
宣
命
」
を
と
り
あ
げ
て
、「
清

明
心
」
と
天
皇
崇
拝
と
の
あ
い
だ
に
、
和
辻
の
そ
れ
と
は
異
な
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
係
を
見
い
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、律

令
制
下
の
天
皇
は
、
氏
族
制
時
代
の
大
王
家
の
よ
う
な
「
同
輩
中
の
首
座
」
で
は
な
く
、
隔
絶
し
た
位
置
に
立
つ
べ
き
存
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在
で
あ
る
。
宣
命
は
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
つ
よ
く
押
し
出
し
て
い
る
。
ア
ラ
ミ
カ
ミ
の
観
念
が
清
明
心
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
神
に
対
す
る
よ
う
な
畏
怖
の
心
情
を
も
っ
て
天
皇
に
対
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
訓
戒
を
意
味
す
る
。
清

明
心
は
、
…
…
元
来
は
「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
に
対
す
る
と
き
の
畏
怖
の
心
情
か
ら
生
れ
た
観
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宣
命

は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
心
情
を
、
新
し
く
形
成
さ
れ
た
律
令
国
家
の
君
主
で
あ
る
天
皇
に
転
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇

と
い
う
地
位
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(

�)

要
す
る
に
清
明
心
の
観
念
は
、
和
辻
の
い
う
よ
う
に
政
治
神
話
の
伝
統
が
律
令
国
家
の
天
皇
観
に
連
続
的
に
受
け
つ
が
れ
た

と
み
る
も
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
律
令
国
家
体
制
の
成
立
が
、
統
一
的
支
配
権
力
を
確
立
す
る
必
要
に
も
と
づ
い
て
、
古
代
神

道
の
底
辺
の
エ
ー
ト
ス
と
結
び
つ
き
つ
つ
、
天
皇
を
神
に
類
比
す
る
新
し
い
考
え
方
を
生
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
清
明
心

と
天
皇
崇
拝
の
結
び
つ
き
は
、
そ
う
い
う
新
し
い
時
代
状
況
の
転
回
を
示
し
て
い
る
。

(

�)

か
く
し
て
、
歴
史
心
理
学
と
い
う
方
法
と
「
周
辺
文
明
」
と
し
て
の
日
本
文
化
と
い
う
歴
史
理
解
の
枠
組
み
に
依
拠
し
つ
つ
、

「
二
重
の
祭
事
的
統
一
」
の
表
層
と
底
層
の
異
質
性
を
強
調
し
、
そ
の
底
層
に
未
開
宗
教
と
し
て
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
マ
ナ
イ
ズ
ム
の

特
徴
を
示
し
、「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
へ
の
畏
怖
の
心
情
に
根
ざ
し
た
「
古
代
神
道
」
を
見
い
だ
し
た
湯
浅
は
、「
古
代
稲
作
農
耕
社

会
の
習
俗
的
規
範
」
を
め
ぐ
る
揺
れ
を
は
ら
み
つ
つ
、
そ
の
「
清
明
心
」
論
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
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清
明
心
の
道
徳
が
、
日
本
人
の
道
徳
観
念
の
最
も
古
い
形
態
で
あ
る
と
い
う
和
辻
の
指
摘
は
、
基
本
的
に
正
し
い
と
思
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
律
令
国
家
成
立
の
時
点
で
天
皇
崇
拝
思
想
に
結
び
つ
い
た
。
し
か
し
清
明
心
の
観
念
の
歴
史
的
源
泉
は
、
統

一
国
家
の
成
立
よ
り
も
ず
っ
と
古
く
、
政
治
神
話
形
成
以
前
の
農
業
習
俗
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
簡

単
に
い
え
ば
、
律
令
国
家
が
成
立
し
て
く
る
過
程
で
、
政
治
的
上
部
構
造
の
内
部
に
「
天
皇
」
と
い
う
新
し
い
君
主
理
念
が
創

出
さ
れ
る
と
共
に
、
弥
生
時
代
以
来
、
政
治
的
次
元
よ
り
も
底
層
の
習
俗
の
中
で
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
「
荒
ぶ
る
神
々
」

へ
の
畏
怖
の
心
情
に
接
合
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
「
清
明
心
」
の
観
念
が
成
立
し
た
と
い
う
の
が
私
の
大
体
の
考
え
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
天
皇
崇
拝
と
清
明
心
の
道
徳
の
結
び
つ
き
は
、
日
本
民
族
の
倫
理
思
想
の
最
も
古
い
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
律
令
国
家
と
共
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
新
し
い
道
徳
理
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
政
治
的
支
配
の
た

め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
意
義
を
も
併
せ
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

湯
浅
の
依
っ
て
立
つ
歴
史
心
理
学
と
い
う
方
法
と
「
周
辺
文
明
」
と
し
て
の
日
本
文
化
と
い
う
歴
史
理
解
の
枠
組
み
は
、
本
稿
の

対
象
で
あ
る
丸
山
眞
男
の
「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
と
大
き
く
共
鳴
し
あ
う
部
分
を
も
っ

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
拙
稿
「『

古
層
』
と
『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
の
一
接
点
に
つ
い
て
の
覚
書
き

」

で
、
丸
山
が
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
と
し
て
聴
き
と
ろ
う
と
し
た
も
の
は

網
野
善
彦
の
「
飛
礫
」
と
も
響
き
合
う
、「
未
開
の

野
生
」
と
も
い
う
べ
き

�人
類
史
的
》
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
普
遍
的
要
素
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て

き
た
筆
者
に
と
っ
て
、
湯
浅
が
「
清
明
心
」
の
観
念
の
歴
史
的
背
景
に
な
に
よ
り
も
、
未
開
宗
教
と
し
て
の
ア、
ニ、
ミ、
ズ、
ム、
や
マ、
ナ、
イ、

ズ、
ム、
の
特
徴
を
も
つ
「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
に
対
す
る
畏
怖
の
心
情
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
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し
か
し
同
時
に
、
湯
浅
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
「
清
明
心
」
の
基
盤
を
、「
弥
生
時
代
以
来
徐
々
に
発
達
し
て
き
た
稲
作
農
耕
社
会

の
習
俗
、
特
に
人
口
灌
漑
設
備
の
建
設
と
維
持
の
た
め
に
必
要
な
地
域
共
同
体
の
習
俗
」
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
ら
の
タ

イ
の
伝
統
的
な
農
村
社
会
と
の
近
似
性
の
指
摘
を
裏
切
る
か
た
ち
で

｢

感
情
融
合
的
な
共
同
体
」
に
お
け
る
「
無、
私、
性、
＝、
全、
体、

性、
へ、
の、
帰、
依、
」
を
本
質
と
す
る
和
辻
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
へ
と
寄
り
添
い
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

た
し
か
に
湯
浅
は
、「
清
明
心
」
と
天
皇
崇
拝
を
連
続
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
和
辻
の
議
論
を
、「
天
皇
崇
拝
と
清
明
心
の
道
徳
の

結
び
つ
き
は
、
日
本
民
族
の
倫
理
思
想
の
最
も
古
い
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
律
令
国
家
と
共
に
つ
く
り

出
さ
れ
た
新
し
い
道
徳
理
念
」
で
あ
る
と
し
て
、
切、
断、
し
て
み
せ
た
。
し
か
し
湯
浅
の
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
和
辻
の
そ
れ

と
の
切
断
は
そ
こ
に
止
ま
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
丸
山
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
論
は
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
「
倫
理
的
価
値
意
識
」
の
そ
れ
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る

は
ず
で
あ
っ
た
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
い
よ
い
よ
、「
古
層
＝
執
拗
低

音
」
論
に
先
行
す
る
「
原
型
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)
」
論
の
段
階
に
お
け
る
丸
山
の
議
論
を
、
そ
の
『
講
義
録
』
を
素
材
に
検
討
し
て

み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

補

論
「
清
明
心
」
と
民
俗
学

第
一
節
「
清
ら
」
と
「
清
明
心
」

民
俗
学
者
・
荒
木
博
之
は
『
日
本
人
の
心
情
倫
理
』

(

�)

に
お
い
て
、
柳
田
国
男
以
来
の
南
島
（
琉
球
諸
島
）
の
民
俗
へ
の
関
心
と
、

和
辻
以
来
の
「
清
明
心
」
論
を
接
合
し
、
さ
ら
に
な
に
よ
り
そ
れ
を
「
清
浄
美
」
と
い
う
日
本
人
の
「
美
感
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
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え
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
和
辻
―
相
良
―
湯
浅
に
よ
る
「
清
明
心
」
論
の
展
開
と
継
承
の
跡
を
追
っ
て
き
た
本
稿
の
補

論
と
し
て
、
こ
う
し
た
荒
木
の
「
清
浄
美
」
と
「
清
明
心
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
と
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
も
意
義
な
し
と
は
さ
れ
ま
い
。

そ
れ
は
、
柳
田
民
俗
学

丸
山
が
「
む
ろ
ん
私
は
『
現
代
流
行
の
』
柳
田
民
俗
学
へ
の
も
た
れ
か
か
り
を
依
然
と
し
て
拒
否
す
る

だ
ろ
う
」

(

�)
と
し
て
い
た
の
は
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
が

と
和
辻
倫
理
思
想
史
と
の
ひ
と
つ
の
接
点
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、

あ
る
い
は
民
俗
学
に
よ
る
「
清
明
心
」
論
の
継
承
の
ひ
と
つ
の
様
相
を
し
め
す
も
の
だ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

荒
木
は
『
日
本
人
の
心
情
倫
理
』
の
モ
チ
ー
フ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

私
は
か
ね
が
ね
日
本
人
に
は
「
清
ら
か
さ
」｢

い
さ
ぎ
よ
さ
」
を
最
高
の
価
値
と
す
る
考
え
方
が
心
の
基
底
に
ぬ
き
が
た
く

あ
っ
て
、
そ
れ
は
真
善
美
で
い
う
な
ら
ば
「
美
感
」
に
属
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
美
感
が
真
、
善
と
い
う
価
値
を
完
全
に
さ

し
お
い
て
、
と
い
う
よ
り
も
真
善
美
を
止し

揚よ
う

し
た
総
合
と
し
て
最
高
の
地
位
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
た
。
…
…
と
こ
ろ
が
、
日
本
人
の
こ
の
「
清
ら
か
さ
」｢

い
さ
ぎ
よ
さ
」
を
価
値
と
す
る
態
度
と
は
本
質
的
に
何
な
の
か
、

ま
た
そ
れ
は
何
に
発
す
る
の
か
と
い
う
、
じ
つ
は
き
わ
め
て
根
元
的
な
問
い
か
け
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

(

�)

清
浄
を
求
め
る
心
は
お
そ
ら
く
万
国
共
通
の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
人
が
希
求
し
て
や
ま
な
い

「
清
ら
か
さ
」
は
き
わ
め
て
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
他
民
族
に
ま
ず
は
そ
の
類
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
日
本
人

が
最
高
の
価
値
と
す
る
「
清
ら
か
さ
」｢

い
さ
ぎ
よ
さ
」
と
は
、
共
同
体
の
存
在
論
理
の
前
に
、
完
全
に
個
を
揚よ

う

棄き

せ
ん
と
す
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る
自
己
否
定
の
す
が
す
が
し
さ
に
、
還
元
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
自
己
滅
却
の
理
念
は
共
同
体
論
理
の
要
請
と
し

て
、
文
化
の
要
請
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
絶
対
性
を
も
っ
て
有
無
を
い
わ
せ
ず
存
在
し
て
い
る
。
日
本
人

が
「
清
ら
か
さ
」｢

い
さ
ぎ
よ
さ
」
を
価
値
と
し
て
称

し
ょ
う

揚よ
う

す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
故
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
た
荒
木
の
モ
チ
ー
フ
が
、
和
辻
の
「
清
明
心
の
道
徳｣

｢

感
情
融
合
的
な
共
同
体
」
に
お
け
る
倫
理
思
想
と
し
て
、

「
無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
そ
れ

を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

た
だ
荒
木
は
民
俗
学
者
と
し
て
、
柳
田
国
男
以
来
の
南
島
（
琉
球
諸
島
）
の
民
俗
に
い
わ
ば
「
原
日
本
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
清
ら
か
さ
」｢

い
さ
ぎ
よ
さ
」
の
価
値
の
本
質
と
根
元
に
せ
ま
ろ
う
と
試
み
る
の
で
あ

る
。
荒
木
の
議
論
に
柳
田
民
俗
学
と
和
辻
倫
理
思
想
史
の
接
点
を
見
い
だ
す
所
以
で
あ
る
。

荒
木
が
、
日
本
人
が
最
高
の
価
値
と
す
る
と
い
う
そ
の
「
清
ら
か
さ
」｢

い
さ
ぎ
よ
さ
」
の
本
質
と
根
元
の
解
明
の
た
め
に
注
目

す
る
の
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
沖
縄
伝
承
文
学
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
清
ら
」(

＝｢

き
よ
ら｣

、
近
年
で
は
「
美

ら
」
と
表
記
さ
れ
「
ち
ゅ
ら
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
）
と
い
う
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

荒
木
は
、「
昔
初
ま
り
や

て
だ
こ
大
主
や

清
ら
や

照
り
よ
わ
れ
…
…
」
と
い
う
国
土
創
造
を
歌
っ
た
「
あ
り
き
ゑ
と
の
お

も
ろ
」
の
冒
頭
の
一
節

(

�)

や
、
人
間
に
内
在
す
る
悪
し
き
要
素
を
吹
き
出
さ
せ
、
人
間
浄
化
の
結
果
を
も
た
ら
す
神
の
し
わ
ざ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
疱
瘡
」
を
歌
っ
た
「
吹
き
出
し
も
き
よ
ら
さ

水
含
も
き
よ
ら
さ

黄
味
入
り
も
き
よ
ら
さ

引
く
が
き

よ
ら
さ
」
等
々
の
琉
歌
を
は
じ
め
、

(

�)

数
多
く
の
古
代
歌
謡
（｢

オ
モ
ロ
」
や
「
ク
ェ
ー
ナ｣

）
を
引
き
な
が
ら
、
こ
の
「
清
ら
」(

＝

｢

き
よ
ら｣

）
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
。
す
な
わ
ち
、
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こ
う
い
っ
た
場
合
の
「
き
よ
ら
」
を
た
ん
な
る
清
浄
美
を
指
示
す
る
琉
球
方
言
と
す
る
考
え
方
は
い
ま
だ
充
分
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
私
が
先
に
「
き
よ
ら
」
に
は
「
美
し
い
」
だ
け
で
は
包
み
き
れ
な
い
、
何
か
至
上
の
価
値
を
志
向
す
る
よ
う
な
意
味
の

重
層
構
造
が
か
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
、
と
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
神
と
の
つ
な
が
り
を
、
重
層
構
造
の
根
底
と
し

て
あ
る
「
清
浄
美
」
の
な
か
に
予
感
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。「
あ
り
き
ゑ
と
の
お
も
ろ
」
の
冒
頭
句
「
て
だ
こ
大
主
や
、

清
ら
や
照
り
よ
わ
れ
…
…
」
の
「
き
よ
ら
」
も
ま
さ
し
く
神
に
属
す
る
太
陽
の
キ
ラ
キ
ラ
し
さ
を
い
う
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
至
高
美
の
対
象
を
指
示
し
て
い
る
。
か
く
て
、
神
な
る
清
浄
さ
を
に
な
っ
た
も
の

こ
そ
、
南
島
の
人
び
と
が
見
た
美
の
本ほ

ん

然ぜ
ん

の
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
き
よ
ら
」
と
は
も
と
も
と
こ
う
い
っ
た
意
味

内
容
を
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
イ
デ
ア
と
し
て
の
美
を
、
南
島
の
人
び
と
は
「
き
よ
ら
」
と
い
う
美
称

辞
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
。

(
�)

こ
う
し
て
荒
木
は
、
①
南
島
（
琉
球
諸
島
）
に
は
「
清
ら
」(

＝｢

き
よ
ら｣

）
と
い
う
美
と
清
浄
の
両
義
を
同
時
に
も
つ
美
称
詞

が
古
来
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
②
「
清
ら
」(
＝｢
き
よ
ら｣

）
は
た
ん
な
る
清
浄
美
を
意
味
す
る
語
で
は
な
く
、
も
と
も
と

神
に
か
か
わ
る
よ
う
な
至
高
の
美
、
至
高
の
価
値
を
指
示
す
る
名
辞
で
あ
っ
た
こ
と

(

�)

を
確
認
し
た
う
え
で
、
同
時
に
、「
日
本
の
平

安
朝
文
学
に
お
い
て
も
『
き
よ
ら
』
は
神
な
る
至
高
の
価
値
を
指
示
す
る
美
称
詞
と
な
っ
て
い
た
こ
と
」

(

�)

を
強
調
す
る
こ
と
と
な
る
。

荒
木
が
日
本
の
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
「
き
よ
ら
」
の
例
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
た
と
え
ば
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
「
こ
の
児

の
か
た
ち
の
き、
よ、
ら、
な、
る、
こ
と
世
に
な
く
、
屋
の
内
は
暗
き
と
こ
ろ
な
く
光
満
ち
た
り
」
と
い
う
一
節
で
あ
り
、
あ
る
い
は
『
源
氏

物
語
』｢

桐
壺
」
の
帖
の
「
前
の
世
に
も
御
契
り
や
深
か
り
け
ん
、
世
に
な
く
き、
よ、
ら、
な、
る、
玉
の
男
皇
子
さ
へ
生
れ
給
ひ
ぬ
」
と
い
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う
一
節
な
ど
で
あ
る
。

荒
木
に
よ
れ
ば
、「
か
ぐ
や
姫
、
あ
る
い
は
光
源
氏
の
よ
う
に
、
光
り
輝
く
よ
う
に
『
き
よ
ら
な
る
』
こ
と
、
そ
れ
が
古
代
物
語

主
人
公
の
必ひ

っ

須す

の
属
性
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
う
い
っ
た
『
き
よ
ら
』
が
同
時
に
神
に
属
す
る
『
汚
れ
な
き
清
浄
さ
』
を
内
包

し
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
の
南
島
の
『
き
よ
ら
』
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
っ
た
」

(

�)

と
い
う
。
そ
れ
は
、
か
ぐ
や
姫
が
月
を
出

自
と
す
る
神
人
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
光
源
氏
が
桐
壺
帝
の
第
一
皇
子
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
至
高
至
尊

の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

か
く
し
て
「
清
ら
」(

＝｢
き
よ
ら｣

）
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
荒
木
の
結
論
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
を
主
と
す
る
平
安
時
代
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
「
き
よ
ら
」
と
琉
球
方
言
の
過

去
と
現
在
を
通
じ
て
登
場
す
る
「
き
よ
ら
」
と
が
少
な
く
と
も
そ
の
意
味
領
域
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
る

文
脈
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
共
通
し
た
も
の
を
分
か
ち
も
っ
て
い
る
語
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

他
の
民
俗
文
化
の
局
面
に
お
い
て
も
沖
縄
が
つ
ね
に
古
代
日
本
の
連
続
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
琉
球
方

言
の
「
き
よ
ら
」
と
平
安
時
代
文
学
の
そ
れ
と
は
、
そ
の
語
法
的
相
違
の
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
相
似
し
た
民
族

の
心
を
伝
え
て
い
る
美
称
辞
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
ひ
と
つ
の
も
の
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

古
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
あ
る
い
は
南
島
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
神
な
る
清
浄
さ
こ
そ
は
つ
ね
に
美
学
の
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
越
え
た
真
善
美
の
イ
デ
ー
と
し
て
、
高
々
と
掲
げ
ら
れ
た
理
想
の
灯
で
あ
っ
た
。
そ
の
き
ら
き
ら
し
き
灯

と
も
し
びを
ま
さ
に

適
切
に
い
い
あ
ら
わ
し
た
表
現
が
「
き
よ
ら
」
な
る
本
土
と
南
島
の
分
か
ち
も
つ
美
称
辞
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
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で
は
あ
る
ま
い
か
。

(

�)

と
こ
ろ
で
、「
沖
縄
が
つ
ね
に
古
代
日
本
の
連
続
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
く
だ
り
に
つ
い
て
荒
木
は
、「
残、
存、

と
い
う
用
語
を
使
わ
ず
に
連、
続、
と
い
う
用
語
を
用
い
た
の
は
沖
縄
を
た
ん
な
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る

態
度
を
拒
否
す
る
心
か
ら
で
あ
る
」
と
注
記
し
て
い
る
。

(

�)

に
も
か
か
わ
ら
ず
荒
木
の
こ
う
し
た
議
論
の
仕
方
に
、
柳
田
国
男
以
来
、

民
俗
学
が
担
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
「
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
表
現
を
見
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

琉
球
諸
島
を
「
南
島
」
と
呼
び
、
こ
の
島
々
に
「『

日
本
人
』
ま
た
日
本
語
・
日
本
の
宗
教
の
『
原
郷』

・『

原
日
本
』
と
い
う
特

別
の
意
味
付
け
の
下
に
、
彼
ら
の
『
民
俗
学
』
の
い
わ
ば
�
約
束
の
地
�

(

�)

」
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
柳
田
国
男
と
折
口
信
夫
以
来
の

民
俗
学
の
言
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
由
来
を
柳
田
の
「
韓
国
併
合
」
へ
の
関
与
や
そ
の
「
帝
国
主
義
」
あ
る
い
は
「
植
民
地
主
義
」

を
自
ら
隠
蔽
せ
ん
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
と
め
、
こ
れ
を
激
し
く
断
罪
す
る
村
井
紀
ら
の
「
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
批
判

(

�)

が
あ

る
こ
と
は
、
も
は
や
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
柳
田
へ
の
断
罪
に
対
し
て
は
、「
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
拭
え
ず
に
き
た
。
批
判
と
し
て
も
、
随
分
と
貧
し
い
。
負
の

レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
て
叩
く
や
り
口
が
、
ど
う
に
も
古
臭
い
七
十
年
代
的
な
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
ま
み
れ
て
い
る
気
が
し
た
。
そ
れ

は
結
局
の
と
こ
ろ
、
柳
田
の
思
想
的
な
本
体
に
は
届
か
ぬ
、
た
だ
表
層
を
勇
ま
し
く
滑
る
だ
け
の
批
判
で
し
か
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
だ
」
と
し
て
、
柳
田
の
民
俗
学
が
「
む
し
ろ
、
あ
き
ら
か
に
反
時
代
的
な
思
想
の
構
え
で
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
一
国
民
俗
学
は
あ
る
側
面
に
あ
っ
て
は
、
確
実
に
、
植
民
地
主
義
へ
の
ゆ
る
や
か
な
抵
抗
の
論
理
で
あ
り
え
た
。
柳
田

は
大
筋
に
お
い
て
は
、
植
民
地
主
義
へ
の
加
担
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
す
る

(
�)
赤
坂
憲
雄
に
し
て
も
ま
た
、「
北
の
異
族
・
ア
イ
ヌ
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を
排
斥
し
つ
つ
、
南
の
同
胞
・
沖
縄
を
日
本

ヤ
マ
ト

の
懐
に
抱
き
込
も
う
と
し
た
柳
田
」
に
「
独
特
の
片
寄
り
」
が
存
在
す
る
こ
と

(

�)

を
否
定

す
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、「
�沖
縄
の
発
見
�
を
跳
躍
台
と
し
て
、『
一
国
民
俗
学
』
の
組
織
化
を
果
た
し
た
」

(

�)

と
さ
れ
る
柳
田
の
「
一
国
民
俗
学
」

の
批
判
的
な
乗
り
越
え
を
め
ざ
す
赤
坂
が
、「
発
生
と
し
て
の
柳
田
国
男
を
掘
る
」
こ
と
、「
柳
田
の
テ
ク
ス
ト
の
傍
ら
を
あ
る
き
、

そ
れ
を
可
能
な
か
ぎ
り
発
生
的
に
読
み
抜
い
て
い
く
」
こ
と

い
わ
ば
「
可
能
性
と
し
て
の
柳
田
国
男
」
を
追
い
求
め
る
こ
と

を
試
み
た
一
連
の
著
作

(

�)

を
通
じ
て
、『
海
上
の
道
』
と
い
う
「
柳
田
の
最
後
の
場
所
」

(

�)

に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
可、
能、
性、

を
読
み
と
っ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、

民
俗
学
／
民
族
学
の
�
未
来
の
融
合
�
は
、
太
平
洋
上
に
点
在
す
る
島
々
を
舞
台
と
し
て
現
実
の
も
の
に
な
る
、
そ
ん
な
期

待
が
静
か
に
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
、
戦
後
間
も
な
く
始
ま
っ
た
南
島
研
究
の
復
興
こ
そ
が
、
こ
の
�
未
来
の
融
合
�
の
た

め
の
新
た
な
ひ
と
つ
の
機
縁
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
、
柳
田
は
や
は
り
願
望
と
と
も
に
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
南
島

は
い
ま
、「
日
本
」
と
い
う
身
体
の
受
肉
化
に
奉
仕
す
る
特
権
的
な
場
所
と
い
う
位
相
を
越
え
て
、
民
俗
学
／
民
族
学
の
将
来

の
融
合
の
た
め
の
要
石
と
し
て
、
ま
た
、
民
俗
学
と
い
う
�
比
較
の
学
問
�
が
、
そ
の
方
法
を
は
る
か
太
平
洋
上
の
島
々
に
伸

ば
し
て
ゆ
く
触
媒
の
役
割
を
に
な
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
権
的
な
場
所
と
し
て
発
見
さ
れ
る
。

(

�)

こ
う
し
て
南
島
つ
ま
り
沖
縄
の
島
々
は
、
そ
の
、
さ
ら
に
南
方
に
拡
が
っ
て
い
る
世
界
に
向
け
て
、
は
る
か
遠
く
開
か
れ
て

ゆ
く
将
来
の
民
族
学
、
い
や
民
俗
学
の
た
め
の
跳
躍
台
と
な
り
、
列
島
の
内
／
外
を
繋
ぐ
媒
介
の
地
と
し
て
見
定
め
ら
れ
た
こ
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と
に
な
る
。
日
本

ヤ
マ
ト

の
島
々

沖
縄
の
島
々

太
平
洋
上
の
島
々
と
連
な
る
�
島
々
の
史
学
�
は
、
も
は
や
一
国
民
俗
学
の
領
土

の
外
部
へ
と
、
少
な
く
と
も
柳
田
の
志
向
の
な
か
で
は
大
き
く
踏
み
出
し
て
い
た
、
と
い
っ
て
い
い
。

(

�)
む
ろ
ん
あ
く
ま
で
も
南
島
（
＝
琉
球
諸
島
）
と
古
代
日
本
と
の
「
連
続
」
を
問
題
と
し
、「
残、
存、
と
い
う
用
語
を
使
わ
ず
に
連、
続、

と
い
う
用
語
を
用
い
」
る
こ
と
で
、「
沖
縄
を
た
ん
な
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
拒
否
」
し
よ

う
と
す
る
に
過、
ぎ、
な、
い、
荒
木
に
、
赤
坂
が
見
い
だ
し
た
よ
う
な
「
可
能
性
と
し
て
の
柳
田
」
を
直
ち
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
は
思
わ

な
い
。
た
だ
、「
清
ら
」(
＝｢
き
よ
ら｣

）
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
荒
木
の
議
論
に
も
ま
た
、
そ
の
「
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

の
故
に
無
視
す
べ
き
も
の
と
し
て
捨
て
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
、「
日
本

ヤ
マ
ト

の
島
々

沖
縄
の
島
々

太
平
洋
上
の
島
々
と
連
な
る

�
島
々
の
史
学
�」
の
「
可
能
性
」
へ
の
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
耳
を
傾
け
る
べ
き
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
荒
木
は
、
こ
う
し
た
「
清
ら
」(

＝
き
よ
ら
）
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
、
か
の
明
恵
上
人
の
「
あ
か
あ
か
や
あ
か
あ
か
あ
か

や
あ
か
あ
か
や
あ
か
や
あ
か
あ
か
あ
か
あ
か
や
月
」
と
い
う
歌
を
手
が
か
り
に
、
日
本
人
の
美
意
識
に
お
け
る
「
清
浄
志
向
」

の
分
析
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
余
裕
は
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
に
つ
づ
い
て
荒
木
が
く
り
ひ
ろ
げ
る
、
日
本
の
共
同
体
と
そ
こ
に
お
け
る
神
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
で

あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
と
「
清
明
心｣

＝｢

清す

み
明
き
心
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
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第
二
節
「
住
む｣

＝｢

澄
む
」
と
「
シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」

南
島
（
＝
琉
球
諸
島
）
と
古
代
日
本
と
の
「
連
続
」
を
問
題
と
す
る
荒
木
が
、
こ
こ
で
も
「
日
本
的
共
同
体
の
原
型
」
を
沖
縄
の

共
同
体
に
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

「
ア
ラ
ハ
ン
サ
ガ
の
ク
ェ
ー
ナ
」
あ
る
い
は
「
国
立
の
ク
ェ
ー
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
古
謡
や
『
中
山
世
鑑
』
に
見
ら
れ
る
琉
球
神
話

を
例
に
あ
げ
て
荒
木
が
見
い
だ
す
の
は
、「
日
本
的
共
同
体
の
原
型
」
と
し
て
の
「
沖
縄
的
共
同
体
」
発
生
の
二
つ
の
前
提
、
す
な

わ
ち
①
「
島
立
ち｣
、「
国
立
ち
」
が
い
わ
ば
漂、
泊、
の
結
果
と
し
て
あ
る
定
着
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
②
こ
う
し
た
「
島
立
ち｣

、

「
国
立
ち
」
に
さ
い
し
て
の
も
っ
と
も
重
要
な
前
提
は
、
獄た

き

す
な
わ
ち
ウ
タ
キ
に
ふ
さ
わ
し
い
聖
な
る
森
を
選
定
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た

(

�)

。

「
沖
縄
的
共
同
体
」
の
発
生

そ
れ
ゆ
え
「
日
本
的
共
同
体
の
原
型
」
の
そ
れ

に
お
い
て
、「
漂、
泊、
の
結
果
と
し
て
あ
る

定
着
行
為
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
荒
木
独
自
の
視
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

私
は
先
に
島
立
ち
、
国
立
ち
が
漂、
泊、
の
結
果
と
し
て
あ
る
定
着
行
為
で
あ
る
と
規
定
し
た
が
、
人
が
水
稲
栽
培
的
農
耕
文
化

に
つ
い
て
語
る
場
合
、
そ
の
漂
泊
の
要
素
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
こ
れ
ま
で
民
俗
学
者
も

社
会
学
者
も
日
本
的
稲
作
民
文
化
の
定
住
的
共
同
体
構
造
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
定
住
的
生
活
様
式
に
つ
い
て
き
わ
め
て

多
く
を
語
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
漂、
泊、
は
つ
ね
に
そ
れ
ら
の
学
問
の
主
題
か
ら
不
当
に
忘
却
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
と
思
う
。

(

�)

荒
木
が
こ
の
「
漂、
泊、
の
結
果
と
し
て
あ
る
定
着
行
為
」
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
後
に
見
る
「
清
明
心｣

＝｢

清す

み
明
き
心
」
に
つ
い
て
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の
荒
木
の
議
論
と
、
さ
ら
に
は
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト｣

そ
れ
は
「
統す

ぶ
」
と
い
う
動
詞
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
西
郷
信
綱
が

指
摘
す
る
よ
う
に
「
ス
メ
カ
ミ
」｢

ス
メ
ロ
キ
」
と
と
も
に
「
澄
む
」
と
い
う
そ
れ
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
が

(

�)

と
い
う
天

皇
の
呼
称
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
、
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
《
あ
ち
こ
ち
動
き
ま
わ
る
も
の
が
、
一
つ
所

に
落
ち
つ
き
、
定
着
す
る
意
》
と
さ
れ
る
「
住
み
・
棲
み
」
と
、
�浮
遊
物
が
全
体
と
し
て
沈
ん
で
静
止
し
、
気
体
や
液
体
が
透
明

に
な
る
意
》
と
さ
れ
る
「
澄
み
・
清
み
・
済
み
」
と
は
同
根
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
「『

住
む
』
こ
と
は
日
本
人
に
と
っ

て
、『
済
む
』
こ
と
お
よ
び
、『
澄
む
』
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
」

(

�)

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
澄
む
」
は
「
濁
り
動
い
て
い
る
も
の
が
清
ら
か
に
な
り
、
そ
し
て
静
止
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
「
澄
む
」
こ

と
は
「
済
む
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
静
ま
り
と
ど
ま
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
住
む
」
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
住
む
」
こ
と
が
「
済
む
」
こ
と
で
あ
り
ま
た
「
澄
む
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
言
語
的
事
実
は
、
日
本
に
お
け
る
「
定
住
」
が

い
か
に
漂
泊
の
終
り
に
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
ま
た
い
か
に
神
聖
共
同
体
に
お
け
る
神
と
の
同
一
化
の
行
為
で

あ
っ
た
か
を
ま
こ
と
に
劇
的
に
裏
づ
け
て
く
れ
る
。

(
�)

（『

古
事
記
』
の
須
佐
之
男
が
高
天
原
か
ら
出
雲
に
至
り
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
の
後
に
、「
吾
此
地
に
来
て
、
我
が
御
心
須す

賀が

須す

賀が

斯し

」
と
い
っ
て
須
賀
の
地
に
宮
を
造
営
し
た
神
話
な
ど
三
つ
の
説
話
を
引
い
た
う
え
で

引
用
者
）
い
ま
あ
げ
た
三

つ
の
説
話
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
「
住
む
」
こ
と
が
「
済
む
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
と
く
に
「
澄
む
」
こ
と
で
あ
っ
た
古
代

の
心
性
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
形
で
映
し
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
…
…
こ
の
変
哲
も
な
い
共
通
の
話
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
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は
日
本
の
古
代
的
共
同
体
の
あ
り
方
を
、
イ
デ
ー
を
ま
ざ
ま
ざ
し
い
姿
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
性
と
か
か
わ
る
人
が
流
離

の
果
て
に
神
と
と
も
に
住
む
べ
き
地
に
辿た

ど

り
つ
く
、
そ
れ
が
日
本
の
ム
ラ
で
あ
っ
た
。

(

�)

流
離
の
末
に
人
は
心
澄
ま
す
べ
き
地
に
た
ち
い
た
る
。
す
さ
び
荒
ぶ
る
心
は
鎮し

ず

ま
り
、
今
や
一
点
の
惑
い
も
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
。「
斯
は
実
に
住
む
べ
き
国
な
り｣

、
か
く
て
速
須
佐
之
男
命
は
鎮
座
し
て
神
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

荒
木
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
漂
泊
と
流
離
の
結
果
た
ち
い
た
る
べ
き
「
心
澄
ま
す
べ
き
地
」
に
、
南
島
（
＝
琉
球
諸
島
）
に
お
い

て
は
、「
島
立
ち
」｢

国
立
ち
」
に
お
い
て
選
定
さ
れ
た
「
聖
な
る
森
ウ
タ
キ
」
を
そ
の
精
神
の
中
心
に
い
た
だ
く
、
通
常
「
シ
マ
」

と
呼
ば
れ
る

前
面
を
は
る
か
南
海
上
に
ひ
ら
け
し
め
、
三
方
を
山
に
囲
ま
し
め
た
沖
積
台
地
上
に
発
達
し
た
、
き
わ
め
て
孤
立

的
、
閉
鎖
的
な

共
同
体
が
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
は
、
神か

ん

奈な

備び

山
や
御み

室む
ろ

山
と
い
っ
た
名
で
呼
ば
れ
る

お
そ
ら
く
は
ウ

タ
キ
と
同
一
の
性
格
を
そ
な
え
た
神
な
る
山
の

｢

聖
な
る
森
」(

＝｢

鎮
守
の
森｣

）
を
中
心
と
す
る
「
ム
ラ
的
共
同
体
」
が
展
開

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
成
員
に
と
っ
て
唯
一
無
二
の
場
で
あ
り
、
孤
立
的
・
閉
鎖
的
な
「
全
体
社
会
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

「
シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
の
構
造
に
つ
い
て
、
荒
木
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、

ウ
タ
キ
の
神
域
が
定
め
ら
れ
る
と
、
ウ
タ
キ
に
も
っ
と
も
近
い
麓
に
基
本
宗
家
た
る
根

ニ
イ
ド

所
ウ
ク
ル
が
建
て
ら
れ
る
。
…
…
根
所
は

ム
ラ
の
開
拓
者
、
創
立
者
の
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
を
通
じ
て
、
根
元
の
地
、
祖
先
の
地
へ
と
連
帯
す
べ
き
特
別
な
所
を
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意
味
し
て
い
た
。
根
所
が
共
同
体
に
お
い
て
絶
対
と
も
い
う
べ
き
権
威
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
は
根
所
が
聖
な
る
森
ウ
タ
キ
を

通
し
て
、
は
る
か
な
る
根
元
の
国
、
祖
霊
の
国
と
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
根
所
は
家
長
と
し
て
の
根ニ

イ

人
チ
ュ
ウ
、

と
家
長
の
妹
、
あ
る
い
は
姉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
根ニ

イ

神ガ
ン

か
ら
成
っ
て
い
る
。
根
人
は
共
同
体
の
政
治
的
主
権
者
で
あ
り
、
根
神
は

そ
の
宗
教
的
、
祭さ

い

祀し

的
主
権
者
で
あ
っ
た
。
根
所
は
共
同
体
の
基
本
宗
家
と
し
て
小
宇
宙
の
絶
対
的
主
権
を
付
与
さ
れ
た
門も

ん

閥ば
つ

で
あ
る
と
と
も
に
、
は
る
か
な
る
海
の
彼
方
に
存
在
す
る
根
元
の
国
の
権
威
に
隷
属
す
べ
き
構
造
の
二
重
性
を
保
持
し
て
い
た
。

そ
の
構
造
的
現
実
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
根
人
対
根
神
、
按
司
対
ノ
ロ
、
国
王
対
聞
得
大
君
、
と
い
う
見
事
な
対
応
関
係
は
社

会
構
造
的
に
と
う
て
い
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
…
…
こ
の
兄
対
妹
、
あ
る
い
は
弟
対
姉
と
い
う
対
応
関
係
は
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
型
に
下
か
ら
上
へ
と
縦
的
、
階
層
的
に
つ
み
あ
げ
ら
れ
て
国
王
、
聞
得
大
君
と
い
う
頂
点
の
対
応
に
い
た
る
の
で
あ

る
。

(

�)

荒
木
が
こ
う
し
た
「
シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
同
様
の
構
造
を
古
代
日
本
に
見
い
だ
す
の
は
、『
魏
志
倭
人
伝
』
に
お
け
る

卑
弥
呼
対
弟
王
の
記
述

あ
る
い
は
天
皇
対
斎
王
を
あ
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う

と
の
類
似
性
や
、
南
島
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ

イ
と
『
古
事
記
』『

日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
根
之
堅
州
国
」
な
い
し
「
根
国
」
と
の
対
応
性
な
ど
に
依
拠
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
か
く
し
て
荒
木
は
、「
水
稲
栽
培
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
の
孤
立
性
、
封
鎖
性
、
全
体
社
会
性

(

�)

換
言
す
れ
ば
「
日
本
の
共
同
体
の
神
性｣

に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
喝
破
す
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
中
心
に
は
ウ
タ
キ
に
対
応
す
る
共
同
体
の
神
が
鎮
座
し
、
そ
の
シ
マ
の
境
界
の
内
部
は
神
に
よ
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っ
て
聖
別
さ
れ
、
神
な
が
ら
の
国
魂
の
神
が
う
は
し
く
神
聖
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
特
別
の
聖
域
と
な
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
共
同
体
の
神
性
は
、
聖
な
る
森
に
鎮
座
す
る
共
同
体
の
神
と
、
そ
の
神
の
意
志
を
体
現
し
、
村
び
と
を
政
治
的
に
統

治
す
る
ム
ラ
長
と
、
共
同
体
の
神
と
同
一
化
し
、
み
ず
か
ら
も
神
と
な
り
え
た
司
祭
者
を
頂
点
と
す
る
共
同
体
構
造
の
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
ス
か
ら
生
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
シ
マ
的
共
同
体
が
さ
ら
に
上
位
の
共
同
体
（
た
と
え
ば
郡
レ
ベ
ル
の
）
に
統
合
的
に
隷

属
し
、
そ
こ
を
通
し
て
、
さ
ら
に
最
高
位
の
国
家
と
い
う
レ
ベ
ル
の
共
同
体
の
下
部
構
造
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
何
級
数

的
に
強
力
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
宿
命
を
に
な
っ
て
い
る
。
シ
マ
的
共
同
体
の
神
は
最
後
に
国
家
的
レ
ベ
ル
の
共
同
体
の
最
高

神
に
吸
収
、
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
国
家
的
最
高
神
と
自
己
同
一
化
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
独
自
の
絶
対
化
を
遂
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
う
し
た
荒
木
の
「
日
本
的
共
同
体
」(

＝｢
シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス｣

）
へ
の
理
解
が
、
第
三
章
で
み
た
湯
浅
泰
雄
が
「
二
重

の
祭
事
的
統
一
」
の
底
層
に
見
い
だ
し
た

タ
イ
の
伝
統
的
農
耕
社
会
に
さ
え
比
肩
さ
れ
え
、
未
開
宗
教
と
し
て
の
ア、
ニ、
ミ、
ズ、
ム、

や
マ、
ナ、
イ、
ズ、
ム、
の
特
徴
を
も
つ
「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
に
対
す
る
畏
怖
の
心
情
こ
そ
が
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き

そ
れ
と
は
、
大
き

く
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
荒
木
の
「
日
本
的
共
同
体
」(

＝｢

シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス｣

）
は
む
し
ろ
、

和
辻
が
そ
の
本
質
を
「
無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、
」
と
し
て
把
握
し
た
「
清
明
心
の
道
徳
」
の
母
胎
た
る
「
感
情
融
合
的
な
共
同

体
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
あ
る
ま
い
。

し
か
し
湯
浅
が
和
辻
の
議
論
に
対
し
て
、「
清
明
心
を
人
間
関
係
を
支
配
す
る
道
徳
意
識
の
問
題
、
つ
ま
り
個
と
全
体
の
関
係
と
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し
て
の
み
と
ら
え
、
こ
の
観
念
が
元
来
神、
と、
人、
間、
の、
関、
係、
、
つ
ま
り
超
越
的
な
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
を
母
胎
と
し
て
生
れ
た
宗、
教、

意、
識、
の、
産、
物、
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判

(

�)

を
投
げ
か
け
て
い
た
こ
と
を
思
い
お
こ
す
な
ら
ば
、
荒
木
の
議
論
は

和
辻
の
そ
れ
以、
上、
に
「
感
情
融
合
的
な
共
同
体
」
に
お
け
る
「
神、
と、
人、
間、
と、
の、
関、
係、
」
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
荒
木
は
、
こ
う
し
た
「
日
本
的
共
同
体
」(

＝｢

シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス｣

）
に
お
け
る
神

す
な
わ
ち
、
聖
な
る

森
に
鎮
座
す
る
共
同
体
の
神

な
る
も
の
を
い
か
な
る
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
湯
浅
が
見

い
だ
し
た
よ
う
な
ア、
ニ、
ミ、
ズ、
ム、
や
マ、
ナ、
イ、
ズ、
ム、
の
特
徴
を
も
つ
「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

荒
木
は
、「
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
霊
的
神
」
と
「
共
同
体
の
神
」
と
の
峻、
別、
を
も
と
め
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す

な
わ
ち
、ア

ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
霊
は
共
同
体
の
垣
を
越
え
て
山
野
に
跳

ち
ょ
う

梁
り
ょ
う
す
る
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
人
の
自
然
認
識
の

態
度
、
自
然
と
の
か
か
わ
り
方
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
共
同
体
の
神
は
、
等
質
的
共
同
体
の
神
と
い
う
あ

り
方
、
機
能
の
な
か
で
日
本
的
普
遍
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
所
与
の
共
同
体
に
の
み
示
現
す
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
も
っ
と
も
個
別
的
、
閉
鎖
的
な
神
で
あ
っ
た
。
日
本
の
神
の
創
造
の
は
た
ら
き
は
一
定
の
空
間
的
限
界
を
も
っ
て
い
て
、

そ
の
境
界
の
外
に
お
よ
ば
ず
、
ク
ヌ
チ
の
神
は
ク
ヌ
チ
の
人
草
に
の
み
恵
み
を
与
え
、
ク
ヌ
チ
の
人
草
か
ら
の
み
祭
り
を
受
け

た
と
す
る
石
田
一
良
氏
の
考
え
方
は
、
ま
さ
に
日
本
の
神
が
共
同
体
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
別
の
言
葉
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

法と政治 59巻 2号 (2008年 7月)

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
考
（
一
）

531

九
七



日
本
の
神
は
共
同
体
と
と
も
に
存
在
し
、
共
同
体
と
と
も
に
消
滅
し
て
し
ま
う
。
ふ
た
た
び
い
う
な
ら
ば
日
本
の
神
は
共
同

体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
の
論
理
、
意
志
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)
そ
れ
で
は
、
湯
浅
が
い
う
よ
う
な
「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
で
は
な
く
、「
共
同
体
そ
の
も
の
と
し
て
の
神｣

と
人
間
と
の
関
係
で

と
ら
え
ら
れ
た
「
清
明
心｣

＝｢

清
み
明
き
心
」
と
は
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
「
清
み

明
き
心
」
と
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」(

＝｢

澄
み
」
に
由
来
す
る
称
号
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
と
し
て
の
天
皇
と
の
関
係
と
は
、
荒
木
に
よ

っ
て
い
か
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
よ
い
よ
そ
こ
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

第
三
節
「
清
み
明
き
心
」
と
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」

荒
木
に
よ
れ
ば
、「
日
本
的
共
同
体
」(
＝｢
シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス｣

）
に
お
け
る
神

す
な
わ
ち
、
聖
な
る
森
に
鎮
座
す
る

共
同
体
の
神

と
は
、「
共
同
体
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、「
共
同
体
の
論
理
、
意
志
そ
の
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
こ
う
し
た
神
は
、「
個
の
論
理
の
完
全
な
否
定
の
上
に
示
現
す
る
と
い
う
宿
命
を
に
な
っ
て
い
る
」
の
だ
と
荒
木
は
い
う
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
完
全
な
る
否
定
は
、
共
同
体
論
理
の
完
全
な
る
肯
定
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
日
本
の
神
は
、

個
の
論
理
の
完
全
な
る
否
定
、
共
同
体
論
理
の
完
全
な
る
肯
定
の
う
え
に
示
現
す
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
る
属
性
を
付

与
さ
れ
て
た
ち
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
神
が
私
的
性
格
を
廃
棄
し
た
き
わ
め
て
没
個
性
的
な
存
在
と
し
て
示
現
す
る
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の
も
、
こ
う
い
っ
た
、
日
本
の
神
が
共
同
体
論
理
の
完
全
な
肯
定
の
う
え
に
の
み
存
在
し
て
い
る
と
い
う
日
本
的
事
情
に
よ
っ

て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
共
同
体
の
成
員
の
心
の
総
合
と
し
て
の
論
理
の
絶
対
性
は
、
理
論
的
に
成
立
し
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
共
同
体
の
論
理
が
、
縦
的
に
上
位
共
同
体
の
な
か
に
自
己
否
定
的
止
揚
を
と
げ
て
ゆ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に

あ
っ
て
は
、
共
同
体
の
論
理
そ
れ
自
体
が
没
個
性
的
で
あ
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
日
本
の
神
は
祀
る
側

に
、
神
論
理
へ
の
絶
対
的
帰
依
と
し
て
の
没
個
性
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
み
ず
か
ら
も
そ
の
個
性
を
止
揚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
全
き
清
浄
さ
を
誇
っ
て
い
る
か
に
思
え
る
。

(

�)

先
に
み
た
よ
う
に
、
荒
木
が
日
本
人
に
と
っ
て
の
最
高
の
価
値
と
し
て
見
い
だ
し
た
「
清
ら
か
さ
」｢

い
さ
ぎ
よ
さ
」
と
は
、「
共

同
体
の
存
在
論
理
の
前
に
、
完
全
に
個
を
揚よ

う

棄き

せ
ん
と
す
る
自
己
否
定
の
す
が
す
が
し
さ
に
、
還
元
で
き
る
も
の
で
あ
る
」

(

�)

と
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
荒
木
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
自
己
否
定
の
す
が
す
が
し
さ｣

、
個
性
を
止
揚
し
た
「
全
き
清
浄
さ
」
こ
そ
が
、

「
清
明
心｣

＝｢

清
み
明
き
心
」
の
核
心
を
な
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
「
住
む｣

＝｢

澄
む
」
と
い
う
問
題
に
よ
っ
て
も
換
言
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、

日
本
に
あ
っ
て
は
、
…
…
「
住
む
」
こ
と
は
す
な
わ
ち
「
澄
む
」
こ
と
で
あ
り
、「
澄
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
神
と
と
も
に
一

つ
に
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
神
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
人
が
「
澄
む
」
こ
と
に
最
高
の
価
値
を
見
て
き
た
の

は
「
澄
む
」
こ
と
が
神
の
論
理
へ
の
絶
対
的
な
帰
依
を
意
味
し
て
い
る
と
と
も
に
、「
澄
む
」
こ
と
が
神
そ
の
も
の
の
属
性
に

つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(

�)
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も
は
や
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
定
着
す
る
こ
と
が
汚
れ
を
浄
化
し
、
心
を
ひ
た
す
ら
に
鎮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
、
あ
る

い
は
共
同
体
の
絶
対
的
論
理
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
の
な
い
自
明
の
も
の
と
な
っ

た
。「
あ
か
く
、
た
ヾ
し
き
心
」
と
は
、
…
…
共
同
体
の
論
理
に
、
あ
る
い
は
天
皇
の
論
理
に
、
ひ
い
て
は
神
の
論
理
に
一
片

の
疑
い
も
さ
し
は
さ
む
こ
と
な
く
帰
順
す
る
心
を
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
荒
木
に
と
っ
て
、「
清
明
心｣

＝｢

清
み
明
き
心
」
と
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

日
本
的
共
同
体
は
、
お
そ
ら
く
原
初
的
に
は
、
中
心
に
聖
な
る
森
ウ
タ
キ
を
頂
き
、
ウ
タ
キ
に
直
属
す
る
根
所
の
根
人
、
根

神
の
、
神
の
意
志
を
体
し
た
絶
対
的
支
配
体
制
の
も
と
に
、
神
へ
の
私
心
な
き
帰
依
を
誓
っ
た
民
草
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
き
わ
め
て
特
別
な
神
聖
共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
民
草
は
神
へ
の
絶
対
的
帰
依
、
一
点
の
私
心
も

さ
し
は
さ
ま
な
い
心
、
す
な
わ
ち
、「
す
み
あ
か
き
心
」
を
イ
デ
ー
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
日
本
の
神
は
、
個
性

の
全
き
否
定
の
上
に
た
っ
た
「
す
み
あ
か
き
心
」
の
み
に
示
現
し
給
う
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

荒
木
の
「
清
明
心｣

＝｢

清
み
明
き
心
」
も
ま
た
、
和
辻
の
「
清
明
心
の
道
徳
」
と
同
様
に
、「
個
性
の
全
き
否
定｣

＝｢

無
私
性
」

を
本
質
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
和
辻
の
「
個
と
全
体
と
の
関
係
」
を
軸
に
と
ら
え
ら
れ
た
「
感
情
融
合
的
な
共
同
体
」
に
お

け
る
「
無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
神
と
人
間
と
の
関
係
」
を
軸
に
と
ら
え
ら
れ
た
「
神
聖
共
同
体
」
に
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お
け
る
そ
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
荒
木
の
「
シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
し
て
の
「
神
聖
共
同
体
」
の
絶
対
性
が
、「
シ
マ
か
ら
上
位
共
同
体

へ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
最
高
位
の
共
同
体
へ
と
い
う
縦
的
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
で
幾
何
級
数
的
な
力
を
与
え
ら
れ
て
ゆ
く
」

(

�)

の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
「
澄
む
」
に
由
来
す
る
「
ス
メ
」
を
そ
の
名
に
頂
く
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」(

＝
天
皇
）

が
位
置
す
る
こ
と
と
な
る
の
も
至
極
当
然
の
こ
と
だ
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま
さ
に
「『

澄
む
』
意
を
内
包
し
て
い
る
ス
メ

神
、
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
こ
そ
、
清
浄
の
価
値
の
頂
点
に
立
つ
神
の
論
理
そ
の
も
の
を
指
示
し
て
い
る
語
」

(

�)

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
荒
木
は

和
辻
と
同
様
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
と
な
る

｢

か
く
て
清
明
心
、
浄
き
心
、
あ
か
き
心

は
、
神
と
し
て
の
天
皇
へ
の
私
心
な
き
忠
誠
心
を
い
う
の
で
あ
っ
た｣

と
。

こ
う
し
て
柳
田
以
来
の
民
俗
学
の
南
島
（
＝
琉
球
諸
島
）
の
民
俗
へ
の
関
心
と
和
辻
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
と
の
接
点
に
立
つ

荒
木
の
議
論
は
、
い
く
つ
か
の
微
妙
な
ズ
レ
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、「
天
皇
へ
の
私
心
な
き
忠
誠
心
」
と
い
う
和
辻
と
同
様
の
結

論
へ
と
収
斂
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
南
島
（
＝
琉
球
諸
島
）
へ
の
関
心
が
、
赤
坂
憲
雄
が
垣
間
見
た
「
日
本

ヤ
マ
ト

の
島
々

沖
縄
の
島
々

太
平
洋
上
の
島
々
と
連

な
る
�
島
々
の
史
学
�」
の
「
可
能
性
」
へ
と
開
か
れ
る
時
が
い
つ
か
訪
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
「
清
明
心
」
像
が

結
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
拙
稿
「『

古
層
』
と
『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
の
一
接
点
に
関
す
る
覚

書
き

」
で
指
摘
し
た
石
母
田
正
の
議
論

(

�)

を
思
い
起
こ
す
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
荒
木
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質
な
何
も
の
か
が

隠
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
本
稿
の
議
論
の
到
底
及
び
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
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(

�)

関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。

(
�)

関
西
学
院
大
学
法
政
学
会
『
法
と
政
治
』
第
五
六
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
〇
五
年
六
月
、
所
収
。

(
�)
丸
山
『
自
己
内
対
話』

、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
。

(

�)
同
前
、
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

(

�)
『

丸
山
眞
男
集
』(

以
下
『
集
』
と
略
す
）
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
所
収
。

(

�)

同
前
、
六
―
七
頁
。

(

�)

同
前
、
三
一
頁
。

(

�)
『

集
』
第
十
二
巻
、
一
三
七
頁
。

(

	)

同
前
、
一
三
八
頁
。

(


)

同
前
、
一
四
六
頁
。

(

�)
『

集
』
第
十
二
巻
、
所
収
。

(

�)
『

集
』
第
十
巻
、
五
六
頁
。

(

)

丸
山
は
「
原
型
・
古
層
・
執
拗
低
音
」
の
中
で
、
倫
理
意
識
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
を
論
じ
た
英
文
原
稿
の
存
在
に
言
及
し
て
い

る

(『

集
』
第
十
二
巻
、
一
五
五
頁
）
が
、
い
ま
だ
公
開
は
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�)

全
七
冊
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
―
二
〇
〇
〇
年
、
以
下
『
講
義
録
』
と
略
す
。

(

�)
『

集
』
第
十
二
巻
、
一
五
〇
頁
。

(

�)

同
前
、
一
四
九
頁
。

(

�)
『

講
義
録
﹇
第
七
冊]』

、
五
〇
頁
。

(

�)
『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
所
収
。

(

�)

古
川
哲
史
、
同
第
十
三
巻
「
解
説｣

、
四
九
八
頁
。

(

�)

和
辻
哲
郎
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
。『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
第
十
三
巻
、
所
収
。
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(

�)
『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
九
四
頁
。

(
�)

同
前
。

(
�)
相
良
亨
、
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
八
〇
年
。

(

�)
清
水
正
之
、
ペ
リ
カ
ン
社
、
二
〇
〇
五
年
。

(

�)

湯
浅
泰
雄
、
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
。

(

�)

荒
木
博
之
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
六
年
。

(

�)

長
山
恵
一
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
。

(

�)

姜
尚
中
『
思
考
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム』

、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
四
三
頁
。

(

	)

同
前
、
一
四
六
頁
。

(


)

同
前
。

(

�)

古
川
哲
史
に
よ
る
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
三
巻
及
び
第
十
四
巻
の
「
解
説
」
を
参
照
。

(

�)
『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
三
頁
。

(

)

同
前
、
七
頁
。

(

�)

同
前
、
一
四
頁
。

(

�)

同
前
、
一
八
頁
。

(

�)

同
前
、
二
〇
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
二
〇
―
二
一
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
頁
。

(

�)

同
前
。
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(

�)

同
前
、
一
三
―
一
四
頁
。

(
�)

同
前
、
一
三
頁
。

(
�)
同
前
、
二
一
頁
。

(

�)
『

集
』
第
十
二
巻
、
一
三
七
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
八
頁
。

(

�)
『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
二
一
―
二
六
頁
。

(

�)

同
前
、
二
六
頁
。

(

�)

同
前
、
二
七
頁
。

(

	)

同
前
、
五
五
頁
。

(


)

同
前
、
五
三
頁
。

(

�)

同
前
、
三
〇
―
三
三
頁
。

(

�)

同
前
、
三
三
頁
。

(

)

同
前
、
四
五
―
四
六
頁
。

(

�)

同
前
、
四
四
―
四
五
頁
。

(

�)

同
前
、
四
四
頁
。

(

�)

同
前
、
四
七
―
四
八
頁
。

(

�)

同
前
、
四
八
頁
。

(

�)

同
前
、
四
九
―
五
一
頁
。

(

�)

同
前
、
五
一
―
五
三
頁
。

(

�)

同
前
、
五
三
―
五
四
頁
。

(

�)

同
前
、
五
五
頁
。
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(

�)

同
前
、
五
七
頁
。

(
�)

同
前
、
五
六
頁
。

(
�)
同
前
、
五
五
―
五
六
頁
。

(

�)
同
前
、
五
八
頁
。

(

�)

同
前
、
五
九
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
六
三
頁
。

(

�)

同
前
、
六
七
頁
。

(

	)

同
前
、
六
五
―
六
六
頁
。

(


)

同
前
、
六
六
頁
。

(

�)

同
前
、
六
七
頁
。

(

�)

同
前
。

(

)

同
前
。

(

�)

同
前
、
六
八
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
七
三
頁
。

(

�)

同
前
、
七
四
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
七
七
頁
。

(

�)

同
前
、
七
九
頁
。

(

�)
『

講
義
録
﹇
第
七
冊]』

、
五
三
頁
以
下
。
な
お
『
講
義
録
﹇
第
四
冊]

』
に
お
い
て
も
「
災
厄
観
と
罪
観
念
」
の
重
畳
の
問
題
と
し
て
、
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[

第
七
冊
﹈
と
同
様
の
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

(
�)

『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
八
〇
頁
。

(
�)
同
前
。

(

�)
同
前
。

(

�)

同
前
、
八
一
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
八
二
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
。

(

	)

同
前
、
八
二
―
八
三
頁
。

(


)

同
前
、
八
三
頁
。
こ
う
し
た
「
滅
私
奉
公
」
の
論
理
の
現
代
に
お
け
る
展
開
を
、
真
正
面
か
ら
批
判
し
よ
う
と
し
た
も
の
こ
そ
、
丸

山
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」(『
集
』
第
三
巻
、
所
収
）
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
え
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(

�)

同
前
、
八
四
頁
。

(

�)

同
前
、
八
九
頁
。

(

)

同
前
、
九
四
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
。

(

�)

相
良
前
掲
書
。

(

�)

同
前
、
一
頁
。

(

�)

同
前
。
相
良
の
『
誠
実
と
日
本
人
』
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
周
知
の
よ
う
に
「『

誠
実
』
の
克
服
を
求
め
て
」
と
い
う
副
題
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
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(

�)

同
前
、
一
―
二
頁
。

(
�)

同
前
、
七
―
一
〇
頁
。

(
�)

『

集
』
第
三
巻
、
所
収
。

(

�)
同
前
、
二
三
頁
。

(

�)

同
前
、
二
五
頁
。

(

�)

同
前
、
三
二
頁
。

(

�)

同
前
、
一
九
頁
。

(

�)

同
前
、「
日
本
に
お
け
る
自
由
意
識
の
形
成
と
特
質｣

、
一
六
一
頁
。

(

	)

丸
山
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
。

(


)

同
前
、
二
四
二
頁
。

(

�)

同
前
、
八
六
頁
。
な
お
「
他
者
感
覚
の
欠
如
」
と
「
開
か
れ
て
い
る
精
神
」
を
め
ぐ
る
丸
山
の
議
論
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
著
『
丸

山
眞
男

近
代
主
義
の
射
程

』
の
第
五
章
及
び
終
章
、
並
び
に
拙
稿
「『

第
四
の
開
国
』
と
『
開
か
れ
て
い
る
精
神』

グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
日
本
人
の
課
題

」(
関
西
学
院
大
学
法
政
学
会
『
法
と
政
治
』
第
五
十
三
巻
第
三
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

相
良
前
掲
書
、
三
七
頁
以
下
。

(

)

同
前
。

(

�)

同
前
、
三
八
頁
。

(

�)

同
前
、
三
八
―
四
〇
頁
。

(

�)

同
前
、
四
〇
頁
。

(

�)

同
前
、
四
二
頁
。

(

�)

同
前
、
五
八
―
五
九
頁
。

(

�)

同
前
、
五
九
頁
。

法と政治 59巻 2号 (2008年 7月)

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
考
（
一
）

541

一
〇
七



(

�)

同
前
、
六
四
―
六
五
頁
。

(
�)

同
前
、
六
五
頁
。

(
�)
同
前
、
六
六
頁
。
相
良
は
こ
こ
で
、
和
辻
の
「
普
遍
的
道
徳
と
国
民
的
道
徳
」
へ
の
参
照
を
促
し
て
い
る
。

(

�)
同
前
。

(

�)

同
前
、
六
六
―
六
七
頁
。

(

�)

清
水
前
掲
書
、
二
三
二
頁
。

(

�)

同
前
、
二
三
六
―
二
三
七
頁
。

(

�)

同
前
、
二
三
八
頁
。

(

	)
『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
一
四
頁
。

(


)

同
前
、
七
四
頁

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
八
三
頁
。

(

)

同
前
、
八
一
頁
。

(

�)

同
前
、
八
一
―
八
二
頁
。

(

�)

日
本
古
典
文
學
体
系
『
日
本
書
紀
上』

、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
一
〇
五
頁
。
た
だ
し
、
以
下
引
用
に
お
い
て
は
、
一
部
旧
字

体
を
新
字
体
に
改
め
る
。

(

�)

同
前
、
一
〇
七
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
一
〇
九
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
一
頁
。

(

�)

同
前
。
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(

�)

相
良
前
掲
書
、
三
八
頁
。

(
�)

日
本
古
典
文
學
体
系
『
古
事
記
祝
詞』

、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
七
四
―
七
六
頁
。
た
だ
し
、
以
下
引
用
に
お
い
て
は
、
一
部

旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
る
。

(

�)
同
前
、
七
八
頁
。

(

�)

さ
し
あ
た
り
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
達
成

そ
の
論
理
と
方
法

』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年)

、
同
『
古
事
記
の

世
界
観
』(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年)

、
同
『
古
事
記

天
皇
の
世
界
の
物
語

』(

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
五
年)

、
同

『

古
事
記
と
日
本
書
紀

｢

天
皇
神
話
」
の
歴
史

』(

講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
九
年)

、
同
『
複
数
の
「
古
代｣

』(

講
談
社
現
代

新
書
、
二
〇
〇
七
年)
、
お
よ
び
水
林
彪
『
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り
新
訂
版
』(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
を
参
照
。

(

�)

相
良
前
掲
書
、
三
九
頁
。

(

�)

同
前
、
三
八
―
三
九
頁
。

(

�)

清
水
前
掲
書
、
二
三
八
頁
。

(

�)
『

集
』
第
十
巻
、
六
―
七
頁
。

(

	)

米
谷
「
丸
山
真
男
の
日
本
批
判｣

、『

現
代
思
想
』
第
二
二
巻
、
第
一
号
、
一
九
九
四
年
、
一
五
四
頁
。

(


)
『

和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
六
七
頁
。

(

�)

同
前
、
六
八
頁
。

(

�)

同
前
。

(

)

同
前
、
八
八
―
八
九
頁
。

(

�)

同
前
、
九
四
頁
。

(

�)

相
良
前
掲
書
、
二
頁
。

(

�)

同
前
、
一
―
二
頁
。

(

�)

同
前
、
四
〇
頁
。
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(

�)

同
前
、
六
六
頁
。

(
�)

同
前
。

(
�)
同
前
、
六
六
―
六
七
頁
。

(

�)
同
前
、
一
頁
。

(

�)

湯
浅
前
掲
書
、
四
一
三
―
四
一
四
頁
。

(

�)

同
前
、
四
八
―
四
九
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
五
〇
頁
。

(

	)

同
前
、
五
一
頁
。

(


)

武
田
清
子
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
。
な
お
本
書
は
、「
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
と
し
て
も

再
刊
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
『

集
』
第
十
二
巻
、
所
収
。

(

�)

武
田
編
前
掲
書
、
一
―
二
頁
。

(

)

同
前
、
一
三
三
頁
。

(

�)

同
前
、
七
頁
。

(

�)

同
前
、
八
九
頁
。『
集
』
第
十
二
巻
、
一
〇
七
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。『
集
』
第
十
二
巻
、
一
四
六
頁
。

(

�)
『

集
』
第
十
一
巻
、
一
八
一
頁
。

(

�)
『

集
』
第
十
巻
、
三
一
頁
。

(

�)

湯
浅
前
掲
書
、
一
二
頁
。

(

�)

同
前
、
四
四
―
四
五
頁
。
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(

�)
『

集
』
第
十
二
巻
、
一
三
七
頁
。

(
�)

同
前
、
一
四
一
―
一
四
二
頁
。

(
�)
湯
浅
前
掲
書
、
一
三
頁
。

(

�)
同
前
、
一
一
七
頁
。

(

�)

同
前
、
二
三
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
二
五
頁
。

(

�)

同
前
、
九
一
―
九
二
頁
。

(

	)

同
前
、
九
八
頁
。
な
お
文
中
の
和
辻
か
ら
の
引
用
は
、『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
七
四
頁
に
よ
る
。

(


)

同
前
、
九
九
頁
。
な
お
文
中
の
三
品
彰
英
の
議
論
に
つ
い
て
は
、『
日
本
神
話
論』

、
三
品
彰
英
論
文
集
第
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七

〇
年
を
参
照
。

(

�)

同
前
、
一
九
頁
。

(

�)

同
前
、
二
〇
―
二
一
頁
。

(

)

同
前
、
二
一
―
二
二
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
一
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
〇
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
一
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
三
四
―
三
五
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
二
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
三
頁
。
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(

�)

同
前
、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
。

(
�)

吉
田
「
律
令
制
と
村
落｣

、
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
３』

、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
所
収
。

(
�)
湯
浅
前
掲
書
、
一
〇
五
―
一
〇
七
頁
。

(

�)
同
前
、
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
一
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
一
頁
以
下
。
和
辻
の
議
論
に
も
言
及
す
る
そ
の
重
要
な
論
点
を
引
用
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。「
水
野
浩
一

氏
は
タ
イ
社
会
を
支
配
す
る
論
理
を
『
間
柄
の
理
論
』
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
強
力
な
集
団
的
権
威
も
強
力
な
個
人
も
な
く
、
自
分

を
中
心
と
し
て
放
射
状
に
ひ
ろ
が
る
二、
人、
関、
係、
の、
全、
体、
を
意
味
す
る
。
こ
の
『
間
柄
』
と
い
う
言
葉
は
、
私
に
は
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
で

い
う
『
間
柄
』
と
い
う
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
は
全
く
ち
が
う
。
和
辻
の
い
う
『
間
柄
』
は
、
人
間
関
係
を

全
体
と
し
て
つ
つ
む
『
場
』
の
力
関
係
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
『
場
』
に
お
い
て
全
体
は
個
人
が
相
互
否
定
的
に
対
抗
す
る
弁
証
法
的

関
係
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
和
辻
の
い
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
全
体
は
個
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
全
体
と
し
て
存
立
し
、

個
は
全
体
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
立
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
は
、
個
は
全
体
に
帰
属
し
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、『
場
』
と
し
て
の
『
間
柄
』
の
論
理
と
力
が
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
と
人
の
『
間
』
に
生
き
る
存
在
と
し
て
の
『
人
間、
』
の
本
質

が
あ
る
、
と
い
う
の
が
和
辻
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
間
柄
』
の
論
理
は
、
日
本
の
伝
統
社
会
、
特
に
『
家
』
と
『
村
』
に
示

さ
れ
る
共
同
体
規
制
の
つ
よ
い
近
世
農
村
の
歴
史
的
生
の
様
式
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
み
れ
ば
適
切
な
感
じ
を
与
え
る
。
和
辻
の
倫
理
学

が
『
日
本
的
』
と
か
『
保
守
的
』
と
評
さ
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
タ
イ
の
伝
統
社
会
で
は
全
く
異
質
な
『
間
柄
』
の
論
理
が

支
配
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
論
理
が
日
本
の
古
代
農
村
の
パ
タ
ー
ン
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
こ
ろ
に
興
味
が
も
た
れ
る
の
で
あ
る
」

(

同
前
、
一
一
三
頁)

。

(

�)

同
前
、
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
六
―
一
一
七
頁
。

(

	)

同
前
、
一
一
八
頁
。
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(

�)

同
前
、
一
一
七
―
一
一
八
頁
。

(
�)

同
前
、
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

(
�)
同
前
、
一
二
二
頁
。

(

�)
同
前
、
一
二
一
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
一
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
三
頁
。

(

�)

同
前
、
一
二
一
頁
。

(

	)

同
前
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

(


)

同
前
、
一
二
四
頁
。

(

�)

同
前
、
一
二
五
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
七
頁
。

(

)

荒
木
前
掲
書
。

(

�)

丸
山
『
自
己
内
対
話』

、
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

(

�)

荒
木
前
掲
書
、
三
頁
。

(

�)

同
前
、
四
―
五
頁
。

(

�)

同
前
、
一
二
頁
。

(

�)

同
前
、
二
一
―
二
二
頁
。

(

�)

同
前
、
二
四
頁
。

(

�)

同
前
、
一
五
八
頁
。

(

�)

同
前
。
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(

�)

同
前
、
三
一
頁
。

(
�)

同
前
。

(
�)
同
前
、
三
八
―
三
九
頁
。

(

�)
同
前
、
三
九
頁
。

(

�)

村
井
紀
『
新
版
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
生

柳
田
国
男
と
植
民
地
主
義

』

、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、
四
頁
。

(

�)

村
井
前
掲
書
、
参
照
。

(

�)

赤
坂
憲
雄
『
海
の
精
神
史

柳
田
国
男
の
発
生

』

、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
頁
。

(

�)

同
前
、
五
六
二
頁
。

(

	)

同
前
、
五
七
三
頁
。

(


)

赤
坂
『
山
の
精
神
史

柳
田
国
男
の
発
生

』

、
小
学
館
、
一
九
九
一
年
、
同
『
漂
泊
の
精
神
史

柳
田
国
男
の
発
生

』

、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
お
よ
び
同
前
掲
書
、
参
照
。

(

�)

赤
坂
前
掲
書
、
五
五
七
頁
。

(

�)

同
前
、
五
五
三
―
五
五
四
頁
。

(

)

同
前
、
五
五
四
―
五
五
五
頁
。

(

�)

荒
木
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
四
頁
。

(

�)

西
郷
信
綱
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
考｣

、『

神
話
と
国
家

古
代
論
集

』

、
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
、
所
収
、
参
照
。

(

�)

荒
木
前
掲
書
、
一
三
二
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
一
三
五
―
一
三
六
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
七
―
一
三
八
頁
。
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(

�)

同
前
、
一
一
八
―
一
一
九
頁
。

(
�)

同
前
、
一
一
二
―
一
一
三
頁
。

(
�)
こ
れ
に
関
す
る
荒
木
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
荒
木
『
日
本
人
の
行
動
様
式

他
律
と
集
団
の
論
理

』

、
講
談
社
現
代
新
書
、

一
九
七
三
年
、
参
照
。

(

�)

荒
木
『
日
本
人
の
心
情
倫
理』

、
一
一
九
頁
―
一
二
〇
頁
。

(

�)

湯
浅
前
掲
書
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

(

�)

荒
木
前
掲
書
、
一
二
一
―
一
二
二
頁
。
な
お
、
石
田
一
良
「
神
道
の
思
想｣

、
日
本
の
思
想
14
『
神
道
思
想
集』

、
筑
摩
書
房
、
一
九

七
〇
年
、
参
照
。

(

�)

同
前
、
一
二
六
頁
。

(

�)

同
前
、
五
頁
。

(

	)

同
前
、
一
三
八
頁
。

(


)

同
前
、
一
三
九
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。

(

�)

同
前
、
一
二
七
頁
。

(

)

同
前
、
一
五
九
頁
。

(

�)

拙
稿
「『

古
層
』
と
『
飛
礫』

丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
の
一
接
点
に
関
す
る
覚
書
き

｣

、
一
〇
〇
頁
以
下
、
参
照
。
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On KIYOKI-AKAKI-KOKORO : An Essay on the

Basso Ostinato of Japanese Ethical Consciousness (1)

Koji TOMIDA

Preface

１. Teturo WATUJI and His Theory of SEIMEISIN

Morality of SEIMEISIN in WATUJI’s “History of Japanese Ethical

Thought”

National Unification in Ancient Japan as the Religious

Morality of SEIMEISIN as Ethical Thought

２. Evolution of the Theory of SEIMEISIN

Toru SAGARA and the Problem of Honesty

Morality of SEIMEISIN and His Argument on Honesty

Absence of the Absolute Being

３. Succession of the Theory of SEIMEISIN

Morality of SEIMEISIN and Yasuo YUASA’s Psycho-History

Ancient Japanese Shinto as the Tribal Religion

Morality of SEIMEISIN and the Sense of Beauty in Ancient Japan

４. Japanese Folklore and Morality of SEIMEISIN

Ancient Ryukyuan KIYORA and Morality of SEIMEISIN

SUMU (live)＝SUMU (settle) and the Island Microcosm

SUMIKIYOKI-KOKORO and SUMERAMIKOTO (Ancient Japanese

Emperors)




