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倫
理
的
価
値
意
識
の
「
古
層
＝
執
拗
低
音
」
を
め
ぐ
る
一
考
察

冨

田

宏

治

目

次

は
じ
め
に

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
」

第
二
節
「
祭
り
事
の
統
一
」
と
し
て
の
国
民
的
統
一

第
三
節

倫
理
思
想
と
し
て
の
「
清
明
心
の
道
徳
」

第
二
章
「
清
明
心
」
論
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展
開

第
一
節

相
良
亨
と
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誠
実
」
の
問
題

第
二
節
「
清
明
心
」
と
「
誠
実｣

和
辻
／
相
良
の
連
続
と
断
絶

第
三
節
「
絶
対
者
」
の
不
在

第
三
章
「
清
明
心
」
論
の
継
承

第
一
節

歴
史
心
理
学
と
「
清
明
心
」
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第
二
節

部
族
宗
教
と
し
て
の
「
古
代
神
道
」

第
三
節
「
清
明
心
」
の
道
徳
と
美
意
識

補

論
「
清
明
心
」
と
民
俗
学

第
一
節
「
清
ら
」
と
「
清
明
心
」

第
二
節
「
住
む｣

＝｢

澄
む
」
と
「
シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」

第
三
節
「
清
み
明
き
心
」
と
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」(

以
上
、
第
五
九
巻
第
二
号
）

第
四
章

倫
理
意
識
の
「
原
型
」

第
一
節
『
丸
山
眞
男
講
義
録
』
と
「
原
型
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)

」
論

第
二
節

思
考
様
式
の
原
型

プ
ロ
ト
タ
イ
プ(

一
九
六
四
年
度
講
義
）

第
三
節

深
層
に
沈
殿
し
た
思
考
様
式
・
世
界
像
（
一
九
六
六
年
度
講
義
）

第
四
節

倫
理
意
識
の
「
原
型
」(

一
九
六
七
年
度
講
義
）

第
五
章

ス
サ
ノ
オ
神
話
と
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」

第
一
節
『
古
事
記
』『

日
本
書
紀
』
の
異
同
と
ス
サ
ノ
オ
神
話

第
二
節

須
佐
之
男
（『

古
事
記』
）
と
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」

第
三
節

素
戔
嗚
（『

日
本
書
紀
（
本
文)』
）
と
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」

第
四
節
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
（
本
文)
』
の
異
同
の
意
義

第
五
節

ス
サ
ノ
オ
神
話
の
異
同
と
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」(

以
上
、
第
五
九
巻
第
四
号)

第
六
章

｢

清
明
心
の
道
徳
」
の
系
譜
と
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」

第
一
節

｢

共
同
体
的
な
る
も
の｣

と

｢

清
明
心
の
道
徳｣

第
二
節

ア
ニ
ミ
ズ
ム
・
マ
ナ
イ
ズ
ム
と

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

第
三
節

超
越
的
絶
対
者
と

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣



第
六
章

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
系
譜
と

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

第
一
節

｢
共
同
体
的
な
る
も
の｣

と

｢

清
明
心
の
道
徳｣

本
稿
の
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
に
お
け
る
検
討
に
よ
っ
て
、
丸
山
が
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
抽
出
せ

ん
と
し
て
い
た

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

な
る
も
の
が
、『

古
事
記』

の
須
佐
之
男
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な

｢

心、
情、
と、

動、
機、
の、
純、
粋、
性、｣

、｢

善
悪
以
前｣

の
純、
粋、
な、
無、
垢、
性、
の
無
条
件
的
な
肯
定
を
内
容
と
す
る
価
値
意
識
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
丸
山
の

『

講
義
録』

か
ら
読
み
と
れ
る

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
か
ら

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
へ
の
展
開
の

方
向
性
か
ら
も
、
ま
た
、『

古
事
記』

お
よ
び

『

日
本
書
紀』

神
代
本
文
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
分
析
か
ら
も
明
白
で
あ
る
と
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
こ
の

｢
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

に
つ
い
て
語
ら
れ
た
丸
山
自
身
の

｢

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
…
…
、

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

(

�)｣

と
い
う
言
明
と
も
一
致
す
る

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

本
稿
の
第
一
章
以
下
で
検
討
し
た
和
辻
哲
郎
ら
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
こ
に

｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、

依、｣

と
い
う
本
質

す
な
わ
ち
、｢

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
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む
す
び
に
か
え
て

(

以
上
、
本
号)



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

(

�)｣

と
理
解
さ

れ
た
そ
れ

を
見
い
だ
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
和
辻
ら
の
議
論
は

た
し
か
に

『

日
本
書
紀』

神
代
本
文
に
お
け
る

｢

�
心｣

｢
濁
心｣

の
否
定
形
と
み
な
す
理
解
は
可
能
で
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
の

『

古
事
記』

や

『

日
本
書
紀』

神
代

本
文
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
検
討
か
ら
は
、
必
ず
し
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
導
き
だ
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
丸
山
の

｢
原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
に
お
い
て
も
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る

ま
い
。
す
な
わ
ち
、

キ
ヨ
キ
心
自
体
は
絶
対
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
特
定
共
同
体
に
と
っ
て
の
禍
福
と
い
う
相
対
的
基
準
に
よ
り
制
約
さ
れ
る
か

ら
、
容
易
に
普
遍
的
規
範
価
値

(
超
越
神
の
命
令
、
自
然
法
な
ど)

に
ま
で
昇
華
し
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
仏
教
や
儒
教
を
摂
取

す
る
と
き
の
変
容
へ
の
条
件
と
も
な
る
。
た
だ
上
の
二
つ
を
結
合
す
る
と
、
特
定
共
同
体

(

も
し
く
は
そ
の
代
表
者
と
し
て
の

首
長)

に
た
い
す
る
、
ア
カ
ク
キ
ヨ
キ
心
を
も
っ
て
す
る
純
粋
な
服
従
と
献
身
は
、
上
の
二
つ
の
価
値
基
準
を
と
も
に
満
足
さ

せ
る
の
で
、
も
っ
と
も
評
価
が
高
い

(

そ
の
効
果
を
問
わ
ず
！

｢

海
ゆ
か
ば
水み

漬づ

く
屍

山
ゆ
か
ば
草
む
す
屍

大
君
の
辺へ

に

こ
そ
死
な
め

か
へ
り
み
は
せ
じ｣

｢

今
日
よ
り
は
か
へ
り
み
な
く
て
大
君
の
醜し

こ

の
御
楯

み
た
て

と
い
で
立
つ
わ
れ
は

(

�)｣)

。

こ
の
よ
う
に
丸
山
が
、
和
辻
が

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
本
質
と
し
て
見
い
だ
し
て
い
た

｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

と

｢

キ

ヨ
キ
心｣

と
の
関
係
を
完
全
に
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
①

｢

キ
ヨ
キ
心｣

と
い
う
絶
対
的
基
準

(

＝｢
心
情
の
純
粋
性｣)

と
②
共
同
体
的
功
利
主
義

(

＝
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｢
集
団
的
功
利
主
義｣)

と
い
う
相
対
的
基
準
と
の
両、
立、
や
後
者
に
よ
る
前
者
の
制、
約、
と
い
う
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

本
稿
第
四
章
に
お
い
て
も
く
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う
日
本

思
想
史
の
方
法
と
そ
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
、
さ
ら
に
は

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
は
、
一
方
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的

な
歴
史
的
発
展
段
階
論
か
ら
の
離、
脱、
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
和
辻
哲
郎
の
日
本
思
想
史
へ
の
接、
近、
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
か
ら

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
へ
の
発
展
と
成
熟
が
、
和
辻

の
日
本
思
想
史
か
ら
の
再、
離、
脱、
に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
ま
た
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

そ
し
て
こ
の
再、
離、
脱、
に
お
い
て
、｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

な
い
し
は

｢

特
定
共
同
体

(

も
し
く
は
そ
の
代
表
者
と
し
て

の
首
長)

に
た
い
す
る
、
ア
カ
ク
キ
ヨ
キ
心
を
も
っ
て
す
る
純
粋
な
服
従
と
献
身｣

を

｢

清
明
心
の
道
徳｣

そ、
の、
も、
の、
の
本
質
と
み

な
す
の
か
、
そ
れ
と
も

｢

キ
ヨ
キ
心｣

(
＝｢
清
明
心｣

、｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

、｢

心
情
の
純
粋
性｣)

と
共
同
体
的

功
利
主
義

(

＝｢

集
団
的
功
利
主
義｣)

と
い
う
他
の
価
値
基
準
と
の
結
合
な
い
し
は
前
者
の
後
者
に
よ
る
制
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
と
理
解
す
る
の
か

ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
、
和
辻
ら
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

を
め
ぐ
る
議
論
と
丸
山
の
倫
理
的
価

値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

を
め
ぐ
る
そ
れ
と
の
ひ、
と、
つ、
の、
決
定
的
な
分
岐
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
に
は
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
和
辻
が
そ
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
基
盤
に

｢
感
情
融
合
的
な
共
同
体｣

の
成
立
を
前
提
と
し
て
想
定
し
、

ま
た
丸
山
が

｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣

と
い
う
価
値
基
準
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、｢

共、
同、
体、
的、

な、
る、
も、
の、｣

の
位
置
づ
け
に
こ
そ
両
者
の
分
岐
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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す
で
に
本
稿
第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

を
そ
の
本
質
と
し
て
把
握
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
の

｢
清
明
心
の
道
徳｣

は
、｢

精
神
的
共
同
体
で
あ
る
と
と
も
に
感
情
融
合
的
な
共
同
体｣

(

な
い
し
は｢

感
情
融
合
的
な
精
神
共
同
体｣)

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た

｢

祭
事
に
よ
る
宗
教
的
団
結｣

(

＝｢

祭
事
的
団
結｣)

の
成
立
と
不
可
分
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か

も
こ
う
し
た

｢
祭
事
に
よ
る
宗
教
的
団
結｣

は
、
そ
の
社
会
構
造
論
の
立
場
か
ら
、｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、｣

(

＝｢

祭
祀
的
統
一｣)

と
し

て
把
握
さ
れ
た

｢
最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、｣

と
い
う
社
会
構
造
の
変
革
と
、
そ
の
変
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
と
さ
れ
る
新
し
い
社
会
構
造

す
な
わ
ち
、｢

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

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
た
そ
れ

に
基
づ
く
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

和
辻
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

を
め
ぐ
る
議
論
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｣

そ、
の、
も、
の、
の
倫
理
内
容
に
即
し
た
分
析
と
検
証
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た

｢

単
な
る
生

活
共
同
体
で
は
な
く
し
て
精
神
的
共
同
体｣

で
あ
る
と
さ
れ
、｢

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
と
さ
れ
た

｢

祭
事
に
よ
る
宗
教
的
団
結｣

の
成
立
と
い
う
社
会
構
造
論
の
展
開
か
ら
、
む
し
ろ
論
理
的
に
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
和
辻
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣
は
そ
も
そ
も

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
不
可
分
一
体
と
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

和
辻
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
継
承
者
で
あ
る
相
良
亨

(

�)

は
、
自
ら
の
近
世
儒
学
や
国
学
の
分
析
か
ら
見
い
だ
し
た

｢

心
情
の
純
粋

性
の
尊
重｣

の
伝
統
な
い
し
は

｢

特
質｣

の
起
源
を
、
主
に

『

古
事
記』
の
須
佐
之
男
の
物
語
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
し
た
。
し

か
し
そ
の

｢

清
明
心｣

へ
の
理
解
は

｢

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
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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
な
い
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

(
�)｣

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

和
辻
の
そ
れ
と
な
ん
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
相
良
も
ま
た
、｢

清
明

心｣

と

｢
感
情
融
合
的
な
共
同
体｣

を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
り
、｢

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

(

�)｣

と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
見
い
だ

し
た

｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重｣

と
い
う

｢

特
質｣

を
そ
こ
に
無
媒
介
に
す
べ
り
こ
ま
せ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

｢

歴
史
心
理
学

p
sy

ch
o
-h

isto
ry｣

の
立
場
か
ら
和
辻
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

を
め
ぐ
る
議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
た
湯
浅
泰
雄

は
、
和
辻
の
い
う

｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、｣

(

＝｢

祭
祀
的
統
一｣)

の
実
態
を
、
そ
の

｢

低
層｣

と

｢

上
層｣

が
異
質
な
思
想
的
性
格
を

も
つ
複
合
体
を
形
成
し
て
い
る

｢

二
重
の
祭
事
的
統
一｣

と
し
て
と
ら
え
直
す
と
と
も
に
、
そ
の

｢

底
層｣

(

＝｢

古
代
農
耕
社
会
の

底
辺
の
習
俗｣)

に
お
け
る

｢

古
代
神
道｣
を
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
マ
ナ
イ
ズ
ム
と
い
っ
た

｢

未
開
宗
教｣

の
特
徴
を
し
め
す
も
の
だ

と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
湯
浅
は
、
吉
田
孝
の
議
論

(

�)

や
タ
イ
の
伝
統
社
会
と
の
比
較
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
い
ま
だ
開
墾

と
荒
廃
の
た
え
ざ
る
く
り
返
し
で
あ
り
、
一
定
の
土
地
へ
の
定
住
の
習
慣
も
確
立
し
て
い
な
い
流
動
的
な

｢

古
代
社
会
の
低
辺｣

に

お
い
て
は
、
血
縁
的
・
地
縁
的
な

｢

習
俗
的
規
制
力｣
が
き
わ
め
て
弱
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と

す
な
わ
ち
、
帰
依
す

べ
き

｢

全、
体、
性、｣

が
い
ま
だ
未
確
立
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
、
い
わ
ば
和
辻
の

｢

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

｢

清
明
心
の
道
徳｣
論
の
根
幹
を
掘
り
崩
す
か
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た

の
だ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
湯
浅
は
、｢

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
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本
的
に
正
し
い
と
思
う

(

�)｣

と
し
、
こ
の

｢

清
明
心｣

の
内
容
に
つ
い
て
も
ま
た
、｢

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
も
の｣

、
も
し
く
は

｢

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
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
和
辻
の
議
論
の
根
幹
を
掘
り
崩
す
か
に
見
え
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
れ
を
裏
切
る
か
の
よ
う
に
、
和
辻

以
来
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
理
解
を
肯
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
も
、
湯
浅
が

本
稿
第
三
章
で
検
討
し
た
よ
う
に

｢

弥

生
時
代
以
来
徐
々
に
発
達
し
て
き
た
稲
作
農
村
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

(

傍
点
は
引
用
者

(

�))｣

に
、
こ
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
歴
史
的
母
胎
を
も
と
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
い
。

さ
ら
に
は
、
柳
田
国
男
以
来
の
民
俗
学
の
南
島

(

＝
琉
球
諸
島)

の
民
俗
へ
の
関
心
と
和
辻
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

を
め
ぐ
る
議

論
と
の
接
合
を
め
ざ
し
た
民
俗
学
者
・
荒
木
博
之
が
、｢

清
明
心｣

＝｢

清
み
明
き
心｣

に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
想
起
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

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

(

�)

。
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こ
の
よ
う
に
和
辻
哲
郎
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

論
と
、
そ
れ
を
継
承
せ
ん
と
す
る
相
良
、
湯
浅
、
荒
木
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、

｢
清
明
心
の
道
徳｣

と

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
の
不
可
分
性
こ
そ
が
常
に
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
丸
山
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
と

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
丸
山
は
、
自
ら
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
の
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
質
性

ホ
モ
ジ
ェ
ニ
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

(

�)｣

の
だ
と
論
じ
て
い
た
。

こ
う
し
た
丸
山
の
議
論
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
愛
弟
子
の
石
田
雄
か
ら
さ
え
、｢

近
代
日
本
に
お
け
る
、
つ
く
ら
れ
た
伝
統
と
し

て
の
等
質
性
の
神
話
と
い
う
も
の
を
後
期
古
墳
時
代
ま
で
遡
ら

(

�)｣

せ
る
も
の
だ
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
の
で

あ
り
、
他
の
多
く
の
論
者
か
ら
も
、｢

日
本
的
な
る
も
の｣

を
実
体
化
し
、
日
本
民
族
の
一
貫
性
と
等
質
性

(

い
わ
ゆ
る

｢

単
一
民

族
神
話｣)

と
い
う
近
代
日
本
の

｢

つ
く
ら
れ
た
伝
統｣

に
与
す
る
も
の
だ
と
い
う
咎
に
よ
り
、
激
し
い
非
難
が
投
げ
か
け
ら
れ
て

き
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
丸
山
の｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
を
批
判
す
る
論
者
の
多
く
に
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

(

�)

丸
山
の
い
う

｢

古
層
＝
執
拗
低

音｣

自
体
も
こ
う
し
た

｢

等
質
性｣

を
も
っ
た

｢

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｣

に
由
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
理
解

(

＝
誤
解
・
誤
読)

が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、『

思
想
史
家
丸
山
眞
男
論

(

�)』

の

｢

あ
と
が
き｣

で
平
石
直
昭
は
、
同
書
の
も
と
と
な
っ
た
一
九
九
九
年
の
日
本
思
想
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史
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢

丸
山
思
想
史
学
の
地
平｣

に
お
け
る
末
木
文
美
士
の
報
告

(

�)

を
要
約
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、

氏

(
末
木

引
用
者)

に
よ
れ
ば
、
丸
山
の
原
型
論
の
背
後
に
は
、
高
度
成
長
下
の
社
会
変
動
や
六
〇
年
安
保
に
よ
る

民
主
化
運
動
の
挫
折
が
あ
る
。
そ
う
し
た
現
代
的
関
心
が
古
代
に
投
影
さ
れ
て
原
型
論
が
作
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
単
一
民
族
一

貫
性
論
が
あ
り

｢
原
型｣

の
原
型
は
村、
落、
共、
同、
体、
的、
な、
場、
で
の
発
想
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
実
体
を
も
た
ぬ
虚
構
で
あ

ろ
う
。
近
代
化
論
が
ゆ
き
づ
ま
る
中
で
、
柳
田
民
俗
学
や
人
類
学
が
注
目
さ
れ
た
が
、
丸
山
の
原
型
論
に
も
そ
れ
と
共
通
の
関

心
が
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
は
共
時
的
な
民
俗
の
中
に
過
去
を
探
ろ
う
と
す
る
点
で
歴
史
の
無
視
に
陥
る
危
険
が
あ
り
、
と
く

に
中
世
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
近
現
代
的
な
関
心
を
古
代
に
投
影
す
る
た
め
中
世
固
有
の
意
味
が
消
え
て
し
ま
う(

傍

点
は
引
用
者

(

�))

。

こ
こ
で
は
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

の
原
型
が

｢

村
落
共
同
体
的
な
場
で
の
発
想｣

に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

米
谷
匡
史
も

｢

丸
山
真
男
の
日
本
批
判｣

に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
に
丸
山
は
、
戦
後
の
精
神
革
命
を
執
拗
に
は
ば
む
人
間
関
係
・
行
動
様
式
の
残
存
に
い
ら
だ
ち
、
天
皇
制
を
そ
の

集
約
的
表
現
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て

｢

日
本
の
思
想｣
に
お
い
て
、
近
代
的
主
体
の
確
立
を
は
ば
む
こ
の
要

因
を
、｢

精
神
的
雑
居
性｣

｢

無
構
造
の
伝
統｣

、
そ
し
て
そ
の

｢

原
型｣
と
し
て
の

｢

固
有
信
仰｣

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
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で
あ
る
。
…
…
丸
山
は
、
頂
点
に
お
け
る

｢

国
体｣

と
底
辺
に
お
け
る
村、
落、
共、
同、
体、
を
前
近
代
性
の
温
床
と
考
え
て
お
り
、
そ

れ
を
ど
ち
ら
も

｢

固
有
信
仰｣

と
い
う
古
来
の
《
日
本
的
な
も
の
》
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
…
…
丸
山
は
そ
の

原
型
を
宣
長
が
古
代
日
本
に
見
た

｢

固
有
信
仰｣

に
ま
で
遡
及
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、｢

過
去
的
な
も
の

極
端
に
は
太

古
の
も
の

の
執
拗
な
持
続｣

…
…
が
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
丸
山
は

｢

古
層｣

論
に
い
た
る
山

を
一
歩
踏
み
越
え
て
い
た
の
で
あ
る

(

傍
点
は
引
用
者

(

�))

。

し
か
し
こ
う
し
た
議
論
は
、
丸
山
こ
そ
は

｢

日
本
的
な
る
も
の｣

を
実
体
化
し
、｢

単
一
民
族
神
話｣

と
い
う

｢

つ
く
ら
れ
た
伝

統｣

に
与
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

も
こ
う
し
た

｢

等
質
性｣

を
も
っ
た

｢

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｣

に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
す
る
不、
当、
な、
思
い

込
み
の
産
物
で
し
か
あ
る
ま
い
。

た
し
か
に
本
稿
第
四
章
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
、｢
原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
の
初
期
の
段
階
で
の
丸
山
は
、
自、
然、
的、
・、
空、
間、

的、
所、
与、
に
規
定
さ
れ
た
日
本
の
文
化
と
思
想
の
出
発
点
の
独
自
性
を
、
①
日
本
は
歴
史
的
古
代
か
ら
、
人
種
的
、
言
語
的
、
文
化
的

に
高
度
の
民
族
的
同
質
性
を
保
持
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
日
本
列
島
が
政
治
的
に
統
一
さ
れ
る
は
る
か
前
か

ら
、
日
本
人
は
高
度
の
民
族
的
同
質
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
②
水
田
稲
作
と
い
う
社
会
の
底
辺
に
お
け
る
支
配
的
生
産
様
式
と
、

そ
れ
に
結
び
つ
い
た
共
同
体
的
規
制
、
宗
教
儀
式

(

農
耕
儀
礼
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム)

の
持
続
性
が
強
か
っ
た
こ
と
、

③
後
続
す
る
ヨ
リ
高
度
の
文
化
形
態
の
重
畳
的
累
積
お
よ
び
基
底
と
の
相
互
作
用
、
す
な
わ
ち
基
底
は
根
本
的
変
革
を
蒙
ら
な
い
が
、

上
層
は
つ
ね
に
そ
の
時
代
に
お
け
る
先
進
的
な
文
化
と
接
し
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
政
治
・
経
済
制
度
が
こ
れ
に
適
応
し
て
変
化
す
る
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と
い
う
、
持
続
性
と
変
化
性
の
二
重
構
造
が
存
す
る
こ
と
の
三
点
に
整
理
し
て
い
た

(

�)

。
そ
の
う
え
で
、｢

日
本
に
お
い
て
特
徴
的
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
ヤ
マ
タ
イ
国
か
ら
ヤ
マ
ト
国
家
へ
の
発
展
過
程
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体
か
ら
政
治
的
権

力
へ
の
移
行
が
連、
続、
的、
に
行
な
わ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
支
配
形
態
の
変
化
、
す
な
わ
ち
祭
祀
共
同
体
の
首
長
か
ら
政
治
的
権
力
の

主
体
へ
の
移
行
も
、
連、
続、
的、
発
展
と
し
て
現
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た

(

�)｣

と
し
、
さ
ら
に
は
資
本
制
が
�
半
封
建
的
�
基
盤
の
上
に
発

展
し
た
と
い
う
近
代
資
本
制
国
家
に
お
け
る
問
題
も
ふ
く
め
、｢

日
本
の
特
殊
性
と
し
て
、
社
会
結
合
に
お
け
る
同
族
団
的
結
合
が

あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(
�)｣

こ
と
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
段
階
に
お
け
る
丸
山
の｢

原
型｣

は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
和
辻
ら
の
議
論
に
も
通
じ
る
よ
う
な｢

血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体｣

や

｢

同
族
団
的
結
合｣

の
持
続
性
、
さ
ら
に
は
そ
の
基
礎
に
あ
る
水、
田、
稲、
作、
と
い
う
社
会
の
底
辺
に
お
け
る
支
配
的
生
産
様
式
の
持

続
性
と
い
う

｢

原
型｣

の
基、
盤、
と
も
い
う
べ
き
も
の
か
ら
こ、
そ、
導
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
初
期
の

｢

原

型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
が
、｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
に
向
け
て
、
い
か
な
る
方
向
へ
と
発
展
・
成
熟
し
て
い
っ
た
の
か
は
、
本

稿
第
四
章
の
全
体
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
こ
う
し
て
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
古
代
以
来
の
高
度
な

｢

民
族
的
同
質
性｣

の
保
持
や
、｢

血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体｣

や

｢

同
族
団
的
結
合｣

の
持
続
性
、
さ
ら
に
は
そ
の
基
礎
に
あ
る
水、
田、
稲、
作、
と
い
う
社

会
の
底
辺
に
お
け
る
支
配
的
生
産
様
式
の
持
続
性
を
過、
度、
に、
強
調
す
る
き
ら
い
の
あ
っ
た
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
も
、
丸
山
が
す、
で、
に、

つ
ぎ
の
よ
う
に

米
谷
が
自
ら
の
思、
い、
込、
み、
に
よ
っ
て
見
い
だ
そ
う
と
し
た
よ
う
な

｢

固
有
信
仰｣

の
存
在
を
明
確
に
否、
定、

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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こ
れ
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
固
有
神
道
と
か
古
神
道
と
か
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
固
有
の
信
仰
が
、
も
と
も
と
日
本
に
あ
っ
た

と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
諸
観
念
は
南
方
諸
島
、
朝
鮮
、
南
ア
ジ
ア
、
中
国
北
部
に
み
ら
れ
る
神
話
と
大
き
な
類
似

性
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
混
合
物
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
諸
観
念
に
し
ろ
、
同

じ
こ
と
が
い
え
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
通
常
異
な
っ
た
段
階
に
属
す
る
宗
教
意
識
が
、
そ
の
後
に
流
入
し
た

高
度
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
体
系
と
融
合
し
た
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
原
初
的
な
神
話
的
観
念
が
文
明
の
な
か
に
深
く
入

り
込
み
、
後
世
の
歴
史
の
中
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る

[

と
こ
ろ
に
、
こ
の
国
の
宗
教
意
識
の
特
徴
が
あ
る

(

�)]

。〉

こ
の
よ
う
に
、｢

民
族
的
同
質
性｣
、｢

血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体｣

や
水、
田、
稲、
作、
と
い
う
支
配
的
生
産
様
式
な
ど
の
持
続
性
に
つ

い
て
の
過、
度、
の、
強
調
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
段
階
の
丸
山
の
議
論
に
お
い
て
も
す、
で、
に、
、
そ
れ
ら
と
結、
び、
つ、
い、
て、
い
る
と
さ
れ
る

よ
う
な

｢

固
有
信
仰｣

の
存
在
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
意
識
の

特
徴
は
、｢

通
常
異
な
っ
た
段
階
に
属
す
る
宗
教
意
識
が
、
そ
の
後
に
流
入
し
た
高
度
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
体
系
と
融
合
し
た｣

こ

と
、
な
い
し
は

｢

原
初
的
な
神
話
的
観
念
が
文
明
の
な
か
に
深
く
入
り
込
み
、
後
世
の
歴
史
の
中
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る｣

こ
と
に

こ、
そ、
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、｢

原
型｣

的
思
考
様
式

(

な
い
し
は

｢
原
型
的
世
界
像｣)

の
特
質
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、｢

善
悪
観｣

と

｢

吉
凶
観｣

と
の

す
な
わ
ち
、
善
悪
と
い
う
罪
と
人
格
的
責
任
の
観
念
と
、
吉
凶
と
い
う
善、
悪、
以、
前、
の
災
厄
の
観
念

(

＝
清
明

―
黒
濁
と
い
う
道、
徳、
意、
識、
以、
前、
の
未、
開、
の
呪
術
的
思
考)

と
の

重
畳
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
、
こ
う
し
た

｢

原
型
的
世
界
像｣

に
お
け
る
行
動
の
価
値
基
準
も
ま
た
、
①

｢
集
団
的
功
利
主
義｣

と
い
う

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
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も、
の、｣

と
不
可
分
な
特
殊
主
義
的

(
p

articu
laristic)

契
機
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
②

｢

心
情
の
純
粋
性｣

と
い
う
ヨ
リ
多
く
感
情
的
・
情
動
的
次
元
に
位
置
す
る

す
な
わ
ち
、｢

思
想
の
成
層｣

の
ヨ
リ
下
層
、
さ
ら
に
い
え
ば
ヨ
リ

｢

古
層｣
に
位
置
す
る

普
遍
主
義
的

(
u

n
iv

e
rsalistic)

契
機
か
ら
も

(

さ
ら
に
は
、
③

｢

活
動
・
作
用
の
神
化｣

と
い
う
第

三
の
契
機
を
も
含
め
て)

ま
た
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

く
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
は
、｢

古
代
文
献
に
残
さ
れ
て
い
る
神
話
・
説
話
・
古
代
伝
承
の

な
か
か
ら
、
明、
ら、
か、
に、
儒
仏
道
教
等
の
比、
較、
的、
に
大
陸
的
思
想
の
影
響
と
み
ら
れ
る
諸
観
念
を
除
き
、
後
代
の
民
間
信
仰
や
民
間
伝

承
等
を
参
照
し
て
、
古
代
か
ら
持
続
的
に
作
用
し
て
い
る
宗
教
意
識
を
再
構
成

(

�)｣

し
よ
う
と
試
み
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

の
再、
構、
成、
に
あ
た
っ
て
は
、
①

｢

血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体｣

や
水、
田、
稲、
作、
と
い
う
支

配
的
生
産
様
式
な
ど
の

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
不
可
分
の

｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣

(

＝｢

集
団
的
功
利
主
義｣)

と
い
う
特
殊

主
義
的

(
p

articu
laristic)

契
機

(

な
い
し
は
外
面
的
・
相
対
的
価
値
基
準)

と
②

｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
い
う
普
遍
主
義
的

(
u

n
iv

e
rsalistic)

契
機

(
な
い
し
は
内
面
的
・
絶
対
的
価
値
基
準)

と
い
う
両
契
機
の
相
互
関
係

制
約
、

両
立
、
結
合
、
矛
盾
、
相
克

こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
こ
の
両
者
の
結
合
が
問
題
と
さ
れ
る
限
り
で
は
、
す
で
に
本
章
の
冒
頭
で
も
見
た
よ
う
に
、｢

特
定
共
同
体

(

も
し
く

は
そ
の
代
表
者
と
し
て
の
首
長)

に
た
い
す
る
、
ア
カ
ク
キ
ヨ
キ
心
を
も
っ
て
す
る
純
粋
な
服
従
と
献
身
は
、
上
の
二
つ
の
価
値
基

準
を
と
も
に
満
足
さ
せ
る
の
で
、
も
っ
と
も
評
価
が
高
い

(

�)｣

と
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
丸
山
の
議
論
は
和
辻
ら
の｢

清
明
心
の
道
徳｣

に
寄
り
添
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
ひ
と
た
び
両
契
機
の
矛
盾
や
相
克
、｢
共
同
体
的
功
利
主
義｣

の
制
約
か
ら
の

｢

心
情
の
純
粋

性｣

の
解
放
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
や
、
丸
山
の
議
論
は
和
辻
の
そ
れ
か
ら
再
び
離、
脱、
し
は
じ
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
が
、｢

日
本
神
話
の
な
か
か
ら
明
ら
か
に
中
国
的
な
観
念
…
…
に
基
づ
く
考
え
方
や
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
消
去｣

し
て
い
き
、
そ
こ
に
残
る
サ
ム
シ
ン
グ
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る

｢

断
片
的
な
発
想

(

�)｣

と
し
て
の

｢

古
層

＝
執
拗
低
音｣

を
単
離

iso
late

せ
ん
と
す
る

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
へ
と
発
展
・
成
熟
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
両
者
の
分
岐
は

ヨ
リ
決、
定、
的、
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。

丸
山
が
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
単
離iso

late

す
べ
き
は
、
当
然
な
が
ら
、｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣

(

＝｢

集
団
的
功
利
主
義｣)
と
い
う
契
機
で
は
な
く
、
ヨ
リ
多
く
感
情
的
・
情
動
的
次
元
に
位
置
す
る
普
遍
主
義
的

(
u

n
iv

e
rsalis-

tic)

な
契
機
と
し
て
の

｢
心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

な
の
で
あ
り
、
和
辻
的
な

｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

を
本
質
と
す
る

｢

清
明
心
の
道
徳｣
が
は
ら
む

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ

コ
ロ｣

そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

ア
ニ
ミ
ズ
ム
・
マ
ナ
イ
ズ
ム
と

｢
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

丸
山
が
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣
と
し
て
単
離

iso
late

せ
ん
と
し
て
い
た

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ

ロ｣

な
る
も
の
が
、｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
い
う
感
情
的
・
情
動
的
次
元
に
位
置
す
る
普
遍
主
義
的

(
u

n
i-

v
e

rsalistic)

な
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
は
た
し
て
そ
の
本
質
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
と
考
え
れ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
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

(

�)｣

に
お
い
て
、

丸
山
の
い
う

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

は
、
網
野
善
彦
の

『

飛
礫』

と
い
う
モ
チ
ー
フ

(

�)

と
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
と
も
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に
｢

未
開
の
野
生｣

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
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
論
じ
て
き
た
。
本
稿
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
は
、
丸
山
思
想
史
と
網
野
史
学
と
の
一
接
点
を
探
ろ
う
と
試
み
た
先
の
拙

稿
が
見
い
だ
し
た
論
点
を
再
確
認
す
る
た
め
の
作
業
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

も
は
や
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、『

古
事
記』

の
須
佐
之
男
が
体
現
す
る
よ
う
な

｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋

動
機
主
義｣)

と
い
う
普
遍
主
義
的

(
u

n
iv

e
rsalistic)

な
契
機
と
し
て
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

と
は
、
ま
さ
に

｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
よ
う
な
普
遍
的
要
素
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

端
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム

an
im

ism (

�)

な
い
し
は
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism (

�)

と
い
っ
た
〈
人
類
史
的
〉
な
基

層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
普
遍
的
な
宗
教
意
識
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
想
起
す
べ
き
は
、
丸
山
が
そ
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
の
行
動
の
価
値
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
に
お

い
て
、
①

｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣

(

＝｢

集
団
的
功
利
主
義｣)

と
い
う
特
殊
主
義
的
契
機
や
②

｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動

機
主
義｣)

と
い
う
普
遍
主
義
的
契
機
と
な
ら
ん
で
、
③

｢

活
動
・
作
用
の
神
化｣

と
い
う
第
三
の
契
機
を
一
貫
し
て
重
視
し
て
き

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
煩
を
厭
わ
ず
あ
ら
た
め
て
提
示
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
議
論
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
原
型
的
思
考
に
と
っ
て
重
要
な
第
三
の
契
機
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
活
動
作
用
そ
の
も
の
を
〈
本
体
よ
り

も
〉
神
化
す
る
傾
向
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
多
神
教
へ
の
宗
教
意
識
の
発
展
に
お
い
て
は
、
超
自
然
的
な
力
を
も
つ
実、
体、

が
タ
マ

(

精
霊)

と
し
て
予
想
さ
れ
、
こ
れ
が
人
格
化
あ
る
い
は
物
化
さ
れ
て
神
観
念
が
生
ず
る

(

人
格
神
と
物
神
崇
拝)

の
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が
一
般
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
〈
…
…
と
こ
ろ
が
、
〉
日
本
神
話

(

原
型
的
思
考
―
後
筆)

で
は
、
こ
う
し
て
一
方
で
は
タ

マ
が
現
象
か
ら
分
離
さ
れ
て
呪
術
的
克
服
な
い
し
は
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
後、
に、
お、
い、
て、
も、
、
そ
れ
と
並
ん
で
他
方
で
は
、
む

し
ろ
タ
マ
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
神
聖
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
…
…

[

こ
う
し
て]

超
人
間
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ま
さ
に

そ
の
能
力
に
お
い
て
神
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
荒、
ぶ、
る、
神、
は
、
一
方
で
は
呪
術
的
克
服
な
い
し
追
放
の
対
象
と
さ
れ
な

が
ら
、
他
方
で
は
英
雄
神
的
崇
敬
と
祭
祀
の
対
象
と
な
る
と
い
う
二
重
性
が
賦
与
さ
れ
る

(

�)

。

ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
多
神
教
へ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
は
、
自
然
現
象
の
背
後
に
超
自
然
的
な
性
質
や
力
を
も
つ
タ
マ
が
実
体

と
し
て
分
離
さ
れ
、
そ
の
実
体
が
自
然
現
象
を
動
か
し
、
自
ら
作
用
を
及
ぼ
す
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
古
代
日
本
人
の
宗
教
的

思
考
で
は
、
タ
マ
が
現
象
か
ら
分
離
さ
れ
、
人
格
化
あ
る
い
は
物
化
さ
れ
て
宗
教
的
儀
礼
の
対
象
と
さ
れ
た
後
に
も
、
そ
れ
と

併
行
し
て
、
神
々
の
活
動
、
そ
の
活
動
の
過
程
に
お
け
る
神
々
や
自
然
物
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
が
神
聖
化
さ
れ
、
神
々
の

｢

本

質｣

よ
り
も
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
に
機
能
が
そ
れ
と
し
て
神
聖
化
さ
れ
る
と
、
あ
ら
ぶ
る
神
の
超
人
間

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
一
方
で
特
殊
集
団
に
害
悪
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
は
悪
で
あ
り
呪
術
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
と
さ
れ

な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
荒
ぶ
る
と
い
う
活
動
自
体
は
必
ず
し
も
悪
で
は
な
く
、
英
雄
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
と
い
う
二
重
性
格

を
も
つ
。
活
動
の
神
化
が
心
情
の
純
粋
性
と
結
び
つ
く
と
、
内
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
純
粋
な
動
機
か
ら

(

成
敗
利
鈍
を
か
え
り

み
ず)

外
に
爆
発
さ
せ
る
行
動
は
、
畏
れ
ら
れ
な
が
ら
、
尊
敬
さ
れ
る
と
い
う

am
b

iv
ale

n
t
[

両
極
併
存
的]

な
評
価
が
生
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
記
紀
神
話
の
世
界
で
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
高
天
ヶ
原
神
話
で
は
悪
と
さ
れ
、
出
雲
神
話
で
は
善
と
さ
れ
る
と
い
う

二
重
評
価
を
受
け
て
い
る

(

�)

。
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〈
…
…

｢

原
型｣

的
思
考
の
特
徴
は
、
実
体
的
思
考
よ
り
も
機
能
的
思
考
が
優
位
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
形

而
上
学
形
成
力
の
弱
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
一
種
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
適
応
性
に
富
む
と
い
うim

p
licatio

n
[

内
包]

を
も

つ
。
し
か
も
作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化
が
、
先
述
の
心
情
の
純
粋
性
を
絶
対
と
す
る
動
機
主
義
と
結
合
す
る
と
、

成
敗
を
顧
み
ぬ
心
情
の
純
粋
性
に
発
し
た
爆
発
的
行
動
は
、
そ
の
激
し
さ
ゆ
え
に
一
方
で
は
恐
れ
ら
れ
、
他
方
で
は
そ
の
純
粋

性
ゆ
え
に
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト

[

両
極
志
向
的]

な
評
価
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ス
サ
ノ
ヲ
へ

の
価
値
判
断
の
二
面
性
に
象
徴
さ
れ
て
い
る

(

こ
の

｢

伝
統｣

は
、
源
為
朝
・
悪
源
太
義
平
ら
の
人
間
と
行
動
へ
の
評
価
に
つ

ら
な
っ
て
い
る
。｢
荒
事｣

｢

荒
ぶ
る
神｣)

。
そ
し
て
結
果
を
比
較
考
量
し
て

le
sse

r
e

v
il

を
と
る
行
為
は
ズ
ル
イ
こ
と
に
な

る

(

�)

。〉

ス
サ
ノ
オ
の

｢

二
重
評
価｣

と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
で
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
く
り
返
す
つ
も
り
は

な
い
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
何
よ
り
も
重
視
し
た
い
の
は
、｢

活
動
の
神
化
が
心
情
の
純
粋
性
と
結
び
つ
く
と
、
内
な
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
純
粋
な
動
機
か
ら

(

成
敗
利
鈍
を
か
え
り
み
ず)
外
に
爆
発
さ
せ
る
行
動
は
、
畏
れ
ら
れ
な
が
ら
、
尊
敬
さ
れ
る
と
い
うam

-

b
iv

ale
n

t
[

両
極
併
存
的]

な
評
価
が
生
れ
る
わ
け
で
あ
る｣
、
な
い
し
は

｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化
が
、
先
述
の
心

情
の
純
粋
性
を
絶
対
と
す
る
動
機
主
義
と
結
合
す
る
と
、
成
敗
を
顧
み
ぬ
心
情
の
純
粋
性
に
発
し
た
爆
発
的
行
動
は
、
そ
の
激
し
さ

ゆ
え
に
一
方
で
は
恐
れ
ら
れ
、
他
方
で
は
そ
の
純
粋
性
ゆ
え
に
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト

[

両
極
志
向
的]

な
評
価

を
う
け
る
こ
と
に
な
る｣

と
い
う
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
丸
山
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
第
三
の
契
機
と
の
結
合
に
よ
っ
て
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こ
そ
、
第
一
の
契
機
と
し
て
の
特
殊
集
団

(

＝
共
同
体)

へ
の
禍
福
を
問
題
と
す
る

｢

集
団
的
功
利
主
義｣

(

＝｢

共
同
体
的
功
利
主

義｣)
と
い
う
価
値
基
準
を
超
え
て
、｢

心
情
の
純
粋
性｣

と
い
う
第
二
の
契
機
の
尊
重
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
点
な
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
し
て
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

を
、｢

共、
同、
体、

的、
な、
る、
も、
の、｣
と
し
て
の

｢

集
団
的
功
利
主
義｣

(

＝｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣)

の
制
約
か
ら
解
放
し
、
両
契
機
の
結、
合、
で
は
な
く

矛
盾
や
相
克
を
も
た
ら
す
も
の
こ
そ
、｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
第
三
の
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

｢

集
団
的
功
利
主
義｣

(
＝｢
共
同
体
的
功
利
主
義｣)

と

｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
の
結
合
に
よ
る

｢

無、
私、

性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

を
本
質
と
し
た
和
辻
的
な

｢

清
明
心
の
道
徳｣

か
ら
、｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
し

て
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

を
別
個
の
契
機
と
し
て
自
立
せ
し
め
る
も
の
こ
そ
、｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体

の
神
化｣

と
い
う
こ
の
第
三
の
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の

｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
第
三
の
契
機
こ
そ
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム

an
i-

m
ism

的
な
る
も
の
、
否
、
む
し
ろ

プ
レ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム

p
re

-an
im

ism

と
し
て
の

マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism

的
な
る
も

の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
す
る

｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム

an
im

ism

と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者E

.B
.

タ
イ
ラ
ー
が

『

原
始
文
化』

(

一
八
七
一
年)

で

提
唱
し
た
も
の
で
、
人
間
を
は
じ
め
動
植
物
か
ら
そ
の
他
の
無
生
物
に
い
た
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
そ
れ
自
身
の
ア
ニ
マ

an
im

a

を
も
つ
と
す
る
宗
教
意
識
の
原
初
的
な
形
態
で
あ
り
、｢

未
開
社
会｣

に
お
い
て
普
遍
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

『

講
義
録』

に
お
け
る
丸
山
が
、｢

ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
多
神
教
へ
の
宗
教
意
識
の
発
展
に
お
い
て
は
、
超
自
然
的
な
力
を
も
つ
実、
体、
が
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タ
マ

(

精
霊)

と
し
て
予
想
さ
れ
、
こ
れ
が
人
格
化
あ
る
い
は
物
化
さ
れ
て
神
観
念
が
生
ず
る

(

人
格
神
と
物
神
崇
拝)

の
が
一
般

的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

(

�)｣

と
論
ず
る
と
き
、
丸
山
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
へ
の
一
般
的
理
解
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
べ

く
も
あ
る
ま
い
。

こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism

と
は
、
ア
ニ
マ
テ
ィ
ズ
ム

an
im

atism

と
も
呼
ば
れ
、
タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を

前
提
に
し
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者R

.R
.

マ
レ
ッ
ト
が
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
諸
島
や
メ
ラ
ネ
シ

ア
諸
島
の
マ
ナ

m
an

a
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
ア
ニ
マ

an
im

a

を
ア
ニ
メ
イ
ト
す
る

｢

非
人
格
的
な
力｣

な
い
し
は

｢

生
命
力｣

へ
の
信
仰
に
も
と
づ
く
宗
教
意
識
の
形
態
で
あ
っ
て
、
プ
レ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ムp

re
-an

im
ism

と
も
い
う
べ
き
、

ヨ
リ
根
源
的
か
つ
普
遍
的
な
宗
教
意
識
だ
と
さ
れ
る
。

丸
山
が

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣
論
で
重
視
し
た

｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
第
三
の
契
機
と
は
ま

さ
に
、｢

タ
マ
が
現
象
か
ら
分
離
さ
れ
て
呪
術
的
克
服
な
い
し
は
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
後、
に、
お、
い、
て、
も、
、
そ
れ
と
並
ん
で
他
方
で

は
、
む
し
ろ
タ
マ
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
神
聖
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
…
…

[

こ
う
し
て]

超
人
間
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ま
さ

に
そ
の
能
力
に
お
い
て
神
化
さ
れ
る

(

�)｣

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ニ
マ

an
im

a

と
し
て
の

｢

タ
マ｣

の

｢

は
た
ら
き
そ、
の、
も、
の、｣

、

す
な
わ
ち
ア
ニ
マan

im
a

と
し
て
の

｢

タ
マ｣

の
背
後
に
あ
り
、｢

タ
マ｣

(

＝
ア
ニ
マan

im
a)

を
ア
ニ
メ
イ
ト
す
る

｢

超
人
間
的

な
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

そ
の
も
の
の
神
化
を
こ
そ
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

｢

タ
マ｣

(

＝
ア
ニ
マ

an
im

a)

を
ア
ニ
メ
イ

ト
す
る

｢

超
人
間
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

な
る
も
の
が
、
プ
レ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム

p
re

-an
im

ism

と
し
て
の
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism

(

な
い
し
は
ア
ニ
マ
テ
ィ
ズ
ム

an
im

atism
)

に
お
け
る
マ
ナ

m
an

a

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
明
白
だ
と
い
わ

ね
ば
な
る
ま
い
。
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丸
山
が
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
単
離

iso
late

せ
ん
と
し
て
い
た

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ

ロ｣
と
は
、
こ
う
し
て
、｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
マ
ナ
イ
ズ
ムm

an
aism

的
な
契
機
を
背、
景、
と
し
、
そ

れ
と
結
合
し
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な

｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
章
で
も
明
ら
か
と
し
た
よ
う
な

『

古
事
記』

の
須
佐
之
男
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
両
契
機
の
結
合
に
よ
っ
て
こ
そ

｢

畏

れ
ら
れ
な
が
ら
、
尊
敬
さ
れ
る
と
い
う

am
b

iv
ale

n
t
[

両
極
併
存
的]

な｣

存
在
で
あ
る
と
い
う
以
上
に

｢

善
悪｣

を
超
越
し

た

｢

善
悪
以
前｣

の
存
在
と
し
て
、｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

の
体
現
者
た
り
得
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の

｢

原
型

(
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
の
段
階
に
お
け
る
丸
山
が
、
も
っ
ぱ
ら

｢

タ
マ｣

と
い
う
言
葉
に
の
み
関
心
を

集
中
し
、
マ
ナ

m
an

a

に
相
当
す
る

｢

や
ま
と
こ
と
ば｣

と
し
て
の

｢

ヒ｣

に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
に
は
注
目
し
て

い
な
い
と
い
う
点
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
か
ら

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
に
む
け
て
の
丸
山
の
認
識
の
発
展
は
、
た
と
え
ば
こ
う
し
た
点
に
も
う
か
が
え
よ
う
。

｢

タ
マ｣

は
、｢

和
魂
に
ぎ
た
ま｣

｢

荒
魂
あ
ら
た
ま｣

｢

奇
魂
く
し
た
ま｣

｢
幸
魂
さ
き
た
ま｣

｢

国
魂
く
に
た
ま｣

｢

鎮
魂

た
ま
し
づ
め｣

と
い
っ
た
か
た
ち
で
頻
繁
に
登
場
す
る
霊
的
存
在

sp
iri-

tu
al

b
e

in
g

を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
り
、
ま
さ
に
人
間
を
は
じ
め
動
植
物
か
ら
そ
の
他
の
無
生
物
ま
で
の
す
べ
て
の
も
の
が
も
つ
と

さ
れ
る
ア
ニ
マan
im

a

に
相
当
す
る

｢

や
ま
と
こ
と
ば｣
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
こ
う
し
た

｢

タ
マ｣

(

＝
ア
ニ
マan

im
a)

を
ア
ニ
メ
イ
ト
す
る

｢

超
人
間
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

な
い
し
は

｢
霊
力｣

を
指
し
示
す
言
葉
を
古
代
の

｢

や
ま
と
こ
と
ば｣

に
求
め

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

｢

ヒ｣

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の

｢

ヒ｣

は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

(

＝『

古
事
記』

で
は

｢

高
御
産
巣
日｣
、『

日
本
書
紀』

で
は

｢

高
皇
産
靈｣)

や
カ
ミ
ム
ス
ヒ

(

＝『

古
事
記』

で
は

｢

�
産
巣
日｣

、『

日
本
書
紀』

で
は

｢

�
皇
産
靈｣)

な
ど
の
ム
ス
ヒ
の

｢

ヒ｣

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
ヤ
ソ
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マ
ガ
ツ
イ
ヒ

(『

古
事
記』

で
は

｢

八
十
禍
津
日｣

、『

日
本
書
紀』

の
で
は

｢

八
十
枉
津
日｣)

や
オ
ホ
ナ
オ
ビ

(『

古
事
記』

で
は

｢
大
直
毘｣

、『

日
本
書
紀』

で
は

｢

大
直
日｣)

の
マ
ガ
ツ
ヒ
や
ナ
オ
ビ
の

｢

ヒ｣

で
も
あ
っ
て
、｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣

と
い
っ
た
漢

字
を
用
い
て
表
記
さ
れ
る
。｢

タ
マ
シ
ヒ｣

の

｢

ヒ｣

も
ま
た
こ
の

｢

ヒ｣

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
ア
ニ
マ

an
im

a

と
し
て
の

｢

タ
マ｣

と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

｢

ヒ｣

の
塊
り
を
こ
そ
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

(

�)

。

こ
う
し
た

｢
ヒ｣
こ
そ
が
、｢

や
ま
と
こ
と
ば｣

に
お
い
て
マ
ナm

an
a

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
丸
山
が

｢

原
型
的
世
界
像｣

に
お
い
て
見
い
だ
し
た

｢
作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
第
三
の
契
機
は
、
こ
の
よ
う
な

｢

ム
ス
ヒ｣

｢

マ
ガ
ツ

ヒ｣
｢

ナ
オ
ビ｣

の
よ
う
な

｢
ヒ｣

(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

へ
の
信
仰
を
意
味
し
た
は
ず
で
あ
る
。

す
で
に
第
五
章
で
見
た
よ
う
に

『
古
事
記』

と

『

日
本
書
紀』

神
代
本
文
の
間
に
横
た
わ
る

｢

世
界
像｣

＝｢

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー｣

の

異
質
性
を
強
調
す
る
神
野
志
隆
光
が
、『
日
本
書
紀』

神
代
本
文
の

｢

陰
陽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー｣

と
対
比
し
て
、『

古
事
記』

に

｢

ム

ス
ヒ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー｣

を
見
い
だ
し
た
こ
と

(

�)

も
、
決
し
て
故
な
し
と
は
し
な
い
。
神
野
志
の
い
う

｢

ム
ス
ヒ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー｣

と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

｢

ヒ｣
(

＝
マ
ナ

m
an

a)

へ
の
信
仰
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism

的
な

｢

世
界
像｣

＝

｢

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー｣

と
し
て
こ
そ
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
の
段
階
に
お
け
る
丸
山
が
、
こ
う
し
た

｢

ヒ｣
(

＝
マ
ナ

m
an

a)

の
存
在
を
ま
っ

た
く
念
頭
に
お
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
丸
山
は
、『

講
義
録

[

第
四
冊]』

に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
災
禍
を
も
た
ら
す
マ
ガ
ツ
ヒ
ノ
カ
ミ
は
、[

イ
ザ
ナ
ギ
が]
死
の
世
界
か
ら
も
ち
来
た
っ
た
タ
マ
と
し
て
神
格
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化
さ
れ
る
が
、
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
そ
れ
が
、
ミ
ソ
ギ
と
い
う
呪
術
的
行、
為、
の、
過、
程、
に、
お、
い、
て、
化、
生、
し
た
神
で
あ
る

[

と
い

う
こ
と
で
あ
る]

。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
対
応
し
て
ナ
ホ
ビ
ノ
カ
ミ
が
、
同
じ
ミ
ソ
ギ
の
過
程
か
ら
生
れ
出
る
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
、
呪
術
に
よ
っ
て
、
す、
で、
に、
存、
在、
し、
て、
い、
る、
善
神
を
呼
び
出
す
の
で
は
な
く
て
、
ケ
ガ
レ
を
水
で
清
め
る
行
為
の
な
か
か

ら
、
直
毘
の
タ
マ
が
生
れ
る
。
そ
れ
は
禍
害
を
祓
う
呪
的
な
力
、
活
動
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
神
化
な
の
で
あ
る

(

�)

。

た
だ
こ
こ
で
の
丸
山
の
関
心
は
い
ま
だ
、｢

マ
ガ
ツ
ヒ｣

や

｢

ナ
オ
ビ｣

の

｢

ヒ｣

に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
あ
く
ま
で
も

｢

タ

マ｣

と
し
て
、｢

神
格
化｣
さ
れ
て
化
生
す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣
論
の
段
階
に
い
た
っ
た
丸
山
は
、｢

歴
史
意
識
の

『

古
層』｣

に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、｢

タ

マ｣

だ
け
で
は
な
く

｢

ヒ｣

に
も
た
び
た
び
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
な

｢

い
き
ほ
ひ｣

の
観
念
は

｢
み
た
ま
の
ふ
ゆ｣

(

神
霊
・
霊
威
・
恩
頼)

と
い
う
、
あ
の
き
わ
め
て
象
徴
的
な

表
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
生
長
・
増
殖
・
活
動
の
タ
マ
あ
る
い
は
ヒ

(

霊
力)

へ
の
信
仰
を
媒
介
と
し
て

｢

な
る｣

の
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
連
動
し
、
一
層
そ
の
価
値
序
列
を
高
め
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
二
つ
の
契
機
の
相
乗
作
用
が
は
た
ら
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は『

孫
子』

的
な
力
学
的
運
動
量

モ
メ
ン
タ
ム

と
し
て
の

｢

勢｣

と
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
時
間
系
列
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
生
成
・
増
殖
の
霊ひ

と
し
て
の

｢

い
き
ほ
ひ｣

と
の
間
の
癒、
着、
現
象
で
あ
り
…
…

(

�)

。
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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
…
…
、
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

(

�)

。

最
後
の
部
分
は
、
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
引
証
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
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｣

と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
こ
の

｢

ヒ｣
(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

が
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
う
し
た

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
の
展
開
に
お
い
て
丸
山
が
、
こ
う
し
た

｢

ヒ｣
(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

の
神
格
化
さ
れ
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

(

�)

に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
重
要
な
言
及
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

｢

天
地
初
発
之
時｣

に
生
坐
し
た
三
神
の
う
ち
、
前
記
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
は
、
の
ち
に
は
ヨ
リ
人
格
神
的
な
形
を
と
っ
て
、

天
孫
降
臨
に
周
知
の
よ
う
に
重
大
な
役
割
を
演
じ
、
さ
ら
に

『

紀』

に
お
い
て
は
人
皇
第
一
代
神
武
の
東
征
の
発
起
に
あ
た
っ

て
、
真、
先、
に、
回
想
さ
れ
る

(

巻
三
の
巻
頭)

だ
け
で
な
く
、
東
征
の
過
程
で
…
…
神
武
み
ず
か
ら
の
身
に
憑よ

り
つ
く
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り

｢

天
地
初
発
之
時｣

の
な
か
に
こ
め
ら
れ
た
象
徴
的
な
意
味
は
、
単
に

『

記』

冒
頭
の
一
節
の
書
き
出
し

で
あ
る
こ
と
を
は
る
か
に
こ
え
て
、
神
代
全
体
の
主
題
の
暗
示
と
も
見
ら
れ
、
事
実
、
日
本
の
歴
史
意
識
の、
歴、
史、
の
な
か
で
は
、

さ
き
の
Ａ
・
Ｂ
の
範
疇
と
化
合
し
つ
つ
、
一
種
の
歴
史
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
原
点
と
な
る
運
命
を
も
っ
た
。
と
く
に
そ
れ
が

後
述
す
る
よ
う
な
、｢

い
ま｣

中
心
の
観
念
と
結
び
つ
く
と
き
、
新、
た、
な、
る、｢
な
り
ゆ
き｣

の
出
発
点
と
し
て
の

｢

現
在｣

(

生あ
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る
↓
現あ

る)

は
、
ま
さ
に
不
可
測
の
巨
大
な
運
動
量

モ
メ
ン
タ
ム

を
も
っ
た

｢

天
地
初
発｣

の
場
か
ら
、
そ
の
た
び
ご
と
に
未
来
に
向
か
っ

て
の
行
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
給
さ
れ
る
可
能
性
を
は
ら
む
こ
と
と
な
る

(

�)

。

し
た
が
っ
て
、
神
武
創、
業、
説
話
に
お
い
て
、
ム
ス
ヒ
の
霊
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
ま
た
、
さ
き
に
見
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の

｢

い
つ

の
雄
た
け
び｣
が
そ
の
ま
ま
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
て
い
る

(

紀)

よ
う
に
、
歴
史
的
劃
期
に
お
い
て
は
、
い
つ
も

｢

初
発｣

の

｢

い
き
ほ
ひ｣

が
未
来
へ
の
行
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る

(

�)

。

｢

原
型(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣
論
か
ら｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
に
む
け
て
の
丸
山
の
認
識
の
発
展
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、｢

ヒ｣

(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

す
な
わ
ち
｢

や
ま
と
こ
と
ば｣

に
お
い
て
マ
ナ

m
an

a

に
相
当
す
る
も
の

へ
の
注
目
に
よ
り
、

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

の
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism
(

＝
プ
レ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム

p
re

-an
im

ism
)

的
な
本
質
の
一
層
の
明
確
化
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
本
質
を

｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

に
求
め
て
き
た
和
辻
哲
郎
ら
も
ま
た
、
こ
う
し
た
ア

ニ
ミ
ズ
ムan

im
ism

や
マ
ナ
イ
ズ
ムm

an
aism

の
問
題
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

和
辻
の

｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、｣

(

＝｢

祭
祀
的
統
一｣)

を

｢

低
層｣
と

｢

上
層｣

が
異
質
な
思
想
的
性
格
を
も
っ
た

｢

二
重
の
祭
事

的
統
一｣

と
し
て
と
ら
え
直
し
た
湯
浅
泰
雄
が
、
そ
の

｢

底
層｣

(
＝｢
古
代
農
耕
社
会
の
底
辺
の
習
俗｣)

に
お
け
る

｢

古
代
神
道｣

に
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
マ
ナ
イ
ズ
ム
と
い
っ
た

｢

未
開
宗
教｣

の
特
徴
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
湯
浅
が
、
和
辻
以
来
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

へ
の
理
解
を
否
定
し
な
か
っ
た
次
第
に
つ
い
て
も
、
前
節
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に
お
い
て
振
り
返
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
で
く
り
返
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。

和
辻
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
記
紀
の
物
語
に
現
わ
れ
る
神
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
、
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
祟
り
の
神｣

と
い
う
、
周
知
の
如
き
四
種
類
へ
の
区
分
論
を
あ

ら
た
め
て
想
起
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

(

�)

。
こ
の
四
区
分
に
お
け
る
③

｢

単
に
祀
ら
れ
る
だ
け
の
神｣

と
④

｢

祀
り
を
要
求
す
る
祟
り

の
神｣

こ
そ
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
い
し
は
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な

｢

タ
マ｣

(

＝
ア
ニ
マ

an
im

a)

や

｢

ヒ｣
(

＝
マ
ナ

m
an

a)

に
深

く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
和
辻
は
③

｢

単
に
祀
ら
れ
る
だ
け
の
神｣

の
例
と
し
て
、
ヤ
マ
ツ
ミ
、
ワ
タ
ツ
ミ
、

ク
ニ
タ
マ
、
ミ
ト
シ
な
ど
の
神
の
名
を
あ
げ
、
④

｢

祀
り
を
要
求
す
る
祟
り
の
神｣

の
例
と
し
て
、
御
諸
山

(

三
輪
山)

の
蛇
体
神

た
る
大
物
主
神
の
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
ヤ
マ
ツ
ミ
、
ワ
タ
ツ
ミ
の

｢

ミ｣

が
イ
カ
ズ
チ
の

｢

チ｣

な
ど
と
並
ん
で
、｢

ヒ｣

と
同

様
に
何
ら
か
の

｢

霊
力｣

を
表
わ
す
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
大
物
主
の

｢

モ
ノ｣

が

祭
祀

氏
族
と
し
て
の
物
部
氏
の
名
の
由
来
で
あ
る
よ
う
に

｢

タ
マ｣

と
同
様
に
な
ん
ら
か
の
霊
的
存
在

sp
iritu

al
b
e

in
g

を
指
し
示

す
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
疑
う
べ
く
も
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
神
の
四
区
分
論
に
お
け
る
和
辻
の
議
論
の
特
質
は
、
こ
う
し
た
③

｢

単
に
祀
ら
れ
る
だ
け
の
神｣

や
④

｢

祀
り
を

要
求
す
る
祟
り
の
神｣

の
意
義
を
限
り
な
く
無
化
し
、
あ
く
ま
で
も
②

｢

祀
る
と
と
も
に
祀
ら
れ
る
神｣

の
意
義
を
こ
そ
強
調
し
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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
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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

(

�)

。

和
辻
が
こ
の
よ
う
に
③

｢

単
に
祀
ら
れ
る
だ
け
の
神｣

や
④

｢

祀
り
を
要
求
す
る
祟
り
の
神｣

の
意
義
を
限
り
な
く
無
化
し
、
あ

く
ま
で
も
②

｢

祀
る
と
と
も
に
祀
ら
れ
る
神｣

の
意
義
を
こ
そ
強
調
す
る
の
は
、｢

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｣

の
だ
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は

｢

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
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ

し
て
和
辻
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
こ
か
ら
｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、｣

と
し
て
の

｢

最
も
古
い
時
代
に
お
け
る
国、
民、
的、
統、
一、
の、
成、
立、｣

の
歴

史
的
意
義
と
、
そ
こ
に
お
い
て

｢

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

(

�)｣

を
導
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
和
辻
は
、｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、｣

と
し
て
の
国
民
的
統
一
や

｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、
者、｣

と
し
て
の
天
皇
と
い
う
問
題
を
導
出
せ

ん
と
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
に
も
性
急
で
あ
り
す
ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら

｢

祭、
祀、
そ、
の、
も、
の、｣

の
持
つ
呪
力
を

｢

祀
ら
れ
る
神｣

(

＝｢

タ
マ｣

や

｢

ヒ｣

と
し
て
の
神)

よ
り
も
強
か
ら
し
め
る

も
の
こ
そ
実
は
、
丸
山
の
い
う

｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism

的
な
契
機
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
か
も
し
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。『

講
義
録』

に
お
い
て
丸
山
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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日
本
神
話

(

原
型
的
思
考
―
後
筆)

で
は
、
こ
う
し
て
一
方
で
は
タ
マ
が
現
象
か
ら
分
離
さ
れ
て
呪
術
的
克
服
な
い
し
は

礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
後、
に、
お、
い、
て、
も、
、
そ
れ
と
並
ん
で
他
方
で
は
、
む
し
ろ
タ
マ
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
神
聖
視
さ
れ
る

傾
向
が
強
い
。
…
…
〈
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
的
秩
序
の
形
而
上
学
を
つ
く
る
際

[

も]

、
ま
つ
る
行
為
に
中
心
が
置
か
れ
、
ま
つ

ら
れ
る
対
象
は
そ
れ
に
比
べ
て
重
ん
じ
ら
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
祭
祀
行
為

(

共
同
体
の

｢

ま
つ
り｣

―
後
筆)

の
統
率
者
と

し
て
の
天
皇

(
氏
上
―
後
筆)

の

｢

神
格
化｣

が
理
解
さ
れ
る

(

�)

。〉

こ
こ
で
の
丸
山
は
明
ら
か
に
和
辻
の｢

清
明
心
の
道
徳｣

を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照
し
て
い
る
。
し
か
し
和
辻
が｢

祭、
祀、
そ、
の、
も、
の、｣

の
持
つ
呪
力
の
前
に

｢

祀
ら
れ
る
神｣

(

＝｢

タ
マ｣

や

｢

ヒ｣

と
し
て
の
神)

の
意
義
を
限
り
な
く
無
化
し
て
い
こ
う
と
し
た
ま
さ

に
そ
の
背
後
に
こ
そ
丸
山
は
、｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
マ
ナ
イ
ズ
ムm

an
aism

的
契
機
を
見
い
だ
そ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
和
辻
と
丸
山
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

／｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

を
め
ぐ
る
交
錯

が
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

さ
て
本
節
の
最
後
に
、
柳
田
民
俗
学
と
和
辻
の

｢
清
明
心
の
道
徳｣

論
を
接
合
し
よ
う
と
し
た
荒
木
博
之
の
議
論

(

�)

に
つ
い
て
も
、

ひ
と
こ
と
触
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

荒
木
が
一
方
で
は
、
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
霊
が
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
と
を
認
め
つ
つ
も
、
他
方
で
は

｢

日
本
的
共
同
体｣

＝｢

シ
マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス｣

に
お
け
る

｢

共
同
体
の
神｣

と
ア
ニ

ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
霊
的
神
と
を
断
固
と
し
て
峻
別
し
、
神
聖
な
る
共
同
体
へ
の
私
心
な
き
絶
対
的
帰
依
を
内
容
と
す
る
そ
の

｢

清す

み
明あ

か

き
心｣

の
母
胎
を
、
あ
く
ま
で
前
者
に
求
め
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

法と政治 60巻 2号 (2009年 7月)

論

説

244

二
八



柳
田
に
し
た
が
っ
て
、
南
島

(

＝
琉
球
諸
島)

と
古
代
日
本
の

｢

連
続｣

を
こ
そ
問
題
に
せ
ん
と
す
る
荒
木
は
、｢

清
ら｣

(

＝

｢
き
よ
ら｣)

と
い
う
琉
球
の
言
葉
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
分
析
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
議
論
を
、
こ
う
し
た

｢

日
本
的
共
同
体｣

＝｢

シ

マ
的
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス｣

に
お
け
る

｢

清す

み
明あ

か

き
心｣

の
問
題
へ
と
回
収
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
し
て
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア

カ
キ
コ
コ
ロ｣
が
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism

的
な
宗
教
意
識
に
か
か
わ
る
も
の
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
南
島

(

＝
琉
球
諸
島)

に
お
け
る

｢

清
ら｣

＝｢

き
よ
ら｣

に
も
ま
た
同
様
の
性
格
が
見
い
だ
さ
れ
る
の

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
荒
木
が
見
よ
う
と
し
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
光
景
が
広
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

そ
も
そ
も
マ
ナ

m
an

a

な
る
も
の
が
メ
ラ
ネ
シ
ア
諸
島
や
ポ
リ
ネ
シ
ア
諸
島
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
た
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
、
ま
た
丸
山
が
し
ば
し
ば
言
及
し
て
き
た
よ
う
な
日
本
列
島
と
南
太
平
洋
諸
島
の
地
理
的
契
機
の
意
義
と

い
う
問
題
か
ら
し
て
も
、
赤
坂
憲
雄
が

『

海
の
精
神
史

(

�)』

に
お
い
て
垣
間
見
た
よ
う
な

｢

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
も
ま
た
、
ま
さ
に
そ
の
あ
た
り
か
ら
こ
そ
、
は
じ
め
て
開
か
れ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

超
越
的
絶
対
者
と

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

す
で
に
本
稿
第
二
章
に
お
い
て
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
和
辻
哲
郎
や
相
良
亨
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣

を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、
そ
の

方
法
的
な
異
質
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
論
点
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は

｢

絶
対
者｣

(

な
い
し
は

｢

究
極
者｣
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｢
超
越
者｣)

の
不
在
と
、
そ
れ
に
由
来
す
る

｢

絶
対
的
規
範｣

の
不
在
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

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、｣

と
し
て
の

｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、｣

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
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た

｢

祭、
り、
事、
の、
統、
一、｣

が
可
能
で
あ
っ
た
所
以
は
、｢

絶
対
者｣

(

な
い
し
は

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣)

が

一
定
の
神
と
し
て
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。

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
、｢

絶
対
者｣

を
限
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

し
て

｢

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｣

と
い
う
の
で
あ
る

(

�)

。
換
言
す
れ
ば
、
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
、｢

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

に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
ア
マ
テ

ラ
ス
や
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の

｢

社、
会、
的、
正、
義、｣

を
す
ら
対
置
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た

(

�)

。

す
な
わ
ち
和
辻
は
、
神
々
に
対
し
て
さ
え
、｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

と
い
う

｢

清
明
心
の
道
徳｣

の
実
現
を
求
め
て
い

た
の
で
あ
り
、｢

私｣

を
も
っ
て
支
配
す
る

｢

唯
一
絶
対
神｣
な
ど
、
彼
に
と
っ
て
は
非
道
徳
で

｢

非
正
義｣

な
存
在
で
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
和
辻
は
、｢

絶
対
者｣

の
不
在
と
い
う
問
題
を

｢

清
明
心
の
道
徳｣

と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
提
示
し
つ
つ
、

こ
れ
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
相
良
亨
は
、｢

絶
対
的
規
範
の
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
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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
て
、｢

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
だ
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

｢

絶
対
者｣
の
不
在
を
こ
そ
問
題
視
し
た
相
良
は
、
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｣

(
＝｢

清
明
心｣)

を
重
視
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重｣

(

＝｢

清
明
心｣)

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
。
こ
う
し
た
試

み
を
と
お
し
て
相
良
は
、
一
方
で
は
、
①
日
本
人
に
は
普
遍
的
な
規
範
意
識
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
個
別
的
な
規
範
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
、
規
範
自
体
よ
り
も
主
体
の
姿
勢
と
心
情
の
あ
り
方
が
重
視

さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
他
方
で
は
、
②
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｣

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
い
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
相
良
は
、｢

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
に
至
り
、
つ
い
に
は

｢

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
し
て
、
和
辻
倫
理
学
へ
の
回
帰
を
表
明
す
る
こ

と
と
な
る
。

そ
も
そ
も
相
良
の

｢

清
明
心｣

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

(

�)｣

と
い
う
よ
う
に
、｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重｣

と
い
う
契
機
と

｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

と
い
う
契
機
を
無、
媒、
介、
に
結
合
し
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た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
相
良
の
議
論
は

｢

心
情
の
純
粋
さ｣

と
し
て
の

｢

清
明
心｣

を
源
流
と
し
た

｢

誠
実｣

の
克
服
を
求
め

る
こ
と
に
は
じ
ま
り
、｢

私
の
な
い
心｣

と
し
て
の

｢

清
明
心｣

の
系
譜
に
つ
ら
な
る

｢

自
他
人
倫
の
和
合｣

へ
の
配
慮
と
い
う
伝

統
を
見
出
す
こ
と
へ
と
、
つ
い
に
は
帰
着
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

｢

絶
対
者｣

(
な
い
し
は

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣)

の
不
在
と
い
う
問
題
は
、
和
辻
に
と
っ
て
は

｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

を
本
質
と
す
る

｢
清
明
心
の
道
徳｣

と
深
く
結
び
つ
い
た
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
相
良
に
と
っ
て
は
そ
の
克、
服、
す、
べ、
き、｢

誠
実｣

(

＝｢

心
情
の
純
粋
性
の
尊
重｣)

と
深
く
結
び
つ
い
た
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
両
者
は
と
も
に
、｢

絶
対
者｣

(

な

い
し
は

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣)

の
不
在
の
裏
側
に
顕
わ
れ
る

｢

自
他
人
倫
の
和
合｣

と
い
う
共、
同、
体、
的、
な、
倫
理
的
価
値
の
肯
定
へ

と
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
相
良
の
い
う
と
お
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｣

か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

和
辻
に
と
っ
て
も
、
相
良
に
と
っ
て
も
、｢
絶
対
者｣

(

な
い
し
は

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣)

と

｢

自
他
人
倫
の
和
合｣

と
い
う

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

は
、
対
極
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
二
項
対
立
の
関
係
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣
に

｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
い
う
普
遍
主
義
的

(
u

n
i-

v
e

rsalistic)

な
契
機

(

＝｢

絶
対
的
基
準｣)

を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
丸
山
は
、
和
辻
や
相
良
が

｢

清
明
心
の
道
徳｣

と
深
く

結
び
つ
け
て
論
じ
て
き
た

｢

絶
対
者｣

(

な
い
し
は

｢

究
極
者｣

｢
超
越
者｣)

の
不
在
と
そ
れ
に
由
来
す
る

｢

絶
対
的
規
範｣

の
不

在
と
い
う
問
題
に
ど
の
よ
う
に
臨
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

水
林
彪
は

『

思
想
史
家
丸
山
眞
男
論

(

�)』

所
収
の

｢

原
型

(

古
層)

論
と
古
代
政
治
思
想
論｣

に
お
い
て
、
笹
倉
秀
夫
の

『

丸
山

真
男
論
ノ
ー
ト

(

�)』

を
も
参
照
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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｢

原
型

(

古
層)｣

は
、｢

普
遍
者｣

な
い
し

｢

超
越
者｣

の
意
識
と
の
対
に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
丸
山
は
一
人
の
人
間
と
し
て
、
あ
る
種
の

｢

普
遍
者｣

な
い
し
は

｢

超
越
者｣

の
思
想
に
コ
ミ

ッ
ト
し
て
い
た
わ
け
で
す
。｢

普
遍
者｣

な
い
し
は

｢

超
越
者｣

の
思
想
と
し
て
丸
山
は
、
講
義
や
論
文
な
ど
で
は
イ
ン
ド
的

涅
槃
、
中
国
的
天
道
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
キ
リ
ス
ト
教
的
神
な
ど
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
現
代
に
生
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
彼
が

コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
た
普
遍
的
思
想
は
、
明
ら
か
に
西
欧
近
代
に
生
ま
れ
た
、
し
か
し
決
し
て
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で
は
な
く

｢

人
類
普
遍
の
遺
産｣
と
丸
山
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
、
自
由
や
民
主
主
義
な
ど
の
理
念
で
あ
り
ま
し
た

(

�)

。

丸
山
が
こ
の
話
を
紹
介
す
る
背
景
に
は
、
歴
史
を
超
え
た
何
も
の
か
へ
の
帰
依
な
し
に
は
、
個
人
が
不
条
理
な
周
囲
の
動
向

に
抗
し
て
立
ち
つ
づ
け
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
、
不
条
理
の
絶
え
な
い
現
代
社
会
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
超
え
た
何
も

の
か
へ
の
帰
依
が
必
要
で
あ
る
、
し
か
し
、
こ
の
国
に
は
、
不
幸
な
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
超
越
的
価
値
へ
の
帰
依
と

い
う
精
神
が
伝
統
的
に
き
わ
め
て
弱
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
丸
山
は
…
…
原
型

(

古
層)

的
歴
史
意
識
…
…
が
、

｢

一
人
ひ
と
り
の
主
体
と
し
て
の
責
任
の
問
題
の
発
生
し
な
い
大
勢
順
応
主
義｣

…
…
と
い
う
形
で
確
実
に
現
代
に
も
生
き
て

い
て
、
そ
れ
が
、
こ
の
国
を

｢

な
り
ゆ
き｣

の
流
動
性
と

｢

つ
ぎ
つ
ぎ｣

の
推
移
と
の
底
知
れ
な
い
泥
沼
に
導
く
で
あ
ろ
う
こ

と
を
案
じ
て
い
る
わ
け
で
す

(

�)

。

筆
者
自
身
は
笹
倉
の
議
論
に
も
依
拠
し
な
が
ら
拙
著

『

丸
山
眞
男

｢
近
代
主
義｣

の
射
程

(

�)』

で
論
じ
た
よ
う
に
、
丸
山

が
現
代
に
お
い
て
追
求
し
た

｢

自
己
内
対
話｣

す
る
主
体
は
、
水
林
の
い
う
よ
う
な

｢

歴
史
を
超
え
た
何
も
の
か｣

＝｢

普
遍
的
超
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越
的
価
値｣

へ
の
帰
依
を
必
然
的
に
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
は
考
え
な
い
が

(

�)

、
こ
う
し
た
水
林
の
議
論
は
丸
山
へ
の
理
解
と

し
て
は
至
極
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
丸
山
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
お
よ
び

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
の
執
拗
な
批
判
者
た
る
米
谷
匡
史
が
つ

ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
に
丸
山
は
、
戦
後
の
精
神
革
命
を
執
拗
に
は
ば
む
人
間
関
係
・
行
動
様
式
の
残
存
に
い
ら
だ
ち
、
天
皇
制
を
そ
の

集
約
的
表
現
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て

｢

日
本
の
思
想｣

に
お
い
て
、
近
代
的
主
体
の
確
立
を
は
ば
む
こ
の
要

因
を
、｢

精
神
的
雑
居
性｣

｢
無
構
造
の
伝
統｣

、
そ
し
て
そ
の

｢

原
型｣

と
し
て
の

｢

固
有
信
仰｣

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
…
…
丸
山
は
、
頂
点
に
お
け
る

｢

国
体｣

と
底
辺
に
お
け
る
村
落
共
同
体
を
前
近
代
性
の
温
床
と
考
え
て
お
り
、
そ

れ
を
ど
ち
ら
も

｢

固
有
信
仰｣

と
い
う
古
来
の
《
日
本
的
な
も
の
》
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る

(

�)

。

｢『

原
型

(

古
層)』

は
、『

普
遍
者』

な
い
し

『
超
越
者』

の
意
識
と
の
対
に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
も
の
だ｣

と
す
る
水
林
の
理

解
が
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
米
谷
の
批
判
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
要
す
る
に
丸
山
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ

プ)｣

論
お
よ
び

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
と
は
、
和
辻
の

｢
清
明
心
の
道
徳｣

を
め
ぐ
る
議
論
を
単
に
〈
逆
立
ち
〉
さ
せ
た
だ
け

の
も
の
に
す、
ぎ、
な、
い、
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、｢

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｣

と
い
う
か
た
ち
で
、｢

絶
対
者｣

(
な
い
し
は

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣)

と

｢

自
他
人
倫
の

和
合｣

と
い
う

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
が
、
あ
く
ま
で
も
二
項
対
立
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
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そ
こ
に
は
本
質
的
な
違
い
は
な
ん
ら
見
い
だ
し
得
な
い
の
で
あ
り
、｢

絶
対
者｣
(

な
い
し
は

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣)

と

｢

共、
同、
体、

的、
な、
る、
も、
の、｣

と
の
価
値
的
な
評
価
が
、
和
辻
と
丸
山
と
の
間
で
は
、
単
に
転
倒
さ
せ
ら
れ
て
い
る
に
す、
ぎ、
な、
い、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

丸
山
の

｢
原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

な
い
し
は

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
り
わ
け
後
者

を

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
の
関
係
で
、
米
谷
の
よ
う
に

そ
し
て
お
そ
ら
く
水
林
の
よ
う
に
も

捉
え
る
こ
と
が
重
大
な
誤
読
だ
と
せ
ざ
る
得
な
い

こ
と
は
、
本
稿
で
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

な
い
し

｢

古
層
＝

執
拗
低
音｣

と

｢

絶
対
者｣

(
な
い
し
は

｢

究
極
者｣
｢

超
越
者｣)

と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

相
良
亨
の
門
下
に
日
本
倫
理
思
想
史
を
修
め
、
和
辻
哲
郎
を
含
む

｢

京
都
学
派｣

に
つ
い
て
の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
と
い
う
田

中
久
文
は
、
そ
の
著
書

『

丸
山
眞
男
を
読
み
な
お
す』

に
お
い
て
、
正
し
く
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、

し
か
し
、
丸
山
の
説
く

｢

原
型｣

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
と
は
い
え
、
決
し
て
決
定
論
的
な
も
の
で
は
な

い
。
ま
ず
丸
山
は
、｢

原
型｣

と
い
う
も
の
が
す
べ
て
の
日
本
人
を
宿
命
的
に
し
ば
っ
て
い
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
六

〇
年
代
の
東
大
で
の
日
本
政
治
思
想
史
の
講
義
録
を
み
る
と
、｢
原
型｣

を
克
服
し
て
主
体
性
を
獲
得
し
た
思
想
の
細
い
鉱
脈

を
、
日
本
思
想
史
の
な
か
か
ら
掘
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
十
七
条
憲
法
、
武
士
の
エ
ー
ト
ス
、
鎌
倉
新

仏
教
、
キ
リ
シ
タ
ン
、
一
部
の
儒
教
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
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し
か
も
、
そ
う
し
た

｢

原
型
を
超
え
た
思
想｣

は
、｢

原
型｣

と
つ
ね
に
対
立
関
係
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。｢

原
型｣

が

｢
原
型
を
超
え
た
思
想｣

を
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
逆
に

｢

原
型｣

の
な
か
か
ら

｢

原
型
を
超
え
た
思
想｣

が
生
い
立
っ
て
い
っ
た
り
、
さ
ら
に
は

｢

原
型
を
超
え
た
思
想｣

が
一
時
的
と
は
い
え

｢

原
型｣

を
変
容
さ
せ
た
り
す
る
様
子

が
、
六
〇
年
代
の
講
義
で
は
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

田
中
の
こ
う
し
た
理
解
は
、
丸
山
の

『

丸
山
眞
男
講
義
録』

に
真
摯
に
向
き
あ
う

｢

読
み
な
お
し｣

か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

さ
き
の
水
林
の
よ
う
な

ま
し
て
や
米
谷
の
よ
う
な

理
解
か
ら
は
、
決
し
て
見
い
だ
さ
れ
得
な
い
も
の
だ
と
い
っ
て
も
よ

か
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
田
中
が

『

丸
山
眞
男
講
義
録』

に
見
い
だ
し
た
特
徴
に
は
、
水
林
彪
も
、
そ
し
て

『

丸
山
眞
男
講
義
録』

の
編
者
で

あ
り
解
題
者
で
も
あ
る
飯
田
泰
三
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
水
林
の

｢

後
期
の
丸
山
に
は
、
わ
が
国
固
有
の
原
型

(

古
層)

的
意
識
と
舶
載
の
普
遍
意
識
の
対
抗
、
前
者
に
よ
る
後

者
の
日
本
化
と
い
う
思
想
史
の
構
想

(

原
型

(

古
層)
論
＝
Ａ
構
想)

と
は
別
に
、
原
型

(

古
層)

的
な
も
の
か
ら
の
普
遍
思
想
的

契
機
の
自
生
的
な
成
長
と
そ
の
挫
折
と
い
う
思
想
史
の
構
想

(
Ｂ
構
想)

が
存
在
し
た

(

�)｣

の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
に
明
確
に
う

か
が
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た

『

丸
山
眞
男
講
義
録』

の

｢

解
題｣
に
お
け
る
飯
田
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

と
こ
ろ
が
こ
の

｢

武
士
の
エ
ー
ト
ス｣

は
、
そ
の
構
図
と
は
様
相
を
異
に
し
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
、
底
辺
的
・
土
着
的
な
世
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界
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
内
発
的
に
…
…
形
成
さ
れ
て
き
て
、
独
自
の

｢

普
遍
者
の
自
覚｣

へ
の
回
路
を
作
り

だ
し
て
い
く
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
し
て
も
、
と
ら
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
こ
の
と
き
丸
山
は
、｢

原
型｣

と

｢
普
遍
者
の
自
覚｣

と
の
二
項
対
立
的
な
葛
藤
・
絡
み
合
い
を
中
軸
に
据
え
た
、
六
三
・
六
四
年
度
講
義
の
際
の
構
図
と
は
別

の
可
能
性
を
、
日
本
思
想
史
の
中
に
探
っ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
か

(

�)

。

そ
の
点
で
、
丸
山
の

｢

古
層｣

論
を
、
さ
ら
に
修
正
・
発
展

(

？)

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
体
制
の
下
部
構
造
〉
と
し
て
の

｢(

天
皇
制
的)

古
層｣

の
さ
ら
に
深
層
に
、
い
わ
ば
〈
人
類
史
的
〉
下
部
構
造
と
し
て

｢

太
古
の
祖
型｣

(

ベ
ン
ヤ
ミ
ン)

が
想
定
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
解
体
期
に
お
い
て
、
そ
の
解
体(

↓
自
己
解
体)

を
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

日
本
的
古
層｣

(

に
よ
る
惑
溺)

を
否
定
し
突
き
抜
け
、
さ
ら
に
下
降
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
或
る

普
遍
的
で
原
理
的
な
基
層

(

い
わ
ば

�原
初
的
普
遍
性
�

)

に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
原
初
の
混
沌
、

な
い
し
は｢

自
然
状
態(

タ
ブ
ラ
・
ラ
サ)｣
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
或
る
原
理
的
な
も
の
を
捉
え
直
し
て
き
て｢

再
生｣

｢

蘇
生｣

し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、｢

転
形
期｣

に
お
い
て
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か

(

�)

。

し
か
し
、
水
林
に
し
て
も
、
飯
田
に
し
て
も
、
田
中
の
い
う

｢
逆
に

『

原
型』

の
な
か
か
ら

『

原
型
を
超
え
た
思
想』

が
生
い
立

っ
て｣

い
く
こ
と
に
つ
い
て
の
丸
山
の
議
論
を
、｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
な
い
し
は

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
に
と
っ
て
の

本
質
的
契
機
だ
と
は
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
水
林
に
と
っ
て
は
、｢

原
型

(

古
層)

論
＝
Ａ
構
想｣

と
は
別
の

｢

Ｂ
構
想｣

だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
飯
田
に
と
っ
て
も
あ
く
ま
で
も
、｢『

原
型』

と

『

普
遍
者
の
自
覚』

と
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の
二
項
対
立
的
な
葛
藤
・
絡
み
合
い
を
中
軸
に
据
え
た
、
六
三
・
六
四
年
度
講
義
の
際
の
構
図
と
は
別
の
可
能
性｣

と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
水
林
が

｢『

原
型

(

古
層)』

は
、『

普
遍
者』

な
い
し

『

超
越
者』

の
意
識
と
の
対
に
お
い
て
措

定
さ
れ
た
も
の
だ｣

と
あ
く
ま
で
も
考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
、
飯
田
が
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

を
、
あ
く

ま
で
も
〈
体
制
の
下
部
構
造
〉
と
し
て
の

｢(

天
皇
制
的)

古
層｣

で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
れ
自
体
が

修
正
・
発
展
を
加
え
る

ま
で
も
な
く

す
で
に
〈
人
類
史
的
〉
下
部
構
造
と
し
て

｢

太
古
の
祖
型｣

(

ベ
ン
ヤ
ミ
ン)

と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ

と
い
う
こ
と
に
、
つ
い
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

本
稿
が
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
丸
山
の

｢

原

型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
は
、
あ
く
ま
で
も

｢

古
代
文
献
に
残
さ
れ
て
い
る
神
話
・
説
話
・
古
代
伝
承
の
な
か
か
ら
、
明、
ら、
か、
に、

儒
仏
道
教
等
の
比、
較、
的、
に
大
陸
的
思
想
の
影
響
と
み
ら
れ
る
諸
観
念
を
除
き
、
後
代
の
民
間
信
仰
や
民
間
伝
承
等
を
参
照
し
て
、
古

代
か
ら
持
続
的
に
作
用
し
て
い
る
宗
教
意
識
を
再
構
成

(

�)｣

し
よ
う
と
試
み
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
再、
構、
成、
に
よ
っ
て
提
示

さ
れ
た

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

に
お
い
て
は
、
①

｢

血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体｣

や
水、
田、
稲、
作、
と
い
う
支
配
的
生
産
様
式
な

ど
の

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
不
可
分
の

｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣

(

＝｢

集
団
的
功
利
主
義｣)

と
い
う
特
殊
主
義
的

(
p

articu
-

laristic)

契
機

(

な
い
し
は
外
面
的
・
相
対
的
価
値
基
準)

と
②

｢
心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機
主
義｣)

と
い
う
普
遍
主
義

的

(
u

n
iv

e
rsalistic)

契
機

(

な
い
し
は
内
面
的
・
絶
対
的
価
値
基
準)
と
い
う
両
契
機
の
相
互
関
係

制
約
、
両
立
、
結
合
、

矛
盾
、
相
克

こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
。

第
二
に
、｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
が
、｢

日
本
神
話
の
な
か
か
ら
明
ら
か
に
中
国
的
な
観
念
…
…
に
基
づ
く
考
え
方
や
カ
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テ
ゴ
リ
ー
を
消
去｣

し
て
い
き
、
そ
こ
に
残
る
サ
ム
シ
ン
グ
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る

｢

断
片
的
な
発
想

(

�)｣

と
し
て

の
｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

の
単
離

iso
late

を
試
み
ん
と
す
る

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
へ
と
発
展
・
成
熟
す
る
こ
と
で
、
丸
山
が

倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
単
離iso

late

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝｢

純
粋
動
機

主
義｣)

と
し
て
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

そ
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

そ
し
て
第
三
に
、
こ
の
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
単
離iso

late

さ
れ
る
べ
き

｢

心
情
の
純
粋
性｣

(

＝

｢

純
粋
動
機
主
義｣)
と
し
て
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ･

ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

と
は
、『

古
事
記』

の
須
佐
之
男
が
体
現
す
る
よ
う
な
、
そ
し

て
、｢

作
用
、
機
能
、
活
動
そ
れ
自
体
の
神
化｣

と
い
う
マ
ナ
イ
ズ
ム

m
an

aism

的
な

｢

ヒ｣
(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

へ
の
信
仰

と
も
深
く
か
か
わ
る
、｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
得
る
よ
う
な
普
遍
的
要
素
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
丸
山
の

｢

原
型

(
プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

が
そ
も
そ
も
、｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
も
い
う
べ
き
契
機
と

｢

未

開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
契
機
と
の
二
つ
の
契
機
か
ら
再、
構、
成、
さ
れ
た
も
の
な

の
で
あ
り
、
そ
し
て｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

が
、
後
者
の
契
機
を
ヨ
リ
基
層
に
位
置
す
る｢

断
片
的
な
発
想｣

と
し
て
単
離iso

late

し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
丸
山
の

｢
古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
は

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
も
す
で

に

｢

絶
対
者｣

(

な
い
し
は

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣)

と

｢
自
他
人
倫
の
和
合｣

と
い
う

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
の
二、
項、

対、
立、
と
い
う
和
辻
的
な
論
理
の
枠
組
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

は
、
け
っ
し
て
水
林
彪
が
い
う
よ
う
な

｢『

普
遍
者』

な
い
し

『

超
越
者』

の
意
識
と
の
対
に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
も
の

(

�)｣

な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
①

｢
絶
対
者｣

(

な
い
し
は

｢

普
遍
者｣

｢

究
極
者｣

｢

超
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越
者｣)

と
い
う
契
機
、
②

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

(

＝｢

自
他
人
倫
の
和
合｣)

と
い
う
特
殊
主
義
的

(
p

articu
laristic)

契
機
、

さ
ら
に
は
③

｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
普
遍
主
義
的

(
u

n
iv

e
rsalistic)

な

契
機
と
い
う
三
契
機
か
ら
な
る
三、
項、
関、
係、(

＝
ト
リ
ア
ー
デ)

に
お
い
て
こ
そ
、
措
定
さ
れ
て
い
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
丸
山
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
の
段
階
か
ら
す
で
に
明
確
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
れ
に
た
い
し
て
心
情
が
純
か
不
純
か
は
、
普
遍
的
基
準
で
あ
る
。
し
か
る
に
記
紀
神
話
で
は
、
共
同
体
の
功
利
主
義
と
心

情
の
純
粋
性

(

き
よ
き
心)
と
が
結
合
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
日
本
で
は
、〉
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う

絶
対
的
基
準
が
、
共
同
体
的
功
利
主
義
の
相
対
性
と
特
別
主
義
に
制
約
さ
れ
る
の
で
、
共
同
体
的
規
範
か
ら
、
特
定
の
共
同
体

や
具
体
的
人
間
関
係
を
こ
え
た
普
遍
的
な
倫
理
規
範

(

超
越
的
な
唯
一
神
の
命
令
と
か
、
超
越
的
な
天
道
と
か
、
普
遍
的
な
ダ

ル
マ

[
d

h
arm

a]

と
か
い
う

｢

自
然
法｣
観
念
に
基
礎
を
お
く)

へ
の
昇
華
が
は
ば
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。〈
こ
れ
が
儒
教
、

仏
教
の
受
容
形
態
を
制
約
す
る

(

�)

。〉

『

丸
山
眞
男
講
義
録

[

第
七
冊]』

に
お
け
る
こ
の
一
節
に
こ
そ
、
田
中
久
文
が

『

丸
山
眞
男
講
義
録』

か
ら
読
み
取
っ
た

｢『

原

型』

が『

原
型
を
超
え
た
思
想』

を
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
逆
に『

原
型』

の
な
か
か
ら『

原
型
を
超
え
た
思
想』

が
生
い
立
っ
て
い
っ
た
り
、
さ
ら
に
は

『

原
型
を
超
え
た
思
想』

が
一
時
的
と
は
い
え

『

原
型』

を
変
容
さ
せ
た
り
す
る

(

�)｣

と
い
う

｢

原
型｣

と

｢

原
型
を
超
え
る
思
想｣

と
の
関
係
を
解
く
鍵
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ

｢『

原
型

(

古
層)』

は
、『

普
遍
者』
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な
い
し

『

超
越
者』

の
意
識
と
の
対
に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
も
の
だ｣

と
し
か
見
な
し
得
な
か
っ
た
水
林
が

そ
し
て
、
お
そ

ら
く
飯
田
も

見
落
と
し
た
点
な
の
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
丸
山
は
明
ら
か
に
、
①

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
絶
対
的
基
準｣

、
②

｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣

な
い
し
は

｢
共
同
体
的
規
範｣

、
③
超
越
的
な
唯
一
神
の
命
令
と
か
、
超
越
的
な
天
道
と
か
、
普
遍
的
な
ダ
ル
マ
と
か
い
う

｢

自
然

法｣

観
念
に
基
礎
を
お
く

｢

普
遍
的
な
倫
理
規
範｣

と
の
三、
項、
関、
係、(

＝
ト
リ
ア
ー
デ)

を
こ
そ
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
丸
山
は
、
一
方
で
、
①
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
絶
対
的
基
準｣

(

＝｢

未
開
の
野
生｣

と
も

い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
普
遍
主
義
的
な
契
機)

が
③
の
超
越
的
な
唯
一
神
の
命
令
と
か
、
超
越
的

な
天
道
と
か
、
普
遍
的
な
ダ
ル
マ
と
か
い
う

｢

自
然
法｣

観
念
に
基
礎
を
お
く

｢

普
遍
的
な
倫
理
規
範｣

(

＝｢

絶
対
者｣

な
い
し
は

｢

普
遍
者｣

｢

究
極
者｣

｢

超
越
者｣
と
い
う
契
機)

へ
と
昇、
華、
す
る
可
能
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
が
②
の

｢

共
同
体
的
功
利
主
義｣

な
い
し
は

｢

共
同
体
的
規
範｣

(

＝｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

、｢

自
他
人
倫
の
和
合｣

と
い
っ
た
特
殊
主
義
的
契
機)

に
よ
っ
て
は
ば

ま
れ
る
と
い
う
関
係
と
と
も
に
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
①
の
契
機
と
②
の
契
機
の
結
合
が
儒
教
、
仏
教
と
い
っ
た
外
来
的
な
③
の
契

機
の

｢

受
容
形
態｣

を
制
約
し
、
一
定
の
変
容
な
い
し
は
修
正
を
も
た
ら
す
と
い
う
関
係
を

す
な
わ
ち
相
対
的
に
区
別
さ
れ

る
べ
き
二、
つ、
の、
関、
係、
を

こ
の
三、
項、
関、
係、(

＝
ト
リ
ア
ー
デ)

の
な
か
に
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
三、
項、
関、
係、(

＝
ト
リ
ア
ー
デ)

が
具
体
的
な
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
の
か
と
い
う
問
題
の

解
明
は
、『

丸
山
眞
男
講
義
録』

全
体
に
た
い
す
る
ヨ
リ
詳
細
な
検
討
を
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
ま
た
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
そ
の
課
題
意
識
の
共
通
性
に
注
目
し
た
網
野
善
彦
を
は
じ

め
と
す
る
他
の
論
者
の
歴
史
研
究
や
思
想
史
研
究
の
成
果
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
し
か
る
べ
き
覚
悟
の
も
と
に
挑
ま
な
け
れ
ば
な
る
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ま
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
あ
の
丸
山
を
し
て
、｢

そ
れ
は
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
課
題
だ

(

�)｣

と
い
わ
し
め
る
ほ
ど
の
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
到
底
本
稿
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て

｢

神
神
の
微
笑｣

柄
谷
行
人

『

日
本
精
神
分
析』

に
寄
せ
て

日
本
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
文
芸
評
論
の
旗
手
と
も
い
う
べ
き
柄
谷
行
人
は
、
丸
山
眞
男
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
へ
の

批
判
を
試
み
た
評
論

｢

日
本
精
神
分
析

芥
川
龍
之
介

『

神
神
の
微
笑

(

�)』｣

で
、
芥
川
が
そ
の
作
品

｢

神
神
の
微
笑

(

�)｣

に
お
い
て
、

日
本
の

｢

霊
の
一
人｣

を
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、

唯
気
を
つ
け
て
頂
き
た
い
の
は
、
本
地
垂
迹

ほ
ん
ち
す
い
じ
ゃ
く

の
教
お
し
え
の
事
で
す
。
あ
の
教
は
こ
の
国
の
土
人
に
、
大
日�

貴

お
お
ひ
る
め
む
ち

は
大
日
如
来

だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

と
同

じ
も
の
だ
と
思
わ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
日�
貴
の
勝
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
大
日
如
来
の
勝
で
し
ょ
う
か
？
仮
り
に
現
在

こ
の
国
の
土
人
に
、
大
日�

貴
は
知
ら
な
い
に
し
て
も
、
大
日
如
来
は
知
っ
て
い
る
も
の
が
大
勢
あ
る
と
し
て
御
覧
な
さ
い
。

そ
れ
で
も
彼
等
の
夢
に
見
え
る
、
大
日
如
来
の
姿
の
中う

ち

に
は
、
印
度
仏
の
面
影

お
も
か
げ

よ
り
も
、
大
日�

貴
が
窺

う
か
が

わ
れ
は
し
な
い
で
し

ょ
う
か
？
…
…
つ
ま
り
私
が
申
上
げ
た
い
の
は
、
泥
烏
須
の
よ
う
に
こ
の
国
に
来
て
も
、
勝
つ
も
の
は
な
い
と
云
う
事
な
の
で

す
。
…
…

(

�)

そ
れ
は
何
人
で
も
帰
依
す
る
で
し
ょ
う
。
唯た

だ

帰
依
し
た
と
云
う
事
だ
け
な
ら
ば
、
こ
の
国
の
土
人
は
大
部
分
悉
達
多
の
教
え
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に
帰
依
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
我
我
の
力
と
云
う
の
は
、
破
壊
す
る
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
造
り
変
え
る
力
な
の
で
す

(

�)

。

事
に
よ
る
と
泥
烏
須
自
身
も
、
こ
の
国
の
土
人
に
変
る
で
し
ょ
う
。
支
那
や
印
度
も
変
っ
た
の
で
す
。
西
洋
も
変
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
我
は
木
木
の
中
に
も
い
ま
す
。
浅
い
水
の
流
れ
に
も
い
ま
す
。
薔
薇
の
花
を
渡
る
風
に
も
い
ま
す
。
寺
の

壁
に
残
る
夕
明
り
に
も
い
ま
す
。
何
処
に
で
も
、
又
何
時
で
も
い
ま
す
。
御
気
を
つ
け
な
さ
い
。
御
気
を
つ
け
な
さ
い
。
…
…

(

�)

丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
に
言
及
し
つ
つ
、｢

私
は
、
社
会
科
学
、
思
想
史
、
心
理
学
な
ど
の
本
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
き

ま
し
た
が
、
芥
川
の
短
編
小
説
以
上
に
洞
察
力
を
も
っ
た
も
の
に
出
会
い
ま
せ
ん
で
し
た

(

�)｣

と
し
、｢

大
切
な
の
は
、
そ
う
し
た

『

古
層』

を
指
摘
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
な
ぜ
日
本
で
は
そ
う
し
た

『

古
層』

が

『

抑
圧』

さ
れ
な
か
っ
た
か
を
問
う
こ

と
で
す

(

�)｣

と
喝
破
し
て
み
せ
る
柄
谷
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の

｢

神
神
の
微
笑｣

へ
の
着
目
は
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
な

ど
芥
川
の
焼
き
直
し
に
す、
ぎ、
な、
い、
の
だ
と
貶
め
た
い
が
た
め
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
丸
山
の

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣
論
か
ら

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
へ
の
議
論
の
発
展
の
方
向
性
を
た
ど
り
、
丸

山
が
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
単
離iso

late

せ
ん
と
し
て
い
た

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ･

ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

な

る
も
の
に
迫
ろ
う
と
し
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
は
、｢

我
我
の
力
と
云
う
の
は
、
破
壊
す
る
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
造
り
変
え
る
力

な
の
で
す｣

、｢

我
我
は
木
木
の
中
に
も
い
ま
す
。
浅
い
水
の
流
れ
に
も
い
ま
す
。
薔
薇
の
花
を
渡
る
風
に
も
い
ま
す
。
寺
の
壁
に
残

る
夕
明
り
に
も
い
ま
す
。
何
処
に
で
も
、
又
何
時
で
も
い
ま
す
。
御
気
を
つ
け
な
さ
い
。
御
気
を
つ
け
な
さ
い｣

と
日
本
の

｢

霊
の

一
人｣

に
語
ら
し
め
た
芥
川
の
類
稀
な
る
文
学
者
的
感
性
は
、
む
し
ろ
丸
山
の
議
論
を
力
強
く
支
持
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す

法と政治 60巻 2号 (2009年 7月)

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
考

(

三
・
完)

259

四
三



ら
思
わ
れ
る
。

丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う
方
法
と
、
そ
こ
に
お
け
る

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

を
め
ぐ
る
議
論
は
、

｢

日
本
的
な
る
も
の｣

を
実
体
化
し
、｢

日
本
民
族｣

の
一
貫
性
や
等
質
性
と
い
う
近
代
日
本
の

｢

つ
く
ら
れ
た
伝
統｣

に
与
す
る
も

の
と
し
て
丸
山
を
否
定
し
去
ろ
う
と
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
一
顧
の
価
値
す
ら
な
い
蒙
論
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
、
け
っ
し
て
孤
立
無
援
の
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
網
野
善

彦
の

｢

飛
礫

つ
ぶ
て｣

｢

異
形
異
類｣

｢

無
縁｣

と
い
っ
た
そ
れ
と
強
く
響
き
合
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

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
論
じ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
の

｢

神
神
の
微
笑｣

も
ま
た
、
丸
山
が

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論

を
通
じ
て
挑
も
う
と
し
た

｢

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
課
題｣

に
、
文
学
者
と
し
て
の
鋭
い
感
性
と
知
性
に
よ
っ
て
迫
ら
ん
と
し
た
先

駆
的
な
営
み
だ
っ
た
と
す
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

少
な
く
と
も

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
、
丸
山
の
生
涯
を
通
じ
て
の
盟
友
と
も
い
う
べ
き

加
藤
周
一
が
、
そ
の

『

日
本
文
学
史
序
説

(

�)』

や

『

日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空
間

(

�)』

に
お
い
て
、
深
く
共
有
す
る
も
の
だ
っ
た
こ

と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
丸
山
と
加
藤
の
議
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
田
口
富
久
治
が

｢

丸
山
眞
男
の

『

古
層
論』

と
加
藤
周
一
の

『

土
着
的
世
界
観

(

�)』｣

で
詳
細
な
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る

(

�)

。

丸
山
と
加
藤
と
の
関
係
は
ひ
と
ま
ず
別
格
と
し
て
も
、｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う
方
法

少
な
く
と
も

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容｣

と
い
う
〈
視
座
〉
そ
の
も
の

は
、
丸
山
に
対
し
て
批
判
的
な
論
者
を
含
め
、
す
で
に
多
く
の
人
び

と
に
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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た
と
え
ば
す
で
に
本
稿
で
も
見
た
よ
う
に
、
相
良
亨
は

『

誠
実
と
日
本
人

(

�)』

で
、｢

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
軸
に
し
て
、
日
本
倫
理
思
想
史
の
展
開
を
試
み
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た

｢

周
辺
文
明
と
し
て
の
日
本
文
化｣

と
い
う
歴
史
理
解
の
枠
組
み
に
立
つ
湯
浅
泰
雄
も
、｢

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

(

�)｣

と
論
じ

て
い
た
の
だ
っ
た
。

日
本
思
想
史
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢

丸
山
思
想
史
学
の
地
平｣

を
も
と
に
編
ま
れ
た

『

思
想
史
家
丸
山
眞
男
論

(

�)』

で
、『

丸
山

眞
男
講
義
録』

へ
の
批
判
的
検
討
を
行
な
っ
た
水
林
彪
や
末
木
文
美
士
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
水
林
は
、
そ
の

｢

原
型

(

古
層)

論
と
古
代
政
治
思
想
論｣

に
お
い
て
、
丸
山
の

｢

原
型

(

古
層)

論｣

に
重
大
な
疑
問
を
呈
し
つ
つ
も
、｢

独
特
の
日
本
的
国
制
と

そ
の
思
想
の
歴
史
的
起
点｣

と
し
て
の

｢

律
令
国
家
体
制｣

を
、
①
土
着
的
未、
開、
的
な
、
し
か
し
そ
の
限
り
で
普
遍
的
な
在
地
首
長

制
的
社
会

(

古
層
＝
基
層)

と
、
②
中
国
文、
明、
に
強
く
影
響
を
受
け
た
律
令
国
家
体
制

(

新
層
＝
上
層)

と
の
二
重
構
造
と
し
て
把

握
し
、
こ
の
古
層
・
新
層
の
重
畳
的
構
造
と
古
層
・
新
層
間
の
相
互
浸
透
現
象
を
重
視
す
る
彼
独
自
の

｢

古
層
・
新
層
論｣

を
提
起

す
る
と
と
も
に

(

�)

、
こ
れ
を
展
開
す
る
形
で
、
古
代
か
ら
近
代
に
至
る

｢

天
皇
制｣

の
通
史
と
し
て
、『

天
皇
制
史
論

本
質
・
起

源
・
展
開

(

�)』

を
著
わ
す
に
い
た
っ
た
。
ま
た
同
じ
く

｢

〈
原
型
＝
古
層
〉
か
ら
世
界
宗
教
へ

『

丸
山
眞
男
講
義
録

[

第
四

冊]』

を
読
む

(

�)｣

に
お
い
て
、｢

重
要
な
の
は
讃
嘆
で
も
無
理
解
で
も
な
く
、
丸
山
の
〈
原
型
＝
古
層
〉
論
を
ど
の
よ
う
に
生
産
的
に

継
承
し
て
ゆ
け
る
か｣

で
あ
る
と
し
て
、｢

〈
原
型
＝
古
層
〉
は
初
め
か
ら
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
歴
史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
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て
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
か｣

と
の
仮
説
を
提
示

(

�)

し
た
末
木
文
美
士
も
、
こ
う
し
た
仮
説
に
も
と
づ
く
通
史
の
試
み
と
し
て

『

日
本
宗

教
史

(
�)』

を
著
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢
日
本
精
神
分
析

芥
川
龍
之
介

『

神
神
の
微
笑』｣

に
お
け
る
柄
谷
も
ま
た
、
丸
山
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
を
対
置
し

て
批
判
的
な
論
及
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ど
の
地
域
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
・
仏
教
と
い
っ
た

｢

世
界
宗
教｣

に
い
わ
ば

｢

去
勢｣

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て

｢

自
己｣

が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
地
域
で
、
外
来
的
な
世
界
宗
教
が
自
己
に
と
っ
て
外
来
的
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と

が
あ
り
え
な
い
の
は
、
自
己
そ
の
も
の
が
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
…
…
精
神
分
析
学
者
ラ
カ
ン
の
言
葉
で
い

え
ば
、
日
本
で
は
、
い
わ
ば
世
界
宗
教
に
よ
る
去
勢
が

｢

排
除｣

さ
れ
た
た
め
に

｢

自
己｣

が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
べ

き
な
の
で
す

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
漢
字
を
訓
で
読
む
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
第
一
に
、
そ
れ
は
外
来
的
な
漢
字
を
内
面
化
す
る

こ
と
で
す
。
日
本
人
は
、
も
は
や
漢
字
を
訓
で
読
ん
で
い
る
と
は
考
え
ず
、
単
に
日
本
語
を
漢
字
で
表
現
す
る
と
考
え
て
い
る
。

…
…
第
二
に
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
漢
字
は
日
本
語
の
内
部
に
吸
収
さ
れ
な
が
ら
、
同
時
に
つ
ね
に
外
部
的
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
こ
う
し
た
特
徴
を
無
視
す
れ
ば
、
文
学
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
諸
制
度

・
思
考
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
と
い
う
の
も
、
諸
制
度
・
思
考
は
、
そ
う
し
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

(

書
き

言
葉)

に
よ
っ
て
可
能
だ
か
ら
で
す

(

�)

。
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訓
読
み
と
は
、
漢
字
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
受
け
入
れ
な
い
方
法
で
す
。
中
国
周
縁
の
民
族
は
漢
字
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

た
、
そ
れ
が
去
勢
だ
と
し
た
ら
、
日
本
で
生
じ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
去
勢
の

｢

排
除｣

で
す
。
…
…
お
そ
ら
く

｢

日
本
的｣

と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
点
に
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
多
く
の

｢

日
本
人
論｣

が
、
肯
定
的
で
あ
れ
否
定

的
で
あ
れ
、
指
摘
す
る
の
は
、
そ
こ
に
確
固
た
る
主
体
が
な
く
、
原
理
的
な
機
軸
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
神
経
症

的
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
分
裂
病
的
で
す

(

�)

。

日
本
に
お
い
て
丸
山
真
男
の
い
う

｢

古
層｣

が
抑
圧
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
が
海
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
た
た
め
、

異
民
族
に
征
服
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
。
日
本
に
入
っ
て
き
た
宗
教
が
仏
教
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、｢

去
勢｣

が
お

こ
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
…
…
過
酷
な
の
は
、
世
界
帝
国
に
よ
る
軍
事
的
な
征
服
と
支
配
で
す
。
…
…
し
か

し
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
え
た
の
は
、
日
本
が
中
国
と
い
う
世
界
帝
国
の
辺
境
に
位
置
す
る
島
国
で
あ
っ
て
、
日
本
に
特
に

何
か
内
在
的
な

｢

力｣

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん

(

�)

。

軍
事
的
な
征
服
が
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
と
中
国
や
モ
ン
ゴ
ル
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
と
の
間
に
朝
鮮
半
島
が
あ
り
、
こ
こ
で
侵

入
が
せ
き
止
め
ら
れ
た
か
ら
で
す

(

�)

。

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
を
援
用
し
て
提
示
さ
れ
た
①
世
界
宗
教
に
よ
る

｢
去
勢｣

の

｢

排
除｣

に
よ
っ
て

｢

自
己｣

(

＝
主
体)

が

未
形
成
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
と
い
う
議
論
や
②
そ
れ
を
漢
字
の
訓
読
み
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
に
お
い
て
捉
え
な
お
す
と
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い
う
論
点
な
ど
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
文
芸
評
論
家
・
柄
谷
行
人
の
面
目
躍
如
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
論
点
に
し
ろ
、
③
世
界
帝
国
に
よ
る
征
服
が
な
か
っ
た
と
い
う
知
見
に
し
ろ
、
④
そ
の
理
由
を
朝
鮮
半
島
の
存
在
に
も
と
め
る
議

論
に
し
ろ
、
柄
谷
の
議
論
も
ま、
た、
、
丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う
方
法

少
な
く
と
も

｢

文
化
接
触

と
文
化
変
容｣
と
い
う
〈
視
座
〉
そ
の
も
の

を
け
っ
し
て
否
定
し
去
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
補
強
す
る
も
の
な
の
で
は

な
い
か
と
見
な
し
た
く
な
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
丸
山
が
単
離

iso
late

せ
ん
と
し
て
い
た
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｣

が
、〈
人
類
史
的
〉
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
マ
ナ
イ
ズ
ム

的
な

｢

ヒ｣
(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

へ
の
信
仰
と
か
か
わ
る
普
遍
的
な
要
素
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た

｢

古

層
＝
執
拗
低
音｣

が
世
界
宗
教
に
よ
っ
て
｢

抑
圧｣

さ
れ
な
か
っ
た

な
い
し
は
、｢

去
勢｣

が

｢

排
除｣

さ
れ
た

の
は
、

日
本
が
中
国
と
い
う
世
界
帝
国
の
辺
境
に
位
置
す
る
島
国
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
日
本
に
特、
に、
何、
か、
内、
在、
的、
な、｢

力｣

が
あ
っ
た
か

ら
で
は
な、
い、
と
い
う
柄
谷
の
議
論
は

柄
谷
自
身
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ

丸
山
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
。

｢

未
開
の
野
生｣

と
し
て
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

筆
者
は
、｢

重
要
な
の
は
讃
嘆
で
も
無
理
解
で
も
な
く
、
丸
山
の
〈
原
型
＝
古
層
〉
論
を
ど
の
よ
う
に
生
産
的
に
継
承
し
て
ゆ
け

る
か｣

で
あ
る
と
い
う
末
木
文
美
士
の
問
題
意
識
を
共
有
し
た
い
。
た
だ
、
丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う

方
法
と
、
そ
こ
に
お
け
る

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
を
生
産
的
に
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
そ
の
理
解
に
努
め
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る
こ
と
か
ら
始
め
る
ほ
か
な
い
と
考
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う
方
法

少
な
く
と
も

｢

文
化
接
触
と
文
化

変
容｣
と
い
う
〈
視
座
〉
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
が
共
有
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

そ
う
し
た
論
者
に
お
い
て
も

古
層
・
新
層
の
重
畳
的
構
造
と
古
層
・
新
層
間
の
相
互
浸
透
現
象
を
重
視
す
る

｢

古
層
・
新
層

論｣

を
提
起
す
る
水
林
彪
に
し
て
も
、
ま
た
、〈
原
型
＝
古
層
〉
は
初
め
か
ら
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
歴
史
の
な
か
で
形
成

さ
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
を
提
示
す
る
末
木
文
美
士
に
し
て
も
、
さ
ら
に
は
柄
谷
行
人
の

『

日
本
精
神
分
析』

に
し

て
も

丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
そ
の
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
同
意
で
き
な
い
議
論
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
ま
い
。
し
か
し

か
の
飯
田
泰
三
さ
え
も
が
、
そ
れ
を

｢

〈
体
制
の
下
部
構
造
〉
と
し
て
の

『(

天
皇
制
的)

古
層

(

�)』｣

だ
と
し
て
い
る
よ
う
に

こ
う
し
た
論
者
た
ち
の
議
論
が
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
へ
の
十
全
な
理、
解、
の
上
に
な
さ

れ
て
い
る
か
は
か
な
り
疑
わ
し
い
と
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

本
稿
に
お
い
て
筆
者
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

(

�)｣

に

お
け
る
議
論
を
再
確
認
す
る
か
た
ち
で
、
丸
山
が
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
単
離

iso
late

せ
ん
と
し
て

い
た

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

が

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
し
て
、｢

無、
私、
性、
＝、
全、
体、
性、
へ、
の、
帰、
依、｣

を
そ
の

本
質
と
す
る
と
見
な
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
の

｢

清
明
心
の
道
徳｣
と
は
対
照
的
に

｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
マ
ナ
イ
ズ
ム

的
な

｢

ヒ｣
(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

へ
の
信
仰
と
か
か
わ
る
普
遍
的
な
要
素
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
き

た
。
そ
れ
は
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

が
、｢

血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体｣

や
水、
田、
稲、
作、
と
い
う
支
配
的
生
産
様
式
な
ど
の

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
不
可
分
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
一、
般、
的、
理、
解、
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
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あ
る
。

も
っ
と
も
、
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
歴
史
家
で
あ
り
、
丸
山
の
親
し
い
友
人
の
一
人
で
も
あ
っ
た
石
母
田
正
が
、
丸
山
の

｢

古
層

＝
執
拗
低
音｣

が

｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
点
に
逸
早
く
気
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
の
拙
稿
で

も
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
う
い
う
古
層
の
問
題
と
申
し
ま
す
の
は
、
誰
し
も
が
日
本
史
を
や
れ
ば
み
ん
な
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
自
身

も
実
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
日
本
史
を
や
り
な
が
ら
、
必
ず
し
も
丸
山
君
の
よ
う
に
思
想
史
が
専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

し
か
し
日
本
史
や
っ
て
い
れ
ば
誰
し
も
こ
の
問
題
を
感
ず
る
わ
け
で
す

(

�)

。

こ
う
い
う
ふ
う
な
等
価
の
原
則
と
い
う
ふ
う
に
、
抽
象
的
に
原
理
化
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
は
未
開
社
会
の
原
理
で
あ
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
中
分
と
か
、
喧
嘩
両
成
敗
と
い
う
の
は
非
常
に
発
達
し
た
制
度
で
、
こ
う
い
う
も
の
が
一
つ
の
法
典

と
し
て
制
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
高
い
文
明
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
原
理
、
基
礎

に
あ
る
原
理
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
未
開
社
会
に
お
い
て
同
じ
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は

思
う
の
で
す

(

�)

。

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
た
よ

う
に
、
網
野
善
彦
の

｢

飛
礫

つ
ぶ
て｣

と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
ま
た
、
網
野
が
そ
の
多
大
な
影
響
の
も
と
で
学
問
形
成
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
っ
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た
石
母
田
の
こ
う
し
た
議
論
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
も
あ
る
ま
い
。

日
本
社
会
に
お
け
る

｢

未、
開、
的、
な、
る、
も、
の、｣

の
執
拗
な
残
存
な
い
し
は
持
続
と
い
う
問
題
意
識
も
ま
た

丸
山
、
石
母
田
、

網
野
が
共
有
し
て
い
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず

多
く
の
論
者
の
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、｢

我
我
は
木
木
の

中
に
も
い
ま
す
。
浅
い
水
の
流
れ
に
も
い
ま
す
。
薔
薇
の
花
を
渡
る
風
に
も
い
ま
す
。
寺
の
壁
に
残
る
夕
明
り
に
も
い
ま
す
。
何
処

に
で
も
、
又
何
時
で
も
い
ま
す｣

と
語
る
芥
川
龍
之
介
の

｢

神
神
の
微
笑｣

の
老
人
も
ま
た
、｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ
き
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
な
い
し
は
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な

｢

霊
の
一
人｣

で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、『

古
事
記』
に

｢
ム
ス
ヒ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー｣

を
見
い
だ
し
た
神
野
志
隆
光
の
一
連
の

『

古
事
記』

研
究
、
諏
訪
信

仰
に

｢

縄
文
の
影｣

を
見
る
西
郷
信
綱
の

『

古
代
人
と
死

大
地
・
葬
り
・
魂
・
王
権

(

�)』

、
石
仏
や
石
塔
な
ど
の

｢

石
の
崇
拝｣

に
き
わ
め
て
原
始
的
な
霊
魂
観
念
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
見
い
だ
し
た
仏
教
民
俗
学
者
・
五
来
重
の

『

石
の
宗
教

(

�)』

、
宗
教
人
類
学
者
の

佐
々
木
宏
幹
の

『

聖
と
呪
力
の
人
類
学

(

�)』
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
研
究
、
日
本
仏
教
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
土
壌
の
中
へ
の
仏
教
の
受

容
と
変
容
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
仏
教
学
者
・
立
川
武
蔵
の

『

日
本
仏
教
の
思
想

受
容
と
変
容
の
千
五
百
年
史

(

�)』

な
ど
、

こ
う
し
た
議
論
に
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
る
ま
い
。
あ
る
い
は
、
本
稿
第
三
章
で
も
言
及
し
た
構
造
主
義
的
人
類
学
者
・
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
あ
ら
た
め
て
想
起
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
は
ま
た
、
芥
川
の

｢

神
神
の
微
笑｣

を
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
に
依
拠

し
て
世
界
宗
教
に
よ
る

｢

去
勢｣

の

｢

排
除｣

と
い
う
論
理
で
捉
え
な
お
そ
う
と
し
た
柄
谷
行
人
の

『

日
本
精
神
分
析』

を
も
こ
こ

に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

が

一
般
に
そ
う
思、
い、
込、
ま、
れ、
て、
き
た
よ
う
に
、｢

血
縁
な
い
し
祭
祀
共
同
体｣

や
水、
田、
稲、
作、
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と
い
う
支
配
的
生
産
様
式
な
ど
の

｢

共、
同、
体、
的、
な、
る、
も、
の、｣

と
不
可
分
な
も
の
な
ど
で
は
な
く

｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い
う
べ

き
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
い
し
は
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な
普
遍
的
要
素
な
の
だ
と
し
た
ら
、
丸
山
も
ま
た
石
母
田
、
網
野
を
は
じ
め
と
す
る
多

く
の
論
者
と
同
じ
も
の
の
執
拗
な
持
続
と
残
存
を
見
い
だ
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
に
は
、｢

日
本
的
な
る
も
の｣

を
実
体
化
し
、｢

日
本
民
族｣

の
一
貫
性
や

等
質
性
と
い
う
近
代
日
本
の

｢

つ
く
ら
れ
た
伝
統｣

に
与
す
る
も
の
と
い
う
非
難
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

姜
尚
中
に
よ
れ
ば
、
丸
山
は

｢

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
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
末
木
文
美
士
が
、｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容｣

と
い
う
〈
視
座
〉
を
丸
山
と
共
有
し
な
が
ら
、〈
原
型
＝
古
層
〉
は
初
め

か
ら
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
歴
史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
を
提
示
す
る
の
も
、
こ
う
し
た

非
難
を
懼
れ
て
の
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

し
か
し
丸
山
が
単
離

iso
late

せ
ん
と
し
て
い
た

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

は
、
け
っ
し
て

｢

民
族
的
個
別
性｣

で
も
、
実
体
化
さ

れ
た

｢

日
本
的
な
る
も
の｣

で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
処
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
は
ず
の
〈
人
類
史
的
〉
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
べ
き
普
遍
的
な

｢

未
開
の
野
生｣

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
丸
山
は

｢

日
本
文
化
と
日
本
思
想
史
を

『

特
殊
性』

で
は
な
く
て
、『

個
体
性』

の
相
に
お
い
て
と
ら
え

(

�)｣

る
こ
と

を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
意
味
で
の

｢

日
本
的
な
る
も
の｣

の
解
明
を
そ
の
学
問
的
・
思
想
的
課
題
と
し
て
い
た
の
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は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
丸
山
の
い
う｢

個
体
性｣

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
と
っ
て
み
れ
ば
日
本
に
特
有
と
は
い
え
な
い
個
々

の
要
素
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
要
素
が
あ
る
仕
方
で
相
互
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
一
つ
の

｢

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト｣

全、
体、
構、

造、
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
立
ち
現
れ
る
よ
う
な

｢

個
体
性｣

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

丸
山
は
、
こ
う
し
た

｢

個
体
性｣

の
問
題
を
積
み
木
に
た
と
え
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

積
み
木
と
い
う
の
は
個
々
の
要
素
に
分
析
し
ま
す
と
、
正
方
形
の
木
、
細
長
い
木
、
三
角
形
の
木
な
ど
、
形
は
だ
い
た
い
共

通
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
個
々
の
要
素
は
全
部
共
通
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
組
合
せ
を
し

て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
家
と
か
細
工
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
積
み
木
は
、
も
し
材
料
が
非
常
に
た
く
さ
ん
あ
る
と

し
た
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
も
の
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
個
々
の
要
素

(

材
料)

に
分
解
し
た
ら
、

三
角
形
の
木
と
か
平
行
四
辺
形
の
木
と
か
み
な
同
じ
も
の

つ
ま
り
普
遍
的
な
も
の
か
ら
で
き
て
い
て
、
あ
る
形
を
も
っ

た
積
み
木
細
工
の

｢

個
性｣

は
な
く
な
り
ま
す
。｢

個
性｣

は
全
体
構
造
と
し
て
の
み
語
り
う
る
の
で
す

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
丸
山
が

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣
と
し
て
単
離

iso
late

せ
ん
と
し
た
も
の
が

｢

未
開
の
野
生｣

と
も
い

う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
普
遍
的
要
素
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
何
ら
驚
く
べ
き
こ
と
な

ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
に
対
す
る
、｢

日
本
的
な
る
も
の｣

を
実
体
化
し
、｢

日
本
民
族｣

の
一

貫
性
や
等
質
性
と
い
う
近
代
日
本
の

｢

つ
く
ら
れ
た
伝
統｣

に
与
す
る
も
の
だ
と
い
う
非
難
こ
そ
が
、
そ
れ
へ
の
無、
理、
解、
に
も
と
づ

く
不
当
な
も
の
だ
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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末
木
の
い
う
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
、｢

重
要
な
の
は
讃
嘆
で
も
無
理
解
で
も
な
く
、
丸
山
の
〈
原
型
＝
古
層
〉
論
を
ど
の
よ
う
に

生
産
的
に
継
承
し
て
ゆ
け
る
か

(

�)｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
で
の
問
題
は
、〈
人
類
史
的
〉
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
い
し
は
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な
普
遍
的

要
素
を

｢
文
化
接
触
と
文
化
変
容｣

と
い
う
〈
視
座
〉
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
存
在
が
具
体
的
な
歴
史
の
展
開
の
な
か
で
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
ど
の
よ
う
な
作
用
を
果
た
し
た
か
、
あ
る

い
は
果
た
さ
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

｢

未
開
の
野
生｣

｢

共
同
体
的
な
る
も
の｣
｢

超
越
的
絶
対
者｣

の
ト
リ
ア
ー
デ

換
言
す
れ
ば
、｢

未
開
の
野
生｣
と
も
い
う
べ
き
普
遍
的
要
素
と
し
て
の

｢

古
層｣

が
、
前
章
の
最
後
に
問
題
と
し
た
よ
う
な
、

｢

共
同
体
的
な
る
も
の｣

と｢

超
越
的
絶
対
者｣
と
の
三、
項、
関、
係、(

＝
ト
リ
ア
ー
デ)

の
な
か
で
、｢

執
拗
低
音(

＝b
asso

o
stin

ato)｣

と
し
て
の
作
用
を
ど
の
よ
う
に
し
て
果
た
し
た
の
か
を
解
明
し
て
い
く
と
い
う
、
ま
さ
に

｢

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
課
題｣

が
そ
こ

に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
あ
る
。

｢

未
開
の
野
生｣

／｢

共
同
体
的
な
る
も
の｣

／｢

超
越
的
絶
対
者｣

と
い
う
三、
項、
関、
係、(

＝
ト
リ
ア
ー
デ)

と
い
う
こ
と
で
い
え

ば
、｢

世
界
宗
教｣

に
よ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
も
の
の

｢

去
勢｣
や
、
こ
う
し
た

｢

去
勢｣

の

｢

排
除｣

を
問
題
に
し
た
柄
谷
行
人

の
二
項
対
立
的
な
問
題
設
定
と
も
、｢

自
他
人
倫
の
和
合｣

と

｢

超
越
的
な
る
も
の｣

と
の
二
項
対
立
を
問
題
と
し
つ
づ
け
た
和
辻

哲
郎
や
相
良
亨
の
そ
れ
と
も
異
な
っ
た
、
ヨ
リ
複
雑
な
関
係
を
歴
史
的
・
具
体
的
な
過
程
の
な
か
で
問
題
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
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そ
れ
は
す
で
に
、
田
中
久
文
が

『

丸
山
眞
男
講
義
録』

に
見
い
だ
し
た
よ
う
な
、｢『

原
型
を
超
え
た
思
想』

は
、『

原
型』

と
つ

ね
に
対
立
関
係
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。『

原
型』

が

『

原
型
を
超
え
た
思
想』

を
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
逆

に

『
原
型』

の
な
か
か
ら

『

原
型
を
超
え
た
思
想』

が
生
い
立
っ
て
い
っ
た
り
、
さ
ら
に
は

『

原
型
を
超
え
た
思
想』

が
一
時
的
と

は
い
え

『
原
型』

を
変
容
さ
せ
た
り
す
る

(

�)｣

と
い
っ
た
複
合
的
な
関
係
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
は
、｢

後
期
の
丸

山
に
は
、
わ
が
国
固
有
の
原
型

(

古
層)

的
意
識
と
舶
載
の
普
遍
意
識
の
対
抗
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
日
本
化
と
い
う
思
想
史
の
構

想

(

原
型

(

古
層)
論
＝
Ａ
構
想)

と
は
別
に
、
原
型

(

古
層)

的
な
も
の
か
ら
の
普
遍
思
想
的
契
機
の
自
生
的
な
成
長
と
そ
の
挫

折
と
い
う
思
想
史
の
構
想

(
Ｂ
構
想)

が
存
在
し
た

(

�)｣

と
理
解
し
た
水
林
彪
の
い
う

｢

Ａ
構
想｣

と

｢

Ｂ
構
想｣

の
両
者
が
同
時
に

満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、『

丸
山
眞
男
講
義
録』

の

[

第
四
冊]

[

第
五
冊]

[

第
六
冊]

[

第
七
冊]

に
お
い
て
、
丸
山
自
身
が

す
で
に
果
敢
に
も
挑
み
始
め
て
い
た
課
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
お
も

｢

原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)｣

論
段
階
に
お
け
る

そ
れ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
丸
山
に
と
っ
て
も
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
完
成
度
の
高
い
と
は
い
え
な
い
試
行
錯
誤
の
過
程
に

あ
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

も
ち
ろ
ん
、
丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣
と
い
う
方
法
と
、
そ
こ
に
お
け
る

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
を
生、
産、

的、
に、
継、
承、
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
丸
山
が

『

丸
山
眞
男
講
義
録』
に
遺
し
た
膨
大
な
考
察
を
真
摯
に
検
討
す
る
と
い
う
課
題
を
避
け

て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
生、
産、
的、
継、
承、
の
作
業
は
、
形
成
過
程
に
お
い
て
丸
山
自
身
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
遺
産
に
の

み
依
拠
し
、
そ
れ
を
絶
対
化
す
る
だ
け
で
は
、
け
っ
し
て
果
た
せ
な
い
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
確
か
な
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、｢

世
界
宗
教｣

と
し
て
の
仏
教
の
受
容
と
変
容
の
あ
り
方
の
具
体
的
な
解
明
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
問
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題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

末
木
文
美
士
が
い
う
よ
う
に
、
残
念
な
が
ら
丸
山
の

『

丸
山
眞
男
講
義
録』

段
階
に
お
け
る
日
本
仏
教
へ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
仏
教
史
研
究
の
学
問
的
水
準
に
規
定
さ
れ
た
重
大
な
限
界
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

戦
後
の
仏
教
史
研
究
が
大
き
な
転
換
を
遂
げ
る
の
は
、
一
九
七
五
年
に
黒
田
俊
雄
が
そ
の
著

『

日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教』

(

岩
波
書
店)

に
お
い
て
顕
密
体
制
論
を
提
示
し
て
か
ら
で
あ
る
。
黒
田
は
、｢

新
仏
教｣

を
中
世
仏
教
の
主
流
と
し
て
見
る
従

来
の
見
方
に
対
し
て
、
新
仏
教
は
当
時
の
仏
教
界
に
お
い
て
は
小
さ
な
勢
力
し
か
占
め
な
い

｢

異
端
派｣

に
過
ぎ
ず
、
主
流
は

中
世
的
に
再
編
さ
れ
た
大
寺
院
中
心
の
顕
密
仏
教
で
あ
る
と
し
て
、
中
世
仏
教
観
を
一
変
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
創
始
者
に
お
い

て
は

｢

異
端
派｣

で
あ
っ
た
新
仏
教
も
、
や
が
て
後
継
者
に
お
い
て
は
再
び
顕
密
仏
教
化
す
る
と
見
た
の
で
あ
る

(

�)

。

末
木
は
公
平
に
も
、｢

丸
山
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
旧
仏
教
に
つ
い
て
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮

な
ど
が
日
本
の
仏
教
の
少
数
派
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
か
つ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
〈
原
型
〉
を
離
脱
し
た
仏
教
が
、
再
び

『

屈
折
と

妥
協』

に
よ
っ
て
〈
原
型
〉
に
取
り
籠
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
構
図
は
、
彼
ら
を
異
端
派
と
見
、
か
つ
異
端
派
が
そ
の
後
継
者
に
よ

っ
て
再
び
顕
密
仏
教
に
復
帰
す
る
と
い
う
黒
田
の
構
図
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る｣

と
し
、
丸
山
の
議
論
が

｢

黒
田
が
十
年
後
に
提

示
す
る
説
を
先
取
り
し
て
い
た｣

と
い
う
側
面
も
認
め
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
こ
の
段
階
の
丸
山
の
議
論
に
は
、
黒
田
が

｢

中
世
日
本
に

お
け
る
正
統
思
想｣

と
み
な
し
た

｢

顕
密
仏
教｣

を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
重
大
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
っ
て
、｢

黒
田
顕
密
体
制
論｣

以、
前、
と
い
う
歴
史
的
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
否
め
ま
い
。
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こ
う
し
た

｢

黒
田
顕
密
体
制
論｣

以、
前、
と
い
う
歴
史
的
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
を
、

｢
世
界
宗
教｣

と
し
て
の
仏
教
の
受
容
と
変
容
と
い
う
問
題
に
即
し
て
生、
産、
的、
に、
継、
承、
し
、
そ
の
日
本
仏
教
論
の
再
構
成
を
試
み
て

い
く
こ
と
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
に
際
し
て
は
、『

丸
山
眞
男
講
義
録』

の
視
野
に
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
か
つ

｢

黒
田
顕
密
体
制
論｣

が
中
世
日
本
の
正
統
思

想
と
み
な
し
た

｢
顕
密
仏
教｣

、
と
り
わ
け
そ
の
典
型
的
な
展
開
と
見
な
さ
れ
る
べ
き

｢

天
台
本
覚
思
想

(

�)｣

の
形
成
と

｢

古
層
＝
執

拗
低
音｣

と
の
関
係
に
重
要
な
関
心
が
は
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。｢

山
川
草
木｣

に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
イ
マ

・
コ
コ
に
お
い
て
現
に
覚
り
の
状
態
に
あ
る

(

＝｢

本
覚｣)

と
し
、｢

煩
悩
即
菩
提｣

を
好
ん
で
説
く
と
さ
れ
る

｢

天
台
本
覚
思
想｣

の
徹
底
し
た

｢

現
世
肯
定｣

と

｢
欲
望
(

＝
煩
悩)

肯
定｣

を
、
丸
山
が
単
離

iso
late

し
た

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

と
し
て
の

｢

つ
ぎ
つ
ぎ｣

｢

な
り
ゆ
く｣

｢

い
き
ほ
ひ｣
や

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣

と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
が
、

そ
こ
で
の
中
心
的
な
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
も
そ
こ
に
お
い
て
は
、
丸
山
が
す
で
に
問
題
と
し
て
き
た
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
な
ど

｢

異
端｣

と
し
て
の
新
仏
教
に
つ
い
て

も
、
そ
し
て
ま
た

｢

正
統｣

と
し
て
の

｢

顕
密
仏
教｣
に
つ
い
て
も
、
田
中
久
文
が
見
い
だ
し
た
よ
う
な

｢『

原
型』

が

『

原
型
を

超
え
た
思
想』

を
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
逆
に

『

原
型』

の
な
か
か
ら

『

原
型
を
超
え
た
思
想』

が
生
い
立
っ
て

い
っ
た
り
、
さ
ら
に
は

『

原
型
を
超
え
た
思
想』

が
一
時
的
と
は
い
え

『

原
型』

を
変
容
さ
せ
た
り
す
る

(

�)｣

と
い
う
よ
う
な
複
合
的

な
関
係
、
あ
る
い
は
末
木
が
い
う
よ
う
な
そ
の
関
係
の

｢

重
層
性
、
両
義
性

(

�)｣

が
説
き
明
か
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
課
題
に
関
し
て
は
、
末
木
自
身
の

『

日
本
仏
教
史

思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ

(

�)』

や

『

日
本
宗
教
史

(

�)』

、

さ
ら
に
は
立
川
武
蔵
の

『

日
本
仏
教
の
思
想

受
容
と
変
容
の
千
五
百
年
史

(
�)』
や

『

空
の
思
想
史

原
始
仏
教
か
ら
近
代
日
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本
へ

(

�)』

な
ど
参
照
す
べ
き
先
行
研
究
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
し
、
黒
田
俊
雄
に
よ
る

｢

顕
密
体
制
論｣

の
提
唱
以
来
、
そ
れ
へ
の

批
判
的
な
立
場
か
ら
の
も
の
も
ふ
く
め

｢

顕
密
仏
教｣

に
関
す
る
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
思
想
に
つ
い

て
は
門
外
漢
で
あ
る
筆
者
自
身
が
本
格
的
に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
、
到
底
望
み
得
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
。

た
だ
、
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

｣

に
お
い
て
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣
と
網
野
善
彦
の

｢

飛
礫

つ
ぶ
て｣

に
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を
見
い
だ
す
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
進
め
て
き

た
筆
者
と
し
て
は
、
網
野
の

｢

飛
礫

つ
ぶ
て｣

と
い
う
モ
チ
ー
フ
に

直
接
的
に
は

『

異
形
の
王
権

(

�)』

に

イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て

著
わ
さ
れ
た
と
い
う
中
沢
新
一

い
わ
ゆ
る

｢

ニ
ュ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム｣

の
旗
手
の
ひ
と
り
と
し
て
名
を
馳
せ
、
同
時
に
網

野
善
彦
の
義
理
の
甥
で
も
あ
る

の
『

悪
党
的
思
考

(

�)』

に
お
け
る
日
本
密
教
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
特
別
の
関
心
を
は
ら

わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
い
ず
れ
他
日
を
期
し
て
、｢『

古
層』

と

『

悪
党』｣

と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
筆
者
な
り
の
考
察
に
挑
ん
で

み
た
い
。

｢

丸
山
―
藤
田
問
題｣

に
む
け
て

丸
山
が
そ
の
著
書

『

日
本
の
思
想

(

�)』

の

｢

あ
と
が
き｣
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、

私、
自、
身、
と、
し、
て、
は、
こ
う
し
て
現
在
か
ら
し
て
日
本
の
思
想
的
過
去
の
構
造
化
を
試
み
た
こ
と
で
、
は、
じ、
め、
て、
従
来
よ
り

｢

身

軽｣

に
な
り
、
こ
れ
ま
で
い
わ
ば
背
中
に
ズ
ル
ズ
ル
と
ひ
き
ず
っ
て
い
た

｢
伝
統｣

を
前
に
引
き
据
え
て
、
将
来
に
向
っ
て
の
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可
能
性
を
そ
の
な
か
か
ら

｢

自
由｣

に
探
っ
て
行
け
る
地
点
に
立
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た

(

�)

。

丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
背
中
に
ズ
ル
ズ
ル
と
ひ
き
ず
っ
て
い
た

｢

伝
統｣

を
前
に
引
き
据
え
て
、

将
来
に
向
っ
て
の
可
能
性
を
そ
の
な
か
か
ら

｢

自
由｣

に
探
っ
て
行
け
る
地
点
に
立
た
ん
と
す
る
試
み
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
丸
山
が
単
な
る

｢

思
想
史
家｣

で
は
な
く
、
思、
想、
家、
で
あ
る
ゆ
え
ん

は
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
丸
山
が

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
を
通
じ
て
、｢

自
由｣

に
探
っ
て
行
け
る

地
点
に
立
と
う
と
し
た

｢

将
来
に
向
っ
て
の
可
能
性｣

と
は
、
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た｢

将
来
に
向
っ
て
の
可
能
性｣

を
見
い
だ
す
こ
と
も
ま
た
、
丸
山
の｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
の
生、
産、
的、
な、
継、
承、
を
通
じ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
十
全
に
は
た
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

筆
者
は
す
で
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

(

�)｣

な
ど
に
お
い
て
、
丸
山
が
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た

｢
将
来
に
向
っ
て
の
可
能
性｣

は
、｢

自
己
内
対
話｣

す
る
主
体
と

｢

開
か
れ

て
い
る
精
神｣

の
形
成
よ
っ
て
拓
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
き
た
。
丸
山
の
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た

｢

将
来
に
向
っ
て
の

可
能
性｣

の
ひ、
と、
つ、
が
、｢

開
か
れ
て
い
る
精
神｣

の
形
成
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
い
ま
な
お
、
い
さ
さ
か
も
修
正
す

る
必
要
は
な
か
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
本
稿
に
お
い
て
、
丸
山
が
単
離

iso
late

せ
ん
と
し
て
い
た
倫
理
的
価
値
意
識
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

が
、｢

心
情
の
純

粋
性

(

＝
純
粋
動
機
主
義)｣

と
し
て
の

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ･

ア
カ
キ
コ
コ
ロ｣
と
い
う
普
遍
主
義
的
な
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
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と
い
う
こ
と

そ
し
て
そ
れ
が
、〈
人
類
史
的
〉
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な｢

ヒ｣
(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)
へ
の
信
仰
と
結
び
つ
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
再
確
認
し
得
た
い
ま
、
筆
者
に
は
、
そ
こ
に
〈
も
う

ひ
と
つ
の
可
能
性
〉
が
垣
間
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、
丸
山
の
愛
弟
子
の
ひ
と
り
で
あ
り
、｢

も
う
一
人
の
丸
山｣

と
も
称
さ
れ
な
が
ら
、｢

正
統
と
異
端｣

研
究
会
か
ら
の
離

脱

(

�)

以
来
、
丸
山
と
袂
を
分
か
っ
た
と
も
さ
れ
る
藤
田
省
三
が
、
そ
の

『

精
神
史
的
考
察

(

�)』

以
降
の
考
察
で
追
求
せ
ん
と
し
て
い
た

〈
可
能
性
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い

(

�)

。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
丸
山
、
藤
田
の
両
者
と
深
く
交
わ
り
、『

戦
後
精
神
の
光
芒

丸
山
真
男
と
藤
田
省
三
を
読
む
た
め
に

(

�)』

を
著
わ
し
た
飯
田
泰
三
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
明
を
再
び
想
起
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
点
で
、
丸
山
の

｢

古
層｣

論
を
、
さ
ら
に
修
正
・
発
展

(

？)

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
体
制
の
下
部
構
造
〉
と
し
て
の

｢(

天
皇
制
的)

古
層｣

の
さ
ら
に
深
層
に
、
い
わ
ば
〈
人
類
史
的
〉
下
部
構
造
と
し
て

｢

太
古
の
祖
型｣
(

ベ
ン
ヤ
ミ
ン)

が
想
定
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
解
体
期
に
お
い
て
、
そ
の
解
体(

↓
自
己
解
体)

を
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

日
本
的
古
層｣

(

に
よ
る
惑
溺)

を
否
定
し
突
き
抜
け
、
さ
ら
に
下
降
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
或
る

普
遍
的
で
原
理
的
な
基
層

(

い
わ
ば

�原
初
的
普
遍
性
�

)
に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
原
初
の
混
沌
、

な
い
し
は｢

自
然
状
態(

タ
ブ
ラ
・
ラ
サ)｣

に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
或
る
原
理
的
な
も
の
を
捉
え
直
し
て
き
て｢

再
生｣

｢

蘇
生｣

し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、｢

転
形
期｣

に
お
い
て
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か

(

�)

。
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飯
田
の
い
う

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
の

｢

修
正
・
発
展｣

が
ま
っ
た
く
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
本
稿
の
検

討
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
飯
田
の
い
う

｢

原
初
の
混
沌
、
な
い
し
は

『

自
然
状
態

(

タ
ブ
ラ
・

ラ
サ)』
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
或
る
原
理
的
な
も
の
を
捉
え
直
し
て
き
て

『

再
生』

『

蘇
生』

し
て
く
る｣

と
い
う
〈
可
能
性
〉
こ
そ
、

藤
田
省
三
が

『
精
神
史
的
考
察』

以
来
、
一
貫
し
て
追
求
せ
ん
と
し
て
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

が
本
稿
の
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
藤
田
が
追
求
せ
ん
と
し
た
こ
の

〈
可
能
性
〉
は
、
丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

論
か
ら
も
直
接
に
導
き
だ
さ
れ
る
べ
き

〈
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
〉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
度
も
立
ち
返
っ
た

『

丸
山
眞
男
講
義
録

[

第
七
冊]』

の
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
絶
対
的
基
準
が
、
共
同
体
的
功
利
主
義
の
相
対
性
と
特
別
主
義
に
制
約
さ
れ

る
の
で
、
共
同
体
的
規
範
か
ら
、
特
定
の
共
同
体
や
具
体
的
人
間
関
係
を
こ
え
た
普
遍
的
な
倫
理
規
範
…
…
へ
の
昇
華
が
は
ば

ま
れ
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

丸
山
が
こ
こ
に
見
い
だ
し
て
い
た

｢

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｣

の

普
遍
的
な
倫
理
規
範
へ
の
昇、
華、
の
〈
可
能
性
〉
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。

か
く
し
て
本
稿
は
、｢

丸
山
―
藤
田
問
題｣

と
も
い
う
べ
き
新
た
な
課
題
の
前
へ
と
筆
者
を
導
く
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
い
ま
の

筆
者
に
は
、
こ
の
あ
ま
り
に
も
峻
険
な
峰
に
挑
む
だ
け
の
準
備
は
な
い
。
他
日
に
期
し
て
、
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。
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(

�)
『

丸
山
眞
男
集』

(

以
下

『

集』

と
略
す)

第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
五
六
頁
。

(
�)

『

和
辻
哲
郎
全
集』

第
十
二
巻
、
八
二
頁
。

(
�)

『

丸
山
眞
男
講
義
録

(

以
下

『

講
義
録』

と
略
す)

[

第
七
冊]』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
六
六
頁
。

(

�)
『

和
辻
哲
郎
全
集』

第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
七
四
頁
。

(

�)

相
良
の
門
下
で
あ
る
田
中
久
文
は
そ
の
著
書

『

丸
山
眞
男
を
読
み
な
お
す』

(

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
九
年)

に
お
い
て
、

和
辻
を
含
む
京
都
学
派
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
つ
つ
丸
山
の

『

講
義
録』

を
読
む
と
い
う
意
欲
的
な
試
み
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の

｢

あ
と
が
き｣

に
お
い
て
、
相
良
と
丸
山
と
の
交
流
を
う
か
が
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

当

時
丸
山
は
、
私
の
恩
師
で
あ
る
相
良
亨
先
生
と
岩
波
書
店
の

『

日
本
思
想
大
系』

の
編
集
を
し
て
い
た
の
で
、
相
良
先
生
か
ら
は
し
ば
し

ば
編
集
会
議
で
の
丸
山
と
の
興
味
深
い
や
り
と
り
を
伺
っ
た
。
お
二
人
は
互
い
を
ラ
イ
バ
ル
視
し
て
い
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
た
。
そ

う
し
た
こ
と
を
相
良
先
生
の
追
悼
文
集
に
書
か
せ
て
頂
い
た
と
き
、
奥
様
か
ら
頂
戴
し
た
お
礼
状
に
、『

主
人
が
西
荻
窪
の
こ
け
し
屋

(

フ
ラ
ン
ス
料
理
店)

で
、
最
後
に
丸
山
先
生
と
御
会
い
し
た
の
は
、
先
生
の
御
体
調
が
も
う
御
悪
い
頃
で
し
た
が
、
先
生
の
変
わ
ら
ぬ

情
熱
に
感
動
し
て
居
り
ま
し
た』

と
書
か
れ
て
い
た
。
丸
山
と
相
良
先
生
と
は
、
最
後
ま
で
啓
発
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う｣

。

(

�)

相
良

『

誠
実
と
日
本
人』

、
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
九
頁
。

(

�)

同
前
、
三
九
―
四
〇
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
、
参
照
。

(

	)

湯
浅

『

日
本
古
代
の
精
神
世
界

歴
史
心
理
学
的
研
究
の
挑
戦

』

、
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
七
頁
。

(


)

同
前
、
一
一
八
頁
。

(

�)

同
前
、
一
二
一
頁
。

(

�)

荒
木

『

日
本
人
の
心
情
倫
理』

、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
六
年
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。

(

)
『

集』

第
十
巻
、
六
―
七
頁
。

(

�)

石
田

『

丸
山
眞
男
と
の
対
話』

、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
一
頁
。
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(

�)

関
西
学
院
大
学
法
政
学
会

『

法
と
政
治』

第
五
六
巻
第
一
・
二
号
、
八
〇
頁
以
下
、
参
照
。

(
�)

大
隈
和
雄
、
平
石
直
昭
編
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
。

(
�)

同
報
告
を
元
に
し
た
論
稿
は
、『

思
想
史
家

丸
山
眞
男
論』

に

｢

〈
原
型
＝
古
層
〉
か
ら
世
界
宗
教
へ

『

丸
山
眞
男
講
義
録

[

第
四
冊]

を
読
む』｣

と
し
て
収
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
末
木

『

近
代
日
本
の
仏
教

近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅱ』

(

ト
ラ
ン
ス
ビ

ュ
ー
、
二
〇
〇
四
年)

に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

大
隅
・
平
石
編
前
掲
書
、
三
八
五
頁
。
な
お
、
同
書
に
収
録
さ
れ
た
末
木
自
身
の
論
稿
に
は
、
こ
の
ま
ま
の
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。

(

�)

米
谷
匡
史
、『
現
代
思
想』

第
二
二
巻
、
第
一
号
、
一
九
九
四
年
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
四
冊]』
、
四
五
―
四
六
頁
。

(

�)

同
前
、
四
七
頁
。

(

�)

同
前
、
四
七
―
四
八
頁
。

(

	)

同
前
、
五
三
―
五
四
頁
。

(


)

同
前
、
五
三
頁
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
七
冊]』

、
六
六
頁
。

(

�)
『

集』

第
十
二
巻
、
一
四
七
―
一
四
九
頁
。

(

)
『

法
と
政
治』

第
五
六
巻
第
一
・
二
号
、
所
収
。

(

�)

網
野
善
彦

『

蒙
古
襲
来

転
換
す
る
社
会』

、
小
学
館
、
一
九
七
四
年
、
小
学
館
文
庫
版
、
二
〇
〇
一
年
、
参
照
。
な
お
、
網
野

史
学
に
お
け
る

『

飛
礫』

と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
網
野
の
義
理
の
甥
で
も
あ
る
中
沢
新
一

『

僕
の
叔
父
さ
ん
網
野
善

彦』
(

集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
四
年)

に
詳
し
い
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
四
冊]』

に
お
け
る
飯
田
泰
三
に
よ
る

｢

解
題｣

(
三
四
五
―
三
四
六
頁)

を
参
照
。
こ
こ
で
の
飯
田
は

｢

〈
体
制
の
下

部
構
造
〉
と
し
て
の

『(

天
皇
制
的)

古
層』

の
さ
ら
に
深
層
に
、
い
わ
ば
〈
人
類
史
的
〉
下
部
構
造
と
し
て

『

太
古
の
祖
型』

(

ベ
ン
ヤ

ミ
ン)

が
想
定
で
き
な
い
か｣

と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
丸
山
の

｢

古
層
＝
執
拗
低
音｣

そ
の
も
の
を
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ

法と政治 60巻 2号 (2009年 7月)

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
考

(

三
・
完)

279

六
三



け
よ
う
と
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
飯
田
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
。
飯
田
の
こ
う
し
た
見
解
へ
の
批
判
も
ま
た
前
掲
拙
稿
、
一
一
一
頁

以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
同

｢

解
題｣

は
、
飯
田

『

戦
後
精
神
の
光
芒

丸
山
眞
男
と
藤
田
省
三
を
読
む
た
め
に』

(

み
す
ず
書

房
、
二
〇
〇
六
年)

に

｢

丸
山
思
想
史
学
に
お
け
る
鎌
倉
仏
教
論
の
位
置

原
型
＝
古
層
論
と
の
関
連
に
お
い
て

｣

と
し
て
所

収
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者E

.B
.

タ
イ
ラ
ー
の

『

原
始
文
化』

(

一
八
七
一
年)

に
お
け
る

議
論
に
即
し
て
、
ラ
テ
ン
語
の
ア
ニ
マ

an
im

a

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
人
間
を
は
じ
め
動
植
物
か
ら
そ
の
他
の
無
生
物
に
い
た
る

す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
自
身
の
ア
ニ
マ

an
im

a

を
も
つ
と
す
る

｢

未
開
社
会｣

に
普
遍
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
意
識
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

�)

同
様
に
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
マ
ナ
イ
ズ
ム
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者R

.R
.

マ
レ
ッ
ト
の
議
論
に
即
し
て
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
諸
島

や
メ
ラ
ネ
シ
ア
諸
島
の
マ
ナ

m
an

a

と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
、
ア
ニ
マ

an
im

a

を
ア
ニ
メ
イ
ト
す
る
非
人
格
的
な
力

な
い
し
は
生
命
力
に
つ
い
て
の
観
念
に
も
と
づ
く
宗
教
意
識
で
あ
っ
て
、
プ
レ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
ア
ニ
ミ
ズ
ム
よ
り
さ
ら
に

根
源
的
か
つ
普
遍
的
な
宗
教
意
識
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
四
冊]』

、
六
一
―
六
二
頁
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
六
冊]』

、
三
〇
―
三
一
頁
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
七
冊]』

、
六
八
頁
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
四
冊]』

、
六
一
頁
。

(

�)

同
前
、
六
一
―
六
二
頁
。

(

�)

日
本
古
代
史
学
の
大
家
た
る
上
田
正
昭
は
、『

日
本
人
の

	魂た
ま



の
起
源』

(

情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年)

に
お
い
て
、

｢

眼
の
衰
微
を

『

メ
シ
ヒ』

と
い
う
よ
う
に
、『

タ
マ』

の
衰
微
が

『

タ
マ
シ
ヒ』

で
す
。
衰
微
し
た

『

タ
マ
シ
ヒ』

を
振
起
す
る
の
が
、

『

タ
マ
フ
リ』

で
す｣

(

一
九
〇
頁)

と
し
て
い
る
。
上
田
の
長
年
の
日
本
古
代
史
研
究
の
蓄
積
の
上
に
な
さ
れ
た
こ
の
言
及
を
否
定
す
る

準
備
も
能
力
も
、
い
ま
の
筆
者
に
は
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、｢

タ
マ
シ
ヒ｣

が

｢

ヒ｣
(

＝｢

日｣
｢

霊｣
｢

毘｣)

の
塊
り
と
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い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
い
う
筆
者
の
考
え
は
、
当
面
保
留
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
上
田
の
い
う
と
お
り
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
が
本
稿
の
論
旨
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

(
�)
神
野
志
隆
光

『

古
事
記
の
世
界
観』

、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
参
照
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
四
冊]』

、
六
一
―
六
二
頁
。

(

�)
『

集』
第
十
巻
、
三
四
頁
。

(

�)

同
前
、
四
一
―
四
二
頁
。

(

�)

同
前
、
五
六
頁
。

(

�)

溝
口
睦
子
は
、
そ
の
著
書

『

王
権
神
話
の
二
元
構
造』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年)

お
よ
び

『

ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生

古
代

王
権
の
源
流
を
探
る』

(
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
年)

に
お
い
て
、｢

天
孫
降
臨
の
司
令
神｣

と
し
て
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
こ
そ
、
ア
マ
テ
ラ

ス
に
先
行
す
る

｢

日
神
＝
太
陽
神｣
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
起
源
は
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
遊
牧
民
族
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
諸

｢

帝
国｣

の

王
権
思
想
に
あ
ら
わ
れ
る

｢

天
の
至
高
神｣

な
の
で
は
な
い
か
と
す
る
き
わ
め
て
興
味
深
い
議
論
を
提
起
し
て
い
る
。
溝
口
は
そ
の
意
味

で
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
自
体
も
ま
た
、｢
中
華
帝
国｣

と
の
文
化
接
触
に
先
立
つ
五
世
紀
以
前
の
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
の
文
化
接
触
の
産

物
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
議
論
自
体
は
丸
山
の

｢

文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史｣

と
い
う
方
法
と
必

ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、｢

産
巣
日｣

の
神
の

｢

日｣

を
も
っ
て
、｢

日
神
＝
太
陽
神｣

と
み
な
す
こ

と
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
筆
者
は
考
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば

｢

禍
津
日｣

の
神
も

｢

直
日｣

の
神
も
ま
た

｢

日
神
＝
太
陽
神｣

で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
溝
口
の
提
起
自
体
は
、
古
代
の
文
化
接
触

を
も
っ
ぱ
ら｢

中
華
帝
国｣

と
の
そ
れ
と
考
え
る
惰
性
を
打
ち
破
り
、
と
り
わ
け
五
世
紀
以
前
に
お
け
る
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸｢

帝
国｣

と
の
文
化
接
触
と

｢

倭｣

王
権
の
成
立
と
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
仮
に
溝
口
の

主
張
す
る
よ
う
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
起
源
が
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
系
の｢
天
の
至
高
神｣

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が｢

日
神
＝
太
陽
神｣

と

｢

天
孫
降
臨
の
司
令
神｣

の
地
位
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
譲
る
と
と
も
に

(
こ
の
次
第
を
こ
そ
溝
口
は
考
察
し
て
い
る
の
だ
が)

、
み
ず
か

ら
は

｢

ム
ス
ヒ
の
神｣

へ
と
変
容
を
と
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
次
第
を
こ
そ
、｢
文
化
接
触
と
文
化
変
容｣

の
問
題
と
し
て
十
分
に
考
察
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す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
筆
者
な
り
の
考
察
は
他
日
に
期
し
た
い
。

(
�)

『

集』

第
十
巻
、
三
七
頁
。

(
�)
同
前
、
三
八
頁
。

(

�)
『

和
辻
哲
郎
全
集』

第
十
二
巻
、
五
七
頁
。

(

�)

同
前
、
五
九
頁
。

(

�)

同
前
、
六
六
頁
。

(

�)

同
前
、
七
三
頁
。

(

�)
『

講
義
録

[

第
四
冊]』
、
六
一
―
六
二
頁
。

(

�)

荒
木
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
。

(


)

同
前
、
五
五
四
―
五
五
五
頁
。

(

�)
『

和
辻
哲
郎
全
集』

第
十
二
巻
、
六
八
頁
。

(

�)

同
前
、
八
八
―
八
九
頁
。

(

)

相
良
前
掲
書
、
二
頁
。

(

�)

同
前
。

(

�)

同
前
、
六
六
―
六
七
頁
。

(

�)

同
前
、
四
〇
頁
。

(

�)

大
隈
、
平
石
編
前
掲
書
。

(

�)

笹
倉
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
。
な
お
本
書
の
論
稿
は
、
笹
倉

『
丸
山
眞
男
の
思
想
世
界』

(

み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年)

の
第
二
部

｢

丸
山
に
お
け
る
〈
政
治
主
体
〉
の
構
造｣

と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
お
け
る
丸
山
の
著
作
に
た
い
す
る
網
羅
的
か

つ
緻
密
な

｢

読
み｣

は
、
丸
山
研
究
の
た
め
の
貴
重
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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(

�)

大
隈
、
平
石
編
前
掲
書
、
一
一
頁
。

(
�)

同
前
、
一
二
頁
。

(
�)
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。

(

�)
同
前
、
第
五
章

(

一
六
五
頁
以
下)

を
参
照
。
む
し
ろ
筆
者
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
西
欧
近
代
的

な
理
性

(
＝｢
独
話
的
理
性｣)

へ
の
厳
し
い
批
判
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た

｢

普
遍
的
超
越
的
価
値｣

へ
の
帰
依
に
よ
る

｢

主

体｣

の
自
立
が
不
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
故
に
こ
そ
、
こ
れ
と
は
異
質
な

｢

主
体｣

の
自
立
、
す
な
わ
ち

｢

自
己
内
対
話｣

(

＝

｢

主
体
的
緊
張
の
弁
証
法｣

｢

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
自
覚｣)

に
よ
り
自
立
し
た

｢

主
体｣

と
い
う
丸
山
の
展
望
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。

(

�)

米
谷
、
前
掲
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。

(

�)

田
中
前
掲
書
、
一
二
―
一
三
頁
。

(

�)

大
隅
、
平
石
編
前
掲
書
、
三
五
頁
。

(

�)

飯
田
泰
三『

講
義
録[

第
五
冊]』

｢
解
題｣

、
三
一
七
頁
。
飯
田『

戦
後
精
神
の
光
芒

丸
山
真
男
と
藤
田
省
三
を
読
む
た
め
に』

、

一
七
七
―
一
七
八
頁
。

(

	)

飯
田
泰
三

『

講
義
録

[

第
四
冊]』

｢

解
題｣
、
三
四
四
―
三
四
六
頁
。
同
前
、
一
六
五
頁
。

(


)
『

講
義
録

[

第
四
冊]』

、
五
三
頁
。

(

�)
『

集』

第
十
二
巻
、
一
四
七
―
一
四
九
頁
。

(

�)

大
隈
、
平
石
編
前
掲
書
、
一
一
頁
。

(

)
『

講
義
録

[

第
七
冊]』

、
六
六
頁
。

(

�)

田
中
前
掲
書
、
一
三
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

(

�)

柄
谷

『

日
本
精
神
分
析』

、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
年
。
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
。
な
お
、
以
下
の
引
用
は
講
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談
社
学
術
文
庫
版
に
よ
る
。

(
�)

芥
川

『

奉
教
人
の
死』

、
新
潮
文
庫
、
所
収
。
な
お
、
以
下
の
引
用
は
柄
谷
前
掲
書
の
付
録
に
収
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
。

(
�)
柄
谷
前
掲
書
、
二
四
五
頁
。

(

�)
同
前
。

(

�)

同
前
、
二
四
六
―
二
四
七
頁
。

(

�)

同
前
、
六
八
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
三
頁
。

(

�)
『

法
と
政
治』

第
五
六
巻
第
一
・
二
号
。

(

�)

加
藤

『

日
本
文
学
史
序
説
上』

、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
。
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
、
一
九
九
九
年
。
同

『

日
本
文
学
史
序
説
下』

、

筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
。
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
、
一
九
九
九
年
。

(

	)

加
藤
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

(


)

田
口

『

丸
山
眞
男
と
マ
ル
ク
ス
の
は
ざ
ま
で』

、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
。

(

�)

加
藤
は
、｢

〈
第
七
回

『

復
初』

の
集
い
講
演
〉
丸
山
眞
男
の
心
理
と
論
理｣

(『

丸
山
眞
男
手
帖』

第
三
九
号
、
丸
山
眞
男
手
帖
の

会
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月)

で
、
自
ら
の

｢

日
本
文
学
の
特
徴
に
つ
い
て｣

(『

日
本
文
学
史
序
説』

所
収)

を
丸
山
の

｢

古
層｣

の
考
え

方
に
い
く
ら
か
の

｢

補
足｣

を
加
え
た
も
の
だ
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る

(

五
五
頁
以
下)

。

(

�)

相
良
前
掲
書
。

(

)

湯
浅
前
掲
書
、
一
二
頁
。

(

�)

大
隈
、
平
石
編
前
掲
書
。

(

�)

同
前
、
六
一
頁
以
下
。

(

�)

水
林
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。

(

�)

大
隈
、
平
石
前
掲
書
、
所
収
。
な
お
本
稿
は
、
末
木

『

近
代
日
本
と
仏
教

近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅱ』

(

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
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二
〇
〇
四
年)

に
、｢

丸
山
眞
男
の
仏
教
論

〈
古
層
＝
原
型
〉
か
ら
世
界
宗
教
へ

｣

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
�)

同
前
、
九
五
頁
。

(
�)
末
木
、
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
。

(

�)
柄
谷
前
掲
書
、
七
三
頁
。
な
お
柄
谷
は
こ
こ
で
、
本
稿
第
一
章
で
検
討
し
た
和
辻
哲
郎
の

｢

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｣

(『

和

辻
哲
郎
全
集』
第
十
二
巻
、
一
三
―
一
四
頁)

と
い
う
議
論
を
明
ら
か
に
踏
ま
え
て
議
論
し
て
い
る
。
し
か
し
和
辻
が
こ
う
し
た
議
論
の

う
え
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
結
論
づ
け
て
い
る
点

(

同
、
二
一
頁)

に
ま
で
は
目
が
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

同
前
、
七
六
―
七
七
頁
。

(

�)

同
前
、
八
六
頁
。

(

�)

同
前
、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
。

(

�)

同
前
、
一
一
一
―
一
一
二
頁
。

(

�)

飯
田

『

講
義
録

[

第
四
冊]』

｢

解
題｣

、
一
四
五
頁
。
同

『

戦
後
精
神
の
光
芒

丸
山
真
男
と
藤
田
省
三
を
読
む
た
め
に』

、
一

六
五
頁
。

(

	)
『

法
と
政
治』

第
五
六
巻
第
一
・
二
号
。

(


)
『

石
母
田
正
著
作
集』

第
八
巻
、
二
九
一
頁
。

(

�)

同
前
、
二
九
九
頁
。

(

�)

西
郷
、
平
凡
社
選
書
、
一
九
九
九
年
。
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
二
〇
〇
八
年
。

(

)

五
来
、
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
。
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
二
〇
〇
七
年
。

法と政治 60巻 2号 (2009年 7月)

｢

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
考

(

三
・
完)

285

六
九



(

�)

佐
々
木
、
青
弓
社
、
一
九
八
九
年
。
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
一
九
九
六
年
。

(
�)

立
川
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
年
。

(
�)
大
橋
保
夫
編

『

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
日
本
講
演
集

構
造
・
神
話
・
労
働』

、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
年
。

(

�)
姜

『

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
。

(

�)
『

集』
第
十
二
巻
、
一
三
六
―
一
三
七
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
八
頁
。

(

�)

大
隈
、
平
石
編
前
掲
書
、
九
五
頁
。

(

	)

田
中
前
掲
書
、
一
三
頁
。

(


)

大
隅
、
平
石
編
前
掲
書
、
三
五
頁
。

(

�)

同
前
、
一
三
一
―
一
三
二
頁
。
末
木

『

近
代
日
本
と
仏
教

近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅱ』

、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。

(

�)

同
前
。

(

)
｢

天
台
本
覚
思
想｣

に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
末
木
文
美
士

『

日
本
仏
教
史

思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ

』

、(

新
潮

社
、
一
九
九
二
年
、
新
潮
文
庫
版
、
一
九
九
六
年)
を
参
照
さ
れ
た
い

(

新
潮
文
庫
版
、
一
六
四
頁
以
下)

。

(

�)

田
中
前
掲
書
、
一
三
頁
。

(

�)

大
隈
、
平
石
編
前
掲
書
、
一
三
五
頁
。
末
木

『

近
代
日
本
と
仏
教

近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅱ』

、
一
四
四
頁
。

(

�)

末
木
、
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
。
新
潮
文
庫
版
、
一
九
九
六
年
。

(

�)

同
、
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
。

(

�)

立
川
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
年
。

(

�)

同
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
。

(

�)

網
野
善
彦
、
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
一
九
九
三
年
。
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(

�)

中
沢
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
。
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
一
九
九
四
年
。

(
�)

丸
山
、
岩
波
新
書
、
一
九
六
一
年
。

(
�)
同
前
、
一
八
七
頁
。『

集』

第
九
巻
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

(

�)
『

法
と
政
治』

第
五
三
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
九
月
、
所
収
。

(

�)
｢

正
統
と
異
端｣

研
究
会
に
つ
い
て
は
、
石
田
雄｢『

正
統
と
異
端』

は
な
ぜ
未
完
に
終
わ
っ
た
か｣

(『

丸
山
眞
男
と
の
対
話』

所
収)

を
参
照
。

(

�)

藤
田
、
平
凡
社
選
書
、
一
九
八
二
年
。
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
二
〇
〇
三
年
。
な
お
、
同
書
に
は
著
作
集
版

(『

藤
田
省
三
著

作
集』

第
五
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年)

も
あ
る
。

(

�)

こ
の
藤
田
の
追
求
し
た
〈
可
能
性
〉
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
乳
深
公
佑

｢

藤
田
省
三
の

『

経
験』

論

『

物
象
化』

に
抗
う

た
め
に

｣
(『

法
と
政
治』
第
五
七
巻
第
三
・
四
号
、
所
収)

を
参
照
。

(

�)

飯
田
泰
三
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。
本
書
は

｢

解
題
屋｣

を
自
称
す
る
飯
田
の
面
目
躍
如
た
る
と
も
い
う
べ
き

｢

解
題｣

集

で
あ
る
。

(

	)

飯
田

『

講
義
録

[

第
四
冊]』

｢

解
題｣
、
三
四
四
―
三
四
六
頁
。
同
前
、
一
六
五
頁
。

(


)
『

講
義
録

[

第
七
冊]』

、
六
六
頁
。
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On KIYOKI-AKAKI-KOKORO: An Essay on the

Basso Ostinato of Japanese Ethical Consciousness (3)

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 His Problem of Honesty

Morality of SEIMEISIN and SAGARA’s 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 Japa-

nese Emperors)
５. The Prototype of Japanese Ethical Consciousness

“Lectures of Masao MARUYAMA” and His Theory of Prototypes

The Prototype of Japanese Mode of Thinking (Lectures in 1964)
Japanese Mode of Thinking Settled in the Depth (Lectures in

1966)
The Prototype of Japanese Ethical Consciousness (Lectures in

1967)
６. KIYOKI-AKAKI-KOKORO in Myths of SUSANOWO
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Differences between “KOJIKI” and “NIHON-SYOKI” in Myths of

SUSANOWO

SUSONOWO in “KOJIKI”

SUSANOWO in “NIHON-SYOKI”

Meaning of Differences in Two Myths of SUSANOWO

KIYOKI-AKAKI-KOKORO in Two Myths of SUSANOWO

７. Morality of SEIMEISIN and KIYOKI-AKAKI-KOKORO

Morality of SEIMEISIN

KIYOKI-AKAKI-KOKORO

The Transcendental Being

Conclusion


