
序
論　

「
名
」
と
生
成
変
化
に
つ
い
て

わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
通
常
、
名
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
名
は
無
い
、
と
い
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
歴
史
が
そ
う
だ
。
そ
こ
に
権
力
者
の
名
が
相
対
的
に
多
く
刻
ま
れ

て
い
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
ひ
と
は
、
権
力
者
だ
け
が
名
を
も
つ
、

と
誤
解
す
る
。
だ
が
、
そ
の
考
え
は
浅
は
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
権
力
者
の
望
み

は
、
名
の
も
と
に
す
べ
て
の
存
在
を
回
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ
く

の
と
こ
ろ
、
存
在
と
は
名
の
謂
い
で
あ
っ
て
、
古
代
の
名
分
論
か
ら
近
代
の
福

祉
国
家
に
い
た
る
ま
で
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
死
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
名
の
刻

ま
れ
た
名
簿
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
、
権
力
の
野
蛮
な
望
み
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
権
力
に
異
を
唱
え
る
ひ
と
た
ち
は
、
即
座
に
こ
う
反
論
す
る
。
無0

名
の
存
在

0

0

0

0

が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
た
し
か
に
歴
史
と
は
、
一
方
に

喧
騒
を
、
他
方
に
沈
黙
を
強
い
る
装
置
で
あ
る
。
記
録
に
は
か
ぎ
り
が
あ
る
か

ら
だ
。
こ
の
調
子
は
ず
れ
の
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
を
ど
う
に
か
す
れ
ば
、
沈
黙
の

側
に
存
在
を
割
り
振
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ

れ
で
、
そ
う
し
た
無
名
の
存
在
を
民
衆
と
い
っ
た
り
群
衆
と
い
っ
た
り
大
衆
と

い
っ
た
り
市
民
と
い
っ
た
り
民
族
と
い
っ
た
り
国
民
と
い
っ
た
り
し
て
、
か
ぎ

り
な
く
透
明
に
近
い
ゼ
ロ
記
号
を
目
指
し
て
、
手
か
え
品
か
え
、
た
く
み
に
こ

れ
を
変
奏
し
て
み
せ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
沈
黙
し
て
、
後
世
に
こ
の
重
荷
を
継

承
す
る
沈
黙
の
一
族
を
形
成
す
る
。

し
か
し
、
少
々
の
想
像
力
が
あ
れ
ば
、
喧
騒
と
沈
黙
と
が
結
託
し
て
い
る
こ

と
は
、
す
ぐ
に
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
政
治
家
同
様
、
民
衆
は
そ
も
騒
い
で
い

る
か
、
黙
っ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
ゼ
ロ
が
数
字
で
あ
る
よ

う
に
、
無
名
の
存
在
に
「
民
衆
」
の
符
牒
を
貼
付
け
て
も
、
そ
れ
も
名
で
あ
る
。

名
＝
喧
騒
と
存
在
＝
沈
黙
は
、
つ
い
に
は
同
じ
も
の
な
の
だ
。

真
の
人
文
学
は
、
有
名
で
あ
る
に
せ
よ
、
無
名
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
「
名
」

田
中
　
希
生

本
居
宣
長
の
生
成
論
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＝
存
在
を
越
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
う
で
な
い
学
は
、

特
定
の
人
間
に
仕
え
る
か
、
神
に
仕
え
る
か—

ど
ち
ら
も
同
じ
こ
と
だ—

の
い
ず
れ
か
を
し
か
教
え
な
い
。
反
対
に
い
え
ば
、ど
れ
ほ
ど
そ
の
学
が
「
名
」

に
奉
仕
し
て
い
よ
う
と
、
「
名
」
は
し
ょ
せ
ん
、
調
子
は
ず
れ
の
手
回
し
オ
ル

ガ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
学
の
望
み
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
識
し
て
か
無

意
識
に
か
、
「
名
」
を
逸
脱
す
る
生
成
変
化
を
語
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
問
題
は
、
名
の
、
あ
る
い
は
存
在
の
、
生
成
変
化
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
生
成
変
化
に
積
極
的
に
、
あ
る
い
は
自
覚
的
に
と
り
く
ん
だ
哲
学

者
が
何
人
か
い
る
。
思
い
つ
く
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
ニ
ー

チ
ェ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
ら
が
そ
う
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
も
ま
た
そ

う
だ
ろ
う
。
存
在
で
は
な
く
《
流
転
》
に
真
の
哲
学
的
意
義
を
み
い
だ
し
た
ヘ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
。
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
や
子
ど
も
、
女
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
人

間
な
ら
ざ
る
も
の
に
《
な
る
》
こ
と
を
至
上
の
歓
び
と
考
え
た
ニ
ー
チ
ェ
。
あ

り
う
べ
き
進
化
の
線
を
逸
脱
す
る
多
様
な
《
創
造
的
進
化
》
に
つ
い
て
語
っ
た

ベ
ル
ク
ソ
ン
。
微
分different iation

を
差
異
化differenc iation
と
強
弁
し
た

ド
ゥ
ル
ー
ズ
。
と
き
ど
き
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
に
支
配
さ
れ
、
認
識
の
檻
に
閉

じ
込
め
ら
れ
た
言
説
と
は
異
な
る
、
言
葉
か
ら
現
実
へ
、
現
実
か
ら
言
葉
へ
の

奇
妙
な
生
成
作
用
そ
れ
自
体
と
し
て
の
《
言
表
》
に
つ
い
て
語
っ
た
フ
ー
コ
ー
。

彼
ら
は
み
な
、
お
の
れ
の
人
文
学
の
最
高
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
、
コ
ロ
ノ
ス
の
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
の
よ
う
に
、
た
え
ざ
る
生
成
変
化
の
嵐
の
な
か
に
置
い
た
の
で
あ

る
。試

み
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
差
異
化
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。
微
分
曲
線
は

も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
曲
線
を
描
い
た

0

0

0

も
の
だ
。
問
題
は
、
そ
の
た
め
に
導
入
さ

れ
た
無
限
小
で
あ
る
。
「
無
限
小
は
、
実
在
的
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
虚
構

で
あ
る
の
か★

…1

…
」
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
端
的
に
こ
う
い
っ
て

い
る
。
「
偽
の
問
い
」
で
あ
る
、
と
。
こ
の
問
い
は
、
そ
も
そ
も
、
微
分
曲
線

が
現
実
の
曲
線
の
再

リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

現
前
化
で
あ
る
こ
と
（
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
）
に
起

因
し
て
い
る
。
つ
ま
り
微
分
曲
線
が
、
現
実
の
曲
線
を
寸
分
違
わ
ず
再
現
し
た

の
で
な
け
れ
ば
、
（
一
九
世
紀
的
な
意
味
で
）
数
学
的
に
正
し
い
と
は
い
え
な
い

の
だ
が
、
そ
こ
に
導
入
さ
れ
た
無
限
小
が
存
在
認
定
を
そ
の
定
義
か
ら
し
て
刎

ね
つ
け
て
い
る
以
上
、ど
こ
ま
で
も
あ
や
し
げ
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
上
の
操
作
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
う
る
。

ひ
と
つ
は
、
微
分
を
現
実
の
審
級
か
ら
切
り
離
し
た
数
学
的
ゲ
ー
ム
に
し
て
し

ま
う
こ
と
だ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
決
は
も
っ
と
ひ
と
を
食
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
微
分
曲
線
は
、
現
実
を
再
現
前
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
を
多

様
化
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
現
実
の
曲
線
と
同
様
、
微
分
曲
線
も
ま
た
一
個

の
、
し
か
も
別
種
の
現
実
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
現
実
の
再
現
前
化
を
目
指
す
数

学
と
し
て
は
も
は
や
用
を
な
さ
な
い
に
し
て
も
、
依
然
と
し
て
現
実
の
問
題
、

つ
ま
り
哲
学
上
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
微
分
曲
線
は
、
現
実
の
曲
線
の
多
様
化

に
あ
ず
か
る
、
別
種
の
現
実
な
の
だ
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
れ
を
、
「
微
分
」
と

区
別
し
て
、
「
差
異
化
」
と
呼
ん
だ
。

こ
の
こ
と
を
、
先
の
議
論
と
重
ね
あ
わ
せ
て
み
よ
う
。
現
実
の
曲
線
と
は
す

な
わ
ち
存
在
で
あ
る
。
ま
た
微
分
曲
線
と
は
す
な
わ
ち
名
で
あ
る
。
だ
か
ら
曲

線
と
微
分
曲
線
の
関
係
は
、
存
在
と
名
の
関
係
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
な
ら
こ
う
い
う
だ
ろ
う
。
名
は
存
在
の
生
成
変
化
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

存
在
は
ま
た
名
の
生
成
変
化
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
名
と
存
在
と
が
一
致
し
て
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い
る
か
ど
う
か
（
実
在
か
虚
構
か
）
と
い
う
問
い
は
偽
の
問
い
に
す
ぎ
な
い
。

裏
を
返
せ
ば
、
名
が
存
在
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
適
切
に
再
現
す
る
、
な
ど
と

い
う
こ
と
は
現
実
に
は
起
こ
り
え
な
い
。
問
題
は
、
名
や
存
在
な
ど
に
は
な
く
、

両
者
を
相
互
に
行
き
来
す
る
生
成
変
化
の
ほ
う
で
あ
る
、と
。
と
い
う
よ
り
も
、

名
や
存
在
は
、
一
義
的
な
生
成
変
化
の
あ
と
で
生
じ
る
二
義
的
な
残
闕
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
れ
ら
は
生
成
変
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
歴
史
と
い

0

0

0

0

う
第
二
の
生
成
変
化
の
流
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
身
を
置
く
の
で
あ
る★

。
2

同
じ
よ
う
に
フ
ー
コ
ー
の
言
表
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
表

に
つ
い
て
考
え
る
際
に
一
番
有
用
な
文
献
は
、
古
代
ス
ト
ア
派
の
ク
リ
ュ
シ
ッ

ポ
ス
の
「
車
！

と
口
に
す
れ
ば
、
口
か
ら
車
が
飛
び
出
す
」
で
あ
る
。
言
語

に
つ
い
て
の
こ
の
異
形
の
思
考
を
わ
れ
わ
れ
は
つ
い
つ
い
考
慮
の
外
に
置
き
が

ち
で
あ
る
が
、
で
は
そ
れ
以
外
に
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
思
考
が
あ
り
う
る
だ

ろ
う
か
。

や
は
り
二
つ
し
か
な
い
。
「
車
」
と
い
う
語
が
現
実
の
車
を
指
し
示
し
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
二
者
択
一
に
誘
わ
れ
て
、「
車
」

と
い
う
語
が
も
つ
音
声
（
く
る
く
る
ま
わ
る
…
…
）
や
言
語
使
用
の
歴
史
性
（
車

輪
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
だ
…
…
）
に
現
実
の
車
の
語
源
を
探
し
た
り
、
あ

る
い
は
異
な
る
体
系
の
偶
然
の
一
致
（

語

シ
ニ
フ
ィ
ア
ンと

そ
の
意
シ
ニ
フ
ィ
エ

味
…
…
）
に
す
ぎ
な
い

も
の
と
み
な
し
た
り
し
て
き
た
。
要
す
る
に
、「
言
語
は
、
実
在
的
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
虚
構
で
あ
る
の
か
…
…
」
。
た
し
か
に
、
音
声
上
の
「
車
」
と
現
実

の
車
の
紐
帯
は
あ
や
し
げ
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
車
！

と
口
に
す
れ
ば
、

口
か
ら
車
が
飛
び
出
す
」
式
の
考
え
か
た
よ
り
ま
し
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

君
の
背
中
に
車
が
迫
っ
て
い
る
。
君
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
で

わ
た
し
は
あ
わ
て
て
君
に
む
か
っ
て
「
車
！
」
と
叫
ん
だ
。
君
は
わ
た
し
の
言

葉
を
聞
く
や
、
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
車
を
か
わ
し
て
こ
と
な
き
を
え
た
。
こ
の

と
き
言
語
に
い
っ
た
い
な
に
が
起
き
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
車
！

と
口
に
す
れ
ば
、
口
か
ら
車
が
飛
び
出
す
」
と
し
か
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
…
…
。
す
な
わ
ち
、「
車
」
は
車
に
生
成
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー

な
ら
ば
こ
う
い
う
だ
ろ
う
か
。
「
車
！
」
は
、
男
の
背
中
に
む
か
っ
て
車
が
突

進
し
て
く
る
、
し
か
も
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
男
が
そ
れ
を
あ
や
う
く
避
け

よ
う
と
す
る
こ
と
の
《
言
表
》
で
あ
る
。
男
が
車
に
轢
か
れ
た
か
否
か
は
さ
だ

か
で
は
な
い
に
し
て
も
、
上
記
の
一
連
の
出
来
事
を
ひ
と
こ
と
で
あ
ら
わ
し
て

い
る
の
が
、
「
車
！
」
な
の
で
あ
る★

。
3

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
「
名
」
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
思
考
を
手
に
し

た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
ど
れ
が
も
っ
と
も
現
実
的
だ
ろ
う
か
。
ひ

と
つ
は
、
「
車
」
は
現
実
の
車
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
も
の
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
「
車
」
は
現
実
の
車
の
比
喩
で
あ
り
、
厳
密
に
は
指
示
し
え
て
い
な
い

と
い
う
も
の
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
車
」
は
た
ん
な
る
「
名
」
で
あ
る

こ
と
を
や
め
て
、
現
実
の
車
に
生
成
変
化
す
る
、
と
い
う
も
の
。

前
二
者
が
現
実
的
に
み
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
言
語
学
の
占
め
て
い

る
学
問
領
域
の
都
合
に
す
ぎ
な
い
（
二
つ
の
目
の
思
考
は
、
言
語
の
現
実
性
を
放

棄
す
る
こ
と
が
現
実
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
。
言
語
学
的
な
公
準
に
し
た
が
っ

た
前
二
者
の
現
実
性
は
、
か
え
っ
て
根
本
的
に
乏
し
い
の
だ
か
ら
、
み
て
の
と

お
り
、
人
文
学
的
に
は
、
一
見
も
っ
と
も
あ
や
し
げ
に
思
わ
れ
た
ク
リ
ュ
シ
ッ

ポ
ス
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
言
葉
の
生
成
変
化
に
賭
け
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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第
一
章　

実
在
論
・
虚
構
論
・
生
成
論

二
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
の
衝
撃
は
、
ひ
と
び
と
の
思
考
を
独
特
な
形
で
方

向
づ
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
多
く
の
場
所
で
、
ひ
と
が

真
実
と
み
な
し
て
き
た
も
の
が
崩
壊
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
真
実
の
重
み
が

ひ
と
を
苦
し
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
、
そ
れ
ら
は
な
に
も
か
も
が
作
為

的
な
も
の
に
み
え
た
。
真
実
な
る
も
の
を
つ
く
り
あ
げ
る
学
知
は
、
畢
竟
す
る

に
権
力
に
ほ
か
な
ら
ず
、
だ
か
ら
権
力
批
判
と
は
同
時
に
お
の
れ
の
学
知
を
批

判
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
戦
後
知
識
人
は
、
こ
う
し
た
苦
し
い
身
ぶ
り
の
な

か
で
細
い
息
を
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

た
と
え
ば
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
古
来
変
わ
ら
ぬ
不
変
性
を
た
も

つ
と
さ
れ
た
伝
統
概
念
の
作
為
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
伝
統
な
る
も
の
は
、
近

代
が
つ
く
り
あ
げ
た
虚
構
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
は
、
暴
力
装
置
を
と
も
な
う
実
体
的
な
国
家
論
や
民
族
実
在
論
的
言
説
に

対
し
て
、
国
民
国
家
の
想
像
性
＝
虚
構
性
を
語
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
ヘ
イ
ド

ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
歴
史
な
る
も
の
が
実
態
と
い
う
よ
り
は
歴
史
家
の
物
語
と
い

い
、
歴
史
の
実
在
を
信
じ
る
実
証
主
義
に
か
え
て
そ
の
虚
構
性
を
語
る
「
言
語

論
的
転
回
」
な
る
論
調
が
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
。
ほ
か
に
も
、
東

オ
リ
エ
ン
ト

洋
な
る
も

の
は
西
欧
人
の
つ
く
り
あ
げ
た
虚
構
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ

イ
ー
ド
が
お
り
、
純
文
学
者
の
語
る
風
景
や
内
面
は
近
代
社
会
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
た
病
だ
と
決
め
つ
け
て
い
た
柄
谷
行
人
が
い
た
。

不
動
の
実
在
性
は
、
ひ
と
え
に
言
語
と
対
象
と
の
確
固
た
る
結
び
つ
き
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
よ
る
な
ら
、
そ
れ
を
な
す
と
み
な
さ

れ
て
い
た
の
は
、
記
録
性
を
帯
び
る
文
字
で
は
な
く
消
え
去
る
音
声
の
現
実
性
で
あ

る
）
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
は
言
語
を
現
実
の
再

リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

現
前
化
の
装
置
に
た
る
も
の

と
し
て
、
多
く
の
者
が
こ
れ
を
是
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
実

証
主
義
の
背
後
に
は
、
言
語
が
対
象
と
結
び
つ
く
こ
と
を
認
め
る
公
共
的
合
意

が
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
合
意
が
ひ
と
た
び
失
わ
れ
れ
ば
、
真
実
を
生

み
出
す
は
ず
の
再
現
前
化
の
装
置
は
、
か
え
っ
て
虚
構
を
生
み
出
す
装
置
と
な

る
。
あ
や
し
げ
な
音
声
の
現
実
性
（
ル
ソ
ー
の
語
る
言
語
の
根
源
的
比
喩
性
）
に

端
を
発
し
て
、
再
現
前
化
の
装
置
の
不
備
を
指
摘
し
て
回
る
、
デ
リ
ダ
の
《
脱

構
築
》
を
基
調
と
す
る
批
判
が
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域
で
意
識
す
る
と
し
な
い

と
に
せ
よ
、
さ
か
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
存
在
認
定
の
権
力
に
抗
す

る
に
、
そ
の
虚
構
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
も
っ
て
優
先
さ
れ
、
そ
し

て
そ
れ
で
十
分
だ
と
考
え
ら
れ
た
（
た
と
え
ば
メ
デ
ィ
ア
に
存
在
認
定
に
お
け
る

過
大
な
権
力
を
認
め
つ
つ
、
こ
れ
を
真
の
存
在
と
区
別
し
て
批
判
す
る
よ
う
な
）
。
気

づ
け
ば
、
超
歴
史
的
普
遍
性
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
多
く
の
も
の
が
、
近

代
に
入
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
哲
学
史
的
に
も
あ
き
ら
か
な
理
論
上
の
決
定
的
な
ち
が
い★

は4

も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
本
人
た
ち
の
徹
底
し
た
反
目
に
も
か
か
わ
ら
ず★

、5

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
差
異

化
や
フ
ー
コ
ー
の
言
表
と
、
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
が
あ
い
ま
い
に
同
居
し
て
い
た

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
状
況
は
、
あ
る
意
味
で
虚
構
論
の
世
界
史
的
な
横
行
と
軌

を
一
に
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
は
、

理
屈
は
と
も
か
く
歴
史
的
に
は
、
こ
う
し
た
ご
た
混
ぜ
状
態
の
別
の
名
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
前
章
で
述
べ
た
三
つ
の
議
論
（
実
在
論
・
虚
構
論
・
生
成
論
）
を
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実
際
的
に
区
別
す
る
の
は
、
さ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
く
に
後
二
者

の
虚
構
論
と
生
成
論
の
区
別
は
微
妙
な
も
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
こ
れ
ら
三

つ
の
議
論
を
図
式
的
に
示
し
て
み
よ
う
。

実
在
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
神
や
徳
の
実
在
を
語
る
も
の
と
し
て
誕
生
し
、
そ
の

後
、
道
や
主
体
に
変
奏
さ
れ
て
今
日
に
命
脈
を
保
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
神

や
徳
、
道
や
主
体
は
、
自
然
同
様
に
人
間
の
短
い
一
生
な
ど
は
る
か
に
越
え
て

不
動
で
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本
語
で
い
え
ば
「
デ

ア
ル
」
（
存
在
動
詞
）
と
い
う
明
確
な
符
牒
を
も
つ
。I am

 a doctor

（
私
は
医

者
で
あ
る
）
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
「
私
」
は
医
者
と
し
て
の
実
在
を
語
る
こ
と

に
な
る
。

そ
の
反
対
の
虚
構
論
は
、
実
在
論
の
信
じ
る
神
・
徳
・
道
・
主
体
を
疑
う
こ

と
に
は
じ
ま
る
が
、
実
在
論
の
た
ん
な
る
否
定
で
は
な
い
。
時
空
間
に
あ
ま
ね

く
い
き
わ
た
る
不
動
の
実
在
に
対
し
て
、
起
源
と
終
末
と
を
も
つ
（
物
語
・
神

話
）
。
必
然
的
に
、
こ
う
し
た
虚
構
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
自
意
識
を
も
っ

た
作
者
も
前
提
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
を
顧
み
る
な
ら
、
虚
構
論
に
は
実
在
論

の
否
定
と
は
異
な
る
明
確
な
徴
候
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、

虚
構
論
に
は
、
消
極
的
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
演
じ
ら
れ
る
こ
と
・
作
為
さ
れ
る

こ
と
に
よ
る
人
為
的
な
効
果
を
ひ
と
つ
の
現
実
と
し
て
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る

批
判
的
な
態
度
が
あ
る
の
だ
。
日
本
語
で
い
え
ば
「
ス
ル
」
の
符
牒
を
も
ち
、

英
語
でI play a doctor

（
私
は
医
者
を
演
じ
る
）
と
い
え
ば
、
「
私
」
は
あ
る
特

定
の
舞
台
（
た
と
え
ば
病
院
）
に
お
い
て
、
医
者
と
い
う
仮
の
姿
を
受
け
容
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

実
在
論
・
虚
構
論
と
も
に
抱
え
て
い
る
ひ
と
つ
の
困
難
は
、「
私
」（
神
・
徳
・
道
・

主
体
）
と
い
う
前
提
を
「
医
者
」
以
前
に
必
要
と
す
る
デ
カ
ル
ト
問
題
を
内
包

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
提
さ
れ
て
い
る
の
が
主
体
で
あ
る
な
ら
、

そ
れ
は
き
わ
め
て
近
代
的
な
装
い
を
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
私
」
は
「
医
者
」

な
る
も
の
と
い
っ
た
い
い
か
な
る
関
係
を
も
つ
の
か
、
つ
ま
り
す
べ
て
に
先
立

つ
は
ず
の
「
私
」
は
、
あ
る
い
は
超
越
論
的
統
覚
Ｘ
は
、
「
医
者
」
な
る
実
在

を
作
為
す
る
、
そ
れ
以
上
の
作
為
で
し
か
な
い
の
か
…
…
。

で
は
生
成
論
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
上
記
の
命
題
はI am

 

to be a doctor( I becom
e a doctor)

（
私
は
医
者
に
な
る
）
と
し
か
い
い
よ
う
の

な
い
も
の
だ
。
日
本
語
で
は
も
ち
ろ
ん
、
「
ナ
ル
」
の
符
牒
を
も
つ
。
生
成
論

に
も
虚
構
論
と
似
た
は
じ
ま
り
と
終
わ
り
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
厳
密
に
は
、

始
終
と
い
う
よ
り
は
、
生
滅
と
い
う
べ
き
も
の
だ
。
虚
構
論
の
始
終
が
区
切
り

を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
生
成
論
は
明
確
な
区
切
り
を
も
た
な
い
。
と
い
う

よ
り
も
、
生
滅
は
ひ
と
つ
の
山ピ

ー

ク場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
で
は
、
な
に
が
先

立
つ
の
か
、
と
い
う
デ
カ
ル
ト
問
題
は
無
関
係
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
前

提
と
し
て
の
主
体
、
と
い
う
観
念
を
も
つ
必
要
が
な
い
。
実
際
、
週
末
に
ひ
と

り
の
父
親
で
あ
っ
た
彼
は
、
週
末
が
終
わ
れ
ば
、
ひ
と
り
の
医
者
に
な
る
。
病

院
を
出
て
帰
宅
す
れ
ば
、
彼
は
ま
た
父
親
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
夫
に
な
る

…
…
。
そ
の
い
ず
れ
か
を
、
じ
つ
は
演
じ
て
い
る
だ
け
だ
と
み
た
け
れ
ば
み
て

も
い
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
い
ず
れ
か
が
非
現
実
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で

は
け
っ
し
て
な
い
。
も
し
う
ま
く
演
じ
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ん
に

失
敗
し
た
だ
け
で
、
虚
構
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
本
人
が
な
に
も
の
か
に
な
ろ

う
と
し
て
も
、
う
ま
く
な
れ
る
か
ど
う
か
は
本
人
の
意
志
と
は
無
関
係
だ
が
、

こ
の
無
意
識
に
こ
そ
、
神
も
徳
も
、
道
も
主
体
も
あ
る
。
生
成
論
な
ら
ば
同
じ



34人　文　学　の　正　午　No. 9  March  2019

Article❷

主
題
に
つ
い
て
、
そ
う
考
え
る
だ
ろ
う
。

フ
ー
コ
ー
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
を
高
く
評
価
し
て
「
劇
場
」
の
用
語
を
使
っ

た
こ
と
が
あ
る★

。6

そ
の
一
方
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
ガ
タ
リ
と
書
い
た
書
物
の

な
か
で
「
劇
場
」
の
語
を
批
判
し
て
、
哲
学
を
「
工
場
」
の
概
念
と
と
も
に
論

じ
て
い
た★

。
7

劇
場
に
せ
よ
工
場
に
せ
よ
、
生
成
変
化
を
論
じ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

用
語
で
は
あ
る
が
、
微
妙
な
問
題
を
含
ん
で
も
い
る
の
も
た
し
か
で
あ
る
。
つ0

く
る

0

0

と
い
う
語
は
、
生
成
に
も
作
為
に
も
通
じ
て
い
る
。
語
法
的
に
は
、
木
に

果
実
が
実
る
と
い
う
同
じ
現
象
に
つ
い
て
、
木
が
果
実
を
実
ら
せ
る
と
い
っ
て

も
か
ま
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
困
難
が
あ
る
。
だ
か
ら
哲
学
者
た
ち
の

概
念
上
の
挑
戦
と
試
行
錯
誤
が
あ
る
。
そ
し
て
虚
構
論
と
生
成
論
の
安
易
な
混

同
、
な
い
し
は
生
成
論
の
黙
殺
と
い
っ
た
局
面
も
生
じ
て
く
る
。

第
二
章　

荻
生
徂
徠
と
虚
構
論

丸
山
真
男
が
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
と
に
、
世
界
の
人
格
を
二

分
し
て
い
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る★

。
8

日
本
人
は
「
で
あ
る
」
民
族
で
あ
り
、

西
欧
人
は
「
す
る
」
民
族
で
あ
る
、と
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
の
未
開
性
を
非
難
し
、

後
者
の
先
進
性
を
賞
賛
し
て
い
る
。
ワ
レ
ア
リ
（
デ
ア
ル
）
に
ワ
レ
オ
モ
ウ
（
ス

ル
）
を
先
行
さ
せ
る
西
欧
近
代
の
実
現
の
た
め
に
は
、
日
本
人
に
も
「
ワ
レ
オ

モ
ウ
」
の
思
考
を
植
え
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
。

こ
の
通
俗
的
理
解
の
背
景
に
は
近
代
天
皇
制
の
問
題
が
あ
る
。
天
皇
を
現
人

神
と
み
る
日
本
人
は
あ
ま
り
に
実
在
論
的
に
す
ぎ
た
。
虚
構
の
神
を
そ
れ
と
し

て
信
じ
る
西
欧
人
の
民
族
性
と
は
異
な
る
、
と
み
た
わ
け
で
あ
る
。

戦
前
、
丸
山
は
こ
の
視
座—

天
皇
は
現
人
神
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0—

を
秘
め
た
通

奏
低
音
に
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
書
い
た
。
と
い
っ
て
も
戦
時
中
、
天

皇
＝
現
人
神
と
い
う
論
調
を
素
直
に
信
用
し
て
い
た
知
識
人
や
民
衆
が
ど
れ
ほ

ど
い
た
か
と
い
う
問
題
は
、
さ
し
あ
た
り
措
く
と
し
よ
う
（
そ
の
信
仰
の
身
ぶ

り
が
構
成
的
な
も
の
か
、
統
整
的
な
も
の
か
は
率
直
な
言
明
な
し
に
は
証
明
不
能
で
あ

る
）
。
と
に
か
く
こ
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
必
然
的
に
、
日
本
政
治
思
想
史
の
近

代
的
な
画
期
は
、
「
で
あ
る
」
か
ら
「
す
る
」
へ
の
移
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。
実
際
、
そ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
た
の
が
、
伊
藤
仁
斎
と
荻
生
徂
徠
と

の
差
異
で
あ
る
。

伊
藤
仁
斎
は
「
道
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

道
は
な
お
路
の
ご
と
し
。
人
の
往
来
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。
故
に
陰
陽
こ

も
ご
も
運
る
、
こ
れ
を
天
道
と
謂
う
。
剛
柔
相
須
う
る
、
こ
れ
を
地
道

と
謂
う
。
仁
義
相
行
な
わ
る
る
、
こ
れ
を
人
道
と
謂
う
（
『
語
孟
字
義
』
）

古
典
文
献
か
ら
「
道
」
な
る
も
の
の
名
義
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
仁

斎
は
、
こ
れ
を
自
然
の
「
路
」
と
同
じ
も
の
と
み
た
。
と
い
う
よ
り
、
自
然
の

「
路
」
は
、
聖
人
の
「
道
」
の
実
在
的
な
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
よ
く
い
わ
れ
る
と
お
り
、
朱
熹
の
「
道
」
理
解
か
ら
は
ず
れ
て
い
な
い
。

朱
熹
は
い
う
、
「
人
物
各
々
其
性
ノ
自
然
ニ
循
ヘ
バ
、
即
チ
其
日
用
事
物
之
問
、

各
々
当
ニ
行
フ
ベ
キ
ノ
路ミ

チ

有
ラ
ザ
ル
ナ
シ
」
（
『
中
庸
章
句
』
）
。

以
上
の
よ
う
な
「
道
」
の
実
在
論
的
な
理
解
に
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
た
の

が
、
荻
生
徂
徠
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。
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先
王
の
道
は
、
先
王
の
造
る
所
な
り
。
天
地
自
然
の
道
に
非
ざ
る
な
り
。

（
『
弁
道
』
）

徂
徠
は
同
じ
「
道
」
を
、
先
王
＝
聖
人
の
作
為
せ
る
虚
構
と
み
た
。「
聖
人
の
道
」

を
「
先
王
制
作
の
道
」
と
見
、「
聖
な
る
者
は
作
者
の
称
な
り
」（
『
弁
名
』
）
と
い
っ

た
。
徳
（
理
）
に
せ
よ
道
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
み
な
、
実
在
で
も
な
け
れ
ば
自

然
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
神
や
聖
人
に
擬
せ
ら
れ
た
な
ん
ら
か
の

主
体
に
よ
っ
て
人
為
的
に
仮
構
さ
れ
た
、
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

む
ろ
ん
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
虚
構
は
実
在
の
た
ん
な
る
否
定
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
統
治
に
必
要
な
ひ
と
つ
の
技
術
で
あ
る
。
「
道
」
と
は
実
体
な

る
も
の
と
か
な
ら
ず
し
も
関
係
し
な
い
、
虚
構
的
な
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
「
道
」
は
人
為
的
な
「
法
」
に
近
づ
く
。
だ
か
ら
徂
徠
は
、

仁
斎
と
異
な
り
、
自
然
主
義
的
な
傾
向
を
も
つ
徳
治
主
義
や
理
に
過
度
に
依
存

し
な
い
、
「
碁
盤
ノ
目
ヲ
盛
ル
」
（
『
政
談
』
）
よ
う
に
精
緻
に
整
え
ら
れ
た
、
法

治
主
義
的
な
統
治
論
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
。

む
ろ
ん
、
名
義
の
う
ち
に
現
実
を
収
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
儒
学
的
名
分
論
の

傾
向
が
依
然
と
し
て
色
濃
い
ぶ
ん
、
そ
れ
を
近
代
と
同
じ
も
の
と
み
な
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
が
、
近
代
を
虚
構
論
の
う
ち
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
丸
山
が
徂

徠
に
重
大
な
関
心
を
寄
せ
、
高
く
評
価
し
た
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
ろ
う
。

王
に
せ
よ
聖
人
に
せ
よ
将
軍
に
せ
よ
、
そ
れ
は
一
個
の
実デ

ア

ル在
と
い
う
よ
り
は
、

演ス

ル技
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

戦
前
の
丸
山
が
す
で
に
虚
構
論
に
光
明
を
見
い
だ
し
て
い
た
点
を
公
平
に
み

る
な
ら
、
戦
後
の
世
界
史
的
な
虚
構
論
の
隆
盛
に
対
し
て
け
っ
し
て
遅
れ
を
と

る
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
（
丸
山
は
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
よ
り
三
歳

年
長
で
あ
る
）
。
丸
山
が
西
欧
と
比
較
し
つ
つ
日
本
に
批
判
的
な
視
座
を
維
持
す

る
の
は
当
然
だ
が
、
西
欧
に
お
い
て
も
、
伝
統
や
民
族
に
ま
つ
わ
る
不
動
性
は

批
判
の
標
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
帰
結
が
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
伝
統
批
判

や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
国
民
国
家
批
判
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
実
在
論
の
脱
構
築
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
近
年
の
柄
谷
に
よ
る
丸
山
再
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る★

。
9

第
三
章　

本
居
宣
長
と
生
成
論

本
居
宣
長
は
「
道
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た★

。
10

其ソ

は
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
こ
そ
有リ
け
れ
、

美ミ

知チ

と
は
、
古
事
記
に
味

ウ
マ
シ

御ミ

路チ

と
書
る
如
く
、
山ヤ

マ

路ヂ

野ヌ

路ヂ

な
ど
の
路チ

に
、

御ミ

て
ふ
言
を
添ソ

ヘ

た
る
に
て
、
た
ゞ
物
に
ゆ
く
路
ぞ
。
こ
れ
を
お
き
て
は
、

上ツ
代
に
、
道
と
い
ふ
も
の
は
な
か
り
し
ぞ
か
し
、

物
の
こ
と
わ
り
あ
る
べ
き
す
べ
、
萬

ヨ
ロ
ヅ

の
敎ヲ

シ

へ
ご
と
を
し
も
、
何ナ

ニ

の
道
く

れ
の
道
と
い
ふ
こ
と
は
、
異

ア
ダ
シ

國ク
ニ

の
さ
だ
な
り
、
（
『
直
毘
霊
』
九
、
五
〇
）

上
代
に
儒
家
や
仏
法
流
の
「
道
」
な
ど
は
な
く
、
た
だ
「
ゆ
く
道
」
だ
け
が

あ
っ
た
、
と
い
う
。

こ
れ
だ
け
を
み
れ
ば
、
「
道
」
は
き
わ
め
て
自
然
主
義
（
実
在
論
）
的
に
理

解
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
仁
斎
に
近
し
く
も
み
え
る
。
だ
が
宣
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長
に
よ
れ
ば
、
慈
円
の
説
く
仏
法
の
道
理
も
、
近
世
人
の
知
る
儒
家
の
道
徳
も
、

そ
の
す
べ
て
が
特
定
の
作
者
を
も
つ
人
為
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
仏

ホ
ト
ケ

意ゴ
コ
ロな

い
し

漢カ
ラ

意ゴ
コ
ロに
す
ぎ
な
い
。
「
あ
だ
し
國
に
て
、
佛
の
道
に
は
因
果
と
し
、
漢カ

ラ

の
道
々

に
は
天
命
と
い
ひ
て
、
天
の
な
す
わ
ざ
と
思
へ
り
、
こ
れ
ら
み
な
ひ
が
こ
と
な

り
」
（
『
直
毘
霊
』
九
、
五
四
）
。
因
果
も
天
命
も
、
天
地
を
人
格
化
す
る
（
天
地
、

全
存
在
の
原
因
と
し
て
有
で
も
無
で
も
な
い
太
極
＝
理
を
想
定
す
る
）
、
人
間
理
性

の
不
当
な
拡
張
に
す
ぎ
な
い
。

な
ら
ば
老
荘
の
自
然
は
ど
う
か
。
「
さ
か
し
ら
を
厭イ

ト

ふ
か
ら
、
自
然
の
道
を

し
ひ
て
立

テ

ん
と
す
る
物
な
る
故
に
、
そ
の
自
然
は
真
の
自
然
に
あ
ら
ず
」
（
『
く

ず
花
』
八
、
一
六
三
）
。

「
道
」
は
も
っ
と
ず
っ
と
微
妙
な
も
の
だ
。
「
實

マ
コ
ト

は
道
あ
る
が
故
に
道
て
ふ

言コ
ト

な
く
、
道
て
ふ
こ
と
な
け
れ
ど
、
道コ

ト

あ
り
し
な
り
け
り
」
（
『
直
毘
霊
』
九
、

五
二
）
。
道
は
あ
る
の
で
も
な
く
、
な
い
の
で
も
な
い
。
道
は
そ
こ
を
ゆ
く
ひ

と
の
営
為
に
し
た
が
っ
て
、
生
ま
れ
て
、
そ
し
て
消
え
る
。

宣
長
の
高
唱
す
る
神

カ
ミ
ノ
ミ
チ

道
と
は
、
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
此ノ
道
は
、
い
か
な
る
道
ぞ
と
尋タ

ヅ

ぬ
る
に
、
天
地
の
お
の
づ
か
ら
な

る
道
に
も
あ
ら
ず
、

是コ

を
よ
く
辨ワ

キ
マ別

て
へ

、
か
の
漢カ

ラ

國ク
ニ

の
老
荘
な
ど
が
見

コ
コ
ロ

と
、
ひ
と
つ
に
な

思
ひ
ま
が
へ
そ
、

人
の
作
れ
る
道
に
も
あ
ら
ず
、
此ノ
道
は
し
も
、
可カ

シ
コ畏

き
や
高タ

カ

御ミ

産ム

巣ス

日ビ

神
ノ

の
御ミ

霊タ
マ

に
よ
り
て
、

世ノ
中
に
あ
ら
ゆ
る
事
も
物
も
、
皆ミ

ナ

悉
コ
ト
ゴ
トに
此ノ
大
神
の
み
た
ま
よ
り
成
れ

り
、

神カ
ム

祖ロ
ギ

伊イ

邪ザ

那ナ

岐ギ
ノ

大
神
伊イ

邪ザ

那ナ

美ミ
ノ

大
神
の
始
め
た
ひ
て
、

よ
の
な
か
に
あ
ら
ゆ
る
事
も
物
も
、
此ノ
二
柱ノ
大
神
よ
り
は
じ
ま
れ
り
、

天
照
大
御
神
の
受ウ

ケ

た
ま
ひ
た
も
ち
た
ま
ひ
、
伝
へ
賜
ふ
道
な
り
、
故カ

レ

是
コ
コ
ヲ

以モ
テ

神
の
道
と
は
申
す
ぞ
か
し
、
（
『
直
毘
霊
』
九
、
五
七
）

「
道
」
は
、
産う

ぶ
す
な土

の
高
御
産
巣
日
神
の
御
霊
よ
り
成
っ
た

0

0

0

、
と
い
う
。
あ
き
ら

か
に
、
人
間
的
作
為
に
対
す
る
自
然
的
な
も
の
の
優
越
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
一
方
で
こ
の
自
然
を
絶
対
視
す
る
こ
と
も
禁
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

と
い
う
の
は
、
先
の
引
用
の
前
半
部
に
こ
う
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
此ノ
道
は
、
い
か
な
る
道
ぞ
と
尋タ

ヅ

ぬ
る
に
、
天
地
の
お
の
づ
か
ら
な

る
道
に
も
あ
ら
ず
、
…
…
人
の
作
れ
る
道
に
も
あ
ら
ず
、

つ
ま
り
、
道
は
自
然
に
も
人
為
に
も
属
さ
な
い
の
で
あ
る
。

丸
山
真
男
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
い
え
ば
、

宣
長
の
思
考
を
徂
徠
と
同
型
の
そ
れ
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
徹
底
と
し
て

読
ん
だ
。仁

斎
は
朱
子
学
の
理
を
否
定
し
つ
つ
も
、
道
そ
れ
自
体
を
「
自
然
」

と
し
て
窮
極
の
価
値
を
認
め
た
か
ら
、
天
地
概
念
は
充
分
な
展
開
を
見

ず
し
て
止
ん
だ
。
徂
徠
に
よ
つ
て
道
の
一
切
の
価
値
性
が
そ
れ
を
作
為

し
た
人
格
（
聖
人
）
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
人
格
が
天
と
連
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続
し
て
彼
岸
性
を
帯
び
る
に
至
つ
て
、
人
格
的
な
天
に
よ
る
非
人
格
的

な
理
の
駆
逐
が
完
成
さ
れ
た
。
こ
こ
に
徂
徠
学
と
宣
長
学
と
の
思
惟
方

法
に
お
け
る
深
き
契
合
が
存
在
す
る
。
…
…
む
ろ
ん
宣
長
は
聖
人
を
地

上
に
引
ず
り
下
し
た
か
ら
、
彼
の
意
識
に
お
い
て
は
徂
徠
学
の
思
惟
構

成
は
「
人
の
作
れ
る
道
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
ふ
簡
単
な
言
葉
を
以
て
、

皇
祖
神
の
創
始
し
た
道
と
い
ふ
思
惟
構
成
と
範
疇
的
に
区
別
さ
れ
て
ゐ

る
。
…
…
に
も
拘
ら
ず
徂
徠
学
を
宣
長
の
ご
と
く
超
越
的
に
批
判
せ
ず

に
内
在
的
に
理
解
す
る
と
き
、
聖
人
は
天
に
連
続
す
る
事
に
よ
つ
て
一

般
人
と
質
的
に
区
別
さ
れ
た
彼
岸
性
を
帯
び
、
又
逆
に
天
は
聖
人
と
連

続
し
て
道
を
根
拠
づ
け
る
人
格
的
存
在
と
な
つ
て
ゐ
る
以
上
、
徂
徠
学

に
お
け
る
聖
人
乃
至
天
の
体
系
的
地
位
と
宣
長
学
に
お
け
る
神
の
そ
れ

と
の
共
通
性
は
到
底
否
定
し
え
な
い
。
宣
長
学
は
徂
徠
学
と
道
の
内
容

を
全
く
異
に
し
な
が
ら
、
道
の
根
拠
づ
け
に
お
い
て
同
じ
方
法
を
取
つ

た
の
で
あ
る★

。
11

仁
斎
が
ま
だ
自
然
な
も
の
と
し
て
措
定
し
て
い
た
「
道
」
を
、
徂
徠
は
人
間

（
聖
人
）
の
作
為
せ
る
も
の
と
捉
え
た
。
天
地
を
差
配
す
る
の
は
人
間
な
の
で

あ
る
（
付
け
加
え
て
お
く
と
、
丸
山
は
自
然
か
ら
人
間
へ
の
社
会
的
な
焦
点
の
移
行

を
あ
り
う
べ
き
近
代
的
発
展
と
考
え
て
い
る
）
。
そ
れ
に
対
し
て
宣
長
は
、
徂
徠
の

人
間
を
「
神
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
応
え
た
。
徂
徠
に
お
い
て
自
然
の
背
後

に
聖
人
が
い
る
よ
う
に
、
宣
長
に
お
い
て
自
然
の
背
後
に
神
が
い
る
。
そ
の
背

後
的
存
在
を
聖
人
と
呼
ぶ
に
せ
よ
神
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、
特
定
の
人
格
が
天
地
を

作
為
す
る
と
い
う
そ
の
構
造
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
、
と
み
た
の
で
あ
る
。

宣
長
の
な
し
た
聖
人
の
絶
対
的
な
拒
否
は
、
か
え
っ
て
正
反
合
の
ヘ
ー
ゲ
ル
弁

証
法
的
に
、
聖
人
と
皇
祖
神
の
絶
対
的
同
一
化
を
招
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
、
と
も
い
う
（
「
〔
宣
長
に
よ
る
「
道
」
の
〕
規
範
性
の
否
定
が
否
定
と
し
て
徹
底

化
さ
れ
る
や
必
然
的
に
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
肯
定
に
転
ず
る★
…12

…★

」
）
。

も
う
す
こ
し
丸
山
の
読
解
を
み
て
お
こ
う
。

人
間
的
作
為
に
対
し
て
内
的
自
然
性
を
優
位
せ
し
め
つ
つ
、
し
か
も

「
自
然
」
そ
れ
自
体
の
観
念
的
絶
対
化
を
避
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
内
的

自
然
そ
の
も
の
の
背
後
に
、
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
と
こ
ろ
の
、
超
人
間

的
な
絶
対
的
人
格
を
置
く
以
外
に
な
い
。
神
の
作
為
と
し
て
の
自
然—

そ
れ
が
宣
長
の
行
き
つ
い
た
立
場
で
あ
つ
た
。
…
…
人
間
の
「
作
為
」

し
た
規
範
に
対
す
る
「
自
然
」
の
高
唱
者
と
し
て
出
発
し
た
国
学
は
、「
自

然
」
自
体
の
規
範
化
を
防
止
す
べ
く
、
そ
れ
を
神
の
作
為
に
依
拠
せ
し

め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
結
局
、
主
体
的
作
為
の
論
理
的
帰
結
を
ま
た
自

ら
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
見
よ
、
宣
長
が
「
神

の
は
じ
め
し
道
」
と
「
聖
人
の
作
り
設
け
た
る
道
」
と
を
あ
ら
ゆ
る
語

彙
を
用
ひ
て
峻
別
す
る
に
拘
ら
ず
、
ま
た
、
両
者
が
事
実
い
か
に
そ
の

内
容
を
異
に
し
よ
う
と
、
宣
長
の
神
と
徂
徠
の
聖
人
と
の
体
系
的
地
位

の
類
似
は
掩
ふ
べ
く
も
な
い★

。
13

ど
う
や
ら
丸
山
に
は
、
自
然
（
実
在
）
と
作
為
（
虚
構
）
の
二
元
論
し
か
頭

に
な
い
よ
う
で
あ
る
。
作
為
に
対
し
て
自
然
を
優
位
に
置
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
自
然
を
批
判
す
る
な
ら
自
動
的
に
ま
た
作
為
に
戻
る
、
と
い
う
の
だ
か
ら
。
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た
し
か
に
、
絶
対
化
さ
れ
た
不
動
の
自
然
を
批
判
す
る
に
、
そ
れ
を
人
間
の
認

識
論
上
の
作
為
と
し
て
相
対
化
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
自
然
界
の
犬

に
対
し
て
不
動
の
実
在
の
符
牒
と
し
て
「
犬
」
の
名
を
与
え
た
と
し
て
、
と
は

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
日
本
人
が
そ
う
呼
ぶ
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
が
、
許
さ
れ
た
批
判
の
仕
方
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
人
間

的
作
為
に
対
し
て
内
的
自
然
性
の
優
位
を
主
張
し
つ
つ
、
そ
の
自
然
の
相
対
化

を
同
時
に
達
成
す
る
た
め
に
は
、
け
っ
き
ょ
く
超
人
間
的
で
は
あ
っ
て
も
「
人

格
」
神
を
置
く
以
外
に
な
い
、
と
い
う
の
も
ほ
ん
と
う
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

宣
長
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
は
太
陽
そ
れ
自
身
だ
と
い
っ
て
い
た
で
は
な
い
か★

。
14

彼
に
み
え
て
い
な
い
の
は
、
《
生
成
》
の
視
座
で
あ
る
。
宣
長
の
神
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

迦カ

微ミ

と
申
す
名ナ

ノ

義コ
コ
ロは

未ダ
思ヒ
得
ず
。
さ
て
凡
て
迦カ

微ミ

と
は
、

古

イ
ニ
シ
ヘ
ノ

御ミ

典フ
ミ

等ド
モ

に
見
え
た
る
天
地
の
諸

モ
ロ
モ
ロの
神
た
ち
を
始
め
て
、
其ソ

を
祀マ

ツ

れ
る
社
に
坐ス
御ミ

霊タ
マ

を
も
申
し
、
又
人
は
さ
ら
に
も
云ハ
ず
、
鳥ト

リ

獣
ケ
モ
ノ

木
草
の
た
ぐ
ひ
海
山
な

ど
、
其ソ

ノ

余ホ
カ

何ナ
ニ

に
ま
れ
、
尋ヨ

ノ
ツ
ネ常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳コ

ト

の
あ
り
て
、
可カ

シ
コ畏

き
物
を
迦カ

微ミ

と
は
云
な
り
、（
『
古
事
記
伝
』
九
、
一
二
五
、
割
註
は
省
略
し
た
。
）

冒
頭
に
「
未
思
得
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宣
長
は
神
を
定
義
し
よ
う
と
し
て

い
な
い
。
と
か
く
事
物
に
対
す
る
古
典
由
来
の
定
義
に
こ
だ
わ
っ
た
儒
家
の
熱

意
を
、
彼
は
も
た
な
い
の
だ
。
事
例
を
列
挙
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
強
い
て

い
え
ば
、
尋よ

の
つ
ね常
で
な
い
も
の
、
と
い
う
消
極
的
定
義
を
な
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
「
人
」
と
か
ぎ
っ
て
い
な
い
。
鳥
獣
木
草
は
お
ろ
か
海
山
に
い
た

る
ま
で
、
ど
こ
に
で
も
あ
ら
わ
れ
う
る
、
「
人
」
の
抱
く
常よ
の
つ
ね識
の
お
よ
ば
ぬ
な

に
も
の
か
で
あ
る
、
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
丸
山
の
い
う
よ

う
な
人
格
神
と
は
思
わ
れ
な
い
。

さ
ら
に
引
用
を
つ
づ
け
よ
う
。

人
の
行

オ
コ
ナ
ふ
べ
き
か
ぎ
り
を
ば
、
行

オ
コ
ナ
ふ
が
人
の
道
に
し
て
、
そ
の
う
へ
に
、

其
事
の
成ナ

ル

と
成ナ

ラ

ざ
る
は
、
人
の
力

チ
カ
ラ

に
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
ぞ
、（
『
玉
く
し
げ
』

八
、
三
二
〇
）

宣
長
が
作
為
（
「
行
オ
コ
ナ

ふ
」
）
の
上
位
に
み
て
い
る
の
は
、
「
成ナ

ル

」
で
あ
る
。
た

と
え
ば
子
ど
も
の
成
長
が
、
意
識
的
な
食
事
の
摂
取
量
と
は
か
な
ら
ず
し
も
関

係
し
て
い
な
い
よ
う
に
。
不
動
の
実
在
と
し
て
の
自
然
に
対
し
て
、
人
為
を
持

ち
出
す
こ
と
だ
け
が
そ
の
批
判
の
仕
方
で
は
な
い
の
だ
。
そ
も
そ
も
自
然
は
不

動
か
、
人
為
だ
け
が
変
化
な
の
か
、
自
然
は
む
し
ろ
人
間
の
想
像
を
超
え
て
千

変
万
化
す
る
な
に
も
の
か
で
は
な
い
の
か
、
と
問
い
返
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
人
間
の
自
意
識
を
超
え
た
神
性
と
は
、
人
格

と
は
無
縁
な
「
成
」
の
は
た
ら
き
そ
れ
自
体
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

先
に
み
た
と
お
り
、「
道
」
は
、
産う

ぶ
す
な土

の
高
御
産
巣
日
神
の
御
霊
よ
り
成
っ
た
。

高
木
神
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
神
は
、
樹
々
が
大
地
か
ら
天
に
向
か
っ
て
高
く
伸

び
る
よ
う
に
、
生
成
を
司
る
、
生
成
そ
れ
自
身
の
神
格
化
で
あ
る
。
こ
の
神
に

加
え
て
「
神か

み

産む

巣す

日び
の

神か
み

」
が
「
御
霊
」
な
す
二
柱
の
神
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い

て
彼
は
こ
の
よ
う
に
い
う
。
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世ヨ
ノ
ナ
カ間
に
有リ
と
あ
る
こ
と
は
、
此ノ
天
地
を
始
め
て
、
万ヅ
の
物
も
事コ

ト業
も

悉

コ
ト
ゴ
ト

に
皆
、
此ノ
二
柱
の
産ム

巣ス

日ビ

大
ノ

御
神
の
産ム

ス
ビ霊

に
資ヨ

リ

て
成リ
出
る
も
の
な
り
、

（
『
古
事
記
伝
』
九
、
一
二
九
）

「
成
出
る
」
と
い
う
語
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
慎
重
に
、
産
巣
日
神
の

人
格
化
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
世
界
の
す
べ
て
は
生
成
す
る
の
で
あ
り
、
道
も

例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
は
実
在

0

0

（
自
然
）
で
も
な
け
れ
ば
制
作

0

0

（
作
為
）
さ
れ

る
の
で
も
な
く
、
生
成

0

0

す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
天
道
」
は
、
あ
く
ま
で

太
陽
（
す
な
わ
ち
天
照
大
御
神
）
の
天
空
に
お
け
る
運
行
路
で
あ
る
。
儒
学
の

い
う
「
総
天
地
之
理
」
の
主
催
者
と
し
て
、
世
界
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
人
格

化
さ
れ
た
太
極
（
天
理
）
を
も
つ
よ
う
な
仰
々
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、
仏
教

の
い
う
、
往
生
に
臨
ん
で
ひ
と
を
惑
わ
せ
る
六
道
の
ひ
と
つ
と
い
う
の
で
も
な

い
。こ

う
し
た
表
現
上
の
配
慮
は
ほ
か
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
念
す
べ
き

古
事
記
の
劈
頭
、
「
天
地
初
發
之
時
」
を
、
宣
長
は
「
阿ア

米メ

都ツ

知チ

波ハ

自ジ

米メ

能ノ

登ト

伎キ

」
と
訓
ん
だ
。
「
初
發
」
を
ハ
ジ
メ
テ
ヒ
ラ
ク
ル
と
読
む
こ
と
を
漢カ

ラ
ブ
ミ
ゴ
ト

籍
言
と

し
て
否
定
し
た
の
で
あ
る
（
『
古
事
記
伝
』
九
、
一
二
一
〜
一
二
三
）
。
今
日
で
は
、

後
者
の
読
み
か
た
の
ほ
う
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
が
正
し
い

か
は
と
も
か
く
、
時
空
の
生
成
を
非
人
称
的
に
語
ろ
う
と
す
る
宣
長
の
強
い
主

張
に
は
、
古
事
記
を
生
成
論
的
に
読
み
込
も
う
と
す
る
思
想
的
一
貫
性
が
感
じ

ら
れ
る
。
こ
の
冒
頭
の
一
文
は
、
次
の
「
於

タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
ニ
ナ
リ
マ
セ
ル
カ
ミ
ノ
ミ
ナ
ハ

高
天
原
成
神
名
。
天ア

メ

之ノ

御ミ

中ナ
カ

主ヌ
シ
ノ

神カ
ミ

」
と
ひ
と
つ
づ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
發
」
を
ヒ
ラ
ク
と
い
う
動
詞
と

し
て
読
み
取
っ
た
場
合
、
天
之
御
中
主
神
登
場
以
前
に
、
そ
れ
を
作
為
す
る
主

語
が
暗
黙
に
予
期
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
天
地
」
の
語
は
儒
学
的
に
も

き
わ
め
て
重
要
な
用
語
だ
が
、
と
く
に
朱
子
学
に
お
い
て
、
天
地
＝
万
物
を
総

宰
す
る
根
源
的
な
原
因
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
人
格
的
な
「
太
極
（
天
帝
）
」

が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
概
念
に
対
し
て
宣
長
が
無
配
慮
で
あ
る
は
ず

が
な
い
。
時
空
が
神
の
存
在
に
先
立
っ
て
開
け
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
時
空
を

満
た
す
神
的
人
格
が
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
時
空
に
先
立
つ
暗
黙

の
第
一
原
因
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
時
空
の
生
成
そ
れ
自
体
が
神
な
の
で
あ

る
。

「
生
成
」
の
語
の
日
本
史
上
の
初
出
は
、
古
事
記
に
お
け
る
伊
邪
那
岐
大
神
伊

邪
那
美
大
神
の
国
生
み
の
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
宣
長
は
ウ
ミ
ナ
ス

0

0

0

0

と
訓
る

（
『
古
事
記
伝
』
九
、
一
七
〇
）
。
宣
長
に
と
っ
て
、
神
は
、
こ
う
し
た
生ウ

ミ

ナ

ス

成
変
化

は
た
ら
き
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
伊
邪
那
岐
の
涙
な
い
し
目
脂
か
ら
生
ま
れ

た
天
照
大
御
神
や
月
讀
命
に
せ
よ
、
鼻
水
か
ら
生
ま
れ
た
建
速
須
佐
之
男
命
に

せ
よ
、
そ
れ
ら
は
神
々
の
な
す
新
陳
代
謝
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
垢
（
禍
津
日

神
）
や
尿
（
弥
都
波
能
売
神
、
水
の
神
）
や
屎
（
波
邇
夜
須
神
、
土
の
神
）
で
さ
え
、

神
格
化
さ
れ
る
。
神
で
さ
え
、
変
化
の
た
だ
な
か
に
身
を
置
く
の
で
あ
り
、
人

格
（
偶
像
崇
拝
）
で
も
物
格
（
物
神
崇
拝
）
で
も
な
い
、
変
化
そ
れ
自
体
を
指

し
て
い
う
。
だ
か
ら
、
宣
長
は
神
の
定
義
を
避
け
た
。
「
名
」
の
概
念
は
、
生

成
変
化
を
捉
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
「
道
」
も
同
様
で
あ
る
。
目
指
す
べ
き
実

在
で
も
、
そ
の
制
作
を
あ
り
が
た
が
る
虚
構
で
も
な
い
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
は

た
ら
い
て
い
る
生
成
の
効
果
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
、
実デ

ア

ル在
で
も
虚ス

ル構
で
も
な

く
、
生

ナ

ル

成
変
化
な
の
で
あ
る
。
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第
四
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生
成
変
化
を
捉
え
る
こ
と
の
困
難
に
つ
い
て

自
然
か
ら
人
間
へ
、
存
在
か
ら
作
為
へ
。
丸
山
真
男
が
歴
史
発
展
の
正
し
い

順
路
と
み
て
い
た
こ
の
移
行
を
画
す
と
い
う
点
で
、
考
え
て
み
れ
ば
徂
徠
学
だ

け
が
特
権
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
端
的
に
、
新
井
白
石
は
「
神
と

は
人
也
。
我
国
の
俗
凡
其
尊
ぶ
所
の
人
を
称
し
て
、
加
美
と
い
ふ
。
古
今
の
語

相
同
じ
、
こ
れ
尊
尚
の
義
と
聞
え
た
り
。
今
字
を
仮
用
ふ
る
に
到
り
て
、
神
と

し
る
し
上
と
し
る
す
等
の
別
は
出
来
れ
り
」
（
『
古
史
通
』
）
と
い
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
す
で
に
林
羅
山
が
天て

ん

照
し
ょ
う

太だ
い

神じ
ん

を
中
国
の
先
王
＝
聖
人
で
あ

る
堯
舜
に
比
す
べ
き
道
徳
的
存
在
と
し
て
人
格
化
し
て
い
た
（
い
わ
ゆ
る
神
儒

合
一
論
）
。
白
石
は
、
神
の
実
在
を
信
じ
る
「
太
古
朴
陋
の
俗
」
を
取
り
除
き
、

ひ
と
の
精
神
を
合
理
化
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
が
、
神
を
人
間
と
み
な
す
と
こ

ろ
に
正
し
い
歴
史
の
進
歩
が
あ
る
、
と
い
う
観
点
は
、
じ
つ
は
同
じ
く
ら
い
素

朴
な
も
の
だ
。
古
代
地
中
海
世
界
に
冠
絶
し
た
ロ
ー
マ
皇
帝
は
神
そ
れ
自
身
な

の
か
、
そ
れ
と
も
神
に
比
す
べ
き
第
一
人
者
な
の
か
。
素
朴
な
庶
民
と
懐
疑
的

な
エ
リ
ー
ト
と
で
、
そ
の
内
面
に
ち
が
い
は
あ
れ
、
や
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
崇
め
奉
る
か
石
を
投
げ
る
わ
け
だ
。
物
神
と
偶
像
の
あ
い
だ
で
、

ひ
と
は
長
ら
く
弁
証
法
を
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
む
し
ろ
、
真

の
歴
史
発
展
は
、
こ
の
弁
証
法
を
禁
じ
る
か
、
そ
れ
と
も
生
成
変
化
に
身
を
委

ね
る
か
、
こ
の
秘
め
ら
れ
た
螺
旋
運
動
の
な
か
で
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
生
成
変
化
を
捉
え
る
の
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
困
難
な
も
の

だ
。
後
年
、
丸
山
は
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』
」
（
一
九
七
二
年★

）15

の
な
か
で
、

宣
長
の
「
凡
て
世ヨ

ノ
ナ
カ間

の
あ
り
さ
ま
、
代ヨ

ヨ々

時ト
キ

々ト
キ

に
、
吉

ヨ

善
事ゴ

ト

凶マ

悪ガ

事ゴ
ト

つ
ぎ
〳
〵

に
移ウ

ツ

り
も
て
ゆ
く
理

リ

は
…
…
悉

コ
ト
ゴ
トに
此

ノ

神
代
の
始

メ

の
趣
に
依
る
も
の
な
り
」
（
『
古

事
記
伝
』
九
、
二
九
四
）
を
引
用
し
な
が
ら
、
日
本
人
な
い
し
宣
長
に
存
在
す
る
「
基

底
範
疇
」
と
し
て
の
生
成
変
化
の
可
能
性
に
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
以
前
の
彼
が
日
本
人
に
見
い
だ
し
て
い
た
実
在
論
は
、
じ
つ
は

放
棄
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
宣
長
の
ほ
か
に
と
く

に
注
意
を
促
す
の
は
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
に
い
う
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

日
本
国
ノ
世
ノ
ハ
ジ
メ
ヨ
リ
次
第
ニ
王
臣
ノ
器
量
果
報
ヲ
ト
ロ
ヘ
ユ
ク

ニ
シ
タ
ガ
イ
テ
、
カ
ヽ
ル
道
理
ヲ
ツ
ク
リ
カ
ヘ
〳
〵
シ
テ
世
ノ
中
ハ
ス

グ
ル
ナ
リ
。
劫
初
劫
末
ノ
道
理
ニ
、
仏
法
王
法
、
上
古
中
古
、
王
臣
万

民
ノ
器
量
ヲ
カ
ク
ヒ
シ
ト
ツ
ク
リ
ア
ハ
ス
ル
也
。

慈
円
に
よ
れ
ば
、
劫
初
に
お
い
て
、
国
家
統
治
は
た
だ
ひ
と
り
の
王
、
す
な

わ
ち
天
皇
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
歴
史
の
進
展
は
王
者
か
ら
「
器
量
」

を
奪
い
、
単
独
で
の
統
治
は
次
第
に
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
相
対

的
に
ま
し
な
ひ
と
び
と
を
集
め
た
合
議
に
よ
れ
ば
、
古
い
秩
序
の
再
建
は
可
能

だ
と
い
う
。
彼
の
『
愚
管
抄
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
実
現
可
能
性
に
寄
与
す
る
た

め
の
歴
史
書
で
あ
る
。
丸
山
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
歴
史
意
識
の
発
展
に
と
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
果
た

し
た
巨
大
な
役
割
は
「
理
性
」
を
歴
史
的
現
実
に
た
い
す
る
超
越
的
批
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判
原
理
と
す
る
か
わ
り
に
、
こ
れ
を
歴
史
的
過
程
に
内
在
せ
し
め
、
ま

さ
に
歴
史
に
お
け
る

0

0

0

0

理
性
（D

ie Vernunft in  der G
escichte

）
の
構
築

を
志
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
唯
一
で

あ
っ
た
「
理
性
」
は
、
十
三
世
紀
の
慈
円
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
「
諸0

道
理
」（Vernunften

）
と
い
う
複
数
形
で
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
歴
史
相
対
主
義
」
の
花
が
ど
こ
よ
り
も
容
易
に
さ
き
こ
ぼ
れ
る
土
壌

0

0

が

日
本
に
あ
っ
た★

。
16

丸
山
は
、
自
身
で
見
い
だ
し
た
日
本
の
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
を
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
《
一
》
と
対
比
さ
せ
て
《
多
》
と
み
な
し
て
い
る
。
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
原

理
の
普
遍
性
に
対
し
て
、
「
歴
史
相
対
主
義
」
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
そ
う

い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
一
度
は
触
れ
か
け
た
生
成
論
か
ら
遠
ざ
か
り
、

や
や
性
急
に
、
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
結
論
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

経
験
的
な
人
間
行
動
・
社
会
関
係
を
律
す
る
見
え
ざ
る
「
道
理
の
感
覚
」

が
拘
束
力
を
著
し
く
喪
失
し
た
と
き
、
も
と
も
と
歴
史
的
相
対
主
義
の

繁
茂
に
有
利
な
わ
れ
わ
れ
の
土
壌
は
、
「
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
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
に
、
「
い
ま
」
の
感
覚
は
あ
ら
ゆ
る
「
理
念
」
へ
の
錨
づ
け
か
ら
と
き

放
た
れ
て
、
う
つ
ろ
い
行
く
瞬
間
の
享
受
と
し
て
だ
け
、
宣
命
の
い
う
「
中

今
」
へ
の
賛
歌
が
ひ
び
き
つ
づ
け
て
い
る
か
に
見
え
る
。
〔
普
遍
主
義
に

対
し
て
〕
す
べ
て
が
歴
史
主
義
化
さ
れ
た
世
界
認
識—

ま
す
ま
す
短
縮

す
る
「
世
代
」
観
は
そ
の
一
つ
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い—

は
、
か
え
っ

て
非0

歴
史
的
な
、
現
在
の
、
そ
の
つ
ど
の

0

0

0

0

0

絶
対
化
を
よ
び
お
こ
さ
ず
に

は
い
な
い
で
あ
ろ
う★

。
17

丸
山
は
こ
こ
で
も
、
万
世
一
系
の
天
皇
に
端
を
発
す
る
線
状
の
時
間
を
そ
の

つ
ど
の
瞬
間
、
今0

に
分
割
す
る
《
多
》
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
彼
に
は
、
生
成

論
が
、
過
去
な
る
虚
構
（
な
い
し
実
在
）
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
、
極
端
な
現

在
主
義
に
し
か
み
え
な
い
。
日
本
人
が
意
識
す
る
の
は
、
う
つ
ろ
い
ゆ
く
現
在

だ
け
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

歴
史
相
対
主
義
の
土
壌
…
…
そ
れ
は
理
想
社
会
を
太
古
に
求
め
、
そ
れ

を
基
準
と
し
て
歴
史
的
現
実
を
裁
く
と
い
う
意
味
で
の
「
復
古
主
義
」

と
も
、
ま
た
反
対
に
、
未
来
に
歴
史
の
目
標
を
託
し
、
現
在
を
そ
の
目

標
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
見
る
「
進
歩
の
観
念
」
と
も
、
所
詮
は
摩
擦
せ
ざ

る
を
え
な
い★

。
18

だ
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
だ
ろ
う
か
。
生
成
変
化
を
《
現
在
》
の
多
数
性
に

還
元
し
て
歴
史
相
対
主
義
と
捉
え
る
か
ぎ
り
で
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
本
来
の

生
成
変
化
は
、
過
去
と
未
来
と
を
《
今
》
の
う
ち
に
同
時
に
含
ま
ね
ば
成
立
し

え
な
い
概
念
で
あ
る
。
宣
長
は
そ
れ
を
「
中
今
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
（
「
中ナ
カ

今イ
マ

と
は
、
今
を
い
ふ
也
、
後
世
の
言
に
は
、
当イ

時マ

の
こ
と
を
、
降
れ
る
世
後
の
世
な
ど

い
ふ
は
、
よ
ろ
し
く
も
あ
ら
ぬ
い
ひ
ざ
ま
な
る
を
、
中
と
い
へ
る
は
、
当イ

時マ

を
盛
リ

り
な

る
真
中
の
世
と
、
ほ
め
た
る
心
ば
へ
有
て
、
お
も
し
ろ
き
詞
也
」
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』

七
、
一
九
八
）
。
だ
か
ら
、
復
古
は
同
時
に
維
新
た
り
う
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
、『
古
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事
記
』
を
あ
れ
ほ
ど
鮮
や
か
に
読
み
解
い
た
宣
長
の
学
問
が
、
た
ん
な
る
現
在

の
絶
対
化
を
生
み
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
、
丸
山
は
も
と
の
構
図

に
逆
戻
り
す
る
。
彼
の
な
か
で
、
生
成
変
化
は
、
無
数
の
「
で
あ
る
」
を
生
み

出
す
だ
け
な
の
だ
。
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
現い

在ま

の
《
多
》
は
「
泥
沼
」
を
も
意

味
す
る
。
こ
の
泥
沼
は
、
か
つ
て
彼
が
「
日
本
の
思
想
」
で
論
じ
た
「
ズ
ル
ズ

ル
べ
っ
た
り
」
の
濁
流
で
も
あ
り
、
日
本
特
有
の
「
無
責
任
の
体
系
」
が
導
き

だ
さ
れ
る
源
泉
で
も
あ
り
、
の
ち
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
洪
水
を
準
備
す
る

波
濤
で
も
あ
る★

。
19

丸
山
は
多
様
性
と
多
数
性
と
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
生
成
の
概
念
は
、
理
論

的
に
は
変
容
可
能
性
を
も
っ
た
多
様
性
に
属
す
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
を
多

数
性
と
混
同
し
、
日
本
に
諸0

理
念
の
せ
め
ぎ
あ
う
歴
史
相
対
主
義
、
さ
ら
に
は

時
間
を
瞬
間
に
分
断
す
る
無
数
の
現
在
主
義
を
導
き
だ
し
た
と
こ
ろ
で
満
足
し

て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
彼
に
は
そ
れ
は
日
本
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
し
か
み
え
な

か
っ
た
。
彼
の
思
考
に
は
つ
ね
に
《
一
》
か
《
多
》
か
の
貧
し
い
二
者
択
一
が

準
備
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
観
点
か
ら
の
批
判
で
充
分
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

《
一
》
に
帰
着
す
る
雑
種
や
サ
サ
ラ
型
か
、
《
多
》
に
と
ど
ま
る
雑
居
や
タ
コ
ツ

ボ
型
か
。
「
で
あ
る
」
と
「
す
る
」
の
一
対
に
お
い
て
は
、
諸0

行
為
（
す
る
）

か
ら
同
一0

性
（
で
あ
る
）
に
収
斂
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
同で

あ

る

一
性
か
ら
諸す

る
行
為

に
散
開
す
る
の
か
。
生
成
変
化
の
概
念
そ
れ
自
身
が
、
丸
山
に
と
っ
て
は
、
実

在
論
と
虚
構
論
の
あ
い
だ
に
捕
獲
さ
れ
た
二
義
的
な
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
劣
位

に
あ
る
概
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
の
宣
長
読
解
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
小
林
は
、
宣
長
を
安
易
に
日
本

人
論
の
内
部
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
戦
後
の
風
潮
を
き
ら
っ
た
。
す
く
な
く
と

も
、
後
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
源
泉
と
み
る
通
俗
的
な
見
方
と
は
異
な
る
と

こ
ろ
で
、
こ
れ
を
読
ん
だ
。
彼
が
み
る
の
は
、
日
本
人
と
い
う
語
で
は
尽
く
せ

な
い
、
「
孤
独★

」20

な
宣
長
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
科
学
の
外
在
的
・
客
観
的

な
実
証
主
義
的
態
度
と
は
異
な
る
、
「
こ
の
人
間
の
内
部
に
入
り
こ
み
、
入
り

こ
ん
だ
ら
出
な
い★

」21
と
い
う
態
度
の
う
ち
に
読
ん
だ
。
宣
長
が
稗
田
阿
礼
の
『
古

事
記
』
に
対
し
て
そ
う
し
た
よ
う
に
。
こ
の
点
、
自
身
の
信
じ
る
外
在
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
宣
長
を
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
丸
山
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

村
岡
典つ

ね

嗣つ
ぐ

の
古
典
的
な
宣
長
研
究
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
小
林
も
ま
た
、
宣
長

は
徂
徠
学
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
と
み
て
い
た★

。
22

村
岡
の
研
究
は
、
宣
長
の
蔵

書
中
に
あ
っ
た
和
漢
の
書
籍
の
抄
録
に
含
ま
れ
た
徂
徠
学
に
か
か
わ
る
そ
れ
を

つ
ぶ
さ
に
精
査
し
た
実
証
的
な
も
の
だ
が
、
徂
徠
の
孫
弟
子
、
市
川
匡た

だ
すの

宣
長

批
判
（
「
末ま

賀が

能の

比ひ

礼れ

」
）
に
対
す
る
反
批
判
の
書
「
く
ず
花
」
に
お
け
る
強
烈

な
儒
者
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
じ
つ
は
宣
長
は
徂
徠
学
か
ら
そ
の
本
質
的
な

部
分
を
受
け
継
い
で
い
た
、
な
い
し
影
響
さ
れ
て
い
た
、
と
み
る
の
は
正
し
い

だ
ろ
う
か
。

当
然
、
小
林
は
実
証
主
義
と
は
異
な
る
、
も
っ
と
深
い
場
所
で
そ
の
類
似
を

す
く
い
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
深
い
場
所
、
そ
れ
は
言
語
で
あ
る
。

彼
は
徂
徠
の
「
凡
ソ
言
語
ノ
道
ハ
、
詩
コ
レ
ヲ
尽
ス
」（
『
論
語
徴
』
）
を
引
く
。

詩
に
言
語
の
本
質
を
み
る
孔
子
・
徂
徠
の
態
度
は
、
た
し
か
に
歌
を
重
視
す
る

宣
長
の
態
度
と
よ
く
似
て
い
る
。
小
林
は
こ
こ
に
「
言
語
の
本
能
と
し
て
の
、

比
喩
の
働
き
」
を
み
た★

。23

そ
し
て
「
言
語
は
物
の
意
味
を
伝
へ
る
単
な
る
道
具

で
は
な
い
。
新
し
い
意
味
を
生
み
出
し
て
行
く
働
き
で
あ
る
。
物
の
名
も
、
物

に
附
し
た
単
な
る
記
号
で
は
な
い
、
物
の
姿
を
、
心
に
映
し
出
す
力
で
あ
る
」
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と
読
ん
だ★

。
24
小
林
は
こ
の
言
語
の
根
源
的
比
喩
性
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
。

だ
が
、
は
た
し
て
徂
徠
に
お
い
て
こ
と
は
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
か
。
徂
徠
は
こ

う
い
っ
て
い
た
。

宇
〔
空
間
的
隔
た
り
〕
は
な
ほ
宙
〔
時
間
的
隔
た
り
〕
の
ご
と
き
な
り
。

宙
は
な
ほ
宇
の
ご
と
き
な
り
。
故
に
今き

ん

言げ
ん

を
以
て
古
言
を
視
、
古
言
を

以
て
今
言
を
視
れ
ば
、
こ
れ
を
等
し
く
す
る
に
朱シ

ュ

離リ

鴂ゲ
キ

舌セ
ツ

〔
鳥
獣
の
鳴
き

声
や
異
国
語
〕
な
る
か
な
。
（
『
学
則
』
）

徂
徠
が
み
て
い
る
の
は
、
古
い
言
語
と
現
代
の
言
語
の
あ
い
だ
の
へ
だ
た
り

で
あ
る
。
古
い
言
葉
は
鳥
獣
の
鳴
き
声
や
異
国
語
に
等
し
い
。
ま
た
、
「
道
」

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
点
も
注
目
で
き
る
。

道
は
知
り
難
く
、
ま
た
言
ひ
難
し
。
そ
の
大
な
る
が
た
め
の
故
な
り
。

後
世
の
儒
者
は
、
お
の
お
の
見
る
所
を
道
と
す
。
み
な
一
端
な
り
。
思
・

孟
よ
り
し
て
の
ち
、
降
り
て
儒
家
者
流
と
な
り
、
す
な
わ
ち
始
め
て
百

家
と
衡
を
争
ふ
。
み
づ
か
ら
小
に
す
と
謂
ふ
べ
き
の
み
。
（
『
弁
道
』
）

道
は
言
語
よ
り
も
大
き
い
。
言
語
は
道
よ
り
も
小
さ
い
。
後
世
の
儒
者
が
あ

き
ら
か
に
し
た
と
思
っ
て
い
た
も
の
は
、
み
な
そ
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う

い
っ
て
い
る
。
こ
の
、「
道
」
に
対
す
る
考
察
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
る
。

六
経
残
欠
す
。
た
と
ひ
そ
れ
完
存
す
と
も
、
ま
た
古
時
の
言
な
り
。
い

づ
く
ん
ぞ
能
く
一
一
そ
の
義
の
謬
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。
…
…
然
れ
ど
も

吾
も
ま
た
学
者
の
吾
が
言
に
因
り
て
以
て
宋
儒
お
よ
び
諸
家
の
説
を
廃

す
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
な
り
。
古
今
邈は

る

か
な
り
。
六
経
残
欠
す
。
要
は

理
を
以
て
こ
れ
を
推
さ
ざ
る
を
得
ず
。
理
を
以
て
こ
れ
を
推
す
者
は
宋

儒
が
嚆
矢
た
り
。
た
だ
そ
の
理
い
ま
だ
精く

は

し
か
ら
ざ
る
や
、
こ
こ
を
以

て
理
に
滞
る
。
こ
れ
を
精
し
く
し
ま
た
こ
れ
を
精
し
く
せ
ば
、
あ
に
宋

儒
お
よ
び
諸
家
の
過
ち
あ
ら
ん
や
。
か
つ
学
問
の
道
は
、
思
ふ
こ
と
を

貴
ぶ
。
思
ふ
の
時
に
方
り
て
、
老
・
仏
の
言
と
い
へ
ど
も
、
み
な
吾
が

助
け
と
な
る
に
足
る
。
何
ぞ
い
は
ん
や
宋
儒
お
よ
び
諸
家
の
説
を
や
。（
同
）

徂
徠
が
求
め
た
先
王
の
道
は
ま
す
ま
す
遠
い
。
だ
か
ら
言
葉
＝
理
に
頼
る
ほ

か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
て
ど
こ
ま
で
も
不
完
全
な
も
の
だ
。
精
確
を
期
し
て

断
言
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
過
ち
を
犯
す
。
だ
か
ら
「
思
ふ
」
と
い
う
不
確
か
な

と
こ
ろ
で
満
足
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
実
態
と
は
か
な
ら
ず
し

も
関
係
し
な
い
、
つ
ま
り
「
思
ふ
」
と
し
か
い
え
な
い
、
こ
の
言
葉
＝
理
＝
名

に
ひ
と
は
と
ど
ま
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
学
問
な
の
だ
。
だ
か
ら

彼
は
次
の
よ
う
に
老
子
を
批
判
す
る
。

〔
老
子
は
い
う
、
〕
「
車
を
数
へ
て
車
な
し
」
と
。
し
か
も
車
の
名
あ
り
。

古い
に
し
への
道
な
り
。
聃た

ん

〔
老
子
〕
の
言
の
失
せ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
「
道
の
道

と
す
べ
き
は
常
の
道
に
非
ず
」
と
は
、
聃
の
言
の
失
せ
る
な
り
。
そ
れ

聖
人
よ
り
し
て
道
の
名
あ
り
。
聃
あ
に
非
な
ら
ん
や
。
た
だ
そ
の
知
、

聖
人
に
及
ば
ず
。
（
『
学
則
』
）



44人　文　学　の　正　午　No. 9  March  2019

Article❷

こ
の
言
葉
の
意
味
は
こ
う
だ
。
車
を
分
析
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、か
え
っ
て
「
車
」

は
存
在
し
な
い
、
と
老
子
は
い
う
。
し
か
し
、
「
車
」
と
い
う
名
が
あ
る
で
は

な
い
か
。
こ
れ
こ
そ
古
の
道
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
（
車
が
物
で
あ
る
か
ぎ
り
は
）

老
子
の
言
に
も
一
理
は
あ
る
。
だ
が
、
同
じ
論
法
で
「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常

の
道
に
非
ず
」
と
彼
が
い
う
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
道
」

と
は
そ
も
そ
も
天
地
自
然
の
道
で
は
な
く
、
聖
人
の
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
だ
。
し
て
み
る
と
、
老
子
は
つ
ね
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
知
は
聖
人
に
は
お
よ
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

徂
徠
は
、
実
態
に
縛
ら
れ
な
い
、
理
に
模

か
た
ど

ら
れ
た
名
義
（
用
語
の
意
味
）
に

こ
そ
、
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
「
名
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

生
民
よ
り
以
来
、
物
あ
れ
ば
名
あ
り
。
名
は
故も

と

よ
り
常
人
の
名
づ
く
る

者
あ
り
。
こ
れ
物
の
形
あ
る
者
に
名
づ
く
る
の
み
。
物
の
形
な
き
者
に

至
て
は
、
す
な
は
ち
常
人
の
睹み

る
こ
と
能
は
ざ
る
所
の
者
に
し
て
、
聖

人
こ
れ
を
立
て
て
こ
れ
に
名
づ
く
。
（
『
弁
名
』
）

物
に
は
す
べ
て
、
常
人
の
つ
け
た
名
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
形
な

き
も
の
に
も
ま
た
名
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
聖
人
の
つ
け
た
も
の
だ
。
重
視
す

る
の
は
む
ろ
ん
後
者
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
世
界
は
、
「
名
」
で
覆
い
尽
く

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
老
子
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
ひ
と
は
す

ぐ
に
言
葉
と
物
の
一
致
を
夢
想
す
る
。
言
葉
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
物
の
在
り
を

想
定
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
道
が
天
地
自
然
の
道
と
混
同
さ
れ
る
。
そ
の
回

避
の
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
態
度
こ
そ
、
道
を
学
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。

学
ノ
道
ハ
、
黙
シ
テ
之
ヲ
識
ル
ニ
在
リ
（
『
論
語
徴
』
）

沈
黙
で
あ
る
。
言
語
＝
詩
と
は
、
黙
し
て
語
ら
ぬ
聖
人
の
前
で
漏
ら
さ
れ
た

啞
の
喚
き
で
あ
り
、
一
端
だ
け
を
ほ
の
め
か
し
て
聖
人
が
地
上
を
去
っ
た
の
ち

は
、
ひ
と
は
け
っ
し
て
目
的
地
＝
起
源
に
た
ど
り
つ
け
ぬ
ま
ま
途
上
を
歩
む
ほ

か
な
い
。
近
代
風
の
い
い
か
た
を
す
る
な
ら
、
徂
徠
に
と
っ
て
、
言
語
は
リ
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
言
語
は
対
象
と
は
一
致
し
な
い
限
界
を
有
し
、

た
え
ず
現
実
と
す
れ
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
な
虚
構
を
つ
く
り
だ
す
。
ひ
と
の
知

が
言
語
と
と
も
に
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
虚
構
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
是
と
す
る
ほ

か
な
い
。
虚
構
の
価
値
を
、
虚
構
を
な
す
人
為
の
う
ち
に
認
め
る
消
極
的
な
肯

定
こ
そ
、
「
道
」
な
の
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
小
林
は
、
名
義
を
重
視
す
る
徂
徠
か
ら
「
言
語
は
物

の
意
味
を
伝
へ
る
単
な
る
道
具
で
は
な
い
。
新
し
い
意
味
を
生
み
出
し
て
行
く

働
き
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
を
引
き
出
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
の
い
い
か
た
で

は
生
産
／
生
成
変
化
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
新
し
さ
は
、
必
然
的
に
、
古
言
に

属
す
る
聖
人
の
道
か
ら
は
遠
ざ
か
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
の
制
作
し
た
道
は
論

理
上
、
ど
こ
ま
で
も
ひ
と
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
端
を
発
す
る
後
世

の
数
多
の
解
釈
は
、
本
質
的
に
は
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
宋

儒
に
対
す
る
徂
徠
の
批
判
は
基
本
的
に
こ
の
原
則
に
貫
か
れ
て
い
て
、
た
だ
自

ら
も
浴
し
て
い
る
古
今
な
い
し
新
旧
の
隔
た
り
を
消
極
的
に
受
け
容
れ
て
い
た



45 本居宣長の生成論と近代—丸山真男と小林秀雄—

に
す
ぎ
な
い
。
言
語
の
「
新
し
い
意
味
を
引
き
出
し
て
行
く
働
き
」
を
全
面
的

に
肯
定
し
た
の
で
は
、
そ
も
徂
徠
学
の
目
指
す
聖
人
＝
起
源
へ
の
回
帰
は
意
味

を
な
さ
な
い
。
徂
徠
が
言
語
の
本
質
を
詩
＝
比
喩
性
に
み
た
の
は
、
言
語
が
ど

こ
ま
で
も
現
実
と
の
隔
た
り
を
生
み
出
す
虚
構
に
属
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
蓋

シ
先
王
〔
聖
人
〕
ハ
、
言
語
ヲ
以
テ
、
人
ヲ
教
フ
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
、
故

ニ
礼
楽
ヲ
作
リ
テ
、
以
テ
之
ヲ
教
フ
」
（
『
論
語
徴
』
）
。
だ
か
ら
言
語
だ
け
で
は

な
い
、
礼
楽
の
実
践
を
必
要
と
す
る
の
だ
し
、
究
極
の
知
性
は
沈
黙
に
よ
っ
て

代
表
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

小
林
は
、
『
弁
名
』
に
い
う
「
物
あ
れ
ば
名
あ
り
」
を
強
調
し
て
、
物
と
名

が
出
会
う
不
思
議
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
物
は
も
ち
ろ
ん
、
感
覚
可
能
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
、
徂
徠
が
強
調
し
て
い
る
の
は
こ
の
次
の
文
章
、
す

な
わ
ち
「
名
は
故も

と

よ
り
常
人
の
名
づ
く
る
者
あ
り
。
こ
れ
物
の
形
あ
る
者
に
名

づ
く
る
の
み
。
物
の
形
な
き
者
に
至
て
は
、
す
な
は
ち
常
人
の
睹み

る
こ
と
能
は

ざ
る
所
の
者
に
し
て
、
聖
人
こ
れ
を
立
て
て
こ
れ
に
名
づ
く
」
で
あ
る
。
形
な

き
も
の
、
感
覚
で
き
な
い
も
の
に
名
を
与
え
る
聖
人
の
制
作
こ
そ
重
要
な
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
、『
弁
名
』
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て
、
道
や
徳
、
仁
な
ど
、

感
覚
で
き
な
い
も
の
の
名
の
意
味
で
あ
る
。
小
林
は
こ
の
一
文
を
看
過
し
て
い

る
。
だ
か
ら
あ
る
が
ま
ま
の
天
地
を
受
け
取
れ
と
い
う
宣
長
と
一
致
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

市
川
匡
は
宣
長
の
『
直
毘
霊
』
を
批
判
し
て
こ
う
い
っ
て
い
た
。

目
ニ
見
エ
タ
ル
マ

ニヽ
テ
、
其ソ

ノ

外ホ
カ

ニ
何
モ
無ナ

キ

事コ
ト

ゾ
ト
イ
ハ
バ
、
諸
ノ
神
目

ニ
見
エ
タ
マ
ハ
ヌ
ヲ
バ
、
皆
無ナ

キ

モ
ノ
ト
定
メ
ン
ヤ
、
御
国
ノ
説
ニ
、
人

死ミ
マ
カ
リ去
タ
レ
バ
夜ヨ

見ミ

ノ
国
ヘ
行
ト
イ
ヘ
リ
、
夜
見
ノ
国
モ
、
目
ニ
見
エ
ザ

ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
何
処
ヘ
向ム

キ

テ
首カ

ド
イ
デ途

ス
ベ
ケ
ン
（
『
末
賀
能
比
礼
』
『
宣
長

全
集
』
八
、
一
九
五
）

宣
長
は
こ
れ
に
こ
う
応
え
る
。—

余
が
本
書
〔
『
直
毘
霊
』
〕
に
、
目
に
見
え
た
る
ま
ゝ
に
て
と
い
へ
る
は
、

月
日
火
水
な
ど
は
、
目
に
見
ゆ
る
物
な
る
故
に
、
そ
の
一
端
に
つ
き
て

い
へ
る
也
、
此
外
も
、
目
に
は
見
え
ね
共
、
声
あ
る
物
は
耳
に
聞
え
、

香
あ
る
物
は
鼻
に
嗅カ

ガ

れ
、
又
目
に
も
耳
に
も
鼻
に
も
触フ

レ

ざ
れ
共
、
風
な

ど
は
身
に
ふ
れ
て
こ
れ
を
し
る
、
其
外
何
に
て
も
み
な
、
触フ

ル

る
と
こ
ろ

有
て
知
る
事
也
、
又
心
な
ど
と
云
物
は
、
他
へ
は
触フ

レ

ざ
れ
ど
も
、
思オ

モ
フ念

と
い
ふ
事
有
て
こ
れ
を
し
る
、
諸
の
神
も
同
じ
こ
と
に
て
、
神
代
の
神
は
、

今
こ
そ
目
に
見
え
給
は
ね
、
そ
の
代
に
は
目
に
見
え
た
る
物
也
、
其
中

に
天
照
大
御
神
な
ど
は
、
今
も
諸
人
の
目
に
見
え
給
ふ
…
…
、（
『
く
ず
花
』

八
、
一
六
〇
）

徂
徠
に
即
し
て
い
え
ば
、
目
に
見
え
ぬ
世
界
こ
そ
重
要
で
、
そ
こ
に
こ
そ
聖

人
の
道
が
あ
る
。
市
川
匡
は
師
の
観
点
に
忠
実
に
、
日
本
の
神
々
の
世
界
に
も

目
に
見
え
ぬ
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
問
う
た
。
宣
長
は
頑
な
で
あ
る
。
感

覚
で
き
る
も
の
が
す
べ
て
で
あ
り
、
神
々
の
世
界
と
て
そ
れ
は
か
わ
ら
な
い
、

と
。
徂
徠
に
お
い
て
断
言
を
避
け
る
た
め
に
な
さ
れ
た
「
思
ふ
」
で
さ
え
、
宣

長
に
あ
っ
て
は
、
心
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
覚
可
能
な
対
象
な
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き
「
名
」
な
ど
、
「
無ナ

き
こ
と
を
、
理リ

を
以
て
、
有ア

リ

げ
に
い
ひ
な
す
」
「
空

ム
ナ
シ
ゴ
ト
理
」

に
す
ぎ
な
い
。

こ
う
し
た
読
解
は
不
自
然
だ
ろ
う
か
。
物
な
ら
ぬ
、
感
覚
で
き
な
い
も
の
に

こ
そ
、
名
の
本
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
徂
徠
と
、
感
覚
で
き
る
も
の
が
す
べ
て

だ
と
い
い
、
「
詞

こ
と
ば

」
の
「
意

こ
こ
ろ

」
よ
り
も
、
「
詞

こ
と
ば

」
に
連
動
し
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
る

「
事わ

ざ

」
を
重
視
し
た
宣
長
を
無
理
に
一
致
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
沈
黙
に
知
の
到
達
点
を
見
い
だ
し
た
徂
徠
と
、
「
言
霊
の
さ
き
は
ふ
国
」

に
理
想
を
見
い
だ
し
た
宣
長
と
を
、
無
理
に
一
致
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
言
語
に
お
い
て
鮮
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
も
た
ら
す
両
者
の
思

考
の
決
定
的
な
差
異
に
つ
い
て
、
も
っ
と
考
察
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

小
林
の
『
本
居
宣
長
』
は
、
宣
長
が
終
生
、
師
と
仰
い
だ
賀
茂
真
淵
に
対
す

る
部
分
的
な
批
判
を
全
面
的
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
小
林
の
言
が
正

し
い
な
ら
、
宣
長
は
徂
徠
を
師
と
仰
ぐ
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。
宣
長
の
生
成
論
的

な
理
解
に
お
い
て
、
丸
山
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
深
さ
を
披
露
し
た
小
林
も
ま

た
、
虚
構
論
と
生
成
論
と
を
混
同
し
て
い
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
丸
山
は
徂
徠

理
解
の
延
長
上
に
宣
長
を
同
列
に
配
置
し
、
小
林
は
宣
長
理
解
か
ら
遡
行
し
て

徂
徠
を
同
列
に
理
解
し
た
、
と
い
っ
て
い
い
。

実
在
（
自
然
）
に
は
《
何
かw

hat

》
、
作
為
（
人
為
）
に
は
《
誰
かw

ho

》
、

生
成
に
は
《
い
か
にhow

》
と
い
う
、
混
同
を
防
ぐ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
問
い
の
指
標
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
容
易
に
物
格
に
な
り
う
る
前
者

に
対
置
さ
れ
て
、
と
り
わ
け
後
ろ
の
二
者
が
混
同
さ
れ
る
の
は
、
主
語
を
も
つ

わ
れ
わ
れ
近
代
人
の
言
語
が
、
お
そ
ら
く
作
為
に
も
生
成
に
も
何
ら
か
の
人
格

を
想
定
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
ま
た
権
力
者0

を
糾
弾
す
る
に
、
誰
か

0

0

の
指
標

を
も
つ
作
為
論
は
好
都
合
で
も
あ
っ
た
）
。
た
と
え
ば
詩
人
は
、
生
成
変
化
に
属

す
る
無
意
識
の
踊
り
手
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
虚
構
の
意
図
的
な
制
作
者

な
の
だ
ろ
う
か
。
詩
に
は
む
ろ
ん
、
「
作
者
」
が
い
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
虚

構
の
作
り
手
と
み
る
の
か
、
生
を
あ
ま
す
こ
と
な
く
謳
歌
し
よ
う
と
す
る
一
個

人
と
み
る
か
で
、
話
は
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
区
別
の
困
難
が
、
戦
後
、
あ
ら

ゆ
る
文
学
論
を
隘
路
に
追
い
込
ん
で
い
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間

の
意
図
的
な
行
為
を
越
え
た
生
成
変
化
に
こ
そ
神
性
を
見
い
だ
し
た
宣
長
の
視

座
を
見
過
ご
し
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
。

生
成
変
化
と
は
、
人
格
と
も
物
格
と
も
関
係
し
な
い
、
非
人
称
の
出
来
事
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
宣
長
に
端
を
発
す
る
国
学
に
近
代
日
本
誕
生
の
徴

候
を
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
ち
が
っ
た
形
で
近
代

を
把
握
し
な
お
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
徂
徠
（
あ
る
い
は
丸
山
）
に
代
表
さ
れ
る
正
し
い
近
代
と
、

宣
長
（
あ
る
い
は
小
林
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
不
可
解
な
近
代
、
こ
の
二
つ

の
近
代
を
手
に
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
混
同
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、

こ
と
を
難
解
に
し
て
い
る
。

結
論　

生
成
変
化
の
思
想
と
明
治
維
新

丸
山
真
男
の
よ
う
に
、
人
為
的
な
虚
構
に
近
代
の
近
代
た
る
ゆ
え
ん
を
見
い

だ
す
の
で
あ
れ
ば
、
徂
徠
で
十
分
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
徂
徠
の
思
想

は
、
現
実
の
国
家
統
治
に
か
か
わ
る
法
治
主
義
に
す
で
に
達
し
て
い
た
の
だ
か

ら
、
わ
ざ
わ
ざ
幕
府
を
打
倒
す
る
維
新
を
招
く
必
要
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
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実
に
は
、
王
政
復
古
と
と
も
に
維
新
が
生
じ
た
。
だ
か
ら
古
言
へ
の
回
帰
を
志

向
す
る
徂
徠
学
を
そ
の
ま
ま
延
長
す
る
だ
け
で
は
、
近
代
の
謎
は
解
け
な
い
。

宣
長
の
生
成
変
化
を
拒
絶
し
た
丸
山
よ
り
も
、
そ
こ
に
挑
ん
だ
小
林
秀
雄
の
視

座
を
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。

宣
長
の
思
想
は
、
時
代
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
国
家
統
治
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
を
披
瀝
し
て
い
た
。

さ
て
さ
や
う
に
、
世
中
の
あ
り
さ
ま
の
う
つ
り
ゆ
く
も
、
皆
神
の
御シ

所ワ

為ザ

な
る
か
ら
は
、
人ジ

ン

力リ
ヨ
クの

及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
其
中
に
よ
ろ
し

か
ら
ぬ
事
の
あ
れ
ば
と
て
も
、
俄

ニ
ハ
カ
に
改

ア
ラ
タ
め
直ナ

ホ

す
こ
と
の
な
り
が
た
き
す

ぢ
も
多
し
、
然
る
を
古
の
道
に
よ
る
と
し
て
、
上カ

ミ

の

政
マ
ツ
リ
ゴ
トも

下シ
モ

々ジ
モ

の
行

オ
コ
ナ

ひ

も
、
強シ

ヒ

て
上
古
の
ご
と
く
に
、
こ
れ
を
立タ

テ

直ナ
ホ

さ
ん
と
す
る
と
き
は
、
神

の
当タ

ウ

時ジ

の
御
は
か
ら
ひ
に
逆サ

カ

ひ
て
、
返

カ
ヘ
ツ

て
道
の
旨ム

ネ

に
か
な
ひ
が
た
し
、

さ
れ
ば
今
の
世
の
国コ

ク

政セ
イ

は
、
又
今
の
世
の
模モ

様ヨ
ウ

に
従

シ
タ
ガ
ひ
て
、
今
の
上カ

ミ

の

御オ
キ
テ掟

に
そ
む
か
ず
、
有
来キ

タ

り
た
る
ま
ゝ
の
形カ

タ

を
頽ク

ヅ

さ
ず
、
跡ア

ト

を
守マ

モ

り
て

執ト
リ

行オ
コ
ナひ
た
ま
ふ
が
、
即
ま
こ
と
の
道
の
趣
に
し
て
、
と
り
も
直ナ

ホ

さ
ず
こ
れ
、

か
の
上
古
の
神カ

ム

随
ナ
ガ
ラ

治ヲ
サ

め
給
ひ
し
旨ム

ネ

に
あ
た
る
な
り
、
（
『
玉
く
し
げ
』
八
、

三
二
二
）

ま
ず
「
う
つ
り
ゆ
く
」
こ
と
に
注
意
が
促
さ
れ
て
い
る
。
時
代
の
流
れ
、
変

遷
に
こ
そ
、
神
の
所シ

ワ

ザ為
、「
人
力
の
及
ば
ざ
る
」
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

目
に
見
え
ぬ
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
過
去
と
と
も
に
未
来
を
暗
示
し
な
が

ら
「
今
の
世
の
模
様
」
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
今
の
世
の
国

政
」
に
で
き
る
こ
と
は
、
神
々
の
描
く
「
模
様
」
に
「
従
」
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

彼
は
、
権
力
者
の
政
治
も
民
衆
の
行
為
も
、
す
べ
て
意
識
的
に
上
古
と
同
じ

0

0

も
の

0

0

に
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
う
し
た
究
極
の
理
想
を
追
い
求

め
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。
鋳エ

イ
ド
ス型
に
流
れ
を
押
し
込
め
る
こ
と
は
、
流
れ
を
あ

つ
か
う
と
い
う
よ
り
、
流
れ
の
否
定
で
あ
る
。
た
え
ず
流
れ
ゆ
く
生
成
変
化
こ

そ
神
で
あ
り
、
太
極
＝
起
源
＝
鋳
型
に
回
帰
す
る
こ
と
は
可
能
で
も
な
け
れ
ば

目
指
す
べ
き
で
も
な
い
。
過
去
の
完
全
な
復
元
を
求
め
る
こ
と
は
反
復
強
迫
に

す
ぎ
な
い
。
復
元
と
い
う
思
想
は
、
大
陸
を
モ
デ
ル
と
し
て
そ
れ
を
模
倣
し
よ

う
と
す
る
類
い
の
、
自さ

か

し

ら

意
識
に
属
す
も
の
で
あ
る
。

古イ
ニ
シ
エ
マ
ナ
ビ

学

は
も
ち
ろ
ん
重
視
さ
れ
る
。
だ
が
一
方
で
、
新
し
い
も
の
の
優
位
性

に
も
注
意
を
促
し
て
い
た
（
『
玉
勝
間
』
一
、
四
三
六
）
。
だ
か
ら
古
学
の
意
味
は
、

過
去
・
起
源
へ
の
回
帰
で
は
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
つ
い
に
空
理
し
か
生
ま
な
い
。
彼
の
古
学
と
は
、
古
代
か
ら
今
日
ま
で

つ
づ
く
生
成
変
化
の
線
に
身
を
寄
り
添
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
成
変
化
の
持

続
す
る
そ
の
勢
い
を
保
つ
こ
と
が
、
道
を
生
み
出
す
。

宣
長
に
と
っ
て
、
「
道
」
は
け
っ
し
て
、
「
わ
た
く
し
の
家
の
も
の
と
す
べ
き

道
に
は
あ
ら
ず
」
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
高
御
産
巣
日
神
産
巣
日
御
祖
神
の

産
霊
に
よ
り
て
、
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
二
柱
の
神
の
は
じ
め
給
ひ
、
天
照
大
御

神
の
受
ケ
行
は
せ
給
ふ
道
な
れ
ば
、
必
ズ
万
の
国
々
、
天
地
の
間
に
、
あ
ま
ね

く
ゆ
き
た
ら
ふ
べ
き
道
」
（
『
玉
勝
間
』
一
、
二
八
四
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
直
接
に

は
秘
伝
の
形
式
を
保
と
う
と
し
た
儒
家
神
道
（
『
答
問
録
』
一
四
、
五
二
四
）
、
な

い
し
「
仏
の
道
な
る
蜜
〔
密
〕
教
」（
『
直
毘
』
一
四
、
一
二
〇
）
へ
の
批
判
だ
が
、

「
天
地
の
間
に
、
あ
ま
ね
く
ゆ
き
た
ら
ふ
」
と
い
え
ば
意
味
は
も
っ
と
深
ま
る
。
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道
は
む
し
ろ
、
階
級
民
族
の
差
別
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
知
性
の
あ
る
な
し
に

か
か
わ
ら
ず
、
万
人
に
開
か
れ
て
い
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
神
々
の
も

た
ら
す
生
成
の
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
に
は
、
す
で
に
、
そ
し
て
つ
ね
に
、
ひ

と
は
意
識
せ
ず
そ
う
し
て
い
る
。

徂
徠
に
お
い
て
、
「
道
」
は
聖
人
に
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
を
追
究
す
る
学

者
に
正
確
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
常
人
は
見
え
る
も
の
し
か
見
よ
う
と
し

な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
し
て
聖
人
は
「
常
人
の
睹み

る
こ
と
能
は
ざ
る
」

も
の
に
名
を
あ
た
え
る
力
を
も
っ
て
い
た
。
道
は
、
徳
や
仁
な
ど
と
な
ら
ん
で

そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
ひ
と
は
「
情
」
（
欲
望
）
に
、
つ
ま
り

感
覚
で
き
る
も
の
、
現
代
風
に
い
え
ば
現
象
に
囚
わ
れ
、
揺
り
動
か
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
「
心
」
を
不
動
に
保
つ
「
忠
」（
文
字
ど
お
り
心
の
中
心
に
あ
る
こ
と
）
、

こ
れ
は
常
人
に
は
な
か
な
か
み
ら
れ
な
い
も
の
だ
。
目
に
み
え
ぬ
「
徳
」
の
か

ぎ
ら
れ
た
保
持
者
（
為
政
者
や
エ
リ
ー
ト
）
は
、
そ
の
不
動
の
「
忠
」
に
端
を

発
し
て
、
虚
構
の
「
道
」
を
表
立
っ
て
描
く
こ
と
な
く
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
宣
長
に
お
い
て
は
様
相
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
道
」
は
も

と
よ
り
あ
ま
ね
く
い
き
わ
た
っ
て
い
る
。
エ
リ
ー
ト
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
時
々

の
為
政
者
で
さ
え
、
神
々
の
織
り
な
す
生
成
変
化
に
し
た
が
う
ほ
か
な
い
。
そ

の
点
で
は
、
民
衆
と
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宣
長
の
称
揚
す
る
、
天
地
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
る
「
真
心
」
と
は
、

じ
つ
は
「
さ
ま
ざ
ま
に
て
、
天
下
の
人
こ
と
ご
と
く
同
じ
き
物
に
あ
ら
ざ
」
る

も
の
で
あ
る
（
『
く
ず
花
』
八
、
一
四
七
）
。
し
か
も
、
「
事コ

ト

志シ

有ア

禮レ

婆バ

宇ウ

禮レ

志シ

迦カ

那ナ

志シ

登ト

時ト
キ

時ト
キ

尓ニ

動
ウ
ゴ
ク

心コ
コ
ロ」
（
『
玉
鉾
百
首
』
一
八
、
三
二
六
）
で
あ
る
。
多
数
を
寄
せ

集
め
た
同
時
代
人
の
共
通
感
官
と
も
、
聖
人
の
、
し
た
が
っ
て
唯
一
不
動
の
精

神
と
も
無
関
係
で
あ
る
。
不
動
の
心
、
す
な
わ
ち
「
忠
」
な
ど
は
視
界
の
外
で

あ
る
。
む
し
ろ
心
は
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
心
な
の
だ
。
儒
学
者
に

対
す
る
攻
撃
の
手
を
緩
め
な
い
宣
長
は
、
大
陸
由
来
の
固
定
観
念
を
正
面
に
見

据
え
て
、
ひ
と
は
み
な
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
同
じ
ひ
と
に
あ
っ

て
も
、
刻
一
刻
と
変
化
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
人
間
精
神

の
重
要
な
要
素
と
し
て
特
筆
す
る
の
で
あ
る
。

道
理
を
知
ら
ぬ
者
が
、
知
っ
て
い
る
者
を
統
治
す
る
「
無
道
」
に
、
宣
長
は

ひ
と
つ
の
美
し
い
言
葉
を
あ
た
え
た
、
と
い
っ
て
も
い
い
。
民
衆
の
他
愛
な
い

お
し
ゃ
べ
り
に
は
、
神
の
声
な
き
声
が
あ
る
。

彼
は
、
「
法
律
」
や
制サ

ダ

メ度
な
る
も
の
を
総
じ
て
否
定
す
る
。
学
者
の
賢
し
ら

が
つ
く
る
「
た
ば
か
り
事
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
『
直
毘
霊
』
九
、
五
二
）
。
徳
川
権

力
の
定
め
た
法
で
さ
え
、
「
時ト

キ

時ト
キ

之ノ

御ミ

法ノ
リ

母モ

神カ
ミ

乃ノ

時ト
キ

時ト
キ

乃ノ

御ミ

命ノ
リ

尓ニ

斯シ

阿ア

禮レ

婆バ

伊イ

迦カ

傳デ

違
タ
ガ
ハ

牟ム

」
（
『
玉
鉾
百
首
』
一
八
、
三
二
五
）
、
す
な
わ
ち
神
代
か
ら
伝
わ
る
慣

習
を
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
こ
れ
を
守
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
時
の
権
力
者
の

定
め
た
法
の
上
位
に
存
在
す
る
「
ミ
ノ
リ
」
を
認
め
て
い
る
。

学
者
の
賢
し
ら
を
非
難
し
、
無
知
な
る
民
衆
の
力
を
後
見
す
る
宣
長
の
古
学

は
、
こ
の
逆
転
を
す
く
な
く
と
も
論
理
的
に
可
能
に
し
て
い
た
。
彼
の
哲
学
は
、

当
時
の
社
会
が
張
り
巡
ら
せ
て
い
た
道
徳
に
対
す
る
攻
撃
性
を
充
分
に
備
え
て

い
た
し
、
そ
の
こ
と
も
当
然
、
自
覚
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
は
、

近
世
社
会
が
お
の
れ
の
維
持
の
た
め
に
周
到
に
準
備
し
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
全
面
的
に
破
壊
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
彼
が
は
じ
め
か

ら
道
理
の
転
倒
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
彼
に

と
っ
て
は
、
の
ち
に
訪
れ
る
幕
府
の
転
覆
も
、
近
代
民
主
主
義
国
家
の
確
立
も
、
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思
い
の
ほ
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
ん
に
彼
は
、
結
果
的
に
反–

道
徳
的
な
配
置

を
も
っ
た
お
の
れ
の
哲
学
で
も
っ
て
、
世
界
を
実
在
で
も
虚
構
で
も
な
く
、
生

成
の
は
た
ら
き
の
持
続
に
お
い
て
の
み
、
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
純
粋
に

お
の
れ
の
学
問
に
し
た
が
っ
て
、
世
界
は
け
っ
し
て
不
動
で
は
な
く
、
不
動
で

あ
る
べ
き
で
さ
え
な
い
と
考
え
た
だ
け
で
あ
る
。

＊

時
は
う
つ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
名
を
認
め
、
名
に
実
在
と
虚
構
の
重
荷
を

背
負
わ
せ
る
近
世
名
分
論
の
退
場
し
た
の
ち
、
ふ
た
た
び
、
近
代
名
分
論
と
い
っ

て
い
い
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
思
想
が
世
界
を
覆
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

統
治
の
観
点
は
何
も
か
わ
っ
て
い
な
い
。
ひ
と
は
か
わ
ら
ず
言
語
に
よ
る
統
治

を
受
け
い
れ
、
生
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
幸
と
不
幸
の
符
牒
を
貼
っ
て
、

時
を
過
ご
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
統
治
に
波
風
を
立
て
る
く
ら
い
な
ら
、
か
つ

て
丸
山
が
し
た
よ
う
に
、
生
成
変
化
を
黙
殺
す
る
か
劣
位
に
置
く
ほ
う
が
い
い

と
、
ひ
と
は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
み
ち
生
成
変
化
の
思
想
は
、
稀

な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
名
や
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
こ
の
世
界
を
覆
い
尽
く
そ
う
と

す
る
人
間
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
異
端
の
思
想
が
地
下
水

の
よ
う
に
足
許
に
流
れ
て
い
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
心
の
ど
こ
か
で
感
じ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
歴
史
と
い
う
観
念
は
、
永
続
を
冀

こ
い
ね
がう

統
治
よ
り
も
そ
の
誕
生
と

滅
亡
と
を
見
渡
す
こ
と
で
は
じ
ま
っ
た
も
の
だ
。
人
間
に
よ
る
ど
こ
ま
で
も
人

間
的
な
努
力
を
超
え
て
生
じ
る
歴
史
の
変
化
を
こ
そ
、
書
き
留
め
よ
う
と
し
て

い
た
は
ず
だ
。
歴
史
は
生
成
変
化
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

＊

生
成
変
化
の
地
下
水
が
、
と
き
お
り
泉
の
よ
う
に
わ
き
出
す
こ
と
が
あ
る
。

時
は
さ
ら
に
流
れ
て
一
九
一
〇
年
、
大
逆
事
件
で
天
皇
暗
殺
計
画
に
か
か

わ
っ
た
と
し
て
検
挙
さ
れ
た
幸
徳
秋
水
は
、
処
刑
の
前
に
、
こ
ん
な
一
文
を
残

し
た
。

人
間
が
活
物
、
社
会
が
活
物
で
常
に
変
動
進
歩
し
て
已
ま
ざ
る
以
上

は
、
万
古
不
易
の
制
度
組
織
は
あ
る
べ
き
筈
は
な
い
、
必
す
や
時
と
共

に
進
歩
改
新
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
其
進
歩
改
新
の
小
段
落
が
改
良
或

は
改
革
で
、
大
段
落
が
革
命
と
名
け
ら
れ
る
の
で
、
我
々
は
此
社
会
の

枯
死
衰
亡
を
防
く
為
め
に
は
常
に
新
主
義
新
思
想
を
鼓
吹
す
る
こ
と
、

即
ち
革
命
運
動
の
必
要
が
あ
る
と
信
す
る
の
で
す★

。
25

万
物
は
皆
な
流
れ
去
る
と
ヘ
ラ
ク
リ
タ
ス
も
言
つ
た
、
諸
行
は
無
常
、

宇
宙
は
変
化
の
連
続
で
あ
る
。

其
実

サ
ブ
ス
タ
ン
ス

体
に
は
固
よ
り
終
始
も
な
く
生
滅
も
な
き
筈
で
あ
る
、
左
れ
ど

実
体
の
両
面
た
る
物
質
と
勢
力
と
が
構
成
し
仮
現
す
る
千
差
万
別
・
無

量
無
限
の
個
々
の
形フ

ォ
ー
ム態

に
至
つ
て
は
、
常
住
な
物
は
決
し
て
な
い
、
彼

等
既
に
始
め
が
有
る
、
必
ず
終
り
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
形
成
さ
れ
し
者
、

必
ず
破
壊
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
成
長
す
る
者
、
必
ず
衰
亡
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
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厳
密
に
言
へ
ば
、
万
物
総
て
生
れ
出
た
る
刹
那
よ
り
、
既
に
死
に
つ
つ

あ
る
の
で
あ
る★

。
26

生
成
変
化
ゆ
え
に
革
命
は
不
可
避
で
あ
る
と
、
秋
水
は
い
う
。
宣
長
と
秋
水
、

ま
る
で
正
反
対
に
み
え
る
彼
ら
の
思
考
上
の
一
致
に
、
生
成
変
化
の
思
想
の
驚

く
べ
き
豊
穣
さ
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
逆
事
件
と
て
、
畸
形
的
で
は
あ
っ

た
と
し
て
も
、
明
治
維
新
を
も
た
ら
し
た
生
成
変
化
の
思
想
の
、
ひ
と
つ
の
帰

結
な
の
で
あ
る
。

★
1 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（
財
津
理
訳
）
『
差
異
と
反
復
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
二
年
、
二
七
一
頁
。

★
2 

筆
者
は
拙
著
『
精
神
の
歴
史
』
（
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
、
言

文
一
致
体
の
問
題
を
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
あ
わ
せ
て
い
え
ば
、「
文

（
名
）
」
を
「
言
（
存
在
）
」
の
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
虚
構
の
一
致
）

と
み
る
の
で
は
な
く
、
「
文
」
を
「
言
」
の
差
異
化
と
み
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
歴
史
的
に
い
っ
て
、
た
だ
作
家
だ
け
が
、
言
文
一
致
が
「
偽
の
問
い
」

を
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
り
、
文
は
作
家
ご
と
に
異
な
る
ス
タ
イ
ル
の
可
能

性
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。

★
3 

た
だ
し
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
「
劇
場
と
し
て
の
哲
学
」
（
蓮
實
重
彦
訳
、

『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅲ　

1968-1970　

歴
史
学
／
系
譜
学
／

考
古
学
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
つ

い
て
、
「
生
成
」
や
「
回
帰
」
を
批
判
し
つ
つ
、
「
再
来
」
の
用
語
を
用
い
て

評
価
し
て
い
る
（
四
二
四
頁
）
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
が
生
成
変
化
を
評
価
す

る
立
場
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ー
コ
ー
の
視
座
も

尊
重
し
た
い
と
考
え
る
。
フ
ー
コ
ー
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
あ
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
か
ら
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
移
行
に
す
ぎ
な
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証

法
に
馴
ら
さ
れ
た
歴
史
主
義
的
な
生
成
変
化
だ
か
ら
で
あ
る
。
安
易
な
生
成

変
化
（
猿
か
ら
人
間
へ
…
…
、
子
供
か
ら
大
人
へ
…
…
、
ひ
と
は
向
上
す
べ

き
だ
…
…
）
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
（
宇
野
邦
一
ほ
か
訳
、
河
出

書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
、
文
学
者
の
生
成
変
化
を
「
近
接
の
ゾ
ー

ン
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
生
成

変
化
は
、
言
語
に
お
い
て
は
た
え
ず
未
然
の
、な
い
し
潜
勢
的
な
も
の
で
あ
る
。

★
4 

「
テ
ク
ス
ト
の
脱
構
築
的
方
法
に
か
ん
し
て
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
か

は
よ
く
わ
か
り
ま
す
し
、
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
も
思
い
ま
す
が
、
私
自
身

の
方
法
と
は
何
の
関
係
も
な
い
も
の
な
の
で
す
。
私
は
、
自
分
を
テ
ク
ス
ト

の
注
解
者
だ
と
は
全
然
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
に
と
っ
て
テ
ク
ス
ト
と
は
、

テ
ク
ス
ト
外
的
な
実
践
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
小
さ
な
歯
車
に
す
ぎ
な
い
の
で

す
」
（
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
「
ノ
マ
ド
的
思
考
」
立
川
健
二
訳
『
無
人
島　

1969-1974

』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
四
六
頁
）
。

★
5 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
私
の
身
体
、
こ
の
紙
、
こ
の
炉
」
お
よ
び
「
デ
リ

ダ
へ
の
回
答
」
増
田
一
夫
訳
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅳ　

1971-

1973　

規
範
／
社
会
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
。

★
6 

前
掲
フ
ー
コ
ー
「
劇
場
と
し
て
の
哲
学
」
。

★
7 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＆
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
（
市
倉
宏
祐
訳
）
『
ア
ン
チ
・

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
六
年
。
「
劇
場
か
、
工
場
か
」（
三
七

頁
）
。

★
8 

丸
山
真
男
「
『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」『
日
本
の
思
想
』
岩
波
新
書
、

一
九
六
一
年
。
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★
9 

柄
谷
行
人
「
丸
山
真
男
と
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
」『
思
想
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
年
八
月
。

★
10 

以
下
、
本
居
宣
長
の
引
用
は
す
べ
て
『
本
居
宣
長
全
集
』
（
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
年
〜
）
に
よ
り
、
引
用
文
の
あ
と
に
（
書
名
、
巻
数
、
頁
）
の
順

で
示
す
。

★
11 

丸
山
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
（
原
著

一
九
五
二
年
、
執
筆
は
一
九
四
〇
〜
一
九
四
四
年
）
、
一
六
二
〜
三
頁
。

★
12 

同
前
、
一
八
一
頁
。

★
13 

同
前
、
二
七
〇
〜
二
七
三
頁
。

★
14 

丸
山
に
お
い
て
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
＝
太
陽
の
視
座
は
、
徂
徠
学
に
よ
る
文
献

学
的
徹
底
な
い
し
近
代
合
理
主
義
・
実
証
主
義
的
態
度
と
同
一
視
さ
れ
る
の

み
で
あ
る
。
前
掲
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
参
照
の
こ
と
。

★
15 

丸
山
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』
」
『
忠
誠
と
反
逆　

転
形
期
日
本
の
精
神
史
的

位
相
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
（
原
著
一
九
七
二
年
）
所
収
。

★
16 

同
前
、
四
〇
八
頁
。
傍
点
原
文
。

★
17 

同
前
、
四
二
二
〜
四
二
三
頁
。
傍
点
原
文
。

★
18 

同
前
、
四
〇
八
頁
。

★
19 

丸
山
「
日
本
の
思
想
」
『
日
本
の
思
想
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
一
年
、

一
一
、
三
七
頁
。

★
20 

小
林
秀
雄
「
『
本
居
宣
長
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
本
居
宣
長
』
下
巻
、
新
潮
文
庫
、

一
九
九
二
年
（
改
版
二
〇
〇
六
年
）
所
収
）
。
「
ぼ
く
は
宣
長
と
い
う
人
は
大

変
孤
独
な
人
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
」
（
三
八
六
頁
）
。

★
21 

同
前
。

★
22 

小
林
『
本
居
宣
長
』
下
巻
。
「
宣
長
学
が
徂
徠
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
事
に

つ
い
て
は
、
村
岡
典
嗣
氏
の
「
本
居
宣
長
」
で
、
早
く
も
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
、

以
来
、
こ
れ
は
宣
長
研
究
者
の
間
の
通
説
と
な
っ
た
」
（
二
二
頁
）
。

★
23 

同
前
、
二
六
頁
。

★
24 

同
前
、
二
七
頁
。

★
25 

幸
徳
秋
水
「
獄
中
か
ら
三
弁
護
人
宛
の
陳
弁
書
」『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
六
巻
、

明
治
文
献
、
一
九
六
八
年
、
五
三
一
頁
。

★
26 

秋
水
「
死
刑
の
前
」
『
全
集
』
第
六
巻
、
五
四
四
頁
。

本
論
文
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
に
ウ
ェ
ブ
上
に
て
刊
行
さ
れ
た
『
想
文
』
第

一

号
（https://am

eblo.jp/soubunnotsudoi/entry-12380585115.htm
l

）

掲

載
の
同
名
・
同
内
容
の
論
文
を
想
文
編
集
委
員
会
の
許
可
を
得
て
本
誌
に
転

載
し
た
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
閉
塞
し
た
本

邦
学
界
に
清
風
を
吹
き
込
ま
ん
と
学
術
雑
誌
を
創
刊
し
た
勇
気
あ
る
試
み
に

満
腔
の
敬
意
を
表
明
す
る
。た

な
か
・
き
お
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
助
教
）
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