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こ
れ
ま
で
「
通
俗
道
徳
」

1
1
1
勤
勉
、
正
直
、
倹
約
、
孝
行
そ
し
て
和
合
な
ど
の
伝
統
的
、
日
常
的
な
生
活
規
範
H

実
践
的
諸
徳
自
の

体
系

i
iは
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
守
旧
的
、
封
建
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
儒
教
道
徳
の
遇
俗
化
、
あ
る
い
は
「
岱
流
儒

学
」
に
他
な
ら
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
近
世
中
後
期
以
降
に
お
い
て
、
そ
の
真
撃
な
自
覚
的
実
践
が
広
汎
な
人
び
と
の
あ
い
だ
に

内
面
的
な
緊
張
を
ひ
き
お
こ
し
、
彼
ら
を
き
び
し
い
自
己
形
成
・
自
己
鍛
練
の
途
へ
と
向
わ
せ
、
そ
こ
に
あ
た
ら
し
い
生
活
態
度
の
樹
立

が
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
安
丸
良
夫
氏
は
、
あ
ら
た
め
て
「
遇
俗
道
徳
」
を
封
建
制
解
体
過
程
か
ら
近
代
形
成
期
に
お

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

け
る
小
生
産
者
と
し
て
の
民
衆
の
思
想
形
成
・
主
体
形
成
の
独
自
な
形
態
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
日
本
近
代
化
過
程
に
特
有
の
禁

(
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欲
の
形
態
」
で
も
あ
っ
た
と
捉
え
な
お
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
た
し
か
に
「
一
つ
の
社
会
が
近
代
化
し
て
、
あ
ら
た
な
国
民
経
済
と
民
族
国
家
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る

ハ
2
U

あ
ら
た
な
人
間
類
型
の
形
成
日
鍛
治
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
国
民
的
エ
ー
ト
ス
の
形
成
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
す
る
周
知
の
見
地
を
ふ
ま

え
て
、
日
本
近
代
化
の
過
程
を
、
社
会
発
展
の
原
動
力
で
あ
る
民
衆
の
自
己
形
成
の
あ
り
方
、

つ
ま
り
そ
の
生
き
方
と
意
識
の
仕
方
を
問

題
と
す
る
視
点
か
ら
捉
え
か
え
し
て
み
よ
う
と
す
る
鋭
い
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
氏
が
「
広
汎
な
民
衆
の
エ
ー
ト
ス
と
エ
ネ
ル
ギ

ふ
ん
ご
う

ー
は
、
そ
れ
自
身
、
近
代
化
の
基
底
的
条
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ハ
天
皇
制
国
家
主
義
)
に
吻
合
さ
れ
、
や

が
て
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
へ
と
変
態
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
さ
、
民
会
人
間
的
な
願
望
や
努
力
が
台
な
し
に
き
れ
て
ゆ
与
と
い
っ
た
日
本

の
近
代
化
過
程
の
特
質
を
見
事
に
解
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
政
商
・
財
閥
型
資
本
が
主
導
す
る
「
上
か
ら
」
の
近
代
化
を
安
易
に
肯
定
す
る

こ
れ
ま
で
の
一
切
の
試
み
を
、
根
底
的
に
克
服
す
る
途
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

か
く
し
て
安
丸
氏
の
「
通
俗
道
徳
」
に
対
す
る
独
自
の
把
握
に
示
さ
れ
た
大
き
な
特
徴
は
、
何
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
民
衆
の
も
つ
歴
史

形
成
力
し
た
が
っ
て
そ
の
変
革
可
能
性
を
、
彼
ら
の
日
常
的
い
と
な
み
の
次
元
か
ら
展
望
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
視
角
が
一
貫
し
て
つ
ら
ぬ

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
が
民
衆
の
思
想
的
営
為
の
独
自
の
形
態
と
構
造
を
歴
史
的
に
捉
え
る
こ
と
に
、
ど
こ
ま
で
も
固
執
す
る
の

は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
努
力
は
や
が
て
、
民
衆
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
「
理
念
化
さ
れ
た
近
代
思
想
像
に
固
執
し
て
そ
こ

(
4〉

か
ら
歴
史
対
象
を
裁
断
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ド
グ
マ
」
を
あ
え
て
は
な
れ
て
、
む
し
ろ
「
民
衆
の
伝
統
的
世
界
か
ら
出
発
し
て
内
発
的
に

(
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展
開
す
る
独
自
の
思
想
形
成
を
そ
れ
自
体
と
し
て
把
握
す
る
問
題
意
識
と
方
法
を
鍛
え
る
こ
と
し
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
在
日
す
べ
き
息

想
方
法
論
の
あ
ら
た
な
主
張
に
ま
で
発
展
す
る
。



た
し
か
に
こ
れ
ま
で
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
思
想
の
自
立
的
展
開
を
と
ら
え
る
に
当
っ
て
、
そ
の
内
的
論
理
的
発
展
を
結
局
は
思

惟
様
式
の
推
転
を
基
軸
と
し
て
考
察
す
る
、
い
わ
ゆ
る
近
代
主
義
的
方
法
が
主
流
を
な
し
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
と
く
に
前
近
代
に
お
け

る
民
衆
の
精
神
世
界
は
と
も
す
る
と
「
伝
統
的
共
同
体
意
識
し
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
そ
の
非
合
理
性
、
停
滞
性
、
守
旧
性
が

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
思
想
展
開
に
お
い
て
は
そ
こ
で
独
自
の
位
置
が
つ
い
に
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
事
実

こ
れ
ま
で
、
彼
ら
は
基
本
的
に
は
支
配
階
級
の
独
占
す
る
「
価
値
と
信
念
の
世
界
」
か
ら
排
除
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
思
想
的
に
は
「
無
」

の
存
在
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
彼
ら
は
一
般
に
そ
の
生
産
と
生
活
に
お
い
て
、
体
制
の
基
底
と
し
て
の
共
同
体
を
充
分
脱
脚

し
え
ぬ
貧
し
い
生
産
力
水
準
に
規
定
さ
れ
て
、
そ
れ
だ
け
伝
統
的
、
共
同
体
的
思
惟
の
内
部
に
深
く
埋
没
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
限

り
で
彼
ら
の
狭
い
生
活
意
識
が
あ
ら
た
な
思
想
形
成
や
異
質
の
論
理
展
開
に
結
び
つ
き
、
そ
こ
で
よ
り
広
い
視
野
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と

は
ま
っ
た
く
困
難
な
こ
と
と
も
考
え
ち
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
前
近
代
の
民
衆
の
思
想
的
い
と
な
み
が
例
外
的
に
強
調
さ
れ
る
場
合
に
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
支
配
的
、
伝
統
的
思
想
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
そ
こ
で
の
旧
思
想
の
い
わ
ゆ
る
機
能
転
化
が
示
す
あ
ら

た
な
思
想
的
可
能
性
が
結
果
と
し
て
注
目
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

安
丸
氏
は
こ
う
し
た
「
近
代
主
義
的
方
法
」
を
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
。
な
ぜ
な
ら
民
衆
の
内
面
的
世
界
の
特
有
の
あ
り
方
、
し
た
が

っ
て
そ
の
思
想
形
成
・
主
体
形
成
の
独
自
性
の
把
握
は
そ
れ
で
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
り
、

か
え
っ
て
民
衆
の
思
想
形
成
を
思
想
史
の

対
象
外
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
「
思
想
形
成
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
現
実
意
識

の
な
か
に
矛
盾
と
し
て
裂
け
目
と
し
て
苦
悩
と
し
て
存
在
し
て
い
る
な
に
も
の
か
を
ス
プ
リ
ン
グ
ボ

i
ド
と
し
て
、
あ
ら
た
な
論
理
を
護

(
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得
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
生
活
者
と
し
て
の
民
衆
の
思
想
形
成
の
基
礎
的
契
機
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
彼
ら
の

日
常
的
世
界
に
お
け
る
生
き
方
、
考
え
方
の
な
か
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
わ
が
国
の
前
近
代
に
お
け
る
民
衆
の
日
常

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造



「
通
俗
道
徳
」
一
の
思
想
構
造

四

的
生
活
様
式
を
現
実
に
規
定
し
て
い
た
生
産
お
よ
び
生
活
の
共
同
組
織
と
し
て
の
伝
統
的
共
同
体
に
お
け
る
彼
ら
の
欲
求
、
願
望
、
苦
悩

の
処
理
の
仕
方
、

つ
ま
り
そ
こ
で
の
日
常
的
生
活
規
範
の
実
践
の
仕
方
が
、
彼
ら
の
生
活
意
識
の
表
現
と
し
て
と
く
に
重
視
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
彼
ら
の
自
立
へ
の
願
望
は
、
そ
の
家
族
労
作
経
営
に
お
け
る
貧
し
い
生
産
力
水
準
に
制
約
さ
れ
て
つ
ね
に
し
か
も
必
然

的
に
共
同
体
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
し
か
実
現
し
え
な
い
。
こ
こ
に
は
お
よ
そ
「
近
代
的
個
人
」
の
自
立
を
問
題

ハ
8
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と
し
う
る
余
地
は
な
く
、
む
し
ろ
「
家
」
を
単
位
と
し
た
自
立
こ
そ
が
鹿
史
的
に
限
定
さ
れ
た
必
然
的
な
形
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
生
産
と
生
活
の
共
同
組
織
と
し
て
一
応
の
相
対
的
自
立
性
を
も
っ
て
お
り
、

で
は
生
産
者
の
自
立
的
成
長
を
支
え
る
役
割
を
果
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
民
が
「
通
俗
道
徳
」
つ
ま
り
日
常
的
生
活
規
範
の
白

か
も
こ
う
し
た
共
同
体
は
た
し
か
に
歴
史
具
体
的
に
は
支
配
体
制
に
包
摂
さ
れ
、
こ
の
限
り
で
階
級
的
利
害
に
制
約
さ
れ
て
い
る
存
在
で

一
定
の
条
件
の
も
と

覚
的
禁
欲
的
実
践
を
、
わ
が
国
近
代
形
成
期
に
お
け
る
民
衆
の
思
想
形
成
・
主
体
形
成
の
「
選
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
的
」
に
独
自
な

形
態
と
し
て
把
握
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
あ
り
方
に
支
え
ら
れ
た
民
衆
の
特
有
な
生
き
方
と
自
立
の
形
態
が
、
た

し
か
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
み
て
く
る
と
氏
が
民
衆
思
想
展
開
の
独
自
な
あ
り
方
を
解
明
し
て
い
く
に
当
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
遭
俗
化
さ
れ
た
土
台
1
l上

部
構
造
論
」
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
」
と
現
実
の
土
台
に
「
対
応
す
る
」
「
い
わ
ば
日

「
日
常
的
意
識
態

様
」
つ
ま
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
区
別
さ
れ
た
日
常
的
生
活
意
識
と
し
て
ま
ず
民
衆
の
生
き
方
を
把
え
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
「
通
俗
道
徳
」
を
よ
り
「
歴
史
貫
通
的
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
く
ぶ
ん
か
は
階
級
的
に
も
「
貫
通
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
も
つ
意
味
も
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
、
っ
。

常
的
状
態
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
『
社
会
的
意
識
形
態
』
と
は
別
箇
の
範
噂
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
注
目
し
て
、



要
す
る
に
安
丸
氏
は
「
通
俗
道
徳
」
の
再
把
握
に
お
い
て
、
否
応
な
し
に
日
常
的
次
元
に
お
け
る
民
衆
の
「
回
心
」
を
歴
史
的
に
問
題

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
課
題
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
民
衆
思
想
展
開
の
独

自
性
を
担
え
る
「
問
題
志
識
と
方
法
を
鍛
え
る
」
た
め
に
は
従
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
そ
れ
自
体
の
再
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
問

題
提
起
で
あ
り
、
ま
た
伝
統
的
、
日
常
的
な
民
衆
世
界
を
対
象
と
し
て
い
る
民
俗
学
の
成
果
を
あ
ら
た
め
て
歴
史
学
の
う
ち
に
正
し
く
位

ハロ
υ

置
づ
け
吸
収
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
言
で
も
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
は
ま
た
わ
が
国
社
会
発
展
の
構
造
的
特
質
を
規
定
し
て
い
る

血
縁
的
、
地
縁
的
な
伝
統
的
共
同
体
組
織
の
も
つ
意
義
と
役
割
、
と
り
わ
け
そ
れ
ら
に
制
約
さ
れ
た
生
産
力
展
開
の
あ
り
方
、
し
た
が
っ

て
生
産
者
自
立
の
独
特
の
形
態
の
究
明
へ
の
要
請
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
ど
れ
も
が
そ
の
検
討
に
当
っ
て
は
、
独
自
の

し
か
も
充
分
な
用
意
を
必
要
と
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
の
意
味
で
氏
は
こ
こ
で
、
思
想
史
研
究
を
よ
り
豊

か
な
も
の
に
し
ひ
い
て
は
昼
史
分
析
の
甘
か
を
よ
り
鋭
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
そ
の
方
法
論
的
基
礎
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
研
究
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
べ
き
必
要
性
を
、
具
体
的
に
提
唱
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
民
衆
の
思
想
主
体
と
し

て
の
確
立
が
、

い
ま
な
お
現
実
的
か
つ
緊
急
な
課
題
で
も
あ
る
わ
が
国
の
現
状
は
、
安
丸
氏
の
こ
う
し
た
問
題
提
起
に
一
層
の
迫
真
性
を

与
え
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

〈
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安
丸
良
夫
『
日
本
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
(
一
九
七
四
年
青
木
書
庖
刊
)
の
と
く
に
第
一
章
(
畜
名
と
同
一
)
の
部
分
を
参
照
。
な
お
氏
は

そ
の
後
も
精
力
的
に
、
そ
の
研
究
を
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
前
掲
書
の
他
の
部
分
お
よ
び
そ
の
後
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
も
、
必

要
に
応
じ
て
ふ
れ
て
い
る
。

な
お
、
安
丸
氏
の
「
通
俗
道
徳
」
論
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
の
機
会
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
(
「
石
田
梅
岩
に
お
け
る
通
俗
道
徳
の
成
立
」
|
|

『
日
本
資
本
主
義
|
展
開
と
論
理
』
一
九
七
八
年
東
大
出
版
会
刊
に
所
収
)
本
稿
は
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
は
や
や
異
っ
た
視
角
か
ら
問
題
を
展
開

し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
の
不
備
を
お
ぎ
な
う
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
継
続
を
な
す
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
2
〉
安
丸
良
夫
『
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
前
夜
』
(
一
九
七
七
年
朝
日
新
聞
社
刊
)
一
一
一
一

0
ペ
ー
ジ
。
こ
う
し
た
見
地
は
い
う
ま
で
も
な
く
大

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

五



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

ーノ、

塚
久
雄
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
安
丸
氏
は
明
確
に
か
か
る
立
場
に
た
っ
て
「
日
本
近
代
化
過
程
に
特
有
の
禁
欲
の
形
態
」
を
見
い

だ
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

〈

3
〉
同
右
二
二
一
ペ
ー
ジ
。

(

4

)

『
日
本
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
九
ペ
ー
ジ
。

〈

5
〉
同
右
九
一
ペ
ー
ジ
。

(

6

)

こ
こ
で
思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
近
代
主
義
的
方
法
」
と
い
っ
た
場
合
、
氏
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
丸
山
真
男
氏
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。
丸
山
氏
は
、
思
想
の
内
的
、
自
立
的
展
開
と
社
会
の
発
展
と
を
方
法
的
に
統
一
す
る
独
自
の
思
想
史
方
法
論
を

確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
観
念
的
論
的
、
怒
意
的
な
思
想
史
研
究
お
よ
び
「
基
底
還
元
論
日
反
映
論
」
を
克
服
す
る
科
学
的
な
思
想
史

学
形
成
の
主
導
者
と
な
っ
た
。
な
お
安
丸
氏
が
そ
の
研
究
の
出
発
点
以
来
、
一
貫
し
て
そ
の
方
法
論
の
克
服
を
意
図
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
で

に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(

7

)

同
右
五
八
ペ
ー
ジ
。

(
8
〉
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
現
代
に
お
け
る
民
衆
意
識
研
究
」
(
季
刊
「
現
代
と
思
想
」
二
四
号
|
|
青
木
書
底
刊

l
l一
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
)
に
お
け

る
安
丸
氏
の
発
一
言
部
分
よ
り
。

(

9

)

い
わ
ゆ
る
「
農
村
共
同
体
」
(
と
く
に
わ
が
国
近
世
の
そ
れ
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
、
ま
た
い
か
に
し
て
「
強
制
の
体
系
」

と
し
て
の
性
格
を
脱
し
て
、
農
民
の
「
団
結
と
抵
抗
の
組
織
」
と
し
て
、
そ
の
自
立
的
成
長
を
支
え
る
も
の
へ
と
変
貌
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
り
ま
た
安
丸
氏
自
身
も
そ
の
研
究
の
な
か
で
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
私
も
す
で
に
別
の
機
会
に
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
、
(
拙
稿
「
安
藤
昌
益
の
封
建
制
批
判
と
そ
の
背
景
」

1
1
1
同
志
社
経
済
学
論
叢
第
六
巻
第
三
号
|
|
)
こ
こ
で
は
こ
れ
以
よ
ふ
れ
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
こ
の
点
は
安
丸
氏
の
「
通
俗
道
徳
」
誌
の
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
後
述
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

(
叩
)
安
丸
良
夫
「
民
衆
思
想
史
の
立
場
」
(
「
一
橋
論
叢
」
七
八
巻
五
号
所
収
)
一
二
五
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

な
お
、
氏
は
こ
こ
で
山
之
内
靖
氏
が
『
社
会
科
学
の
方
法
と
人
間
学
』
(
一
九
七
五
年
岩
波
書
庖
刊
)
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
論
理
に
共
感
し

て
お
ら
れ
る
。
氏
が
ル
カ
l
チ
、
マ
ン
ハ
イ
ム
、
ゴ
ル
ド
マ
ン
な
ど
の
研
究
に
導
か
れ
て
「
社
会
的
歴
史
的
な
意
識
形
態
論
」
の
展
開
を
意
図
し
て

お
ら
れ
る
と
と
と
そ
れ
は
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
氏
の
こ
う
し
た
思
想
史
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
機
会
を
え
て
検
討
を
試
み

て
み
た
い
と
岡
山
っ
て
い
る
。



(

日

)

ハ
ロ
〉

同
論
文
三
六
ペ
ー
ジ
。

同
右
|
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
民
衆
に
と
っ
て
自
明
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
伝
統
的
、
日
常
的
な
生
活
規
範
H
通
俗
的
諸
徳
目
の
実
践
に
あ
ら
た
な

道
徳
的
覚
醒
力
が
生
じ
た
の
は
、
そ
れ
が
首
尾
一
貫
し
た
唯
心
論
と
し
て
の
「
心
」
の
哲
学
に
原
理
的
基
礎
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
統
一
的

に
再
構
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
安
丸
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

氏
に
よ
れ
ば
「
心
し
の
哲
学
は
、
普
通
化
さ
れ
絶
対
化
さ
れ
た
規
範
H

「
心
」
と
自
己
と
の
一
体
化
(
内
面
化
)
を
説
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
聞
の
心
に
無
限
の
可
能
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
度
に
唯
心
論
的
な
形
態
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
無
限
な
可

能
性
を
主
張
す
る
ま
さ
に
「
近
世
の
儒
教
と
仏
教
の
宿
命
論
に
た
い
す
る
能
動
性
・
主
体
性
の
哲
学
」
で
あ
っ
た
。
封
建
制
身
分
秩
序
が

道
徳
的
秩
序
と
し
て
美
化
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
民
衆
は
つ
ね
に
道
徳
的
劣
者
刊
愚
民
で
あ
り
教
化

(
H支
配
)
の
対
象
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ

ゆ
え
民
衆
が
自
ら
の
自
立
を
お
し
す
す
め
よ
う
と
す
る
な
ら
何
と
し
て
も
ま
ず
「
心
の
う
ち
な
る
農
奴
制
」
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
っ
た

と
い
う
現
実
の
も
と
で
は
、
こ
う
し
た
哲
学
の
も
つ
積
極
的
意
味
は
自
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
哲
学
は
民
衆
の
日
常
的
生
活
規

範
と
し
て
の
通
俗
的
諸
徳
自
の
実
践
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
、
広
汎
な
人
び
と
の
生
活
意
識
の
内
面
に
ま
で
そ
の
衝
撃
力
を
浸
透
さ

せ
、
彼
ら
の
精
神
世
界
を
つ
く
り
か
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
民
衆
の
日
常
的
生
活
活
動
そ
こ
で
の
諸
徳
自
の
実

践
は
、
そ
れ
が
直
ち
に
自
己
に
内
面
化
さ
れ
た
絶
対
的
な
「
心
」
の
実
現
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の
限
り
で
そ
こ

か
ら
直
ち
に
彼
ら
の
現
実
的
な
産
業
活
動
の
道
徳
的
正
統
性
さ
え
強
く
主
張
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
人
び
と
の
あ
い
だ
に
み

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

七



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

/¥ 

(
経
済
〉
の
二
元
論
、
折
衷
論
す
ら
が
こ
こ
か
ら
そ
の
克
服
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
自
覚

的
・
禁
欲
的
な
実
践
倫
理
が
広
汎
に
展
開
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
勺
こ
う
し
て
「
通
俗
道
徳
」
は
ま
さ
に
民
衆
の
思
想
形
成
・

ら
れ
た
「
仁
義
」

ハ
道
徳
)
と
「
利
」

主
体
形
成
の
歴
史
的
に
独
自
な
形
態
た
り
え
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
「
心
」
の
哲
学
が
「
能
動
性
・
主
体
性
の
哲
学
」
と
し
て
、
民
衆
の
内
面
的
権
威
を
確
立
す
る
た
め
の
歴
史
的
に
限
定
さ
れ

た
基
本
的
形
態
で
あ
る
と
安
丸
氏
が
規
定
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
「
超
越
的
な
絶
対
神
の
伝
統
を
か
き
、
神
儒
仏
思
想
が
身
分
制
秩
序
に

た
い
し
て
原
理
的
な
批
判
性
を
内
包
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
異
端
的
な
神
々
の
伝
統
が
弱
い
と
い
う
わ
が
凶
の
思
想
史
的
条
件
」
の
た
め

で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
氏
は
織
豊
政
権
と
幕
藩
体
制
の
確
立
に
よ
っ
て
、

一
向
宗
、
法
華
宗
、
キ
リ
シ
タ
ン
な
ど
に
み
ら
れ
た
民
衆
的
な

宗
教
王
国
の
観
念
の
形
成
が
徹
底
的
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
近
代
社
会
成
立
期
の
民
衆
闘
争
に
ほ
ぼ
世
界
史
的
に
共
通
に
み
ら

れ
た
宗
教
戦
争
の
形
態
が
わ
が
国
で
は
充
分
に
展
開
し
え
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
民
衆
的
世
界
観
の
形
成
に
は
、
こ
う
し
た
「
宗

教
的
異
端
の
未
成
熟
と
い
う
」
特
質
が
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
わ
が
国
で
は
民
衆
に
お
け
る
内
両

主
体
の
確
立
の
試
み
は
、
伝
統
的
権
威
お
よ
び
体
制
を
ト
ー
タ
ル
に
し
か
も
根
底
的
に
批
判
す
る
と
い
う
方
向
に
発
展
し
え
な
い
と
い
う

(
4
)
 

限
定
さ
れ
た
形
態
に
、
思
想
史
的
に
は
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
し
か
に
わ
が
国
の
民
衆
は
、
あ
ら
た
な
絶
対
的
、
暫
越
的
な
権
威
に
よ
っ
て
一
挙
に
世
界
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が

っ
て
ま
た
伝
統
お
よ
び
自
然
と
も
決
定
的
に
断
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
世
界
と
自
己
と
の
あ
ら
た
な
意
味
づ
け
」

は
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
ま
で
の
伝
統
思
想
に
み
ら
れ
た
唯
心
論
の
純
化
、
そ
の
絶
対
化
と
い
う
形
式
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
う

し
て
「
心
」
の
哲
学
は
そ
れ
が
人
び
と
の
能
動
位
、
主
体
性
を
ひ
き
だ
す
反
面
で
、
ま
た
そ
こ
に
は
彼
ら
が
「
心
」
号
変
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
現
実
に
耐
え
る
よ
う
説
得
す
る
と
い
う
消
極
的
契
機
を
も
不
可
避
に
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
そ
れ
は
絶
対
的
唯



心
論
と
し
て
の
そ
の
限
定
さ
れ
た
性
格
か
ら
、

「
自
己
を
変
え
る
こ
と
が
主
要
な
側
面
で
あ
り
、
自
己
を
と
り
ま
く
世
界
は
、
社
会
に
つ

ハ
5
〉

い
て
も
自
然
に
つ
い
て
も
、
既
成
の
観
念
を
無
批
判
的
に
受
容
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
」
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

も
ち
ろ
ん
「
心
」
の
哲
学
は
、

「
心
」
に
お
い
て
各
人
が
至
高
め
権
威
で
あ
り
価
値
で
あ
る
と
し
、
そ
の
意
味
で
「
心
」
の
所
有
者
と

し
て
の
人
間
の
本
質
的
平
等
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
身
分
制
秩
序
の
相
対
化
を
も
た
ら
す
異
端
的
契
機
を
も
含
ん
で
い
た

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
現
実
に
は
身
分
制
秩
序
そ
れ
自
体
が
こ
う
し
た
「
本
質
的
平
等
」
売
実
現
す
る
た
め
の
道
徳
的

秩
序
で
あ
る
と
担
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
う
し
た
契
機
は
規
範
と
現
実
と
の
章
離
が
著
し
く
、
秩
序
の
道
徳
性
の
偽
善
性
が
表
面
化
し

た
と
き
に
道
徳
主
義
的
批
判
の
形
態
を
と
っ
て
激
し
く
噴
出
す
る
。
だ
が
何
と
い
っ
て
も
「
心
」

H
規
範
そ
れ
自
体
が
現
実
を
こ
え
た
超

越
的
な
性
格
を
も
た
ぬ
限
り
、
理
論
的
に
も
、
実
践
的
に
も
秩
序
を
こ
え
る
動
き
は
そ
こ
か
ら
出
て
こ
な
い
。
た
だ
わ
ず
か
に
自
己
の
心

に
体
現
さ
れ
た
規
範
と
現
実
と
の
断
絶
へ
の
絶
望
が
極
端
に
進
行
し
た
と
き
に
の
み
、
そ
こ
か
ら
つ
い
に
は
規
範
を
あ
え
て
徹
底
的
に
主

観
化
し
、
そ
う
し
た
自
己
の
心
の
絶
対
性
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
な
批
判
主
体
を
自
己
の
内
面
に
き
ず
き
あ
げ
る
可
能
性
を

時
と
し
て
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
場
合
に
も
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
現
実
に
展
開
す
る
た
め
に
は
何
と
し

(
6〉

で
も
あ
っ
た
な
「
心
」
を
支
え
る
別
個
の
趨
越
的
、
普
一
一
遍
的
規
範
が
何
ら
か
の
形
で
獲
得
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
だ
が
少
く
と
も
「
心
」

の
哲
学
そ
れ
自
体
の
内
部
に
は
こ
う
し
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
内
包
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
以
上
の
よ

う
な
「
心
」
の
哲
学
の
思
想
的
性
格
が
、
そ
れ
に
原
理
づ
け
ら
れ
た
通
俗
的
徳
目
の
実
践
に
よ
る
民
衆
の
思
想
形
成
・
主
体
形
成
の
独
自

の
方
向
U
性
格
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
安
丸
氏
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
的
特
質
は
、
儒
・
仏
・
神
な
ど
の
伝
統
的
諸
思
想
の

一
定
の
内
的
展
開
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
成
立
し
た
独
自
の
「
心
」
の
哲
学
を
そ
の
思
想
原
理
と
し
、
そ
れ
が
そ
の
原
理
の
具
体
化
つ
ま

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造
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「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

。

り
実
践
徳
民
と
し
て
民
俗
世
界
の
日
常
的
生
活
諸
規
範
日
通
俗
的
諸
徳
目
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
つ

て
「
通
俗
道
徳
」
の
何
よ
り
の
問
題
点
は
、
「
心
」
の
哲
学
と
通
俗
的
諸
徳
田
と
の
特
有
の
結
び
つ
き
方
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
び
つ

き

ιよ
っ
て
「
心
」
の
絶
対
性
・
無
限
性
の
主
張
に
支
え
ら
れ
た
「
能
動
性
・
主
体
の
哲
学
し
は
、
民
衆
の
日
常
的
生
活
意
識
の
内
面
に

ま
で
浸
透
し
、
は
げ
し
い
内
的
緊
張
を
と
も
な
う
道
徳
的
覚
醒
を
民
俗
的
世
界
の
う
ち
に
よ
び
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
民
衆

の
思
想
形
成
・
主
体
形
成
の
独
自
の
形
態
た
り
え
た
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
厳
し
い
し
か
も
強
力
な
伝
統
的
、
支
配
的
思
想
や
そ
れ

に
支
え
ら
れ
た
民
俗
的
、
日
常
的
な
生
活
習
慣
の
重
圧
に
対
抗
し
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
民
衆
の
民
俗
的
日
常
世
界
は
そ
の
相
対
的
に
独

自
な
展
開
を
一
応
保
証
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
具
体
的
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
支
配
階
級
の
利
窓
口
に
そ
っ
て
展
開
さ
せ
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
通
俗
道
徳
的
実
践
は
そ
れ
白
体
、
伝
統
的
支
配
思
想
に
対
す
る
民
衆
の
思
想
的
対
決
の
な
か
で

か
ち
と
ら
れ
定
着
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
は
自
立
を
め
ざ
す
小
生
産
者
と
し
て
の
民
衆
の
思
想
闘
争
の
成
果
で
も
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
「
通
俗
道
徳
」
に
よ
る
民
俗
的
世
界
の
変
革
に
お
い
て
、
そ
れ
が
い
か
に
受
容
さ
れ
た
か
と
い
う
意
味
で

民
衆
の
臼
常
的
生
活
意
識
の
独
特
の
構
造
を
重
視
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
変
革
の
方
向
と
限
度

を
規
定
し
た
「
能
動
性
・
主
体
性
の
哲
学
」
の
も
つ
歴
史
的
性
格
が
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

つ
ま
り
そ
う
し
た
思
想
原
理

の
形
成
が
、
現
実
に
お
け
る
階
級
的
矛
盾
と
対
抗
の
所
産
で
も
あ
る
支
配
的
な
思
惟
様
式
の
内
的
矛
盾
の
展
開
と
い
か
に
か
か
わ
り
あ
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
は
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
安
丸
氏
自
身
も
「
心
」
の
哲
学
の
成
立
の
歴
史
的
前
提
と
し
て
、
近
世

中
期
以
降
に
お
け
る
商
品
経
済
の
展
開
に
媒
介
さ
れ
た
小
生
産
者
と
し
て
の
民
衆
の
自
立
の
動
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
商
品
経
済
化

ハ
8
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の
現
実
の
な
か
で
、
規
範
と
現
実
と
の
業
雄
、
規
範
の
外
面
化
の
進
行
と
い
っ
た
思
想
状
況
に
注
目
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
心
」
の

哲
学
の
成
立
の
意
味
は
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
対
抗
の
局
面
の
な
か
で
よ
り
具
体
的
に
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
民
衆



の
主
体
形
成
の
歴
史
的
性
格
が
そ
こ
で
一
層
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
心
」
の
哲
学
は
規
範
と
臼
然
と
の
連
続
的
構
成
と
い
う
思
惟
様
式
の
点
で
も
、
ま
た
規
範
の
内
面
化
に
人
間
性
の
本
来
性

を
み
る
と
い
う
道
徳
形
式
の
点
で
も
、
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
核
を
な
す
朱
子
学
と
同
一
の
性
格
を
も
っ
と
と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ

(
9〉

て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
ま
ず
規
範
を
「
心
」
と
し
て
捉
え
た
点
で
「
理
日
性
」
と
し
て
そ
れ
を
担
え
る
朱
子
学
と
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
朱
子
学
に
お
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
「
心
」
は
「
理
」
の
作
用
日
具
体
的
発
現
と
し
て
の
「
気
」
に
属
し
、
し
た
が
つ

て
「
未
発
」
で
あ
り
つ
ね
に
正
常
な
る
も
の
と
し
て
の
「
理
」
か
ら
の
偏
差
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
「
心
」

は
つ
己
発
」
で
あ
り
「
性
」
と
「
情
」
を
と
も
に
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体
は
決
し
て
規
範
た
り
う
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
朱

子
学
が
「
理
気
論
」
を
基
底
と
し
て
そ
の
人
性
論
を
展
開
す
る
に
当
っ
て
「
性
」
と
「
情
」
ま
た
「
本
然
の
性
L

と
「
気
質
の
性
」
を
道

徳
的
偏
差
に
お
い
て
対
立
的
に
把
握
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

「
天
理
」
と
「
人
欲
」
を
対
立
さ
せ
る
朱
子
学
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の
傾

向
が
そ
こ
に
必
然
的
に
発
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
ま
た
不
可
避
的
に
規
範
の
内
面
化
つ
ま
り
道
徳
的
練
磨
に
お
い
て
、
著
し
く

静
寂
主
義
的
、
観
照
的
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
心
を
労
す
る
」
支
配
者
日
土
・
大
夫
の
た
め
の
哲
学
で
あ
り
、

「
身
を
労
す
る
」

民
衆
を
基
本
的
に
そ
の
修
養
過
程
か
ら
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
「
徳
治
主
義
」
を
基
礎
寺
つ
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
心
」
の
哲
学
が
、
規
範
を
あ
え
て
「
心
」
と
し
て
人
聞
の
自
然
性
に
則
し
て
し
か
も
著
し
く
夫
践
的
、
主
体
的

に
担
え
な
お
し
た
こ
と
は
、
少
く
と
も
朱
子
学
的
合
理
主
義
の
一
定
の
破
綻
、
修
正
を
そ
こ
に
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

際
、
規
範
日
「
心
」
を
普
遍
化
し
絶
対
化
し
て
い
く
に
当
っ
て
、
朱
子
学
の
核
心
で
も
あ
る
「
理
」

H
「
名
分
」
(
つ
ま
り
上
下
的
分
)
の
も

つ
意
味
を
必
然
的
に
稀
薄
に
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
基
礎
で
あ
る
自
然
把
握
の
変
化
と
と
も
に
特
に
着
目
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ

こ
ぷ
は
明
ら
か
に
身
分
制
扶
序
を
破
綻
さ
せ
て
い
く
小
生
産
者
と
し
て
の
民
衆
の
自
立
の
一
定
度
の
成
長
と
、
そ
し
て
自
然
世
界
の
「
絶

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

対
的
、
創
造
的
、
調
和
的
発
展
を
確
信
し
う
る
有
機
体
秩
序
下
の
共
働
す
る
自
立
的
生
産
者
の
視
点
が
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
「
心
」
の
哲
学
は
そ
の
規
範
の
内
面
化
に
お
い
て
「
自
分
の
心
と
世
界
が
一
体
と
な
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
概
し

て
著
し
く
体
験
的
で
あ
り
、
ま
た
神
秘
的
、
非
合
理
的
な
形
式
を
と
っ
た
。
そ
こ
に
は
す
で
に
規
範
の
内
面
化
と
い
う
こ
と
が
通
常
の
教

学
的
実
践
U
道
徳
的
練
磨
で
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
現
実
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
す
で
に
思
想
界
に
お
い
て
は
周

知
の
よ
う
に
朱
子
学
的
合
理
主
義
を
批
判
し
て
拾
頭
し
て
き
た
古
学
派
が
、
規
範
の
人
間
性
よ
り
の
外
面
化
、
外
在
化
に
よ
る
既
存
の
道

徳
の
形
骸
化
の
方
向
を
ふ
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
客
観
的
な
道
徳
秩
序
を
求
め
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
心
」
の
哲
学
の
形
成
は
、
し
た

が
っ
て
こ
う
し
た
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
定
度
の
破
綻
の
な
か
で
、
あ
く
ま
で
自
己
内
面
の
確
立
に
ま
ず
回
執
せ
ざ
る
を
え
な
い
小
生

産
者
日
民
衆
の
願
望
に
答
え
ろ
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
こ
の
場
合
、

「
心
」
の
哲
学
に
お
け
る
規
範
の
内
面
化
が
著
し
く
体
験
的
、
実
践
的
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
実
践
が
世
俗
的
日
常

的
性
格
を
強
め
て
い
た
こ
と
と
そ
が
通
俗
道
徳
的
実
践
を
ま
さ
に
支
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
わ
け
注
目
に
値
い
す
る
点
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
朱
子
学
に
お
い
て
も
原
理
的
に
は
世
俗
内
的
実
践
が
、
ま
っ
た
く
道
徳
的
実
践
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
道
徳
的
秩
序
体
現
の
論
理
と
し
て
、

つ
ま
り
上
か
ら
の
「
職
分
」
の
論
理
と
し
て
し
た
が
っ
て
民

衆
教
化
の
た
め
の
他
律
的
、
抑
圧
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
民
衆
の
世
俗
的
い
と
な
み

そ
れ
自
身
は
む
し
ろ
彼
ら
の
遺
徳
的
逸
脱
の
必
然
的
契
機
と
し
て
不
断
に
き
び
し
く
統
制
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
道
徳
的
志
向
へ
の
い

さ
さ
か
の
内
律
性
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
民
衆
が
主
体
的
に
日
常
的
生
活
規
範
の
体
験
的
・
自
覚
的
実
践
を
問

題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
的
生
活
活
動
が
自
ら
の
「
心
」
の
実
現
と
し
て
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
「
心
」
の
実
現
そ
の
正
し
さ

が
必
然
的
に
し
か
も
つ
ね
に
日
常
的
活
動
に
お
け
る
道
徳
実
践
の
う
ち
に
期
待
し
う
る
と
担
え
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
民
衆
の
自
立
の
前



進
、
成
長
を
現
実
的
、
直
接
的
に
保
証
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
世
俗
的
い
と
な
み
、

そ
し
て
と
り
わ
け
「
職
分
」
は
い
ま
や
彼
ら
に
と
っ
て
他
律
的
規
範
で
は
な
く
、
自
ら
の
主
体
形
成
U

自
己
実
現
の
具
体
的
歴
史
的
形
態

と
し
て
積
極
的
に
担
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
規
範
の
内
面
化
の
た
め
の
道
徳
実
践
が
「
世
俗
外
的
」
に
で
な
く
、
ま
さ
に

ま
ず
「
世
俗
内
的
」
に
人
び
と
の
日
常
の
生
活
実
践
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
必
然
的
に
そ
れ
が
伝
統
的
、
日
常
的
な
民
衆
の

生
活
規
範
つ
ま
り
通
俗
的
諸
徳
目
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
場
合
、
そ
う
し
た
実
践
を
可
能
と
し
た
規
範
H

「
心
」
そ
れ
自
体
の
独
自
な
あ

り
方
の
思
想
史
的
意
味
を
、
朱
子
学
を
中
核
と
し
た
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
思
想
展
開
の
な
か
で
あ
ら
た
め
て
歴
史
的
か
つ
内
的
に
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
ど
う
し
て
も
あ
る
。
近
世
中
期
以
降
に
お
け
る
民
衆
の
思
想
形
成
を
思
想
史
の
問
題
と
し
て
追
求
す
る
た
め
に
は
、
こ

う
し
た
論
点
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
う
み
て
く
る
と
わ
れ
わ
れ
は
、

「
通
俗
道
徳
」
が
基
本
的
に
は
民
衆
の
主
体
的
成
長
を
反
映
し
た
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
定
の
破

綻
、
つ
ま
り
そ
の
内
的
矛
盾
の
展
開
の
所
産
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
限
り
で
そ
こ
に
獲
得
さ
れ
た
「
内
面
主
体
」
確
立
の

性
格
が
、
民
衆
の
日
常
的
な
生
活
意
識
そ
れ
自
体
の
変
革
の
方
向
と
限
度
と
を
究
極
的
に
は
規
定
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
そ

の
意
味
で
そ
れ
が
わ
が
国
近
代
社
会
形
成
期
に
お
け
る
民
衆
の
思
想
形
成
・
主
体
形
成
の
独
自
の
形
態
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
か
く
て
そ
れ
は
ま
さ
に
近
世
に
お
け
る
民
衆
の
思
想
闘
争
の
成
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
安
丸
氏
の
す
ぐ
れ
た
「
通
俗

道
徳
」
把
握
を
、
あ
ら
た
め
て
近
世
思
想
史
の
う
ち
に
定
着
さ
せ
て
い
く
意
味
か
ら
も
、
右
の
よ
う
な
視
点
に
た
っ
て
そ
の
思
想
原
理
で

あ
る
「
心
」
の
哲
学
成
立
の
思
想
史
的
意
義
に
若
干
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
場
合
、
例
に
よ
っ
て
石
田
梅
岩
の
「
心
学
」
を
素
材
と

す
る
が
、
そ
れ
は
安
丸
氏
も
そ
こ
に
「
心
」
の
哲
学
成
立
の
一
典
型
を
み
て
お
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
と
も
か
く
も
朱
子
学
を
中
心
と

(

辺

〉

し
た
儒
教
思
想
の
あ
ら
た
な
解
釈
を
そ
の
思
想
形
成
の
重
要
な
一
部
と
し
て
い
る
点
で
、
前
記
の
問
題
解
明
に
き
わ
め
て
適
切
だ
と
思
う

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

四

か
ら
で
あ
る
。

(

1

)

安
丸
良
夫
『
日
本
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
九
ペ
ー
ジ
。

(
2
〉
同
書
第
一
章
と
く
に
一
七
ペ
ー
ジ
お
よ
び
二
九
三
四
ペ
ー
ジ
の
部
分
。

(

3

)

同
氏
『
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
前
夜
』
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

(
4
〉
安
丸
『
日
本
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
と
く
に
八
O
|
八
一
ぺ

i
ヲ

八

八

l
九
一
ペ
ー
ジ
一
四
五
|
一
四
六
ペ
ー
ジ
の
部
分
。

安
丸
氏
は
わ
が
国
近
代
化
の
過
程
に
お
け
る
宗
教
的
異
端
の
伝
統
の
弱
さ
と
い
う
思
想
史
的
特
質
か
ら
、
民
衆
の
思
想
主
体
形
成
に
お
け
る
「
通

俗
道
徳
」
の
役
割
へ
の
注
視
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
宗
教
的
異
端
の
伝
統
の
弱
さ
が
、
民
俗
的
信
仰
を
ふ
ま
え
た
民
衆
宗
教
(
い
わ

ゆ
る
天
理
教
、
丸
山
教
、
大
本
教
な
ど
)
の
宗
教
的
幻
想
を
媒
介
と
し
て
「
由
直
し
」
な
ど
の
ト
ー
タ
ル
な
社
会
変
革
の
構
想
を
生
む
こ
と
に
も
注

目
し
て
い
る
。
こ
こ
に
民
衆
の
解
放
幻
想
が
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
収
叙
さ
れ
て
い
く
限
界
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
こ
の
点
は
同

室
岡
、
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
な
ど
を
参
照
)
。

〈
5
)
安
丸
『
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
前
夜
』
一
五
三
ペ
ー
ジ
。

(

6

)

民
衆
の
自
由
な
批
判
主
体
へ
の
転
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
安
丸
氏
が
『
日
本
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
の
第
二
章
の
末
尾
で
「
平
民
的
道
徳
を

そ
の
も
っ
と
も
良
質
な
部
分
で
う
け
つ
ぎ
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
、
す
く
な
く
と
も
一
つ
の
思
想
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
」
と
し
て
内
村
鑑
三
や
田
中
正
造
の
思
想
に
注
目
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
私
も
ま
た
こ
の
点
に
関
連
し
て
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

の
受
容
の
問
題
を
こ
う
し
た
視
点
で
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
要
で
は
会
い
か
と
思
う
。
と
く
に
こ
う
し
た
点
で
明
治
社
会
主
義
の
諸

思
想
、
と
く
に
労
働
者
の
モ
ラ
ル
と
い
う
点
で
職
人
の
生
き
方
に
注
目
し
た
片
山
潜
の
思
想
は
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
再
把
握
の
点
か
ら
も
あ

ら
た
め
て
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
松
沢
弘
陽
『
臼
本
社
会
主
義
の
思
想
』
〈
一
九
七
年
筑
摩
書
一
房
刊
)
の
と
く
に
第
一
章
「
明

治
国
家
体
制
と
社
会
主
義
し
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

(

7

)

近
世
に
お
い
て
「
ム
ラ
」
(
農
村
共
同
体
)
へ
の
階
級
支
配
の
貫
徹
は
平
時
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
直
接
的
か
つ
ス
ト
レ
ー
ト
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
共
同
体
の
独
自
な
あ
り
方
を
容
認

1
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
級
支
配
を
容
易
に
し
て
い
た
。
そ
こ
に
村
役
人
の
特
別

の
役
割
が
あ
っ
た
。
非
常
時
に
お
い
て
は
支
配
意
志
の
露
骨
な
発
動
が
表
面
化
し
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
村
役
人
と
村
民
と
の
対
立
も
顕
在
化
し

た
。
共
同
体
が
民
衆
の
た
め
の
「
団
結
と
抵
抗
の
組
織
」
た
り
う
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
支
配
に
対
す
る
不
断
の
闘
い
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ



る
。
階
級
支
配
の
も
と
で
は
こ
う
し
た
恒
常
的
な
闘
争
の
み
が
、
そ
の
自
立
的
展
開
の
保
証
だ
っ
た
。
民
俗
的
世
界
の
場
も
ま
た
階
級
闘
争
の
戦
場

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(

8

)

安
丸
『
日
本
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
第
一
章
と
く
に
「
一
思
想
形
成
を
う
な
が
す
も
の
」
参
照
。

〈

9
〉
た
と
え
ば
丸
山
真
男
氏
は
こ
う
し
た
点
で
「
心
学
」
を
「
俗
流
儒
学
」
と
規
定
し
て
お
り
、
思
想
展
開
上
に
お
い
て
独
自
の
価
値
を
認
め
て
い

な
い

o
Q
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
一
九
五
二
年
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
〉
。

(
叩
)
拙
稿
「
石
間
梅
岩
に
お
け
る
通
俗
道
徳
の
成
立
」
(
『
日
本
資
本
主
義
|
|
展
開
と
論
理
』
所
収
〉
。

(
日
)
安
丸
『
前
掲
書
』
三

0
ペ
ー
ジ
以
下
。

(
ロ
)
石
田
梅
岩
の
思
想
は
「
三
教
一
致
」
の
思
想
と
い
わ
れ
、
そ
こ
に
儒
仏
神
な
ど
の
雑
多
な
思
想
の
流
入
混
治
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
の
人
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
場
合
も
朱
ム
J

学
を
中
心
と
し
た
儒
教
思
想
が
そ
の
内
容
の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
研
究
史
上
の
常

識
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
石
田
梅
山
石
の
思
想
と
そ
の
背
景
(
上
・
下
〉
」
(
立
教
経
済
学
研
究
第
一
四
巻
第
一
号
お

よ
び
第
三
号
)
お
よ
び
石
川
謙
司
石
門
心
字
史
の
研
究
』
(
一
九
七
五
年
再
刊
岩
波
書
庖
)
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

「
心
学
」
の
創
始
者
と
し
て
の
石
田
梅
岩
(
一
六
八
五

l
一
七
四
四
)
の
思
想
の
独
自
性
、

し
た
が
っ
て
そ
の
近
世
思
想
展
開
の
う
え
に

占
め
る
歴
史
的
役
割
を
端
的
に
物
語
る
も
の
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
発
明
」

H
開
悟
の
独
特
な
過
程
で
あ
る
。
そ
の
過
程
は
『
都
郡
問

答
』
お
よ
び
『
石
田
先
生
語
録
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
二
つ
の
段
階
か
ら
な
っ
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、
偶
然
め
ぐ
り
会
っ
た
隠
遁
の
老
師
小
栗
了
雲
に
教
え
ら
れ
た
、
自
己
と
規
範
と
の
希
離
を
克
服
す
る
に
当
っ
て
、
な
に

よ
り
も
大
切
な
の
は
人
間
の
本
質
で
あ
る
「
心
」
に
お
い
て
自
然
と
人
倫
の
根
拠
を
し
っ
か
り
捉
え
る
こ
と
だ
と
す
る
指
摘
を
彼
が
会
得

し
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
規
範
の
内
面
化
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
の
は
、
規
範
と
人
間
性
と
の
誰
離
と
い
う
す
で
に
だ
れ
も
が
否
定

し
え
な
い
現
実
の
重
圧
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

い
や
そ
れ
以
上
に
こ
う
し
た
現
実
を
意
識
す
る
心
そ
の
も
の
が
自
己
内
面
に
噴
出
し
て

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

一
五



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

一
六

「
心
」
を
み
だ
す
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
「
心
」
そ
れ
自
体
が
そ
の
内
部
で
不
断
に
こ
う
し
た
心
日
「
疑
イ
」
を
克
服
し
う
る
よ
う
に
強

く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
で
「
心
」
が
つ
ね
に
規
範
そ
の
ま
ま
(
一
体
化
〉
の
も
の
と
し
て
絶
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
莞
舜
ノ
道
ハ
孝
弟
ノ
ミ
」
と
し
て
、
そ
れ
を
人
聞
の
本
源
的
な
血
縁
的
愛
H

「
孝
」
さ
ら
に
は
そ
の
全
体
化
と

し
て
の
「
仁
」
に
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
聞
の
本
質
で
あ
る
「
心
」
の
絶
対
性
が
人
間
に
と
っ
て
本
来
疑
い
え
な
い
事

実
的
、
超
越
的
な
血
縁
的
原
理
の
至
善
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
孟
子
の
思
想
が
梅
岩
思
想
の
中
軸
に
い
つ
も
位
置
す
る
の
は
こ

の
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
人
の
心
は
そ
の
至
善
性
に
お
い
て
ま
た
天
の
心
で
も
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
て
基
本
的
に
は
天
人
合
一

の
世
界
観
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
「
心
」
の
本
来
は
血
縁
的
全
体
的
愛
と
し
て
の
「
仁
」
で
あ
り
、

「
仁
ハ
天
ノ
一
元
気
ナ
リ
。
天
ノ
-
元
気
ハ
万
物
ヲ
生
ジ
育

フ
」
の
で
あ
る
。
彼
が
「
自
身
ハ
是
レ
ハ
ダ
カ
虫
、
自
性
ハ
是
レ
天
地
万
物
ノ
親
」
と
悟
っ
た
の
は
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
。
人
間
の
「
心
」

は
そ
の
ま
ま
規
範
で
あ
り
「
心
」
の
正
し
さ
は
つ
ね
に
疑
い
え
な
い
。
梅
岩
は
こ
の
よ
う
な
「
心
」
の
絶
対
化
へ
の
確
信
に
よ
っ
て
、
自

己
と
規
範
と
の
君
離
の
不
安
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
第
一
の
開
悟
は
こ
の
よ
う
に
朱
子
学
的
合
理
主
義
に
お
け
る
規
範
と
現
実
と

の
業
離
、
そ
し
て
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
古
学
派
に
お
け
る
規
範
の
外
面
化
、
外
在
化
つ
ま
り
規
範
と
人
間
性
の
切
断
の
方
向
の
拡

大
と
い
う
近
世
儒
学
展
開
に
お
け
る
道
徳
論
の
危
機
を
解
決
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
唯
心
論
の
絶
対
化
と
い
う
方
向
で
ま

ず
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
み
ら
れ
た
「
心
」
の
絶
対
性
の
主
張
に
は
道
徳
論
の
次
元
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
封
建

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
朱
子
学
に
み
ら
れ
た
民
衆
日
生
産
者
の
一
定
の
自
立
性
つ
ま
り
そ
の
「
理
」

H

「
名
分
」

う
限
り
で
の
自
立
性
の
肯
定
か
ら
幾
分
か
は
前
進
し
た
民
衆
H
生
産
者
の
「
主
体
性
」
の
成
長
が
伺
え
れ
)

(
上
下
的
分
〉
と
い

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
梅
岩
の
第
一
の
開
悟
は
、
老
師
に
よ
っ
て
「
自
性
ハ
万
物
ノ
親
ト
見
タ
ル
処
ノ
目
ガ
残
リ
ア
リ
。

-F骨
い
一
r

h

f

山野



ハ
目
ナ
シ
ニ
テ
コ
ソ
ア
レ
。
其
ノ
目
ヲ
今
一
度
離
レ
来
レ
」

(
傍
点
、
筆
者
)
と
批
判
さ
れ
、

か
く
て
第
二
の
開
悟
た
る

「
自
性
見
識
ノ

見
ヲ
ハ
ナ
レ
」
た
境
地
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
自
己
の
心
と
世
界
H
規
範
の
一
体
化
を
実
現
し
え
た
の
で
あ
る
。
世
界
U
規
範

(
4〉

「
む
し
ろ
自
己
実
現
、
自
分
の
心
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
必
然
的
な
実
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ

は
か
く
て
外
的
存
在
で
は
な
く
、

る
。
こ
の
場
合
、
梅
岩
が
「
性
ハ
目
ナ
シ
」
と
い
う
指
摘
を
会
得
し
た
こ
と
は
、
彼
の
第
一
の
開
悟
に
み
ら
れ
た
主
知
主
義
的
立
場
を
克

服
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
気
付
か
ず
し
て
な
お
残
る
、
物
を
対
象
と
し
て
捉
え
る
と
ら
わ
れ
た
「
私
」
の
立
場
が
み
ら

れ
る
こ
と
を
彼
が
問
題
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
た
し
か
に
「
人
ノ
心
ハ
覚
ル
コ
ト
ア
リ
。
此
ヲ
以
テ
道
ヲ
弘
ム
。
覚

ル
心
ハ
体
ナ
リ
。
人
ノ
大
倫
ハ
用
ナ
リ
。
体
立
テ
用
行
ハ
ル
」
と
し
て
「
心
」
の
本
質
た
る
知
覚
作
用
が
究
極
的
に
は
人
聞
の
本
性
H
「大

倫
」
を
捉
え
う
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ
に
は
「
心
」
と
規
範
と
の
連
続
が
困
難
で
は
あ
っ
て
も
究
極
的
に
は
可
能
で
あ
る
と
確
信
す
る

立
場
、
し
か
も
知
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
道
徳
把
握
力
を
信
頼
す
る
立
場
つ
ま
り
民
衆
日
生
産
者
の
人
間
的
成
長
を
基
礎
に
道
徳
を
問

題
に
し
て
い
く
姿
勢
が
あ
っ
た
。
梅
岩
は
認
識
す
る
力
、
知
性
の
働
き
は
人
間
だ
け
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、

そ
れ
だ
け
に
ま
た
「
聖
知
」
と
「
私
知
」
と
の
区
別
を
問
題
に
す
る
。
す
な
わ
ち
「
聖
知
」
と
は
「
向
ヒ
視
ル
物
ヲ
則
チ
心
ト
ナ
シ
玉
フ
。

ス

グ

ウ

ア

マ

ゲ

U
Y

ナ
ジ
ナ

是
レ
聖
知
ノ
勝
レ
タ
ル
所
ナ
リ
。
向
フ
物
ヲ
移
シ
曲
ザ
ル
ハ
、
明
鏡
止
水
ノ
如
シ
」
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
「
私
知
ト
ハ
品
々
ノ
了
簡
ヲ

加
ユ
ル
ユ
へ
ニ
、
自
然
ノ
知
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
す
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
彼
が
老
荘
思
想
と
く
に
荘
子
の
認
識
論
に
対
す
る
独
特
の
批
判

を
ふ
ま
え
て
、
通
常
の
知
識
つ
ま
り
対
象
知
が
自
ら
の
主
観
に
よ
り
「
物
」
を
勝
手
に
価
値
づ
け
た
り
、
ま
た
矛
盾
、
対
立
関
係
に
お
い

て
区
別
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
こ
に
主
観
的
な
「
私
」
に
と
ら
わ
れ
た
立
場
を
生
み
真
実
を
捉
え
え
な
い
と
す

る
理
解
が
あ
る
。
ま
さ
に
本
来
は
人
聞
の
前
進
を
支
え
る
「
知
」
が
、
か
え
っ
て
人
聞
を
他
と
区
別
さ
れ
た
「
私
」
の
立
場
に
不
可
避
的

に
追
い
こ
ん
で
そ
の
前
進
を
妨
げ
る
と
い
っ
た
事
態
に
と
く
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
心
」
に
不
断
に
し
か
も
必
然
的
に
生

「
通
俗
遂
徳
」
の
思
想
構
造

七



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

八

起
す
る
「
私
」
な
る
も
の
つ
ま
り
私
情
、
私
欲
を
つ
ね
に
し
か
も
時
々
刻
々
に
克
服
し
う
る
強
い
「
心
」
の
あ
り
方
、
そ
う
し
た
も
の
と

L
て
「
心
」
は
絶
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
性
ハ
日
ナ
シ
」
の
境
地
に
お
い
て
「
心
」
と
規
範
の
一
体
化
が
完
全
な
も
の
と
な

る
と
い
う
の
は
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
第
二
の
開
悟
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
第
一
の
開
悟
の
展
開
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
梅
岩
の
開

悟
の
全
過
程
は
、
人
間
の
「
心
」
の
正
し
さ
そ
の
絶
対
性
が
、
人
間
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
至
善
的
な
る
も
の
と
し
て
の
超
越
的
、
事
実
的

J

な
血
縁
原
理
を
「
聖
知
」
に
よ
っ
て
発
見
し
こ
れ
に
回
帰
す
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
発
現
す
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

何
故
な
ら
こ
こ
に
お
い
て
人
は
「
無
私
」
に
し
て
絶
対
善
の
世
界
た
る
天
と
一
体
化
し
う
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
意
味
で
は
人
間

が
自
己
の
う
ち
な
る
血
縁
的
意
識
を
直
観
的
に
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
血
縁
的
世
界
H
天
の
至
善
性
に
連
な
り
う
る
と
す
る
古
代
儒

教
と
く
に
孟
子
の
立
場
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

彼

「
学
問
ノ
至
極
ト
イ
フ
ハ
、

心
ヲ
尽
シ
テ
性
ヲ
知
リ
、

性
ヲ
知
レ
パ
天
ヲ
知

ル
。
天
ヲ
知
レ
パ
、
天
即
孔
孟
ノ
心
ナ
リ
」
「
孟
子
ノ
性
差
ロ
ハ
直
ニ
天
地
ナ
リ
」
そ
し
て
ま
た
「
天
ノ
心
ハ
人
ノ
心
ナ
リ
」
「
人
ハ
全
体
、

一
箇
ノ
小
天
地
ナ
リ
」
と
い
う
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
孟
子
に
み
ら
れ
る
天
H
世
界
理
解
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
超
越
的
、
事
実
的
血

縁
原
理
に
も
と
づ
い
て
社
会
を
捉
え
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
個
の
主
体
性
を
ま
っ
た
く
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
ア
ジ
ア
的
共
同
体
的
思
惟
に

(

6

)

 

も
と
づ
く
自
然
H
人
間
理
解
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
理
解
に
彼
が
親
近
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
主
知
主
義
へ
の
否
定

と
相
侯
っ
て
、
多
分
に
規
範
の
内
面
化
に
お
け
る
非
合
理
的
、
神
秘
的
傾
向
を
匹
胎
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
後
期
心
学
運
動
に
お
け
る
個

(
7〉

の
主
体
性
の
後
退
、
そ
し
て
禅
的
、
直
観
的
性
格
の
拡
大
は
、
そ
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
ろ
う
。

こ
う
み
て
く
る
と
梅
岩
が
す
で
に
封
建
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
朱
子
学
の
一
定
の
破
綻
に
直
面
し
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
前
述
の
「
天

ヲ
知
レ
バ
、
天
即
孔
孟
ノ
心
ナ
リ
」
に
つ
づ
け
て
「
孔
孟
ノ
心
ヲ
知
レ
パ
宋
儒
ノ
心
モ
一
ナ
リ
」
と
し
て
宋
学
日
朱
子
学
と
の
親
近
性
を



あ
え
て
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
決
し
て
全
面
的
な
朱
子
学
へ
の
同
調
で
な
い
こ
と
を
よ
く
理
解
し
え
よ
う
。
た
し
か
に
朱
子
学

自
身
は
そ
の
体
系
内
に
「
仁
」
論
を
包
摂
し
て
い
る
よ
う
に
、
封
建
的
世
界
像
と
し
て
自
ら
を
構
成
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
「
理
気
論
」

(
8
)
 

に
示
さ
れ
た
封
建
的
原
理
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
ア
ジ
ア
的
血
縁
的
原
理
を
必
然
的
に
そ
こ
に
内
包
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
朱

子
学
に
あ
っ
て
は
そ
の
封
建
的
原
理
性
を
明
確
に
す
る
た
め
、
血
縁
的
原
理
は
現
実
に
は
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
背
後
に
伏
在

さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
の
意
味
で
は
梅
岩
は
朱
子
学
に
伏
在
し
て
い
た
血
縁
的
原
理
を
中
心
に
そ
れ
を
再
把
握
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
質
的
同
一
位
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
の
で
あ
る

Q

こ
の
点
は
彼
が
そ
の
「
心
」
把
握
に
お
け
る
認
識
論
H
実
践

論
と
し
て
独
特
の
「
形
に
由
る
心
」
の
論
理
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
の
世
界
H
自
然
理
解
を
し
た
が
っ
て
そ
の
人
間
お

(
9
)
 

よ
び
社
会
理
解
を
展
開
し
て
い
る
う
ち
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
彼
は
朱
子
学
の
封
建
的
「
名
分
論
」
の
「
反
射
」
的
な
性
格
を
一
不
す
世
界
日
自
然
の
秩
序
的
構
成
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
、

万
物
を
道
徳
的
差
別
性
に
お
い
て
捉
え
ず
、
む
し
ろ
天
地
の
万
物
は
本
質
(
「
理
」
〉
が
現
象
す
る
に
当
っ
て
、

「
気
」

U

「
形
し
の
作
用

に
よ
っ
て
具
体
的
個
別
性
を
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
万
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
届
有
の
「
理
」
日
「
性
」
そ
の
ま
ま
を
「
形
」
に
あ
ら
わ

す
と
す
る
。
だ
か
ら
「
万
物
ハ
皆
形
ノ
外
ニ
心
ナ
シ
」

「
形
ガ
直
ニ
心
」

「
万
物
ハ
心
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
理
」
の
発
現
が
不
可
避

的
に
「
気
」
の
作
用
を
う
け
道
徳
的
偏
差
性
を
、
つ
け
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
け
だ
し
「
万
物
ヲ
生
ジ
育
フ
」

「
天
ノ
心
L

は
一
片
の
私

的
な
も
の
を
も
介
在
さ
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
気
」
の
擾
乱
作
用
を
う
け
ず
「
理
」
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
無
心
」
で
あ
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
限
り
そ
と
で
は
万
物
は
道
徳
的
に
は
同
一
一
次
元
に
あ
る
有
機
体
的
構
成
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
知

的
存
在
で
あ
り
万
物
に
す
ぐ
れ
た
人
間
の
世
界
で
は
か
え
っ
て
日
常
的
営
み
の
な
か
で
つ
ね
に
私
心
や
私
欲
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
「
無
心
」

な
天
地
の
化
育
に
参
加
で
き
ず
、

「
性
日
心
」
を
見
失
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
理
」
そ
の
ま
ま
の
発
現
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
場
合
に

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

九



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

二
O

人
が
「
性
日
心
」
を
内
面
化
し
う
る
途
は
、

「
形
に
出
る
心
」
に
し
た
が
っ
た
実
践
の
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
無
心
」
の
天
地
に
示
さ
れ

た
「
性
」
・
「
形
」
の
一
致
、
い
わ
ば
「
形
に
由
る
心
」
を
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
天
ノ
心
」
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
は
本
来
朱
子
学
が
封
建
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
る
こ
と
か
、
り
し
て
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
そ
の
「
理
気
論
」

を
、
独
自
な
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
古
代
儒
教
的
、
孟
子
的
な
天
H
世
界
渥
解
の
内
部
に
適
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
無
心
」
な
る
天
地
つ

ま
り
至
善
的
な
血
縁
的
世
界
に
お
け
る
超
越
的
、
事
実
的
な
秩
序
を
あ
ら
た
め
て
自
覚
的
に
原
理
化
す
る
に
当
っ
て
、
事
実
的
な
血
縁
的

一
体
性
(
こ
れ
は
現
実
に
は
・
家
父
長
制
的
秩
序
原
理
で
あ
る
〉
に
ひ
そ
む
原
理
性
の
稀
薄
さ
を
、
朱
子
学
的
秩
序
原
理
U

「
理
気
論
」
で

補
強
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
朱
子
学
「
理
気
論
」
が
「
名
分
論
」
の
視
点
で
も
っ
ぱ
ら
導
入
さ
れ
た
の
で
な
い
こ

と
は
、
朱
子
学
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
彼
の
天
日
世
界
理
解
お
よ
び
「
性
」

H

「
理
」

-
「
形
」
日
「
気
」

一
致
の
説
を
み
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
「
名
分
」

H
(上
下
的
分
)
の
限
り
で
は
あ
る
が
人
間
H
生
産
者
の
一
定
度
の
主
体
性
を
肯
定
す
る
と
い
う

そ
の
個
へ
の
「
理
」
の
内
在
と
い
う
積
極
的
意
味
に
お
い
て
導
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
結
果
は
旧
来
の
朱
子
学
的
自
然

秩
序
を
あ
ら
た
め
て
有
機
体
的
秩
序
と
捉
え
な
お
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
個
別
的
な
る
も
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
性
」

に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
道
徳
的
に
は
平
等
の
次
元
で
全
体
の
展
開
に
参
与
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。 -

「
形
」

一
致
の
状
態

つ
ま
り
、
そ
こ
で

は
個
別
的
な
る
も
の
の
不
完
全
さ
、
し
た
が
っ
て
道
徳
的
劣
位
が
完
全
な
る
も
の
と
し
て
つ
ま
り
道
徳
的
優
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
全

体
を
不
可
避
的
に
要
請
す
る
の
で
は
な
く
て
、
全
体
の
完
全
さ
は
む
し
ろ
ひ
と
し
く
個
別
な
る
も
の
の
総
和
に
よ
る
完
全
さ
の
実
現
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
全
体
も
個
別
も
両
者
は
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
「
則
」

H
独
自
性
に
お
け
る
単
な
る
機
能
の
差
に
す
ぎ
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
ひ
と
し
く
個
別
の
完
全
さ
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
の
「
職
分
L

へ
の
実
践
の
独
自
の
主
張
が
で
て
く

る
し
、
し
た
が
っ
て
土
農
工
商
の
支
配
秩
序
も
そ
れ
が
道
徳
的
に
つ
ま
り
社
会
的
に
完
全
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
た
と
え
ば



武
士
さ
え
も
が
、
ひ
と
し
く
「
職
分
」
を
完
全
に
実
践
す
る
た
め
の
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
に
応
じ
た
「
性
」
・
「
形
」

致
の
き
び
し
い
道
徳
的
実
践
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
道
徳
実
践
は
不
可
避
的
に
ま
ず
「
職
分
」
と
し
て
必
ず
具
体
化
さ
れ

ハ
柏
山
》

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
心
」
実
現
の
つ
ま
り
本
質
的
に
は
平
等
な
人
た
る
べ
き
た
め
の
不
可
欠
の
義
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

か
く
て
民
衆
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
職
分
」
に
応
じ
た
道
徳
実
践
の
自
覚
は
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
武
士
に
む
か
つ
て
の
「
仁
政
」
の
要
求
へ
と

発
展
す
る
。
被
ら
の
か
か
る
公
然
た
る
道
徳
的
主
張
の
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
個
の
主
体
性
の
前
進
を
ふ
ま
え
た
あ
ら
た
な
道
徳
把

握
そ
し
て
社
会
把
握
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
梅
岩
が
、
檀
越
的
、
事
実
的
な
血
縁
世
界
を
原
理
的
、
自
覚
的
に
再
把
撞
す
る
に
当
っ
て
、
朱
子
学
「
理
気
論
し
を
導

入
し
た
こ
と
の
代
償
は
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
の
封
建
的
に
限
定
さ
れ
た
個
の
主
体
性
の
肯
定
は
、
彼
の
社
会
把
握
に
お
い
て
同
時
に
朱

子
学
「
理
気
論
」
に
本
質
的
な
「
名
分
論
し
の
事
実
上
の
導
入
、
肯
定
を
結
局
の
と
こ
ろ
も
た
h

り
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

至
善
な
る
血
縁
的
世
界
の
原
理
と
し
て
の
つ
孝
」
の
自
覚
的
原
理
的
再
把
握
の
た
め
に
朱
子
学
「
名
分
論
」
の
原
理
た
る
「
忠
」
の
導
入

は
、
あ
ら
た
め
て
「
心
」
に
お
い
て
「
孝
」
を
主
体
的
に
把
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
延
長
上
に
同
質
の
も
の
と
し
て
「
忠
」
を
担
え
る

こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
に
よ
っ
て
「
忠
」
は
単
な
る
外
的
超
越
的
な
規
範
で
な
く
内
面
化
さ
れ
し
か
も
血
縁
的
情
緒
的

一
体
性
に
お
い
て
再
把
握
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
こ
の
か
ぎ
り
「
忠
L

そ
れ
自
体
は
一
面
で
そ
の
固
有
の
名
分
論
的
把
握
の
稀
薄
さ
の

(ロ)

進
行
が
問
題
と
さ
れ
る
に
い
た
り
、
ま
た
他
面
で
は
そ
の
た
め
の
形
骸
化
が
は
げ
し
い
道
徳
的
批
判
に
さ
、
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
し
て
も
彼
が
朱
子
学
に
体
現
さ
れ
た
封
建
的
身
分
秩
序
を
、
有
機
体
的
自
然
秩
序
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
は
そ
れ
を
内
容

的
に
修
正
し
つ
つ
も
合
理
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
っ
た
。

(

1

)

 

梅
岩
の
き
わ
め
て
独
自
の
開
悟
の
体
験
に
つ
い
て
は
、
安
丸
吋
日
本
近
代
化
と
民
衆
思
想
h
z
一0
ペ
ー
ジ
以
下
に
た
く
み
な
要
約
が
あ
る
。
た

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造



「
通
俗
道
徳
し
]
の
思
想
構
造

だ
安
丸
氏
は
本
稿
の
よ
う
に
こ
の
体
験
の
過
程
そ
れ
自
体
に
特
に
注
意
を
は
ら
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
日
全
体
と
し
て
規
範
の
内
面
化
の
神
秘
主
義
的
傾

向
、
そ
こ
で
内
面
俗
さ
れ
た
「
心
」
の
絶
対
怯
の
確
立
と
い
う
結
論
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
梅
岩
自
身
の
著
作
に
も
こ
の
経

過
は
明
か
に
さ
れ
て
お
り
、
第
一
の
問
悟
は
『
都
都
問
答
』
に
、
第
二
の
関
悟
は
『
語
録
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
の
本
文
に
お
い
て

梅
岩
よ
り
の
引
用
が
あ
る
が
、
一
い
ち
こ
と
わ
ら
な
い
?
そ
の
す
べ
て
は
柴
田
実
編
『
石
田
梅
岩
全
集
、
上
・
下
』
(
一
九
五
六
!
五
七
年
石
門

心
学
会
・
明
倫
舎
刊
)
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
引
用
に
あ
た
っ
て
は
分
り
や
す
い
よ
う
に
若
干
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

(

2

)

梅
岩
の
教
学
に
お
け
る
孟
子
思
想
の
占
め
る
地
位
は
き
わ
め
て
高
い
。
こ
の
点
は
す
で
に
研
究
史
上
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

私
も
後
述
の
な
か
で
た
び
た
び
ふ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
事
実
の
指
摘
に
止
め
て
お
く
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
の
こ
と
。

(

3

)

朱
子
学
を
世
界
史
的
意
味
に
お
い
て
封
建
的
思
惟
と
し
て
の
歴
史
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
思
想
の
内
面
的
構
造
に
そ
く
し
て
見
事
に
解
明
さ
れ

た
の
は
守
本
順
一
郎
『
東
洋
政
治
思
想
史
研
究
』
(
一
九
六
七
年
未
来
社
刊
)
で
あ
る
。
氏
は
こ
こ
で
封
建
的
思
惟
の
全
体
的
構
造
そ
の
も
の
の
発

展
の
中
に
か
え
っ
て
近
代
的
思
惟
形
成
の
内
的
条
件
が
準
備
さ
れ
る
と
い
う
思
惟
の
弁
証
法
的
発
展
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
つ
つ
、
丸
山

真
男
氏
の
朱
子
学
把
握
の
非
歴
史
的
傾
向
を
す
る
ど
く
批
判
さ
れ
た
。

(

4

)

安
丸
空
間
掲
書
』
一
二
一
ペ
ー
ジ
。

(
5〉
梅
岩
が
者
荘
思
想
と
く
に
荘
子
の
思
想
に
深
い
関
心
を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
は
、
石
川
謙
氏
を
は
じ
め
多
く
の
石
門
心
学
研
究
者
が
み
な
指
摘

し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
ほ
か
に
も
神
道
、
仏
教
な
ど
に
独
自
の
深
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
つ
一
一
教
一
致
」
の
立
場
と
い
わ
れ
る
所
以
で

あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
、
彼
に
み
ら
れ
る
農
民
H
小
生
産
者
的
立
場
に
固
有
の
「
伝
統
的
共
同
体
的
意
識
」
と
の
関
連
で
考

え
て
み
た
い
。

ハ
6
)

古
代
儒
教
を
ア
ジ
ア
的
思
惟
の
特
殊
中
国
的
形
態
と
把
え
ら
れ
た
の
は
守
本
順
一
郎
氏
で
あ
る
。
右
前
掲
書
』
参
照
)
。

(

7

)

手
島
堵
庵
以
後
の
「
心
学
」
は
明
ら
か
に
梅
岩
の
思
想
と
の
間
に
一
定
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
変
化
の
歴
史
的
意
味
を
確
定
す
る
こ
と

は
、
心
学
研
究
史
上
も
必
要
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
通
俗
道
徳
」
の
歴
史
的
展
開
を
明
か
に
す
る
上
で
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
続
稿
を
用
意

し
た
い
。

(

8

)

朱
子
学
の
こ
う
し
た
性
格
に
つ
い
て
は
、
守
本
『
前
掲
妻
』
お
よ
び
守
本
氏
の
立
場
を
継
承
し
つ
つ
そ
れ
を
展
開
さ
れ
た
岩
間
一
雄
『
中
国
政

治
思
想
史
研
究
』
(
一
九
六
八
年
未
来
社
)
と
く
に
そ
の
第
二
早
を
参
照
の
こ
と
。

〈

9
)

梅
岩
の
独
自
の
認
識
論
1
実
践
論
と
し
て
の
「
形
に
由
る
心
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
必
然
的
に
共
同
体
を
ふ
ま
え
た
小
生
産
者
日
民
衆
の



「
職
分
」
倫
理
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
別
稿
〈
拙
稿
「
石
田
梅
岩
に
お
け
る
通
俗
道
徳
の
成
立
し
)

角
を
か
え
そ
れ
が
も
た
ら
す
社
会
把
握
の
点
に
中
心
を
お
い
て
の
べ
て
い
く
。

(
叩
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
と
く
に
前
注
〈
9
〉
で
指
摘
の
別
稿
に
く
わ
し
い
。
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

(
日
)
「
通
俗
道
徳
」
の
真
撃
な
実
践
を
つ
き
つ
め
て
社
会
批
判
に
い
た
る
場
合
に
、
こ
う
し
た
「
職
分
」
1

1
そ
れ
は
生
産
者
の
労
働
の
自
己
実
現
の

歴
史
的
形
態
で
あ
る
1

1
の
主
体
的
実
践
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
に
土
っ
て
、
そ
の
批
判
は
歴
史
的
具
体
性
を
郭
び
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
仁

政
」
へ
の
要
求
も
武
士
の
「
職
分
」
実
践
に
対
す
る
批
判
に
そ
れ
が
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
視
し
た
い
。

(
ロ
)
「
心
学
」
が
後
期
に
お
い
て
武
士
階
級
に
受
容
さ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
場
合
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
幕

末
期
に
お
け
る
「
忠
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
丸
山
真
男
氏
、
松
本
三
之
介
氏
ら
の
研
究
が
あ
り
、
と
く
に
陽
明
学
へ
の
注
目
も
み
ら
れ
る
が
、

陽
明
学
の
思
惟
構
造
の
「
心
学
」
思
想
と
の
類
以
性
と
い
う
点
で
検
討
に
値
い
す
る
。

で
ふ
れ
た
。

こ
こ
で
は
少
し
く
視

四

梅
岩
に
お
け
る
道
徳
的
危
機
が
人
間
と
し
て
の
根
源
的
な
不
安
、
懐
疑
に
根
ざ
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
開
悟
の
体
験
の
深
刻
さ
が

あ
っ
た
。
彼
の
開
悟
の
思
想
史
的
意
味
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
彼
の
思
想
的
煩
悶
、
苦
闘
の
質
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の

思
想
的
解
決
の
形
態
お
よ
び
性
格
の
あ
り
方
を
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
彼
が
農
民
と
し
て
も

ま
た
商
人
と
し
て
も
い
ず
れ
も
徹
底
し
え
ぬ
疎
外
さ
れ
た
中
間
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
生
来
の
求
道
者
的
教
化
者
的
性
格
を
規
定
し

ハ
1
〉

ま
た
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
こ
う
し
た
人
格
的
特
質
こ
そ
が
、
体
制
の
矛
盾
を
人
一
倍
深
刻
に
そ
し
て
衝
撃
的
に
う
け
と

め
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

幕
藩
体
制
が
早
く
か
ら
全
国
的
規
模
で
展
開
し
た
商
品
貨
幣
経
済
を
そ
の
再
生
産
の
不
可
欠
の
一
環
と
し
て
い
た
特
殊
な
封
建
社
会
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
幕
藩
制
の
矛
盾
は
商
品
経
済
に
媒
介
さ
れ
て
意
外
に
早
熟
的
に
進
展
し
た
。
基
本
的
に
は
生
産
力
の
に
な
い
手
で
あ

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造



「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

二
四

る
農
民
、
小
生
産
者
た
ち
の
自
立
の
成
長
に
規
定
さ
れ
た
幕
藩
領
主
層
の
支
配
の
動
揺
は
、
や
が
て
地
代
水
準
の
低
下
と
と
も
に
商
品
経

済
化
の
進
行
に
よ
る
領
主
財
政
の
窮
乏
を
も
ひ
き
お
こ
し
た
。
だ
が
こ
の
さ
い
、
な
に
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
農
民
、
小
生
産
者
た
ち

が
、
そ
の
自
立
の
成
長
を
不
断
に
商
品
経
済
に
依
拠
し
媒
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
彼
ら
の
成
長
は
不
可
避
的
に
そ
の
過
程

で
そ
の
階
層
分
化
、
動
揺
と
没
落
の
危
機
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
主
観
的
な
勤
労
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
性
格
を
合
ん

で
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
も
っ
と
深
刻
な
こ
と
に
は
こ
う
し
た
危
機
は
当
時
に
お
い
て
、
彼
ら
の
自
立
の
不
可
欠
の
基
礎
で
あ
っ

た
共
同
体
的
諸
組
織
を
も
つ
い
に
は
破
綻
に
お
い
こ
み
、
そ
の
変
質
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
農
民
は
商
品
経
済
に
媒
介

さ
れ
た
自
立
を
お
し
す
す
め
よ
う
と
す
る
限
り
、
不
可
避
的
に
一
方
で
自
ら
の
自
立
の
基
礎
を
ほ
り
く
ず
し
、
そ
の
没
落
を
余
儀
な
く
さ

れ
か
~
の
で
あ
る
。
梅
岩
の
思
想
的
不
安
と
懐
疑
の
深
刻
さ
の
基
礎
に
は
こ
う
し
た
現
実
が
あ
っ
た
。
し
か
も
さ
ら
に
深
刻
で
あ
っ
た
の

は
、
こ
う
し
た
体
制
の
基
底
と
し
て
の
共
同
体
組
織
の
破
綻
は
階
級
支
配
に
お
け
る
経
済
外
強
制
の
補
完
物
と
し
て
の
共
同
体
規
制
の
解

体
を
ま
ね
き
、
あ
る
い
は
そ
の
支
配
の
隠
蔽
物
で
も
あ
る
共
同
幻
想
を
打
ち
く
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
体
制
の
矛
盾
を
露
骨
に
顕
在

化
し
、
危
機
を
激
化
さ
せ
る
。

体
制
の
こ
う
し
た
矛
盾
の
急
速
な
進
行
は
必
然
的
に
、
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
用
意
し
た
規
範
と
現
実
の
人
間
性
と
の
議
離
、
対
立
を

う
み
だ
し
、
そ
の
外
面
化
、
外
在
化
の
傾
向
を
助
長
す
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
つ
い
に
彼
ら
の
伝
統
的
、
日
常
的
生
活
規
範
す
ら
不
断
の
破

綻
に
お
び
や
か
さ
れ
、
し
か
も
体
制
立
な
お
し
の
た
め
に
共
同
体
支
配
を
強
化
再
興
せ
ん
と
す
る
支
配
階
級
の
試
み
の
た
め
に
彼
ら
の
伝

統
的
、
民
俗
的
世
界
も
敵
対
的
、
疎
外
的
性
格
を
内
包
す
る
よ
う
に
な
る
。
生
産
者
と
し
て
の
民
衆
に
と
っ
て
人
間
と
し
て
の
主
体
性
を

支
え
る
モ
ラ
ル
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
維
持
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
道
徳
的
無
気
力
と
頚
廃
が
、
都
市
を
も
農
村
を
も
お
そ
い
は
じ

め
る
。
そ
の
な
か
で
民
衆
は
人
間
と
し
て
の
根
源
的
な
不
安
に
お
そ
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
e

ま
さ
に
彼
ら
に
と
っ
て
体
制
の
危
機
が
同
時



〈

3
)

に
ま
た
自
ら
の
存
立
の
危
機
で
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
と
り
わ
け
彼
ら
の
道
徳
的
危
機
と
し
て
現
象
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
民
衆
は
生
産
者
と
し
て
生
産
お
よ
び
労
働
に
お
い
て
人
間
的
自
覚
を
獲
得
し
て
い
く
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
人
間
と
し
て
の
立
ち
な
お
り
は
、
何
と
し
て
も
日
常
の
生
産
と
労
働
を
基
礎
に
、
生
活
者
と
し
て
の
日
常
実
践
の
う
ち
に
求
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
日
常
的
共
同
生
活
の
あ
り
方
が
、
あ
る
い
は
家
の
あ
り
方
が
、
彼
ら
の
自
立
を
・
支
え
る
生
産
力
の
問
題
と
し

て
ま
た
彼
ら
の
人
間
的
自
覚
を
生
み
だ
す
生
活
意
識
の
基
盤
と
し
て
、
道
徳
的
反
省
の
さ
し
当
つ
て
の
対
象
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
栴
岩

は
彼
独
自
の
や
り
方
で
、

つ
ま
り
儒
学
、
そ
し
て
そ
れ
は
朱
子
学
に
さ
え
内
包
さ
れ
て
い
る
人
聞
の
本
源
性
に
由
来
す
る
血
縁
的
原
理
を

反
省
し
、
自
覚
的
に
再
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
次
元
に
す
ら
不
可
避
的
に
噴
出
す
る
「
私
欲
」
の
契
機
を
不
断
に
し
か
も
時
々

刻
々
に
克
服
し
う
る
強
い
内
面
主
体
を
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
で
の
絶
対
化
さ
れ
た
規
範
の
内
面
化
は
ど
う
し

て
も
日
常
的
生
活
実
践
の
な
か
で
、
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
て
実
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
限
り
で
「
職
分
」
と

さ
れ
て
い
る
生
産
と
労
働
の
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
姿
の
な
か
に
さ
え
、
そ
の
道
徳
的
実
現
の
契
機
を
求
め
て
い
っ
た
。

「
職
分
」
は
支

配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
道
徳
的
秩
序
と
さ
れ
た
現
実
の
支
配
秩
序
に
体
制
的
に
く
み
こ
ま
れ
て
ゆ
く
現
実
的
契
機
で
あ
っ
た
。
だ
が

彼
民
と
っ
て
は
そ
れ
は
社
会
に
お
け
る
不
安
に
み
ち
た
個
別
人
か
ら
確
信
あ
ふ
れ
る
全
体
人
に
な
る
つ
ま
り
民
衆
に
と
っ
て
は
社
会
的
現

ハ
5〉

実
的
に
自
立
を
進
め
う
る
唯
一
の
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
被
ら
は
「
家
業
」
に
お
け
る
「
職
分
」
実
践
の
な
か
で
、
韮
善
的
な
血
縁
的

原
理
に
支
え
ら
れ
た
有
機
体
秩
序
|
|
-
そ
れ
は
現
実
に
は
幕
藩
的
身
分
秩
序
で
は
あ
っ
た
が
|
|
の
一
員
と
し
て
そ
こ
で
精
力
的
な
か
っ

確
信
に
み
ち
た
「
内
面
主
体
」
た
り
え
た
の
で
あ
る
。

彼
の
思
想
は
か
く
て
そ
の
絶
対
化
さ
れ
た
規
範
H
「
心
」
の
も
つ
自
然
的
、
血
縁
的
性
格
の
た
め
に
、
民
俗
世
界
に
お
け
る
日
常
生
活

規
範
の
特
殊
日
本
的
な
伝
統
的
、
血
縁
的
性
格
と
や
が
て
融
合
す
る
。
梅
岩
の
思
想
に
み
ら
れ
る
神
、
儒
、
仏
そ
の
他
多
く
の
思
想
を
と

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

五



内
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

一一六

り
入
れ
た
そ
の
混
濁
的
性
格
は
、
彼
が
あ
く
ま
で
民
衆
の
日
常
的
生
活
実
践
か
ら
遊
離
し
な
か
っ
た
、

ハ
6
〉

現
を
そ
の
日
常
的
実
践
の
世
界
に
期
待
し
た
こ
と
の
む
し
ろ
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
あ
く
ま
で
そ
の
道
徳
の
実

し
か
も
梅
岩
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
こ
う
し
た
性
格
の
道
徳
規
範
H

「
心
」
の
普
遍
化
、
絶
対
化
を
主
張
す
る
が
ゆ
え
に
、
ぞ
れ
を
社

会
一
、
般
の
全
て
の
実
践
の
う
ち
に
、
し
た
が
っ
て
つ
い
に
社
会
構
成
の
編
成
原
理
の
う
ち
に
定
着
さ
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
。
こ
れ
は
現

実
に
は
至
善
的
な
血
縁
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
有
機
体
秩
序
の
実
現
の
要
求
で
あ
り
、
歴
史
具
体
的
に
は
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
の

原
理
に
の
っ
と
っ
て
構
成
す
べ
き
だ

共
同
体
的
組
織
を
基
礎
に
幕
藩
制
を
た
て
な
お
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
発
展
す
る
。
実
際
に
は
支
配
体
制
を
情
緒
的
血
縁
的
一
体
性
の

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
彼
は
現
実
の
体
制
を

(
つ
ま
り
理
念
化
さ
れ
た
「
家
族
国
家
」
)

批
判
じ
つ
つ
結
局
は
容
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ま
だ
封
建
制
と
根
本
的
に
対
立
し
て
独
自
の
社
会
構
想
を
も
っ
に

至
っ
て
い
な
い
、
そ
の
意
味
で
現
実
の
封
建
体
制
の
改
良
に
よ
っ
て
自
ら
の
自
立
を
お
し
す
す
め
よ
う
と
す
る
小
生
産
者
と
し
て
の
民
衆

の
主
体
的
形
成
の
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
姿
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
梅
岩
の
思
想
は
「
職
分
」
日
「
家
業
」
実
践
と
い
う
形
態
で
自
立
を
実

現
し
て
い
く
小
生
産
者
と
し
て
の
民
衆
の
成
長
に
こ
た
え
る
実
践
倫
理
の
提
示
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
思
想
的
中
核
を
獲
得
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
に
裏
づ
け
ら
れ
て
「
通
俗
道
徳
」
は
ま
さ
に
民
衆
の
思
想
形
成
・
主
体
形
成
の
独
自
の
形
態
た
り
え
た
の
で
あ
る
。

々
以
上
、
石
田
梅
岩
の
思
想
の
も
つ
独
特
の
形
態
と
構
造
は
、
明
ら
か
に
基
礎
的
に
幕
藩
制
の
当
時
の
矛
盾
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
て
い

た
し
、
直
接
的
に
は
当
時
の
道
徳
的
課
題
の
特
別
な
深
刻
さ
の
も
つ
独
自
性
に
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
歴
史
の
必

然
的
な
所
産
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
彼
の
思
想
の
全
面
的
理
解
に
つ
い
て
は
そ
の
個
別
の
「
徳
目
」
に
対
す
る
独
自
の
把
握
と
そ
の
機
能
の
示
す
特
性
に
つ
い
て
の
検

討
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
は
栴
岩
思
想
の
歴
史
的
性
格
を
後
期
心
学
の
詩
思
想
と
の
関
連
で
正
し
く
担
え
る
煮
味



に
お
い
て
も
あ
ら
た
め
て
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

(

1

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
梅
岩
を
「
中
年
者
」
と
し
て
町
人
ら
し
い
町
人
に
な
り
き
れ
ぬ
「
傍
観
者
的
存
在
」
「
批
判
者
的
存
在
」
で
あ
っ
た
ご
と

く
で
あ
る
と
さ
れ
た
勝
部
真
長
氏
の
見
解
に
、
全
面
的
に
賛
成
で
き
る
。
同
著
司
日
本
思
想
の
分
水
嶺
』
(
一
九
七
八
年
勤
草
書
一
房
一
刊
)
七
九
ペ

ー
ジ
。

(

2

)

こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
古
学
派
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

(

3

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
経
済
の
発
展
と
経
済
思
想
」
(
『
有
斐
閣
ー
新
書
日
本
史
附
近
世
2
』
所
収
一
九

0
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
)
。
た
だ
し

こ
こ
で
は
町
人
道
徳
の
展
開
の
な
か
で
梅
宕
の
思
想
の
歴
史
的
役
割
を
ま
ず
検
討
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
人
間
の
本
質
を
労
働
に
お
い
て
捉
え

る
志
向
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
民
衆
思
想
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

(

4

)

こ
の
点
は
当
然
な
が
ら
通
俗
的
諮
徳
目
と
の
結
合
の
思
想
内
的
条
件
と
な
る
。

(
5
〉
梅
岩
は
「
職
分
」
実
践
に
お
い
て
、
と
く
に
そ
の
「
家
業
」
形
態
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
「
無
心
」
な
る
「
心
」
実
現
に
と
っ
て
最

適
の
場
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
道
徳
実
践
の
基
本
形
態
は
ま
さ
に
「
家
業
L

実
践
で
あ
っ
た
。
な
お
「
家
業
」
突
践
こ
そ
わ
が
国
近
代
形
成
期

に
お
け
る
禁
欲
的
エ
ー
ト
ス
形
成
の
基
本
的
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
な
お
拙
稿
ハ
「
石
田
梅
岩
に
お
け
る
通
俗
道
徳
の
成
立
」
〉
参

照問。

(

6

)

 

(

7

)

 

梅
山
石
思
想
の
も
つ
混
滑
的
性
格
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
点
で
、
と
く
に
押
道
、
仏
教
と
の
関
連
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

「
仁
政
」
を
要
求
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
領
主
に
対
す
る
期
待
の
な
か
に
は
こ
う
し
た
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
。

「
通
俗
道
徳
」
の
思
想
構
造

二
七




