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序
 
 

論
 
 

日
本
人
は
、
古
来
－
－
－
古
来
と
は
い
つ
か
ら
か
は
本
論
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
後
段
で
考
え
る
 
ー
 
今
日
払
い
た
る
ま
で
一
 
 

貫
し
て
、
風
景
を
絵
画
に
措
き
詩
歌
に
歌
い
つ
づ
け
て
き
た
。
音
楽
に
お
い
て
す
ら
、
し
ば
し
ば
風
景
を
奏
で
て
き
た
と
い
え
る
か
も
 
 

L
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
間
で
久
し
く
名
歌
と
し
て
歌
い
つ
が
れ
て
き
た
歌
も
、
た
い
て
い
は
叙
景
歌
で
あ
り
、
絵
画
の
名
 
 

品
ま
た
、
か
ず
か
ず
の
山
水
画
を
ほ
じ
め
と
L
て
、
天
橋
立
図
二
二
保
松
原
図
、
武
蔵
野
図
、
吉
野
山
国
な
ど
の
あ
ま
た
の
名
所
絵
、
 
 

さ
ら
に
は
松
国
、
梅
因
、
浜
松
図
、
柳
橋
囲
、
日
月
山
水
国
等
々
、
圧
倒
的
に
風
景
画
で
あ
る
。
仏
国
や
神
道
画
す
ら
に
も
、
風
景
画
 
 

が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
の
こ
る
名
歌
を
列
挙
し
て
み
れ
ば
、
こ
ん
な
歌
が
思
い
浮
か
ぷ
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
は
 
 
 

大
和
ほ
囲
の
眞
秀
ろ
ば
 
重
な
づ
く
青
垣
 
山
籠
れ
る
 
大
和
し
う
る
は
し
 
（
古
事
記
三
一
）
 
 

大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
 
と
り
よ
ろ
ふ
天
の
香
具
山
 
登
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
 
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
 
 
 

蘇
原
は
か
ま
め
立
ち
立
つ
 
う
ま
し
国
そ
 
あ
き
づ
島
 
大
和
の
園
は
 
（
万
葉
巻
一
、
2
）
 
 

狭
井
河
よ
 
雲
立
ち
わ
た
り
 
畝
火
山
 
木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
 
風
吹
か
む
と
す
 
（
古
事
記
二
一
）
 
 

景
 
 
 論
 
 

叙
 
 

瀧
 
内
 
債
 
雄
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叔
 
春
の
園
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
↑
照
る
這
に
出
で
立
つ
娘
子
 
芳
葉
巻
十
九
 
1
1
3
9
 
大
伴
家
持
）
 
 

我
が
宿
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
か
も
 
（
万
葉
巻
十
九
 
2
9
 
家
持
）
 
 

君
が
た
め
春
の
野
に
い
で
て
若
菜
つ
む
わ
が
衣
手
に
雪
ほ
降
り
つ
つ
 
（
古
今
巻
一
2
1
 
仁
和
帝
）
 
 

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
 
（
古
今
巻
二
 
8
4
 
紀
友
則
）
 
 

梓
弓
春
の
山
べ
を
越
え
く
れ
ば
道
も
さ
り
あ
へ
ず
花
ぞ
散
り
け
る
 
（
古
今
巻
二
 
‖
5
 
紀
貫
之
）
 
 
 

1
 
 

1
4
 
わ
た
つ
み
の
豊
旗
実
に
入
日
射
し
今
夜
の
月
夜
さ
や
け
か
り
こ
そ
 
（
万
葉
巻
一
1
5
）
 
 

淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
情
も
し
の
に
古
思
ほ
ゆ
 
（
万
葉
巻
三
 
紺
 
人
麿
）
 
 

東
の
野
に
典
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
き
ぬ
 
（
万
葉
巻
一
亜
 
人
麿
）
 
 

何
処
に
か
船
泊
す
ら
む
安
礼
の
崎
漕
ぎ
廻
み
行
き
L
棚
無
し
小
舟
 
（
万
葉
巻
一
5
8
 
黒
人
）
 
 
 

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
清
き
川
原
に
千
鳥
し
ば
鳴
く
 
（
万
葉
巻
六
 
睦
 
山
部
赤
人
）
 
 

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
渡
る
 
（
万
葉
巻
六
 
9
1
9
 
山
部
赤
人
）
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か
ら
く
れ
な
ゐ
 
 
 

ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
龍
田
州
韓
紅
に
水
く
く
る
と
は
 
（
古
今
巻
玉
 
出
 
業
平
）
 
 

冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
く
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む
 
（
古
今
巻
六
 
劉
 
清
原
深
養
父
）
 
 

大
空
は
梅
の
に
は
ひ
に
か
す
み
つ
つ
曇
り
も
果
て
ぬ
春
の
夜
の
月
 
（
新
古
今
巻
一
4
0
 
定
家
）
 
 

花
さ
そ
ふ
比
良
の
山
風
吹
き
に
け
り
漕
ぎ
ゆ
く
舟
の
跡
見
ゆ
る
ま
で
 
（
新
古
今
巻
二
 
闇
 
宮
内
卿
）
 
 

降
り
つ
み
し
高
嶺
の
み
雪
解
け
に
け
り
清
瀧
川
の
水
の
白
波
 
（
新
古
今
巻
一
2
7
 
西
行
）
 
 

夕
月
夜
潮
満
ち
来
ら
し
難
波
江
の
産
の
若
葉
を
越
ゆ
る
白
波
 
（
新
古
今
巻
一
2
6
 
秀
能
）
 
 

駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
陰
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
タ
暮
（
新
古
今
巻
六
 
m
 
定
家
）
 
 

ヽ
 
 

こ
の
世
界
に
ほ
生
動
す
る
人
間
は
い
な
い
。
時
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
ま
れ
に
あ
る
人
間
ほ
「
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
娘
 
 

子
」
や
「
袖
う
ち
は
ら
ふ
陰
」
に
す
ぎ
ず
、
も
は
や
完
全
に
風
景
の
中
の
一
点
景
と
化
し
て
い
る
。
日
本
詩
歌
は
つ
わ
に
所
謂
景
物
 
 

を
歌
い
つ
づ
け
て
き
た
。
景
物
と
は
何
か
、
こ
れ
は
美
学
的
に
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
後
に
考
察
す
る
が
、
と
も
か
く
日
 
 

本
詩
歌
が
好
ん
で
歌
い
つ
づ
け
て
き
た
景
物
と
ほ
具
体
的
に
ほ
つ
ぎ
の
よ
う
な
景
で
あ
る
。
春
雪
、
霞
、
春
光
、
白
波
、
落
花
、
梅
 
 

香
、
雨
、
紅
葉
、
秋
草
、
風
、
月
、
夕
暮
、
霧
、
芹
な
ど
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
二
百
だ
け
言
及
し
て
お
く
な
ら
、
こ
れ
ら
景
物
と
 
 

‘
つ
 
 

は
決
し
て
物
で
は
な
い
（
し
た
が
っ
て
景
物
と
い
う
名
称
ほ
本
来
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
。
概
略
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
古
今
集
一
 
 

山
一
一
首
の
う
ち
、
景
を
歌
い
こ
ん
で
い
な
い
歌
は
一
割
に
も
及
ば
な
い
よ
う
で
あ
る
。
正
確
な
数
字
は
と
も
か
く
と
し
て
も
異
例
 
 

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
例
え
ば
「
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
ほ
む
」
な
ど
と
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（
l
）
 
 

9
 
 

1
3
 
い
う
歌
の
よ
う
に
「
季
節
の
風
物
が
全
く
歌
わ
れ
て
い
な
い
歌
は
当
時
と
し
て
も
珍
し
い
」
の
で
あ
る
。
 
 

四
季
の
歌
だ
け
に
景
を
歌
っ
た
歌
が
多
い
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ほ
ど
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
 
 

で
ほ
な
い
。
賀
歌
、
離
別
歌
、
哀
傷
歌
、
恋
歌
な
ど
、
本
来
人
事
や
感
情
を
主
題
と
す
る
歌
で
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
 
 

亀
の
尾
の
山
の
岩
根
を
と
め
て
落
つ
る
滝
の
白
玉
千
代
の
敷
か
も
 
（
巻
七
賀
歌
 
3
5
0
 
紀
惟
岳
）
 
 

春
く
れ
ば
宿
に
ま
づ
咲
く
梅
の
花
君
が
千
年
の
か
ぎ
し
と
ぞ
見
る
 
（
巻
七
賀
歌
 
湖
 
紀
貫
之
）
 
 

右
の
二
首
ほ
い
ず
れ
も
長
寿
の
視
歌
で
あ
る
が
、
相
手
の
人
物
や
そ
の
長
寿
そ
れ
自
体
を
直
接
叙
述
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
そ
れ
 
 

論
 
を
ひ
と
つ
の
景
に
転
換
し
て
た
た
え
て
い
る
。
一
方
は
、
亀
の
尾
の
山
の
岩
根
を
伝
っ
て
落
ち
る
滝
の
白
玉
に
、
他
方
は
古
木
に
咲
 
 

く
梅
の
花
に
。
 
 

景
 
 

叙
 
す
が
る
鳴
く
秋
の
萩
原
朝
立
ち
て
旋
ゆ
く
人
を
い
つ
と
か
ま
た
む
 
（
巻
八
離
別
歌
 
3
6
6
 
読
人
し
ら
ず
）
 
 

こ
の
歌
も
、
離
別
の
哀
愁
を
す
が
る
鳴
く
早
朝
の
秋
の
萩
原
と
い
う
大
き
な
景
と
し
て
視
覚
化
聴
覚
化
し
て
い
る
。
こ
の
景
が
実
 
 

景
で
あ
っ
た
か
否
か
な
ど
と
い
う
こ
と
ほ
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ナ
み
ぞ
め
 
 

深
草
の
野
辺
の
接
し
心
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
ほ
墨
染
に
咲
け
 
（
巻
十
六
哀
傷
歌
 
拙
 
上
野
孝
雄
）
 
 

こ
の
歌
も
、
喪
の
哀
傷
を
深
草
の
野
辺
に
咲
く
墨
染
の
桜
花
と
い
う
景
に
転
換
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

郭
公
な
く
や
五
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
 
（
巻
十
一
恋
歌
 
摘
 
読
人
し
ら
ず
）
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む
す
ぷ
手
の
し
づ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な
 
（
巻
八
離
別
歌
 
4
D
4
 
紀
貫
之
）
 
 

右
の
五
首
の
歌
の
傍
線
部
ほ
、
い
わ
ゆ
る
序
詞
と
呼
ば
れ
、
古
今
集
以
下
の
勅
選
集
に
お
い
て
著
し
く
多
用
さ
れ
て
い
る
修
辞
法
 
 

で
あ
る
こ
と
ほ
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
序
詞
は
、
枕
詞
に
似
て
、
歌
本
来
の
主
題
を
導
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
積
 
 

極
的
意
味
内
容
は
も
た
な
い
と
い
う
の
が
通
例
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
皮
層
な
解
釈
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ほ
 
 

な
る
ま
い
。
率
直
に
こ
れ
ら
の
歌
を
読
め
ば
、
序
詞
の
部
分
に
こ
そ
、
あ
る
い
は
序
詞
の
部
分
に
し
か
、
詩
的
世
界
が
構
成
さ
れ
て
 
 

l
ア
七
ソ
六
 
 

い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
序
詞
ほ
序
詞
ど
こ
ろ
か
詩
の
精
髄
で
あ
る
。
い
ま
、
歌
全
体
を
序
詞
部
と
主
題
部
と
に
二
分
す
る
 
 

と
、
主
観
部
は
た
い
て
い
人
事
や
感
情
の
叙
述
で
あ
る
。
右
の
歌
で
ほ
、
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
を
す
る
、
ち
ら
と
見
た
君
ほ
ど
こ
に
 
 

い
る
の
か
、
わ
き
た
つ
心
を
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
た
ま
に
し
か
会
え
な
い
人
に
恋
つ
づ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
、
あ
き
た
り
な
い
 
 

思
い
で
人
と
別
れ
て
し
ま
っ
た
、
等
々
と
い
う
句
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
と
る
に
も
足
ら
ぬ
平
凡
な
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
異
次
 
 

メ
■
二
′
エ
ー
レ
ソ
 
 

元
の
世
界
に
移
し
入
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
主
題
部
の
メ
タ
フ
ァ
ー
こ
そ
が
序
詞
部
で
あ
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
ほ
、
こ
の
 
 

序
詞
が
、
右
に
も
見
る
通
り
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
叙
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
序
詞
の
本
質
は
叙
景
的
メ
タ
フ
 
 

ァ
ー
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、
序
詞
と
い
う
詩
的
技
法
に
よ
っ
て
、
人
事
や
感
情
 
 

一
声
7
五
－
レ
ン
 
 

と
い
う
叙
事
的
抒
情
的
世
界
を
叙
景
的
世
界
に
移
送
な
い
し
転
換
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
転
換
せ
 
 

ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
答
え
は
ひ
と
つ
し
か
あ
り
え
ず
、
叙
景
的
世
界
に
詩
の
源
泉
ほ
あ
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
し
か
詩
の
源
泉
ほ
 
 

な
い
、
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
相
違
あ
る
ま
い
。
山
木
健
吉
ほ
『
詩
の
自
覚
の
歴
史
』
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
 
 

春
日
野
の
雪
間
を
わ
け
て
お
ひ
い
で
く
る
草
の
は
つ
か
に
見
え
し
君
は
も
 
（
巻
十
一
恋
歌
 
朋
 
壬
生
忠
写
）
 
 

あ
し
ひ
き
の
山
下
水
の
木
隠
れ
て
た
ぎ
つ
心
を
堰
き
ぞ
か
ね
つ
る
 
（
巻
十
一
恋
歌
 
1
9
1
 
読
人
し
ら
ず
）
 
 
 

笥
剥
か
つ
見
る
人
に
恋
ひ
や
わ
た
ら
む
 
（
巷
十
四
恋
歌
 
m
 
読
人
し
ら
ず
）
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と
き
氏
の
念
旗
に
措
か
れ
て
い
た
の
も
、
日
本
詩
歌
の
こ
う
し
た
叙
景
へ
の
深
い
慣
例
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
日
本
の
詩
歌
ほ
ど
、
叙
景
に
執
着
し
た
詩
歌
ほ
少
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
中
国
の
詩
と
並
ん
で
、
東
洋
の
詩
歌
の
特
色
と
言
 
 

っ
て
も
よ
い
。
万
葉
集
の
詩
歌
の
頂
点
は
、
お
そ
ら
く
叙
景
を
通
し
て
自
分
の
思
い
の
隠
微
な
る
も
の
を
表
現
す
る
術
を
発
見
し
た
 
 

人
麻
呂
、
黒
人
等
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
は
今
日
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
、
短
歌
や
俳
句
と
い
う
短
詩
型
の
形
式
で
、
お
び
 
 

た
だ
し
い
量
の
叙
景
詩
を
制
作
し
て
い
る
。
人
麻
呂
、
黒
人
の
時
代
忙
、
日
本
人
が
胸
忙
育
て
た
自
然
観
は
、
い
ま
だ
に
私
た
ち
の
 
 

（
2
）
 
 

中
に
息
づ
い
て
い
る
と
も
言
え
る
。
」
 
 
 

叙
景
詩
が
人
麻
呂
、
黒
人
の
時
代
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
叙
景
が
「
自
分
の
思
い
の
隠
微
な
る
も
の
を
表
 
 

現
す
る
術
」
で
あ
る
と
言
え
る
か
否
か
は
、
大
い
忙
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
本
詩
歌
の
核
心
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
 
 

の
は
叙
景
の
伝
統
で
あ
る
と
い
う
氏
の
指
摘
ほ
疑
い
な
く
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
伝
統
は
そ
も
そ
も
日
本
 
 

人
の
心
の
う
ち
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
り
哀
現
に
よ
れ
ば
、
日
本
民
族
の
世
界
観
の
う
ち
に
、
懐
胎
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
日
本
詩
 
 

歌
の
核
心
に
流
れ
る
同
一
の
叙
景
の
伝
統
ほ
日
本
美
術
そ
し
て
お
そ
ら
く
日
本
音
楽
の
核
心
に
も
貫
流
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
 
 

（
3
）
 
叙
景
と
ほ
本
来
文
芸
の
ジ
ャ
ソ
ル
概
念
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
こ
れ
を
芸
術
の
様
式
概
念
あ
る
い
ほ
芸
術
の
形
態
化
原
理
の
概
念
に
普
 
 

遍
化
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
文
芸
で
あ
れ
美
術
で
あ
れ
音
煮
で
あ
れ
、
ほ
た
ま
た
た
ん
忙
心
の
う
ち
に
お
い
て
 
 

で
あ
れ
、
風
景
を
美
的
に
捉
え
、
美
的
に
形
象
化
す
る
芸
術
的
営
み
を
一
般
忙
叙
景
と
定
義
す
る
な
ら
、
日
蕃
人
の
美
意
識
の
根
幹
 
 

に
あ
っ
て
芸
術
の
形
態
化
原
理
を
な
し
て
い
る
の
は
叙
景
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
族
あ
る
い
ほ
時
代
の
芸
 
 

（
4
）
 
 

術
形
態
化
原
理
G
e
翼
a
－
t
u
m
g
s
p
r
i
n
已
p
を
、
ウ
ィ
ー
ソ
の
美
術
史
家
ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
は
芸
術
意
思
 
K
u
n
s
t
w
O
】
訂
n
と
 
 

タ
ン
ス
ー
ゲ
ナ
レ
ソ
 
 

呼
ん
だ
が
、
い
ま
こ
の
含
蓄
豊
か
な
表
現
を
借
り
れ
ば
、
日
本
人
の
芸
術
意
思
は
叙
景
で
あ
る
、
と
簡
潔
に
規
定
で
き
よ
う
。
 
 

日
本
詩
歌
の
本
質
が
叙
景
に
あ
る
こ
と
を
洞
察
L
、
叙
景
詩
の
価
値
を
天
下
に
称
揚
し
た
功
績
ほ
も
ち
ろ
ん
ア
ラ
ラ
ギ
流
の
歌
人
 
 

た
ち
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
は
歴
史
的
な
視
野
が
も
の
の
見
事
に
欠
落
し
て
い
て
、
「
日
本
文
学
が
出
発
点
か
ら
し
て
既
 
 

〔
5
）
 
 

（
8
）
 
 

に
今
あ
る
ま
ま
の
本
質
と
目
的
」
す
な
わ
ち
叙
景
的
本
質
を
具
備
し
て
い
た
と
空
想
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
「
単
純
な
る
空
想
」
 
で
あ
 
 

っ
た
。
こ
の
点
を
鋭
く
衝
い
た
の
が
折
口
信
夫
の
十
指
に
余
る
一
連
の
日
本
文
学
発
生
論
で
あ
る
。
左
に
か
か
げ
る
批
判
が
す
べ
て
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〔
－
〕
 
 

暗
に
「
同
行
の
諸
前
聾
」
た
る
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
折
口
の
批
判
 
 

ほ
執
拗
を
極
め
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
ア
ラ
ラ
ギ
的
和
歌
観
が
根
強
く
蔓
延
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
日
本
文
挙
が
、
出
尭
点
か
ら
し
て
既
に
、
今
あ
る
ま
ま
の
本
質
と
目
的
と
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
単
純
な
空
頗
で
あ
 
 

〔
8
）
 
 

る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
極
撒
か
な
文
学
意
識
が
含
ま
れ
て
い
た
と
見
る
事
さ
え
、
真
実
を
離
れ
た
考
え
と
言
わ
ね
は
な
ら
な
い
。
」
 
 
 

「
実
の
処
、
今
日
我
々
の
考
え
る
文
学
は
、
誇
張
し
て
言
え
ば
、
極
め
て
最
近
の
発
見
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
な
の
忙
、
文
 
 

学
を
古
く
か
ら
も
ち
、
認
め
て
い
た
な
ど
と
考
え
る
こ
と
が
間
違
い
な
の
だ
。
私
は
、
そ
う
し
た
非
文
挙
が
、
如
何
に
し
て
文
学
に
 
 

（
q
）
 
 

な
っ
て
来
る
か
、
そ
の
過
程
を
説
明
す
る
責
任
を
負
う
た
訳
な
の
だ
。
」
 
 
 

「
す
べ
て
文
学
は
、
文
明
の
世
に
な
る
と
、
芸
術
的
衝
動
か
ら
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
昔
は
そ
う
し
た
欲
望
は
な
か
っ
た
。
 
 

（
1
0
）
 
 

…
‥
日
本
に
歌
の
出
来
た
始
め
は
、
文
学
の
目
的
の
た
め
に
生
れ
た
も
の
で
ほ
な
い
。
」
折
口
の
日
本
文
草
薙
生
論
が
ア
ラ
ラ
ギ
的
和
 
 

歌
観
を
眼
底
か
ら
覆
し
、
古
代
文
学
に
発
生
史
の
観
点
を
導
き
入
れ
た
そ
の
音
義
に
は
画
期
的
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
 
 
 

折
口
は
、
日
蕃
で
ほ
文
学
は
「
後
飛
鳥
期
（
紆
明
－
天
武
帝
）
」
 
に
は
じ
め
て
発
生
し
た
と
み
た
。
発
生
と
い
う
よ
り
覚
醒
と
い
 
 

っ
た
万
が
適
L
い
だ
ろ
う
。
折
口
も
日
本
で
旺
文
学
ほ
先
ず
叙
景
詩
と
し
て
覚
醒
し
確
立
さ
九
た
と
み
て
い
た
。
そ
れ
は
「
叙
景
詩
 
 

の
発
生
」
を
は
じ
め
と
し
て
処
々
に
感
じ
と
ら
れ
る
が
、
と
く
に
ほ
次
の
箇
所
な
ど
に
明
か
に
読
み
と
れ
よ
う
。
 
 
 

「
歌
謡
に
お
い
て
、
従
来
の
乏
し
い
表
現
能
力
か
ら
急
速
に
進
歩
L
、
文
学
と
L
て
の
美
し
さ
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
、
天
智
天
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 

皇
の
御
代
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
歌
謡
の
も
た
な
か
っ
た
も
の
が
、
叙
景
的
な
黄
の
新
L
い
掴
み
方
が
、
附
加
さ
れ
た
。
そ
 
 

（
1
1
）
 
 

れ
ま
で
に
は
主
と
し
て
拝
借
的
な
も
の
が
、
そ
の
大
部
を
占
め
て
い
た
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
叙
景
詩
が
登
場
し
て
く
る
。
」
〔
傍
点
筆
 
 

者
）
 
 

一
方
、
後
飛
鳥
期
か
ら
太
古
に
ま
で
遡
る
原
始
時
代
の
日
本
は
長
い
非
文
学
時
代
に
覆
わ
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
非
文
学
時
代
に
も
 
 

歌
は
歌
わ
れ
て
い
た
。
歴
史
に
残
る
最
古
の
歌
に
関
す
る
記
述
は
「
凍
志
倭
人
伝
」
の
葬
礼
の
歌
へ
の
言
及
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
 
 

に
も
歌
は
歌
わ
れ
て
い
た
忙
ち
が
い
な
い
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
非
文
学
時
代
の
歌
ほ
美
意
識
に
発
す
る
詩
歌
で
あ
り
え
る
は
ず
は
な
 
 

か
っ
た
。
そ
の
時
代
の
歌
の
実
体
は
呪
術
信
仰
に
基
づ
く
呪
敢
で
あ
っ
た
。
呪
歌
と
は
お
そ
ら
く
折
口
が
創
始
し
た
概
念
で
あ
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
の
上
に
立
て
ば
、
冒
頭
に
か
か
げ
た
一
連
の
歌
の
う
ち
、
最
初
の
二
首
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大
和
ほ
園
の
眞
秀
ろ
ば
 
重
な
づ
く
青
垣
 
山
繁
れ
る
 
大
和
し
う
る
は
し
 
 

大
和
に
ほ
群
山
あ
れ
ど
 
と
り
よ
ろ
ふ
天
の
香
具
山
 
重
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
 
同
原
ほ
煙
立
ち
立
つ
 
海
原
は
か
ま
め
立
ち
 
 
 

立
つ
 
う
ま
し
囲
そ
 
あ
き
づ
島
 
大
和
の
闘
ほ
 
 
 

は
、
後
飛
鳥
期
以
前
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
叙
景
歌
で
は
あ
り
え
な
い
。
た
し
か
に
両
歌
と
も
風
景
を
叙
述
し
て
お
り
、
こ
 
 

と
に
第
一
首
の
方
な
ど
鱒
無
摂
に
声
調
の
美
し
い
歌
で
あ
る
こ
と
も
加
わ
っ
て
、
叙
景
詩
と
思
い
た
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
L
か
 
 

L
先
き
の
定
義
、
す
な
わ
ち
風
景
を
美
的
に
捉
え
美
的
に
形
象
化
す
る
芸
術
的
行
為
を
叙
景
と
定
義
す
る
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
 
 

竺
一
首
の
歌
は
叙
景
詩
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
作
者
－
 
む
ろ
ん
こ
の
場
合
の
作
者
は
想
定
さ
れ
た
作
者
で
あ
る
が
 
－
 
の
目
は
 
 

風
景
を
美
的
に
観
照
し
美
的
に
捉
え
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
ほ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
竺
一
首
は
国
語
め
の
 
 

呪
歌
で
あ
っ
て
、
作
者
は
特
定
の
実
践
的
関
心
か
ら
、
風
景
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
そ
の
背
後
に
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
地
霊
に
呼
び
 
 

か
け
祈
願
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
 
 

狭
井
川
よ
 
雲
立
ち
渡
り
 
畝
火
山
 
木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
 
夙
吹
か
む
と
す
 
 

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
土
橋
寛
氏
の
つ
ぎ
の
解
釈
が
、
古
代
歌
謡
時
代
に
お
け
る
人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
意
を
尽
く
し
て
 
 

い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
 
 
 

「
こ
の
歌
は
、
次
の
歌
（
記
2
1
）
と
と
も
に
、
所
伝
か
ら
切
り
離
し
て
見
る
と
純
然
た
る
叙
景
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
 
 

た
ぎ
し
丸
■
み
の
ム
こ
と
 
 

元
来
は
自
然
観
魔
の
歌
で
あ
っ
た
も
の
を
、
当
芸
志
莞
美
命
の
謀
薮
の
物
語
に
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
学
者
が
多
い
。
 
 

（
1
2
）
 
 

一
般
忙
叙
景
歌
が
出
現
す
る
の
は
万
葉
時
代
、
そ
れ
も
第
二
期
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
説
は
文
学
史
の
通
念
を
破
っ
 
 

た
新
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
見
解
ほ
雲
や
木
の
さ
や
ぎ
と
い
う
自
然
現
象
に
つ
い
て
の
古
代
観
念
を
理
解
し
て
い
な
い
た
 
 

め
に
生
じ
た
思
い
す
ご
し
で
あ
（
る
）
…
・
。
い
っ
た
い
「
叙
景
歌
」
と
は
、
素
材
と
L
て
の
自
然
を
歌
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
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然
の
描
写
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
の
叙
景
歌
が
出
現
す
る
の
は
万
葉
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
で
、
古
代
 
 

歌
謡
に
お
い
て
も
、
民
謡
に
お
い
て
も
、
自
然
の
景
物
や
現
象
が
歌
わ
れ
る
の
は
、
人
事
と
の
融
即
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
 
 

は
歌
が
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
ま
だ
生
活
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
し
、
そ
れ
ら
の
世
界
で
は
、
人
間
 
 

の
自
然
に
対
す
る
関
心
は
、
現
実
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
み
存
在
L
た
か
ら
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
民
衆
の
社
会
で
ほ
、
 
 

自
然
は
人
間
の
生
活
や
運
命
と
強
く
連
携
す
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
た
か
ら
、
自
然
現
象
は
人
事
の
よ
い
前
兆
か
、
悪
い
前
兆
と
し
 
 

（
1
3
）
 
 

て
見
ら
れ
、
か
つ
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
 
 
 

と
書
い
て
、
こ
の
歌
を
叙
景
歌
と
見
る
説
を
詰
L
く
退
け
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
正
論
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
右
に
つ
 
 

づ
け
て
氏
ほ
、
叙
景
歌
で
ほ
あ
り
え
ぬ
故
、
即
こ
の
歌
は
動
乱
を
警
告
し
た
物
語
歌
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
私
は
雨
 
 

乞
い
の
呪
歌
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
L
て
い
る
。
 
 
 

葎
飛
鳥
期
を
迎
え
る
と
、
原
始
的
混
沌
の
う
ち
か
ら
文
芸
世
界
の
黎
明
が
に
わ
か
に
明
け
そ
め
て
く
る
の
が
実
感
さ
れ
る
。
そ
れ
 
 

は
折
口
の
鋭
敏
た
感
受
性
が
察
知
し
た
通
り
で
あ
る
。
臼
に
み
え
て
外
界
の
把
握
力
が
正
確
さ
を
増
し
、
表
現
は
独
自
性
と
精
緻
さ
 
 

を
お
び
る
。
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
よ
う
に
、
短
歌
定
型
が
固
定
し
て
く
る
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
 
 

わ
た
つ
み
の
豊
旗
雲
に
入
日
射
し
今
夜
の
月
夜
さ
や
け
か
り
こ
そ
 
 

こ
の
歌
に
ほ
叙
景
の
気
分
は
色
濃
く
動
い
て
お
り
、
こ
こ
に
叙
景
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
 
 

い
っ
て
、
こ
の
歌
を
以
て
叙
景
詩
と
す
る
こ
と
は
未
だ
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
歌
ほ
、
茂
吉
の
言
う
よ
う
な
、
「
渾
身
を
以
て
 
 

自
然
に
参
入
し
た
」
海
景
の
「
写
生
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
理
解
の
要
は
、
「
わ
た
つ
み
」
 
の
語
義
の
解
釈
い
か
ん
 
 

（
1
4
）
 
 

に
か
か
っ
て
い
る
。
ワ
タ
ブ
ミ
は
た
ん
な
る
大
海
の
意
で
は
な
く
、
「
海
神
の
義
で
あ
る
」
と
す
る
武
田
祐
曽
説
に
従
う
か
ぎ
り
は
、
 
 

こ
の
歌
ほ
い
ぜ
ん
と
し
て
海
路
の
安
全
を
予
祝
し
た
国
讃
め
の
呪
歌
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
代
の
歌
 
 

は
、
「
時
代
が
純
粋
な
叙
景
詩
を
欲
し
て
い
た
ら
、
直
ち
に
そ
の
題
材
を
捉
え
て
歌
う
こ
と
の
で
き
る
能
力
は
み
せ
て
い
る
」
と
は
 
 

（
1
5
）
 
 

い
う
も
の
の
、
「
歌
に
叙
景
詩
と
し
て
の
意
識
が
未
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
後
飛
鳥
期
に
ほ
叙
景
詩
の
萌
芽
ほ
あ
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（
1
 

つ
ま
り
、
人
麻
呂
の
歌
は
、
一
般
的
に
は
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
が
、
た
い
て
い
は
そ
の
冥
体
は
類
型
的
な
寿
歌
な
い
し
呪
歌
 
 

で
あ
っ
て
、
人
麻
呂
の
歌
に
は
未
だ
叙
景
詩
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
見
て
い
る
。
 
 

淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
情
も
し
の
に
古
恩
は
ゆ
 
 

叙
景
詩
の
絶
唱
の
如
く
に
響
く
こ
の
歌
も
、
そ
の
実
体
ほ
お
そ
ら
く
、
壬
申
の
乱
で
先
れ
た
天
智
方
の
霊
と
近
江
の
国
魂
を
鎮
魂
 
 

慰
撫
す
る
た
め
の
呪
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
 
 

東
の
野
に
炎
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
き
ぬ
 
 
 

景
 

3
 
 

1
3
 
つ
て
も
未
だ
そ
の
発
生
は
な
か
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

結
局
の
と
こ
ろ
折
口
は
、
叙
景
詩
は
藤
原
京
の
時
代
に
発
生
、
成
立
し
た
と
み
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
藤
原
京
時
代
 
 

は
、
持
統
天
皇
八
年
（
六
九
四
年
）
 
の
藤
原
京
遷
都
か
ら
和
銅
三
年
（
七
一
〇
年
）
 
の
平
城
京
遷
都
ま
で
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
 
 

代
の
最
大
の
歌
人
ほ
言
う
ま
で
も
な
く
人
麻
呂
で
あ
る
が
、
折
口
の
人
麻
呂
に
対
す
る
次
の
位
置
づ
け
は
正
確
な
も
の
が
あ
る
。
 
 

「
柿
本
人
麻
呂
も
既
に
、
次
の
時
代
の
暗
示
着
た
る
才
能
の
上
か
ら
、
意
識
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
も
、
宴
歌
又
ほ
旅
の
歌
 
 

に
、
叙
景
の
真
随
を
把
握
し
た
も
の
を
作
っ
て
居
た
。
唯
、
意
識
の
有
無
を
価
値
判
断
に
お
く
時
に
は
、
人
麻
呂
は
ま
だ
渾
沌
時
代
 
 

（
1
6
）
 
 

に
あ
っ
て
、
大
き
な
価
値
を
つ
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
」
 
 

を
代
表
し
、
皇
族
の
儀
式
の
為
の
詞
曲
を
委
託
せ
ら
れ
て
製
作
し
た
あ
と
ほ
、
比
人
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
万
葉
集
の
多
く
の
歌
に
現
 
 

ソ
7
ガ
ミ
 
 

「
…
…
人
麻
呂
ほ
恐
ら
く
大
和
の
国
の
添
上
の
楠
本
に
出
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
宮
廷
詩
人
と
し
て
、
宮
廷
の
人
々
の
意
志
 
 

蘇
 
れ
て
い
る
。
作
者
白
身
の
感
激
を
叫
び
あ
げ
た
に
し
て
は
、
技
巧
の
上
に
新
味
は
出
し
て
い
て
も
、
結
局
、
類
型
を
脱
せ
な
い
も
の
 
 

が
多
い
。
吉
野
の
離
宮
の
行
幸
に
従
う
て
詠
じ
た
歌
や
、
近
江
の
旧
都
を
過
ぎ
た
時
の
感
動
を
謡
う
た
歌
の
額
の
、
伝
習
的
に
高
い
 
 

値
を
打
た
れ
た
も
の
り
多
く
が
、
た
い
て
い
、
作
者
独
自
の
心
の
動
き
と
見
る
よ
り
も
、
宮
廷
人
の
群
衆
に
普
遍
す
る
よ
う
な
安
易
 
 

7
）
 
 

。
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か
る
¢
み
亡
あ
き
の
 
 
 

ほ
、
白
州
静
氏
が
く
わ
し
く
論
究
し
た
よ
う
に
、
「
軽
皇
子
安
騎
野
に
宿
り
ま
L
し
時
、
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
の
作
れ
る
歌
」
と
題
 
 

ナ
る
長
歌
一
首
（
巻
一
、
4
5
）
と
短
歌
四
首
（
巻
一
、
4
6
～
亜
）
 
の
ひ
と
つ
づ
き
の
連
作
で
あ
っ
て
、
と
も
に
「
軽
皇
子
が
、
天
皇
 
 

霊
の
保
持
者
た
る
資
格
の
ま
ま
で
葬
ら
れ
た
草
壁
皇
子
の
、
生
前
の
最
も
躍
動
す
る
生
命
態
に
近
づ
い
て
、
そ
れ
に
合
一
す
る
た
め
 
 

（
ほ
）
 
 

の
、
す
な
わ
ち
継
体
受
慧
の
た
め
に
な
さ
れ
た
」
冬
猟
の
場
の
呪
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
お
そ
ら
く
正
し
い
解
釈
に
ち
が
い
な
い
。
 
 
 

結
論
と
し
て
、
叙
景
詩
ほ
ポ
ス
ト
人
麻
呂
の
高
市
黒
人
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
山
部
赤
人
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
 
 

折
口
の
究
極
の
解
答
で
あ
る
。
折
口
ほ
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 
 

「
自
然
描
写
を
は
じ
め
て
行
う
た
の
は
、
黒
人
で
あ
る
。
人
麻
呂
に
は
、
そ
れ
に
達
し
た
も
の
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
意
鼓
し
て
の
 
 

（
1
9
）
 
 

努
力
で
は
な
か
っ
た
。
」
 
 
 

「
日
本
人
固
有
の
表
現
法
か
ら
L
て
、
外
界
を
描
写
す
る
態
度
の
、
そ
ろ
そ
ろ
発
生
し
て
来
た
も
の
が
、
宴
歌
殊
に
旅
の
新
室
の
 
 

宴
席
の
当
座
詠
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
、
正
式
な
叙
景
の
姿
を
と
り
ほ
じ
め
た
と
こ
ろ
へ
、
多
少
、
支
部
の
宮
廷
文
学
の
匂
い
が
、
 
 

こ
れ
に
か
か
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
戯
景
詩
ほ
藤
原
ノ
都
の
時
代
に
ほ
、
す
で
に
意
識
に
上
っ
て
来
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
抒
情
 
 

辞
が
、
容
易
に
か
け
あ
い
、
頓
才
、
感
情
誇
張
、
劇
的
刺
戟
を
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
で
い
る
間
に
、
人
麻
呂
の
大
才
を
以
て
L
て
 
 

も
、
純
恋
愛
詩
・
抒
情
詩
の
本
格
を
握
る
こ
と
の
で
き
な
か
り
た
間
に
、
す
で
に
ま
ず
高
市
黒
人
の
観
照
態
度
を
具
備
し
た
叙
景
詩
 
 

（
別
）
 
 

が
生
れ
た
。
そ
う
し
て
、
直
に
続
い
て
、
山
部
赤
人
が
現
れ
て
、
叙
景
詩
の
本
式
た
も
の
を
示
し
て
い
る
。
」
 
 
 

そ
し
て
叙
景
詩
人
黒
人
お
よ
び
赤
人
に
対
L
次
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
 
 
 

「
黒
人
は
静
か
に
白
身
の
悲
し
み
や
瞳
れ
る
姿
な
見
て
い
た
人
で
あ
る
。
抒
情
詩
人
と
L
て
ほ
う
っ
て
つ
け
の
素
質
で
あ
る
。
数
 
 

（
2
1
）
 
 

少
い
作
物
の
う
ち
、
叙
景
詩
に
ほ
優
れ
た
写
生
力
を
見
せ
、
抒
情
詩
に
は
し
め
や
か
な
感
動
を
十
分
に
表
し
て
い
る
。
」
 
 
 

赤
人
に
つ
い
て
は
 
 

み
吉
野
の
象
山
の
際
の
本
末
に
は
こ
こ
だ
も
さ
わ
ぐ
鳥
の
声
か
も
 
 

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
措
き
川
原
に
千
鳥
し
ば
鳴
く
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論
 
 
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
い
た
っ
て
、
古
代
中
国
文
学
の
碩
学
白
州
静
氏
が
こ
の
常
識
正
対
し
疑
念
を
表
明
し
た
。
古
代
中
国
文
学
史
 
 

の
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
こ
の
常
識
ほ
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
非
常
識
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
強
い
疑
念
で
あ
る
。
氏
 
 

131   

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 
 

「
『
詩
経
』
は
中
国
の
古
代
歌
謡
で
あ
る
。
西
周
の
後
期
か
ら
春
秋
の
初
期
に
わ
た
る
詩
篇
の
時
代
ほ
、
古
代
王
朝
の
滅
亡
を
め
 
 

ぐ
っ
て
、
社
会
史
的
に
も
ほ
げ
L
い
変
動
を
経
験
し
た
時
期
で
あ
り
、
す
で
に
多
く
の
社
会
詩
、
政
治
詩
も
生
ま
れ
て
い
る
が
、
し
 
 

か
し
叙
景
詩
ほ
な
お
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
叙
景
詩
ほ
社
会
詩
や
政
治
詩
な
ど
、
現
実
的
な
も
の
を
温
か
に
超
え
た
と
こ
 
 

ろ
忙
成
立
す
る
。
そ
れ
で
中
国
の
叙
景
詩
ほ
、
詩
篇
の
時
代
か
ら
は
悠
々
一
千
載
を
へ
だ
て
る
菅
宗
の
際
に
至
っ
て
、
清
狂
を
尚
び
 
 

隠
逸
を
愛
す
る
風
狂
の
徒
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
叙
景
詩
成
立
の
文
学
史
的
事
 
 

実
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
自
然
詩
人
と
し
て
絶
讃
さ
れ
る
赤
人
の
出
現
は
、
万
葉
の
展
開
の
上
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
唐
突
に
過
ぎ
 
 

る
。
そ
こ
で
は
神
話
的
な
歌
の
世
界
か
ら
、
た
だ
ち
に
叙
景
歌
に
接
続
す
る
と
い
う
非
歴
史
的
な
解
釈
が
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
 
 

（
2
3
）
 
 

行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
 
 
 

「
叙
景
詩
は
…
‥
・
現
実
的
な
も
の
を
遠
か
に
超
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
」
と
い
う
箇
所
は
裸
足
説
明
を
要
す
る
か
も
し
れ
ぬ
。
 
 

そ
の
言
わ
ん
と
す
る
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
叙
景
が
成
立
す
る
た
め
に
ほ
、
人
間
の
目
が
自
然
の
ア
ス
ペ
ク
ト
そ
の
も
の
に
 
 
 

の
二
首
を
あ
げ
 
 
 

「
写
生
の
上
々
と
評
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
…
…
こ
の
歌
の
う
ち
に
は
深
い
暗
示
の
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
見
事
、
 
 

そ
の
霊
を
捉
え
た
歌
で
あ
る
。
此
歌
も
次
の
歌
も
、
聴
覚
か
ら
自
然
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
聴
覚
に
よ
る
新
L
い
写
生
の
 
 

方
法
を
発
見
し
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
、
値
打
ち
の
怪
し
ま
れ
る
叙
景
詩
も
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
芸
術
と
し
て
の
立
場
は
犯
し
が
 
 
 

（
2
2
）
 
 

た
い
。
」
 
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

そ
し
て
黒
人
と
く
に
赤
人
を
叙
景
詩
の
完
成
者
と
見
る
こ
の
折
口
の
見
解
は
、
い
ま
や
、
古
代
文
学
史
の
定
説
を
こ
え
常
識
と
な
 
 

っ
た
観
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
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見
入
り
、
こ
れ
を
観
厳
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
そ
う
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
人
間
精
神
が
、
神
話
的
 
 

呪
縛
は
も
と
よ
り
、
そ
も
そ
も
現
実
的
な
欲
求
の
体
系
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
そ
の
も
の
の
呪
縛
か
ら
も
、
自
己
を
解
放
で
き
て
い
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叙
景
は
、
人
間
精
神
の
こ
う
L
た
高
度
な
発
展
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
可
能
と
は
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
 
 

果
た
し
て
、
黒
人
、
赤
人
の
生
き
た
白
鳳
未
か
ら
天
平
初
頭
の
日
本
社
会
は
、
こ
う
し
た
人
間
精
神
の
展
開
を
可
能
な
ら
し
め
る
ほ
 
 

ど
に
文
明
的
成
熟
を
み
せ
て
い
た
と
い
え
る
の
か
。
白
川
氏
の
疑
念
の
択
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
発
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

私
の
疑
い
も
基
本
的
に
右
の
疑
念
に
つ
な
が
る
も
り
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
町
場
合
は
と
く
に
日
本
美
術
史
の
展
開
過
程
 
 

か
ら
み
て
、
赤
人
叙
景
詩
論
に
疑
い
を
も
つ
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
結
論
だ
け
を
先
取
り
し
て
言
っ
て
お
く
こ
と
に
な
る
が
、
 
 

日
本
美
術
更
に
お
い
て
叙
景
が
成
立
す
る
の
ほ
、
ず
っ
と
お
く
れ
て
貞
観
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
 
 

稿
で
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
区
切
り
、
次
回
望
早
を
改
め
て
、
日
本
美
術
更
に
お
け
る
叙
景
の
成
立
過
程
を
見
、
併
せ
て
叙
景
詩
の
成
 
 

（
未
完
）
 
 
 

立
に
つ
い
て
ふ
り
か
え
っ
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 
 

（
4
）
 
 

小
沢
正
夫
『
古
代
和
歌
集
』
（
小
学
館
 
昭
4
6
〕
 
四
十
三
貢
。
 
 

ウ
た
び
と
 
 
 

山
木
健
吉
『
詩
の
自
覚
の
歴
史
［
－
遠
き
世
の
詩
人
た
ち
1
』
（
筑
摩
書
房
 
昭
5
5
）
 
四
十
一
貫
。
 
 
 

西
洋
で
ほ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
戯
事
詩
（
E
p
i
k
〕
抒
情
詩
〔
L
y
r
i
k
）
劇
詩
（
D
r
a
m
a
t
i
k
〕
の
三
概
念
を
区
別
 
 

す
る
が
、
叙
景
詩
と
い
う
概
念
ほ
な
い
。
 
 
 

ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
A
－
O
i
s
 
R
i
e
g
l
（
－
缶
0
0
～
－
苦
印
〕
。
オ
ー
ス
ト
リ
ー
の
美
術
史
家
。
ウ
ィ
ー
ソ
大
学
卒
業
後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
美
術
 
 

工
芸
博
物
館
厨
t
e
r
r
e
i
c
F
i
謁
b
e
払
M
豆
e
β
m
 
f
官
界
u
n
s
t
 
u
n
d
－
ロ
d
u
s
t
r
i
e
館
員
〔
－
党
革
～
－
留
男
、
一
八
九
七
年
ウ
ィ
ー
ソ
大
学
教
授
、
 
 

一
九
〇
五
年
逝
去
、
享
年
四
十
七
歳
。
主
著
と
し
て
は
、
『
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
概
毯
論
 
A
】
t
宅
j
e
已
a
】
j
s
c
訂
T
e
p
p
i
c
F
e
』
（
－
等
－
）
、
『
美
術
様
 
 

式
論
S
t
i
－
f
r
a
g
e
n
』
（
－
等
豊
、
『
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
S
p
讐
r
O
呂
i
s
c
F
e
声
∈
】
S
t
i
n
d
戻
t
r
i
e
』
（
－
誓
こ
、
『
オ
ラ
ソ
ダ
団
体
肖
像
画
［
ロ
莞
二
F
羊
 
 

－
旨
d
i
筈
F
e
 
G
r
声
p
p
e
n
p
弓
t
r
賢
』
ロ
苦
N
〕
、
『
論
文
集
 
G
e
竃
喜
m
e
－
t
e
 
A
已
註
t
N
e
』
（
】
琵
豊
、
『
造
形
美
術
の
歴
史
的
文
法
 
H
i
盟
O
r
i
s
c
F
e
 
 

G
r
a
m
m
a
t
i
打
』
ロ
莞
薫
）
な
ど
が
あ
る
。
 
 
 

「
国
文
学
の
発
生
（
第
一
稿
）
」
（
折
口
信
夫
全
集
第
一
巻
六
三
貢
）
。
 
 
 

同
右
。
 
 
 

「
叙
景
詩
の
先
生
」
（
全
集
第
一
巻
四
山
八
頁
）
。
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ハ
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

W
抑
爪
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
柑
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
詔
）
 
 

（
2
3
）
 
 
 

（
5
）
に
同
じ
。
 
 
 

「
大
和
時
代
の
文
学
」
（
全
集
第
八
巻
九
四
貢
）
。
 
 
 

「
万
葉
集
の
解
題
」
（
全
集
第
一
巷
三
三
六
貢
）
。
 
 
 

「
上
代
の
日
本
人
」
（
全
集
巻
八
巻
四
三
貢
）
。
 
 
 

こ
の
通
説
忙
対
し
筆
者
ほ
異
見
を
も
つ
。
そ
れ
に
つ
い
て
ほ
後
段
以
下
で
詳
論
す
る
。
 
 
 

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
（
角
川
 
昭
五
十
山
年
）
冊
～
1
0
1
貢
。
 
 
 

「
ワ
タ
ツ
ミ
ほ
海
神
の
義
で
あ
る
。
古
事
記
上
巻
に
綿
津
見
の
神
と
あ
る
。
山
の
神
を
ヤ
マ
ツ
ミ
と
い
う
と
同
様
の
語
構
成
で
あ
る
。
ワ
タ
 
 

は
海
の
義
…
。
ツ
は
体
言
を
連
結
す
る
助
詞
。
ミ
は
尊
称
で
、
神
霊
の
義
で
あ
る
。
」
（
武
田
祐
菅
『
万
葉
集
全
註
釈
三
』
一
〇
四
貢
）
 
 
 

折
口
信
夫
「
叙
景
詩
の
発
生
L
（
全
集
第
一
巻
四
二
二
真
〕
。
 
 
 

同
右
、
四
≡
七
頁
。
 
 
 

同
右
四
三
九
京
。
 
 
 

白
川
静
『
初
期
万
葉
静
』
（
中
央
公
絶
 
間
5
4
）
第
三
章
「
呪
歌
の
伝
統
」
参
照
。
 
 
 

「
万
葉
集
研
究
」
（
全
集
第
一
巻
三
九
〇
頁
）
。
 
 
 

「
叙
景
詩
の
発
生
」
（
全
集
第
鵬
巻
四
三
六
～
四
三
七
頁
）
。
 
 
 

同
右
四
四
五
貢
。
 
 
 

同
右
四
四
入
貢
。
 
 
 

白
川
静
『
初
期
万
葉
論
』
一
一
五
長
。
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