
和
辻
哲
郎
(
-
八
八
九

l
一
九
六

0
)
は
近
代
日
本
が
輩
出
し
た

代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
る
。
そ
の
思
想
の
根
底
に
「
人
間
と
し
て
の
」

生
き
方
を
問
う
、
い
わ
ば
「
間
柄
」
の
思
想
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
著
『
風
土
』
を
主
に
取
り

上
げ
、
そ
の
中
か
ら
和
辻
の
「
間
柄
」
の
思
想
に
つ
い
て
深
く
考
察

し
て
ゆ
き
た
い
。

『
風
土
』
は
一
九
―
―
一
五
（
昭
和
一

0
)
年
、
和
辻
四
十
六
歳
の
作

品
で
あ
る
。
和
辻
は
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
二
月
文
部
省
在
外
研

究
員
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
向
け
て
出
発
し
た
。
こ
の
船
上
で
の
経

験
が
、
『
風
土
』
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
風
土
』
の
構
想
に
は
、
実
は
も
う
―
つ
の
き
っ
か
け
が

あ
っ
た
。
和
辻
は
序
言
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
分
が
風
土
性
の
問
題
を
考
え
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
二
七

年
の
初
夏
、
ベ
ル
リ
ソ
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
有
と
時

序
章

和
辻
哲
郎

『
風
土
』
に
お
け
る

間
』
を
読
ん
だ
時
で
あ
る
。
人
の
存
在
の
構
造
を
時
間
性
と
し

て
把
捉
す
る
試
み
は
、
自
分
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
深
い
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
間
性
が
か
く
主
体
的
構
造
と
し
て
活
か

さ
れ
た
と
き
に
、
な
ぜ
同
時
に
空
間
性
が
同
じ
く
根
元
的
な
存

在
構
造
と
し
て
、
活
か
さ
れ
て
こ
な
い
の
か
、
そ
れ
が
自
分
に

は
問
題
で
あ
っ
た
。
」
（
暉
・
一
ペ
ー
ジ
）

詳
し
い
議
論
は
本
論
に
譲
る
と
し
て
、
和
辻
が
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
思

想
に
触
れ
た
こ
と
が
『
風
士
』
を
著
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
『
風
土
』
に
は
、
正
確
に
は
『
風
土
ー
人
間
学
的
考

平
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
副
題
の
示
す

と
お
り
、
こ
の
中
で
和
辻
は
「
人
間
」
と
い
う
部
分
に
最
も
こ
だ
わ
っ

て
い
る
。
「
人
間
」
を
ひ
と
り
の
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
「
人
」
の

「
間
」
、
つ
ま
り
「
間
柄
」
に
お
け
る
人
と
し
て
捉
え
、
重
き
を
置

い

て

い

る

の

だ

。

'

和
辻
が
『
風
土
』
で
捉
え
た
「
間
柄
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

「
間
柄
」

吉

の
考
察

村

仁

里
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こ
の
自
己
了
解
の
表
現
の
例
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

ま
た
、
「
風
土
」
と
「
間
柄
」
と
は
い
か
な
る
関
係
性
を
持
ち
、
和

辻
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

和
辻
の
研
究
の
跡
を
追
い
な
が
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

第
一
節
「
風
土
」
と
は

さ
て
、
『
風
土
』
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
も
そ

も
風
土
と
は
何
か
。
一
般
的
に
風
土
は
、
「
土
地
の
状
態
、
す
な
わ

ち
気
候
・
地
味
な
ど
」
（
広
辞
苑
第
三
版
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

我
々
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
が
す
な
わ
ち
風
土
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
和
辻
哲
郎
が
『
風
土
』
に
お
い
て
考
察
の
中
心
と
し
た
風

土
は
、
単
な
る
自
然
環
境
で
は
な
い
。
周
り
を
取
り
巻
く
自
然
環
境

に
お
い
て
、
自
分
自
身
を
見
い
だ
す
、
そ
の
仕
方
こ
そ
が
風
土
で
あ

る
と
和
辻
は
述
べ
て
い
る
。
自
分
自
身
を
見
い
だ
す
と
い
う
の
は
、

何
も
寒
さ
や
暑
さ
を
感
じ
る
主
観
と
し
て
の
「
我
」
を
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
風
土
に
お
け
る
自
己
了
解
と
は
、
例
え
ば
寒

さ
か
ら
身
を
護
っ
た
り
、
花
の
美
し
さ
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
個
人
的

社
会
的
な
手
段
の
発
見
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
手
段
は
、
単
に
現
在
の
我
々
の
間
に
お
い
て
の
み
あ
る
も
の
で

な
く
、
祖
先
以
来
の
長
い
間
の
堆
積
、
つ
ま
り
歴
史
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第

一

章

風

土

の
な
か
で
家
屋
の
様
式
は
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
例
の
―
つ
で
あ

ろ
う
。
（
建
物
と
し
て
の
）
家
は
寒
さ
を
防
ぐ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
逆
を
考
え
る
と
、
暑
さ
を
防
ぐ
も
の
で
も
あ
る
。
同
様
に
、
暴

風
、
大
雨
な
ど
に
よ
る
洪
水
、
地
震
、
乾
燥
に
よ
る
火
事
な
ど
、
様
々

な
制
約
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
軽
重
を
鑑
み
た
上
で
の
様
式
が
、
年
月

を
経
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
家
を
作
る
仕
方
の
固
定
は
、

人
間
の
自
己
了
解
の
表
現
で
あ
る
と
和
辻
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
「
風
土
性
」
、
「
歴
史
性
」
の
関
係

前
節
で
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
風
土
に
お
け
る
人
間
の
自
己
了

解
の
仕
方
は
、
同
時
に
歴
史
的
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
人
間
存
在

は
空
間
性
と
時
間
性
と
を
根
本
構
造
と
し
て
持
っ
て
お
り
、
そ
の
ふ

た
つ
は
互
い
に
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
も
し
、
人
間
存
在
の
構

造
を
た
だ
時
間
性
か
ら
の
み
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
た

だ
個
人
意
識
の
底
に
の
み
人
間
存
在
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、
一
面
的
で
あ
る
。
空
間
性
の
側
か
ら
の
み
の
視
点
も
同
じ

よ
う
に
一
面
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
存
在
の
空
間

的
・
時
間
的
構
造
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
は
風

土
的
・
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
空
間
性
と

時
間
性
と
の
関
係
と
同
様
に
、
風
土
と
歴
史
も
切
り
離
し
て
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
風
土
と
は
「
歴
史
的
風
土
」
で
あ
り
、
歴
史
は

「
風
土
的
歴
史
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
即
不
離
で
あ
る
と
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い
え
る
。

従
っ
て
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
、
歴
史
的
な
面

と
風
土
的
な
面
を
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
風
土
』
以
前
、
歴
史
の
側
か
ら
の
考
察
に
力
が
入
れ
ら

れ
て
、
風
土
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
和
辻
は
考
え
た
。
も
っ
と
も
こ
の
考
え
に
は
彼
の
ハ
イ
デ
ッ

カ
ー
批
判
の
色
が
濃
く
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
構
造

を
時
間
性
と
し
て
把
捉
し
た
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
『
有
と
時
間
』
に
興

味
を
抱
い
た
和
辻
は
、
そ
の
中
で
時
間
性
に
相
即
す
る
は
ず
の
空
間

性
の
影
の
薄
さ
を
感
じ
、
そ
の
原
因
を
人
間
の
個
人
的
・
社
会
的
ニ

重
構
造
の
う
ち
個
人
的
な
面
し
か
捉
え
て
い
な
い
こ
と
と
し
、
そ
こ

に
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
限
界
を
見
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
「
人
間
の
歴

史
的
・
風
土
的
特
殊
構
造
を
特
に
風
土
の
側
か
ら
把
捉
し
よ
う
と
」

（

vm
．
ニ
―
―
―
ペ
ー
ジ
）
和
辻
は
試
み
、
『
風
土
』
を
著
し
た
の
で
あ

る。

第
三
節
「
風
土
」
の
型

風
土
は
人
間
の
自
己
了
解
の
仕
方
で
あ
る
と
、
前
の
節
で
述
べ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
ま
だ
一
般
的
議
論
で
あ
り
、
具
体
的
に
人
間
存
在
．

の
特
殊
な
風
土
的
規
定
を
理
解
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

和
辻
は
、
「
具
体
的
な
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
、
す
な
わ
ち
そ
の
特

殊
性
に
お
け
る
存
在
を
、
把
捉
す
る
た
め
に
、
存
在
的
な
認
識
、
す

な
わ
ち
歴
史
的
・
風
土
的
な
現
象
の
直
接
的
な
理
解
に
向
か
わ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
」

(vm
．
ニ
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
決
意
し
た
。

人
間
存
在
の
風
土
的
特
殊
構
造
を
具
体
的
に
把
捉
す
る
た
め
に
必

要
な
も
の
は
直
観
で
あ
る
と
感
じ
た
和
辻
は
、
「
特
殊
な
る
風
土
現

象
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
人
間
の
特
殊
性
に
入
り
込
」

(vm
．ニ―――

ペ
ー
ジ
）
む
た
め
歴
史
的
・
風
土
的
現
象
に
つ
い
て
類
型
的
な
解
釈

を
試
み
て
い
る
。

和
辻
が
見
い
だ
し
た
風
土
の
型
と
は
、
「
モ
ソ
ス
ー
ソ
」
「
砂
漠
」

「
牧
場
」
の
三
つ
で
あ
る
。
熱
帯
の
大
洋
か
ら
陸
に
吹
く
夏
の
季
節

風
、
モ
ソ
ス
ー
ソ
を
受
け
る
地
域
、
そ
れ
が
モ
ソ
ス
ー
ソ
域
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
の
沿
岸
一
帯
、
つ
ま
り
中
国
も
日
本
も
、
風
土
的
に
モ
ソ

ス
ー
ソ
域
に
属
す
る
。
暑
熱
と
極
度
の
湿
気
と
の
結
合
を
特
性
と
す

る
こ
の
風
土
に
お
け
る
人
間
の
構
造
は
、
受
容
的
・
忍
従
的
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
湿
潤
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
。
尤
も
同
じ
モ
ソ
ス
ー

ソ
域
内
で
は
あ
っ
て
も
、
日
本
と
中
国
、
あ
る
い
は
日
本
と
南
洋
で

は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
風
士
が
あ
り
、
一
概
に
モ
ソ
ス
ー
ソ
的
受
容
性
・

忍
従
性
を
持
つ
と
は
言
い
難
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
は
あ
く
ま
で
モ
ソ

ス
ー
ソ
域
と
し
て
の
特
徴
付
け
を
行
う
こ
と
に
し
て
、
特
に
日
本
の

風
土
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
詳
し
く
考
察
し
た
い
と
思
う
。

つ
ぎ
に
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
沙
漠
的
風
土
の
特
徴
と

し
て
「
乾
燥
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
「
生
気
の
な
さ
」
を
挙
げ
、
こ
れ

に
応
じ
る
人
間
の
構
造
を
「
対
抗
的
・
戦
闘
的
」
と
規
定
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
死
の
恐
怖
を
も
っ
て
迫
る
自
然
に
対
し
て
、
ま

た
自
分
の
属
す
る
集
団
以
外
の
人
間
の
集
団
に
対
し
て
の
「
対
抗
的
・

戦
闘
的
」
関
係
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
同
集
団
内
で
の
絶
対
的
服
従

の
関
係
で
あ
る
。
和
辻
は
、
人
と
世
界
と
の
「
対
抗
的
・
戦
闘
的
関

係
」
を
、
「
人
問
の
全
体
性
へ
の
個
人
の
絶
対
的
服
従
の
関
係
」
（
珊
・

六
0
ペ
ー
ジ
）
と
も
表
現
し
て
い
る
。

類
型
の
一
二
つ
め
は
、
牧
場
的
風
土
で
あ
る
。
和
辻
は
、
「
牧
場
」

と
い
う
言
葉
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
土
を
特
徴
づ
け
、
考
察
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
牧
場
的
風
士
は
、
夏
の
乾
燥
と
冬
の
湿
潤
と
が
も
た

ら
す
、
他
の
類
型
の
い
ず
れ
と
も
全
く
異
な
る
「
湿
潤
と
乾
燥
と
の

総
合
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
特
徴
か
ら
、
雑
草
や
害
虫
と
の

戦
い
を
必
要
と
し
な
い
牧
場
地
域
に
お
い
て
は
、
自
然
が
人
間
に
対

し
て
従
順
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
章

第
一
節
人
間
の
二
重
性
格

『
風
士
』
に
お
い
て
は
、
「
個
人
的
・
社
会
的
な
る
二
重
性
格
を

持
つ
人
間
」
と
い
っ
た
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ

に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
た
い
。

和
辻
は
、
そ
の
著
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
「
人
間
の
学
」
を

「
人
と
社
会
と
を
人
間
の
二
重
性
格
と
し
て
把
捉
し
、
そ
こ
に
人
間

の
最
も
深
い
本
質
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
」

(x
．
一
六
ペ
ー
ジ
）

間

柄

と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
日
常
の
用
法
に
お
い
て
は
人
間
は

m
a
n
や
M
e
n
s
c
h
の
同
義

語
で
あ
り
、
ま
た
人
間
学
は
ア
ソ
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
訳
語
で
は

な
い
か
。
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
言
葉
は
そ
の
よ

う
な
意
味
を
も
背
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

人
間
と
い
う
字
面
そ
の
も
の
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

ま
た
人
の
間
、
す
な
わ
ち
『
よ
の
な
か
』
『
世
間
』
を
意
味
す

る
言
葉
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
こ
の
語
の
本
来
の
意
味

な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
日
本
人
は
そ
の
永
い
歴
史
生
活
の
間

に
こ
の
語
を
個
体
的
な
人
の
意
味
に
転
用
し
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
人
間
は
い
つ
も
『
よ
の
な
か
』

を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
『
よ
の
な
か
』
に
つ
い
て
言
わ
れ

る
こ
と
は
す
べ
て
そ
の
中
に
住
む
と
こ
ろ
の
人
に
通
用
す
る
。

か
か
る
体
験
が
言
葉
の
転
用
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」

一
六

l
一
七
ペ
ー
ジ
）

ま
た
、

(x. 

「
我
々
は
か
く
も
意
義
深
い
『
人
間
』
と
い
う
言
葉
を
所
有
す

る
。
こ
の
語
義
の
上
に
我
々
は
人
間
の
概
念
を
作
っ
た
の
で
あ

る
。
人
間
と
は
『
世
の
中
』
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
世
の
中
に

お
け
る
『
人
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
単
な
る
『
人
』
で
は

な
い
と
と
も
に
ま
た
単
な
る
『
社
会
』
で
も
な
い
。
こ
こ
に
人

間
の
二
重
性
格
の
弁
証
法
的
統
一
が
見
ら
れ
る
。
（
中
略
）
こ
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の
弁
証
法
的
な
構
造
を
見
ず
し
て
は
人
間
の
本
質
は
理
解
せ
ら

れ
な
い
。
」

(x.
―
七

l
一
八
ペ
ー
ジ
）

と
の
記
述
も
あ
る
。

和
辻
は
、
こ
の
個
人
か
つ
社
会
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
二
重
性
格

を
「
間
柄
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
『
風
土
』
に

お
い
て
は
、
「
個
人
に
し
て
社
会
で
あ
る
こ
と
」
を
「
す
な
わ
ち

『
間
柄
』
に
お
け
る
人
で
あ
る
こ
と
」

(vm
．
一
三
八
ペ
ー
ジ
）
と

規
定
し
、
他
者
と
の
「
間
柄
」
の
中
に
生
き
る
い
わ
ば
「
間
柄
的
存

在
」
と
し
て
、
人
間
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
「
風
土
」
、
「
間
柄
」
の
関
係

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
間
柄
」
と
「
風
土
」
と
は
、
互
い
に
ど
の
よ

う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
風
土
』
に
次
の
よ
う

な
一
節
が
あ
る
。

「
人
間
の
第
一
の
規
定
は
個
人
に
し
て
社
会
で
あ
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
『
間
柄
』
に
お
け
る
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て

そ
の
特
殊
な
存
在
の
仕
方
は
ま
ず
こ
の
間
柄
、
従
っ
て
共
同
体

の
作
り
方
に
現
わ
れ
て
く
る
。
」

(VDl
．
一
三
八
ペ
ー
ジ
）

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
の
仕
方
に
特
殊
性
を
も
た
ら

す
も
の
は
風
土
で
あ
る
。
こ
の
一
節
を
見
る
と
、
考
え
方
に
よ
っ
て

は
、
風
士
は
「
間
柄
」
に
現
れ
る
人
間
の
存
在
の
特
殊
性
の
一
要
因

で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
「
間

柄
」
が
も
と
も
と
存
在
し
、
そ
れ
が
「
風
土
」
に
よ
っ
て
そ
の
土
地

土
地
に
応
じ
た
特
殊
性
を
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
「
風

土
」
と
「
間
柄
」
と
を
バ
ラ
バ
ラ
に
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
果
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
で
、
和
辻
が
「
間
柄
」

に
固
執
し
、
重
き
を
置
い
て
主
張
し
た
理
由
が
説
明
で
き
る
だ
ろ
う

、。カ

『
風
土
』
の
序
言
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

「
こ
の
書
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
人
間
存
在
の
構
造
契
機
と
し
て

の
風
土
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
珊
・
一
ペ
ー
ジ
）

『
風
土
』
の
論
調
か
ら
考
え
る
と
、
こ
こ
で
「
人
間
存
在
」
は
、

「
間
柄
と
し
て
の
人
間
」
あ
る
い
は
単
に
「
間
柄
」
と
置
き
換
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
「
間
柄
の
構
造
契
機
と
し
て
の
風
土

性
」
つ
ま
り
、
「
間
柄
」
を
形
成
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
が
風

土
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
『
風
土
』
の
目
的
だ
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
風
土
」
は
「
間
柄
」

の
構
造
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
「
風
土
」
を
人
間
の
自
己
了
解
の
仕
方
と
規
定
し
た
箇
所

で
は

「
す
な
わ
ち
我
々
は
『
風
土
』
に
お
い
て
我
々
自
身
を
、
間
柄

と
し
て
の
我
々
自
身
を
、
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
」
（
暉
・
一
―

ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
風
土
」
は
「
間
柄
」
に
お
け
る
人
間
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の
自
己
発
見
の
契
機
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
。

総
じ
て
考
え
る
と
、
和
辻
は
「
風
士
」
と
「
間
柄
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
「
風
土
」
が
単
に
「
間
柄
」
の
特
殊
性
の
一
要
因
で
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
何
ら
か
の
関
係
性
を
も
っ
て
い
る
と
考

え
て
は
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
自
身
、
そ
の
何
ら

か
の
関
係
性
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
と
は
つ
か
ん
で
い
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
ど
こ
と
な
く
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い

議
論
と
い
う
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
後
に
、

彼
は
そ
の
直
観
に
よ
る
論
理
の
展
開
と
い
う
点
で
、
数
多
く
の
批
判

を
受
け
る
が
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
鋭
い
直
観
が
は
た
ら
い
た
も
の
の
、

そ
れ
を
確
証
づ
け
る
事
実
な
り
論
理
な
り
が
つ
い
て
い
か
な
か
っ
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
P

ま
た
、
「
風
土
」
と
「
間
柄
」
と
＂
の
間
に
は
、
両
者
と
も
西
洋
近

代
哲
学
の
人
間
観
に
対
す
る
[
ァ
ソ
チ
―
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
い
う
共
通
点

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
西
洋
近
代
の
人
間
観
と
は
端
的
に
言

う
と
、
個
人
主
義
的
人
間
観
で
あ
る
が
、
和
辻
は
そ
れ
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
資
本
主
義
は
人
間
を
個
人
と
し
て
見
よ

う
と
す
る
。
家
族
も
ま
た
経
済
的
利
害
に
よ
る
個
人
の
結
合
と

し
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
｛
中
略
．
）
す
な
わ
ち
精
神
と
肉
体
、
人

生
と
自
然
、
及
び
大
き
い
人
間
の
共
同
態
の
対
立
が
主
と
し
て

注
意
せ
ら
れ
る
」

(VDI
.
 
1

四
四
ペ
ー
ジ
）

す
な
わ
ち
、
「
精
神
と
肉
体
」
、
あ
る
い
は
「
人
生
と
自
然
」
が
切
り

離
さ
れ
、
対
立
し
て
い
る
状
態
に
対
す
る
も
の
と
し
て
「
風
土
」
が
、

ま
た
、
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
「
個
人
」
へ
の
ア
ソ
チ
テ
ー
ゼ
と
し

て
「
間
柄
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
日
本
に
お
け
る
哲
学
・
思
想
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
放
し
で
受
容
し
て
き
た
西
洋
の
超
克
を
テ
ー

マ
と
し
て
い
る
。
和
辻
の
哲
学
も
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
西
洋

個
人
主
義
の
超
克
と
い
う
意
識
の
基
づ
い
て
い
る
。
「
風
土
」
「
間
柄
」

の
ど
ち
ら
か
ら
も
、
そ
の
超
克
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、
双
方
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
に
い
ま
ひ
と
つ
は
っ

き
り
し
な
い
よ
う
な
印
象
を
拭
い
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
節
目
本
に
お
け
る
孟
四
柄
」

絹
1

章
第
一
1

面
応
お
い
て
、
和
辻
が
風
土
を
璽
陀
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
直
観
的
、
か
つ
具
体
的
に
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
考
察
し
た

こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
彼
は
「
間
柄
」
、
特
に
「
家
族
と
し
て
の
人

の
間
」
に
関
し
て
も
同
様
に
、
風
土
的
に
―
―
―
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
。

ま
ず
、
牧
場
に
お
け
る
家
族
に
つ
い
て
、
彼
は
「
ポ
リ
ス
の
形
成
以

後
に
お
い
て
は
、
家
の
意
義
は
ポ
リ
ス
に
対
し
て
は
る
か
に
軽
く
な
っ

て
い
る
」
（
珊
・
一
四
一
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

沙
漠
地
域
の
家
族
は
「
祖
先
以
来
の
血
統
を
背
負
っ
た
伝
統
的
な
存

在」

(vm.
―
四
一
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
家
族
よ
り
も
優
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位
に
立
つ
の
が
「
部
族
」
で
あ
る
。
「
部
族
」
の
厳
し
い
団
結
の
前

に
お
い
て
は
、
家
族
は
そ
の
意
義
を
弱
め
ざ
る
を
得
な
い
。
和
辻
に

よ
る
と
、
「
家
族
」
に
最
も
重
き
を
置
い
た
の
は
、
モ
ソ
ス
ー
ソ
地

域
で
あ
る
。
モ
ソ
ス
ー
ソ
地
域
に
お
い
て
は
「
家
」
の
全
体
性
は
歴

史
的
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
家
族
の
全
体
性
は
「
個
々
の

成
員
よ
り
も
先
」
（
珊
・
一
四
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
和
辻
は
日
本
の
「
家
」
に
つ
い
て
二
つ
の
方
向
か
ら

光
を
当
て
、
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
家
」
の
間
柄
的
側
面

と
、
構
造
的
側
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
考
え
て

み
た
い
d

日
本
に
お
い
て
は
家
族
制
度
は
昔
か
ら
「
淳
風
美
俗
」
と
さ
れ
て

お
り
、
「
家
」
は
日
本
の
人
間
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
特
に
目
立
つ

も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
和
辻
は
、
古

事
記
や
万
菓
歌
人
の
歌
、
鎌
倉
武
士
の
生
き
方
、
足
利
時
代
・
徳
川

時
代
の
文
芸
等
々
の
例
を
挙
げ
つ
つ
分
析
し
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。「

か
く
し
て
『
家
』
と
し
て
の
日
本
の
人
間
の
存
在
の
仕
方
は
、

し
め
や
か
な
激
情
・
戦
闘
的
な
括
淡
と
い
う
ご
と
き
日
本
的
な

「
間
柄
」
を
家
族
的
に
実
現
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
う

し
て
ま
た
こ
の
間
柄
の
特
殊
性
が
ま
さ
に
『
家
』
な
る
も
の
を

顕
著
に
発
達
せ
し
め
る
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（
珊
・
一
四
一
―
―
ペ
ー
ジ
）

次
に
、
和
辻
の
も
う
―
つ
の
視
点
、
す
な
わ
ち
「
家
」
の
構
造
的

側
面
に
つ
い
て
和
辻
は
ど
う
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
間
柄
的

「
家
」
と
同
様
の
こ
と
が
建
築
物
と
し
て
の
「
家
」
の
構
造
に
つ
い

て
も
い
え
る
と
い
う
。
和
辻
の
言
薬
を
借
り
る
と
、
「
人
間
の
間
柄

と
し
て
の
家
の
構
造
は
そ
の
ま
ま
家
屋
と
し
て
の
家
の
構
造
に
反
映

し
て
い
る
」
（
珊
・
一
四
五
ペ
ー
ジ
）
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
家

の
内
部
に
お
い
て
、
個
々
の
部
屋
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
距
て
が
な
い
。

一
方
で
、
家
の
外
に
対
し
て
は
は
っ
ぎ
り
と
距
て
の
意
志
が
表
わ
さ

れ
て
い
る
。
一
方
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
家
は
一
言
で
言
う
と
「
個
々
相
距

て
る
構
造
」
（
珊
・
一
四
五
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
。
家
の
内
部
は
個
々

独
立
の
部
屋
に
区
切
ら
れ
、
そ
の
間
は
厚
い
壁
と
錠
前
付
き
の
頑
丈

な
扉
と
に
よ
っ
て
距
て
ら
れ
て
い
る
。
部
屋
か
ら
一
歩
足
を
踏
み
出

す
と
、
そ
こ
は
も
う
「
そ
と
」
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
玄
関
か
ら

家
の
「
外
」
に
で
る
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
部
屋

か
ら
出
る
と
、
家
の
廊
下
か
ら
町
の
城
壁
や
濠
に
至
る
ま
で
す
べ
て

共
同
生
活
の
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
日
本
の
『
家
』
に
あ
た
る
も

の
が
戸
締
ま
り
を
す
る
個
人
の
部
屋
に
ま
で
縮
小
せ
ら
れ
る
」
（
暉
．

一
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
と
も
に
、
反
対
に
「
日
本
の
団
槃
に
あ
た
る
も

の
が
町
全
体
に
広
が
っ
て
行
く
」
（
暉
・
一
四
六
ペ
ー
ジ
）
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
の
部
屋
と
城
壁
の
間
に
位
置
す
る
「
家
」
は

あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、

「
家
」
は
重
視
さ
れ
ず
、
「
距
て
あ
る
個
人
」
と
、
そ
の
共
同
生
活
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に
璽
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

間
柄
的
な
面
と
構
造
的
な
面
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
家
」
と
し
て
の

日
本
の
人
間
の
存
在
の
仕
方
の
特
殊
性
を
見
て
き
た
。
間
柄
の
特
殊

性
と
家
の
構
造
の
特
殊
性
は
、
ど
ち
ら
も
日
本
の
人
間
の
存
在
の
仕

方
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

両
者
の
関
係
性
を
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
と
き
、
第
二

節
で
考
え
た
問
題
に
再
度
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
風
士

と
間
柄
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
こ
こ
で
「
間
柄
」
は
文
字
通
り
家
の
間
柄
的
側
面
、
そ
し
て

そ
の
構
造
的
側
面
を
「
風
土
」
と
し
て
考
え
た
い
。
「
し
め
や
か
な

激
情
・
戦
闘
的
な
括
淡
」
と
表
さ
れ
る
間
柄
的
「
家
」
、
人
間
関
係

と
し
て
の
「
家
」
と
、
内
側
に
は
距
て
が
な
く
て
外
に
対
し
て
は
露

骨
に
距
て
を
表
わ
し
て
い
る
「
家
」
の
作
り
、
構
造
と
の
間
に
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
関
係
と
し

て
、
次
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ソ
が
考
え
ら
れ
る
。

①
風
土
が
問
柄
を
規
定
す
る

距
て
な
き
内
部
構
造
と
外
に
対
す
る
厳
し
い
距
て
と
い
う
家
の

構
造
が
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
人
間
の
間
柄
的
あ
り
方
が
そ
の
構

造
に
応
じ
て
「
し
め
や
か
な
激
情
・
戦
闘
的
な
括
淡
」
と
表
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
。

②
間
柄
が
風
土
を
規
定
す
る

間
柄
的
「
家
」
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
存
在
の
仕
方

に
特
殊
性
を
持
つ
人
間
が
造
っ
た
家
に
は
、
そ
の
性
格
や
特
殊

性
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
、
そ
の
結
果
内
に
は

距
て
が
な
く
外
に
対
し
て
は
拒
絶
の
意
志
を
表
す
と
い
う
構
造

に
な
っ
た
。

③
風
土
と
間
柄
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の

両
者
の
問
に
何
ら
因
果
関
係
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の

と
し
て
必
然
性
を
持
っ
て
存
在
す
る
。
そ
の
二
つ
が
、
た
ま
た

ま
出
会
っ
た
。

こ
の
中
で
ま
ず
消
去
で
き
そ
う
な
の
は
、
③
で
あ
る
。
和
辻
は
『
風

土
』
の
最
初
で
（
人
間
を
取
り
囲
む
環
境
を
）
「
『
自
然
』
と
し
て
問

題
と
せ
ず
『
風
士
』
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
」

(vm
．
七
ペ
ー

ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
風
土
」
を
、
人
間
の
自
己
了

解
の
方
法
、
人
間
の
存
在
の
仕
方
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
考

え
る
と
和
辻
は
「
風
士
」
と
「
間
柄
」
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も

の
と
し
て
で
は
な
く
―
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

―
つ
の
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
別
々
の
側
面
と
し
て
捉
え
た
上

で
、
双
方
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
①
の

考
え
方
、
す
な
わ
ち
風
士
が
間
柄
を
規
定
す
る
、
風
土
に
よ
っ
て
間

柄
が
形
作
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
に
特
殊
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
考

え
方
は
一
般
的
に
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
②
の

考
え
も
捨
て
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
②
の
方
が
可
能
性
と
し
て
高
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
根
拠
は
、
和
辻
自
身
の
記
述
に
現
れ

て
い
る
。
彼
は
、
「
人
間
の
間
柄
と
し
て
の
家
の
構
造
は
そ
の
ま
ま

家
屋
と
し
て
の
家
の
構
造
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

(vm.-
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四
五
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い

る。

「
ま
ず
第
一
に
『
家
』
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
『
隔
て
な
き
結

合
』
を
表
現
す
る
。
ど
の
部
屋
も
隔
て
の
意
志
の
表
現
と
し
て

の
錠
前
や
締
ま
り
に
よ
っ
て
他
か
ら
区
別
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な

い
。
す
な
わ
ち
個
々
の
部
屋
の
区
別
は
消
滅
し
て
い
る
。
た
と

い
襖
や
障
子
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
相

互
の
信
頼
に
お
い
て
仕
切
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
あ

け
る
こ
と
を
拒
む
意
志
は
現
わ
さ
れ
て
お
ら
ぬ
。
だ
か
ら
距
て

な
き
結
合
そ
の
も
の
が
襖
障
子
に
よ
る
仕
切
り
を
可
能
に
す
る

の
で
あ
る
。

（
中
略
）

』
第
二
に
『
家
』
は
そ
と
に
対
し
て
明
白
に
区
別
せ
ら
れ
る
。

部
屋
に
は
締
ま
り
を
つ
け
な
い
に
し
て
も
外
に
対
し
て
は
必
ず

戸
締
り
を
つ
け
る
。
の
み
な
ら
ず
そ
の
外
に
は
さ
ら
に
垣
根
が

あ
り
塀
が
あ
り
、
は
な
は
だ
し
い
と
き
に
は
逆
茂
木
や
濠
が
あ

る
。
そ
と
か
ら
帰
れ
ば
玄
関
に
お
い
て
下
駄
や
靴
を
ぬ
ぎ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
外
と
内
と
を
戟
然
区
別
す
る
。
外
に
対
す
る
距
て

が
露
骨
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
暉
・
一
四
五
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
を
見
る
と
、
や
は
り
②
が
正
解
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
し
か

し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
記
述
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
問

柄
が
風
士
に
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
触

総
じ
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
和
辻
の
考
え
と
し
て
は
、

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
②
と
す
る
決
め
手
と
し
て
も
、
ま
た
①
で

な
い
と
す
る
理
由
と
し
て
も
、
少
々
弱
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
間
柄
が
風
士
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も

う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
間
柄
が
風
土
を
規
定
す
る
と
い
う
の
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
間
柄
的
「
家
」
が
構
造
的
「
家
」
に
反
映
さ

れ
る
、
つ
ま
り
風
士
が
間
柄
を
う
つ
し
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
間
柄
が
建
物
と
し
て
の
家
の
構
造
を
物

理
的
に
決
定
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
角
度
を
変
え
て
考
え
て
み
る
と
、
間
柄
と
風
土
と
は
、

「
自
己
了
解
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
理

解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
和
辻
は
風
土
を
人
間
の

自
己
了
解
の
様
式
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
を
間
柄
に
即
し
て
考
え

て
み
る
と
、
「
わ
れ
わ
れ
」
す
な
わ
ち
間
柄
と
し
て
の
人
間
が
、
自

己
自
身
を
そ
の
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
間
柄
に
お
け
る
人
間
と
し
て

了
解
す
る
、
そ
の
し
か
た
が
風
土
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が

「
家
」
お
い
て
自
己
自
身
を
特
殊
な
間
柄
—
ー
例
え
ば
西
洋
の
個
人

主
義
的
な
、
あ
る
い
は

H
本
の
「
し
め
や
か
な
激
情
」
と
い
う
言
葉

で
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ー
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
し
、
了

解
し
あ
う
、
そ
れ
が
間
柄
的
風
士
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

外
面
的
に
、
す
な
わ
ち
構
造
的
「
家
」
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
ま
で
、
『
風
土
』
を
中
心
に
、
和
辻
の
捉
え
た
「
間
柄
」

終

章

第
三
章

『
風
土
ー
人
間
学
的
考
察
ー
』
は
和
辻
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
だ
け
に
様
々
な
批
評
、
批
判
、
い
わ
ゆ
る
毀
誉
褒
貶
の

対
象
に
な
る
こ
と
が
最
も
多
か
っ
た
作
品
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

興
味
深
い
も
の
と
し
て
、
井
上
光
貞
氏
、
坂
部
恵
氏
、
そ
し
て
湯
浅

泰
雄
氏
ら
の
評
価
が
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
省
略
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

評

価

に

②
が
中
心
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
②
だ
け
を
み
て
も
、
違
う
角
度
か
ら
の
把
捉
が

可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
決
し
て
一
面
的
な
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
①
と
②
と
は
一
見
全
く
正
反
対
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ

の
相
対
す
る
考
え
が
、
実
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
「
自
己
了
解
」

と
い
う
部
分
で
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
新
た
に
①
十
②
の
考
え
方
を
結
論
と
し
た
い
。

人
間
の
共
同
態
に
お
い
て
も
と
も
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
風
土
と
間

柄
と
が
、
「
自
己
了
解
」
と
い
う
キ
ー
タ
ー
ム
の
も
と
、
互
い
に
規

定
し
、
ま
た
影
響
し
あ
い
、
そ
の
歴
史
的
な
積
み
重
ね
が
両
者
の
関

係
を
よ
り
明
確
に
形
作
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

つ
い
て
考
察
を
し
て
き
た
。
和
辻
は
、
人
間
を
単
な
る
「
人
」
と
し

て
で
は
な
く
、
「
社
会
」
に
お
け
る
人
と
捉
え
た
う
え
で
、
そ
の

「
社
会
」
的
な
面
、
す
な
わ
ち
「
間
柄
」
を
風
土
と
の
密
接
な
関
係

に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
。
第
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
和
辻
は

「
間
柄
」
と
「
風
土
」
と
の
関
係
を
、
両
者
が
「
自
己
了
解
」
と
い

う
共
通
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
持
ち
、
互
い
に
規
定
・
影
響
し
あ
う
関
係

と
捉
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

は
一
般
的
議
論
で
あ
り
、
具
体
的
•
特
殊
的
な
面
に
つ
い
て
の
和
辻

の
理
解
の
し
か
た
は
直
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
自
身
、
直
観
を

重
視
す
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
を
『
風
土
』
文
中
で
し
て
い
る
が
、

そ
の
「
直
観
に
よ
る
理
解
」
に
対
す
る
指
摘
・
批
判
も
少
な
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
和
辻
は
な
ぜ
「
間
柄
」
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
「
間
柄
」
の
思
想
に
至
る
過
程
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。
和
辻
の
研
究
者
で
あ
る
湯
浅
泰
雄
氏
の
記
述
に
、
興
味
深

い
箇
所
を
見
つ
け
た
。

「
和
辻
の
思
想
形
成
の
基
盤
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
ま
ず
取

り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
地
方
出

身
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
毎
日
の
日
常
生

活
に
お
け
る
人
と
人
と
の
心
の
ふ
れ
合
い
を
基
本
に
し
、
祖
先

以
来
受
け
つ
い
だ
伝
統
的
習
俗
を
守
っ
て
ゆ
く
生
き
方
が
見
出

さ
れ
る
。
後
年
の
「
人
間
の
学
」
と
し
て
の
倫
理
学
の
発
想
は
、

そ
う
い
う
日
本
の
「
村
」
の
生
活
様
式
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
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で
あ
ろ
う
。
」
（
湯
浅
『
和
辻
哲
郎
』
一
六
ペ
ー
ジ
）

和
辻
は
現
在
の
姫
路
市
に
あ
た
る
兵
庫
県
の
仁
豊
野
と
い
う
小
さ

な
村
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
そ
の
村
及
び
彼
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は

『
自
叙
伝
の
試
み
』
(
-
九
五
七
か
ら
『
中
央
公
論
』
に
連
載
）
に

詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
村
」
と
い
う
共
同
態
に
お
い
て
少

年
時
代
を
過
ご
し
た
こ
と
が
、
和
辻
の
思
想
形
成
に
影
響
を
色
濃
く

与
え
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
「
村
」
に
お
い
て
密
接
な
「
間

柄
」
の
中
で
生
き
て
き
た
和
辻
は
、
西
洋
の
個
人
主
義
的
人
間
観
を

目
の
当
た
り
に
し
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
心
も
手
伝
っ
て
か
、
い
っ

そ
う
「
間
柄
」
の
思
想
を
強
め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
実
に
現

わ
れ
て
い
る
の
が
『
倫
理
学
』
序
論
で
あ
る
。

「
倫
理
学
を
『
人
間
』
の
学
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み

の
第
一
の
意
義
は
、
倫
理
を
単
に
個
人
意
識
の
問
題
と
す
る
近

世
の
誤
謬
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
誤
謬
は
近
世
の

個
人
主
義
的
人
間
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
（
中
略
）
倫
理
問
題

の
場
所
は
孤
立
的
個
人
の
意
識
に
で
は
な
く
し
て
ま
さ
に
人
と

人
と
の
間
柄
に
あ
る
。
だ
か
ら
倫
理
学
は
人
間
の
学
な
の
で
あ

る
。
人
と
人
と
の
間
柄
の
問
題
と
し
て
で
な
く
て
は
行
為
の
善

悪
も
義
務
も
責
任
も
徳
も
真
に
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

(x.

―
―
ペ
ー
ジ
）

和
辻
が
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
主
張
し
続
け
た
「
間
柄
」
の
思
想
、

そ
れ
を
、
今
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
。

文

献

現
代
は
、
和
辻
の
時
代
に
お
け
る
個
人
主
義
と
は
ま
た
違
っ
た
意
味

合
い
を
持
つ
個
人
主
義
ー
ー
あ
る
い
は
自
己
中
心
主
義
と
い
う
言
菓

で
表
現
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
ー
|
が
蔓
延
す
る
時
代
で
あ
る
。

そ
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
、
和
辻
の
い
う
「
間
柄
」
、
そ
し
て
そ
の

「
間
柄
」
に
お
け
る
「
自
己
了
解
」
の
実
現
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、

決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
き
な
意
義
を
有
す
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
八
巻
（
岩
波
書
店
、

九
六
二
年
六
月
）

和
辻
哲
郎
「
倫
理
学
」
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
二
年
八
月
）

和
辻
哲
郎
『
風
土
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
五
月
）

戸
坂
潤
「
和
辻
博
士
・
風
土
・
日
本
」
『
戸
坂
潤
全
集
』
第
五
巻

（
勁
草
書
房
、
一
九
六
七
年
二
月
）

坂
部
恵
『
和
辻
哲
郎
』
二

0
世
紀
思
想
家
文
庫
一
七
（
岩
波
書
店
、

一
九
八
六
年
三
月
）

湯
浅
泰
雄
『
和
辻
哲
郎
1

近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
五
年
五
月
）
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