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は
じ
め
に

　

昨
年
の
一
月
半
ば
、
筆
者
は
、
拙
著
『
生
き
ら
れ
た
死
生
観
―
作
家
高
見
順
の

場
合
』
の
初
校
を
出
版
社
に
送
り
返
し
て
ま
も
な
い
頃
、
偶
然
、
か
か
り
つ
け
の

　

広
井
良
典
「
日
本
人
の
死
生
観
三
層
構
造
」
説
を
追
う
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高
見
順
が
『
続
高
見
順
日
記
』
の
中
で
、亡
く
な
る
三
ヵ
月
前
の
五
月
十
一
日
、「
親

鸞
に
つ
い
て
読
み
、
考
え
、
無
量
寿
経
を
読
み
、
考
え
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
読
み
、

考
え
た
こ
と
―
―
あ
れ
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
／
な
ん
の
痕
跡
も
心
に
残
し
て
な
い

気
が
す
る
。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。」
と
つ
ぶ
や
い
た
こ
と
の
意
味
を
、
広
井
良

典
の
「
日
本
人
の
死
生
観
三
層
構
造
説
」
を
中
心
に
、
梅
原
猛
、
オ
ル
テ
ガ
、
パ
ス

カ
ル
を
手
が
か
り
に
検
討
し
、
現
代
日
本
人
の
死
生
観
を
考
え
る
上
で
、
広
井
の
言

う
死
生
観
の
「〝
原
・
神
道
的
〞（
な
い
し
汎
神
論
的
）
な
層
」
を
考
慮
す
る
こ
と
の

重
要
性
を
述
べ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

①
広
井
良
典　

②
高
見
順　

③
梅
原
猛　

④
日
本
人
の
死
生
観　
　

⑤
縄
文
時
代
の
死
生
観

ク
リ
ニ
ッ
ク
の
待
合
室
で
、広
井
良
典
が
雑
誌
『
ア
エ
ラ
』（
二
〇
一
七
・
一
・

一
六
）
の
特
集
「
い
ま
の
日
本
人
に
宗
教
は
必
要
な
の
か
」
に
「
寄
稿
」
し

た
文
章（

1
）に

出
会
い
、
強
く
興
味
を
ひ
か
れ
た
。
広
井
は
そ
こ
で
「
日
本
人
の

死
生
観
三
層
構
造
」
説
を
唱
え
た
。
も
っ
と
も
基
底
に
あ
る
の
は
「
原
・
神

道
的
な
層
」、
次
に
「
仏
教
的
な
層
」、
そ
し
て
も
っ
と
も
表
層
に
あ
る
の
が

い
わ
ば
「
近
代
的
な
い
し
唯
物
論
的
な
層
」
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
高
見
の

日
記
の
あ
る
箇
所
の
解
釈
と
深
い
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
だ
と
思
え
た
の
で

あ
る
。
高
見
の
死
生
観
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
亡
く
な
る

三
ヵ
月
前
の
次
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
三
回
目
の
入
院
後
、
十
二
月
初
め
か
ら

の
約
三
ヵ
月
、
高
見
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
本
を
「
ガ
ツ
ガ
ツ
と

読
」
ん
だ
。
当
時
は
な
お
宗
教
に
よ
る
救
い
を
第
一
に
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
三
月
十
五
日
に
は
、
四
回
目
の
、
結
果
と
し
て
最
後
の
手
術
を
受
け
る
。

そ
の
後
は
、
体
力
的
に
も
か
な
り
衰
弱
し
、
迫
り
く
る
死
の
足
音
を
聞
き
な

が
ら
、
五
月
十
一
日
、
こ
う
つ
ぶ
や
い
た
。
本
人
に
も
想
定
外
の
事
態
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
茫
然
自
失
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
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「
親
鸞
に
つ
い
て
読
み
、
考
え
、
無
量
寿
経
を
読
み
、
考
え
、
キ
リ
ス
ト
に
つ

い
て
読
み
、
考
え
た
こ
と
―
―
あ
れ
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
／
な
ん
の
痕
跡
も
心

に
残
し
て
な
い
気
が
す
る
。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。」（
斜
線
は
改
行
箇
所
を

示
す
。
以
下
同
じ
―
筆
者
注
）

　

広
井
の
文
章
を
読
ん
で
、
筆
者
は
、
拙
著
は
広
井
の
「
日
本
人
の
死
生
観
三
層

構
造
」
説
を
裏
付
け
る
一
つ
の
材
料
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
逆
に
言

え
ば
、
こ
の
「
三
層
構
造
説
」
は
、
高
見
の
つ
ぶ
や
き
を
理
解
す
る
上
で
の
重
要

な
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
「
三
層
構

造
説
」
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
。

　

こ
の
つ
ぶ
や
き
に
つ
い
て
は
、
拙
著
で
、
筆
者
は
こ
う
コ
メ
ン
ト
し
た
。

　
「
宗
教
的
な
観
念
は
、
高
見
の
心
の
奥
深
く
に
、
つ
い
に
入
り
込
め
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
オ
ル
テ
ガ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
高
見
の
『
信
念
』
を
変
え
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
間
も
な
く
高
見
の
も
と
を
去
っ
て
行
く
だ
ろ
う
。
今

後
、
高
見
は
、
自
分
の
身
に
備
わ
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
自
ら
の
『
信
念
』
の
み
で

も
っ
て
、
死
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
大
町
二
〇
一
七
、一
一
四
頁
）

　

高
見
が
救
い
を
求
め
た
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
観
念
は
、
高
見
の
「
心
の
奥
深

く
」、
つ
ま
り
広
井
の
言
葉
で
言
え
ば
「
原
・
神
道
的
な
層
」
に
入
り
込
む
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。「
層
」
と
「
層
」
の
間
に
は
、
容
易
に
越
え
ら
れ
な
い
壁
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
浸
透
で
き
な
い
膜
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
興
味
が
わ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
、
広
井
良
典
「
日
本
人
の
死
生
観
三
層
構
造
」
説

　

そ
の
後
、
広
井
の
「
日
本
人
の
死
生
観
三
層
構
造
」
説
に
出
会
っ
た
の
は
、
こ

れ
が
最
初
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
後
日
わ
か
っ
た
が
、
広
井
は

東
京
大
学
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
死
の
臨
床
と
死
生
観
」（
東
京
大
学
、

二
〇
〇
四
）
で
、「
三
層
構
造
説
」
に
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
シ
リ
ー
ズ
『
死

生
学
』
第
一
巻
（
二
〇
〇
八
）
で
、
第
六
章
「
生
と
死
の
時
間
〈
深
層
の
時
間
〉

へ
の
旅
」
と
題
し
、
こ
の
時
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
も
含
め
て
文
章
に
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
と
も
に
傍
線
が
引
い
て
あ
る
の
で
、
目
を
通
し
た
こ
と
は
確
か

だ
が
、
筆
者
は
そ
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
当
時
、｢

三
層
構
造
説｣

は
ま
だ
私
の
視
野
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ま
ず
、
こ
の
論
文
を
中
心

に
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

　

広
井
は
論
文
の
「
お
わ
り
に
―
自
然
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
で
、「
日
本

人
に
と
っ
て
の
死
生
観
は
、
ご
く
大
ま
か
に
と
ら
え
返
す
と
、
次
の
よ
う
な
三
つ

の
層
が
主
な
も
の
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。」
と
書
い

て
、
こ
う
続
け
た
。
先
の
『
ア
エ
ラ
』
の
文
よ
り
も
ず
っ
と
詳
し
い
の
で
、
こ
ち

ら
よ
り
引
用
す
る
。（
広
井
二
〇
〇
八
、一
五
七
〜
一
五
九
頁（

2
））

　
「
第
一
の
層
は
、
も
っ
と
も
基
底
に
あ
る
次
元
で
、『〝
原
・
神
道
的
〞（
な
い

し
汎
神
論
的
）
な
層
』
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
自
然
』
の
様
々

な
事
物
・
事
象
の
中
に
、
た
ん
な
る
物
理
的
な
存
在
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
生
と

死
を
超
え
た
何
か
を
見
出
す
よ
う
な
感
覚
な
い
し
死
生
観
を
さ
し
て
い
る
。
山
や
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木
や
風
や
川
等
々
に
〝
八や

百お

万よ
ろ
ずの
神
様
〞
を
感
じ
取
る
感
覚
で
も
あ
り
、
そ
こ
に

は
同
時
に
『
死
』
が
含
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、『
古
事
記
』
等
に
出
て
く
る

『
常と
こ

世よ

』『
根
の
国
』
と
い
っ
た
他
界
観
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
『
死
』
が
こ
の
世
界

の
ど
こ
か
に
存
在
す
る
場
所
と
し
て
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
死
生
観
な
い
し
世
界
観
を
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
『
自
然
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

テ
ィ
0

0

』
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
み
た
い
。

　

第
二
の
層
は
、『
仏
教
的
（
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
）
な
層
』
で
あ
り
、
こ

れ
は
仏
教
伝
来
と
と
も
に
伝
わ
り
、
第
一
の
層
の
上
に
築
か
れ
る
よ
う
な
形
で
浸

透
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
言
語
化

さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
高
次
宗
教
の
死
生
観
に
お
い
て
は
、
本
章
の
中
で
も
論
じ
て

き
た
よ
う
に
、『
死
』
は
『
永
遠
（
の
生
命
）』
や
『
涅
槃
』
と
い
っ
た
概
念
と
と

も
に
、
抽
象
化
・
理
念
化
さ
れ
た
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

　

第
三
の
層
は
、
戦
後
と
く
に
高
度
成
長
期
に
支
配
的
に
な
っ
た
死
生
観
で
、
端

的
に
い
え
ば
『
死
は
無
で
あ
る
』
と
い
う
（
あ
る
い
は
『
生
＝
有
、
死
＝
無
』
と

い
う
）
死
生
観
で
あ
る
。
個
人
の
意
識
や
存
在
を
物
理
化
学
的
な
事
象
と
し
て
理

解
し
、
そ
う
し
た
見
方
を
〝
科
学
的
〞
と
と
ら
え
る
よ
う
な
考
え
方
の
枠
組
み
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
三
の
層
が
、
本
章
の
冒
頭
で
議
論
し
た
よ
う
な
経
済
成
長

と
い
う
時
代
状
況
と
も
呼
応
す
る
形
で
、
戦
後
あ
る
い
は
高
度
成
長
期
以
降
の
日

本
人
に
と
っ
て
圧
倒
的
な
『
力
』
を
も
っ
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な

い
。」

　

広
井
は
「
日
本
人
に
と
っ
て
の
死
生
観
」
を
述
べ
る
前
、（　

）
を
付
け
て
注

の
よ
う
な
形
で
、「
日
本
人
と
ひ
と
ま
ず
記
す
が
、
究
極
的
に
は
以
下
に
述
べ
る

こ
と
は
日
本
人
に
限
ら
な
い
、
よ
り
普
遍
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
」
と
書
き
、「
死
生
観
」
を
述
べ
た
後
に
、
そ
の
「
よ
り
普
遍
的
な
意
味
」
を
、

「
私
は
、こ
れ
は
『
死0

』
及
び
0

0

（
生
と
死
を
超
え
た
存
在
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）『
神0

（
神
々
0

0

）』

と
い
う
も
の
が

0

0

0

0

0

0

、
人
々
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
る
。」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
第
一
の
層
に
お
い
て
は
、『
死
』
や
『
神
々
』
は
自
然
の
中
の
具
体

的
な
事
象
と
と
も
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
身
近
に
感
覚
さ
れ
て
い
た
。
生
と
死

は
連
続
し
て
い
て
一
体
の
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
第
二
の
層
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
『
死
』
や
『
神
』
は
抽
象
化
・
理
念
化
さ
れ
た
概
念
0

0

と
な
り
、
い
わ
ば

人
間
に
と
っ
て
〝
無
限
遠
点
〞
に
遠
ざ
け
ら
れ
、『
生
』
と
『
死
』
は
明
確
に
異

な
る
も
の
と
し
て
二
極
化
さ
れ
る
。
最
後
に
第
三
の
層
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

に
し
て
理
念
化
・
抽
象
化
さ
れ
た
『
死
』
及
び
『
神
（
神
々
）』
が
、
端
的

に
〝
存
在
し
な
い
〞
も
の
と
さ
れ
る
。」
と
付
け
加
え
た
。

　
「
基
底
」
に
①
「〝
原
・
神
道
的
〞（
な
い
し
汎
神
論
的
）
な
層
」、
そ
の
上
に

②
「
仏
教
的
（
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
）
な
層
」、そ
の
上
に
、つ
ま
り
「
表
層
」

に
③
「
近
代
的
な
い
し
唯
物
論
的
な
層
」
が
く
る
。

　

こ
の
「
三
層
構
造
説
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
二
度
も
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
の
に

忘
れ
た
の
は
、「
自
然
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
に
つ
ま
ず
い
た
よ
う
だ
。
あ
っ

さ
り
敬
遠
し
て
し
ま
っ
た
。

　

現
代
人
は
、
気
付
い
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
こ
の
よ
う
な
「
三
層
構
造
」
か

ら
な
る
死
生
観
を
生
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
死
生
観
を
携
え
て
生
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
広
井
も
「
こ
の
三
つ
は
互
い
に
ど
う
い
う
関
係
あ
る
い
は
『
構
造
』
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に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
自
問
し
、「
私
た
ち
現
代
人
あ
る
い
は
現
代
の
日
本
人

に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
特
に
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
次
々
と
脇
に
や
り
忘

れ
て
い
っ
た
第
一
・
第
二
の
層
を
、
も
う
一
度
確
か
め
、
そ
こ
と
の
つ
な
が
り
を

回
復
し
、
何
ら
か
の
着
地
点
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
、

大
ま
か
な
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
た
だ
、
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
。
途
方
も
な
く
難
し
か
ろ
う
と
思
う
。

　

筆
者
は
広
井
の
言
う
「〝
原
・
神
道
的
〞（
な
い
し
汎
神
論
的
）
な
層
」（
広
井

に
、〝
〞
を
付
け
る
付
け
な
い
の
混
用
が
見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
統
一
し
て

付
け
な
い
で
お
く
―
筆
者
注
）
は
、梅
原
猛
が
か
つ
て
日
本
人
の
「
基
層
文
化
」、

「
縄
文
時
代
の
死
生
観
」、「
日
本
人
の
原
『
あ
の
世
』
観
」
な
ど
と
呼
ん
だ
も
の

と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
思
え
た
。
も
ち
ろ
ん
二
人
の
関
心
に
は
ず
れ
が
あ

る
。
視
点
が
違
う
。
視
点
が
違
え
ば
、
関
心
も
違
う
。
そ
の
度
合
い
も
異
な
っ
て

く
る
。
そ
の
違
い
に
よ
っ
て
、
見
る
も
の
、
見
え
て
く
る
も
の
、
そ
れ
に
見
え
方

も
違
っ
て
く
る
。
た
だ
、
ふ
た
り
は
同
じ
も
の
を
見
て
い
る
と
言
っ
て
差
し
支
え

な
い
と
思
う
。

　

梅
原
は
、
仏
教
伝
来
以
前
の
「
日
本
人
の
原
『
あ
の
世
』
観
」
と
、
伝
来
し
た

仏
教
と
の
（
影
響
）
関
係
で
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
考
察
を
し
た
。
こ
れ
は
広
井

に
お
け
る
「
第
一
の
層
」
と
「
第
二
の
層
」
と
の
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
現
代
日
本
人

の
死
生
観
と
の
関
係
、「
つ
な
が
り
」、
結
び
付
き
を
知
る
上
に
お
い
て
、
貴
重
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

他
に
も
思
い
浮
か
ぶ
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
定
か

で
な
い
が
、「
第
二
の
層
」
と
「
第
一
の
層
」
と
の
間
に
は
、
オ
ル
テ
ガ
の
「
観

念
と
信
念
」
の
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
唐
突
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
三
層
は
、
パ
ス
カ
ル
の
「
三
つ
の
秩
序
（
次
元
）trois　

ordres

」

と
意
外
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
順
次
見
て
い
き

た
い
。二

、
梅
原
猛
「
日
本
人
の
原
『
あ
の
世
』
観
」

①
「
日
本
人
の
原
『
あ
の
世
』
観
」

　

筆
者
は
父
を
亡
く
し
た
後
だ
っ
た
と
思
う
が
、
梅
原
猛
『
あ
の
世
と
日
本
人
』

を
テ
キ
ス
ト
に
、
二
ヵ
年
講
義
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
筆
者
自
身
、
教
わ
る
こ

と
の
多
い
著
作
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
梅
原
が
一
九
九
二
年
に
N
H
K
テ
レ
ビ
の

『
人
間
大
学
』
で
放
送
し
た
も
の
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
先
行
す
る
論

文
と
し
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
長
時
代
に
、
セ
ン
タ
ー
の
第
一

回
国
際
研
究
集
会
（
一
九
八
八
年
）
で
基
調
講
演
と
し
て
行
っ
た
「
世
界
の
中
の

日
本
の
宗
教
―
日
本
人
の
『
あ
の
世
』
観
」
が
あ
る
。
今
回
は
こ
れ
ら
を
中
心
に

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

梅
原
は
「
ま
ず
最
も
古
く
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
仏
教
移
入
以
前
か
ら
日
本
に
存

在
し
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
も
、
仏
教
の
強
い
影
響
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま

で
綿
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
『
あ
の
世
』
観
を
、
最
も
純
粋
な
形
で
含
ん
で
い

る
宗
教
思
想
を
と
り
出
」（
梅
原
一
九
九
三
、一
八
〜
一
九
頁
）
そ
う
と
す
る
。
そ

こ
に
日
本
人
の
「
原
『
あ
の
世
』
観
」
が
あ
る
。

　

言
わ
ず
も
が
な
か
も
し
れ
な
い
が
一
言
。『
広
辞
苑
』
に
は
、縄
文
時
代
は
「
紀
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元
前
一
万
年
前
後
に
始
ま
り
、
前
四
世
紀
頃
ま
で
継
続
し
て
、
弥
生
時
代
と
交
代

す
る
。」
と
あ
る
。
学
校
で
は
、
縄
文
、
弥
生
と
並
び
教
わ
る
が
、
弥
生
時
代
は

せ
い
ぜ
い
六
百
〜
七
百
年
、
縄
文
時
代
は
な
ん
と
お
よ
そ
一
万
年
で
あ
る
。

　

縄
文
時
代
は
狩
猟
採
集
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
縄
文
文
化
が
日
本
の
「
基
層
文

化
」
で
あ
る
。
梅
原
は
、
こ
の
「
縄
文
文
化
の
最
も
純
粋
な
レ
リ
ッ
ク
（
歴
史
的

な
「
遺
物
」
―
筆
者
注
）
を
、ア
イ
ヌ
文
化
と
沖
縄
文
化
に
見
た
」（
同
、一
九
頁
）。

　

両
者
に
は
、今
も
縄
文
的
な
も
の
が
強
く
残
る
。「
宗
教
や
習
俗
な
ど
」
は
、「
一

つ
の
文
化
に
お
い
て
変
わ
ら
な
い
面
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア
イ
ヌ
文
化
、

沖
縄
文
化
に
お
け
る
「
あ
の
世
」
観
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
「
日
本
人
の
原
『
あ
の

世
』
観
」
と
考
え
る
。

　

梅
原
は
ア
イ
ヌ
、
沖
縄
の
研
究
者
の
著
作
、
ア
イ
ヌ
の
古
老
な
ど
と
の
対
話
、

『
ユ
ー
カ
ラ
』『
お
も
ろ
そ
う
し
』
の
読
書
、
さ
ら
に
度
重
な
る
ア
イ
ヌ
、
沖
縄
訪

問
を
通
じ
て
、
ア
イ
ヌ
と
沖
縄
の
「
あ
の
世
」
を
考
え
た
。
そ
の
結
果
、
ア
イ
ヌ

お
よ
び
沖
縄
の
「
あ
の
世
」
観
は
、以
下
の
四
つ
の
命
題
に
集
約
さ
れ
る
と
し
た
。

⑴
あ
の
世
は
、
こ
の
世
と
全
く
ア
ベ
コ
ベ
の
世
界
で
あ
る
が
、
こ
の
世
と
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
。
あ
の
世
に
は
、
天
国
と
地
獄
、
あ
る
い
は
極
楽
と
地
獄
の
区
別

も
な
く
、
従
っ
て
死
後
の
審
判
も
な
い
。

⑵
人
が
死
ぬ
と
魂
は
肉
体
を
離
れ
て
、
あ
の
世
に
行
っ
て
神
に
な
る
。
従
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
間
は
、
死
後
あ
の
世
へ
行
き
、
あ
の
世
で
待
っ
て
い
る

先
祖
の
霊
と
一
緒
に
暮
ら
す
。
大
変
悪
い
こ
と
を
し
た
人
間
と
か
、
こ
の
世
に

深
い
恨
み
を
残
し
て
い
る
人
間
は
、
直
ち
に
あ
の
世
へ
行
け
な
い
が
、
遺
族
が

霊
能
者
を
呼
ん
で
供
養
す
れ
ば
、
あ
の
世
へ
行
け
る
。

⑶
人
間
ば
か
り
か
、
す
べ
て
の
生
き
る
も
の
に
は
魂
が
あ
り
、
死
ね
ば
そ
の
魂
は

肉
体
を
離
れ
て
あ
の
世
へ
行
け
る
。
特
に
、
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
生
き
物
は

丁
重
に
あ
の
世
へ
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑷
あ
の
世
で
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
魂
は
、
や
が
て
こ
の
世
へ
帰
っ
て
く
る
。
誕
生

と
は
、
あ
の
世
の
魂
の
再
生
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
は
お
ろ

か
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
永
遠
の
生
死
を
繰
り
返
す
。（
同
、

二
一
〜
二
八
頁
）

　

こ
れ
が
、「
日
本
人
の
原
『
あ
の
世
』
観
」
で
あ
る
。
梅
原
は
、「
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
純
粋
な
形
で
の
『
あ
の
世
』
観
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
人
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
多
少
の
変
形
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う

な
『
あ
の
世
』
観
は
現
在
ま
で
日
本
人
の
心
の
奥
底
に
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。」（
同
、二
九
頁
）
と
言
う
。
縄
文
時
代
の
「
原
『
あ
の
世
』
観
」

は「
多
少
の
変
形
は
あ
る
」が
、「
現
在
ま
で
日
本
人
の
心
の
奥
底
に
残
っ
て
い
る
」。

「
残
っ
て
い
る
」
こ
と
を
示
す
具
体
例
も
挙
げ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
略
す
。

②
仏
教
伝
来
と
神
道

　

五
五
二
年
、仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
。
仏
教
が
入
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、

経
文
を
通
し
て
、「
観
念
」
と
し
て
入
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引

用
し
た
通
り
、
広
井
は
、
仏
教
だ
け
で
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
教
も
そ
う
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
言
語
化
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
高
次
宗
教
の
死
生
観
に
お
い
て
は
、『
死
』
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は
〝
永
遠
（
の
生
命
）〞
や
〝
涅
槃
〞
と
い
っ
た
概
念
と
と
も
に
、
抽
象
化
・
理

念
化
さ
れ
た
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。」
と
言
う
。
問
題
は
、「
原
『
あ
の
世
』
観
」

が
仏
教
思
想
に
ど
の
よ
う
に
対
し
た
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
あ
の
世
」
観
ど
う

し
が
ど
う
こ
う
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
人
間
が
介
在
し
て
い
る
。
す
で
に

「
あ
の
世
」
観
を
持
っ
た
日
本
人
が
、
仏
教
の
「
死
生
観
」
を
ど
う
迎
え
た
の
か

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、神
道
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
広
井
も
「
第
一
の
層
」

「
基
層
」
を
「
原
・
神
道
的
な
層
」
と
呼
ん
で
い
る
。
神
道
は
「
古
く
は
縄
文
の

昔
に
遡
る
土
着
宗
教
を
基
本
に
し
た
も
の
」（
同
、三
六
頁
）で
あ
る
。
梅
原
は「『
神

道
』
と
い
う
言
葉
は
仏
教
に
対
抗
し
て
鎌
倉
時
代
に
で
き
た
言
葉
」
だ
か
ら
、
鎌

倉
時
代
以
前
の
、
あ
る
い
は
仏
教
渡
来
以
前
の
「
神
道
の
原
形
の
よ
う
な
も
の
」

を
「
神
道
」
と
呼
ぶ
の
は
不
適
当
で
、「
土
着
信
仰
」
と
か
「
固
有
信
仰
」
と
呼

ぶ
べ
き
と
の
考
え
方
も
あ
る
が
、「
そ
れ
は
あ
ま
り
に
煩
わ
し
い
の
で
、
私
は
鎌

倉
以
前
の
神
道
の
原
形
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
仏
教
渡
来
以
前
の
日
本
人
の
宗
教
を

も
『
神
道
』
と
い
う
名
で
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。」（
梅
原
一
九
九
六
、三
三
頁
）

と
言
う
。
広
井
の
「
原
・
神
道
的
な
」
の
「
原
・
神
道
」
と
い
う
言
い
方
も
、
お

そ
ら
く
同
様
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。「
原『
あ
の
世
』観
」は
ま
た「
原
・

神
道
的
な
『
あ
の
世
』
観
」
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。

③
仏
教
伝
来
後
の
「
原
『
あ
の
世
』
観
」

　

梅
原
は
「
最
も
日
本
の
宗
教
の
特
徴
を
示
す
宗
教
」
と
し
て
、親
鸞
（
一
一
七
三

〜
一
二
六
二
）
の
浄
土
真
宗
を
挙
げ
る
。
浄
土
真
宗
は
寺
院
数
に
お
い
て
も
信
者

数
に
お
い
て
も
、
日
本
で
一
番
多
い
。
親
鸞
は
日
本
で
最
も
人
気
の
あ
る
宗
教
家

で
あ
る
。
親
鸞
の
仏
教
は
「
単
な
る
イ
ン
ド
あ
る
い
は
中
国
の
仏
教
を
、
そ
の
ま

ま
移
入
し
た
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
全
く
親
鸞
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
独
自
な
仏

教
」、「
全
く
日
本
的
な
仏
教
」
と
言
え
る
。「
こ
の
仏
教
を
深
く
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
の
仏
教
、
ひ
い
て
は
日
本
の
宗
教
の
特
徴
が
最
も
明
晰
に
取
り

出
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。」（
梅
原
一
九
九
三
、三
九
頁
）
と
言
う
。

　

梅
原
は
親
鸞
の
仏
性
論
、
戒
律
論
、
浄
土
論
を
考
察
し
て
い
く
が
、
中
で
も
注

目
す
べ
き
は
浄
土
論
の
考
察
で
あ
る
。
梅
原
は
親
鸞
の
「
二
種
廻
向
」
と
い
う
思

想
を
取
り
上
げ
る
。「
二
種
廻
向
」
と
は
「
往
相
廻
向
」
と
「
還
相
廻
向
」
を
言
う
。

こ
の
「
二
種
廻
向
」
は
、
親
鸞
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
の
思
想
の
中
心

で
あ
る
。「
廻
向
」
は
普
通
「
自
己
の
善
を
さ
し
向
け
て
、
自
己
や
他
人
の
救
済

を
は
か
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
が
、親
鸞
は
独
自
の
意
味
で
使
う
。
親
鸞
の
場
合
、

廻
向
の
主
体
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。「
阿
弥
陀
仏
が
自
己
の
善
を
さ
し
向
け
て
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
浄
土
に
往
生
し
て
仏
に
な
り
（
往
相
廻
向
）、
そ
し
て
、

ま
た
再
び
こ
の
世
に
還
っ
て
、
利
他
教
化
の
働
き
を
す
る
（
還
相
廻
向
）
よ
う
に

さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。」（
同
、
五
〇
〜
五
一
頁
）
と
言
う
。

　

親
鸞
の
師
、
浄
土
宗
の
開
祖
「
法
然
の
思
想
に
還
相
廻
向
の
思
想
が
な
い
と
は

い
え
ま
せ
ん
。
…
し
か
し
法
然
が
『
選
択
集
』
で
強
調
し
た
の
は
や
は
り
往
相
廻

向
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。」（
同
、
五
一
頁
）
と
言
う
。
そ
し
て
、

梅
原
は
親
鸞
の
浄
土
論
を
図
示
し（

3
）、

次
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
発
言
を
す
る
。

　
「
こ
の
よ
う
に
親
鸞
の
浄
土
論
を
図
示
す
る
と
、
私
は
、
不
思
議
な
暗
合
に
気
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づ
く
の
で
す
。
そ
れ
は
、
先
に
私
が
分
析
し
た
、
日
本
人
が
、
お
そ
ら
く
縄
文
時

代
以
来
持
ち
続
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
あ
の
世
』
観
に
一
致
す
る
こ
と
で
す
。

浄
土
論
は
、
源
信
か
ら
法
然
、
法
然
か
ら
親
鸞
へ
と
発
展
す
る
過
程
で
、
日
本
人

の
原
『
あ
の
世
』
観
に
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。」（
同
、
五
四
頁
）

　

こ
れ
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
梅
原
は
、
先
の
「
あ
の
世
」
観
の
四
つ
の

契
機
に
当
て
は
め
て
、
浄
土
論
を
考
え
て
み
る
。

　
「
⑵
源
信
か
ら
法
然
へ
の
浄
土
教
の
発
展
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
あ
の
世

へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
⑶
そ
し
て
天
台
本
覚
論
は
、
人
間

ば
か
り
か
、
す
べ
て
の
衆
生
成
仏
の
可
能
性
を
認
め
ま
し
た
。
こ
の
思
想
を
強
く

受
け
て
、
親
鸞
は
、
す
べ
て
の
衆
生
が
往
生
す
る
と
い
う
考
え
を
と
り
ま
し
た
。

⑷
法
然
か
ら
親
鸞
へ
の
浄
土
教
の
展
開
に
お
い
て
、
環
相
廻
向
と
い
う
考
え
に

よ
っ
て
、
あ
の
世
か
ら
こ
の
世
へ
と
還
っ
て
く
る
道
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。｣

（
同
、
五
四
頁
）

　

源
信
の
頃
の
念
仏
と
言
え
ば
、「
観
想
の
念
仏
」
で
あ
っ
た
。「
ひ
た
す
ら
阿
弥

陀
浄
土
の
こ
と
を
思
い
続
け
る
と
、
つ
い
に
阿
弥
陀
浄
土
が
い
つ
も
行
者
の
眼
前

に
あ
り
あ
り
と
現
れ
る
と
い
う
、
観
想
の
念
仏
」（
同
、
四
七
頁
）
で
あ
る
。
こ

れ
は
誰
に
で
も
で
き
る
念
仏
で
は
な
い
。
少
数
者
に
限
ら
れ
た
。
法
然
は
「
口
称

念
仏
」
を
提
唱
し
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
称
え
る
こ
と
で
往
生
で
き
る
と
し
た
。

　

最
澄
以
後
の
天
台
宗
は
、
空
海
の
真
言
密
教
の
影
響
を
受
け
て
、｢

台
密｣

と

い
う
も
の
を
生
ん
だ
。
そ
こ
で
は
「
仏
性
の
幅
」（
仏
に
な
り
う
る
の
は
、
ど
の

範
囲
で
あ
る
か
）
は
、
人
間
を
越
え
、
す
べ
て
の
衆
生
に
広
が
り
、
つ
い
に
「
草

木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
言
葉
が
、
日
本
仏
教
の
合
言
葉
と
な
っ
た
。
鎌
倉
仏

教
は
、
す
べ
て
こ
の
「
天
台
本
覚
論
」
か
ら
出
て
い
る
。
梅
原
は
、『
あ
の
世
と

日
本
人
』
の
中
で
は
、「
こ
の
思
想
は
必
ず
し
も
仏
教
の
思
想
で
は
な
く
、
私
は

あ
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
、
同
じ
よ
う
な
命
が
宿
り
、
そ
れ
は
神
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、
縄
文
以
来
の
日
本
の
土
着
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
日
本
化

さ
れ
た
仏
教
思
想
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。」（
梅
原
一
九
九
六
、一
〇
八
頁
）

と
言
っ
て
い
る
。

　
「
こ
の
世
と
あ
の
世
の
絶
え
ざ
る
往
還
の
構
造
」「
浄
土
教
は
親
鸞
に
到
っ
て
、

古
来
か
ら
日
本
人
が
持
ち
続
け
た
『
あ
の
世
』
観
に
、ま
こ
と
に
よ
く
似
て
き
た
」

（
梅
原
一
九
九
三
、五
四
〜
五
五
頁
）
の
は
な
ぜ
か
。
梅
原
は
大
胆
に
も
こ
う
言
っ

た
。

　
「
最
も
合
理
的
と
考
え
ら
れ
得
る
説
明
原
理
は
、や
は
り
日
本
に
土
着
し
た
『
あ

の
世
』
観
が
、
自
然
に
仏
教
に
、
浄
土
教
に
影
響
を
与
え
、
親
鸞
の
よ
う
な
、
イ

ン
ド
に
も
中
国
に
も
な
い
よ
う
な
浄
土
教
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

仮
説
で
す
。」
と
言
う
。
日
本
に
「
土
着
」
の
「『
あ
の
世
』
観
」
が
、
入
っ
て
来

た
「
仏
教
に
、
浄
土
教
に
影
響
を
与
え
」、「
イ
ン
ド
に
も
中
国
に
も
な
い
よ
う
な

浄
土
教
を
生
み
出
し
た
。」（
同
、
五
六
頁
）
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、一
般
論
と
し
て
言
う
。「
一
つ
の
国
が
新
し
い
文
化
を
受
け
入
れ
る
時
、

必
ず
そ
の
土
着
の
文
化
を
基
に
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
土

着
の
文
化
に
適
合
す
る
も
の
を
受
け
入
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
適
合
し
な
い
も
の
は
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排
除
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
移
入
さ
れ
た
文
化
と
い
う
も
の
も
、
い
つ
の
ま
に

か
、
元
の
も
の
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
起
こ
り
ま
す
。
／
今
、
仏
教

に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

（
同
、
五
六
頁
）

　

ご
く
大
雑
把
に
言
う
と
、「
土
着
の
文
化
」
は
「
新
し
い
文
化
」
を
、
長
い
時

間
を
か
け
て
取
捨
選
択
す
る
。「
適
合
す
る
も
の
」
を
「
受
け
入
れ
」、「
適
合
し

な
い
も
の
」
は
「
排
除
」
す
る
。
そ
の
結
果
、「
い
つ
の
ま
に
か
、
元
の
も
の
と

は
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
起
」
き
る
。
い
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
問
題
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
原
『
あ
の
世
』
観
」
と
仏
教
と
の
間
の
関
係
は
、
個
人

の
次
元
で
、「
第
一
の
層
」
と
「
第
二
の
層
」
と
の
間
、つ
ま
り
広
井
の
言
う
「
原
・

神
道
的
な
層
」
と
「
仏
教
的
な
い
し
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
層
」
と
の
間
の
関
係
を

考
え
る
上
で
、
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、
オ
ル
テ
ガ
「
観
念
と
信
念
」

　

広
井
は
、「
第
二
の
層
」
は
「
キ
リ
ス
ト
教
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
言
語

化
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
高
次
宗
教
の
死
生
観
に
お
い
て
は
、『
死
』
は
〝
永
遠
（
の

生
命
）〞
や
〝
涅
槃
〞
と
い
っ
た
概
念
と
と
も
に
、
抽
象
化
・
理
念
化
さ
れ
た
形

で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
層
は
、「
概
念
」、「
理
念
」、
つ

ま
り
「
観
念
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
層
な
の
で
あ
る
。
他
方
、「
第
一
の
層
」
は
、

梅
原
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
場
合
、
縄
文
人
の
生
（
活
）
を
支
え
て
い
た
層
で
あ

り
、
今
も
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
心
の
奥
深
く
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
オ
ル
テ
ガ
の
言
う
「
信
念
（
体
系
）」
を
思
い
起
こ
す
。

　

つ
ま
り
、「
仏
教
的
（
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
）
な
層
」
と
「
原
・
神
道
的

な
層
」
と
の
間
に
は
、
オ
ル
テ
ガ
の
言
う
「
観
念
と
信
念
」
の
関
係
が
成
り
立
つ

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
層
の
関
係
を
理
解
す
る
上

で
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
拙
著
『
生
き
ら
れ
た
死
生
観
』

の
中
で
言
及
し
た
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
に
、
外
国
か
ら
取
り
入
れ
、「
抽

象
化
・
理
念
化
さ
れ
た
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
」
世
界
観
も
ま
た
こ
の
層
に
属
す

と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
両
者
の
（
影
響
）
関
係
を
見
る
。
ま
た
、
両
者
の

わ
れ
わ
れ
の
生
（
活
）
に
対
す
る
影
響
も
確
か
め
た
い
。

①
観
念
と
信
念

　

ま
ず
、
オ
ル
テ
ガ
の
考
え
の
基
本
的
な
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。

　
「
生
き
る
と
は
、
な
ん
ら
か
の
も
の
と
―
世
界
と
自
分
自
身
と
に
―
か
か
わ
り

を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。」
そ
の
た
め
に
は
、「
世
界
と
自
分
自
身
」
が
何
で
あ
る
か

を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。「
し
か
し
、
人
間
が
出
会
う
こ
の
世
界
と
か
こ
の
『
自

分
自
身
』
と
か
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
世
界
と
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
一

種
の
解
釈
、
つ
ま
り
『
観
念
』
と
い
っ
た
形
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」（
オ
ル
テ

ガ
一
九
七
〇
、一
二
〜
一
三
頁
）

　

オ
ル
テ
ガ
の
考
え
で
は
、
通
常
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
実
は

根
本
的
に
相
違
す
る
二
種
類
の
「
観
念
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
オ
ル
テ
ガ
は
、
こ
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れ
を
区
別
し
て
、「
観
念
」
と
「
信
念
」
と
呼
ぶ
。
オ
ル
テ
ガ
の
論
文
「
観
念
と

信
念　

ideas　

y　

creencias

」
よ
り
、
そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

一
般
に
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
、
実
は
二
種
類
の
「
観
念
」
が
あ
る
。

一
方
は
、
自
分
で
思
い
つ
い
た
も
の
で
あ
れ
、
他
人
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ

れ
、
要
す
る
に
「
考
え
出
さ
れ
た
も
の
」、
人
間
の
「
生
の
内
部
」
か
ら
生
ま
れ

出
た
も
の
で
あ
る
。

　

当
然
、
人
間
は
「
考
え
る
」
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
人
間
の
言
わ
ば

「
生
の
容
器
」
に
当
た
る
部
分
を
構
成
す
る
の
が
他
方
の
「
観
念
」
で
あ
る
。
言

葉
を
換
え
れ
ば
、人
間
の
生
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
基
礎
的
な
「
観
念
」
で
あ
る
。

　

前
者
が
「
わ
れ
わ
れ
が
出
会
う

4

4

4

と
こ
ろ
の
観
念
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は

「
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
こ
ろ
の
観
念
」で
あ
る
。あ
る
い
は
、

前
者
が
「
わ
れ
わ
れ
が
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
観
念
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は

「
わ
れ
わ
れ
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
観
念
」
で
あ
る
。
オ
ル
テ
ガ
は
、
厳
密
な

意
味
で
は
、
前
者
の
み
が
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
と
言
い
、
後
者
を
「
信

念
」
と
呼
び
、
明
確
に
区
別
す
る
。

　

こ
れ
ら
は
「
生
」
に
対
す
る
働
き
か
け
に
お
い
て
、
根
本
的
に
相
違
す
る
。
わ

れ
わ
れ
が
考
え
る
の
は
、
何
事
で
あ
れ
、
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
た
時
で
あ
る
。
し

か
も
、「
観
念
」
は
考
え
ら
れ
て
い
る
間
し
か
存
在
し
な
い
。

　

他
方
、「
信
念
」
は
、
通
常
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
信
念
」

は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
始
め
る
と
き
、
す
で
に
内
奥
で
働
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

が
考
え
た
り
、
行
動
し
た
り
す
る
と
き
、
そ
の
中
に
潜
在
し
て
、
作
用
し
て
い
る

の
で
あ
る
。「
私
は
、
あ
る
も
の
が
無
意
識
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
生
に
介
入
し

て
く
る
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
、『
も
の
に
依
存
す
る
』
と
呼
ん
で
い
る
。」（
同
、

一
九
頁
）
つ
ま
り
、わ
れ
わ
れ
は
信
念
に
「
依
存
」
し
て
生
き
て
い
る
。
頼
り
切
っ

て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。「
信
念
」
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
力
を
「
生
」
に

対
し
て
持
っ
て
い
る
。

　
「
信
念
」
は
わ
れ
わ
れ
の
生
の
「
基
盤
」
を
、
言
わ
ば
そ
の
上
で
生
が
展
開
さ

れ
る
「
大
地
」
を
作
り
上
げ
る
。
信
念
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、「
現
実
そ
の
も
の
」

で
あ
る
も
の
を
示
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
現
実
は
、
わ
れ
わ

れ
が
生
き
て
行
く
際
に
無
意
識
の
う
ち
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も

の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。」（
同
、
二
一
頁
）

　

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
「
信
念
」（
つ
ま
り
自
分
自
身
と
世
界
の
解
釈
、
ま

と
め
て
「
世
界
」）
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
が
所
有

す
る
「
世
界
」
の
大
部
分
は
先
人
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
の

中
で
、
信
念
の
体
系
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
人
間
は
「
相
続
者
」、「
継
承
者
」

な
の
で
あ
る
。
現
代
人
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。「
最
も
重
大
な
人
間
の
欠

点
は
忘
恩
で
あ
る
。」（
同
、四
一
頁
）
と
オ
ル
テ
ガ
は
繰
り
返
し
警
告
し
て
い
る
。

②
「
懐
疑
」

　

生
き
て
い
れ
ば
様
々
な
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。「
信
念
の
体
系
」
は
完
全
な
も
の

で
は
な
い
。「
〜
を
疑
う
」
と
か
、「
〜
に
疑
問
を
持
つ
」
と
か
い
う
レ
ベ
ル
な
ら
、

そ
れ
は
観
念
の
レ
ベ
ル
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
生
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題

で
は
な
い
。

　

恐
い
の
は
「
懐
疑
」
で
あ
る
。「
真
の
懐
疑
と
い
う
も
の
は
、
実
は
信
念
の
一
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形
態
な
の
で
あ
っ
て
、生
の
構
造
の
中
で
は
信
念
と
同
じ
層
に
属
し
て
い
る
」（
同
、

三
〇
頁
）
と
言
う
。
オ
ル
テ
ガ
に
よ
れ
ば
、「
懐
疑
と
は
、
不
安
定
そ
の
も
の
の

う
ち
に
身
を
置
い
た
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
地
震
の
中
の
生
、
永
続
的
で
、

決
定
的
な
地
震
の
中
に
置
か
れ
た
生
で
あ
る
。」（
同
、
三
一
頁
）
人
間
は
何
を
す

れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
人
間
は
「
懐
疑
」
か
ら
抜
け

出
よ
う
と
し
て
、「
思
考
」
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
堅
固
な
信
念
を
回
復
し
よ

う
と
し
て
、
人
間
は
世
界
と
自
分
自
身
を
解
釈
し
直
す
。
あ
れ
こ
れ
と
想
像
し
空

想
す
る
。「
観
念
と
は
想
像
力
な
の
で
あ
る
。」（
同
、
三
四
頁
）

③
「
真
正
な
る
現
実
」

　

人
間
は
つ
ね
に
数
多
く
の
信
念
に
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
。
他
方
、
人
間
に

は
ま
だ
確
固
と
し
た
信
念
を
見
出
せ
な
い
で
い
る
問
題
も
多
々
あ
る
。
人
間
は
そ

れ
ら
に
つ
い
て
の
観
念
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
「
信
念
か
ら
成
る
こ
の

根
底
の
領
域
の
あ
ち
こ
ち
に
は
、
ま
る
で
落
と
し
穴
の
よ
う
に
懐
疑
の
大
き
な
穴

が
口
を
開
け
て
い
る
。」（
同
、
三
〇
頁
）
の
か
？

　

こ
こ
で
「
原
初
の
真
正
な
る
現
実
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
。「
原
初

の
真
正
な
る
現
実
」
と
は
、
解
釈
さ
れ
た
「
現
実
」
で
は
な
い
。「
あ
ら
ゆ
る
解

釈
に
先
立
つ
」
現
実
の
こ
と
で
あ
る
。
地
上
に
現
れ
た
最
初
の
人
間
を
想
像
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
人
の
目
に
「
ま
わ
り
」
は
ど
う
映
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

ま
さ
に
「
わ
れ
わ
れ
の
実
存
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
謎
」
で
あ
る
。
人

間
は
「
お
び
え
き
っ
た
状
態
」
に
置
か
れ
る
。

　

も
し
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
、「
原
初
の
真
正
な
る
現
実
」
を
「
あ
り
の

ま
ま
の
真
実
の
姿
で
捉
え
る
に
は
、
そ
れ
に
関
し
て
流
布
さ
れ
て
い
る
現
代
お
よ

び
過
去
の
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
信
念
を
、そ
こ
か
ら
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。」（
同
、

四
三
〜
四
四
頁
）
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
も
の
を
、オ
ル
テ
ガ
は
「
真
正
な
る
現
実
」

と
呼
ぶ
。

　

人
間
は
世
界
と
自
分
自
身
を
解
釈
し
、想
像
し
、「
世
界
」
を
作
ろ
う
と
す
る
時
、

こ
の
「
真
正
な
る
現
実
」
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
想
像
さ
れ
た
「
世
界
」
は
、

「
真
正
な
る
現
実
と
最
大
限
の
調
和
を
み
る
と
き
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。」時
に
は
、

そ
れ
は
「
真
理
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
と
は
い
え
、
け
っ
し
て
現
実
そ

の
も
の
と
合
体
す
る
も
の
で
な
い
」（
同
、
四
五
頁
）。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
信
念

の
体
系
は
、ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
た
と
え「
最

大
限
の
調
和
を
み
」
て
も
、「
あ
ち
こ
ち
に
は
、
…
懐
疑
の
大
き
な
穴
が
口
を
開

け
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

④
観
念
が
信
念
と
な
る
の
は
ど
う
い
う
場
合
か

　

信
念
も
も
と
は
と
言
え
ば
観
念
で
あ
っ
た
。
一
人
の
人
間
の「
想
像
力
の
所
産
」

で
あ
っ
た
。
信
念
に
「
裂
け
目
」、「
空
洞
」
が
生
じ
、信
念
が
部
分
的
に
で
も
「
懐

疑
」
に
陥
る
と
、
そ
の
時
が
観
念
の
出
番
で
あ
る
。
思
考
は
個
々
人
の
孤
独
な
作

業
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
観
念
が
、
い
つ
の
日
か
信
念
の
仲
間
入
り

を
許
さ
れ
る
。
そ
の
時
こ
の
観
念
が
ど
う
変
貌
し
て
い
る
か
に
は
、
オ
ル
テ
ガ
は

関
心
が
な
い
。

　

た
だ
観
念
「
で
し
か
な
か
っ
た
」
も
の
が
、「
現
実
を
射
止
め
」
て
、
信
念
に

な
る
可
能
性
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、相
当
長
い
時
間
が
か
か
る
こ
と
は
、
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次
の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
わ
れ
わ
れ
の
妄
想
（
想
像
さ
れ
た
「
世
界
」
を
指
す
―
筆
者
注
）
が
現
実
を

射
止
め
る
可
能
性
は
、
も
っ
と
も
望
み
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
頼
り
と
す
る
唯
一
の
蓋

然
性
な
の
で
あ
る
。…
こ
の
面
で
知
ら
れ
て
い
る
ご
く
わ
ず
か
な
こ
と
だ
け
で
も
、

そ
れ
を
知
る
に
は
数
千
年
と
い
う
歳
月
を
要
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
多

く
の
錯
誤
を
犯
し
て
か
ら
、
つ
ま
り
、
途
方
も
な
い
空
想
の
海
に
乗
り
出
し
た
後

で
獲
得
さ
れ
た
の
だ
。」（
同
、
五
三
頁
）

四
、
パ
ス
カ
ル
「
三
つ
の
次
元
」

　

｢

三
層
構
造
説｣

、｢

三
つ
の
層｣

、
…
…
層
と
層
と
の
関
係
、
か
か
わ
り
、
…
…

な
ど
と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
時
、
筆
者
は
、
パ
ス
カ
ル
「
三
つ
の
秩
序trois 

ordres

」
の
断
章
を
思
い
出
し
た
。
以
下
は
そ
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

　
「
身
体
は
精
神
か
ら
無
限
に
隔
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
隔
た
り
は
、
そ
れ
を
さ

ら
に
無
限
に
越
え
る
精
神
と
愛
と
の
無
限
の
隔
た
り
を
象
徴
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
愛
は
超
自
然
的
な
も
の
だ
か
ら
。
／
あ
ら
ゆ
る
栄
耀
栄
華
は
、
精
神
の
探
究
に

携
わ
る
人
に
と
っ
て
は
色
あ
せ
て
見
え
る
。
／
精
神
の
人
の
偉
大
さ
は
、
王
公
、

富
者
、
将
軍
、
こ
れ
ら
肉
界
の
大
立
者
の
目
に
は
見
え
な
い
。
／
知
恵
の
偉
大
さ

は
、
神
に
由
来
し
な
い
か
ぎ
り
無
に
等
し
い
が
、
肉
的
な
人
の
目
に
も
、
精
神
の

人
の
目
に
も
見
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
三
つ
の
次
元
で
あ
り
、
類
を
異
に
し
て
い

る
。」（
三
〇
八
／
七
九
三（

4
））

　

あ
ら
ゆ
る
事
物
に
関
し
て
、「
三
つ
の
次
元（

5
）」

が
あ
る
。「
身
体corps

」
な
い

し
は
「
物
体corps

」
の
「
次
元
」、「
精
神
」
の
「
次
元
」、
そ
れ
に
「
愛
」
の
次

元
で
あ
る
。「
身
体
」
は
「
精
神
」
か
ら
「
無
限
に
隔
た
っ
て
い
る
」。
そ
の
「
精

神
」
も
「
愛
」
か
ら
「
無
限
に
隔
た
っ
て
い
る
」。
そ
れ
ら
は
「
類
を
異
に
」
す

る
「
三
つ
の
次
元
」
で
あ
る
。

　

身
体
あ
る
い
は
物
体
の
次
元
で
「
偉
大
」
と
さ
れ
る
の
は
、
王
公
、
富
者
、
将

軍
な
ど
で
、
こ
の
世
で
の
「
栄
耀
栄
華
」
を
誇
る
。
精
神
の
次
元
で
「
偉
大
」
と

さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
よ
う
に
優
れ
た
「
学
問
の
成
果
」
を

残
す
「
偉
大
な
天
才
た
ち
」
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
「
お
の
れ
固
有
の
支
配
圏
、
栄

光
、
勝
利
、
光
輝
が
あ
り
、
肉
的
な
偉
大
さ
は
少
し
も
必
要
と
し
な
い
」。
愛
の

次
元
で
「
偉
大
」
と
さ
れ
る
の
は
、「
聖
人
た
ち
」。
彼
ら
に
も
「
お
の
れ
固
有
の

支
配
圏
、
栄
光
、
勝
利
、
光
輝
が
あ
り
、
肉
的
な
偉
大
さ
も
精
神
的
な
偉
大
さ
も

必
要
と
し
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

宇
宙
に
は
、
言
わ
ば
、
広
大
な
「
三
つ
の
次
元
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
見
る

人
の
視
点
に
よ
っ
て
、
違
っ
て
見
え
て
く
る
。
見
る
人
の
関
心
に
よ
っ
て
も
、
資

質
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
執
筆
時
に
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
論
」
と
い
う
視
点
で
す
べ
て
を
見
て
い
た
ろ
う
。

　
「
三
つ
の
次
元
」
と
「
三
層
構
造
」
を
結
び
つ
け
て
み
た
い
。
広
井
も
「
三
層

構
造
」
に
「
日
本
人
に
限
ら
な
い
、
よ
り
普
遍
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
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て
い
る
」
と
言
っ
た
。
パ
ス
カ
ル
に
基
層
、
表
層
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
出
て
こ

な
い
が
、「
身
体
的
あ
る
い
は
物
体
的
次
元
」
は
「
近
代
的
ま
た
は
唯
物
論
的
な
層
」

に
、「
精
神
的
次
元
」
は
「
仏
教
的
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
層
」
に
相
当
す
る

と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
残
る
は
「
愛
の
次
元
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
原
・
神
道

的
な
層
」
に
相
当
す
る
と
考
え
て
い
い
か
で
あ
る
。
た
だ
、「
超
自
然
的
な
も
の
」

と
い
う
言
葉
は
、
広
井
の
「
自
然
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。

　

こ
こ
で
の
筆
者
の
関
心
は
、「
愛
の
次
元
」
で
の
認
識
に
つ
い
て
で
あ
る
。
言

い
換
え
る
と
、「
原
・
神
道
的
な
層
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
と
似
通
っ
た
認
識
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
連
想
で
あ
る
。

　
「
真
理
の
認
識
は
た
ん
に
理
性
ば
か
り
で
な
く
、
心
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。

第
一
原
理
の
認
識
は
後
者
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
与
し
な
い
推
論
が
第

一
原
理
の
打
倒
を
試
み
て
も
む
な
し
い
。
…
…
第
一
原
理
の
認
識
、
た
と
え
ば
空

間
、
時
間
、
運
動
、
数
の
存
在
の
認
識
は
、
推
論
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
い
か
な

る
認
識
に
も
劣
ら
ず
堅
固
で
あ
る
。
そ
し
て
理
性
が
自
ら
の
支
え
と
す
る
の
は
、

こ
れ
ら
心
と
本
能
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
認
識
で
あ
り
、
理
性
は
そ
れ
に
も
と
づ

い
て
自
ら
の
論
証
を
展
開
す
る
。」（
一
一
〇
／
二
八
二
）

　

こ
こ
に
言
う
「
本
能
」
は
「
か
つ
て
の
偉
大
な
本
性
の
名
残
で
あ
る
密
か
な
本

能
」（
一
三
六
／
一
三
九
）
で
あ
る
。
人
間
が
堕
落
す
る
以
前
に
持
っ
て
い
た
と

さ
れ
る
「
本
能
」
が
、
堕
落
後
も
そ
の
「
名
残
」
は
あ
る
と
、
パ
ス
カ
ル
は
考
え

て
い
た
。
認
識
に
お
い
て
は
、「
心cœ

ur （
6
）」

と
同
様
の
働
き
を
す
る
。

　
「
真
理
の
認
識
は
た
ん
に
理
性
ば
か
り
で
な
く
、
心
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。」

「
精
神
の
次
元
」
に
お
い
て
は
「
理
性
の
推
論
」
に
よ
る
認
識
、「
愛
の
次
元
」
に

お
い
て
は
「
心
の
直
感sentim

ent du cœ
ur

」
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。「
理
性
は

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
自
ら
の
論
証
を
展
開
す
る
。」

　
「
愛
の
次
元
」
は
ま
た
「
心
の
次
元
」
で
あ
る
。「
心
」
に
よ
る
認
識
は
信
仰
に

深
く
か
か
わ
る
。「
神
か
ら
心
の
直
感
に
よ
っ
て
宗
教
を
授
け
ら
れ
た
人
々
は
、

ま
こ
と
に
幸
せ
で
、
ま
こ
と
に
正
当
な
確
信
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
で
は

な
い
人
々
に
対
し
て
は
、
私
た
ち
は
推
論
に
よ
っ
て
し
か
宗
教
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
神
が
心
の
直
感
に
よ
っ
て
宗
教
を
授
け
ら
れ
る
ま

で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
信
仰
は
人
間
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
救

い
に
は
無
益
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。」（
同
）

　

も
し
こ
れ
を
、
広
井
の
「
三
層
構
造
説
」
と
結
び
付
け
て
、「
精
神
の
次
元
」

を
「
仏
教
的
な
い
し
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
層
」
と
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
理
性
に

よ
る
推
論
に
終
始
し
、皮
肉
な
こ
と
に
、「
信
仰
」
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

信
仰
を
得
る
に
は
、「
無
限
の
隔
た
り
」
と
あ
る
が
、
何
ら
か
の
仕
方
で
、「
愛
の

次
元
」「
心
の
次
元
」（
も
し
か
す
る
と
「
原
・
神
道
的
な
層
」）
に
ま
で
到
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、「
基
層
」
の
働
き

　

こ
こ
ま
で
、
広
井
の
「
原
・
神
道
的
な
層
」、
梅
原
の
「
原
『
あ
の
世
』
観
」、
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そ
れ
に
、
オ
ル
テ
ガ
の
「
信
念
」、
パ
ス
カ
ル
の
「
心
の
次
元
」
に
つ
い
て
見
て

き
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
接
す
る
観
念
の
層
と
の
関
係
を
考
え
て
き
た
。
前
者
は
、

い
わ
ゆ
る
「
基
層
」
で
あ
る
。

　

順
に
重
ね
て
い
っ
た
場
合
に
は
、
最
も
下
に
あ
る
の
が
「
基
層
」
で
あ
り
、
球

の
よ
う
な
も
の
を
考
え
れ
ば
、
中
心
に
最
も
近
い
も
の
が
「
基
層
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。「
基
層
」は
そ
れ
と
接
す
る
層
に
関
係
し
、強
い
影
響
を
与
え
る
。

も
ち
ろ
ん
人
間
が
介
在
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

広
井
は
こ
の
層
を
「
自
然
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
表
現
し
た
。
そ
れ
は
、

上
田
三
四
二
の
言
葉
で
言
え
ば
「
此
岸
に
お
け
る
彼
岸
性
、
自
然
に
お
け
る
超
自

然
性
」（
上
田
一
九
九
八
、三
一
〜
三
三
）
を
感
じ
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
高
見
順
の

言
い
方
で
は
「
自
然
は
ひ
と
知
れ
ず
そ
の
内
部
に
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
を
蔵
し

て
い
る
」（「
巡
礼
」『
詩
集　

死
の
淵
よ
り
』）
と
感
じ
取
れ
る
、
そ
う
い
う
「
感

覚
な
い
し
死
生
観
」
だ
と
思
う
。

　

梅
原
は
先
の
論
文
の
最
後
で
、「
日
本
人
の
原
『
あ
の
世
』
観
」
に
は
、「
二
つ

の
重
要
な
思
想
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
①
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
同

根
性
と
、
そ
の
共
存
関
係
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
」、
②
「
生
命
の
持
続
、
あ
る

い
は
生
命
の
永
久
の
循
環
と
い
う
思
想
」（
梅
原
一
九
九
三
、六
四
〜
六
七
頁
）
を

挙
げ
、
現
代
文
明
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
こ
れ
に
高
い
評
価
を
与
え

た
。
そ
の
後
、
縄
文
人
の
狩
猟
採
集
の
文
化
を
「
森
の
思
想
」
と
し
、『「
森
の
思

想
」
が
人
類
を
救
う
』（
小
学
館
、
一
九
九
一
）
と
う
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
ま
で

出
版
し
て
い
る
。

　

広
井
に
も
こ
れ
と
似
た
考
え
が
あ
る
よ
う
だ
。
広
井
は
「
鎮
守
の
森
」
に
注
目

し
、
具
体
的
な
様
々
な｢

ケ
ア｣

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
実
践
活
動
の
一
つ
と
し

て
、「『
鎮
守
の
森
・
お
寺
・
福
祉
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
な
い
し
福
祉
・
環
境
・

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）』
と
い
う
試
み
を
行
っ
て
い
る｣

と
、

先
の
論
文
の
最
後
で
、
注
を
付
け
て
い
る
。

　
「
基
層
」に
つ
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。単
な
る
想
像
で
あ
り
、

仮
説
で
あ
る
。「
基
層
」
は
「
信
念
」
か
ら
成
る
。
観
念
に
対
す
る
圧
倒
的
な
優

位
を
考
え
る
と
、「
信
念
」
以
外
の
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
。
両
者
は
、「
次
元
」

が
違
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
信
念
を
先
人
た
ち
か
ら
受
け
継
い
だ
。
先
人
た

ち
の
努
力
の
一
切
を
、
わ
れ
わ
れ
は
信
念
と
い
う
形
で
継
承
し
て
い
る
。
日
本
人

の
信
念
の
場
合
、
そ
こ
に
は
、
今
も
、「
縄
文
時
代
の
死
生
観
」
が
色
濃
く
残
っ

て
い
る
。
信
念
と
と
も
に
、
信
仰
も
こ
の
領
域
の
事
柄
で
あ
る
。

　
「
基
層
」
は
、
新
た
に
入
っ
て
く
る
文
化
（
こ
れ
は
観
念
で
あ
る
）
を
、
時
間

を
か
け
て
取
捨
選
択
す
る
。
自
分
に
合
わ
せ
て
、
選
択
し
、
改
変
す
る
。
受
け
入

れ
ら
れ
た
時
に
は
、
新
し
い
文
化
は
当
初
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
準
備
を
踏
ま
え
て
、
高
見

の
問
題
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
前
に
、
国
木
田
独
歩
に
も
触
れ
た
い
。

六
、
国
木
田
独
歩
は
な
ぜ
「
禱
れ
」
な
か
っ
た
の
か

　

高
見
順
は
宗
教
的
救
済
を
追
求
し
、大
岩
鉱
『
正
宗
白
鳥
』
を
読
ん
で
い
た
時
、

そ
こ
に
出
て
く
る
国
木
田
独
歩
（
一
八
七
一
〜
一
九
〇
八
）
の
最
期
に
心
を
動
か
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さ
れ
、
昭
和
四
〇
年
二
月
七
日
の
日
記
に
こ
う
書
い
た
。

　
「
国
木
田
独
歩
は
そ
の
死
に
際
し
て
、
昔
教
え
を
う
け
た
植
村
正
久
師
を
招
い

て
救
い
を
求
め
た
。
植
村
師
は
、
／
『
た
だ
祈
れ
』
／
と
独
歩
に
す
す
め
た
。
し

か
し
独
歩
は
、
／
『
祈
れ
ま
せ
ぬ
』
／
と
言
っ
て
号
泣
し
た
と
い
う
。」

　

独
歩
は
結
核
の
た
め
茅
ヶ
崎
の
療
養
所
「
南
湖
院
」
で
最
期
の
時
を
迎
え
て
い

た
。
植
村
正
久
（
一
八
五
七
〜
一
九
二
五
）
は
、
独
歩
が
麹
町
一
番
町
教
会
で
出

会
っ
た
牧
師
で
あ
る
。
独
歩
は
、
植
村
に
よ
り
、
二
十
歳
の
時
に
受
洗
し
て
い
る
。

　
『
病
牀
録
』
で
は
、「
植
村
正
久
氏
は
始
め
て
余
の
心
を
開
け
る
人
な
り
。
余
の

心
の
合
鍵
は
渠
の
手
に
あ
り
。
故
に
余
は
そ
の
鍵
を
以
っ
て
、
今
の
余
の
煩
悶
よ

り
救
は
れ
ん
と
せ
り
。
生
死
の
境
に
迷
へ
る
余
の
心
は
、
氏
の
導
き
に
依
っ
て
初

め
て
救
は
る
可
し
と
信
じ
た
り
。」（
独
歩
一
九
七
八
、三
〇
頁
）
と
厚
い
信
頼
を

寄
せ
て
い
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
植
村
の
「
た
だ
祈
れ
」
と
い
う
「
す
す
め
」
に
、

独
歩
は
応
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。『
病
牀
録
』
に
は
、
続
け
て
こ
う
あ
る
。

　
「
氏
は
唯
禱
れ
と
云
ふ
。
禱
れ
ば
一
切
の
事
解
決
す
べ
し
と
云
ふ
。
極
め
て
容

易
な
る
事
な
り
。

　

然
れ
ど
も
、
余
は
禱
る
こ
と
能
は
ず
、
衷
心
に
湧
か
ざ
る
祈
禱
は
主
も
容
れ
給

は
ざ
ら
ん
。
禱
の
文
句
は
極
め
て
簡
易
な
れ
ど
、禱
の
心
は
難
し
、得
難
し
。」（
同
、

三
〇
）

　

自
分
は
祈
る
こ
と
が
で
き
な
い
。自
分
の
口
か
ら
出
る
の
は
、「
衷
心
」よ
り「
湧
」

き
起
こ
る
「
禱
り
」
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
祈
り
を
、「
主
」
は
受
け
容
れ
て
下

さ
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
禱
の
心
」
を
得
る
の
は
実
に
難
し
い
。
植
村
の
「
唯
禱
れ
」

と
の
忠
告
に
も
関
わ
ら
ず
、独
歩
は
祈
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
独
歩
は「
号

泣
」
し
た
。
独
歩
三
十
八
歳
、
植
村
は
十
四
歳
上
の
五
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

　

続
く
「
誰
か
来
り
て
、
こ
の
禱
り
得
ぬ
心
を
救
は
ず
や
。
余
は
衷
心
よ
り
禱
を

捧
ぐ
る
を
得
ば
、
そ
の
時
直
ち
に
救
わ
れ
得
可
き
を
信
ず
。」（
同
、
三
〇
〜
三
一

頁
）
は
、
独
歩
の
偽
ら
ざ
る
気
持
ち
だ
っ
た
ろ
う
。

　

竹
内
整
一
は
『
日
本
思
想
の
言
葉
』
の
中
で
、独
歩
の
こ
の
場
面
を
取
り
上
げ
、

「
祈
れ
」
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、独
歩
が
青
年
期
に
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
書
き
、

「
自
己
が
自
己
自
身
に
対
し
て
欺
か
な
い
、
ご
ま
か
さ
な
い
、
裏
切
ら
な
い
、
そ

の
意
味
で
清
廉
・
正
直
で
あ
ろ
う
と
す
る
徳
目
」
を
特
に
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
、

死
の
病
床
で
も
「
臨
終
に
猶
ほ
嘘
を
敢
へ
て
し
て
羞
ぢ
ざ
る
人
の
陋
劣
無
恥
を
憎

む
。余
の
臨
終
に
注
意
せ
よ
。余
は
必
ら
ず
些
の
嘘
な
き
大
往
生
の
形
を
示
さ
ん
。」

（『
病
牀
録
』）
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

筆
者
は
竹
内
に
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
自
己
が
自
己
自
身
に
対
し

て
…
清
廉
・
正
直
で
あ
ろ
う
と
す
る
」
の
「
自
己
自
身
」
の
中
に
、
つ
ま
り
独
歩

の
「
自
己
自
身
」
の
中
に
も
、
広
井
の
言
う
「
原
・
神
道
的
な
層
」
が
存
在
し
た

と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
祈
ろ
う
と
す
る
自
分
と
「
原
・
神
道
的
な

層
」
を
抱
え
る
「
自
己
自
身
」、
独
歩
は
心
の
中
で
、
両
者
に
微
妙
な
齟
齬
を
感

じ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

梅
原
猛
の
長
い
歴
史
の
中
で
の
仮
説
を
個
人
の
短
い
生
涯
に
適
用
す
る
の
は
い
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さ
さ
か
躊
躇
す
る
。
高
見
が
独
歩
と
比
較
し
た
正
宗
白
鳥
（
一
八
七
九
〜

一
九
六
二
）
な
ら
、
長
命
の
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
折
合
い
を
つ
け
た
上
で
信
じ
直

す
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
白
鳥
に
は
、『
懐
疑
と
信
仰
』

（
講
談
社
、
一
九
六
八
年
）
と
い
う
著
書
が
あ
る
。

　

独
歩
は
キ
リ
ス
ト
教
の
純
粋
な
「
観
念
」
を
求
め
た
。
い
や
、
求
め
す
ぎ
た
。

筆
者
は
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
と
独
歩
自
身
の
「
原
・
神
道
的
な
層
」
と
の

乖
離
が
、
独
歩
を
し
て
祈
ら
せ
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

　

植
村
の
「
唯
禱
れ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
年
輪
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

牧
師
と
し
て
の
長
い
経
験
を
踏
ま
え
て
出
て
き
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
明
治
四
十
一

年
の
こ
と
で
あ
る
。
今
と
は
時
代
が
異
な
る
と
は
い
え
、
や
は
り
独
歩
は
若
か
っ

た
。
古
稀
に
間
近
い
筆
者
に
は
、
そ
う
思
え
て
く
る
。

　

し
か
し
、
思
う
に
、「
主
」
に
対
し
て
決
し
て
嘘
を
つ
け
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
主
」
を
大
切
に
し
て
い
る
、
敬
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
思
い
は
「
信
仰
」
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
な
の
か
。

お
わ
り
に
―
高
見
順
の
死
生
観

　

高
見
は
「
近
代
的
な
い
し
唯
物
論
的
な
層
」
で
の
死
生
観
に
安
住
で
き
る
人
で

は
な
い
。
食
道
ガ
ン
を
患
っ
て
の
ち
、
特
に
、
昭
和
三
九
年
十
二
月
の
「
三
度
目

の
入
院
」
以
降
、
救
い
を
宗
教
に
求
め
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
で
あ
る
。
こ
の

二
大
宗
教
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
関
心
を
持
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
関
す
る
本
も
揃

え
て
い
た
。
死
を
前
に
宗
教
に
救
い
を
求
め
る
と
い
う
の
は
高
見
に
限
ら
ず
、
ご

く
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
詩
集
『
死
の
淵
よ
り
』
に
も
、
す
で
に
そ
の
兆
候
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

高
見
は
亡
く
な
る
前
年
年
末
よ
り
、昭
和
四
〇
年
初
頭
に
か
け
て
、大
岩
鉱
『
正

宗
白
鳥
』
に
没
頭
し
て
い
た
。
白
鳥
の
晩
年
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

大
岩
は
、
森
鷗
外
「
妄
想
」
の
「
生
死
観
」
と
比
較
し
、「
白
鳥
に
は
発
想
が
積

極
的
で
、
理
性
に
隠
さ
れ
て
い
る
世
界
へ
飛
び
込
も
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
い
る
身
構
え
が
看

取
さ
れ
る
。」
と
書
く
。
高
見
は
こ
の
表
現
が
甚
く
気
に
入
っ
た
。
高
見
自
身
に

も
「
飛
び
込
も
う
と
」
い
う
気
持
ち
が
湧
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、白
鳥
と
独
歩
を
比
較
し
た
二
月
七
日
の
日
記
の
中
で
は
、祈
れ
な
か
っ

た
独
歩
の
方
に
親
近
感
を
覚
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
。自
分
も
ま
た「
祈
れ
な
い
」、

「
飛
び
込
め
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
は
「
宗
教
的
人
間
」
で
は
な
い

と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
く
。
内
村
鑑
三
は
「
宗
教
的
人
間
」
で
あ
り
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
「
心
の
空
洞
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
の
「
神
」
を
求
め
た
。
十
分
な
根
拠
が
あ
っ
た
。
自
分
も
「
求
道
型
」
の
文
学

者
で
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
で
相
当
悩
ん
で
き
た
が
、
福
音
は
訪
れ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
ど
う
し
て
も
宗
教
が
必
要
だ
と
は
思
え
な
い
。
そ
う
い
う
自
分

の
内
面
へ
の
誠
実
を
選
ん
だ
。

　

高
見
が
宗
教
に
救
い
を
求
め
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
、
心
の
他
の
方
角
か
ら
、「
従

容
と
し
て
死
に
た
い
」、「
潔
く
死
に
た
い
」
と
の
思
い
が
現
れ
た
が
、そ
れ
は
「
原
・

神
道
的
な
層
」、「
基
層
」
か
ら
の
声
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
良
寛
の
言
葉
に
感

心
し
、
子
規
と
見
ま
が
う
言
葉
を
発
し
た
の
も
、
高
見
の
こ
の
層
に
よ
る
も
の
だ

ろ
う
と
筆
者
は
想
像
す
る
。
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三
月
の
手
術
以
後
、
日
に
日
に
衰
弱
し
て
い
く
中
で
、
五
月
十
一
日
、「
親
鸞

に
つ
い
て
読
み
、
考
え
、
無
量
寿
経
を
読
み
、
考
え
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
読
み
、

考
え
た
こ
と
―
―
あ
れ
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
／
な
ん
の
痕
跡
も
心
に
残
し
て
な

い
気
が
す
る
。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。」
と
つ
ぶ
や
い
た
。
も
は
や
キ
リ
ス

ト
教
に
も
、
仏
教
に
も
未
練
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
同
様
に
、「
抽
象
化
・
理
念
化

さ
れ
た
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
」
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
。
広
井
の
言
う
「
第
二
の

層
」
が
事
実
上
高
見
か
ら
消
え
た
、
と
言
っ
て
い
い
。
高
見
は
、
独
歩
と
は
違
っ

て
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
第
一
の
層
、「
原
・
神
道
的
な
層
」
に
移
行
す
る
こ
と

が
で
き
た
ろ
う
。
高
見
に
残
さ
れ
た
の
は
そ
こ
だ
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

国
木
田
独
歩
は
祈
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
高
見
順
も
「
宗
教
的
救
済
」
を
断
念
し

た
。
作
家
の
決
断
を
、
仮
説
に
合
わ
せ
て
、
結
論
す
る
の
は
、
や
は
り
躊
躇
す
る
。

決
断
に
は
そ
れ
以
外
の
要
素
も
多
々
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
思
う
。
そ
れ
で

も
、
ふ
た
り
の
内
面
の
ド
ラ
マ
の
背
景
に
は
、「
原
・
神
道
的
な
層
」
か
ら
の
働

き
は
あ
っ
た
と
思
う
。「
仏
教
的
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
層
」
に
お
い
て
、

純
粋
な
観
念
を
求
め
れ
ば
、
お
そ
ら
く
「
原
・
神
道
的
な
層
」
か
ら
の
頑
強
な
抵

抗
に
会
う
だ
ろ
う
。

　

三
週
間
後
の
五
月
三
一
日
の
日
記
で
、「
死
と
は
、
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
る
。」

に
始
ま
る
一
節
は
、
外
来
の
宗
教
、
つ
ま
り
「
涅
槃
や
空
と
い
っ
た
観
念
と
と
も

に
、
よ
り
抽
象
化
な
い
し
理
念
化
さ
れ
た
形
で
生
を
理
解
す
る
枠
組
み
」
を
断
念

し
た
後
、
高
見
の
心
の
奥
、「
原
・
神
道
的
な
層
」
か
ら
出
て
き
た
言
葉
と
解
釈

で
き
な
い
か
。

　

筆
者
の
考
え
で
は
、
基
層
か
ら
は
、
概
し
て
観
念
的
な
も
の
は
生
ま
れ
に
く
い
。

ど
う
す
れ
ば
極
楽
に
行
け
る
の
か
、
天
国
に
入
れ
る
の
か
と
い
っ
た
、
込
み
入
っ

た
考
え
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
の
層
の
一
見
、
絢
爛
豪
華
な
「
死
生
観
」

と
比
べ
る
と
、
第
一
の
層
か
ら
出
て
く
る
死
生
観
は
み
す
ぼ
ら
し
い
。
し
か
し
、

死
生
観
は
外
見
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
層
か
ら
は
、
死
に
対
す
る
姿
勢
と
か
、
態

度
、
あ
る
い
は
覚
悟
と
い
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
も
の
し
か
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
第
二
の
層
の
よ
う
に
、「
体
系
化
」
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、「
概
念

と
と
も
に
、
抽
象
化
・
理
念
化
さ
れ
た
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
」
こ
と
も
な
い
。

高
見
の
死
生
観
「
死
と
い
う
事
実
を
、
諦
念
を
も
っ
て
受
け
い
れ
る
」
は
そ
の
代

表
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
岸
本
英
夫
の
「
死
は
別
れ
の
と
き
」
な
る
生
死
観
も
、
上

田
三
四
二
の
「
時
間
は
回
帰
す
る
」
な
る
死
生
観
も
お
そ
ら
く
そ
う
だ
ろ
う
と
思

う
。

　

注

（
1
）
そ
の
部
分
は
以
下
の
通
り
。

　
　
　
「
や
や
大
づ
か
み
な
整
理
を
す
る
と
、
私
は
日
本
人
の
死
生
観
は
次
の
よ
う
な
３
層

構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
基
底
に
あ
る
の
は
『
原
・
神
道
的

な
層
』
で
、
こ
れ
は
〝
八や

百お

万よ
ろ
ずの
神
様
〞
や
ジ
ブ
リ
映
画
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
、

自
然
の
中
に
単
な
る
物
質
的
な
も
の
を
超
え
た
何
か
を
見
い
だ
す
よ
う
な
世
界
観
だ
。

２
番
目
に
あ
る
の
が
『
仏
教
的
な
層
』
で
、
こ
れ
が
涅ね

槃は
ん

や
空
と
い
っ
た
観
念
と
と

も
に
、
よ
り
抽
象
化
な
い
し
理
念
化
さ
れ
た
形
で
生
を
理
解
す
る
枠
組
み
。
そ
し
て

も
っ
と
も
表
層
に
あ
る
の
が
い
わ
ば
『
近
代
的
な
い
し
唯ゆ
い

物ぶ
つ

論
的
な
層
』
で
、
こ
れ

は
端
的
に
〝
死
＝
無
〞
と
と
ら
え
る
。」（
広
井
二
〇
一
七
、二
九
頁
）

（
2
）
新
著
『
持
続
可
能
な
医
療
―
超
高
齢
化
時
代
の
科
学
・
公
共
性
・
死
生
観
』（
二
〇
一
八
、
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ち
く
ま
新
書
）
で
も
「
死
生
観
」
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
三
層
構
造
」
説

へ
の
言
及
は
な
い
。

（
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
原
一
九
九
三
、五
三
頁
）

（
4
）
上
の
数
字
は
ラ
フ
ュ
マ
版
の
番
号
を
、
下
の
数
字
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
版
の
番

号
を
示
す
。

（
5
）
岩
波
文
庫
『
パ
ン
セ
』
の
訳
者
塩
川
徹
也
は
、
通
例｢
秩
序｣

と
訳
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
たordre

を
、｢

次
元｣

と
訳
し
、
そ
の
理
由
を
、
注
釈
で
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

　
　
　

｢

秩
序｣

は
「
あ
る
領
域
・
集
団
に
属
す
る
要
素
間
に
存
在
す
る
関
係
、
さ
ら
に
は

そ
れ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
領
域
・
集
団
の
状
態
な
い
し
は
構
造
」
を
意
味
す

る
の
に
対
し
て
、
当
の
「
領
域
・
集
団
」、｢

そ
れ
を
他
の
領
域
・
集
団
と
の
関
係
に

お
い
て
見
れ
ば｣

、「
次
元
」
と
い
う
語
義
が
出
て
く
る
。

（
6
）
訳
者
塩
川
は
こ
れ
ま
で
「
心
情
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
たcoeur

を
「
心
」

と
訳
し
た
。
筆
者
も
多
少
の
違
和
感
を
覚
え
な
が
ら
「
心
情
」
と
い
う
訳
語
に
慣
れ

て
し
ま
っ
た
が
、
哲
学
関
係
の
訳
語
に
、
日
常
な
じ
み
の
薄
い
言
葉
を
当
て
る
の
は
、

考
え
も
の
で
あ
る
と
思
う
。「
心
」
に
賛
成
で
あ
る
。
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Summary

I analyzed Yoshinori Hiroi＇s perspective on contemporary Japanese “Shiseikan” 
as being composed of three layers

Isao OMACHI

　In this study, I analyzed Yoshinori Hiroi＇s perspective on contemporary Japanese “Shiseikan” as being 
composed of three layers.  From the bottom, primitive Shintoistic layer, Buddhistic or Christian layer, and  
modern or materialistic layer.  I analyzed his perspective, and insist on the importance of tne connection 
between Shintoistic layer and us Japanese.

Key words　　 ① Yoshinori Hiroi　 ② Jun Takami　 ③ Takeshi Umehara　 ④“Shiseikan” of the 
Japanese　⑤“Shiseikan” of the Jomon period


