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Ⅰ　

は
じ
め
に

本
稿
は
日
本
文
化
の
深
層
に
は
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
的
な
感
覚
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
ら
が
あ
る
と
し
て
、
現
実
の
男
女
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
を
、
主
と
し
て
神
話
や
昔
話
を
素
材
と

し
て
考
え
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
も
と
よ
り
対
象
の
広
大
さ
や
、
実

証
的
に
論
ず
る
こ
と
の
難
し
さ
な
ど
か
ら
、
明
瞭
な
結
論
を
提
示
す
る
こ
と

は
望
み
難
い
。
様
々
な
も
の
を
並
べ
て
み
る
と
、
自
ら
同
じ
性
質
の
事
象
が

浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
に
留
ま
る
、
仮
説

形
成
的
な
考
察
で
あ
る
。

な
お
、
筆
者
は
既
に
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
関
し
て
の
議
論
で
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

に
つ
い
て
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
藤
崎2012

）。
ま
た
、
文
化
研
究
に
お
い

て
神
話
や
民
話
を
用
い
る
方
法
論
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
小
論
を
草
し
た
こ

と
が
あ
る
（
藤
崎2007

）。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
思
考
の
発
展
的
な
一
部
で
も

あ
る
。

Ⅱ　

基
本
概
念

１
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
概
念
や
定
義
に
つ
い
て
は
既
に
前
記
拙
稿
（2012

）
で

扱
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
以
下
の
論
述
に
必
要
な
範
囲
内
で
簡
単
に
確

認
す
る
だ
け
に
留
め
る
。
す
な
わ
ち
（
個
々
の
女
性
に
対
し
て
で
は
な
く
）

「
類
と
し
て
の
女
性
」
に
対
し
て
男
達
が
抱
く
蔑
視
や
嫌
悪
の
神
経
症
的
な

論　

文ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
観
点
か
ら
見
る
日
本
文
化
の
深
層

藤
崎
康
彦
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感
情
で
あ
り
、
社
会
生
活
の
現
実
的
な
場
や
（
儀
礼
や
、
文
学
や
、
絵
画
な

ど
の
）
観
念
的
な
領
域
に
お
け
る
、
様
々
な
表
現
を
具
体
的
に
は
意
味
す
る
。

ギ
ル
モ
ア
（Gilm

ore 2001

）
に
よ
れ
ば
概
念
的
に
「
身
体
的
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」

と
「
道
徳
的
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
を
区
別
で
き
る
。
前
者
は
特
に
女
性
の
月
経
や

出
産
や
性
的
な
身
体
構
造
な
ど
に
関
わ
る
肉
体
的
・
生
理
的
な
現
象
へ
の
嫌

悪
や
恐
怖
で
あ
る
。
後
者
は
女
性
の
魅
力
に
惹
き
付
け
ら
れ
て
い
な
が
ら
そ

れ
を
相
手
の
邪
悪
さ
に
投
影
し
て
、
女
と
い
う
淫
ら
な
存
在
が
（
例
え
ば
神

に
対
す
る
信
仰
の
）
崇
高
な
目
的
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
男
達
を
誘
惑
し
堕

落
さ
せ
る
な
ど
と
し
て
、
女
性
た
ち
を
非
難
、
嫌
悪
、
蔑
視
す
る
よ
う
な
感

情
的
な
思
考
や
行
動
で
あ
る
。
こ
の
「
道
徳
的
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
も
神
経
症
的

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
「
身
体
的
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
と
根
本
で
は
つ
な
が
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
男
達
が
深
く
女
と
い
う
存
在
に
惹
き
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
本
質
的
特
徴
は
「
ア
ン
ビ
バ
レ

ン
ス
」
で
あ
る
。
男
は
女
に
魅
了
さ
れ
つ
つ
嫌
悪
し
て
い
る
。
こ
の
対
立
に

引
き
裂
か
れ
て
い
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
故
に
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
「
神
経

症
」
的
な
色
彩
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
女
に
強
迫
的
な
関
心
を
抱
い

て
い
る
こ
と
を
示
す
現
象
と
し
て
、
か
つ
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
概
念
的
に
反
対
の

現
象
と
し
て
、「
ジ
ャ
イ
ノ
フ
ィ
リ
ア
」
を
前
稿
（2012

）
で
は
取
り
上
げ
、

議
論
し
た
。
ま
た
、
日
本
の
場
合
、「
ケ
ガ
レ
」
と
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
結
び
つ

い
て
い
る
と
考
え
た
。
勿
論
ケ
ガ
レ
は
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
み
に
関
係
し
た
も
の

で
は
な
い
が
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
的
な
現
象
に
は
ケ
ガ
レ
は
結
び
つ
い
て
い
る
。

例
え
ば
女
を
「
類
」
と
し
て
差
別
す
る
（
山
岳
信
仰
な
ど
の
）「
女
人
禁
制
」

や
、「
土
俵
」
に
女
は
上
が
っ
て
は
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
慣
習
な
ど
は
そ

れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
産
屋
、
他
屋
な
ど
と
い
わ
れ
る
、
お
産
や
月
経
時
に
隔
離
さ
れ
別

火
で
暮
ら
す
（
か
つ
て
、
日
本
の
一
部
に
あ
っ
た
）
慣
習
と
の
関
係
も
認
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
こ
れ
ら
は
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
あ
り
方
を
測
る
指
標

に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
、
蒲
生
（1978

）
の
「
価
値
の
論
理
」
と
「
状

況
の
論
理
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
モ
デ
ル
を
立
て
て
み
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
表
現
に
影
響
す
る
可
能
性
の
あ
る
、
対
立
的
な
女
性
観
を

「
モ
デ
ル
Ａ
」
と
「
モ
デ
ル
Ｂ
」
と
し
て
設
定
し
て
み
た
。「
モ
デ
ル
Ａ
」
は

女
性
そ
の
も
の
を
異
質
視
し
て
差
別
す
る
感
覚
と
し
た
。
そ
の
感
覚
は
当
然

価
値
観
で
も
あ
り
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
態
度
で
も
あ
る
（
蒲
生
の
い
う

「
価
値
の
論
理
」）。
例
え
ば
ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
女
性
と
い
う
存
在

そ
の
も
の
が
ケ
ガ
レ
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、「
モ
デ
ル
Ｂ
」
は
月
経
や
出
産
な
ど
の
ケ
ガ
レ
は
一
時
的
な
あ
る「
状
態
」

と
す
る
思
考
や
感
情
と
し
た
。
月
経
や
出
産
の
時
の
み
ケ
ガ
レ
を
被
る
だ
け

で
あ
る
と
す
る
態
度
で
あ
る
（
蒲
生
の
「
状
況
の
論
理
」）。
産
屋
な
ど
の
習

俗
は
当
然
後
者
と
親
和
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
前
稿
で

は
考
察
が
不
徹
底
で
、
日
本
文
化
に
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
で
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
が

影
響
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
現
象
を
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
表
現
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
な
ど
は
、
十
分
に
議
論
で
き
な
か
っ
た
。

本
稿
は
そ
の
テ
ー
マ
の
再
考
で
も
あ
る
。
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２
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
女
性
あ
る
い
は
む
し
ろ
女
性
像
に
対
す
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン

ト
な
、
相
矛
盾
し
た
感
情
が
基
に
な
っ
て
い
る
神
経
症
的
な
現
象
で
あ
る
と

す
る
な
ら
、
そ
の
理
解
に
「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
」
は
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
だ

ろ
う
。
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
の
形
成
過
程
に
お
け
る
心
理
的
な
要
因
を
想
定
す

る
こ
と
は（
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
は
強
い
感
情
的
色
彩
を
帯
び
る
も
の
な
の
で
）

不
適
切
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
々
人
の
心
理
そ
の
も
の
よ

り
も
む
し
ろ
集
合
的
な
心
性
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
文
化
的
な
表
象
を
関
連

付
け
る
道
筋
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
精
神
分
析
理
論
と
い

う
べ
き
も
の
が
有
効
な
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神

分
析
や
臨
床
心
理
学
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
問
題
を
神
話
や
昔
話
を
基
に

理
解
す
る
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
る
か
ら
だ
。
あ
る
個
人
の
抱
え
て
い
る
心
理

的
困
難
な
ど
を
、
神
話
や
昔
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
用
い
て
患
者
に
意
識
化
さ

せ
て
や
る
と
、
そ
の
洞
察
を
き
っ
か
け
に
回
復
す
る
よ
う
な
事
実
が
経
験
的

に
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
精
神
分
析
学
で
は
（
フ
ロ
イ
ト
派
で
あ

れ
ユ
ン
グ
派
で
あ
れ
）
宗
教
学
や
人
類
学
の
持
つ
神
話
や
昔
話
な
ど
の
知
識

を
積
極
的
に
学
ぶ
人
た
ち
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

神
話
や
昔
話
に
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
的
な
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

あ
た
か
も
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
か
の
ご
と
く
、
現
在
の
ミ
ソ

ジ
ニ
ー
も
理
解
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
派
の
精
神
分
析
学
者
で
も
あ
り
、
臨
床
家
で
も
あ
る
北
山
修
は
、

理
論
と
臨
床
に
基
づ
き
、
日
本
の
神
話
（
主
と
し
て
古
事
記
）
や
昔
話
を
分

析
し
て
い
る
。
彼
の
仕
事
は
本
稿
の
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
北

山
の
所
説
の
理
路
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
基
本
的
な
考
え
方
を
私
な
り
に

ま
と
め
て
紹
介
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も

い
う
べ
き
概
念
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
け
て
述
べ
る
。

（
１
）「
幻
滅
」

フ
ロ
イ
ト
の
概
念
で
、
私
た
ち
の
無
意
識
に
存
在
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は

神
経
症
を
起
こ
さ
せ
た
り
す
る
感
情
的
な
何
か
（
の
う
ち
の
一
つ
）
に
「
エ

デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
が
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
誰
で
も
が
知
っ

て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
援
用
し
て
名
付
け
る
こ
と
で
、

複
雑
な
感
情
を
あ
る
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
は
、
母
と
子
と
父
の
三

者
の
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
（
リ
ビ
ド
ー
の
）
発
達
段

階
で
い
え
ば
男
根
期
の
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
口
唇
期
や
肛
門
期
は
基

本
的
に
母
子
の
二
者
関
係
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

母
に
抱
か
れ
て
乳
を
与
え
ら
れ
糞
尿
の
始
末
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
世

話
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
時
に
は
、
子
供
は
母
子
一
体
の
（
自
他
未
分
の
）

境
地
に
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
心
身
の
快
不
快
を
感
じ
て
も
母
が
先
回
り
を
し

て
世
話
し
て
く
れ
る
の
で
、
願
う
こ
と
は
そ
の
ま
ま
現
実
に
な
る
よ
う
な
一

種
の
「
万
能
感
」
に
浸
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
勿
論
子
供

の
側
の
「
幻
想
」
で
あ
り
、「
錯
覚
」
で
あ
る
。
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次
第
に
ほ
し
い
ま
ま
に
乳
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
子
供
は
葛

藤
を
感
じ
る
。
思
う
よ
う
に
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
良
い
母
親
像
と
そ
う
で
な

い
悪
い
母
親
像
に
、
子
供
の
内
部
の
表
象
が
分
裂
す
る
。
ま
た
ト
イ
レ
ッ

ト
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
始
ま
れ
ば
優
し
か
っ
た
母
か
ら
厳
し
い
叱
責
を
受
け

る
こ
と
も
生
じ
る
。
良
い
母
親
と
悪
い
母
親
が
別
々
に
感
じ
ら
れ
た
り
す
る

場
合
か
ら
頻
繁
に
交
代
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
ま
で
様
々
な
経
験
を

子
供
は
す
る
で
あ
ろ
う
。（
因
み
に
、
大
人
か
ら
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
は
「
何

年
生
ま
れ
」
と
聞
か
れ
て
「
鬼
年
」
と
答
え
た
幼
稚
園
就
学
前
後
く
ら
い
の

―
つ
ま
り
「
前
エ
デ
ィ
プ
ス
期
」
の
―
幼
女
が
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
。
き
っ
と
母
が
鬼
の
よ
う
に
思
え
る
と
き
も
こ
の
子
に
は
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。）

し
か
し
、
次
第
に
自
分
が
母
の
世
界
の
中
心
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
す

べ
て
が
思
う
よ
う
に
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、

自
分
に
優
し
く
し
て
く
れ
る
母
も
、
厳
し
い
母
も
同
じ
同
一
の
自
分
の
母
で

あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
錯
覚
か
ら
脱
す
る「
脱
錯
覚
」

で
あ
り
、
幻
想
か
ら
覚
め
る
「
幻
滅
」
で
あ
る
。
母
は
い
つ
も
自
分
の
思
い

通
り
に
期
待
に
応
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
甘
く
、
優
し
く
、
美
し

い
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
醜
悪
な
面
も
併
せ
持
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
を

い
ず
れ
思
い
知
っ
て
、（
憂
鬱
な
気
持
ち
も
味
わ
い
）「
幻
滅
」
す
る
。
こ
れ

が
「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
」
の
本
質
で
あ
り
、
同
じ
対
象
に
は
相
反
す
る
二
つ

の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
と
き
味
わ
う
感
情
で
あ
る
。

恐
ら
く
大
人
に
な
る
過
程
で
、
こ
の
よ
う
な
「
幻
滅
」
を
次
々
に
味
わ
い
、

あ
る
も
の
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
理
解
し
、
承
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
が
普
通
の
こ
と
で
、
精
神
的
に
危
機
的
な
状
態
を
引

き
起
こ
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
幻
滅
」
が
急
激
に
起
き
る
経
験
を
す
る
場

合
で
あ
る
と
、
北
山
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
急
激
で

衝
撃
的
な
「
幻
滅
」
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ
仕
掛
け
が
、
神
話
や
昔
話
の
中

で
よ
く
出
て
く
る
「
見
る
な
の
禁
止
」
な
の
で
あ
る
と
い
う
。

（
２
）「
見
る
な
の
禁
止
」

北
山
は
「
見
る
な
の
禁
止
」
を
『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
キ
が
イ
ザ
ナ
ミ
の

死
を
悲
し
み
イ
ザ
ナ
ミ
を
黄
泉
の
国
に
追
っ
て
ゆ
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
民
俗

学
な
ど
の
昔
話
研
究
で
い
う
「
異
類
婚
姻
譚
」
―
北
山
が
代
表
的
な
例
と
し

て
あ
げ
る
鶴
女
房
―
と
に
共
通
の
、
重
要
な
要
素
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
も

と
よ
り
北
山
は
筆
者
の
よ
う
に
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
観
点
か
ら
こ
れ
ら
を
論
じ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
議
論
を
読
み
替
え
る
（
あ
る
い
は
換

骨
奪
胎
す
る
）
こ
と
で
、
日
本
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
に
つ
い
て
重
要
な
理
解
が
得

ら
れ
る
と
考
え
る
。
以
下
に
こ
れ
ら
の
分
析
を
行
い
た
い
。

Ⅲ　

神
話
や
昔
話
に
見
ら
れ
る「
見
る
な
の
禁
止
」と
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

一
、
神
話
か
ら

日
本
の
神
話
か
ら
今
回
の
問
題
設
定
に
関
わ
る
資
料
を
得
る
際
、
基
本
的
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に
『
古
事
記
』
に
基
づ
く
こ
と
に
す
る
。『
日
本
書
紀
』
も
関
連
し
て
参
照

は
し
た
が
、
周
知
の
ご
と
く
こ
ち
ら
に
は
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
様
々

な
異
伝
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
仮
説
形
成
の
た

め
の
試
論
で
あ
る
と
考
え
、
資
料
的
に
は
割
り
切
り
、
異
伝
な
ど
の
細
部
の

検
討
ま
で
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
と
し
た
。

１
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ

議
論
の
道
筋
か
ら
、
ま
ず
イ
ザ
ナ
キ
（
漢
字
を
用
い
た
表
記
で
は
伊
弉
諾

尊
あ
る
い
は
伊
弉
諾
命
。
神
名
な
の
で
た
だ
伊
弉
諾
と
は
書
か
ず
命
を
つ
け

ミ
コ
ト
と
読
む
の
が
正
式
だ
が
、
尊
称
は
省
略
し
て
名
の
み
カ
タ
カ
ナ
表
記

す
る
）
と
イ
ザ
ナ
ミ
（
伊
弉
冉
尊
あ
る
い
は
伊
邪
那
美
命
、
同
様
以
下
で
は

省
略
に
従
う
）
の
国
生
み
、
神
生
み
の
話
、
お
よ
び
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
の
国

往
還
の
話
を
取
り
上
げ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
こ
れ
ら
は
既
知
の
話
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
論
述
に
関
係
す
る
限
り
で
資
料
は
要
約
的
に
記
述
な
い

し
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

北
山
は
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
物
語
に
つ
い
て
、
黄
泉
の
国
訪
問
を

重
視
す
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
っ
て
多
く
の
国
土
と
神
を
生
ま
せ

ら
れ
た
（
イ
ザ
ナ
キ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
二
神
が
と
も
に
生
ん
だ
島
の
数
は
十
四
、

神
の
数
は
三
十
五
と
『
古
事
記
』
で
は
さ
れ
て
い
る
）。
最
後
に
ヒ
ノ
ヤ
ギ

ハ
ヤ
ヲ
（
火
之
夜
藝
速
男
神
、
別
名
と
し
て
ヒ
ノ
カ
ガ
ビ
コ
ノ
カ
ミ
、
ヒ
ノ

カ
グ
ツ
チ
ノ
カ
ミ
）
を
生
ん
だ
と
き
、
ヒ
ノ
ヤ
ギ
ハ
ヤ
ヲ
が
火
の
神
で
あ
っ

た
の
で
、
そ
の
炎
で
女
陰
を
焼
か
れ
、
火
傷
の
た
め
伏
せ
っ
て
、
つ
い
に
死

ぬ
。
し
か
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
を
失
っ
て
も
再
び
会
い
た
い
と
思
い
、
イ
ザ
ナ
キ

は
黄
泉
の
国
ま
で
追
っ
て
会
い
に
行
く
。
黄
泉
の
国
で
イ
ザ
ナ
ミ
に
語
り
か

け
る
こ
と
ば
が
「
愛
し
き
我
が
汝
妹
の
命
、
吾
と
汝
と
作
れ
る
國
、
未
だ
作

り
竟
へ
ず
。
故
、
還
る
べ
し
（p.28

、
以
下
引
用
箇
所
出
典
は
す
べ
て
岩
波

文
庫
『
古
事
記
』）」
で
あ
っ
た
。
性
器
を
火
で
焼
か
れ
る
ほ
ど
の
負
担
に
耐

え
て
多
く
を
生
み
出
し
た
イ
ザ
ナ
ミ
に
対
し
て
イ
ザ
ナ
キ
は
国
は
未
完
成
な

の
で
さ
ら
に
ま
だ
生
め
と
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
黄
泉
の
国
の
神
と
折
衝
す
る
条
件
と
し
て
「
見
る
な
の
禁

止
」
を
課
さ
れ
て
も
、
我
慢
の
で
き
な
い
イ
ザ
ナ
キ
は
、
火
を
点
し
て
イ
ザ

ナ
ミ
の
姿
を
の
ぞ
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
イ
ザ
ナ
キ
が
「
見
畏
み
て
逃
げ
還

る
（p.29

）」
ほ
ど
の
お
ぞ
ま
し
さ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
イ
ザ
ナ
キ
は
イ
ザ

ナ
ミ
に
「
幻
滅
」
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
ザ
ナ
キ
に
対
し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
吾
に
辱
み
せ
つ
（
同

箇
所
）」
と
怒
っ
て
、
逃
げ
る
イ
ザ
ナ
キ
を
黄
泉
の
国
の
黄
泉
醜
女
、
雷
神

の
他
様
々
な
悪
霊
邪
鬼
に
追
わ
せ
た
。
さ
ら
に
は
イ
ザ
ナ
ミ
自
ら
も
追
い
か

け
て
く
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
比
良
坂（
よ
も
つ
ひ
ら
さ
か
）
ま
で
逃
げ
帰
っ

て
、
大
岩
で
通
路
を
塞
ぎ
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
自
ら
の
関
係
を
断
絶
す
る
。
そ
の

後
そ
れ
ば
か
り
か
「
穢
き
國
（p.31

）」
に
行
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
と
言
っ

て
禊
ぎ
を
行
う
。

北
山
は
こ
こ
に
お
い
て
、
宇
宙
論
的
観
点
か
ら
は
決
定
的
に
、
イ
ザ
ナ
ミ

の
行
っ
た
「
黄
泉
の
国
」
と
イ
ザ
ナ
キ
が
逃
げ
戻
っ
た
「
葦
原
中
つ
國
」
が
、

そ
れ
ぞ
れ
異
界
と
「
こ
の
国
」
す
な
わ
ち
「
此
界
」
に
分
離
し
た
と
み
る
（
北
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山1982
）。
黄
泉
の
国
は
ま
た
妣
の
国（
は
は
の
く
に
、
死
ん
だ
母
の
国
の
意
）

で
あ
り
、
民
族
学
の
大
林
太
良
に
よ
れ
ば
古
事
記
に
お
い
て
は
意
味
論
的
に

「
父
の
国
」
に
対
立
す
る
（
大
林1975

）。
つ
ま
り
古
事
記
の
宇
宙
論
の
中
で

は
異
界
は
母
す
な
わ
ち
女
性
に
、
此
界
（
北
山
の
「
こ
の
国
」）
は
父
す
な

わ
ち
男
性
に
割
り
振
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

イ
ザ
ナ
キ
の
「
幻
滅
」
は
何
が
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
腐
乱
し
て
蛆
の

湧
い
た
イ
ザ
ナ
キ
の
死
体
の
有
様
に
恐
怖
し
た
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
様
々
な
と
こ
ろ
に
八
柱
の
雷
神
（
魔
物
）
が
生
ま
れ
出
て
い
た
こ
と

こ
そ
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
頭
、
胸
、
腹
、
陰
部
、
両
手
両
足
の
と
こ
ろ
に
生

ま
れ
て
蹲
っ
て
、
あ
る
い
は
居
座
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
は
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
生
ま
れ
出
た
邪
悪
な
存
在
そ
の
も
の
に
映
じ

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
共
に
「
み
と
の
ま
ぐ
は
い

（p.21

）」
を
行
っ
て
き
た
愛
し
い
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
お
ぞ
ま

し
い
も
の
が
生
じ
て
く
る
。
そ
う
い
う
イ
ザ
ナ
ミ
に
「
幻
滅
」
し
た
の
で
あ

る
。イ

ザ
ナ
ミ
は
き
わ
め
て
穢
れ
た
姿
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
と
に
「
陰

（
ほ
と
）」
に
も
魔
物
が
生
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
他
の
文
化
の
ミ
ソ
ジ

ニ
ー
の
表
現
を
連
想
さ
せ
る
。
神
が
死
ん
で
そ
の
身
体
が
腐
敗
し
た
と
い
う

よ
り
「
女
性
」
が
死
ん
だ
後
の
醜
悪
さ
が
む
し
ろ
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
有
名
な
「
九
相
詩
絵
巻
」
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
死

ん
だ
「
美
女
」
が
腐
乱
し
て
白
骨
化
す
る
ま
で
を
絵
巻
に
し
て
み
せ
る
感
覚

と
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

女
性
の
美
し
い
甘
美
な
と
こ
ろ
と
醜
悪
な
と
こ
ろ
を
分
離
し
（
幼
い
子
供

が
良
い
母
親
と
悪
い
母
親
を
分
離
す
る
よ
う
に
）、
そ
の
上
で
後
者
を
異
界

に
追
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
女
性
か
ら
恐
怖
し
嫌
悪
す
べ
き
と
こ
ろ

を
分
離
し
、
異
界
に
分
離
・
追
放
し
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

女
性
そ
の
も
の
が
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ

以
降
女
性
は
「
異
界
」
に
属
す
る
（
人
と
は
異
な
る
）「
異
類
」
に
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』
の
「
上
つ
巻
」
の
は
じ
め
に
生

じ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
同
じ
巻
の
最
後
に
異
類
と
し
て
の
女

性
の
話
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
海
幸
、
山
幸
と
豊
玉
姫
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。

２
、
海
幸
、
山
幸
と
豊
玉
姫

海
幸
彦
、
山
幸
彦
の
兄
弟
の
話
は
絵
本
や
昔
話
な
ど
で
よ
く
知
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
私
の
知
る
民
話
で
は
兄
弟
の
確
執
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に

記
憶
す
る
が
、
元
の
古
事
記
で
は
む
し
ろ
ホ
オ
リ
と
豊
玉
姫
（
豊
玉
毘
賣
命

（
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
の
結
婚
と
別
離
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
興
味
深

い
。
兄
の
海
幸
彦
は
本
来
の
名
を
火
照
命
（
ホ
デ
リ
ノ
ミ
コ
ト
）
弟
は
火
遠

理
命
（
ホ
オ
リ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
い
う
。
ホ
オ
リ
は
兄
の
釣
り
針
を
失
っ
て
、

海
辺
で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
海
神
の
宮
に
連
れ
て
行
か
れ
、
そ
こ
で
豊

玉
姫
（
表
記
上
不
統
一
に
な
る
が
こ
れ
は
漢
字
で
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
）

と
「
目
会
い
」
三
年
を
過
ご
す
。
兄
の
釣
り
針
を
失
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

姫
の
父
神
の
助
力
で
そ
れ
を
見
つ
け
、
兄
に
返
す
と
共
に
兄
を
服
従
さ
せ
る
。
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そ
こ
に
豊
玉
姫
が
子
を
孕
ん
だ
と
い
っ
て
や
っ
て
く
る
。「（
そ
の
子
は
天
つ

神
た
る
ホ
オ
リ
の
子
な
の
で
）
天
つ
神
の
御
子
は
、
海
原
に
住
む
べ
か
ら
ず
。

故
、
參
出
到
つ
（p.86

）」
と
い
っ
て
、
海
辺
の
渚
に
鵜
の
羽
根
を
葺
い
た

産
屋
を
建
て
た
が
、
で
き
あ
が
ら
な
い
う
ち
に
産
気
づ
き
、
決
し
て
出
産
の

場
を
み
て
は
な
ら
な
い
と
禁
じ
て
産
屋
に
入
っ
た
。「
凡
て
他
國
の
人
は
、

生
む
と
き
に
臨
れ
ば
、
本
つ
國
の
形
を
も
ち
て
産
む
な
り
。
故
、
妾
今
、
本

の
身
を
も
ち
て
産
ま
む
と
す
。
願
わ
く
は
。
妾
を
な
見
た
ま
い
そ（
同
箇
所
）」

が
彼
女
の
言
葉
で
あ
る
。

オ
ホ
リ
は
（
物
語
の
展
開
と
し
て
は
当
然
の
よ
う
に
）
こ
の
「
見
る
な
の

禁
止
」
を
破
る
。
産
屋
に
は
大
き
な
鮫
（
八
尋
鮫
、
ヤ
ヒ
ロ
ワ
ニ
）
が
の
た

う
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
オ
ホ
リ
の
示
し
た
反
応
は
「
す
な
は
ち
見
驚

き
畏
み
て
、
遁
げ
退
き
た
ま
ひ
き
（
同
箇
所
）」
で
あ
っ
た
。
豊
玉
姫
は
見

ら
れ
た
こ
と
を
恥
じ
て
「
す
な
は
ち
海
坂
を
塞
へ
て
返
り
入
（p.87

）」
っ

て
し
ま
っ
た
。
海
神
の
宮
と
「
こ
の
世
」
と
を
断
絶
し
、
姿
を
隠
し
た
の
で

あ
る
。

い
わ
ば
妻
た
る
女
性
の
「
本
の
身
」
を
見
た
オ
ホ
リ
の
反
応
は
イ
ザ
ナ
キ

の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
異
な
る
第
一
点
は
、

以
下
で
改
め
て
論
じ
る
が
、「
見
る
な
の
禁
止
」
を
破
ら
れ
た
女
性
の
反
応

で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
異
な
る
点
は
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
は
そ
の
タ
ブ
ー
の
侵
犯
後
に
女
性
の
異
界
へ
の
帰
属
が
は
っ
き
り
す
る

の
に
対
し
て
、
オ
ホ
リ
と
豊
玉
姫
の
話
で
は
初
め
か
ら
女
性
は
異
界
の
存
在

で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

二
、「
見
る
な
の
禁
止
」
の
意
味

上
記
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
フ
ロ
イ
ト
派
精
神
分
析
の
北
山
修
が
重
視
、

強
調
す
る
よ
う
に
、「
見
る
な
の
禁
止
」
の
モ
チ
ー
フ
が
共
通
し
て
重
要
な

要
素
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
の
構
造
の
観
点
か
ら
は
、
イ
ザ
ナ
キ

と
イ
ザ
ナ
ミ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
こ
の
禁
止
の
侵
犯
が
（
性
的
な
存
在
と
し
て

の
）
男
女
の
分
離
を
生
ん
だ
、
つ
ま
り
（
こ
れ
以
降
）
女
性
は
同
じ
世
界
に

属
し
て
は
い
な
い
と
い
う
事
態
を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
宇

宙
の
構
造
を
変
え
た
（
あ
る
い
は
こ
こ
で
決
定
的
に
作
っ
た
）
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
異
な
り
、
次
の
オ
ホ

リ
と
豊
玉
姫
の
「
結
婚
」
の
場
合
は
、
す
で
に
分
離
が
前
提
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
女
性
は
異
類
と
し
て
異
界
か
ら
此
界
に
や
っ
て
く
る
必
要
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
神
話
的
世
界
に
お
い
て
イ
ザ
ナ
キ
は
「
原

罪
」（
北
山2009

）
と
も
い
う
べ
き
罪
を
お
か
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
見
る
な
の
禁
止
」
を
破
ら
れ
た
際
の
、
二
人
の
女
性
の
反
応
の

対
比
に
北
山
は
言
及
し
て
い
る
。
一
方
は
、
怒
り
と
共
に
夫
を
追
い
か
け
、

対
等
に
対
峙
す
る
。
他
方
は
、
は
か
な
く
た
だ
悲
し
み
、
姿
を
隠
す
だ
け
で

あ
る
。
女
性
の
地
位
が
弱
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
イ
ザ
ナ
キ
と

イ
ザ
ナ
ミ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
古
事
記
の
上
巻
（
上
つ
巻
）
の
始
め
に
置
か
れ

て
お
り
、
豊
玉
姫
と
オ
ホ
リ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
の
終
わ
り
に
位
置
し
て
い

る
。
二
人
の
女
性
（
母
）
の
態
度
の
変
化
は
、
こ
の
間
に
社
会
が
母
権
制
か

ら
父
権
制
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
北
山
は
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い
う
。
人
類
学
的
観
点
か
ら
は
そ
の
説
の
適
否
の
判
断
は
保
留
し
た
い
。
し

か
し
こ
の
間
少
な
く
と
も
象
徴
的
に
、
か
つ
宇
宙
論
的
に
、
女
性
の
異
類
性

が
確
定
的
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
異
類
で
あ
る
こ
と

を
恥
じ
て
消
え
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
禁
を
犯
し
た
後
に
見
せ
る
男
の
反
応
は
、

北
山
の
精
神
分
析
的
解
釈
で
は
急
激
な
「
幻
滅
」
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
精
神
分
析
の
学
的
伝
統
の
中
で
の
ク
ラ
イ
ン
や
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト

の
思
想
を
反
映
し
た
基
本
的
で
重
要
な
用
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
背
景
ま

で
踏
み
込
ん
だ
説
明
は
（
私
の
力
量
不
足
に
よ
る
も
の
だ
が
）
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
何
に
幻
滅
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
女
性
の
身
体
的
、
生

理
的
側
面
へ
の
恐
怖
、
嫌
悪
や
不
浄
感
が
男
の
側
に
う
か
が
え
る
。
女
性
の

そ
の
よ
う
な
側
面
に
触
れ
て
激
し
く
感
情
的
に
動
揺
し
、
そ
こ
か
ら
の
逃

走
・
離
脱
に
男
の
行
動
は
飛
躍
し
て
し
ま
う
。

女
性
を
異
類
と
し
て
異
界
に
隔
離
し
て
し
ま
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
ミ
ソ
ジ

ニ
ー
の
表
現
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、
よ
り
本
質
的
な
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

的
心
性
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
子
供
を
産
む
女
性
の
背
後
に

隠
れ
て
い
る
生
々
し
い
も
の
、
見
方
に
よ
っ
て
は
お
ぞ
ま
し
い
も
の
に
対
し

て
示
す
恐
怖
に
駆
ら
れ
た
逃
走
反
応
は
、
身
体
的
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
一
つ
の
あ

り
方
と
し
て
、（
ギ
ル
モ
ア
が
最
悪
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
地
域
と
い
う
）
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
や
ア
マ
ゾ
ニ
ア
の
人
々
を
想
起
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
の
女
性
の
心
性
や
反
応
は
、
後
の
昔
話
の

世
界
で
は
、
豊
玉
姫
的
な
「
は
か
な
く
消
え
る
」
あ
り
方
が
主
と
し
て
残
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
昔
話
で
は
あ
た
か
も
結
婚
は
異
類
と
の
結
婚
で
あ
り
、
異

類
と
は
最
後
に
は
分
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。
昔
話
で
の
結
婚
を
代
表
的
な
例
で
見
て
み
た
い
。

三
、
昔
話
（
異
類
婚
姻
譚
）
か
ら

動
物
と
人
と
の
結
婚
の
話
が
異
類
婚
姻
譚
だ
が
、
い
く
つ
か
タ
イ
プ
と
モ

チ
ー
フ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
は
類
型
が
区
別
さ
れ
る（
関1978

）。
本
稿
の
テ
ー

マ
か
ら
は
、
異
類
が
女
（
女
房
）
か
、
男
（
婿
）
が
異
類
な
の
か
で
議
論
を

分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
さ
ら
に
細
か
く
い
う
な
ら
結
婚
の
場
（
婚

舎
）
が
ど
こ
か
も
合
わ
せ
て
問
題
に
な
る
。
つ
ま
り
異
類
が
男
か
女
か
、
結

婚
の
場
は
此
界
か
異
界
か
（
つ
ま
り
ど
ち
ら
か
ら
ど
ち
ら
へ
移
動
し
て
結
婚

す
る
の
か
）、
も
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
こ
ま
で

は
今
回
は
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
ず
異
類
が
男
女
い
ず
れ
か
で
分

け
、
そ
の
上
で
異
類
女
房
譚
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
け
る
男
女
関

係
を
考
え
て
み
た
い
。
異
類
女
房
に
は
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
意
味

で
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の

人
に
は
な
じ
み
深
い
話
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紹
介
は
省
く
か
簡
略

に
済
ま
せ
る
。

１
、
女
が
異
類
（
異
類
女
房
）

（a） 
鶴
女
房
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（b） 

蛇
女
房

（c） 
浦
島
太
郎

木
下
順
二
の
劇
『
夕
鶴
』
の
翻
案
で
は
、
ま
た
幼
い
頃
か
ら
絵
本
で
親
し

ん
で
い
た
り
し
た
話
で
は
、「
報
恩
譚
」
の
モ
チ
ー
フ
が
鶴
女
房
に
は
混
ざ

り
込
ん
で
い
る
。
北
山
も
い
う
よ
う
に
こ
れ
は
後
か
ら
の
付
加
で
あ
り
、
本

来
は
異
類
が
女
性
の
姿
を
と
っ
て
、
い
き
な
り
人
の
男
の
許
に
訪
ね
て
き
て
、

夫
婦
に
な
る
話
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
話
で
（
こ
れ
に
限
ら
ず
異
類
女
房
譚
に
共
通
し
て
）
印
象
深
い
の
は
、

異
類
＝
女
性
の
側
の
（
自
発
的
で
一
方
的
な
）
自
己
犠
牲
的
な
献
身
と
、
そ

れ
に
対
す
る
男
の
鈍
感
さ
あ
る
い
は
貪
欲
さ
で
あ
る
。
男
に
富
を
与
え
よ
う

と
い
う
女
の
側
の
好
意
と
、
そ
れ
が
女
の
側
の
犠
牲
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る

行
為
で
あ
る
こ
と
に
鶴
女
房
の
男
は
全
く
思
い
至
ら
な
い
。
た
だ
好
意
に｢

甘
え
て｣

い
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
男
の
未
熟
さ
、
無
自
覚
さ
ば
か
り
が

最
後
は
目
に
つ
き
、
つ
い
に
は
互
い
の
異
類
性
が
際
立
ち
始
め
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
異
類
性
を
決
定
的
に
す
る
の
は
人
間
の
側
が
「
見
る
な
の
禁
止
」
を

犯
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
「
恥
じ
て
」、
女
房
が
異
類
＝
鶴
と

し
て
飛
び
去
っ
て
も
、
男
は
無
感
動
な
ま
ま
で
あ
る
。
本
来
は
生
じ
て
し
か

る
べ
き
喪
失
感
を
味
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
こ
こ
に
は
ほ
と
ん

ど
男
女
と
し
て
の
関
係
の
発
展
性
が
な
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

こ
の
男
の
側
の
態
度
は
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
母
と
子
の
二
者
関

係
の
中
で
万
能
の
幸
福
感
を
味
わ
っ
て
い
る
子
ど
も
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
母
親
が
与
え
て
く
れ
る
快
適
さ
を
（
も
っ
と
も
っ
と
と
）
求
め
る
結
果
、

相
手
（
母
親
）
を
傷
つ
け
て
い
る
、
結
果
的
に
苦
し
め
て
い
る
と
い
う
よ
り

破
壊
し
て
い
る
こ
と
は
（
子
ど
も
に
は
当
然
）
理
解
で
き
な
い
。
嫌
悪
や
憎

し
み
か
ら
で
は
な
し
に
、
相
手
を
求
め
依
存
す
る
（
甘
え
る
）
だ
け
で
も
傷

つ
け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
は
無
関
心
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
結
婚
の
観
点
か
ら
し
た
ら
、
夫
と
妻
と
い
う
（
西
欧
近
代
の
感

覚
か
ら
す
れ
ば
）
対
等
な
関
係
で
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
女
性
が
い
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
献
身
的
な
母
親
（
代
理
）
と
し
て
の
女
性
し
か
い
な

い
。
夫
か
ら
妻
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
、「
人
間
」
扱
い
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
現
代
ま
で
続
く
女
性
達
の
恨
み
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
ギ
ル
モ
ア
な
ど
の
議

論
で
紹
介
し
た
よ
う
な
、（「
女
性
嫌
悪
」
の
よ
う
な
）
分
か
り
や
す
い
ミ
ソ

ジ
ニ
ー
で
は
な
い
。
し
か
し
、
相
手
を
対
等
な
相
手
（
人
、
女
性
）
と
し
て

み
て
い
な
い
こ
と
は
、
よ
り
本
質
的
な
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
い
え
る
か
も
知
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
相
手
を
異
類
化
す
る
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
、
そ
の
異
類
へ
の
共

感
の
な
さ
や
不
寛
容
と
い
う
表
現
を
と
る
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
い
う
も
の
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

こ
の
構
造
は
蛇
女
房
で
も
浦
島
太
郎
の
物
語
で
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ

る
。
蛇
女
房
の
場
合
、
異
類
性
を
夫
に
（「
見
る
な
の
禁
止
」
を
犯
さ
れ
る

こ
と
で
）
暴
か
れ
た
妻
＝
母
は
子
供
を
夫
の
許
に
残
し
て
去
る
。
去
る
こ
と

で
自
ら
子
供
を
養
育
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
自
分
の
目
の
玉
を
与
え

る
。
そ
の
目
玉
を
し
ゃ
ぶ
っ
て
い
れ
ば
子
供
は
育
つ
の
で
あ
る
。
夫
は
そ
れ
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を
無
く
し
て
し
ま
う
。
山
の
洞
に
行
っ
て
母
た
る
蛇
に
も
う
一
つ
欲
し
い
と

夫
は
要
求
す
る
。
い
く
つ
か
パ
タ
ー
ン
の
あ
る
類
話
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
母

は
自
ら
が
完
全
な
盲
目
に
な
っ
て
も
、
も
う
一
つ
の
目
玉
を
与
え
る
。
こ
こ

で
も
女
性
の
側
の
献
身
と
男
の
側
の
無
神
経
さ
と
貪
欲
さ
の
対
比
が
際
立
つ
。

浦
島
太
郎
の
話
の
場
合
は
「
幻
滅
」
の
仕
方
が
解
り
に
く
い
か
も
知
れ
な

い
。
私
た
ち
が
絵
本
な
ど
で
知
っ
て
い
る
、
太
郎
が
浜
辺
で
亀
を
助
け
て
や

る
部
分
は
、
鶴
女
房
の
場
合
と
同
じ
く
後
代
の
付
加
で
あ
り
、
動
物
報
恩
譚

の
モ
チ
ー
フ
は
当
初
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
一
方
的
に
海
の

女
神
の
乙
姫
が
太
郎
を
竜
宮
城
と
い
う
異
界
に
招
き
、
尽
く
し
て
幸
せ
な
時

を
過
ご
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
長
居
し
す
ぎ
た
と
考
え
た
太
郎
が
陸
の
故
郷
に

戻
る
と
既
に
多
く
の
時
間
が
過
ぎ
て
い
た
。「
見
る
な
の
禁
止
」
の
課
せ
ら

れ
た
玉
手
箱
を
（
何
の
考
え
も
な
し
に
）
開
け
る
と
、
現
実
の
時
間
に
戻
る
。

幻
想
の
甘
美
な
時
間
と
空
間
か
ら
覚
め
る
と
現
実
に
「
幻
滅
」
す
る
こ
と

に
な
る
。
幻
想
の
中
の
献
身
的
な
母
性
的
な
女
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
の
「
幻

滅
」
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
献
身
的
で
母
性
的
な
女
性
は
（
そ
も
そ
も
）「
幻

想
」
な
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
「
幻
滅
」
と
い
っ
て
好
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
事
の
半
面
し
か
認
識
で
き
な
い
「
悲
劇
」
で
あ
る
。

２
、
夫
が
異
類
（
異
類
婿
）

（a） 

猿
婿
入
り

（b） 

蛇
婿
入
り
（
苧
環
型
）

異
類
婿
の
代
表
例
と
し
て
こ
の
二
つ
を
あ
げ
て
み
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
の
議
論
の
脈
絡
か
ら
す
る
と
、
男
が
異
類
と
い
う
の
は
少
し
収
ま
り
が
悪

い
よ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
。
男
が
異
類
と
し
て
排
除
さ
れ
る
話
で
は
、
ミ
ソ

ジ
ニ
ー
と
は
結
び
つ
け
に
く
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
猿
婿
入
り
と
蛇
婿
入
り
も
婿
が
異
類
と
い
う
点
、
ま
た
結
局
は「
結

婚
」
は
破
綻
す
る
点
は
共
通
で
あ
る
に
し
て
も
、
質
的
な
差
を
感
じ
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
猿
婿
入
り
の
場
合
に
は
、
女
は
一
時
的
に
せ
よ
（
異
類
と
共
に
）

「
異
界
」
に
去
る
。
結
婚
生
活
は
「
異
界
」
で
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
正
式
に
婿
と
し
て
「
こ
の
世
」
の
人
間
の
世
界
に
参
入
す
る
と
き

に
異
類
は
拒
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
蛇
婿
入
り
の
場
合
は
「
異
類
」
の
方
か
ら
「
こ
の
世
」

の
娘
の
許
に
通
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
通
っ
て
く
る
時
間
が
夜
で
あ
り
、
娘

も
夢
の
中
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
時
間
的
な
異
界
」

で
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
婿
も
娘
が
生
む
は
ず
の
そ
の
子
も
、

「
こ
の
世
」
へ
の
加
入
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
異
類
婿
の
話
は
も
う
少
し
時
間
を
か
け
て
か
ら
、

議
論
を
し
た
い
と
思
う
。

３
、
猿
婿
入
り
の
異
な
る
解
釈

大
塚
は
猿
婿
入
り
に
つ
い
て
、
異
類
女
房
系
の
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
異

類
婿
の
昔
話
な
ど
と
比
べ
て
違
和
感
を
抱
い
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
後
彼

は
こ
の
落
ち
着
き
の
悪
さ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、「
猿
婿
入
り
」
は
二
つ
の
異
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な
る
モ
チ
ー
フ
の
話
が
融
合
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た

（
大
塚2002

）。
一
つ
は
「
人
身
御
供
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
神
隠
し
」

で
あ
る
。

一
般
に
「
異
類
」
は
「
異
界
」
に
属
す
る
神
あ
る
い
は
魔
物
・
妖
怪
の
類

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
ら
は
適
切
に
祀
る
（
持
て
成
す
）
こ
と
を
し

な
い
と
人
に
災
い
を
な
す
。
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
人
（
多
く
は
若
い
娘
＝

処
女
）
を
も
っ
て
供
犠
し
た
。
人
身
御
供
で
あ
り
、
娘
は
神
に
食
べ
ら
れ
て

し
ま
う
と
考
え
ら
れ
た（
六
車2003

）。
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

古
事
記
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
八
岐
大
蛇
退
治
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
す
で
に
明
ら
か

に
示
さ
れ
て
い
る
。
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
（
櫛
名
田
非
売
）
の
よ
う
な
娘
を
（
異

界
あ
る
い
は
辺
境
か
ら
現
れ
る
）
八
岐
大
蛇
は
（
時
を
定
め
て
）
餌
食
と
し

て
要
求
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
そ
れ
以
上
の
災
い
が
生

ず
る
と
恐
れ
る
が
故
に
、
そ
の
災
い
を
避
け
る
た
め
の
人
身
御
供
に
さ
れ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
人
が
特
別
な
任
務
に
充
て
ら
れ
る
場
合
な
ど
に
、

「
白
羽
の
矢
が
立
つ
」
と
い
う
慣
用
的
な
言
い
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ

に
こ
こ
に
い
う
、
人
身
御
供
を
出
す
べ
き
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
の
家

の
娘
が
、
神
か
ら
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
本
来
は
意
味
し
た
。
神
が
射
た
矢
な

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
決
ま
り
文
句
が
成
り
立
つ
く
ら
い
、
こ
の
系
統
の
話

は
様
々
な
と
こ
ろ
に
あ
り
、
異
界
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
形

態
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
神
隠
し
は
里
の
村
人
（
や
は
り
多
く
は
女
や
子
供
）
が

ふ
っ
と
か
き
消
え
る
よ
う
に
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
姿
が
見
え
な
く

な
っ
た
人
は
し
ば
ら
く
し
て
村
人
ら
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
杳
と

し
て
行
方
の
知
れ
な
い
ま
ま
の
こ
と
も
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
柳
田
國

男
の
『
遠
野
物
語
』
で
の
よ
う
に
三
十
年
も
し
て
（
一
時
的
に
）
戻
っ
て
く

る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
里
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
間
は
山
の
天
狗

な
り
、
何
ら
か
の
異
界
の
存
在
に
誘
わ
れ
て
異
界
で
過
ご
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
結
婚
の
モ
チ
ー
フ
は
特
に
窺
う
こ
と
は

で
き
な
い
（
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
）。

神
隠
し
は
と
も
か
く
、
人
身
御
供
は
、
異
類
婚
姻
譚
と
容
易
に
象
徴
的
に

結
び
つ
く
。「
食
べ
る
こ
と
」
は
性
行
為
の
隠
喩
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
的

に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
普
遍
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
と

す
る
な
ら
、
猿
婿
入
り
は
本
来
、
娘
を
（
猿
と
い
う
）
異
界
の
魔
物
の
妻
と

し
て
（
つ
ま
り
食
べ
ら
れ
て
）、「
こ
の
世
」
か
ら
は
失
わ
れ
た
も
の
と
す
る

話
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
い
っ
た
ん
異
界
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
は

ず
の
娘
が
ま
た
「
こ
の
世
」
に
戻
っ
て
き
て
、（
異
類
を
退
治
し
た
後
は
）

幸
せ
に
（
普
通
の
人
と
の
）
別
な
結
婚
生
活
を
送
る
と
い
う
こ
と
が
、
構
造

と
し
て
落
ち
着
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

大
塚
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
神
隠
し
」
の
意
味
の
考
察
に
重

点
が
あ
る
。
神
隠
し
に
は
「
女
」
が
村
か
ら
姿
を
隠
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
大
塚
は
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
原
型
を
「
行
っ
て

帰
っ
て
く
る
」（
往
還
）
こ
と
に
認
め
て
い
る
。
家
族
に
は
言
わ
ず
に
ど
こ

か
に
行
き
、
何
事
か
の
経
験
を
し
て
戻
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
村
人
に
は
神
隠

し
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
人
に
は
村
と
は
異
な
る
世
界
（
本
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当
に
山
の
こ
と
も
あ
れ
ば
町
で
奉
公
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
筆
者
は
思
う
が
）
と
い
う
意
味
で
の
「
異
界
」
に
行
っ
て
帰
っ
て
く
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
少
女
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
の
だ

と
大
塚
は
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
は
本
論
か
ら
外
れ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

異
類
婚
姻
譚
を
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
①
異
類
が
男
か
女
か
、
②
人
間
の

男
な
い
し
女
は
異
界
に
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
ら
を
訪
ね
て
異
類
の
方
か

ら
「
こ
の
世
」
に
現
れ
る
（
訪
ね
て
く
る
）
の
か
、
の
二
点
は
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

の
観
点
か
ら
は
区
別
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
異
類
は
「
こ
の
世
」
で
は
決
し
て
存
在
を
許
さ
れ
な
い
こ
と
、

異
界
と
此
界
は
決
し
て
混
淆
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
日
本

の
物
語
で
は
法
則
の
よ
う
だ
。

Ⅳ　

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

１
、
ま
と
め

結
論
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が
、
議
論
の
要
点
を
ま
と
め
て
お
き

た
い
。「
日
本
文
化
の
深
層
に
は
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
的
な
感
覚
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
の
疑
問
を
「
主
と
し
て
神
話
や
昔
話
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
る
」

こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
見
た
限
り
で
は
、
単

純
で
露
骨
な
身
体
的
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
明
瞭
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
む
し
ろ
よ
り
深
刻
な
「
女
性
の
異
類
化
」
と
も
い
う
べ
き
現
象
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
北
山
に
い
わ
せ
れ
ば
日
本
人
の
「
原
罪
」
な
の

で
あ
る
。
北
山
は
次
の
様
に
い
う
。「
愛
す
る
者
が
、
私
た
ち
の
た
め
に
死

ん
だ
、
あ
る
い
は
傷
つ
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
じ
つ
に
痛
い
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
国
々
や
神
々
を
生
ん
で
死
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
と
は
、
男
性
的
自
我
に
そ

う
い
う
痛
い
罪
悪
感
を
ひ
き
だ
す
存
在
で
あ
り
、
人
間
の
た
め
に
殺
さ
れ
た

キ
リ
ス
ト
に
匹
敵
す
る
も
の
だ
と
思
う
。
ゆ
え
に
、
こ
の
罪
は
「
原
罪
」
と

呼
ぶ
に
相
応
し
い
し
、
イ
ザ
ナ
キ
の
み
そ
ぎ
は
そ
れ
を
取
り
消
そ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
（
北
山2009

：
71
）。」

北
山
の
長
期
間
に
わ
た
る
多
く
の
著
作
の
テ
ー
マ
は
「
幻
滅
」
と
「
罪
悪

感
」
な
の
で
あ
る
（
同
書
：
15
）
が
、
本
稿
で
は
彼
の
「
幻
滅
」
に
関
す
る

議
論
を
主
に
用
い
て
、「
罪
悪
感
」
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
女
性

の
異
類
性
が
露
わ
に
な
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
男
の
側
が
女
性
に
甘
え
て
負
担

を
か
け
て
、
好
意
に
つ
け
込
ん
で
苦
し
め
た
あ
げ
く
の
こ
と
で
あ
る
。
鶴
女

房
の
鶴
の
よ
う
な
ほ
と
ん
ど
「
自
虐
的
世
話
役
（
同
書
：
44
）」
に
対
し
て
も
、

原
初
的
な
存
在
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
に
対
し
て
も
男
達
は
罪
悪
感
を
抱
く
べ
き

で
あ
っ
た
の
に
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
「
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
」
の

み
で
あ
る
。
罪
悪
感
を
抱
か
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
が
「
原
罪
」
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
こ
そ
が
女
性
を
異
類
に
し
て
し
ま
っ
た
根
本
の
行
為
で
あ
る
。
つ
ま

り
男
は
女
性
の
痛
み
に
向
き
あ
っ
て
罪
悪
感
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
に

未
だ
に
そ
れ
を
成
し
遂
げ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
見
た
原
初
的
な
女
性
の

異
類
化
は
未
だ
に
解
消
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
と
筆
者
は
思
う
。
そ
れ
は
連

綿
と
昔
話
の
世
界
に
伝
承
さ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
今
も
人
々
の
心
理
の
中
に
葛
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藤
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

２
、
発
展
的
議
論
と
今
後
の
課
題

（
１
）
産
屋
に
つ
い
て
。

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
扱
っ
た
先
の
拙
稿
で
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
表
現
に
影
響
す
る

可
能
性
の
あ
る
、
対
立
的
な
女
性
観
を
「
モ
デ
ル
Ａ
」
と
「
モ
デ
ル
Ｂ
」
と

し
て
設
定
し
て
み
た
。「
モ
デ
ル
Ａ
」
は
女
性
そ
の
も
の
を
異
質
視
し
て
差

別
す
る
感
覚
と
し
た
。
例
え
ば
ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
女
性
と
い
う
存

在
そ
の
も
の
が
ケ
ガ
レ
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、「
モ
デ
ル
Ｂ
」
は
月
経
や
出
産
の
ケ
ガ
レ
は
そ
の
時
の
み
の
ケ
ガ
レ

で
あ
る
と
す
る
態
度
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
蒲
生
（
蒲
生1978
）
の
「
価
値
の
論
理
」
と
「
状
況

の
論
理
」
を
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
理
解
の
た
め
に
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
蒲
生

は
「
産
屋
」
に
つ
い
て
、「
状
況
の
論
理
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。

し
か
し
、
今
回
豊
玉
姫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
考
え
る
と
産
屋
の
意
味
が
異
な
っ

て
感
じ
ら
れ
る
。
次
の
様
な
こ
と
で
あ
る
。

古
事
記
で
は
、
豊
玉
姫
は
自
分
が
異
類
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

自
分
は
「
他
國
（
あ
だ
し
く
に
）」
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
天
つ
神
（
オ
ホ
リ
）
の
御
子
」
を
「
已
に
妊
身
め
る
」
の
で
あ
る
。「
天
つ

神
の
御
子
」
は
（「
他
國
」
に
あ
た
る
）「
海
原
」
で
生
ん
で
は
な
ら
な
い
。

や
む
を
え
ず
豊
玉
姫
に
と
っ
て
は
本
来
の
国
で
は
な
い
ホ
オ
リ
の
許
で
生
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
産
屋
を
立
て
る
の
で
あ
る
。「
凡
て
他
國
の

人
は
、
生
む
と
き
に
臨
れ
ば
、
本
つ
國
の
形
を
も
ち
て
産
む
」
の
で
、
異
類

性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
オ
ホ
リ
に
対
し
て「
見
る
な
の
禁
」

を
課
し
て
自
ら
の
異
類
性
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
異
類
だ
か
ら
こ
そ（
出
産
の
時
に
は
本
来
の
姿
を
露
わ
に
示
す
の
で
）

産
屋
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
イ
ザ
ナ
キ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
比
良
坂
で
の

夫
婦
の
、
あ
る
い
は
男
女
の
「
分
離
・
断
絶
」
に
よ
っ
て
女
性
が
「
異
類
」

と
し
て
し
か
「
こ
の
國
」
の
男
性
に
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
、
女
性
は
産
屋
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
異
質
な
存
在
と
し
て
女
性
を
見
る
立
場
で
あ
る
か

ら
、
先
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
タ
イ
プ
分
け
で
い
え
ば
、
産
屋
に
つ
い
て
も
「
モ

デ
ル
Ａ
」
の
現
象
の
現
れ
と
見
な
す
の
が
妥
当
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
モ
デ

ル
Ｂ
」
を
設
定
す
る
妥
当
性
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
産
屋
な
ど
は
少
な

く
と
も
『
古
事
記
』
上
巻
の
後
半
の
時
間
に
ま
で
遡
る
古
い
習
俗
で
あ
り
、

女
性
の
異
類
性
を
示
す
習
俗
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
を
新
た
に
考
え
直
す
必
要
が
出
て
き
た
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
異

類
婚
姻
譚
の
と
こ
ろ
で
も
問
題
に
し
た
よ
う
に
、
妻
問
い
に
つ
い
て
も
そ
の

意
味
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
の
婚
姻
習
俗
に
、
こ
の
よ
う
な
神
話
的

古
層
が
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
に
し
た

い
。
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（
２
）
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
母
子
像
の
分
析

北
山
修
は
「
幻
滅
」（
あ
る
い
は
錯
覚
と
脱
錯
覚
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

絵
画
に
描
か
れ
た
母
子
関
係
も
分
析
し
て
い
る
。
江
戸
の
浮
世
絵
で
は
母
子

の
描
か
れ
た
絵
が
思
い
の
外
多
く
、
特
徴
的
だ
と
い
う
。
北
山
の
視
点
は
、

ク
ラ
イ
ン
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
的
な
母
子
の
「
二
者
関
係
」
が
絵
画
に
ど
う
反

映
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
こ
か
ら
日
本
的
な
特
徴
が
読
み
取
れ
る
か
に
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
異
な
る
側
面
に
関
心
を
向
け
た
い
。

北
山
も
指
摘
す
る
よ
う
に
子
が
母
に
抱
か
れ
て
い
る
よ
う
な
母
子
対
面
の

構
図
で
は
、
子
の
顔
が
ま
せ
て
大
人
の
男
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
浮
世
絵
を
見
て
い
る
男
は
、
抱
か
れ
て
い
る
男
の
子
に
自
ら
同

一
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
と
女
の
関
係
が
母
と
子
の
関
係
に
転

化
さ
れ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
浮
世
絵
の
春
画
と
い
わ
れ
る
系

統
で
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
窺
わ
れ
る
よ
う
だ
が
、
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は

日
本
の
男
た
ち
が
、
子
が
母
に
対
す
る
よ
う
な
感
じ
で
女
性
に
対
し
て
い
る

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
日
本
の
男
達
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
も
影
響
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
る
し
、
上
記
神
話
で
の
分
析
の
、「
見
る

な
の
禁
」
を
破
る
ま
で
の
男
達
の
姿
（
相
手
の
存
在
に
無
自
覚
で
、
自
己
中

心
的
な
甘
え
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
）
も
、
よ
り
明
瞭
に
理
解
さ

せ
て
く
れ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
関
係
す
る
。

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
観
点
か
ら
様
々
な
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
表
現
あ
る
い
は
表
象
を

分
析
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
だ
が
、
そ
の
際
の
手
が
か
り
の
一
つ
と
し
て
、

北
山
が
取
り
上
げ
た
浮
世
絵
は
、
意
外
と
豊
か
な
研
究
領
域
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
筆
者
自
ら
も
手
を
染
め
る
か
は
別
に
し
て
、
少
な
く
と
も
他
の
研
究

者
の
業
績
に
は
今
後
注
目
を
し
て
ゆ
き
た
い
。
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