
■
論
文セ

ヂ
概
念
再
考

「力
」
と

「人
格
」
概
念
の
観
点
か
ら
の
覚
書

藤
崎
康
彦

は
じ
め
に

本
稿

は
沖
縄
の
セ
ヂ
の
概
念
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
問
題
点
を
概

観
す
る
試
み
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
こ
で
セ
ヂ
の
概
念
を
改
め
て
問
う
の

か
を
、
沖
縄

の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
史
的
な
脈
絡
か
ら

説
明
し

て
お
き
た
い
。

沖
縄

の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ユ
タ
に
つ
い

て
は
、
従
来

「サ
ー
ダ
カ
ウ
マ
リ
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
の

一
つ
で
あ

っ

た
。
サ
ー
ダ
カ
ウ
マ
リ
の

「サ
ー
」
と
は
慣
用
的
に

「精
」
と
い
う

字
を
当

て
る
こ
と
が
あ
る
が
、
意
味
と
し
て
は
古
く
か
ら
沖
縄
に
あ

る

「セ
ヂ
」
と
同
じ
意
味
内
容
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
セ
ヂ
は
南
太
平
洋

一
帯
の
諸
民
族
に
見
ら
れ
る

「
マ
ナ
」
と
こ
れ

ま
た
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(注
1
)

私
は
こ
れ
ま
で
サ
ー
や
セ
ヂ
は

ユ
タ
の
人
格
概
念

(人
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
関
す
る
概
念
)
に
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
の
脈
絡
で
見
る
こ
と

で
ユ
タ
が

「
ハ
ン
ジ
」

(託
宣
)
の
時
に
示
す
言
語
表
現
や
身
体
表

現
が
了
解
で
き
る
と
考
え
て
き
た
。

(貳

藤
崎

一
九
八
七
、

一
九
九

二

a
、

一
九
九
二
b
、

一
九
九
六
他
)
し
か
し
こ
れ
は
仮
説
で
あ

り
、
他
の
現
象
と
照
合
し
て
の
検
定
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
セ
ヂ
が
マ
ナ
と
類
似
す
る
と

い
う
指
摘
は

手
掛
か
り
の

一
つ
と
し
て
当
然
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

マ
ナ
と
そ

れ
ら
の
概
念
を
持

つ
地
域
で
の
類
似
の
呪
術

11
宗
教
的
職
能
者
の
人

格
概
念
が
ど

の
様
な
も

の
で
あ
る
か
、
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
更
に
ま
た
比
較
研
究
が
要
請
さ
れ
て
く

る
が
、
し
か
し
比
較
研

究
は
私
の
管
見
に
入
る
限
り
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な

い
。

そ
れ
以
前
に
む
し
ろ
問
題
が
あ
る
。
比
較
研
究
は
人
類
学
の
研
究

手
法

の
基
本
で
は
あ
る
が
、
比
較
の
基
軸
と

し
て
設
定
す
べ
き
沖
縄

の
セ
ヂ
の
概
念
自
体
、
そ
の
理
解
あ
る
い
は
概
念
整
理
が
必
ず
し
も

明
瞭
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
比
較
の
対
象
と
し
て
マ
オ
リ
族
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な
ど
の
資
料
の
整
理
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
き
な
り
そ
こ

に
進
ん
で
も
混
乱
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
従

っ
て
研
究
上
の

一
つ
の

操
作
手
順
と
し
て
セ
ヂ
概
念
の
整
理
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。本

来
こ
れ
は
い
ず
れ
か
の
研
究
者
に
よ

っ
て
基
本
的
な
こ
と
と
し

て
既
に
解
決
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
こ
と
と
考
え
た

い
。
し
か

し
、
未
だ
に
セ
ヂ
概
念
を
真

っ
向
か
ら
論
じ
た
も

の
は

一
九
四
七
年

(昭
和

二
十
二
年
)
に
書
か
れ
た
仲
原
善
忠
の
論
文

「
セ
ヂ

(霊
力
)

の
信
仰
に
つ
い
て
」
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
論
と
し

て
依
拠
で
き
る
ま
と
ま

っ
た
も

の
は
現
在
で
も
少
な
い
。

更
に
、
考
察
の
た
め
の
資
料
自
体
が
十
分
で
は
な

い
。
仲
原
論
文

が
依
拠

し
た
オ
モ
ロ
な
ど
の
古
文
献
以
外
は
現
在
の
民
俗
に
そ
れ
を

求
め
る
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
現
在

の
ユ
タ
や
そ
れ
に
関
す
る
人
々

の
言
説
等
で
あ
る
。
こ
の
現
在

の
民
俗
に
つ
い
て
は

ユ
タ
な
ど
沖
縄

シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ

ム
研
究
や
、
沖
縄
の
文
化
精
神
医
学

(精
神
衛
生

学
)
的
研
究
の
中
に
細
か
に
探
す
こ
と
に
な
る
が
、
私
の
研
究
関
心

も
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で

(貳

藤
崎

一
九
九
二
b
、

一
九

九
六
)
、
今
回
は
こ
れ
は
取
り
立
て
て
は
論
じ
な
い
。
従

っ
て
ま
ず

仲
原
論
文
の
分
析
か
ら
始
め
る
し
か
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
仲
原
論
文
の
分
析
を
中
心
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
い
く

つ
か

の
論
点

を
拾

い
出
し
、
議
論
す
る
と
共
に
、
関
連

の
資
料
と
の
対
応

付
け
な
ど
を
覚
書
的
に
整
理
し
た
い
。
な
お
こ
こ
で
は
オ
モ
ロ
の

個
々
の
歌
を
引
用
し
た
上
で
、
諸
家
に
よ
る
理
解
や
解
釈
に
ま
で
踏

み
込
ん
で
論
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
波
普
猷
、
仲
原
善

忠
、
外
間
守
善
ら
の
オ
モ
ロ
研
究
の
大
家
は
そ
れ
ぞ
れ
に
説
を
な
し

て
多
く
の
論
文
、
書
物
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
の
校
本

(テ

キ
ス
ト
)

の
異
同
ま
で
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
は
、
オ
モ

ロ
研
究
な
ら
と
も
か
く
、
私
の
よ
う
な
課
題
で
は
先
に
進
め
る
こ
と

が
難
し
く
な
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
情
報

の
所
在
の
確
認
程
度
で
あ
る

こ
と
を
了
解
願
い
た
い
。

一
、
セ
ヂ
は

「霊
力
」

か

仲
原
論
文
で
は
セ
ヂ
を
次

の
よ
う
に

「霊
力
」
と
し
て
定
義
し
て

い
る
。
「
セ
ヂ
を
謡

っ
た
八
十
首
の
オ
モ
ロ
に
よ
る
と
、
セ
ヂ
は

一

種
の
霊
力
で
、
有
形
な
物

(地
物

・
庶
物
)

に
憑
く
と
そ
の
も
の
に

霊
能
を
生
ぜ
し
め
、
人
間
に
憑
く
と

一
種
の
超
人
に
な
る
と
考
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。」
(仲
原

一
九
七
八

"
二
八
九
)
ま
た
こ
れ
を

詳
し
く
説
明
し
て
、
人
格
的
な
意
味
内
容
を
示
唆
す
る
用
語
を
用

い

て
理
解
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
従
来
オ
モ
ロ

に
散
見
す
る
セ
ヂ
な
る
語
を
神
霊

・
威
霊

・
精
霊

・
霊
感

・
稜
威
な

ど
と
訳
し
、
そ
の
概
念
も
極
め
て
曖
昧
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
本
質
は
人
間
世
界
の
外
に
実
在
す
る
非
人
格
的
-
そ
れ
自
身
は

無
意
志
1
の
霊
力
と
規
定
す
べ
き
も

の
で
、
神
霊

・
精
霊
等
民
族
学

上

一
定
の
学
術
語
と
な

っ
た
も
の
を
混
用
す

る
こ
と
は
明
ら
か
に
不

適
当
で
あ
る
。」
(同
書

"
二
九
四
)
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ま
ず
議
論
し
た
い
の
は
こ
の

「セ
ヂ
す
な
わ
ち
霊
力
」
と
い
う
見

方
で
あ
る
。
私
は
仲
原
の
説
に
半
分
は
賛
成
し
、
半
分
は
疑
問
を
抱

く
。
セ
ヂ
を

「人
格
的
な
」
力
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
こ
と
に
は

賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
セ
ヂ
を

「
霊
力
」
と
い
う
何
ら
か
の

「実

在
」
す
る
あ
る
い
は
実
体
的
な

「力
」
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
誤

解
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

先
の
引
用
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
セ
ヂ
は

「有
形
な
物
」
と

「人
間
」
に

「憑
く
」
と
仲
原
は
い
う
。
セ
ヂ
は

「
つ
く
」
も
の
か

に
つ
い
て
は
次
に
論
じ
る
こ
と
と
し
て
、

つ
く
と
さ
れ
る

「人
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
(注
2
)
を
見
て
み
よ
う
。
仲
原
の
指
摘
で
は
オ
モ
ロ

に
謡
わ
れ
て
い
る
の
は
聞
得
大
君

(仲
原
論
文
の
表
記
で
は

「聞
え

大
君
」
)
を
頂
点
と
す
る
ノ
ロ
、
首
里
城
主
で
あ
る
琉
球
国
王
の
他

に

「地
方

の
豪
族
、
後
に
は
男
女
の
貴
族
、
領
主
等
の
通
名
と
な

っ

た
ア
ヂ

(按
司
)
」
(同
書

"
二
九
三
)
も
セ
ヂ
と
関
連
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は

「男
性
で
は
多
分
王
子
と
思
わ
せ
る

セ
ヂ
コ

(セ
ヂ
持

つ
幼
児
)
」
が
用
例
と
し
て
オ
モ
ロ
に

一
つ
見
え

て
い
る
と

い
う
指
摘
で
あ
る
。
(同
書

"
二
九
三
)

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
い
え
ば
、

一
般
人

(オ
モ
ロ
に
は

「
ま
ひ
と

(真
人
)
」
「ま
ひ
と
た

(真
人
達
)
」
「ま
ひ
と
べ

(真
人
部
)
」
「ま

ち
よ

(真
人
)
」
な
ど
と
し
て
現
れ
る
)
と
は
セ
ヂ
は
関
連
づ
け
ら

れ
て
い
な
い
。

一
般
人
と
は
異
な
る
特
別
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
に

そ
れ
は
本
質
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
ひ
と
ま
ず

理
解
し

て
お
く
。

次
に

「有
形
な
も
の
」
を
見
る
と
仲
原
は

「杜
、
田
、
剣
、
港
、

家
、
門
、
城
、
舟

(船
)
、
軍
勢
」
な
ど
を
挙

げ
て
い
る
。
セ
ヂ
の

つ
く
も
の
は

「霊
剣

(セ
ヂ
ま

つ
る
ぎ
)

・
神
泊

(セ
ヂ
あ
ら
神

泊
)

・
霊
門

(セ
ヂ
ま
さ
る
門
口
)

・
霊
杜

(セ
ヂ
高
杜
)

・
霊
泉

(セ
ヂ
ま
さ
る
お
も

い
)
、
霊
田

(セ
持
ち
お
や
田
原
)
等
で
あ
る

が
、
セ
ヂ
の
つ
く
こ
と
に
よ

っ
て
剣
は
不
思
議
な
力
を
発
揮
し
、
港

は
波
風
を
な
ご
め
て
出
船
入
船
の
不
安
を
の
ぞ
き
、
門
は
招
福
攘
禍

の
働
き
を
な
し
、
セ
ヂ
高
の
杜
は

『幾
久
し
く
敵
を
寄
す
ま
じ
く
』

こ
こ
に
築
け
ば
難
攻
不
落
の
セ
ヂ
玉
城
と
な
る
」
(同
書

"
二
八
九
)

と
仲
原
は
い
う
。

今
引
用
し
た
と
こ
ろ
は
こ
の
論
文

の
中
で
も
有
名
な
と
こ
ろ
で
、

我
々
が
現
在
抱
く

「不
思
議
な
力
」
と
し
て
の
セ
ヂ
概
念
に
多
大
な

影
響
を
与
え
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
(貳

真
栄
田
他
編

一
九
七
二
、

中
山

一
九
六
九
、
渡
邊

一
九
九
三
)
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
が
誤
解
の

源
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

一
例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

例
え
ば
霊
剣
で
あ
る
。
仲
原
の
説
明
だ
け
聞
く
と
、
物
質
と
し
て

の
普
通
の
剣
に
セ
ヂ
が
つ
く
と
た
ち
ま
ち
切
れ
味
鋭

い
剣
に
変
わ
る

か
の
よ
う
に
思
う
で
あ
ろ
う
。
時
代
劇
に
出

て
く
る
妖
剣
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
す
ら
抱
き
か
ね
な
い
。
し
か
し
オ

モ
ロ
で
は
そ
う

い
う
も

の
と
し
て
は
出
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
で
こ
の

「
セ

ヂ
ま

つ
る
ぎ
」
の
用
例
を
私
は

一
つ
し
か
未
だ
見
つ
け
て
は
い
な
い

(第
十
巻
の
三
)
が
そ
の
歌

(オ
モ
ロ
)
を
み
る
と
国
王
の
美
し
さ

凛

々
し
さ
を
歌

い
、
そ
の
存
在
の
冠
絶
し
て

い
る
こ
と
を
讃
え
る
意

一14一



味
内
容

で
あ
る
。
そ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る

「セ
ヂ
ま
つ
る
ぎ
」
と
は

王
の
佩
く
剣
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
王
の
威
光
が
そ
の
身

に
帯
び

て
い
る
も
の
ま
で
高
め
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
「剣
の
美
称
。

貴
人

の
持

つ
剣
。」

(外
間
他

一
九
七
二

"
一
八
五
。
な
お
こ
の
校
本

で
は

「
せ
ぢ
真
剣
」
と
表
記
さ
れ

「ま

つ
る
ぎ
」
と
ル
ビ
が
振

っ
て

あ
る
)

に
過
ぎ
な
い
。
私
は
た
ま
た
ま
見

つ
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
用
例
の
探
索

の
時
に
用
い
る
必
須
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の

『お
も

ろ
さ
う
し
辞
典

・
総
索
引
』
に
も

(「せ
ち
ま
つ
る
き
」
と
し

て
見
出
し
語
は
出
て
い
る
)
こ
の
第
十
巻
の
三
の
歌
し
か
出
典
と
し

て
は
指
示
さ
れ
て
い
な
い
。
(仲
原
他

一
九
六
七

川
一
七
二
)
多
分

他
に
は
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
セ
ヂ
の
つ
く
こ
と

に
よ

っ
て
剣
は
不
思
議
な
力
を
発
揮
し
」
と

い
う
の
は
何
に
基
づ
い

て
の
説
明
な
の
か
、
少
な
く
と
も
オ
モ
ロ
に
は
根
拠
は
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ

「
セ
ヂ
あ
ら
神
泊
」
を
見
よ
う
。
第
十
三
巻
の

一
〇
八

の
歌
の
第

一
節
に
こ
の
言
葉
は
出
て
く
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
久

高
島
の
港
を
指
し
、
「
せ
ち
新
神
の
守
護
し
給
う
泊
。
『せ
ち
あ
ら
』

は
セ
ヂ
の
豊
か
な
と
い
う
意
味
で

『か
み
』
に
対
す
る
美
称
辞
的
用

法
」

(仲
原
他

一
九
六
七

二

七

一
)
と
意
味
内
容
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。

「か
み
」
は
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
聞
得
大
君

の
こ
と
で
あ

る
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
歌
全
体
は
久
高
島
に
聞
得
大
君
や
親
ノ
ロ

ら
高
級
神
女
が
わ
た
る
時
の
様
子
を
歌

っ
た
も
の
と
私
は
想
像
す
る

が
、
聞
得
大
君
が
守
護
し
て
い
る
久
高
島
の
港
よ
波
風
を
鎮
め
て
神

女
達
を
守

っ
て
下
さ
い
、
と
い
う
ほ
ど

の
祈
願
あ
る
い
は
祝
福
の
意

味
あ

い
の
よ
う
で
あ
る
。
久
高
島
は
琉
球
文
化
に
と

っ
て
特
別
な
場

所
だ
が
、
そ
の
特
別
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
聞
得
大

君
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
か
、

い

ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
特
別
な
場
所
で
あ
る
か
ら
こ
そ
不
思
議
に
波
風

も
和
や
か
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
聞
得
大
君
を
讃
え
て
い
る
意
味
あ

い
の
方
が
大
き

い
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
理
解
す
る
上
で
は
久
高
島

で
あ
れ
聞
得
大
君
で
あ
れ
ま
ず
そ
の
特
別
さ
が
先
に
意
識
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
た
だ
の
港
が
何

ら
か
の
あ
り
方
で
セ
ヂ

を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で

「港
は
波
風
を
な
ご
め
て
出
船
入
船
の
不
安

を

の
ぞ
」
く
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。

他
に
し
て
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
「
セ
ヂ
ま
さ
る
門
口

(せ

ち
ま
さ
り
か
ち
や
う
く
ち
)
」
は
第
十
四
巻

の
六
九
の
歌
に
出
て
い

て
、
こ
れ
は
島
尻
郡
具
志
頭
村
玻
名
城
を
讃
え
て
い
る
歌
で
あ
る
。

多
く
の
神
女
が
守
護
し
て
い
る
立
派
な
城
で
、
良
く
周
囲
を
治
め
て

お
り
、
治
下
の
村
落
か
ら
沢
山
の
財
宝
が
集

ま

っ
て
く
る
、
豊
か
な

優
れ
た
城
だ
と
い
う
賛
美
で
あ
る
。
沢
山
の
財
宝

(作
物
の
豊
穣
性

を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
う
)
に
よ
る
豊

か
さ
を
讃
え
る
修
辞
法

と
し
て

「
セ
ヂ
ま
さ
る
門
口
」
が
使
わ
れ
て

い
る
。

(既
に
し
て
)

立
派
な
城
の
特
別
さ
か
、
特
別
な
存
在
と
し
て
の
神
女
に
関
係
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
を
指
し
示
し
讃
え
る
た

め
に

「
セ
ヂ
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
通
の
門
に
セ
ヂ
が
後
か
ら
つ
い
て

「招

福
攘
禍
の
働
き
を
な
」
す
よ
う
に
な

っ
た
も

の
で
は
な
い
。
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き
り
が
な
い
の
で
最
後
に

「
セ
持
ち
お
や
田
原

(せ
も
ち
お
や
た

は
る
)
」
を
見
よ
う
。
こ
の
表
現
は
第
十

一
巻

の
三
二
と
第
二
十

一

巻
の
八

一
に
そ
れ
ぞ
れ
出
て
く
る
が
、
二
つ
は
全
く
同

一
の
歌
で
あ

る
。
久
米
島
具
志
川
城
を
歌

っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
あ
る
田
が
立
派

で
豊
か
な
実
り
が
あ
る
こ
と
を
讃
え
、
そ
の
城
の
主
を
祝
福
し
て
い

る
も

の
で
あ
る
σ
こ
れ
ま
で
例
示
し
た
歌
と
構
想
は
全
く
同
工
異
曲

で
、
何

か

(こ
こ
で
は
田
)
が
優
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
優
れ
て
い

る
こ
と
を
セ
ヂ
に
関
連
づ
け
て
説
明
し
、
そ
の
セ
ヂ
は
城
主
と
い
う

特
別
な
存
在
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
城
主
の
持

つ

田
で
あ

る
か
ら
立
派
だ
、
沢
山
の
実
り
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
セ
ヂ
の
意
味
す
る
も
の
は
形
式
上
二
つ
に

な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ひ
と
つ
は
そ
れ
自
身
が
特
別
で
あ
る
と
感
じ

ら
れ
る
も
の
を
意
味
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
特
別
の
人

と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、

い
ず
れ
に
せ
よ
他
に
冠
絶
し
て
い
る
現
象

・
存
在
と
関
係
し
て
い
る

の
で
、
実
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お

こ
の
論
点
は
次
の
第
二
節
で
詳
述
す
る
。

ま
ず
、
前
者
の

「そ
れ
自
身
が
特
別
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
も

の

を
意
味
づ
け
る
こ
と
」
は
例
え
ば
仲
原
の
次
の
よ
う
な
文
に
良
く
示

さ
れ

て
い
る
。
「
セ
ヂ
は
ま
た
必
ず
し
も
人
の
媒
介
に
よ
ら
ず
、
そ

れ
自
体

の
働
き
に
よ
っ
て
特
定
の
人
ま
た
は
物
場
所
に
留
ま
る
こ
と

が
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
た
証
拠
が
後
世
の
記
録
に
散
見
す
る
。
霊

石

・
霊
所
な
ど
は
か
く
し
て
成
立
す
る
。
斯
か
る
場
所
、
多
く
は
幽

邃
閑
寂
な
杜
嶽
あ
る
い
は
奇
岩
怪
石
の
ほ
と
り
で
あ
る
が
、
:
…
.」

(仲
原

一
九
七
八

"
二
九
六
)
こ
れ
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
不

思
議
な
形
を
し
た
石
な
ど
が
ま
ず
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
な

ぜ
そ
ん
な
形
に
な

っ
た
の
か
を
セ
ヂ
の
働
き

に
帰
属
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
確
か
に
そ
こ
に
佇
む
と
不
思
議
な
感
じ

の
す
る
場
所
が
あ
る
。

な
ぜ
そ
ん
な
感
じ
を
生
じ
さ
せ
る
か
を
セ
ヂ
の
働
き
に
よ
る
も
の
と

し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
他
の
普
通
の
も

の
と
は
異
な
る
あ
る
現

象
が
ま
ず
先
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
セ
ヂ
は
そ
れ
を
理
解
可
能
に

す
る
認
識
的
な
仕
掛
け
あ
る
い
は
概
念
で
あ
る
。
(こ
れ
も
第
二
節

で
詳
述
す
る
。)
そ
し
て

「至
妙
な
オ
モ
ロ
は
セ
ヂ
の
付
い
た
結
果

と
考
え
ら
れ
」
(同
書

"
二
八
九
)
た
と

い
う
こ
と
こ
そ
私
の
こ
の

理
解
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
オ
モ
ロ
に
は
で
き
た
後
か
ら
セ
ヂ
を

つ

け
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
誕
生
と
共
に
優
劣
は
決

ま

っ
て
し
ま
う
。
歌
わ
れ
た
そ
の
場
で
優
れ
た
歌
と
皆
が
讃
え
、
そ

の
優
秀
性
を
セ
ヂ
に
よ

っ
て
説
明
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
後
者
の

「特
別
の
人
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
」
こ
そ
は
セ
ヂ
の
本
質
を
考
え
る
手
掛
か
り
で
あ
る
と

私
は
考
え
る
。
オ
モ
ロ
の
世
界
の
思
考
に
お

い
て
は
、
特
別
な
人
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ま
ず
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
王
や
ノ
ロ
や
は
、
普
通

の
人
と
は
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
は
様
々

な
美
質
を
持

つ
輝
か
し
い
存
在
と
し
て
賛
美
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
特
別

で
あ
る
こ
と
を
セ
ヂ
で
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了
解
な
い
し
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
カ
リ
ス
マ
を
セ
ヂ

で
理
解
し
て
い
る
と

い
っ
て
良
い
。
セ
ヂ
あ
る
存
在
と
し
て
王
な
ど

を
讃
え
る
と
き
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
性
を
承
認
し
て
賛
美
者
が
畏
服
し

て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
決
し
て
普
通
人
と
セ

ヂ
と
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

そ

の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る

も
の
や
そ
の
持
ち
物
な
ど
は
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
か
ら
い
わ
ば
放
射
し

た
も

の
を
受
け
た
り
、
そ
の
何
か
に
感
染
し
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

(従

っ
て
、
先
の

「至
妙
な
オ
モ
ロ
」
は
、
特
別
な
人
の
た
め
に
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ

「至
妙
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
)
そ
れ
が
今
ま
で
見

て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
な
の

だ
。
例
え
ば

「軍
勢
」
は
王
に
帰
属
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
無

敵
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

一
種
の
感
染
呪
術
的
思
考
が

現
れ
て
い
る
。

仲

原
の
説
明
の
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
セ
ヂ
は
こ
の
よ
う
に
特

別
な

「人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識

で
あ

る
。
そ
れ
が
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
と
彼
は
明
示
し
て
い
な

い
。
私
は
聖
別
さ
れ
た
貴
人
を
そ
れ
と
表
示
す
る
記
号
的
機
能
が
セ

ヂ
の
本
質
で
あ
る
と
想
定
す
る
。
(こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
以
下
の

二
節

で
詳
論
す
る
。
)
し
た
が

っ
て
、
セ
ヂ
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
は

総
て
特
別
な
人
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
以
下
の

個
別

の
特
徴
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

二
、
セ
ヂ
は

「
つ
く
」
も

の
か

セ
ヂ
は

「
つ
く
」
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
人
と
セ
ヂ
と
の
関
係
は
外
部
的

・
空
問
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
表
象

さ
れ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
先
ず
古
来
か
ら
あ
る

(大
和
こ
と
ば
の
)
「
つ
き
も

の
」
と

い
う
概
念
を
手
掛
か
り
に
検
討

し
、
セ
ヂ
の
概
念
を
も
う
少
し
広
く
別
の
観
点
か
ら
考
え
た
い
。
前

節
を
承
け
て
、

一
般
的
な
脈
絡
に
置
き
直
す
作
業
で
あ
る
。

「
つ
き
も
の
」
に
つ
い
て
、
先
ず
小
松

(
砿

小
松

一
九
九
四
)
の

考
え
を
参
考
に
す
る
。

(日
常
的
に
五
感
で
捉
え
る
こ
と
の
難
し
い

存
在
や
現
象
、
理
解
で
き
な
い
働
き
な
ど
の
)
日
常
生
活
で
、
何
か

既
存
の
語
彙
で
説
明
で
き
な

い
不
思
議
な
状
態
が

「
つ
い
て
い
る
」

状
態

で
あ
る
。
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
は
つ
い
て
い
る
こ
と
の

「結

果
」
だ
け
で
あ
り

(例
え
ば
賭
事
で
勝
ち
続
け
る
こ
と
)
、
そ
の
状

態
を

「
つ
き
」
で
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
常
思
考
で
は
結
果

は
何
ら
か
の
原
因
を
要
請
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
原
因
と
な
る
も
の

を
中
身
が
不
明
な
ま
ま
形
式
的
に
指
し
示
し
た
も
の
が

「も
の
」
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「も
の
」
は
実
体

の
な
い
概
念
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
用
い
て
も
形
式
的
に
了
解
し
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
何

も
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
小
松
は
い
う
。

小
松
の
別
の
表
現
を
用

い
れ
ば
、
「
つ
き
」
と
い
う
状
態
は

〈
日

常
の
状
態

・
能
力
+

α
〉
の
状
態
で
あ
り
、
「
つ
き
」
現
象
の
発
現
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の
原
因
が

α
で
あ
る
。
我

々
は
、

〈意
味
さ
れ
た
も
の
〉
を
欠

い
た

カ
ラ

ッ
ポ

の
概
念
を

α
の
部
分
に
あ
て
が

っ
て
い
て
、
便
宜
的
に

「代
置
」
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
古
来
か
ら
の

(大
和
こ

と
ば

の
)
「も
の
」
で
あ
る
。
従

っ
て

「も

の
」
は
何
も
意
味
し
て

い
な

い
。
「も
の
」
と
か

「
つ
き
」
と
か
は
日
常
的
思
考
に
よ
っ
て

秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
意
味
体
系

の
領
域
が
侵
さ
れ
た
と
き
に

(そ

の
綻

び
を
繕
う
た
め
に
)
用

い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。

従

っ
て
、
「
つ
い
て
い
る
」
状
態
は
非
日
常
的
な
状
態
で
あ
り
、

こ
れ
を
私
な
り
に
敷
衍
す
れ
ば
、
「
つ
き
」
は
そ
の
意
味
で

一
時
的

な
の
で
あ
る
。
賭
事
の

「
つ
き
」
は
い
ず
れ
落
ち
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
何
も
つ
い
て
い
な
い
状
態
が
平
常
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
小
松
は
こ
の
よ
う
な

(記
号
的
)
機
能
を
果
た
す
類
似
の

(空
疎

な
)
概
念
と
し
て

「
マ
ナ
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本

稿
の
私
の
根
本
的
関
心
に
関
わ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
指
摘
だ
け
を

留
意
し
て
お
い
て
、
直
接
こ
こ
で
は
議
論
し
な
い
こ
と
に
し
た
い
。

「も

の
」
が
関
係
す
る
意
味
領
域
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「も

の
」
は

一
時
的
に
も

「
つ
く
」
が
、
「憑
き
も
の
筋
」
と
し
て
あ
る

集
団

に
い
わ
ば
永
続
的
、
恒
常
的
に

「
つ
く
」
場
合
も
あ
る
。
こ
れ

は
そ

の
社
会
に
二
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
異
な
る
集
団
が
存
在
し
て

い
る

こ
と
を
意
味
す
る
と
、
小
松
は
言
う
。
あ
る
集
団
が
他
方
を

「憑
き
も

の
筋
」
と
し
て
名
指
す
場
合
、
「
つ
き
も
の
」
は
名
指
さ
れ

る
集
団
の
何
ら
か
の
属
性
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
集
団
の

関
係
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

(以
上
紹
介
は
小
松

一
九
九
四

"
一
九
-

一
一
四
に
基
づ
く
。)

(注
3
)

以
上
の
よ
う
な
観
点
を
前
提
に
、
セ
ヂ
を
改
め
て
考
え
て
み
る
。

オ
モ
ロ
の
場
合
、
先
ず
こ
と
ば

の
問
題
と

し
て
目
に
付
く

の
は
、

「も

の
」
と
同
じ
よ
う
に
は
セ
ヂ
は

「
つ
く
」
も
の
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
著
し
く
少
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。
前
節

で
見
た
よ
う
に
意
味
的
に
は
セ
ヂ
は
す
で
に
そ
こ
に

「あ
る
」
か
、

誰
か
が

「も
つ
」
あ
る
い
は

「も

っ
て
い
る
」
状
態
こ
そ
が
オ
モ
ロ

に
は
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
「
つ
く
」
と
い
う
動
き
が
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
乏
は
少
な
い
。
聞
得
大
君
が

「手
摩
り
」
し
て

(手

を
擦
り
合
わ
せ
て
祈

っ
て
)
セ
ヂ
を

「
下
す
」
の
で
あ
る
が
、
確
か

に
こ
れ
は
意
味
の
上
で

「付
け
る
」
動
作
と

い
え
る
。
し
か
し
、
セ

ヂ
及
び
同
義
の
こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
場
面
で
、
こ
の
下
ろ
す
動
作
が

中
心
的
な
主
題
に
な

っ
て
い
る
オ
モ
ロ
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
い

う
印
象
を
も

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
事
あ
る
毎
に
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
一
時
的
な
も
の

と
は
表
象
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
つ
け
ら
れ
る
人
が
こ
れ
か
ら
非
日

常
的
な
状
態
に

一
時
的
に
入
る
こ
と
を
表
象

し
て
い
る
わ
け
で
も
な

く
、
む
し
ろ
あ
る
人

(の
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
の
本
質
と
し
て
永
続
的
に

帰
属
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
小
松
の
図

式
を
援
用
す
れ
ば
、
セ
ヂ
は
日
常
生
活
の
中
で
時
折
生
ず
る
+

α
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
む
し
ろ
上
述
の

「憑
き
も
の
筋
」
的
な
性

質
が
セ
ヂ
に
は
認
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
王
族
は
い
わ
ば
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「
セ
ヂ
も
ち
」
と

い
う
家
筋

で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
普
通
の
人
と

は
全
く
異
な
る
存
在
と
し
て
彼
ら
は

「聖
別
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
セ
ヂ
は
普
通
の
人
々
と
特
別
な
王
族
な
ど
と
の

「
関
係
を
表
示

す
る
」
概
念
と
な

っ
て
い
る
。
以
下
の
第
四
節

で
見
る
よ
う
に
、
セ

ヂ
は

つ
く
も
の
で
は
な
く
持

っ
て

「
生
ま
れ
る
」
も

の
で
あ
る
。

「す

へ
つ
き

(精
継
ぎ
)
」
(「す

へ
」
1ー
セ
ヂ
で
あ

っ
て
、
セ
ヂ
す
な

わ
ち
不
可
視
の
霊
力
を
引
き
継
い
で
持

っ
て
い
る
貴
人
)
と

い
う
表

現
あ
る
い
は
概
念
こ
そ
が
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
を
も

っ
と
も
よ
く
表

し
て

い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
セ
ヂ
は

「
つ
く
」
も
の
で
は
な

い
の
だ
。

三

セ
ヂ
は
意
図
的
に
獲
得

(あ
る
い
は
高
め
た
り
、
増

加
さ
せ
た
り
)
で
き
る
か

前
節

に
関
係
し
て
、
セ
ヂ
は
修
行
な
ど
の
意
図
的
な
努
力
に
よ

つ

て
、
獲
得
で
き
る
も
の
か
を
改
め
て
検
討
し
た

い
。
こ
れ
ま
で
の
論

述
で
セ
ヂ
と
カ
リ
ス
マ
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
て
、
ど
ち
ら
が
原

因
で
ど
ち
ら
が
結
果
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
が
本
質
で
ど
ち
ら
が
現

象
か
判
別
し
に
く

い
こ
と
が
了
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

「
セ
ヂ
を
受
け
た
人
は
超
人
的
な
霊
力

の
主
体
と
な
る
と
自
他
と
も

に
信

じ
、
セ
ヂ
の
招
請
者
た
る
巫
女
ー
君
君
ノ
ロ
ノ
ロ
ー
は

一
般
人

か
ら
尊
敬
せ
ら
れ
た
。」

(仲
原

一
九
七
八

"
二
八
九
)
と
い
う
こ
と

と
、
「王
の
周
辺
の
巫
女
た
ち
の
主
た
る
任
務
は
、
各
種
の
セ
ヂ
を

王
に
捧
げ
て
王
の
支
配
力

・
威
厳
を
増
強
せ
し
め
る
こ
と
で
、
王
の

王
た
る
所
以
は
、
彼
女
ら
の
尤
も
ら
し
い
儀
式
を
通
じ
て
奉
る
セ
ヂ

、

に
淵
源
す
る
」

(同
書

"
二
九
〇
)
こ
と
と
は
同
じ
こ
と
を
意
味
し

て
い
て
、
セ
ヂ
を
持

つ
人
は
王
に
な
る
し
、
王
は
セ
ヂ
を
持

つ
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、

(尚
家
と

い
う
)
あ
る
家
系
の
人
以
外
王
に
な

れ
な
い
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
王
と
セ
ヂ
の
こ
の
よ
う
な

(他

の
場
合
な
ら
)
必
要
十
分
条
件
的
と
い
え
る
関
係
は
、
実
質
的
に
何

も
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
「
聞
え
大
君
以
下
の
巫
女

は
セ
ヂ
を
招
致
す
る
霊

媒
者
た
る
職
能
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
尚
真
王
が
組
織
化
し
て

以
後
は
身
分
に
依

っ
て
そ
の
地
位
に
つ
く
た
め
、
そ
の
職
を
つ
く
す

性
能
を
失
」
(同
書

"
二
九
三
)
う
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

い

わ
ば
堕
落
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
堕
落
し
た
中
央

の
ノ
ロ
達
と
は
異
な
り
、
「地
方
の
巫

女
達
は
霊
媒
の
適
格
者
た
ら
ん
と
し
て
山
籠
り
を
な
し
、
激
し
い
修

業
を
積
ん
だ
よ
う
で
あ
る
か
ら
か
く
の
如
き
修
業
を
終
え
れ
ば
容
易

に
神
憑
り
の
状
態
に
入
り
得
る
者
が
少
な
く
な
か

っ
た
と
思
う
。
」

(同
書

"
二
九
三
)
と
仲
原
は
言

っ
て
い
る
。

こ
れ
で
見
る
と
、
「修

業
」
と
セ
ヂ
の
獲
得
や

「神
憑
り
」
な
ど
の
力
と
が
結
び
つ
い
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
実
体
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
基

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
セ
ヂ
は
あ
る
場
所

に
留
ま
る
こ
と
が
あ
る
。
霊
所

(セ
ヂ
高
杜
)
は
こ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
そ
の
場
所
で

「
セ
ヂ
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の
ぼ
せ
」
ま
た
は

「
セ
ヂ
降
し
」
の
儀
礼
を
や
れ
ば
効
果
が
大
き
い

と
考
え

て
、
霊
所
と
考
え
る
山
に
籠
も

っ
て
、
セ
ヂ
を
受
け
、
霊
感

を
得
る
こ
と
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
に
も
こ
れ
は
歌
わ
れ
て

お
り
、
第
十
四
巻
の
六
と
第
十

一
巻
の
七
五
の
二
つ
が
あ
る
、
と
仲

原
は
指
摘
す
る
。
前
者
は

「巫
女
の
適
格
者
」
た
ら
ん
と
し
て
蚊
や

糠
蚊

(虻
の

一
種
と

い
う
)
に
苛
ま
れ
な
が
ら
山
籠
も
り
し
て
い
る

娘
を
心
配
し
て
そ
の
親

(彼
自
身
も
按
司
で
あ
る
)
が
歌

っ
た
も
の

で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
伊
波
普
猷
は

「
か
う
し
た
山
籠
り
は
、
神
女
に
な
る
者

に
取

つ
て
は
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
修
養
法
」
(伊
波

一
九
七
五

a
"

二
八
五
)

で
あ
る
と
し
て
第
二
十

一
巻
の
九
七
も
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
さ
ら
に
久
米
島

『具
志
川
間
切
旧
記
』
に
も

「中
城
按
司
が
城

を
築
き

か
け
た
時
、
そ
の
北
の
方

の
神
嶽
に
山
籠
り
し
て
い
た
、
堂

の
大
親

の
下
女
お
と
ち
こ
ば
ら
が
、
山
か
ら
下
り
て
来
て
、
そ
こ
よ

り
も
自
分
の
栖
ん
で
ゐ
る
高
い
山
の
方
が
適
当
だ
と
い
っ
て
、
計
画

を
変

更
さ
せ
た
事
が
見
え
て
居
り
、
そ
の
経
緯
を
歌

っ
た
ク
ワ
イ
ニ

ャ
ま
で
採
録
し
て
あ
る
。」

(同
書

"
二
八
五
)
と
し
て
、
例
を
挙
げ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
上
記
伊
波
の
引
用
部
分
に

「下
女
」
と
あ
る
が
、
こ
の

よ
う

に
山
籠
も
り
す
る
女
性
に
つ
い
て
、
「
こ
の
種

の
女
性
は
、
俗

サ
　
ダ
カ

に

「
性
高
生
れ
」
(け
だ
か
い
生
れ
)
し
て
ゐ
る
と
謂
は
れ
て
、
能

く
神
憑
り
な
ど
す
る
が
、
神
女
は
き
ま

っ
て
か
う

い
ふ
女
性
の
中
か

ら
選
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
(同
書

"
二
八
六
)
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
理
解
に
困
難
な
矛
盾
が
生
ず

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

『具
志
川
間
切
旧
記
』

の
成
立
は

一
七
三
〇
年
頃
と
想
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
に
は
旧
家
、
大
家

の
出
身
で
な
い
も
の
も

「神

女
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え

て
悪

い
こ
と
は
な

い
が
、
仲
原
の

校
注
を
み
る
と
、
こ
の

「中
城
按
司
之
事
」

の
項
の
註
で

「お
と
ち

こ
ば
ら
」
は

「堂
の
ノ
ロ
で
下
女
云
々
は
誤
伝
か
。
」
(仲
原

一
九
七

八

"
二
三
七
)
と
し
て
こ
の
部
分
に
は
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
と
に
か
く
ノ
ロ
の
よ
う
な
人
は

何
ら
か
の
理
由
で
山
籠
も
り
し
て
い
た
こ
と
は
疑

い
が
な

い
で
あ
ろ

、つ
。し

か
し
、
何
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
仲
原
は
セ
ヂ
あ
る
い
は
そ
の
媒
介

の
力
を

「実
質
的

に
」
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

先
の
引
用
の

「か
く
の
如
き
修
業
を
終
え
れ
ば
容
易
に
神
憑
り
の
状

態
に
入
り
得
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
う
」
と
の
見
方
は
こ
れ

を
示
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
伊
波
は

「
か
う
し
た
山
籠
り
は
、
神
女
に
な
る

も

の
に
取

っ
て
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
修
養
法
で
」
あ
る
と
し
て
い

る
。
「修
養
法
」
に
重
点
を
置
け
ば
、
仲
原
と
同
じ
よ
う
に
、
何
ら

か
の
力
の
実
質
的
な
獲
得
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
「神
女
に

な
る
も
の
に
取

っ
て
は
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
れ
ば
、
神
女
の
イ
ニ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に

「こ
の
神
女
の
候
補
者
の
、
か
う
し
て
薮
蚊
や
糠
子
な
ど
に
せ
せ

一20一



ら
れ

つ
つ
、
神

に
仕
え
て
苦
行
し
た
こ
と
は
」

(伊
波

一
九
七
五

a
"
二
入
五
ー
六
)

『琉
球
神
道
記
』

の
記
事
に
も
明
ら
か
だ
、
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
後
者
に
重
点
を
置
い
て
私
は
理
解
し
た
い
。

な
お
、
山
籠
も
り
の
時
の
女
性
の
状
態
に
つ
い
て
、
仲
原
も
伊
波

も
共
通
に
引
用
し
て
い
る
の
が
、
こ
の

『琉
球
神
道
記
』
の
記
述
で

あ
る
。

(そ
こ
で
は

「託
女
」
と
あ
る
の
で
、
混
効
験
集

の
記
事
か

ら
も
そ

れ
は
ノ
ロ
あ
る
い
は
根
神
の
こ
と
と
し
て
よ
い
。
)
そ
の
内

容
は
、
「
七
年
に

一
回
海
上
か
ら
来
訪
神
が
各
地

一
斉
に
出
現
し
、

そ
れ
を

ノ
ロ
ら
が
祀
る
。
来
訪
神
の
滞
在
は
二
週
間
で
あ
る
。
七
歳

か
ら
六
十
歳
迄

の
女
性
が
参
加
す
る
が
、
彼
女
た
ち
は

一
滴
も
水
を

飲
ま
ず
、

一
粒
も
穀
類
を
と
ら
な
く
と
も
顔
色
も
悪
く
な
ら
ず
身
体

壮
健
で
あ
る
。
山
野
を
走

っ
て
も
怪
我
を
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
水

に
入

っ
て
も
濡
れ
る
こ
と
が
な
い
。
昼
夜
森

で
過
ご
し
風
雨
の
時
も

家
に
入
る
こ
と
は
な
い
。
祭
の
日
が
過
ぎ
て
神
が
去
る
と
、
女
性
達

は
死
ん
だ
よ
う
に
気
を
失
う
。
赤
土
を
水
に
混
ぜ
て
飲
ま
せ
る
と
蘇

生
し
、

一
日
二
日
し
て
か
ら
自
宅
に
帰
る
。」
と

い
う
ほ
ど
の
意
味

で
あ
る
。
こ
れ
は
素
直
に
読
め
ば
祭
の
儀
礼
の

一
部
と
し
て
の
山
籠

り
と
、
そ
こ
で
の

(来
訪
神
の
)
憑
依
状
態
を
示
し
て
い
る
も
の
と

理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
籠
り
は
定
期
的
な
儀
礼

の
中
で
も

行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
に
か
く
、
仲
原
の
説
を
検
討

す
る
た
め
に

「セ
ヂ
の
獲
得
」
と
し
て
の
山
籠
り
に
焦
点
を
当
て
て

話
を
進
め
る
。

伊
波
は
、
こ
の
来
訪
神
を
迎
え
る
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
が
国
家
レ
ベ

ル
で
儀
礼
的
に
表
現
さ
れ
る
事
例
が
聞
得
大
君
が
就
任
後
行
う
、
斎

場
御
嶽
で
の

「御
新
下

(お
あ
ら
お
り
)」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は

「女
君
が
国
家
最
高
の
神
職
に
任
命

さ
れ
て
初
め
て
そ
の
采

邑
知
念
に
下
る
こ
と
の
義
で
、

実
際
は
女
君
が
霊
地

『さ
や
は

御
嶽
』
に
参
詣
し
、
『に
ら
い
せ
ぢ
』
を
受
け

て
、
霊
界

(宗
教
界
)

に

『世
が
け
る
』

(君
臨
す
る
)
こ
と
で
、
言
は
ば
国
王
の
即
位
式

に
も
比
す
べ
き
も
の
」

(伊
波

一
九
七
四
b

"
三
し
九
-
二
〇
)

で

あ
り
、
そ
の
な
か
で
は

「御
籠
り
」
と
い
う
山
籠
り
を
そ
の
ま
ま
踏

襲
し
た
儀
礼
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
る
。
(同

一
九
七
五

a
"
二
八
七
-
八
)
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
伊
波
が
山

籠
り
は
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

仲
原

の
い
う
よ
う

に
山
籠
も
り
し
て
異
常

な
心
身

の
状
態
に
な

り
、
セ
ヂ
を
獲
得
し
た
よ
う
な
面
が
象
徴
的

に
は
あ
る
の
で
あ

ろ

う
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
仲
原
は
そ
れ
を

「誰
が
行
う
か
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払
わ
な

い
。
誰

で

も
こ
の
苦
行
に
耐
え
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
セ
ヂ
を
獲
得
し
ノ
ロ
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
初
め
か
ら
特
別
な
人
が
、
こ
の
山

籠
り
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

伊
波
は
こ
こ
で
も
仲
原
と
は
異
な

っ
た
考
え
方
を
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
喜
舎
場
朝
賢
の
説
に
基
づ
き

、
琉
球
で
は
家
系
が
古

く
な
る
と
、
そ
の
根
所

(本
家
)
に
は
男
女

二
柱
の
神
が
生
ず
る
と

さ
れ
、
そ
れ
を
祭
る
た
め
に
家
系
か
ら

「
コ
デ

(ク
デ
ィ
)」

(あ
る
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い
は
根
神
)

二
人
を
選
ぶ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
コ
デ

の
任
命
は
専
ら
祖
宗
神
霊
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
じ
め
祖
宗

ゆ
た

か
ん
が
エ

の
神
霊
が
コ
デ
に
な
る
べ
き
も
の
及
び
巫
に
神
懸
り
す
る
か
、
又
は

コ
デ
と
為
る
可
き
者
に
病
気
を
さ
せ
る
と
か
で
、
神
意
を
知
ら
し

め
、
其

の
女
が
コ
デ
と
な
る
こ
と
を
お
請
け
す
れ
ば
、
病
気
が
立
ち

ど
こ
ろ
に
癒
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
」
と

(喜
舎
場
の
受
け
売
り
で
は

あ
る
が
)
し
て
い
る
。
(伊
波

一
九
七
四

a
"
四
六
三
、

一
九
七
五

b

二
二
四
七
ー
八
)。

コ
デ
を
生
み
出
す
よ
う
な
思
想

・
文
化
的
背
景
か
ら
ノ
ロ
は
組
織

さ
れ
た

の
で
、
こ
の
コ
デ
と
ノ
ロ
と
は
思
想
的
に
同
質

の
も
の
と
考

え
る
と
、
仲
原
の

「地
方
の
巫
女
達
」
も
、
先
ず
何
ら
か
の
基
準
で

予
め
選
ば
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は

一

定
の
家
系

や
憑
依
し
や
す
さ

(と
い
う
よ
り
意
識

の
変
容
し
や
す

さ
)
な
ど
の
特
別
な
資
質
と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
の
伊
波
の
引
用
の

「
こ
の
種

の
女
性
は
、
俗
に

『性
高

生
れ
』

(け
だ
か
い
生
れ
)
し
て
ゐ
る
と
謂
は
れ
て
、
能
く
神
憑
り

な
ど
す
る
が
、
神
女
は
き
ま

っ
て
か
う

い
ふ
女
性
の
中
か
ら
選
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
」
を
合
わ
せ
考
え

て
見
れ
ば
、
む
し
ろ
セ
ヂ
は
な

ぜ
そ
の
人
が
山
籠
り
の
候
補
と
し
て
選
ば
れ
る
の
か
の
方
に
関
わ
り

を
多
く
持

つ
の
で
あ
る
よ
う
に
も
私
に
は
思
わ
れ
る
。

仮
に
初
め
か
ら
神
懸
か
り
し
や
す
い
人
が
選
ば
れ
る
の
な
ら
、
そ

し
て
そ
れ
が
セ
ヂ
を
持

っ
て
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ

る
の
な
ら
、
山
籠
り
は
論
理
的
に
余
分
な
も
の
に
な
ろ
う
。
そ
し
て

こ
れ
こ
そ
が
、
実
は
ユ
タ
と
の
関
係
で
興
味
深
い
問
題
を
提
起
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

仲
原
は

「
山
籠
り
の
習
俗
は
、
そ
の
意
味
が
全
く
忘
れ
ら
れ
た
今

日
も

つ
づ

い
て
い
る
所
が
多
い
」

(仲
原

一
九
七
八

"
二
九
七
)
と

し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
記
述
は
省
い
て

い
る
。
形
式
的
に
は
山

(あ
る
い
は
杜
)
に
籠
る
が
、
セ
ヂ
を
獲
得
す
る
と

い
う
意
味
が
自

覚
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
か
、
趣
旨
は
不
明
で
あ
る
。
具

体
的
に
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
神
祭
の
中
に
続

い
て
い
る
の
か
、
多
分

本
島
北
部

の
シ
ヌ
グ
祭
、
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ー
、
宮
古
地
方
の
ウ

ヤ
ガ
ン
祭
な
ど
で
は
と
想
像
す
る
が
、
断
定

は
で
き
な
い
。
従

っ
て

ノ
ロ
や
神
人
の
話
は

一
時
保
留
し
て
、
山
籠

り
に
関
し
て
、
ユ
タ
の

方
に
焦
点
を
移
し
た
い
。
少
な
く
と
も
現
在

の
ユ
タ
は
、
こ
の
よ
う

な
山
籠
り
的
な
行
動
、
及
び
そ
れ
を
直
接
セ
ヂ
に
結
び

つ
け
る
観
念

は
、
私
自
身
の
調
査

で
は
経
験
し
て
い
な

い
し
、
他
の
報
告
で
も

(管
見
に
入
る
限
り
)
は

っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。

ユ
タ
は
い
わ
ゆ
る

「カ
ミ
ダ
ー
リ
ー
」
の
混
乱
か
ら
回
復
す
る
過

程
で
、
あ
る
い
は
自
己
治
癒
の
方
法
と
し
て
、
御
嶽

(ウ
タ
キ
)
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
聖
な
る
場
所
を
い
わ
ば
巡
礼
す
る
。
御
嶽
は
山
の

中
に
あ
る
も
の
も
あ
り
、
現
象
的
に
は
山
に
入
る
こ
と
は
お
こ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
伊
波
の
い
う
よ
う
な
三
ヶ
月
も
の
山
籠
り
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
私
が
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
、
他
の
報
告
に

も
よ
く
見
ら
れ
る
行
動
は

「
タ
キ
ウ
ク
シ

(嶽
興
し
)
」
で
あ
り
、

そ
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る

「
カ
ミ
フ
タ
バ

(神
塞
ば
)
」
が
か
れ
ら
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の

一
種

の
宇
宙
観

の
中
で
は
大
事
な
も

の
に
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

祖
霊
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
神

(出
自
と
個
性
の
は

っ
き
り
し
た
神
で
は

な
く

、
ス
ピ
リ
ッ
ト
的
な
も
の
)
が
知
ら
れ
ず
に
埋
も
れ
て
お
り

(カ
ミ
フ
タ
バ
)、
そ
れ
を
認
知
し
て
も
ら
い
た
く
て
感
受
性
の
強
い

人

(
サ
ー
ダ
カ
ウ

マ
リ
)

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が

(将
来
の
)

ユ
タ
の
経
験
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
身
の
症

状
な

の
で
あ
り
、
即
ち
カ
ミ
ダ
ー
リ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
覚
し
て

神
を
発
見
し
、
そ
の
神
と
自
分
と
の
関
係
を
復
興
す
る

(タ
キ
ウ
ク

シ
)

こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

(注
4
)
こ
れ
ら
ユ
タ
が
発
見
し

復
興
す
る
よ
う
な
御
嶽
は
伊
波

の
い
う

(祖
霊
な
ど
の
常
在
神
た

る
)
「
国

つ
神
」
(伊
波

一
九
七
四
b

二
二
四
三

任
)
に
関
係
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
思
想
は
、
ユ
タ
の
行
為
は
既
に
そ
こ

に
あ

っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
い
だ
す
、
あ
る
い
は
自
分
が
本

来
何
者

で
あ
る
か
こ
れ
ま
で
自
覚
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
再
発

見
す

る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
少
な
く
と
も
現
在
の

ユ
タ
の
場
合
に
は
修
行
に
よ
っ
て
何
か
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
イ
デ

イ
オ

ロ
ギ
ー
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
ま
た
、

伊
波
的
な
意
味
で
の

「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
考
え
方
も
明
瞭
に

は
認

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
が
現
在
の
沖
縄
文
化
の
あ
る

一
面
を
表
し
て
い
る
。
本
土
か

ら
様

々
な
新
興
宗
教
が
布
教

の
た
め
に
沖
縄
で
活
動
す
る
が
、
本
土

の
活
動
と
は
か
な
り
変
質
し
て
し
ま
う
部
分
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
本
土
的
な
、
厳
し
い
修
行
と
か
精
進
に
よ
る
自
己
変
革
あ
る
い

は
自
己
錬
磨
的
な
要
素
が
根
付
か
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
沖
縄
の

場
合
は
い
わ
ば
、
霊
能
力
の
よ
う
な
あ
る
力
を
持

っ
た
人
が
初
め
か

ら
い
る
と
い
う
考
え
方
で
、
こ
れ
を
池
上
は

「生
ま
れ
の
文
化
」
(

貳

池
上

一
九
九
二
)
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。

結
局
、
沖
縄
で
は
修
行
で
人
格
に
関
わ
り

の
あ
る
何
ら
か
の
力
を

高
め
る
と

い
う
行
為
は
定
着
し
な
か

っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
ノ
ロ
の
消
滅
と
ユ
タ
の
隆
盛
と
が
こ
の
よ
う
な
観
念
や
実
践
の

消
長
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ま
た
、
セ
ヂ
の

考
え
方
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
オ
モ
ロ
時
代
の
後
半
は
そ
の
実
質

的
な
意
味
が
失
わ
れ
、
生
得
的

(帰
属
的
)
な

「人

の
カ
テ
ゴ
リ

ー
」
を
指
し
示
す
記
号
的
概
念
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
に
、
論
理

的
に
山
籠
り
な
ど
必
要
な
く
、
形
骸
化
し
て
し
ま

っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
ユ
タ
の

「巡
礼
」
的
行
為
は
む
し
ろ
沖
縄
文
化
の
古
層
に
根

ざ
し
て
い
て
、
山
籠
り
と
は
全
く
別
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
(注

5
)こ

の
よ
う
に
、
山
籠
り
で

「何
を
す
る
か
」
に
つ
い
て
見
る
の
で

は
な
く
、
「誰
が
す
る
か
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
セ
ヂ
と
山
籠
り
の

関
係
は
い
く
ら
か
異
な
る
様
子
を
示
す
だ
ろ
う
。
前
者
に
基
づ
い
て

考
え
れ
ば
、
ノ
ロ
が
修
行
に
よ

っ
て
セ
ヂ
を
獲
得
し
た
り
高
め
た
り

す
る
象
徴
的
儀
礼
が
か
つ
て
は
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後

者
に
重
点
を
置
い
て
考
え
て
み
れ
ば

(セ
ヂ
は
形
式
的
概
念
と
す
る

立
場
か
ら
)
特
別
の
存
在
を
権
威
付
け
、
記
号
的
に
そ
れ
を
指
し
示

す
意
味
が
機
能
と
し
て
や
は
り
大
き
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
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し
て
、

そ
の
修
行
を
す
る
資
格
の
あ
る
人
た
ち
が
既
に
あ
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
人
た
ち
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
な
ら
、

(宗
教
的
な
)

修
行
が
人
を
変
容
さ
せ
る
根
元
的
な
力
を
自
己
否
定
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
い
ず
れ
論
理
的
な
矛
盾
に
合
い
、
変
質
し
て

ゆ
か
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
今
後
と
も
考
え
続

け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
仲
原
に
は

セ
ヂ
を

「
実
体
化
」
す
る
傾
向

の
見
ら
れ
る
と
き
、
私

の
よ
う
な

「形
式
的
」
な
観
点
を
常
に
対
置
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
と
思

・つ
。四

セ
ヂ
は
減
少
す
る
も
の
か

伊
波
普
猷
の
論
文
に
セ
ヂ
は
減
少
あ
る
い
は
衰
退
す
る
も

の
で
あ

る
と
論

じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
「
お
も
ろ
覚
書
」
の
中
の
三

「家

父
長
的
母
権
制
の
名
残

(巻
十
四
の
十
七
の
解
釈
)」

(伊
波

一
九
七

五

a

"
二
八
九

且
)
で
あ
る
。
こ
の
第
十
四
巻

の

一
七
の
歌
を
姉

妹

(オ
ナ
リ
神
と
し
て
兄
弟
に
力
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
)
が
兄
弟

に
対
し

て
余
り
に
横
暴
に
振
る
舞

っ
て
い
る
こ
と
を
憤

っ
た
面
白

い

歌
と
し

て
解
釈
し
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
解
釈
の
説
明
の
中
で
、
セ

ヂ
は
玉

や
石
に
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
が
媒
体
と
な
り

(そ
れ
を
媒
体

と
し

て
)
王

の
生
命
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い

る
。
「
神
歌
中
に
は
、
玉
か
ら
か
う
し
た

『世
襲
う
稜
威

(よ
そ
う

せ
ぢ
)
』
を
得
よ
う
と
す
る
思
想
が
至
る
所
に
現
れ
て
ゐ
る
。」

(同

書

二
二
〇
七
)
問
題
は
こ
れ
自
体
で
は
な
く
、
伊
波
が
続
け
て
、
低

下
し
た
王
の
生
命
力

(こ
れ
は
伊
波
は
セ
ヂ
と
考
え
て
い
る
)
を
更

新
す
る
事
例
が
オ
モ
ロ
の
中
に
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
興
味
深
い
様
々
な
問
題
が

生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

伊
波
の
依
拠
す
る
オ
モ
ロ
は
第
十

一
巻
の
八
〇
で

「巻
十

一
の
八

〇
に
は
、
『こ
い
し
の

(神
名
)
が
さ
し
ぶ

(神
の
使
ひ
即
ち
神
女
)

殿
原
よ
、
島
で
ん
国
で
ん
み
お
や
せ
ー
ー
白
毛
生
ゑ
て
、
美
ら
げ
お

ゑ
て
か
ら
は
、
島
が
命
国
が
神

〔命
〕
み
お
や
せ
、
石
が
命

・
金
が

命

・
曲
玉
命

・
て
も
ち
命
み
お
や
せ
』
と
い
ふ
の
が
あ
る
」
と
し
て

い
る
。
こ
れ
を

「
王
は
即
位
の
初
め
に
、
君
手
摩

(聞
得
大
君
の
こ

と
、
筆
者
注
)

の
祝
福
を
受
け
て
、
領
土
内

の
あ
ら
ゆ
る
威
霊

(セ

ヂ
の
こ
と
、
筆
者
注
)
が
、
既
に
そ
の
身
に
着
い
た
は
ず
だ
の
に
、

老
境
に
入
つ
て
そ
の
生
命
力
が
薄
ら
い
だ
の
で
、
更
に
こ
い
し
の
の

神
人
に
祝
福
さ
せ
て
、
島
が
命

・
国
が
命
を
得
た
の
み
な
ら
ず
、
領

土
内

の
あ
ら
ゆ
る
物
の
有

つ
生
命
を
献
ぜ
し
め
た
こ
と
を
歌

っ
た
の

で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
「白
毛
生
ゑ
て
」
で
老
境
に
入

っ
た

こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(引
用
は
同
書
三
〇
七
)

し
か
し
、
伊
波
に
よ
る
校
本
で
は
な
く
、
外
間
他
の
校
本
で
は
そ

の
部
分
を

「白
木

植
ゑ
て
、
清
ら
木

植

ゑ
て
か
ら
は
」
と
表
記

し
て
い
る
。
「白
木

・
清
ら
木
」
は

(対
句
で
)
「美
し
い
木
。
立
派

な
木
。」
で
あ
る
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
(外

間
他

一
九
七
二

"
二
三

一
)
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
歌
全
体
の
意
味
は
王
を
祝
福
し
て
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讃
え
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
同
じ
趣
意
の
も
の
に
な
る
。

ま
た
、
「命
」
は
伊
波
は
明
ら
か
に
セ
ヂ
と
解
釈
し
て
い
る
が
、

外
間
他

は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断
定
し
て
い
な
い
。
オ
モ
ロ
で
は

「命
」

は
ほ
と
ん
ど
が

「何
々
の
命
」
と
い
う
形
で
単
独
で
は
出
て

こ
な
い
。
単
独
の
命
は

「を
の
ち
」
と
し
て

一
カ
所
に
の
み
出
て
く

る
。

(㏄

第
八
巻
の
六
四
の
歌
)
「何
々
の
命
」
の
用
例
に
つ
い
て
、

外
間
他

で
は

「島
、
国
、
石
、
金
、
曲
玉
、
手
持
ち
玉
な
ど
を

一
つ

の
生
命
体
と
考
え
、
そ
の
命
を
按
司
や
王
に
捧
げ
る
と
い
う
呪
的
思

想
。
王

は
そ
れ
ら
の
生
命
力
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
支
配
力
、

生
命
力
を
更
新
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。」

(外
間
他

一
九
七
二

"
二
一こ

一
)
と
注
を

つ
け
て
い
る
。
彼
ら
の
記
述
か
ら
は
こ
れ
と
セ
ヂ
を
短

絡
さ
せ
て
は
い
な

い
。
も

っ
と
も

「支
配
力
、
生
命
力
」
と
併
置
し

て
い
る

の
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
王
の

「支
配
力
」
は
セ
ヂ

の
力
そ

の
も

の
と
考
え
て
良

い
か
ら
だ
。

そ
れ
は
別
に
し
て
、
生
命
力
即
ち
セ
ヂ
と
断
言
し
て
い
な

い
の

は
、
多
分
こ
の
連
体
形
の

「命
」
の
用
例
に

「
い
つ
こ
い
の
ち
、
く

は
ら
い
の
ち
」
と
い
う
対
語
表
現
も
あ
り

(貳

第

一
巻
の
三
九

の

歌
)
、

こ
れ
は
兵
士
の
生
命
力
、
あ
る
い
は
生
命
そ
の
も
の
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
兵
士
は
威
勢

の
良

い
、
厳

め
し
い
存
在
で
は
あ
る
が
、
セ
ヂ
を
意
味
す
る
表
現
と
は

「
い
つ

こ
」
な
ど
は
結
び

つ
い
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
「
生
命
力
の
更
新
」
に

つ
い
て
は
、
む
し
ろ

「孵
で
水

(す
で
み
ず
)
」

の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

「す
で
」
「す
て
る
」
は
卵
か
ら
雛
が
孵
化
す

る
こ
と
を
意
味
す
る

が
、
蛇
の
脱
皮
に
も
使
う
。
新
生
の
意
味
も
あ
る
が
、
再
生
の
意
味

も
あ
る
。
む
し
ろ
蛇
の
脱
皮
の
よ
う
に
繰
り
返
し
再
生
し
永
遠
の
命

を
意
味
す
る
感
覚
が
強
い
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
新
生
児

の
額
に
産

水

(産
湯
を
使
わ
せ
る
た
め
に
集
落
の
井
戸
、
泉
、
川
な
ど
か
ら
汲

む
水
)
を
額
に
つ
け
る
こ
と
を
オ
モ
ロ
の
昔

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

行

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を

「水
撫

で
」
と

い
い
そ

の
水
を

「撫

で

水
」
あ
る
い
は

「孵
で
水
」
と
い
う
。
(「水
撫
で
」
は
新
婚
儀
礼
に

も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。)

こ
の
場
合
は
新
生

の
意
味

で
了
解

で
き

る
が
、
新
年
の
若
水
汲
み
の
時

に
も
こ
れ
を
行

い
、

(王
の
)
神
事
、
祭
式
に
当
た
り
水
で
清
め
る
こ
と
も

「
ウ
ビ
ナ
デ

ィ
」

(「水
撫
で
」
と
同
義
)
と
い
う
こ
と
か
ら
、
水
で
体
を
撫
で
る

行
為
に
は
生
命
力
の
更
新
の
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の

「孵
で
水
」
は

「
お
も
ろ
さ
う
し
」

の
第
七
巻
に
多
く
見

い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
第
七
巻
の
四
は
、
短
い
が
典
型
的
な

も
の
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は

「聞
得
大
君
は
、
天
上
の
御
嶽

(聖
な

る
場
所
)
に
あ
る
上
等
な

『孵
で
水
』
を
、
首
里
に
お
ろ
し
て
、
王

に
そ
れ
を

『撫
で
水
』
し
て
や
り
た
い
と
思
う
」
と
い
う
ほ
ど
の
も

の
で
あ
る
。
校
本
で
は

「掻
い
撫
で
水
」
を
さ
せ
た
い
と
い
う
よ
う

に
出
て
い
る
が
、
「掻
い
撫
で
水
」

の

「か

い
な
で

(か

い
な
て
)
」

も
オ
モ
ロ
で
は
重
要
な
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。

『お
も
ろ
さ
う
し
辞

典

・
総
索
引
』
に
は
沢
山
の
関
連
の
見
出
し
語
が
出
て
い
る
。
意
味

と
し
て
は

「守
護
す
る
、
慈
し
む
」
が
基
本
と
さ
れ
て
い
る
が
、
多

一25一



分
こ
の

「掻
い
撫
で
水
」
を
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
意
味
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
生
命
力
は
儀
礼
的
に
更
新
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
自
体
は
若
水
汲
み
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
王
族
に
限

っ

た
こ
と
で
は
な
く
、

一
般
人
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
老

境
に
入

っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
毎
年
定
期
的
に
誰
で
も
更
新
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
聞
得
大
君
が
国
王
に

「掻

い
撫
で
水
」
を
す
る

特
別
な
状
況
で
は
、
そ
れ
は
生
命
力
の
更
新
と
支
配
力
の
そ
れ
と
の

区
別
が
付
か
な
く
な
る
と
は
い
え
よ
う
。
王
の
支
配
力
は
こ
れ
又
そ

の
セ
ヂ
と
区
別
が
付
か
な
い
と
も
い
え
る
の
で
、
結
果
的
に
は
セ
ヂ

を
更
新
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
更
新
す
る
以
上
は

そ
れ
は
古
び
た
り
、
弱

っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
も
い
え

る
。し

か

し
私
に
は
こ
う
い
う
間
接
的
な
論
証
を
し
て
も
セ
ヂ
の
性
質

の
積
極
的
な
理
解
に
結
び
つ
く
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
私
は
、
セ
ヂ

は
消
え

た
り
減
衰
し
た
り
す
る
も

の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は

(こ
れ
ま
で
の
資
料
で
は
)
積
極
的
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
立
場
を
当
面
は
と
る
こ
と
に
す
る
。

五

セ
ヂ
は
力
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か

シ
ャ
ー
マ
ン
は
現
在

の
理
解

で
は
精
霊

(ぞ
貯
ご

な
ど
の
人
格

的
な
存
在
を
そ
の
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
る
に
仲
原
の
指
摘
す
る

ご
と
く
セ
ヂ
は
そ
れ
自
身
は
無
意
志
の
非
人
格
的

「霊
力
」
で
あ
る

と
す
る
と
、
こ
れ
自
身
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
適
合
的
な
も
の
で
は

な

い
か
も
し
れ
な
い
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
的
前
提
は
ア
ニ
、、、

ズ
ム
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
セ
ヂ
が
比
定
さ
れ
て
い
る
マ
ナ

は
宗
教
思
想
の
脈
絡
で
は
プ
レ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
概
念
の
根
本
に
あ
る

も

の
だ
か
ら
、
本
来
成
り
立

つ
基
盤
が
違
う
と

い
え
よ
う
。

「霊
力
」

の

「霊
」
は

「人
知
を
超
え
た
不
可
思
議
な
働
き
」
を

意
味
す
る
形
容
詞
で
あ
る
か
ら
要
す
る
に

「
力
」
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
そ
の

「力
」
の
規
定
次
第
で
あ
ろ
う
。
セ
ヂ
も

マ
ナ
も
は

っ
き

り
し
な
い
力
や
働
き
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
よ
う
だ
か

ら
、
沖
縄
で
は
逆
に
輪
郭
の
は

っ
き
り
し
た
人
格
的
な
神
は
う
ま
く

機
能
し
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
逆
照
射
的

に
セ
ヂ
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
通

じ
て
、
ユ
タ
の
性
質

の
理
解
に
も
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。

窪

(貳

窪

一
九
九
〇
)
に
よ
る
と
中
国
か
ら
十
四
、
五
世
紀
に

媽
祖
の
信
仰
が
沖
縄
に
入

っ
て
き
て
天
妃
宮
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の

媽
祖
信
仰
と
共
に
、
媽
祖
と
い
う
人
格

の
あ

る
神
の
託
宣
を
受
け
る

方
法
と
し
て
扶
乱
も

一
緒

に
沖
縄
に
伝
え
ら

れ
た
ら
し
い
。
僧
袋

中
の

『琉
球
神
道
記
』
の
有
名
な

「キ
ン
マ
モ
ン
ノ
コ
ト
」
の
中
に

天
妃
宮
に
こ
も

っ
て
夜
扶
乱

の
筆

(乱
筆

)
を
置

い
て
神
意
を
伺

っ
た
例
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
琉
球
神
道
記
は
十
七
世
紀
初
頭
に
書

か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
記
事
は
時
間
的
に
は
整
合
す
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る
。

一
時
は
、
特
殊
な
場
所
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
沖
縄
に
も

扶
乱

は
行
わ
れ
て
い
た
と
信
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
中
国
か
ら
沖
縄
に
も
た
ら
さ
れ
た
文
化
的
影
響
は
少
な

く
な

い
の
に
、
媽
祖
な
ど
の
人
格
的
な
神
観
念
と
共
に
、
扶
乱
と

い
う
託
宣
の
方
法
も
不
思
議
な
こ
と
に
根
付
か
な
か

っ
た
よ
う
だ
。

現
在
で
も
天
妃
宮
自
体
は
那
覇
市
に
残

っ
て
い
る

(再
建
さ
れ
て
い

る
)
が
、
扶
乱

に
つ
い
て
窪
は
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。
又
十

四
、
五
世
紀

の
)
上
天
妃
廟
に
凵乢
筆
が
備
え
ら
れ
、
そ
れ
を
扱
う

人
が
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
れ
ど
も
何
か
県
下
の
人
た
ち
に

は
な
じ
め
な
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
、
今
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。」

(窪

一
九
九
〇

二

二
五
)
行
わ
れ
て
い
な

い
の
は
天
妃
宮
に
お
い

て
の
み

で
は
な
く
て
、
県
内
ど
こ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
な
い
と

い
う

意
味
で
あ
る
。
私
も
全
く
話
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

な
ぜ
根
付
か
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
神
観
念
の
違
い

と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
現
在
台
湾
で
も

っ
と
も
普
通
の

シ
ャ
ー

マ
ニ
ッ
ク
な
存
在
は
童
乱

で
あ
る
。
童
乱

も
扶
乱

も

(関

帝
や
ら
媽
祖
や
ら
の
)
具
体
的
な
人
格
神
が
憑
依
し
て
、
そ
の
音
声

を
媒
介

に
し
た
り
文
字
を
媒
介
に
し
た
り
し
て
神
の
こ
と
ば
を

一
人

称
で
伝
え
る
、
(神
か
ら
見
た
ら
)

い
わ
ば
道
具
に
過
ぎ
な

い
と
さ

れ
て
い
る
。
神
が
様
々
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
点

で
は

一

際
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
(㏄

劉

一
九
七
八
、
藤

崎

一
九
九

こ

こ
れ
に
対
し
て
、
託
宣
の
場
面

(沖
縄
で
は
ハ
ン
ジ
と
い
う
)
で

の
ユ
タ
は
、
ユ
タ
に
憑

い
て
い
る
神
の
こ
と
ば
な
の
か
本
人
の
思
い

な
の
か
判
然
と
し
な

い
表
現
で
依
頼
者
に
語

っ
て
く
れ
る
。

一
人
称

か
三
人
称
か

い
ず
れ
の
語
り
な
の
か
は

っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
私
が
経
験
し
た
ユ
タ
の
ほ
と
ん
ど

が

一
人
称
で
語

っ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の

一
人
称
の
人
格
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
っ
た
方

が
適
切
か
も
し
れ
な

い
。

(貳

藤
崎

一
九
八
七
)

こ
れ
は
オ
モ
ロ
の
時
代
か
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
オ
モ
ロ
を
読
ん
で
い
て
難
し
い
の
は
こ
と
ば
が
馴
染
み
が

な
い
だ
け
で
は
な
い
。
歌
の
情
景
と
し
て
、
具
体
的
に
誰
の
誰
に
対

す
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る

の
か
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
把
握
で
き
ず
、
よ
く
わ
か
ら
な

い
の
が
問

題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
辺
の
事
情
を
象
徴
的

に
表
す
の
が

「
ミ
セ
セ

ル

(ミ
セ
ゼ
ル
)
」
と

い
う
こ
と
ば
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
神
か
ら
人

へ

の
託
宣
の
意
と
、
人
か
ら
神

へ
の
祝
詞
の
意
と
両
方
の
意
味
を
持
つ

こ
と
ば
な
の
だ
そ
う
だ
。
(貳

外
間
他

一
九
七
二

"
五
三
二
、
他
)

そ
う

い
う
意
味
で
は
、
神
と
人
の
区
別
が
こ
と
ば
の
上
で
は

っ
き
り

し
て
い
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
考
え
て
み
る
と
、
オ

モ
ロ
の
時
代
の
、
感
染

呪
術
的
に
力
が
相
互
に
浸
透
し
合

っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
か
ら
、
現

代
の
ユ
タ
の
語
り
ま
で
、
状
況
は
本
質
的
に
変
わ

っ
て
い
な
い
と
い

え
よ
う
。
定
着
し
て
い
る
の
は
人
の
人
格
と

一
体
に
な
っ
て
、
区
別

の
付
か
な
い
あ

い
ま

い
な
力
で
あ
る
。
セ
ヂ
が
こ
の
あ

い
ま
い
な
力

に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う

。
し
か
し
セ
ヂ
は
人
の
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カ
テ
ゴ
リ
ー
を
鮮
明
に
区
別
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
セ

ヂ
と
そ
れ
が
関
連
す
る
他
の
も
の
と
の
区
別
は
鮮
明
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
扶
乱

の
ご
と
く

い
つ
の
ま
に
か
排
除
さ

れ
て
し
ま
う
も
の
は
、
人
に
外
在
的
な
人
格
的
な
神
の
力
や
観
念
と

本
質
的

に
結
び

つ
い
た
も
の
で
あ
る
。

(注
6
)

六

ユ
タ
は
オ
モ
ロ
に
歌
わ
れ
て
い
る
か

こ
れ
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、
オ
モ
ロ
は
王
や
聞
得
大
君
を
始
め
ノ

ロ
や
按
司
な
ど
身
分
の
高
い
人
を
賛
美
す
る
内
容
が
多
く
、
セ
ヂ
は

そ
う
い
う
存
在
と
結
び

つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
オ
モ
ロ

に
は
セ
ヂ
に
関
す
る
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
言

っ
て
良
い
よ

う
に
思
う
。
で
は
ユ
タ
は
そ
の
セ
ヂ
の
豊
か
な
特
別
の

「人
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
に
属
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
沖
縄
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
.

の
関
心
か
ら
セ
ヂ
の
概
念
を
媒
介
に
し
て
オ
モ
ロ
に
た
ど
り
着

い
た

私
と
し
て
は
、
ユ
タ
は
オ
モ
ロ
に
歌
わ
れ
て
い
る
か
、
歌
わ
れ
て
い

る
な
ら
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
か
は
確
か
め
て
お
き
た
い
こ
と

で
あ
る
。

た
ま

た
ま
岩
波
版

『お
も
ろ
さ
う
し
』
を
繙

い
て
い
て
ゆ
き
合

っ

た
歌
に
第
八
巻
の
六
二
が
あ
る
。
そ
こ
で
は

「
よ
た
」
と
表
記
さ
れ

て
い
て
、
巫
覡
の
覡

(「
お
と
こ
か
ん
な
ぎ
」
の
意
)

の
字
が
あ
て

ら
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
従

っ
て
、
「
よ
た
」
を

『お
も
ろ

さ
う
し
辞
典

∴
総
索
引
』
で
調
べ
る
と
、
他
に
第
二
巻
の
二
四
が
指

示
さ
れ
て
い
る
。
「よ
た
さ
ち
へ
」
と
あ
る
と

こ
ろ
を
覡
の

「
よ
た
」

と
見
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
岩
波

版
で
は

「枝
差
ち

へ
」

と
表
記
さ
れ

「枝
」
に
は

「よ
だ
」
と
ル
ビ
が
振

っ
て
あ
る
。
な
お

伊
波
も
こ
こ
は

「枝
さ
ち

へ
」
と
し
て
い
る
。

(伊
波

一
九
七
五

a
"
六
二
〇
)
従

っ
て
第
二
巻
の
二
四
に
つ
い
て
は
校
本
の
段
階
で

解
釈
に
差
が
あ
る
よ
う
な
の
で
、
こ
れ
を
除
外
し
て
考
え
る
こ
と
に

す
る
と
、
「
ユ
タ
」
に
つ
い
て
は

一
カ
所
し
か
出
現
し
て
い
な

い
こ

と
に
な
る
。
な
お
こ
れ
は
伊
波
に
よ
れ
ば

「
そ
も
そ
も
よ
た
と
い
う

言
葉
の
沖
縄

の
文
献
に
現
れ
た
最
古
の
も
の
」

(同
書

"
=
二
こ

だ
そ
う
で
あ
る
。
と
同
時
に
又
オ
モ
ロ
で
は
唯

一
の
も
の
で
あ
る
こ

と
に
も
な
ろ
う
。

「
お
も
ろ
さ
う
し
」
の
第
八
巻
は

「
お
も

ろ
ね
や
が
り
あ
か
い
ん

こ
が
お
も
ろ
御
さ
う
し
」
と
い
う
表
題
が
つ
い
て
い
て
、
八
三
点
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
「お
も
ろ
ね
や
が
り
」
「
あ
か
い
ん
こ
」
を
歌

っ

た
オ
モ
ロ
と

い
う
意
味
だ
が
、
「
お
も
ろ
ね

や
が
り
」
と

「あ
か
い

ん
こ
」
は
同

一
人
物
で
、
島
尻
の
あ
る
地
方

の
按
司
で
あ
る
と
い
う

の
が
伊
波
の
考
え
で
あ
る
。
(貳

同
書

"
五
八
六
～
六
三
四
)

第
入
巻

の
六
二
に
歌
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、
「あ
か
い
ん
こ
は

ユ

タ
で
あ
る
か
ら

(あ

っ
て
)
、

ニ
ル
ヤ
か
ら
来

て
い
る
の
で
あ
る
よ
」

と

い
う
の
が
趣
意
で
あ
る
。
ニ
ル
ヤ
は
セ
ヂ
の
源
泉

(の

一
つ
)
と

考
え
ら
れ
て
い
る

(貳

仲
原

"
二
九
五
、
外

間
他

一
九
七
二

"
五

〇
八
)
の
で
あ
る
か
ら
、
ユ
タ
は
意
味

の
上
か
ら
セ
ヂ
と
関
連
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
、
論
理
的
に
は
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
そ
も
そ
も
ま
ず
、
オ
モ
ロ
に
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

自
体

の
意
味
を
先
ず
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
早
急
な
結
論
は
出
せ

な
い
。

一
つ
に
は
あ
か
い
ん
こ
自
身
が
按
司
で
あ
る
と
い
う
、
「
人

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
関
わ
る
脈
絡
か
ら
歌
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
王
を
讃
え
る
オ
モ
ロ
を
沢
山
詠
ん
だ
人
で

あ
り
、
そ
う

い
う
意
味
で
功
績
の
あ
る
、
讃
え
る
べ
き
人
で
あ
る
と

い
う

の
が
理
由
か
も
し
れ
な
い
。
オ
モ
ロ
詩
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
又

オ
モ

ロ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た

「彼
は
単
に
詩
人
や
音
楽
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
航
海
者
で
も
あ
り
又
建
築
者
で
も
あ

っ
た
」

(伊
波

一
九
七
五

a
二

二
三
)
と
い
う
よ
う
な
様
々
な
卓
越
し
た
能
力
や
業
績
の
持

ち
主

で
あ
る
の
で
、
歌
わ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
も

そ
も

オ
モ
ロ
詩
人
は
予
言
者
で
も
あ
る
と
の
こ
と
だ
が

(貳

第
八

巻
の

一
三
)
、
更
に
明
確
に

「
お
も
ろ
ね
や
が
り
H
あ
か
い
ん
こ
」

の
呪
術
的
な
力

(奇
跡
的
な
不
思
議
を
行
う
力
)
を
具
体
的
に
示
す

歌
が
伊
波
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
伊
波
に
よ
れ
ば

覡
と
し
て
の

「
お
も
ろ
ね
や
が
り
」
を
歌

っ
た
例
に
第
八
巻
の
二
が

あ
り
、
そ
こ
で
は

「
と
き
」
(択
日
師
の
こ
と
で
、
オ
モ
ロ
の
時
代

で
は
時
之
大
屋
子
の
こ
と
。)
と
し
て
の

「お
も
ろ
ね
や
が
り
」
が

占

っ
て
選
ん
だ
、
城
や
御
殿
の
造
営
の
時
は
ま
こ
と
に
適
切
で
あ

っ

た
と
し
て
彼
を
誉
め
讃
え
て
い
る
歌
で
あ
る
。
当
時
は
ト
キ

・
ユ
タ

と
並
称
し
て
同
様
に
呪
術
的
な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
ま

た
、
伊
波
の
指
摘
に
よ
れ
ば
第
十
七
巻
の
四
二
で
、
透
視
力

と

い
う
か
超
人
的
な
見
透
し
の
力
を
示
し
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い

る
。
伝
説
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
う

い
う

エ
ピ

ソ
ー
ド
が
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
伊
波
は
こ
の
脈
絡
で
は
指
摘

し
て
い
な
い
が
、
「
お
も
ろ
ね
や
が
り
"
あ

か
い
ん
こ
」
は
泉

(井

戸
)
を
首
里
城
内
な
ど
で
発
見
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

(砿

第
八
巻
の
七
)
オ
モ
ロ
と
は
離
れ
て
も
、

一
般
的
に
は
水
源
の

発
見
は
呪
術
的
な
行
為
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
か
ら

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
第
八
巻
の
オ
モ
ロ
を
通
観

す
る
と
、
あ
か
い
ん
こ
が
持

つ
様
々
な
功
績
や
特
性
が
尚
王
と
関
係

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
島
尻
の

一
地
方
の
按
司

で
あ
る
か
ら
オ
モ
ロ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
聞
得
大
君
と

同
じ
よ
う
に
、
国
王
の
威
光
に
寄
与
す
る
か
ら
こ
そ
歌
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
聞
得
大
君
の
よ
う
に
社
会
的
人

格
H
機
能
の
面
で
王
と
の
関
わ
り
で
の
み
呪
術
的
な
力
を
持

っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
あ
か
い
ん
こ
は
そ
れ
独
自

の
個
性
的
な
存
在
と
し

て
、
そ
の
呪
術
的
な
力
が
傑
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
聞
得
大
君
の

力
は
国
王
に
の
み
働
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
か
い
ん
こ
の
力
は

一
般
的
な
も
の
で
、
国
王
に
も
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
る
な
ら
、
こ
の
力
こ
そ
が

「
ユ
タ
」
と
い
う
こ
と
に
関
係
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ユ
タ
は
不
思
議
な
行
為
を
な
す
人
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
呪
術
的
行
為
と
、
セ
ヂ
と
が
関
連
し
て
い
る
と

判
断
で
き
る
直
接
の
証
拠
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
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脈
絡

で
言
う
と
、
セ
ヂ
と
は

一
見
矛
盾
す
る
特
性
が
見
い
だ
せ
る
。

例
え
ば
、
第
八
巻

の
三
に
は

「お
も
ろ
ね
や
が
り

(11
あ
か
い
ん

こ
)」
を

「真
人

(
一
般
人
睡
王
な
ど
の
貴
人
で
は
な
い
人
)」
と
し

・

て
い
る
。
岩
波
版
の
校
本
の
解
釈
で
は
さ
ら
に

「代
々
の
真
人
」
と
、

特
に
取

り
立
て
て
歌

っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(こ
こ
で

は
実
は
真
人
は

「お
ま
ひ
と
」
と

「も
と
ま
ひ
と
」
の
形
で
出
て
い

る
。

二
つ
と
も
は
校
本
に
よ

っ
て
あ
て
て
い
る
文
字
が
異
な
り
、
後

者
に

つ
い
て
は
ひ
い
て
は
意
味
が
異
な
る
。
こ
の
解
釈
に
立
ち
入
る

こ
と

は
今
の
私
に
は
で
き
な
い
。
他
に
こ
れ
ら
の
形
で
出
て
い
る
と

こ
ろ
は

『お
も
ろ
さ
う
し
辞
典

・
総
索
引
』
に
よ
る
限
り
で
は
、
な

い
。)
と
す
る
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
根

っ
か
ら
の

一
般
人
と
強
調
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
た
ち
を

一
般
人
と
区
別
す
る
た
め
の
記
号

的
な
仕
掛
け
が
セ
ヂ
の
概
念
で
あ
る
と
理
解
し
て
き
た
の
で
、
そ
れ

に
従
え
ば
ユ
タ
で
あ
る

「
お
も
ろ
ね
や
が
り
11
あ
か
い
ん
こ
」
を
セ

ヂ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
ま
た
、
第
八
巻

の

=
二
に
彼
の
予
言
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を

「す
ゑ
の
く
ち
ま
さ
し

や

(精
の
口
正
し
や
)
」
と
歌

っ
て
い
る
。
「す
ゑ
」
は
セ
ヂ
と
同
じ

言
葉

で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
彼
の
行
為
に
セ
ヂ
が
関
係
し
て
い
る

こ
と

に
な
る
。
確
か
に
彼
の
個
々
の
呪
術
的
行
為
が
何
に
よ

っ
て
可

能
に
な
る
の
か
と
考
え
れ
ば
、
説
明
の
可
能
性
と
し
て
ま
た
ま
た
セ

ヂ
が
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
但
し
、
こ
の
論

法
は
こ
れ
ま
で
の
美
称
と
し
て
の
セ
ヂ
の
理
解
と
は
異
な
り
、
実
体

的
な
霊
力
と
し
て
の
セ
ヂ
に
人
の
理
解
を
逆
戻
り
さ
せ
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な

い
。
あ
る
い
は
逆
に
、
「す
ゑ
」
は
呪
術
的
に
優
れ
て

い
る
こ
と
へ
の
形
式
的
な
美
称
辞
で
あ
り
、
セ
ヂ
自
体
の
実
質
的
な

意
味
内
容
は
も
と
も
と
オ
モ
ロ
時
代
か
ら
薄
か

っ
た
の
だ
と

い
う
証

拠
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
時
点
で
は
私
に
は
ど

ち
ら
か
で
あ
る
と
判
断
す
る
力
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
や
は
り
こ
れ
は
曖
昧
な
ま
ま
に
暫
く
置

い
て
お
い
て
、
さ
ら
に

考
察
を
続
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(注
7
)

お
わ

り
に
ー
ま
と
め

に
代
え
て
ー

本
稿
で
繰
り
返
し
主
張
し
た
こ
と
は
ほ
と

ん
ど

一
つ
に
つ
き
る
。

セ
ヂ
の
理
解
に
お
い
て
、
い
わ
ば
そ
の
実
体
概
念
的
な
理
解
に
対
し

て
、
関
係
概
念
と
し
て
の
セ
ヂ
の
理
解
を
対
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
広
く
人
類
学
的
な
理
解
を
基
に
個
別
的
な
概
念
を
捉
え
直

そ
う
と
し
た
小
松
の
作
業
が
、
私
が
感
じ
た
こ
と
を
的
確
に
言
語
化

す
る
際
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
。

ま
た
本
稿
は
、
沖
縄
文
化
の

「人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
、
少
な
く

と
も
ユ
タ
な
ど
の
文
化
を
考
え
る
際
に
は
有
効
な
観
念
と
し
て
受
け

と
め
る
べ
き
必
要
性
を
改
め
て
提
示
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
従

来
、
沖
縄
の
創
世
神
話
的
な
説
話
に
は
、
大
き
く
見
て
支
配
者
と
女

司
祭
と

一
般
庶
民
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
良
く

知
ら
れ
て
い
た
。
(
㏄

『琉
球
神
道
記
』

「
キ
ン
マ
モ
ン
」
の
項
)
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こ
れ
が
仮
に
尚
真
王
の
身
分
政
策
の
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
i
的
な
も
の
を

反
映
し
た
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
現
在

の
ユ
タ
文
化
の
発
想
と
よ
く

適
合

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
、
い
つ
も
な
が
ら
資
料

の
根
本
に
立
ち
返
る
こ
と
の
重
要

性
を
痛
感
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
は
、
古
典
に

お
け
る
セ
ヂ
概
念
に
つ
い
て
は
紹
介
で
理
解
し
た

つ
も
り
で
い
た

が
、
自
分
で
直
接
オ
モ
ロ
な
ど
を
点
検
し
て
み
る
と
疑
問
は
次
々
に

生
ず

る
。
解
決
に
は
ほ
ど
遠

い
の
で
あ
る
が
、
新
し
い
問
題
意
識
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
十
年
度
跡
見
学
園
女
子
大
学
特
別
研
究
助
成

費
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
記
し
て
関
係
各
位
に
感
謝
し

た
い
。

注注

1

例
え

ば
、
伊
波
は
オ

モ
ロ
の
解
釈

で
、
セ
ヂ

の
意
味
で

「
威
霊
」
を

あ

て
、
そ

こ
に

マ
ナ
と

ル
ビ
を
振

っ
て
い
る
。

(伊

波

一
九
七

四
b

"

一
四
七
)
ま

た
、
渡
邊

は
セ
ヂ
と

マ
ナ
と
は
同
じ
で
あ
り
、
人
類
学

の

一
般
理
論

の
中
で
は
他

の
多
く

の
民
族

の
申
に
類
似

の
観
念

を
見

い
だ

せ

る
と

し
て
い
る
。

(渡
邊

一
九
九
三

"
八

三
五
)

注

2

「
人

の
カ
テ
ゴ
リ
i
」
と

い
う

概
念

に

つ
い
て
は
、
詳

し
く
は

カ
リ

ザ

ス
他

一
九
九

五
を
参
照
。
文
化

に
よ
り

「人
」

の
概
念

は
同

じ
で
は

な

い
こ
と
を
旦
ハ体
的

に
論
じ

て
い
る
。

注

3

沖
縄

に
お
け
る

「憑
き
も

の
筋
」

は

「
イ
チ
ジ
ャ

マ
」

が
そ
れ
に
あ

た

る
か
も
し
れ
な

い
。

(㎡

佐
喜
真

一
九

八
二

"
四
七

一
-

三
。)

し
か

し
現
在

で
は
イ
チ
ジ

ャ

マ
の
観
念
自
体
薄

い
し
、

イ
チ
ジ

ャ

マ
が
民
俗

学

で
い
う

「
憑
き
も

の
筋
」

の
性
質
を
持

つ
と

の
認
識
は
広
く
共
有
さ

れ

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
本
土

(大
和
)
と
沖
縄

の
差
を
考
え

る
の

に
興
味
深

い
手
掛
か
り
か
も
し
れ
な

い
。

注

4

現
在

の
ユ
タ
な
ど
が
用

い
る
語
彙

の
解
説
集
と
も

い
え
る
高
橋

一
九

八
八
に
は
、
タ
キ
ウ
ク
シ
は
出

て
い
な

い
が
、

こ
れ
は
私
が
直
接
那
覇

の
ユ
タ
か
ら
彼
ら

の
宇
宙
観

の
説
明

の
中

で
聞

い
た
も

の
で
あ
る
。

ユ

タ
は
か
な
り
個
人
毎

に
個
性
的
な
宇
宙

観
を
持
ち
、
概
念
も
違

っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ

る
と

思
わ
れ
る
。

注

5

ユ
タ
に
関
し
て
セ
ヂ
を
あ
る
行
為

で
高

め
る
、
あ
る

い
は
あ

る
行
為

が
セ
ヂ
を
高

め
る
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
、
と

い
う
観
念

に
関
し
、

一

つ
だ

け
示
唆
的

な
話
を
聞

い
た
こ
と
が
あ

る
。

ユ
タ
は
シ

マ

(自

己
の

生
ま

れ
の
集
落
)
を
離

れ
る
と
セ
ヂ
が
高
く

な
る
と

い
わ

れ
て

い
る
と

の
指
摘

で
あ

る
。

(
明
治

大
学
大
胡
欽

一
教
授
か
ら

の
直
接

的
教
示
。
)

確
か

に

ユ
タ
は

一
度

シ

マ
を
離
れ

て
余
所

で
暮

ら
し
た
経
験
を
持

つ
人

が
多

い
と

の
観
察
も
あ

る
。

こ
れ

は
シ

マ
の
中

で
の

ユ
タ
の
社
会
構
造

上

の
位
置
づ
け
を
考
え

る
際

に
も
参
考

に
な

る
。

ユ
タ
は
本
質
的

に
地

域
社
会

に
属
す
も

の
で
は
な
く
、
周
縁
的
な
存
在

で
あ

る
か
も
し
れ
な

い
。

注

6

中
国
文
化

の

「
力
」

の
概
念
と
対
比
さ
せ
る
と
興
味
深

い
点
が
見

い

だ
せ

る
か
も
し
れ
な

い
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
台

湾

の
童

乱

を
例

と
し
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て
事

例
報
告

的
な
小
論

を
準
備
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
中

国
文
化

の

「
力
」

の
概
念
に

つ
い
て
は
佐

々
木

一
九
九
五
を
参
照

の
こ

と
。

注

7

「
ゆ
た
」
と

い
う

こ
と
ば

だ
け

に
関

し
て
形
式
的

に
こ
こ
で
は
探
索

し
た
だ
け
で
あ
る
。
「
時
と
り
」
「
物
知
り
」
も
同
じ
意
味

で
あ
る
と
考

え
る
な
ら
、

こ
れ
ら

二
つ
が
実
質
的

に
出

て
く
る
オ

モ
ロ
も
探
索

・
検

討

し
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
が
、

こ
れ

は
将
来

の
課
題

と
し

て
お
き
た

い
。

引

用

・
参

照

文

献

(著
者
名

ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
順
)

カ
リ
ザ

ス

・
M
、
他

一
九
九

五

『
人
と

い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
』
東
京

、
紀
伊

国

屋
書
店
。

、

藤
崎
康
彦
、

一
九

八
七

「沖
縄

の

ユ
タ
と

『
ト
ラ

ン
ス
』
」

『南
島
史

学
』

第

三
十

号
。

藤
崎
康

彦
、

一
九
九

一

「
童

乱

」
植

松
明

石
編
、

一り
〇
一
『
神

々

の
祭
祀
』

東
京
、
凱
風
社

所
収
。

藤
崎

康
彦
、

一
九
九

二

a

「
身
体

と
文

化
ート

ラ

ン
ス
を

通
し

て
み
た
ー

」

『
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
十
号
。

藤
崎
康
彦

、

一
九
九

二
b

「
『カ

ミ
ダ

ー
リ
イ
』
1

精
神
医
学

関
係
文
献

の

検
討
を
通
じ

て
i
」

『南
島
史
学
』
第
四
十
号

藤
崎
康
彦
、

一
九
九
⊥
ハ

「沖
縄
文
化
と

サ
ー
ダ
カ
ウ

マ
リ
」

『
フ
ォ
ー
ラ
ム
』

第
十

四
号

外

間
守
善
他
、

一
九
七

二

『お
も

ろ
さ
う

し

(日
本
思
想
体
系

一
。゚
)
』
東
京

岩
波
書
店

伊
波
普
猷
、

一
九
七
四

a

『伊
波
普
猷
全
集
』
第

一
巻
、
東
京
、
平
凡
社

伊
波
普
猷
、

一
九
七

四
b

『伊
波
普
猷
全
集
』
第

五
巻
、
東
京
、
平
凡
社

伊
波
普
猷
、

一
九
七

五

a

『伊
波
普
猷
全
集
』
第
六
巻
、
東
京
、
平
凡
社

伊

波
普
猷

、

一
九

七
五
b

『伊
波
普
猷
全
集
』
第
九
巻
、
東
京
、
平
凡
社

池

上
良
正
、

一
九
九
二

『民
俗
宗
教
と
救

い
ー
津
軽

・
沖
縄
の
民
間
巫
者
1
』

京

都
、
淡
交
社

小
松
和
彦
、

一
九
九
四

『
憑
霊
信
仰
論
』
東
京

、
講
談
社

窪

徳
忠

、

一
九
九
〇

『目

で
み
る
沖
縄

の
民
俗

と
そ

の
ル
ー

ツ
』
浦

添
、

沖
縄
出
版

真
栄
田
義
見
他
編
、

一
九
七

二

『沖
縄
文
化
史
辞
典
』

東
京
、
東
京
堂
出
版

仲
原
善
忠
他
編
、

一
九
六
七

『お
も

ろ
さ
う

し
辞
典

・
総
索
引
』
東
京
、
角

川
書
店

仲
原
善
忠
、

一
九
七

八

『仲

原
善
忠
全
集
』
第

三
巻
、
那
覇
、
沖
縄

タ
イ

ム

ス
社

中

山
盛
茂
編
、

]
九

六
九

『琉
球
史
辞
典
』
那
覇
、
文
教
図
書

劉

枝
萬

、

一
九
七
八

「沖

縄

の
シ

ャ
マ
ニ
ズ

ム
」
櫻
井
徳
太

郎
編

一
九

七
八

『
シ

ャ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
世

界
』
東
京

春
秋
社

所
収

佐
喜

真
興
英
、

一
九
八
二

『女
人
政
治
考

・
霊

の
島

々

〈佐
喜

真
興
英
全
集

〉
』

東
京
、
新
泉

社

佐

々
木
宏
幹
、

一
九
九
五

「
東
南

ア
ジ

ア
華
人
社
会

の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
ー

「
力

」

(乞

9)

の
観
念

を
中
心

に
ー
」

諏
訪
春
雄

他
編

、

一
九
九

五
、

『
ア
ジ

ア
の
霊
魂
観
』
東
京
、
雄
山
閣
、
所
収
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高
橋

恵
子
、

一
九
九

八

『沖

縄

の
御
願
-
神

グ
チ

・
民
間
信
仰
語
を
か
が
る

ー
』

那
覇
、

ひ
る
ぎ
社

渡
邊
欣
雄

、

一
九
九

三

『
世
界
の
中

の
沖
縄
文
化
』

那
覇
、
沖
縄

タ
イ
ム

ス

社

横
山
重
編
、

一
九

三
六

『琉
球
神
道
記
』
東
京
、
大
岡
山
書
店

(ふ
じ
さ
き

や
す
ひ
ご

・
文
化
人
類
学
)
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