
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
は
、
新
版
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
旧
版
の
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
に
も
収
め
ら
れ
、
ど
ち
ら
の
版
で
も
七
ペ

ー
ジ
の
短
い
文
章
で
あ
る
。
湯
浅
泰
雄
の
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
宮
中
で
行
わ
れ
た
講
義
始
の
儀
の

進
講
草
案
に
基
づ
い
て
書
か
れ
、
そ
の
後
一
九
四
五
（
昭
和
二
○
）
年
の
『
思
想
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
和
辻
に
珍
し
い

文
語
体
で
あ
る
の
は
、
進
講
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

「
個
性
の
円
成
」
と
い
う
発
想

「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
短
い
文
章
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
執
筆
者
の
和
辻
哲
郎
は
、
近
代
日
本
を
代
表
す
る
倫
理

学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
和
辻
に
は
文
化
史
や
芸
術
論
に
関
す
る
業
績
も
多
い
。
そ
こ
で
辞
典
な
ど
で
も
、
和
辻
は
「
倫
理

学
者
な
い
し
は
哲
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
文
化
史
家
で
も
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
和
辻
の
仕
事
は
倫
理
学

と
文
化
論
を
ま
た
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
文
に
は
、
多
面
性
を
も
つ
和
辻
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

個
性
の
円
成Ｉ

和
辻
哲
郎
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
を
読
む
Ｉ
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文
語
体
で
は
あ
る
が
短
く
も
あ
り
、
し
か
も
和
辻
の
思
想
が
手
軽
に
知
れ
る
た
め
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
は
も
っ
と
広
く
知
ら

れ
て
も
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
和
辻
の
随
筆
集
な
ど
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
、
以

前
か
ら
こ
の
文
章
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
田
中
久
文
が
、
近
年
こ
れ
を
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
（
１
）
。
田
中
は
、
和
辻
の
連

歌
論
を
「
京
都
学
派
の
他
者
論
」
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
、
倫
理
思
想
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

た
し
か
に
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
は
和
辻
の
倫
理
学
と
文
化
論
の
双
方
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
倫
理
」
や
「
公

共
」
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ
る
こ
と
は
、
和
辻
自
身
が
望
ん
で
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
に
見
ら

れ
る
和
辻
の
発
想
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
文
化
論
寄
り
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
本
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
和
辻
の
文
化

論
の
な
か
に
は
「
個
性
」
の
息
づ
く
場
所
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
倫
理
学
で
は
「
個
性
」
が
え
て
し
て
「
全
体
」
に
押
し
つ
ぶ
さ

れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
個
性
」
が
「
全
体
」
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
形
づ
く
ら
れ
て

い
く
様
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
を
和
辻
は
「
個
性
の
円
成
」
（
２
）
と
表
現
す
る
。
田
中
が
注
目
し
た
の
も
、
こ
の
「
個
性
の
円
成
」
と
い
う
発

想
で
あ
っ
た
。

連
歌
に
つ
い
て

で
は
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
心
敬
は
室
町
時
代
中
期
の
連
歌
師
で
あ
る
。
室
町
時
代
は
連
歌
と
い
う

様
式
の
文
芸
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
心
敬
は
僧
侶
で
も
あ
っ
た
た
め
、
人
一
倍
、
連
歌
の
道
を
人
間
の

そ
こ
で
、
本
稿
が
問
い
た
い
の
は
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
が
提
唱
す
る
「
個
性
の
円
成
」
の
意
義
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
芸
道
と

い
う
枠
内
で
は
、
現
在
で
も
こ
う
し
た
「
個
性
」
の
確
立
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
以
下
で
あ
る
。
「
個
性
の
円
成
」

と
い
う
発
想
が
、
芸
道
の
枠
を
超
え
た
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
現
代
の
日
本
社
会
な
ど
で
も
倫
理
思
想
と
し
て
は
た
し
て
有
効
だ
ろ
う
か
。

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕
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心
敬
に
つ
い
て

和
辻
の
言
葉
を
た
ど
り
つ
つ
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
の
後
半
を
見
て
い
こ
う
。

道
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
（
３
）
。

和
辻
も
述
べ
る
よ
う
に
、
連
歌
と
い
う
の
は
世
界
的
に
見
て
珍
し
い
様
式
の
芸
術
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
歌
を
「
個
人
」
で
作
る
の
で

は
な
く
、
「
共
同
」
で
作
る
か
ら
で
あ
る
。
短
い
も
の
で
は
短
歌
の
上
の
句
と
下
の
句
を
別
々
の
人
が
詠
む
も
の
が
あ
る
（
一
句
連
歌
）
。
し

か
し
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
七
七
・
五
七
五
・
七
七
・
五
七
五
・
・
…
・
な
ど
と
続
い
て
い
く
も
の
（
鎖
連
歌
）
で
あ
ろ
う
。
私
も

実
際
に
い
く
つ
か
の
連
歌
を
見
た
が
、
各
人
が
気
ま
ま
に
句
を
付
け
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品

か
ら
統
一
が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
統
一
が
共
同
制
作
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
点
に
、
和
辻
は
注
目
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
連
歌
を
詠
む
仲
間
う
ち
（
座
）
に
も
リ
ー
ダ
ー
（
宗
匠
）
は
い
る
。
し
か
し
、
欧
米
の
芸
術
に
お
け
る
指
揮
者
や
監
督
の
よ

う
に
、
一
人
で
作
品
全
体
を
統
く
る
責
任
を
負
っ
た
り
は
し
な
い
。
そ
こ
で
、
和
辻
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
す
な
わ
ち
こ
の
統
一
は
、
ま

さ
に
人
と
人
と
の
統
一
を
意
味
す
」
（
二
五
九
）
。
そ
し
て
、
「
句
の
付
け
合
い
は
ま
さ
し
く
他
の
人
格
と
の
付
き
合
い
と
な
る
」
（
二
五
九
）
。

和
辻
は
、
連
歌
作
品
の
統
一
と
、
連
歌
に
与
る
人
と
人
と
の
統
一
、
そ
し
て
両
者
の
重
な
り
合
い
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
連
歌
の
統
一
が
「
指
揮
者
な
き
共
同
制
作
」
に
よ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
日
本
の
文
化
的
特
性
に
関
心
を
持
つ
人
々
の

間
で
も
、
現
在
に
至
る
ま
で
細
々
と
で
は
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
持
続
的
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
米
山
優
の

論
考
が
あ
る
（
４
）
。
こ
の
よ
う
に
連
歌
の
「
指
揮
者
な
き
統
ご
や
「
ポ
リ
フ
オ
ニ
ッ
ク
」
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
が
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
さ
ら
に
本
稿
で
和
辻
の
連
歌
論
を
紹
介
す
る
の
は
、
「
心
敬
」
へ
の
注
目
に
他
の
論
者
と
は
異
な
る
視
点
が

認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
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哲
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徹
を
重
視
し
た
。
そ
う
す
Ｌ

述
べ
る
。
「
わ
が
句
を
面
白

句
に
心
を
く
だ
く
」
こ
と
《

く
付
句
の
心
得
で
あ
っ
た
。

共
同
制
作
で
あ
る
連
歌
で
は
、
前
の
句
に
後
の
句
を
ど
う
付
け
る
か
と
い
う
「
句
の
つ
け
ざ
ま
」
が
、
そ
の
中
枢
問
題
と
な
る
。
そ
の
心

得
と
し
て
心
敬
は
、
「
前
句
に
心
を
く
だ
く
べ
き
こ
と
」
（
二
六
○
）
を
あ
げ
た
。
前
句
に
対
し
て
わ
が
句
を
付
け
る
場
合
に
は
、
わ
が
句
を

ど
の
よ
う
に
詠
も
う
か
と
、
ま
ず
は
工
夫
し
た
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
心
敬
は
、
わ
が
句
の
工
夫
よ
り
も
前
句
に
対
す
る
理
解
の
透

徹
を
重
視
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
が
句
を
ど
う
詠
む
べ
き
か
が
お
の
づ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
心
敬
は
こ
の
よ
う
に
も

述
べ
る
。
「
わ
が
句
を
面
白
く
つ
く
る
よ
り
は
、
他
人
の
句
を
あ
き
ら
め
侍
る
は
、
は
る
か
に
い
た
り
が
た
し
」
（
二
六
一
）
。
つ
ま
り
、
「
前

句
に
心
を
く
だ
く
」
こ
と
は
、
「
他
人
の
句
を
あ
き
ら
め
」
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
が
、
心
敬
の
説

心
敬
は
こ
う
し
た
付
句
を
「
心
ざ
し
ふ
か
き
人
の
、
し
み
こ
お
り
て
い
ひ
だ
し
た
る
句
」
（
二
六
一
）
と
呼
ん
だ
。
心
敬
の
論
に
お
い
て

特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
し
み
こ
お
り
て
い
ひ
だ
し
た
る
句
」
が
必
ず
前
句
に
心
を
砕
く
者
の
制
作
に
よ
る
も
の
だ
と
す

る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
辻
は
言
う
。

こ
の
点
に
対
し
て
和
辻
は
、
し
か
し
、
と
続
け
る
。
そ
し
て
以
下
の
点
を
強
調
す
る
。
こ
の
用
心
は
、
わ
が
句
を
た
ん
に
前
句
に
従
属
せ

よ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
個
々
の
句
が
独
立
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
連
歌
が
成
立
し
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
前
句
の
心
を
よ
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
自
分
の
経
験
が
い
ろ
い
ろ
と
思
い
起
こ
さ
れ
て
く
る
。
前
句
を
解
明
す
る
努
力
が
、
思

い
が
け
な
い
引
き
出
し
を
開
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
よ
い
付
句
は
、
前
句
の
表
象
に
隠
さ
れ
た
境
地
を
、
自
分
の
経
験
で
補
い
つ
つ
解
釈

し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
出
る
。
詠
み
手
の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
句
は
前
句
と
は
独
立
し
た
境
地
を
開
い
て
い
く
の
で
あ

る
。

己
れ
を
捨
つ
る
は
個
性
の
没
却
に
あ
ら
ず
し
て
か
え
っ
て
個
性
の
円
成
な
り
（
二
六
一
‐
二
六
二
）
。

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕
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他
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
円
成
す
る
個
性
」
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
和
辻
ら
し
い
発
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
人
の
自
由
に
対
す
る

配
慮
が
二
の
次
に
な
り
が
ち
の
実
存
主
義
的
な
考
え
方
と
も
異
な
る
し
、
カ
ン
ト
が
提
唱
し
た
よ
う
な
理
性
に
よ
る
自
律
と
も
異
な
っ
て
い

る
。
円
成
と
い
う
言
葉
に
は
仏
教
的
な
修
養
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
宗
教
的
な
人
格
形
成
に
は
納
ま
り
き
ら
な
い
側
面
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

進
講
「
『

を
置
い
た
。 「心

和
辻
の
こ
う
し
た
心
敬
解
釈
を
保
証
す
る
の
は
、
心
敬
に
固
有
の
「
親
句
疎
句
の
説
」
で
あ
る
。
国
文
学
者
の
伊
地
知
鐡
男
に
よ
れ
ば
「
和

歌
に
あ
っ
て
上
の
句
と
下
の
句
と
の
続
き
具
合
が
素
直
で
親
密
な
も
の
が
親
句
、
上
下
の
続
き
具
合
が
非
論
理
的
で
飛
躍
し
て
い
る
の
が
疎

句
で
あ
る
」
（
５
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
和
歌
に
限
ら
ず
、
連
歌
の
句
の
付
け
合
い
に
も
適
用
さ
れ
る
。
心
敬
が
重
ん
じ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
「
疎
句
」
の
ほ
う
で
あ
る
。
心
敬
は
疎
句
の
付
け
ざ
ま
に
、
宗
教
的
な
窮
境
の
境
地
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
も
よ
く
個
性

を
円
成
し
た
作
者
ら
が
、
我
を
没
し
無
の
相
に
お
い
て
一
つ
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
心
敬
は
連
歌
制
作
の
極
致
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

共
同
体
の
実
現
は
付
和
雷
同
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
我
執
の
克
服
は
付
和
雷
同
に
あ
ら
ざ
る
な
り
（
二
六
三
）
。
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多
様
性
と
し
て
の
「
個
別
性
」

和
辻
倫
理
学
の
考
察
は
、
和
辻
の
い
う
「
日
常
の
事
実
」
か
ら
出
発
す
る
。
「
日
常
の
事
実
」
と
は
、
あ
る
人
が
つ
ね
に
す
で
に
誰
か
と

と
こ
ろ
で
、
「
多
様
の
統
ご
は
、
実
の
と
こ
ろ
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
人
間
の
理
想
的
な
在
り
方
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
眼
を

つ
け
れ
ば
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
が
提
唱
す
る
「
個
性
の
円
成
」
は
、
た
だ
ち
に
和
辻
の
倫
理
思
想
と
し
て
扱
え
そ
う
で
あ
る
。

他
人
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
個
性
が
育
ま
れ
、
各
々
の
個
性
が
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
豊
か
に
し
て
い
く
。

な
か
ま

絵
空
事
の
よ
う
な
「
多
様
の
統
一
」
で
あ
る
が
、
和
辻
が
「
人
間
」
を
「
人
と
人
と
の
間
柄
」
と
読
み
換
え
、
さ
ら
に
「
倫
理
」
を
「
倫

こ
と
わ
り

う
ち
の
理
」
す
な
わ
ち
「
人
間
存
在
の
構
造
」
と
読
み
換
え
る
こ
と
で
日
本
生
ま
れ
の
倫
理
学
を
構
築
し
た
と
き
、
こ
う
し
た
理
想
が
た
し

か
に
思
い
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
和
辻
倫
理
学
は
そ
の
理
想
の
実
現
に
向
か
う
ま
っ
す
ぐ
な
道
を
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
個

性
の
円
成
」
が
和
辻
倫
理
学
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
か
ら
離
れ
て
い
く
次
第
を
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

た
な
ら
、
こ
こ
に
は
一
劣

が
表
裏
を
な
し
て
い
る
。

「
個
性
の
円
成
」
と
「
多
様
の
統
ご

「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
を
、
若
干
の
説
明
を
交
え
つ
つ
紹
介
し
た
。
連
歌
は
変
化
を
貴
ぶ
芸
術
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
句
が
多
様
な
個
性
を
競
い
合
え
ば
、
そ
れ
だ
け
連
歌
の
生
命
は
活
気
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
連
歌
に
作
品
と
し
て
の
統
一
が
生
ま
れ

た
な
ら
、
こ
こ
に
は
「
多
様
の
統
一
」
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
連
歌
に
お
い
て
は
、
「
個
性
の
円
成
」
と
「
多
様
の
統
一
」

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕
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つ
ま
り
、
そ
の
人
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
目
ざ
す
な
ど
し
て
間
柄
に
背
を
向
け
て
も
、
別
の
人
間
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け

な
の
で
あ
る
。
そ
の
人
に
固
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
、
ど
ん
な
人
間
関
係
か
ら
も
完
全
に
独
立
し
た
個
別
性
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も

得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
自
分
探
し
を
し
て
も
本
当
の
自
分
に
は
出
会
え
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

個
別
性
を
求
め
て
人
間
関
係
に
背
く
う
ち
に
、
役
割
を
与
え
て
く
れ
た
人
間
関
係
（
全
体
）
の
ほ
う
が
崩
れ
始
め
る
。
そ
れ
は
役
割
の
基

盤
の
崩
壊
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
人
自
身
に
と
っ
て
は
役
割
の
喪
失
を
も
招
く
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
役
割
を
担
う
前
に
独
立
し
た
個

別
性
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
自
己
の
存
亡
の
危
機
で
あ
る
。

そ
こ
で
人
は
危
機
を
回
避
す
べ
く
、
あ
る
程
度
、
役
割
を
果
た
し
（
個
別
性
の
否
定
）
、
人
間
関
係
の
維
持
（
全
体
の
成
立
）
を
図
る
。

た
だ
し
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
「
あ
る
程
度
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

な
ぜ
「
あ
る
程
度
」
な
の
か
。
そ
れ
は
、
役
割
を
果
た
し
切
る
こ
と
（
個
別
性
の
全
否
定
）
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が
役
割
と
完
全
に
一

体
と
な
る
こ
と
が
、
常
識
的
に
考
え
て
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
幼
い
子
で
す
ら
、
家
族
の
一
員
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
地

域
社
会
の
一
員
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
し
て
大
人
で
あ
れ
ば
、
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。
あ
る
人
は
会

で
は
、
子
と
い
う
「
役
一

れ
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
』

に
お
い
て
子
に
な
る
（
役
畳

自
性
、
空
）
か
ら
で
あ
る
。

関
わ
り
合
っ
て
い
る
（
間
柄
の
形
成
）
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
〈
つ
な
が
り
〉
に
も
な
れ
ば
く
し
が
ら
み
〉
に
も
な
る
。
た
と
え
ば
、

人
は
生
ま
れ
た
時
点
で
す
で
に
誰
か
の
子
で
あ
る
。
そ
の
人
（
個
人
）
は
親
子
の
間
柄
（
共
同
体
、
全
体
）
に
お
い
て
、
子
と
い
う
「
役
割

（
資
格
ご
（
６
）
を
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
「
役
割
」
は
そ
の
人
の
個
別
性
で
は
な
い
。

で
は
、
子
と
い
う
「
役
割
」
を
放
棄
し
、
家
族
に
背
け
ば
（
全
体
の
否
定
）
、
そ
の
人
の
個
別
性
な
い
し
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
確
立
さ

れ
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
親
子
関
係
が
発
生
す
る
よ
り
前
に
そ
の
人
は
い
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
親
子
の
間
柄

に
お
い
て
子
に
な
る
（
役
割
を
果
た
す
）
よ
り
前
に
、
そ
の
人
の
個
別
性
な
ど
と
い
っ
た
も
の
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
な
か
っ
た
（
無

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号

五
○



社
員
で
あ
る
と
と
も
に
、
父
親
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
「
あ
る
程
度
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
こ
で
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
人
は
帰
宅
す
る
と
父
親
と
し
て
ふ
る
ま
う
。
そ
れ
は
、
会
社
員
な
ど
の
役
割
を
、
い
っ
た
ん
保

留
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
父
以
外
の
「
個
別
」
な
役
割
を
「
否
定
」
す
る
こ
と
で
、
家
族
と
い
う
「
全
体
」
を
実
現
す
る
の

で
あ
る
。
全
体
が
実
現
す
る
、
す
な
わ
ち
、
家
庭
が
円
満
に
お
さ
ま
る
、
あ
る
い
は
仕
事
が
う
ま
く
回
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
に
父
親

や
会
社
員
と
い
う
役
割
を
与
え
る
基
盤
が
整
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
人
の
生
に
安
定
や
充
足
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
個
別
性
の
否
定
」
は
「
善
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
前
段
落
の
説
明
だ
け
は
、
一
般
的
な
和
辻
倫
理
学
の
説
明
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
で
は
、

先
に
せ
っ
か
く
注
目
し
て
お
い
た
「
あ
る
程
度
」
（
７
）
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
、
あ
る
人
が
会
社
員
で
あ
る
こ
と
を
辞
め
て
し
ま
い
、

四
六
時
中
父
親
に
徹
し
切
る
（
個
別
性
の
全
否
定
）
こ
と
が
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
「
善
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
父
は
父

で
し
か
な
く
、
母
も
ま
た
母
で
し
か
な
く
、
子
も
子
供
ら
し
い
ふ
る
ま
い
し
か
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
家
族
を
思
い
描
け
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
は
、
夫
や
妻
と
い
っ
た
役
割
す
ら
否
定
さ
れ
る
。
現
実
に
こ
の
よ
う
な
家
族
は
あ
り
得
な
い
し
、
た
と
え
想
像
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の

よ
う
な
家
族
（
全
体
）
か
ら
明
る
さ
、
美
し
さ
、
あ
る
い
は
豊
か
さ
な
ど
を
感
じ
取
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

そ
れ
に
対
し
て
「
あ
る
程
度
」
と
い
う
視
点
が
入
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
。
あ
る
人
は
一
方
で
、
完
全
に
独
立
し
た
個
別
性
と
い
う
も

の
を
持
た
な
い
（
無
自
性
、
空
）
。
し
か
し
他
方
で
、
そ
の
人
は
特
定
の
人
と
の
関
係
に
全
面
的
に
規
定
さ
れ
た
役
割
そ
の
も
の
で
も
な
い
。

あ
る
人
は
、
い
く
つ
か
の
役
割
を
担
い
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
」
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特

定
の
役
割
か
ら
は
み
だ
す
も
の
（
個
別
性
）
を
た
く
さ
ん
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
（
個
別
性
の
否
定
）
の
で

あ
る
。

和
辻
は
こ
の
よ
う
に
多
様
な
背
景
を
も
つ
人
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
形
づ
く
る
人
間
関
係
（
全
体
）
に
「
多
様
の
統
一
」
を
見
出
し

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕

五
一



だ
け
で
は
不
十
分
に
な
っ
て
く
る
。

「
個
別
性
」
と
「
個
性
」

さ
て
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
に
話
を
戻
そ
う
。
本
章
の
は
じ
め
で
、
心
敬
の
連
歌
論
に
お
い
て
は
「
個
性
の
円
成
」
と
「
多
様
の
統
ご

が
表
裏
一
体
で
あ
る
と
述
べ
て
お
い
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
「
多
様
の
統
こ
に
理
想
を
求
め
る
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
、
「
多
様
の
統
ご

と
「
個
性
の
円
成
」
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
個
性
の
円

成
」
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
な
ら
な
い
の
か
を
確
認
す
る
作
業
で
あ
っ
た
。

す
で
に
お
気
づ
き
の
方
も
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
目
的
に
添
わ
せ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
の
確
認
作
業
は
一
般
的
な
和
辻
倫
理
学
の
概
説

を
踏
襲
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
一
般
的
な
説
明
が
「
あ
る
程
度
」
に
注
意
を
払
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
る
程
度
」

が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
個
人
は
個
別
性
を
全
否
定
し
て
全
体
を
実
現
し
、
全
体
に
埋
没
し
か
け
る
と
全
体
を
全
否
定
し
て
個
別
性
を
獲
得

す
る
、
と
い
っ
た
単
純
な
循
環
し
か
描
け
な
く
な
る
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
単
純
な
モ
デ
ル
を
用
い
た
の
は
和
辻
本
人
で
あ
る
。
し
か
し
、

同
じ
和
辻
自
身
が
、
人
間
関
係
の
構
造
は
た
ん
な
る
循
環
で
は
な
い
、
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
（
９
）
。

た
ん
な
る
循
環
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
和
辻
倫
理
学
の
前
提
と
直
接
関
わ
っ
て
い
る
。
和
辻
倫
理
学
は
「
人
間
」
を
「
人
と
人
と

の
間
柄
」
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
完
全
に
独
立
し
た
個
人
の
個
別
性
を
認
め
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
あ
る
一
つ
の
全
体
を
否
定
す
る
だ
け
で
は
、
自
己
の
存
立
基
盤
が
危
う
く
な
る
だ
け
で
、
個
別
性
の
確
立
に
は
至
れ
な
い
。
た
と

い
し
ず
え

え
ば
、
家
族
に
背
を
向
け
る
こ
と
は
、
反
抗
期
の
幼
児
に
と
っ
て
な
ら
自
我
形
成
の
大
き
な
礎
に
な
る
が
、
人
が
成
熟
す
る
に
つ
れ
、
そ
れ

て
い
る
。
「
多
様
の
統
こ
と
い
う
美
学
の
理
念
（
８
）
を
用
い
る
こ
と
で
、
人
と
人
と
の
〈
つ
な
が
り
〉
の
美
し
さ
や
豊
か
さ
を
捉
え
よ
う

と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
「
多
様
の
統
ご
は
、
和
辻
倫
理
学
の
描
く
理
想
像
と
な
っ
て
い
っ
た
。
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も
し
和
辻
倫
理
学
の
枠
内
で
、
個
別
性
の
確
立
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
あ
る
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
が
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
で
果
た

さ
れ
る
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
、
そ
の
つ
り
合
い
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
、
）
。
こ
の
よ
う
に
「
あ
る
程
度
」
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
和

辻
倫
理
学
に
お
い
て
個
別
性
を
擁
護
す
る
道
が
付
け
や
す
く
な
る
。
し
か
し
、
『
倫
理
学
』
執
筆
中
の
和
辻
は
、
こ
ち
ら
の
方
向
を
ほ
と
ん

ど
切
り
開
か
な
か
っ
た
。
和
辻
が
重
視
し
た
の
は
、
個
と
個
の
間
に
築
か
れ
る
「
多
様
の
統
ご
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
個
性
の
円
成
」
が
謡
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
和
辻
倫
理
学
で
は
「
多
様
の
統
こ
が
称
揚
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
「
個
性
の
円
成
」
と
「
多
様
の
統
ご
は
表
裏
一
体
で
も
あ
る
。
そ

こ
で
本
章
で
は
、
和
辻
倫
理
学
の
枠
内
で
、
多
様
な
役
割
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
個
人
の
個
別
性
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
可
能
性
も
示

無
償
の
連
帯
感

本
稿
は
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
が
文
化
論
的
な
内
容
に
加
え
て
、
倫
理
思
想
も
含
み
も
つ
こ
と
を
紹
介
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
心

敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
が
「
個
性
の
円
成
」
を
前
面
に
打
ち
出
す
の
に
対
し
て
、
和
辻
倫
理
学
は
「
多
様
の
統
こ
を
強
調
す
る
と
い
う

よ
う
に
、
両
者
の
間
に
は
微
妙
な
違
い
の
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
た
。
ま
た
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
個
性
」
と
和

辻
倫
理
学
か
ら
垣
間
見
え
る
「
個
別
性
」
の
異
同
も
、
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
前
章
で
は
和
辻
倫
理
学
を
中
心
に
考
察
し
て

こ
こ
に
至
っ
て
、
新
た
な
問
題
が
浮
上
す
る
。
和
辻
倫
理
学
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
「
個
別
性
」
と
連
歌
論
で
言
わ
れ
る
「
個
性
」
・
こ
の
二
つ
は
、

た
だ
ち
に
重
な
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。

し
て
み
た
。個

性
の
円
成
〔
田
中
〕
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庶
民
へ
の
浸
透

室
町
と
い
う
戦
乱
の
時
代
に
は
、
連
歌
の
ほ
か
に
も
茶
の
湯
や
能
楽
が
大
成
し
て
い
る
。
連
歌
、
茶
の
湯
、
能
楽
な
ど
と
並
べ
ら
れ
る
と
、

現
代
の
私
た
ち
は
そ
の
高
尚
さ
を
前
に
し
て
、
少
し
ひ
る
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
座
の
文
芸
」
で
は
共
通
し
て
、
参
加
者
が

た
し
か
に
、
全
く
問
題
の
な
い
日
常
生
活
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
。
賛
沢
な
悩
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
自
身
は
仕
事
と
家
庭
の
両
立

を
日
々
模
索
し
て
い
る
。
日
常
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
が
く
し
が
ら
み
〉
と
な
っ
て
、
倫
理
問
題
を
引
き
お
こ
す
。
そ
こ
で
は
「
多
様

の
統
こ
が
喫
緊
の
課
題
と
な
り
、
個
で
あ
る
こ
と
は
二
の
次
に
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
連
歌
の
会
席
（
座
）
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。
国
文
学
者
、
金
子
金
次
郎
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
政
治
の
た
め
で

も
な
く
、
利
害
の
た
め
で
も
な
い
」
集
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
宗
教
や
政
治
や
職
業
・
身
分
に
よ
る
連
帯
」
と
は
別
の
「
い
わ
ば
無
償
の

連
帯
感
」
が
あ
る
と
い
う
（
皿
）
。
し
た
が
っ
て
、
連
歌
の
座
は
〈
つ
な
が
り
〉
に
こ
そ
な
れ
ど
も
、
（
し
が
ら
み
〉
か
ら
は
程
遠
い
。
連
歌

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
座
の
文
芸
」
が
室
町
時
代
に
隆
盛
を
極
め
た
の
は
、
戦
々
恐
々
と
し
た
日
常
生
活
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
。

う
具
合
で
あ
る
。

き
た
の
で
、
こ
の
章
で
は
連
歌
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

和
辻
に
よ
る
「
人
と
人
と
の
間
」
の
捉
え
方
は
、
一
般
に
楽
観
的
す
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
は
い
え
、
和
辻
は
「
人
と
人

と
の
間
」
を
〈
つ
な
が
り
〉
と
し
て
だ
け
で
な
く
く
し
が
ら
み
〉
と
し
て
も
受
け
と
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
『
倫
理
学
』
冒
頭
で
、
「
倫
理
問

題
」
の
場
所
が
人
と
人
と
の
間
に
あ
る
、
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
倫
理
学
の
立
場
で
は
、
人
と
人
と
の

間
に
人
間
の
生
に
関
わ
る
問
題
の
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
の
解
決
が
、
倫
理
学
の
課
題
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

あ
る
人
が
義
理
と
人
情
の
間
で
板
挟
み
（
不
統
二
に
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
双
方
を
丸
く
治
め
る
手
立
て
（
統
二
を
考
え
る
、
と
い
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「
座
」
に
お
け
る
「
無
償
の
連
帯
感
」
に
魅
せ
ら
れ
た
武
士
た
ち
の
な
か
に
は
、
茶
道
家
や
能
楽
師
を
自
ら
の
庇
護
下
に
置
く
者
も
現
わ
れ
た
。

連
歌
も
ま
た
武
家
の
庇
謹
を
受
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
変
化
を
旨
と
す
る
文
芸
で
あ
っ
た
た
め
か
、
茶
や
能
よ
り
は
自
由
に
発
展
し
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
と
は
貴
族
的
だ
っ
た
連
歌
が
庶
民
的
な
連
句
と
な
り
つ
つ
、
全
国
的
に
流
行
す
る
。
田
舎
の
会
席
で
は
、
次
の
よ

う
な
光
景
す
ら
見
ら
れ
た
と
い
う
。

主
役
を
務
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
脇
役
に
徹
し
た
り
、
演
者
に
も
な
れ
ば
観
客
に
も
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、
そ
こ
に
は
オ
ー
プ
ン
で
気
軽
な
側

面
も
見
受
け
ら
れ
る
。（

咽
）
Ｏ

帰
っ
て
き
て
…
…

「
無
償
の
連
帯
感
」
。
な

金
子
に
よ
れ
ば
、
こ
ん
な
野
人
の
よ
う
な
人
も
引
き
つ
け
た
と
こ
ろ
に
連
歌
の
大
衆
的
な
魅
力
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
は

い
え
、
「
会
席
に
臨
む
態
度
と
し
て
は
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
逆
が
お
よ
そ
の
マ
ナ
ー
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
。

れ
ん
が
ぬ
す
び
と

連
歌
に
打
ち
興
じ
る
庶
民
の
姿
は
、
狂
言
に
も
登
場
す
る
。
『
連
歌
盗
人
』
で
は
、
あ
る
男
が
連
歌
初
心
講
の
当
番
に
あ
た
る
が
、
貧
乏

で
そ
の
準
備
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
当
番
で
貧
乏
の
男
を
誘
い
、
知
り
合
い
の
金
持
ち
の
家
か
ら
道
具
類
を
持
ち
出
そ
う
と
す
る
。

ば
つ
く

と
こ
ろ
が
、
そ
の
家
の
座
敷
に
発
句
を
書
き
つ
け
た
懐
紙
が
あ
り
、
二
人
は
夢
中
に
な
っ
て
連
歌
を
始
め
て
し
ま
う
。
そ
こ
へ
、
金
持
ち
が

つ
か
ハ
ナ
タ
ン
は
あ
う
で

一
、
ほ
が
ら
か
に
扇
を
使
ひ
、
鼻
こ
と
ご
と
し
く
か
み
、
み
だ
り
に
疾
を
吐
き
、
胸
広
く
開
け
、
或
ハ
腕
ま
く
り
、

ワ
フ
ご

つ
ら
づ
え
か
か
そ
ひ
げ
ひ
ね
タ
ヅ
サ
ミ

足
の
指
動
か
し
、
面
杖
つ
き
、
物
に
掛
り
添
ひ
、
髭
う
ち
捻
り
、
扇
ま
わ
し
、
目
鼻
ま
さ
ぐ
り
、
手
遊
な
ど
し
た
る
、

い
り
（
吃
）
０

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕 ど

と
肩
肘
張
ら
な
く
て
も
、
連
歌
は
と
て
も
楽
し
い
の
で
あ
る
。
現
代
で
そ
の
楽
し
さ
を
伝
え
る
も
の
に
、
私
の

五
五

陣
ぎ脛

む
く
り
、

厳
い
が
し
ろ

い
と
蔑
な



す
共
同
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
歌
の
人
間
関
係
は
、
日
常
的
な
人
間
関
係
と
か
な
り
性
質
を
異
に
す
る
。
連
歌
の
座
は
く
し
が
ら
み
〉
の
な
い
「
非
日

常
」
の
場
所
で
あ
り
、
連
歌
は
な
く
て
も
障
り
の
な
い
「
あ
そ
び
」
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
の
連
歌
が
目
ざ
し
て
い
た
「
多
様
の
統
ご
と

い
う
の
が
、
す
で
に
「
美
」
の
理
念
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
連
歌
の
人
間
関
係
は
「
善
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
美
」
を
目
ざ

な
い
。
一

く
「
善
」

非
日
常
の
「
あ
そ
び
」

お
し
ゃ
べ
り
と
い
う
点
に
因
め
ば
、
連
歌
は
複
数
の
人
が
言
葉
を
つ
な
い
で
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
議
論
や
対
話
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ

お
し
ゃ
べ
り
に
近
い
と
従
来
か
ら
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
別
の
言
い
方
で
は
、
論
理
や
理
性
に
乏
し
く
、
イ
メ
ー
ジ
や
心
情
や
そ
う

し
た
も
の
の
連
想
に
よ
っ
て
言
葉
が
紡
が
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
議
論
や
対
話
が
何
ら
か
の
問
題
を
前
に

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
お
し
ゃ
べ
り
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
で
も
始
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

倫
理
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
論
理
的
な
発
言
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
連
歌
の
座
は
あ
ら
ゆ
る
く
し
が
ら
み
〉
か
ら
解
放
さ
れ
た
、

つ
ま
り
倫
理
問
題
の
な
い
場
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
議
論
や
対
話
は
は
じ
め
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
連
歌
の
座
は
、
も
と
も
と
な
く

て
も
困
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
く
て
い
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
座
を
組
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
楽
し
い
も
の
で
あ
る
に
違
い

な
い
。
こ
こ
で
目
ざ
さ
れ
る
の
は
、
楽
し
い
と
い
う
感
性
的
な
満
足
で
あ
る
。
こ
れ
を
広
義
の
「
美
」
に
含
む
こ
と
は
で
き
て
も
、
お
そ
ら

目
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
丸
谷
才
一
ら
の
試
み
が
あ
る
（
Ｍ
）
。
酒
と
肴
を
前
に
句
を
継
い
で
い
く
の
は
、
お
し
ゃ
べ
り
以
上
の
高
揚
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
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美
意
識
と
倫
理

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
と
和
辻
倫
理
学
の
違
い
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
「
心
敬
の
連
歌
論
に

つ
い
て
」
が
「
個
性
の
円
成
」
を
打
ち
出
せ
た
の
は
、
そ
の
基
盤
が
非
日
常
に
お
け
る
美
の
追
求
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

和
辻
倫
理
学
が
個
性
や
個
別
性
よ
り
全
体
を
強
調
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
日
常
に
お
け
る
善
の
追
求
を
前
提
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
「
個
性
・
非
日
常
・
美
」
と
「
全
体
・
日
常
・
善
」
と
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
洋
哲
学
の
枠
組
み
に
慣
れ
て
し

ま
っ
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
容
易
に
越
え
が
た
い
溝
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
と
り
わ
け
、
美
と
善
が
相
容
れ
る
か
、

と
い
う
問
題
な
ど
を
掲
げ
た
日
に
は
、
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
た
政
治
哲
学
（
喝
）
や
、
昨
今
の
応
用
哲
学
、
応
用
倫
理
学
か
ら
、
大
風
呂

敷
す
ぎ
る
と
し
て
、
ま
と
も
に
は
相
手
に
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
必
至
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
し
昔
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
隣
が
そ
れ
ほ
ど

大
き
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
日
本
の
思
想
を
見
直
す
動
き
も
、
あ
る
に
は
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
試
み
の
例
と
し
て
、
安
田
武
と
多
田
道
太
郎
の
コ
ン
ビ
（
応
）
が
中
心
と
な
っ
た
『
日
本
の
美
学
』
（
両
）
と
、
田
中
美
知
太
郎
と

高
階
秀
爾
ら
の
主
導
す
る
『
日
本
美
は
可
能
か
』
尼
）
の
二
冊
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
と
も
一
九
七
○
年
代
の
出
版
で
あ
り
、
日

本
人
の
美
意
識
が
崩
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
日
常
生
活
の
な
か
で
痛
切
に
感
じ
と
ら
れ
て
い
た
時
代
の
空
気
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
安
田
と
多
田
が
な
ぜ
『
日
本
の
美
学
』
を
編
ん
だ
か
と
い
う
と
、
安
田
に
次
の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕

少
な
く
と
も
日
本
人
の
人
間
関
係
と
か
モ
ラ
ル
を
こ
れ
ま
で
支
え
て
き
た
の
は
、
神
学
や
哲
学
を
支
え
と
す
る
道
徳
律
で
は
な
く
て
、

四
美
意
識
に
か
な
う
倫
理

五
七



日
本
的
特
質
の
探
求

あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
る
と
は
い
え
、
安
田
の
考
え
る
よ
う
に
、
「
日
本
人
の
人
間
関
係
と
か
モ
ラ
ル
を
こ
れ
ま
で
支
え
て
き
た
の
」
が
、

「
実
は
美
意
識
だ
っ
た
」
と
言
え
る
な
ら
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
と
和
辻
倫
理
学
の
齪
踊
は
、
案
外
た
や
す
く
解
消
さ
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
和
辻
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

た
し
か
に
和
辻
は
、
「
美
意
識
と
倫
理
」
と
い
う
概
念
こ
そ
用
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
強
く
自
覚
し
、

文
化
史
研
究
を
通
じ
て
日
本
的
な
る
も
の
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
「
日
本
人
の
人
間
関
係
と
か
モ
ラ
ル
」
が
理
性
や
合
理

性
の
み
で
割
り
切
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
若
い
頃
か
ら
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

弱
冠
三
十
歳
で
著
さ
れ
た
『
古
寺
巡
礼
』
で
は
、
「
な
つ
か
し
い
わ
が
聖
女
」
「
中
宮
寺
観
音
」
と
の
再
会
で
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎

え
る
。
和
辻
は
言
う
。
「
あ
の
悲
し
く
貴
い
観
音
像
は
、
か
く
見
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
出
発
点
で
あ
る
」
罰
）
。
和
辻
は
、
「
中
宮
寺

じ
ょ
う
ぐ
う
た
い
し

観
音
」
を
上
宮
太
子
（
聖
徳
太
子
）
の
文
化
の
結
晶
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
上
宮
太
子
の
作
と
さ
れ
る
憲
法
が
極
度
に
「
人
道
的
」
で
あ
る

の
は
、
そ
の
背
後
に
太
子
と
夫
人
の
「
し
め
や
か
な
愛
の
生
活
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
、
和
辻
は
想
像
す
る
。

そ
し
て
安
田
は
、
美
意
識
の
崩
壊
が
同
時
に
モ
ラ
ル
の
崩
壊
や
倫
理
の
崩
壊
を
引
き
お
こ
す
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
安
田
と
多
田
が

共
通
し
て
「
危
機
的
状
況
に
あ
る
」
と
考
え
る
の
は
、
「
雪
・
月
・
花
」
や
「
わ
び
．
さ
び
」
と
い
っ
た
シ
ン
ボ
ル
・
レ
ベ
ル
の
美
で
は
な
く
、

「
末
端
ま
で
降
り
た
職
人
的
レ
ベ
ル
の
美
意
識
」
（
多
田
）
、
「
職
人
の
美
学
、
庶
民
の
美
学
」
（
安
田
）
あ
る
い
は
「
生
活
の
な
か
の
美
学
」
（
安

田
）
元
）
で
あ
っ
た
。

実
は
美
意
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
ぼ
く
の
仮
説
で
す
角
）
。
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自
然
と
と
も
に
生
き
る
こ
と

『
風
土
』
で
最
初
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
第
四
章
芸
術
の
風
土
的
性
格
」
は
、
当
時
、
流
行
し
て
い
た
文
明
論
か
ら
話
題
が
起
こ
さ

れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ア
フ
リ
カ
や
東
洋
な
ど
異
国
の
芸
術
が
「
原
始
的
」
「
無
定
形
」
あ
る
い
は
「
半
野
蛮
」
を
示
す
珍
し
い
も

の
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
レ
ッ
テ
ル
は
西
洋
中
心
的
な
立
場
か
ら
貼
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
未
開
か
文
明

か
を
判
断
す
る
基
準
は
、
自
然
と
の
距
離
や
関
わ
り
方
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
洋
は
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
自
然
を
征
服
し
得
た
。
よ
っ
て
、
文
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

日
本
を
も
含
む
東
洋
は
、
自
然
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
よ
っ
て
、
未
だ
文
明
に
達
し
て
い
な
い
。
東
洋
は
自
然
に
近
い
と
い
う
だ
け
で
、

西
洋
か
ら
「
原
始
的
活
力
」
の
あ
り
場
所
で
あ
り
、
「
半
野
蛮
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
文
明
を
誇
る
西
洋
で
異
国
趣
味
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
忙
し
い
文
明
の
生
活
か
ら
、
「
生
活
の
深
さ
、

『
古
寺
巡
礼
』
で
目
さ
れ
た
「
日
本
的
特
質
」
が
、
や
が
て
『
風
土
』
に
お
け
る
「
日
本
の
珍
し
さ
」
の
考
察
へ
と
発
展
す
る
こ
と
は
、

誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
美
意
識
と
倫
理
を
む
す
ぶ
日
本
的
特
質
の
考
察
が
、
『
風
土
』
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見

せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

が
こ
れ
ら
の
最
初
の
文
化
現
象
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
母
胎
は
、
我
が
国
の
や
さ
し
い
自
然
で
あ
ろ
う
。
愛
ら
し
い
、
親
し
み
や
す
い
、

優
雅
な
、
そ
の
く
せ
い
ず
こ
の
自
然
と
も
同
じ
く
底
知
れ
ぬ
神
秘
を
持
っ
た
わ
が
島
国
の
自
然
は
、
人
体
の
姿
に
現
わ
せ
ば
あ
の
観

音
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
（
中
略
）
わ
が
国
の
文
化
の
考
察
は
結
局
わ
が
国
の
自
然
の
考
察
に
帰
っ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
（
翌
。
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そ
し
て
和
辻
は
、
自
然
に
近
い
日
本
の
文
化
が
い
か
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
紹
介
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
庭
園
。

こ
れ
は
西
洋
の
自
然
庭
園
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
の
一
部
で
あ
る
日
本
で
は
、
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と

荒
れ
果
て
た
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
日
本
人
は
、
豊
か
（
多
様
）
で
は
あ
る
が
無
秩
序
な
自
然
か
ら
ま
と
ま
り
（
統
一
）
を
作
り

出
す
た
め
に
、
独
自
の
原
理
を
見
出
し
た
。

美
し
さ
、
柔
ら
か
さ
」
が
失
わ
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
和
辻
は
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
る
。

自
然
を
人
工
的
に
秩
序
立
た
し
め
る
た
め
に
は
、
自
然
に
人
工
的
な
も
の
を
か
ぶ
せ
る
の
で
は
な
く
、
人
工
を
自
然
に
従
わ
し
め
ね

、
、
、
、

ば
な
ら
ぬ
。
人
工
は
自
然
を
看
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
自
然
を
内
か
ら
従
わ
し
め
る
。
雑
草
を
、
あ
る
い
は
一
般
に
遮
（
さ

え
ぎ
）
る
も
の
、
む
だ
な
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
は
そ
れ
自
身
の
ま
と
ま
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
罰
）
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
な
い
こ
と
が
ど
う
し
て
直
ち
に
「
原
始
的
」
で
あ
り
得
よ
う
。
た
と
え
ば
日
本
の
生
活
の
ご
と
き
は
そ
の
「
原
始

性
」
を
失
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
む
し
ろ
ョ
－
ロ
ッ
パ
以
上
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
そ
の
生
活
の
機
械
化
に
か
か
わ
ら
ず
な

お
多
分
に
保
っ
て
い
る
「
子
供
ら
し
さ
」
の
ご
と
き
は
、
日
本
人
に
は
到
底
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

方
が
む
し
ろ
原
始
的
活
力
に
富
む
と
も
言
わ
れ
よ
う
。
と
と
も
に
衣
食
住
の
一
切
の
趣
味
に
現
わ
れ
た
「
渋
み
」
や
「
枯
淡
」
へ
の

愛
好
、
あ
る
い
は
日
常
の
行
儀
に
お
け
る
「
控
え
目
」
や
「
ゆ
か
し
さ
」
に
対
す
る
感
じ
方
の
ご
と
き
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
理
解

し
得
ざ
る
ほ
ど
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
翌
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号

六
○



「
自
然
を
看
護
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
、
自
然
と
と
も
に
生
き
る
道
を
、
日
本
人
は
開
い
た
の
で
あ
る
。

モ
ン
ス
ー
ン
の
豊
か
な
自
然
は
、
衣
食
住
に
困
ら
な
い
だ
け
の
豊
か
な
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
と
り
わ
け
日
本
で
は
、

四
季
の
変
化
が
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
も
く
れ
る
。
と
き
に
突
発
的
に
荒
れ
て
も
、
自
然
は
そ
の
非
合
理
性
の
ゆ
え
に
、
無
限
の
深
み
を
た
た

え
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
自
然
は
征
服
の
対
象
で
は
な
い
。
自
然
は
日
本
人
に
と
っ
て
、
「
い
の
ち
」
の
源
で
あ
り
、
か
つ
生
き

と
し
生
け
る
も
の
と
し
て
同
根
な
の
で
あ
る
。
和
辻
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

自
然
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
原
始
的
で
な
く
、
美
的
に
も
倫
理
的
に
も
ま
た
宗
教
的
に
も
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

に
は
、
西
洋
で
は
実
現
し
が
た
い
人
間
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
美
的
と
言
わ
れ
る
の
は
、
自
然
が
季
語
と
し
て
詠
み
込
ま
れ

る
俳
句
へ
と
昇
華
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
と
言
わ
れ
る
の
は
、
自
然
の
無
限
を
観
る
な
か
で
慰
め
や
救
い
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
倫
理
的
と
は
何
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
か
。

一
つ
に
は
、
和
辻
が
「
生
き
る
こ
と
」
を
傍
点
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
そ
の
実
践
性
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。

俳
人
と
し
て
知
ら
れ
る
芭
蕉
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
連
歌
師
で
も
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
は
、
連
歌
の
発
句
の
独
立
し
た
も
の
が
俳
句
で

あ
っ
た
昂
）
。
「
倫
理
的
」
と
言
う
和
辻
の
念
頭
に
は
、
連
歌
の
座
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
、
こ
の
引
用
の

一
○
頁
ほ
ど
前
に
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
と
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
の
発
言
が
す
で
に
あ
る
。

特
に
東
洋
的
な
る
詩
人
芭
蕉
は
、
単
に
美
的
に
の
み
な
ら
ず
倫
理
的
に
、
さ
ら
に
は
宗
教
的
に
自
然
に
対
し
た
が
、
そ
こ
に
知
的
興

、
、
、
、
、

味
は
全
然
示
さ
な
か
っ
た
。
自
然
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
が
彼
の
関
心
事
で
あ
り
、
従
っ
て
自
然
観
照
は
宗
教
的
な
解
脱
を
目
ざ
し

た
（
否
。
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小
さ
い
世
界
の
思
い
や
り

『
古
寺
巡
礼
』
と
『
風
土
』
と
い
う
和
辻
の
代
表
作
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
和
辻
に
よ
る
日
本
的
特
質
の
理
解
を
、
ご
く
簡
単
に
た
ど
っ

て
み
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
「
い
の
ち
」
あ
る
も
の
と
と
も
に
生
き
る
と
い
う
日
本
人
の
生
に
お
い
て
、
美
と
倫
理
と
宗
教

が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
美
意
識
に
か
な
う
倫
理
」
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち
突
飛

な
発
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
「
美
意
識
に
か
な
う
倫
理
」
が
言
い
過
ぎ
で
あ
っ
て
も
、
「
感
情
に
も
と
づ
く
倫
理
」
と
い
う
方
向
で

な
ら
、
実
際
に
和
辻
自
身
が
考
察
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

た
し
か
に
『
古
寺
巡
礼
』
執
筆
中
の
和
辻
に
は
、
倫
理
学
が
ま
だ
課
題
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
風
土
』
執
筆
中
に
は
、
す

で
に
倫
理
学
講
座
を
任
さ
れ
る
身
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
和
辻
に
と
っ
て
、
社
会
の
公
共
性
は
無
視
で
き
な
い
問
題
に
な
っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
留
学
先
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
和
辻
が
眼
に
し
た
の
は
、
街
中
で
の
人
々
の
礼
儀
正
し
さ
と
、
公
共
性
の
高
さ
で
あ
っ
た
。
し
か

る
に
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
西
洋
の
文
化
を
一
所
懸
命
に
輸
入
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
街
中
で
の
日
本
人
の
傍
若
無
人
ぶ
り
は

ど
う
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
西
洋
流
の
道
徳
意
識
や
公
共
性
は
日
本
社
会
に
根
づ
か
な
い
の
か
。
『
風
土
』
に
お
け
る
日
本
的
特
質
の
考
察
は
、

明
ら
か
に
倫
理
学
的
な
問
題
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

し
か
し
、
街
中
で
は
「
旅
の
恥
は
か
き
捨
て
」
を
地
で
行
く
よ
う
な
人
々
も
、
「
う
ち
」
へ
帰
る
と
た
ち
ま
ち
思
い
や
り
の
主
に
な
る
こ
と
に
、

日
本
人
は
、
自
然
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
、
知
的
に
で
は
な
く
感
性
的
に
、
あ
る
い
は
美
的
次

元
に
お
い
て
、
身
に
つ
け
て
き
た
。
『
風
土
』
か
ら
は
、
和
辻
の
こ
う
し
た
考
え
が
窺
え
る
。
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和
辻
は
眼
を
つ
け
る
。
そ
れ
は
「
う
ち
」
が
〈
く
つ
ろ
ぎ
〉
の
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
日
本
人
は
西
洋
人
の
よ
う
に
カ
フ
ェ

な
ど
で
は
く
つ
ろ
げ
な
い
。
日
本
人
は
く
つ
ろ
い
だ
状
態
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
、
「
思
い
や
り
」
や
「
い
た
わ
り
」
を
発
揮
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
く
つ
ろ
ぎ
〉
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
感
情
の
〈
つ
な
が
り
〉
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
寒
い
」
と
、
こ
と
さ
ら
に
言
い
立
て
な
く
て
も
、

相
手
も
同
じ
寒
さ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
暗
黙
で
通
じ
合
う
の
が
「
う
ち
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
う
ち
」
で
は
、
和
辻
の
言
う
よ
う
に
、

老
人
を
火
の
そ
ば
へ
押
し
や
っ
た
り
、
子
供
に
服
を
着
せ
た
り
す
る
な
ど
の
「
思
い
や
り
」
や
「
い
た
わ
り
」
が
発
揮
さ
れ
る
。
そ
れ
も
ほ

と
ん
ど
無
言
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
う
ち
」
と
い
う
「
小
さ
い
世
界
」
に
は
、
「
思
い
や
り
」
や
「
い
た
わ
り
」
が
満
ち
て
い
る
分
）
。
し
か
も
そ
れ
が
「
控
え
目
」

に
あ
る
い
は
「
つ
つ
ま
し
く
」
行
わ
れ
る
。
感
情
で
つ
な
が
る
人
と
人
と
の
間
に
営
ま
れ
る
こ
の
「
美
し
い
倫
理
」
を
、
よ
り
大
き
い
世
界

へ
と
広
げ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
風
土
』
の
後
に
展
開
さ
れ
る
『
倫
理
学
』
で
は
、
こ
う
し
た
点
も
中
心
的
な
課
題
の
一

つ
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

「
う
ち
」
の
拡
大
と
感
情
の
洗
練

さ
て
、
第
二
章
の
く
り
返
し
に
な
る
が
、
『
倫
理
学
』
の
大
き
な
特
徴
は
、
「
人
間
」
を
「
人
と
人
と
の
間
柄
」
を
読
み
換
え
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
こ
れ
は
西
洋
近
代
の
個
人
主
義
的
人
間
観
に
真
っ
向
か
ら
対
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
個
人
と
は
自
律
し
た
理
性
の
主
体
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
は
、
公
平
に
正
義
を
貫
い
て
、
公
共
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
西
洋
流
の
ド
ラ
イ
な
公
共
性
は
、
ど
う
し
て
も
日
本
の
社
会
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
『
倫
理
学
』
で
は
、
し
め

や
か
な
二
人
共
同
体
（
夫
婦
）
を
最
も
私
的
な
「
人
間
」
と
し
て
、
そ
の
「
そ
と
」
に
家
族
、
親
族
、
地
縁
共
同
体
．
：
…
と
い
う
よ
う
な
入

れ
子
状
の
「
人
間
」
の
構
造
が
考
え
ら
れ
、
と
り
あ
え
ず
国
家
に
至
る
ま
で
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
う
ち
」
を
徐
々
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倫
理
思
想
と
し
て
の
連
歌
論

本
稿
は
、
和
辻
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
手
短
に
知
れ
る
論
考
と
し
て
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
を
紹
介
し
て
き
た
。
「
連
歌
の
道

は
人
の
道
」
と
説
く
心
敬
の
思
想
は
、
文
化
論
と
倫
理
学
に
ま
た
が
る
和
辻
自
身
の
思
想
と
響
き
合
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
「
心
敬
の

と
こ
ろ
で
、
理
性
の
理
が
「
こ
と
わ
り
」
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
、
理
性
は
人
と
人
と
の
間
を
距
（
へ
だ
）
て
雨
冷
静
さ
を
呼
び
覚
ま
す
。
だ
か
ら
、

子
供
を
し
か
る
と
き
に
は
、
理
性
的
で
あ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
感
情
は
人
と
人
と
の
間
を
近
づ
け
、
高
揚
を
引
き
お

こ
す
。
だ
か
ら
、
子
供
を
ほ
め
る
と
き
に
は
、
大
げ
さ
な
ほ
ど
感
情
的
に
と
言
わ
れ
る
。

「
う
ち
」
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
感
情
に
も
と
づ
く
倫
理
を
押
し
広
げ
よ
う
と
す
る
発
想
自
体
に
、
誤
り
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
そ
う

し
た
倫
理
は
、
現
代
の
日
本
社
会
で
も
一
定
の
成
果
を
上
げ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
以
下
に
あ
る
。

感
情
は
理
性
ほ
ど
公
平
で
は
な
い
。
感
情
は
「
う
ち
」
で
は
濃
く
、
「
そ
と
」
へ
行
く
ほ
ど
薄
く
な
り
や
す
い
。
「
う
ち
」
を
拡
大
す
る
だ

け
で
は
、
感
情
は
薄
ま
る
一
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
補
う
か
。
感
情
の
総
量
を
増
や
す
と
い
う
方
策
は
、
お
そ
ら
く
実
効
性

に
乏
し
い
だ
ろ
う
。
感
情
の
量
で
は
な
く
質
に
よ
る
対
処
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
必
要
な
の
は
、
「
感
情
の
洗
練
」
で
あ
る
。
『
倫

理
学
』
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
こ
そ
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ

い
て
」
な
の
で
あ
っ
た
。

た
と
考
え
ら
れ
る
（
翌
。

に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
、
し
め
や
か
な
「
美
し
い
倫
理
」
の
働
く
場
所
を
「
小
さ
い
世
界
」
か
ら
よ
り
大
き
い
世
界
へ
と
広
げ
よ
う
と
し
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連
歌
論
に
つ
い
て
」
の
意
義
で
は
な
い
。
大
著
『
倫
理
学
』
の
後
に
書
か
れ
た
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
に
は
、
『
倫
理
学
』
で
論
じ

ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
「
個
性
の
円
成
」
で
あ
る
。
ま
た
、
二
つ
め
に
は
、
そ
の
実

現
に
必
要
な
「
感
情
の
洗
練
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
論
じ
る
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
は
、
も
っ
と
広
く
読
ま
れ
て
い
い
よ
う
に
思

も
う
少
し
く
わ
し
く
辿
り
直
そ
う
。
連
歌
作
品
の
「
多
様
の
統
こ
は
、
個
々
の
句
が
独
立
し
た
「
個
性
」
を
持
つ
こ
と
と
表
裏
一
体
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
連
歌
作
品
に
お
け
る
「
多
様
の
統
一
」
と
「
個
性
の
円
成
」
は
、
連
歌
の
座
（
人
間
関
係
）
に
お
け
る
「
多
様
の
統
ご

と
「
個
性
の
円
成
」
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
連
歌
の
道
は
人
の
道
、
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
多
様
の
統
ご
と
「
個
性
の
円
成
」
は
、
求
め
よ
う
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
心
敬
に
従
え
ば
、
個
性
を
円
成
さ

せ
る
こ
と
は
、
一
見
逆
行
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
「
前
句
に
心
を
く
だ
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
前
句
に
心
を
く
だ
く
こ
と
」
と
い
う
心
得
は
、
和
辻
の
言
う
「
己
れ
を
捨
て
る
こ
と
」
に
当
た
る
。
さ
ら
に
は
、
「
心
を
く
だ
く
」

に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
人
や
他
人
の
句
を
思
い
や
る
「
感
情
の
洗
練
」
の
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
で
は
、
『
倫
理
学
』
で
充
分
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
「
個
性
の
円
成
」
と
「
感
情
に
も
と
づ
く
倫
理
」

が
、
中
心
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

わ
れ
る
。

「
う
ち
」
と
座

で
は
、
連
歌
論
が
説
く
「
前
句
に
心
を
く
だ
く
こ
と
」
と
、
和
辻
が
『
風
土
』
で
注
目
し
て
い
た
「
小
さ
い
世
界
の
思
い
や
り
」
と
は
、

ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再
び
、
日
常
の
小
さ
い
世
界
と
連
歌
の
座
の
違
い
を
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
う
ち
」
な
ど
の
小
さ
い
世
界
は
、
も
と
も
と
感
情
の
〈
つ
な
が
り
〉
が
密
で
あ
る
。
自
分
が
寒
け
れ
ば
、
相
手
も
寒
い
だ
ろ
う
。
自
分

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕
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が
く
つ
ろ
い
で
い
る
か
ら
、
相
手
も
く
つ
ろ
げ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
（
つ
な
が
り
〉
が
、
こ
こ
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
老
人
や
子
供
を
い
た
わ
り
な
ど
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
い
た
わ
り
」
や
「
思
い
や
り
」
も
、
え
て
し
て
父
母
と
し
て
の
「
思

い
や
り
」
や
盛
年
と
し
て
の
「
い
た
わ
り
」
と
い
っ
た
役
割
の
な
か
に
、
の
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
父
母
は
こ
う
あ
る
べ
き
、
盛

年
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
っ
た
役
割
関
係
や
役
割
倫
理
を
固
定
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
の
小
さ
い
世
界
で
は
〈
つ
な
が
り
〉
と

く
し
が
ら
み
〉
が
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
連
歌
の
座
は
、
日
常
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
代
わ
り
に
、
感
情
の
〈
つ
な
が
り
〉
も
、
は
じ
め
か
ら
薄
い
。
そ
こ
で
、
感

情
的
な
一
体
感
を
演
出
す
る
べ
く
、
発
句
に
は
興
行
の
場
の
時
節
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
こ
ん
に
ち
は
、
お
寒
い
で
す
ね
」

と
挨
拶
を
交
わ
す
よ
う
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
者
同
士
を
感
情
に
お
い
て
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
つ
な
が
り
〉
が
下
地
と
な

り
、
連
歌
の
座
に
「
統
こ
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
感
情
や
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
連
歌
の
座
に
も
、
日
常
の
小
さ
い
世
界
と
同
じ
よ
う
に
、
場
の
空
気
を
固
定
化
す
る
傾
向
が

あ
る
。
具
体
的
に
は
「
花
と
あ
る
に
は
梅
、
桜
。
紅
葉
と
あ
る
に
は
鹿
、
時
雨
。
雁
に
は
古
郷
、
田
」
（
二
六
二
）
と
い
う
よ
う
に
、
常
套

の
付
け
合
い
が
繰
り
返
さ
れ
や
す
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
連
想
の
堂
々
巡
り
を
阻
止
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
事
（
式
目
）
が
、
連

歌
に
は
用
意
さ
れ
て
い
る
。
連
歌
は
変
化
を
貴
ぶ
芸
術
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
感
情
が
つ
な
が
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
日
常
で
も
非
日
常
の
連
歌
で
も
、
く
し
が
ら
み
〉
を
生
み
や
す
い
と
い
う
点
に
変

わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
連
歌
の
座
は
、
も
と
も
と
〈
つ
な
が
り
〉
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
〈
つ
な
が
り
〉
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

連
歌
は
、
小
さ
い
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
感
情
の
〈
つ
な
が
り
〉
を
築
く
手
立
て
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
改
め
て
問
い
た
い
。
「
前
句
に
心
を
く
だ
く
こ
と
」
と
「
小
さ
い
世
界
の
思
い
や
り
」
と
は
、
ど
こ
が
違
う
の
か
。
和
辻
倫
理

学
に
お
い
て
「
個
性
の
円
成
」
へ
至
る
道
は
付
け
ら
れ
る
の
か
。

「
前
句
に
心
を
く
だ
く
こ
と
」
の
内
実
を
、
も
う
一
度
ふ
り
返
ろ
う
。
連
歌
は
変
化
を
貴
ぶ
芸
術
で
あ
る
。
個
性
的
な
付
句
は
連
歌
に
変

化
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
人
は
個
性
的
と
称
賛
さ
れ
る
こ
と
を
ね
ら
い
、
「
花
と
あ
る
に
は
梅
、
桜
」
式
の

句
を
出
し
や
す
い
。
し
か
し
、
み
な
が
納
得
す
る
よ
う
な
句
と
い
う
の
は
、
実
は
形
式
的
で
陳
腐
で
あ
る
。
そ
こ
で
心
敬
は
「
わ
が
句
を
面

白
く
つ
く
る
よ
り
は
、
他
人
の
句
を
あ
き
ら
め
侍
る
」
こ
と
を
薦
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
ほ
う
が
「
は
る
か
に
い
た
り
が
た
し
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
。

他
人
の
前
句
と
い
う
一
つ
の
具
体
的
な
情
景
の
な
か
に
は
、
無
限
に
展
開
で
き
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
、
伊
地
知

が
連
歌
の
説
明
に
用
い
た
例
を
借
用
し
て
み
る
弱
）
。

可
能
性
の
解
明
と
選
択

そ
こ
で
、
改
め
て
闇

学
に
お
い
て
「
個
性
の

（
こ
と
（
二
）
は
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
（
三
）
は
「
都
を
ば
霞
と
と
も
に
た
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
川
の
関
」
と
い
う
能
因
法
師

の
名
歌
に
因
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
他
に
も
多
様
な
付
け
合
い
が
可
能
で
あ
る
。
「
他
人
の
句
を
あ
き
ら
め
る
」
と
は
、
こ
の
無
限

春
夏
す
ぎ
て
秋
に
こ
そ
な
れ

（
一
）
雪
の
頃
ま
た
い
か
な
ら
ん
峰
の
松

（
二
）
花
ち
り
し
青
葉
桜
の
紅
葉
し
て

（
三
）
都
い
で
て
い
く
関
越
え
つ
白
河
や

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕
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思
い
や
り
の
向
こ
う
へ

で
は
、
こ
う
し
た
「
疎
句
」
の
心
得
は
、
日
常
の
小
さ
い
世
界
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

「
花
と
あ
る
に
は
梅
、
桜
」
式
の
対
応
は
、
日
常
の
場
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
式
の
対
応
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
前
句
に
紅
葉
と
あ
れ
ば
機

械
的
に
鹿
や
時
雨
を
出
す
よ
う
に
、
部
分
を
見
る
だ
け
で
で
き
る
反
応
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
思
い
嘆
く
人
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
人
の
望
む

上
の
句
は
、
思
い
嘆
く
自
分
に
問
い
慰
め
て
く
れ
る
人
が
な
ぜ
い
な
い
の
か
、
と
し
て
悲
壮
感
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
下
の
句

は
、
上
の
句
を
突
き
離
し
、
澄
ん
だ
叙
景
で
終
わ
ら
せ
る
。
こ
の
例
は
和
歌
で
あ
る
が
、
連
歌
で
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
心
敬
が
理
想
と

す
る
の
は
、
句
と
句
の
断
絶
と
独
立
が
あ
り
な
が
ら
、
微
妙
な
余
情
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
付
け
合
い
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
前
句

の
多
様
な
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ど
の
芽
を
伸
ば
せ
ば
前
句
か
ら
新
し
い
世
界
が
開
け
る
か
を
見
極
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
「
自
然
を
看
護
す
る
」
と
い
う
日
本
の
造
園
術
に
も
通
じ
る
心
得
が
窺
え
る
。

の
可
能
性
を
、
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
未
だ
表
に
現
わ
れ
て
い
な
い
可
能
性
に
も
思
い
を
馳
せ
る
。
こ
の

努
力
が
、
「
前
句
に
心
を
く
だ
く
こ
と
」
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
春
・
夏
・
秋
と
続
い
た
の
で
、
冬
の
雪
と
付
け
た
り
、
花
・
青
葉
・
紅
葉
と
付
け
た
り
す
る
の
で
は
、
優
等
生
的
な
硬
さ
を
免

れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
心
敬
は
も
っ
と
ゆ
る
や
か
な
付
け
合
い
を
好
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
さ
ふ
め
ご
と
』
に
お
い
て
、
心

敬
が
「
疎
句
」
と
し
て
称
揚
す
る
の
は
『
新
古
今
集
』
の
慈
鎮
の
歌
で
あ
る
。

思
ふ
こ
と
な
ど
問
う
人
の
な
か
る
ら
ん
仰
げ
ば
空
に
月
ぞ
さ
や
け
き
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な
の
で
あ
る
。

「
疎
句
」
で
は
、
下
の
句
が
上
の
句
を
突
き
放
す
。
思
い
嘆
く
人
に
寄
り
添
っ
て
、
同
じ
地
面
を
見
る
の
で
は
な
く
、
突
き
放
す
。
う
つ

む
く
人
に
は
見
え
ず
、
ま
た
期
待
も
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
明
月
に
、
別
の
人
は
気
が
つ
き
、
教
え
て
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一

歩
引
く
こ
と
で
、
状
況
の
全
体
を
多
角
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
変
更
が
、
「
疎
句
」
の
心
得
に
は
含
ま
れ
る
よ
う
に
思

た
す
こ
と
は
、
日
常
生
活
迄

句
」
の
心
得
な
の
で
あ
る
。

相
手
と
私
は
違
う
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
対
話
を
通
じ
て
お
互
い
を
理
解
し
合
う
と
い
う
道
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
心
敬
の
連
歌

論
に
つ
い
て
」
は
、
そ
の
道
を
選
ば
な
い
。
他
人
で
あ
る
な
ら
関
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
得
た
し
、
く
し
が
ら
み
〉
も
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
楽
し
い
〈
つ
な
が
り
〉
を
築
こ
う
と
い
う
心
得
な
の
で
あ
る
。

私
事
に
な
る
が
、
育
児
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
た
と
き
、
新
聞
記
事
の
あ
る
一
言
で
気
を
取
り
直
し
た
。
「
お
母
さ
ん
は
さ
な
が
ら
女
優

で
す
ね
」
。
人
生
を
旅
と
観
じ
て
救
い
を
得
ら
れ
る
な
ら
、
役
割
を
演
じ
こ
な
す
こ
と
で
、
ほ
ぐ
れ
る
く
し
が
ら
み
〉
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

通
り
に
慰
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
期
待
に
応
え
る
の
も
、
思
い
や
り
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果

た
す
こ
と
は
、
日
常
生
活
を
円
滑
に
営
む
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
こ
を
補
う
の
が
、
「
疎

し
た
が
っ
て
、
「
心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
を
倫
理
思
想
と
し
て
生
か
す
に
は
、
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
つ
ま
り
、
目
立
つ
部
分

の
み
に
反
応
せ
ず
、
目
立
た
な
い
全
体
を
も
見
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
役
割
だ
け
で
判
断
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
人
を
そ
の
人
と
し
て
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
案
外
む
つ
か
し
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
個
別
性
が
、
そ
の
人
と
私
の
間
柄
に
で
は
な
く
、
「
そ
と
」

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
人
の
全
体
に
眼
を
向
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
否
応
な
し
に
そ
の
人
と
私
の
断
絶
も
ま
た
眼
に
入
る
。
相
手
は
他
人

わ
れ
る
。

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕

六
九
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そ
の
と
き
、
役
割
を
こ
な
す
影
に
、
我
知
ら
ず
「
個
別
性
」
あ
る
い
は

凡
例「

心
敬
の
連
歌
論
に
つ
い
て
」
か
ら
の
引
用
は
、
増
補
改
訂
版
（
新
版
）

『
和
辻
哲
郎
全
集
第
二
十
三
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
を
用
い
、

引
用
の
あ
と
に
括
弧
に
入
れ
て
頁
数
を
示
し
て
い
る
。

注（
1
）
田
中
久
文
「
京
都
学
派
の
他
者
論
｜
｜
和
辻
・
三
木
・
西
国
｜

｜
」
、
竹
内
整
一
・
金
泰
昌
編
『
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
あ

わ
い

i
l公
共
す
る
世
界
を
日
本
に
さ
ぐ
る
l
l
H
東
京
大
学
出
版
会
、

二
O
一
O
年
、
三

O
七
』
三
二
八
頁
。

（
2
）
和
辻
は
「
円
成
」
に
ル
ビ
を
打
た
な
い
が
、
こ
れ
は
仏
教
用
語
で

あ
り
「
え
ん
じ
よ
う
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
心
敬
に
関
し
て
は
、
主
に
以
下
も
併
せ
て
参
照
し
た
。
伊
地

知
餓
男
司
連
歌
の
世
界
』
、
吉
川
弘
文
館
、
新
装
版
一
九
九
五
年
（
初

版
一
九
六
七
年
）
。
菅
基
久
子
『
心
敬
宗
教
と
芸
術
』
、
創
文
社
、

二

0
0
0年。

（4
）
米
山
優
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
1
を
創
造
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
｜
｜
〈
モ

ナ
ド
ロ
ジ
ッ
ク
で
ポ
リ
フ
オ
ニ
ツ
ク
な
日
本
の
哲
学
〉
に
向
け
て
｜
｜
」
、

『
日
本
哲
学
史
研
究
』
第
七
号
、
二

O
一
O
年
九
月
、
一
，
一
七
頁
。
米

山
は
「
連
歌
」
と
「
連
句
」
の
両
方
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
米
山
の
指

七。

「
個
性
」
が
円
成
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

摘
す
る
よ
う
に
、
「
連
歌
」
は
貴
族
的
な
芸
術
で
あ
り
、
「
連
句
」
は
庶
民

的
な
芸
術
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
両
者
の
聞
に
載
然
と
し
た
区

別
は
な
い
。

（5
）
伊
地
知
前
掲
書
、
三
一
七
頁
。
引
用
に
続
く
の
は
以
下
。
「
心
敬
の

美
や
風
雅
は
、
す
で
に
表
現
さ
れ
た
現
象
面
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
表
現
さ
れ
な
い
、
現
象
以
前
の
、
ま
た
は
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
、
断

絶
し
た
両
句
を
融
合
す
る
微
妙
深
甚
な
情
緒
・
心
情
の
う
ち
に
の
み
求
め

ら
れ
る
」
（
一
一
二
八
頁
）
。

（6
）
和
辻
は
明
倫
理
学
』
に
お
い
て
主
に
「
資
格
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
倫
理
学
一
般
に
お
い
て
は
「
役
割
」
と
い

う
概
念
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
し
、
ま
た
和
辻
の
随
筆
「
面
と

ベ
ル
ソ
ナ
」
で
も
「
役
割
」
概
念
に
関
す
る
考
察
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で

は
「
役
割
」
の
ほ
う
を
用
い
た
い
。

（
7
）
『
倫
理
学
』
の
次
の
件
を
参
照
し
た
。
「
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
人
間

結
合
の
真
の
構
造
を
見
出
す
と
思
う
。
も
し
結
合
が
個
人
の
結
合
と
し
て

共
同
性
の
廃
棄
た
る
個
人
を
前
提
と
し
、
そ
の
個
人
が
共
同
性
の
廃
棄
と

し
て
す
で
に
結
合
を
前
提
と
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
循
環

に
す
ぎ
な
い
。
（
中
略
）
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
結
合
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
の
程
度
に
空
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
だ
か
ら
こ
そ

強
制
は
、
個
人
へ
の
外
か
ら
の
強
制
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
己



れ
の
本
源
か
ら
の
強
制
で
あ
り
得
る
」
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
第
十
巻
』
、

岩
波
書
店
、
一
二
三
‐
一
二
四
頁
）
。

（
８
）
佐
々
木
健
一
『
美
学
辞
典
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、

一
五
頁
。

（
９
）
前
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
、
）
坂
部
恵
は
和
辻
の
思
想
を
参
照
し
な
が
ら
、
「
人
間
」
を
〈
関
係
の

束
〉
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
間
柄
」
「
役
柄
」
「
人
柄
」
と
い
っ
た
意
味
を

含
み
も
つ
く
柄
の
束
〉
と
し
て
捉
え
る
試
み
を
展
開
し
て
い
る
。
坂
部
恵

『
仮
面
の
解
釈
学
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
九
三
頁
。

（
皿
）
金
子
金
次
郎
・
雲
英
末
雄
・
輝
峻
康
隆
・
加
藤
定
彦
校
注
・
訳
『
連

歌
集
俳
譜
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
一
、
小
学
館
、
二
○
○
一

年
、
二
八
六
‘
二
八
七
頁
。

（
吃
）
金
子
前
掲
書
、
二
八
一
頁
掲
載
の
新
田
尚
純
『
連
歌
会
席
式
』
の

引
用
よ
り
。
続
く
括
弧
内
の
引
用
も
、
二
八
一
頁
よ
り
。

（
旧
）
西
野
春
雄
・
羽
田
昶
編
『
能
・
狂
言
辞
典
』
、
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
、

二
二
六
頁
。

（
ｕ
）
大
岡
信
・
岡
野
弘
彦
・
丸
谷
才
一
『
わ
た
し
た
ち
の
歌
仙
』
、
岩
波

書
店
（
岩
波
新
書
）
、
二
○
○
八
年
。
丸
谷
ら
は
「
連
句
」
の
ス
タ
ン
ス

で
句
を
詠
ん
で
い
る
。

（
焔
）
周
知
の
よ
う
に
、
昨
年
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
著
、
鬼
澤
忍
訳
『
こ

れ
か
ら
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
ｌ
い
ま
を
生
き
延
び
る
た
め
の
哲
学

個
性
の
円
成
〔
田
中
〕

ｌ
』
（
早
川
普
房
、
二
○
一
○
年
）
が
、
哲
学
の
専
門
書
と
し
て
は
異

例
の
売
れ
行
き
を
見
せ
た
。

（
肥
）
両
人
の
対
淡
集
が
思
い
起
こ
さ
れ
よ
う
。
安
田
武
・
多
田
道
太
郎

。
「
い
き
」
の
構
造
』
を
読
む
』
、
朝
日
新
聞
社
（
朝
日
選
書
）
、
一
九
七
九
年
。

「
い
き
」
も
ま
た
、
遊
郭
と
い
う
苦
界
の
美
意
識
で
あ
っ
た
。

（
Ⅳ
）
安
田
武
・
多
田
道
太
郎
編
・
箸
『
日
本
の
美
学
』
、
・
へ
り
か
ん

社
、
一
九
七
八
年
。
あ
と
が
き
（
旧
版
）
に
よ
れ
ば
、
初
版
は
風
涛
社
、

一
九
七
○
年
で
あ
る
ら
し
い
。

（
旧
）
日
本
文
化
会
議
編
『
日
本
美
は
可
能
か
ｌ
美
意
識
と
倫
理
ｌ
』

東
西
文
化
比
較
研
究
、
研
究
社
、
一
九
七
三
年
。

（
四
）
安
田
・
多
田
前
掲
書
、
七
頁
。

（
卯
）
安
田
・
多
田
前
掲
番
、
四
五
頁
．

（
別
）
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』
、
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）
、
一
九
七
九
年
、

二
六
七
頁
。

（
理
）
和
辻
前
掲
番
、
二
六
七
‐
二
六
八
頁
。

（
羽
）
和
辻
哲
郎
『
風
土
ｌ
人
間
学
的
考
察
ｌ
』
、
岩
波
書
店
（
岩
波

文
庫
）
、
一
九
七
九
年
、
二
○
九
頁
。

（
鯉
）
和
辻
前
掲
書
、
二
二
六
頁
。

（
弱
）
和
辻
前
掲
書
、
二
四
二
‐
二
四
三
頁
。

（
妬
）
連
歌
の
発
句
に
は
、
興
行
の
時
節
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
こ
れ
が
俳

句
の
制
約
で
あ
る
季
語
と
な
っ
た
。

七
一



あ
ろ
う
．

（
”
）
和
辻
前
掲
書
、
一
九
八
頁
を
参
照
。

（
調
）
『
倫
理
学
』
で
は
、
「
人
と
人
と
の
間
」
に
「
信
頼
」
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
「
信
頼
」
は
理
性
に
よ
っ
て
は
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
で

（
調
）
伊
地
知
前
掲
書
、
三
‐
五
頁
。

日
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