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粋
な
生
命
は
自
ら
神
理
に
協
う
の
で
あ
る
。
美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
意
に
協
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
一
体
と
な
っ
た
境
地
は
小
さ
い
自
己
を
忘
却
し
て
天
に
い
た
る
感
動
無
我
の
世

界
、
そ
こ
は
中
央
の
五
の
世
界
、
そ
こ
は
天
之
御
柱
の
世
界
で
天
之
御
中
主
神
の
世
界
に
い
た

る
位
で
あ
る
。
偉
大
な
る
生
命
の
須
佐
男
命
の
感
動
か
ら
生
れ
た
響
、
和
歌
は
自
ら
伊
邪
那

岐
伊
邪
那
美
の
神
言
に
協
い
、
神
々
も
弥
栄
へ
を
祝
し
た
ま
う
て
、
い
よ
い
よ
に
白
雲
を
四
方
八

方
に
立
ち
騰
ら
し
め
給
う
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
女
の
道
の
み
で
は
な
い
こ
の
陰
陽
奇
遇
の
道

に
協
っ
た
と
き
、
天
之
御
中
主
神
の
神
霊
に
触
れ
て
一
大
感
動
が
全
身
心
に
み
ち
る
の
で
あ

る
。伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は
最
極
の
教
示
で
あ
る
。 

 

美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
聖
神
妙
な
る
が
故
に
隠
所
に
お
こ
す
も
の
、
八
雲
八
重
垣
の
奥

深
く
「
つ
ま
ご
み
」
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
性
で
あ
る
。
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず

ん
ば
、
そ
の
子
孫
に
純
粋
な
る
人
の
子
は
生
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

 

神
道
（
五
）（
大
和
世
界
の
建
設
） 

 
 
 
 
 
 

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記 

 

北
と
一

は
じ
め 

(

３) 

 
 
―

八
卦
と
洪
範
九
疇

こ
う
は
ん
き
ゅ
う
ち
ゅ
う―

 

 

 
 

「
つ
ま
ご
み
」
の
歌 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
後
に
出
て
く
る
速
須
佐
男
命
の
「
つ
ま
ご
み
」
の
御
歌
で
あ
る
。

日
本
武
尊
、
雄
略
天
皇
な
ど
歌
は
英
雄
の
生
命
か
ら
鳴
り
響
き
出
ず
る
も
の
か
。
日
本
の
敷
島

の
道
で
あ
る
和
歌
の
は
じ
め
が
、
最
も
荒
ぶ
る
神
で
あ
り
後
英
雄
神
と
な
ら
れ
た
須
佐
男
命
に

よ
っ
て
詠
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
は 

 
    

 

や
く
も
た
つ 

出
雲
八
重
垣 

つ
ま
ご
み
に 

八
重
垣
つ
く
る 

其
の
八
重
垣
を 

櫛
名
田
比
売
を
娶
ら
れ
て
、
そ
の
籠
り
寝
る
べ
き
寝
所
の
宮
に
八
重
垣
を
お
作
り
に
な
っ
た
と
き

そ
の
「
す
が
す
が
し
い
」
と
お
喜
び
に
な
っ
た
須
賀
の
地
か
ら
雲
が
立
ち
騰
っ
た
の
で
あ
る
。
感
動

の
籠
っ
た
絶
唱
で
あ
る
。
私
は
こ
の
歌
を
唱
し
て
、
前
述
の
河
図
洛
書
の
象
を
思
い
出
す
。湧
き
出

づ
る
四
方
の
白
雲
の
中
に
こ
も
り
給
っ
た
須
佐
男
命
と
櫛
名
田
比
売
。
「
汝
は
右
よ
り
廻
り
逢

え
、
我
は
左
よ
り
廻
り
逢
わ
ん
」
と
約ち

ぎ

り
て
美
斗
能
麻
具
波
比
せ
ら
れ
た
御
祖
の
神
言
が
こ
こ

で
自
ら
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
雲
八
重
垣
は
周
囲
の
四
つ
ま
た
は
八
つ
の
数
で
あ
る
。

河
図
に
お
い
て
は
、
陽
三
が
左
旋
し
て
二
を
取
り
、
陰
四
が
右
旋
し
て
一
を
取
り
五
と
な
っ
て
中

の
宮
に
こ
も
る
。
洛
書
に
お
い
て
は
、
北
の
一
が
東
の
三
、
南
の
九
、
西
の
七
、
と
左
旋
し
、
南
西
の

二
が
東
南
の
四
、
北
東
の
八
、
西
北
の
六
と
右
旋
し
て
中
央
の
隠
所
の
宮
で
美
斗
能
麻
具
波
比

し
て
国
産
み
神
産
み
を
な
さ
れ
た
そ
の
こ
と
と
符
節
を
合
せ
て
相
協
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
純 
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第
二
章 

農
の
史
学
的
考
察 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

菅
原 

兵
治 

～
第
二
節 

本
邦
史
的
変
遷
概
観
～ 

 

 
 
 

鎌
倉
開
幕 

 

而
し
て
藤
平
両
氏
滅
亡
の
跡
に
鑑
み
て
、
京
都
が
到
底
「
質
」
の
地
で
無
い
こ
と
を
知
っ
た
頼

朝
は
、
遂
に
幕
府
を
関
東
の
地
鎌
倉
に
開
い
た
。
鎌
倉
の
地
た
る
や
、
義
家
以
来
源
家
の
勢
力

を
扶
植
し
た
処
と
は
い
え
、
当
時
は
全
く
未
開
夷
狄
の
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
其
処
に
中
央

政
府
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
如
何
に
浮
文
に
堕
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
が
窺
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
上
の
好
む
処
下
之
よ
り
甚
だ
し
き
は
無
し
。
か
く
て
鎌
倉
幕
府
は
、
最
も
質
の
政
教

の
漲
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
の
政
治
が
質
の
政
治
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
喋
々
を
要

せ
ぬ
処
で
あ
ろ
う
。
然
し
此
処
に
其
の
最
も
著
し
い
特
徴
と
し
て
、
そ
の
政
治
が
、
尚
武
的
に
し

て
簡
易
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
地
方
の
自
治
を
重
ん
じ
て
常
に
地
方
人
民
の
間
に
勢
力
を

扶
植
し
、
そ
の
利
福
を
保
護
し
た
こ
と
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
道
徳
の
方
面
よ
り
之
を

見
る
に
、
私
共
の
見
遁
し
て
は
な
ら
ぬ
武
士
道
が
あ
る
。
武
士
道
は
種
々
の
方
面
よ
り
観
察
す

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、私
は
之
を
質
の
道
徳
で
あ
る
と
謂
い
た
い
。
次
に
宗
教
界
よ
り

見
る
も
矢
張
り
質
の
宗
教
が
勃
興
し
て
い
る
。
平
安
時
代
に
発
達
し
た
真
言
天
台
の
二
宗
は
、

其
の
末
期
に
到
っ
て
は
已
に
浮
文
的
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
之
に
対
し
て
新
し
く
勃
興
し
た
宗

教
が
、
禅
宗
で
あ
り
、
浄
土
宗
で
あ
り
、
日
蓮
宗
で
あ
る
。
之
等
の
宗
教
は
各
々
特
徴
は
あ
る
も
、

宗
教
を
華
麗
煩
瑣
な
る
儀
式
と
理
論
的
学
問
か
ら
解
放
し
て
、
簡
潔
純
一
な
る
実
行
的
教
義

を
以
て
国
民
に
臨
ん
だ
点
に
於
て
、
正
し
く
質
の
宗
教
と
称
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
鎌

倉
時
代
の
初
中
期
に
は
、
其
の
政
治
に
於
て
、
其
の
道
徳
に
於
て
、
其
の
宗
教
に
於
て
、
何
れ
も

溌
剌
た
る
質
の
精
神
気
魄
が
横
溢
し
て
い
た
。
そ
の
最
も
力
強
い
証
拠
は
、
彼
の
蒙
古
襲
来
に

対
し
て
、
雄
々
し
く
も
示
し
た
鎌
倉
武
士―

―

否
、
そ
れ
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
し
日
本
国
民

す
べ
て
の
「
驀
直
去

ま
く

じ
き

こ

」
底
の
態
度
で
あ
っ
た
。
不
祥
の
想
像
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
若
し
彼
の
元

寇
来
襲
が
、
平
安
公
卿
の
治
世
に
於
て
な
ら
ば
、
果
し
て
如
何
な
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。 

 

（
注
）
元
の
使
者
が
日
本
国
の
臣
従
を
強
要
す
る
国
書
を
持
し
て
来
る
や
、
執
権
時
宗
は
日

頃
参
禅
せ
し
祖
元
禅
師
を
訪
う
て
尋
ね
た
。 

 

「
大
事
到
来
す
、如
何
か
回
避
せ
ん
」 

 

禅
師
大
喝
し
て
曰
く 

 

「
驀ま

く

直
去

じ

き

こ

！
」…

…

（
驀
直

ま
っ
し
ぐ
ら

に
去
け
！
） 

 

か
く
て
頼
朝
の
浮
文
を
恐
る
る
周
到
な
る
用
意
は
果
し
て
其
の
効
果
が
あ
っ
た
。
頼
家
は

種
々
の
事
情
で
三
代
で
亡
ん
だ
と
は
い
え
、
其
の
幕
府
は
北
条
の
滅
亡
ま
で
続
い
た
。—

—

否
、

見
よ
う
に
よ
っ
て
は
足
利
徳
川
を
通
じ
て
明
治
維
新
ま
で
続
い
た
。
（
彼
等
は
皆
源
氏
の
流
で

あ
る
と
称
し
、
且
つ
そ
れ
を
誇
り
と
し
た
。
か
く
し
な
け
れ
ば
天
下
の
武
人
が
其
の
幕
府
に
信

服
せ
ぬ
ま
で
に
源
氏
の
力
が
長
く
支
配
力
を
有
し
て
い
た
と
見
得
る
の
で
あ
る
。
）
然
し
こ
の

長
き
七
百
年
の
武
家
政
治
に
も
幾
た
び
か
の
汚
隆
が
あ
っ
た
。
今
こ
れ
ら
の
循
環
を
ま
た
文
質

交
替
史
観
に
よ
っ
て
眺
め
て
見
る
こ
と
と
す
る
。 

 

浮
文
に
堕
す
る
こ
と
を
極
度
に
警
戒
し
た
鎌
倉
幕
府
は
、
流
石
其
の
政
治
の
質
実
さ
を
失
わ

ず
、
代
々
の
執
権
に
は
、
矢
張
り
そ
れ
に
相
応
し
い
為
政
者
を
出
し
て
い
る
。
（
時
頼
の
如
き
は

行
脚
僧
の
姿
で
農
村
の
視
察
を
さ
え
試
み
て
い
る
。
）
然
し
其
の
末
期
に
到
っ
て
は
、
一
面
に
於

て
元
寇
の
戦
勝
に
伴
う
奢
侈
弛
緩
と
、
髙
時
の
如
き
惰
弱
暗
愚
な
為
政
者
の
出
た
こ
と
と
は
、

浮
文
的
状
態
を
現
出
し
、
そ
れ
に
一
面
に
於
て
極
端
に
武
を
偏
重
せ
し
結
果
は
人
心
を
し
て

瀆
武
に
堕
せ
し
め
、
か
く
て
鎌
倉
末
期
は
遂
に
世
紀
末
的
現
象
を
現
出
し
、
浮
文
と
瀆
武
と
の

両
面
に
逸
脱
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
    

建
武
中
興 

 

此
の
機
に
乗
じ
て
兼
ね
て
多
年
武
家
の
優
越
を
快
し
と
し
な
か
っ
た
京
都
の
公
卿
一
派
が
、

政
権
を
鎌
倉
か
ら
京
都
に
回
収
し
た
の
が
建
武
の
中
興
で
あ
る
。然
し
茲
に
私
共
の
深
く
考
え

ね
ば
な
ら
ぬ
一
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
社
会
的
大
改
革
は
、
常
に
「
質
」
の
所
有
者
が
錦
旗

―
―

然
り
、
そ
は
我
が
皇
国
の
造
化
の
主
体―

―

至
尊
の
象
徴
で
あ
る
。―

―

そ
の
錦
旗
を
奉

じ
て
断
行
す
る
処
に
、
本
格
的
な
る
成
功
の
力
が
あ
る
。
然
る
に
憾
む
ら
く
は
建
武
の
中
興
は

何
れ
か
と
い
え
ば
「
文
」
が
「
質
」
を
倒
さ
ん
と
し
た
も
の
と
見
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
等
の

尊
王
盡
忠
の
壮
烈
な
る
精
神
は
、
楠
木
正
成
や
新
田
義
貞
の
苦
闘
は
別
と
す
る
も
、
兒
島
高

徳
の
赤
誠
や
、
北
畠
親
房
の
思
想
等
に
、
何
れ
か
と
い
え
ば
文
的
表
現
と
し
て
は
極
め
て
尊
い

も
の
を
遺
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
政
治
に
至
っ
て
は
政
権
の
後
に
之
を
支
持
す
べ
き
強
力

な
る
実
力
無
く
、且
つ
其
の
政
治
が
兎
も
す
れ
ば
中
央
偏
重
に
走
っ
て
地
方
民
正
の
幸
益
を
忘

れ
勝
ち
で
あ
り
、
且
つ
為
政
の
局
に
當
る
者
が
自
己
の
名
利
に
走
れ
る
等
の
事
情
で
、
京
都
貴

族
の
政
治
は
浮
文
的
状
態
に
陥
り
易
く
、
諸
国
の
武
士
の
中
に
は
却
っ
て
こ
の
新
政
治
を
喜
ば

ぬ
者
あ
る
に
至
り
、
斯
く
て
五
十
余
年
に
し
て
世
は
再
び
武
家
党
の
頭
目
た
る
足
利
氏
の
手
に

収
め
ら
る
る
に
到
っ
た
。―

―

勿
論
そ
の
進
退
に
於
て
順
逆
を
誤
り
し
罪
は
容
す
べ
か
ら
ざ
る
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も
、
兎
に
角
事
実
は
然
う
な
っ
た
の
で
あ
る
。
帰
質
の
道
を
講
ぜ
ざ
る
改
革
は
其
の
赤
誠
の
焔

の
赫
灼
た
る
に
も
似
ず
、か
く
て
惜
し
む
ら
く
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  
    

足
利
時
代 

 

か
く
の
如
く
に
し
て
世
は
忽
ち
に
し
て
又
足
利
幕
府
の
武
家
政
治
に
還
っ
て
し
ま
っ
た
。
然
る

に
足
利
尊
氏
は
当
時
の
事
情
上
止
む
を
得
ず
と
は
い
え
、
幕
府
を
「
文
」
の
地
京
都
に
開
い
た
。

尊
氏
が
幕
府
を
京
都
に
開
い
た
こ
と
は
、
正
し
く
一
大
禍
根
で
あ
っ
た
。
此
処
に
在
っ
て
京
都
公

卿
に
威
勢
を
示
し
、
之
を
懐
柔
し
抑
制
し
て
行
く
に
は
、
畢
竟
黄
白
の
力
を
借
り
ね
ば
な
ら
ず
、

か
く
て
足
利
幕
府
は
開
幕
の
当
時
よ
り
既
に
経
済
生
活
に
於
て
無
理
算
段
を
敢
え
て
な
し
て

ま
で
も
、浮
文
的
虚
勢
を
張
る
こ
と
に
汲
々
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
代
将
軍
義

光
が
明
の
正
朔
を
奉
ず
る
が
如
き
も
、
実
に
こ
の
為
で
あ
っ
た
。 

                  

本
を
繙
け
ば                               

三
浦 

夏
南 

  

先
日
あ
る
大
先
輩
か
ら
菅
原
兵
治
先
生
関
連
の
本
を
頂
き
、
そ
の
中
に
安
岡
先
生
の
『
陽
明

学
十
講
』
が
あ
っ
た
の
で
お
も
む
ろ
に
開
い
て
見
る
と
、
「
自
治
自
任
論
」
の
文
字
が
目
に
飛
び

込
ん
で
き
た
。
常
日
頃
自
治
の
事
を
考
え
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
そ
の
文
字
が
向
こ
う
か
ら
や
っ

て
来
た
よ
う
に
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
だ
が
よ
く
あ
る
こ
と
で
、た
ま
た

ま
開
い
た
ペ
ー
ジ
に
求
め
て
い
た
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。ま
る
で
、本
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
か
の

よ
う
に
必
要
な
知
識
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
く
づ
く
無
意
識
の
力
、
目
に
見
え
ぬ
力
の
大

き
さ
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
目
に
見
え
る
も
の
は
分
り
易
く
、
全
て
は
目
に
見
え
、
音
に
消
え

る
も
の
の
集
積
で
結
実
す
る
よ
う
に
錯
覚
す
る
が
、目
に
見
え
る
も
の
は
実
は
そ
の
背
後
に
あ

る
も
の
の
結
果
或
は
現
象
に
過
ぎ
ず
、
実
は
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
、
全
体
の
九
割
を
占
め

て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氷
山
の
一
角
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
現
象
的
に

目
に
見
え
、
音
に
聞
こ
え
る
我
々
の
経
験
は
こ
の
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
を
教
育
に
置
き
換
え
て
考
え
る
。
今
の
教
育
は
個
人
の
努
力
、
勉
強
を
過
度
に
重
ん
ず

る
嫌
い
が
あ
る
。
確
か
に
個
人
の
努
力
は
尊
い
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
の
為
し
得
る
勉
強
は
そ
の

家
が
長
い
間
に
作
り
上
げ
て
来
た
家
風
に
勝
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
は
永
き
年
月
の
中
に
育

ま
れ
た
暖
か
で
且
つ
厳
し
い
家
の
雰
囲
気
に
化
せ
ら
れ
て
、
自
然
に
人
格
を
形
成
す
る
も
の
で

あ
る
。
個
人
の
努
力
は
家
風
と
い
う
畑
に
生
育
す
る
花
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

そ
の
畑
を
次
世
代
の
為
に
肥
や
す
肥
料
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
現
代
は
皆
が

養
分
も
な
い
の
に
、
無
理
に
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
す
る
。
花
や
実
は
付
け
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
そ

の
根
幹
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
無
理
に
畑
を
肥
や
せ
ば
、
化
成
肥
料
の
如
く
、
土
を
壊
す
こ

と
と
な
る
。
植
物
に
当
り
前
の
事
が
人
間
の
教
育
と
い
う
一
大
事
に
於
て
は
全
く
で
き
て
い
な

い
。
こ
の
事
に
関
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
安
岡
先
生
の
教
え
で
、
ど
の
著
書
に
あ
っ
た
お
言
葉

か
定
か
で
は
な
い
が
、
親
が
身
分
不
相
応
の
出
世
を
す
る
と
子
や
孫
が
栄
え
よ
う
と
思
っ
て
も

栄
え
ら
れ
な
い
。
本
当
に
賢
い
父
親
は
常
に
身
を
慎
み
、
内
に
学
問
を
積
ん
で
、
外
に
必
要
以
上

に
自
ら
を
表
さ
ぬ
謹
厳
な
る
処
世
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
事
を
書
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
老
荘
流
の
世
捨
て
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
人
を
個

人
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
国
家
家
族
の
大
き
な
流
れ
の
中
の
一
部
と
し
て
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人
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
人
を
一
族
一
体
の
一
部
分
と
し
て
考
え
な
い
か
ら
、
小
粒
で
器
用
で

妙
に
専
門
的
な
人
間
が
出
来
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
農
に
勤
し
み
、
一
族
一
体
で
相
親
し
み
、

内
に
は
学
を
蓄
え
、
外
に
は
武
を
嗜
む
。
学
問
は
広
く
神
道
を
基
盤
と
し
て
儒
教
、
仏
教
も
学

び
、
西
洋
の
学
術
に
も
通
ず
る
。
武
道
は
実
践
的
で
あ
り
な
が
ら
求
道
的
で
も
あ
る
。
あ
る
時

は
教
育
者
と
し
て
現
わ
れ
、
あ
る
時
に
は
政
治
家
と
し
て
実
務
を
論
じ
、
あ
る
時
に
は
運
動
家

と
し
て
実
力
行
使
も
厭
わ
な
い
。斯
く
の
如
き
幕
末
の
志
士
達
の
如
き
重
厚
に
し
て
壮
大
な
全

人
的
と
も
言
う
べ
き
英
才
は
決
し
て
個
人
的
な
知
識
の
集
積
、
現
象
的
な
経
験
の
蓄
積
に
よ
っ

て
至
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
複
数
の
人
間
が
一
人
の
内
に
同
居
し
て
い
る
か
の
如
く

で
あ
る
。
如
く
と
い
う
よ
り
も
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
志
士
の
内
に
は
家
族
の
魂
、
祖
先

の
魂
が
息
づ
き
、
そ
れ
が
具
体
的
に
活
動
状
態
に
あ
る
の
だ
。我
々
現
代
人
は
こ
の
横
に
繋
が
り
、

縦
に
通
ず
る
無
限
力
の
回
路
を
切
断
し
て
置
い
て
、
或
る
種
無
意
味
な
努
力
を
こ
の
肉
体
の

上
に
積
み
重
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
で
は
吉
田
松
陰
先
生
や
西
郷
南
洲
翁
に
追
い
つ

け
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
前
提
が
違
う
の
で
あ
る
。 

 

我
々
は
歴
史
上
の
人
物
を
見
る
時
常
に
遅
れ
て
い
る
、
届
か
な
い
と
の
感
を
抱
く
が
、
こ
の
距

離
は
我
々
一
世
代
の
距
離
で
は
な
い
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
だ
。先
生
方
が
立
っ
た
ス
タ

ー
ト
ラ
イ
ン
か
ら
考
え
れ
ば
、
我
々
は
マ
イ
ナ
ス
の
位
置
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
が
自
覚
で
き
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
そ
こ
ま
で

少
な
く
と
も
何
世
代
か
か
る
か
が
、朧
気
な
が
ら
見
え
て
来
る
。
そ
の
時
初
め
て
何
を
学
び
、
実

践
す
べ
き
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。戦
前
の
昭
和
維
新
志
士
達
が
行
き
詰
ま

る
世
界
と
の
競
争
の
中
に
あ
っ
て
何
故
に
農
本
を
唱
え
、
自
治
を
叫
ん
だ
の
か
、
事
務
に
最
も

通
じ
、
未
来
を
見
通
し
た
先
生
方
が
何
故
迂
遠
と
罵
ら
れ
る
道
に
進
ん
で
行
か
れ
た
の
か
。
自

ら
考
え
、
実
行
し
な
け
れ
ば
生
き
残
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
過
酷
な
日
本
の
現
実
が
そ
こ
ま
で

来
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル
と
揶
揄
さ
れ
、
戦
後
の
虚
構
の
繁
栄
の
中
に
言
い

訳
を
求
め
続
け
て
来
た
日
本
も
、
今
ま
で
は
ア
ニ
マ
ル
で
あ
っ
て
も
ま
だ
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
で
は
あ

る
と
の
虚
勢
が
あ
り
、
一
目
は
置
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
今
や
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
の
文
字
を
失

っ
て
ア
ニ
マ
ル
と
な
り
果
て
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
シ
ナ
、
ア
メ
リ
カ
、ロ
シ
ア
等
の
列
強
は
我
々
を

文
字
通
り
ア
ニ
マ
ル
と
し
て
扱
い
始
め
る
で
あ
ろ
う
。
斯
く
の
如
き
窮
地
か
ら
こ
そ
自
存
自
衛

の
心
が
生
ま
れ
、
自
治
自
活
の
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
そ
の
基
盤
は
常
に
目
に

見
え
な
い
世
界
に
あ
る
こ
と
を
心
に
留
め
て
為
す
べ
き
こ
と
に
邁
進
し
た
い
と
思
う
。 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵  

 
   

今
月
は
、
ネ
ギ
の
収
穫
、
来
年
の
里
芋
の
準
備
、
ニ
ン
ニ
ク
、
玉
ね
ぎ
の
定
植
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

の
手
入
れ
を
し
ま
し
た
。 

 

ま
ず
は
今
月
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
い
た
ネ
ギ
で
す
。今
春
に
は
低
迷
し
て
い
た
ネ
ギ
の
価

格
が
、
秋
に
な
っ
て
高
騰
し
た
た
め
、
現
在
は
春
の
三
倍
の
値
段
で
取
引
さ
れ
て
い
ま
す
。
朝
家

を
出
る
と
軽
ト
ラ
に
コ
ン
テ
ナ
を
積
み
こ
み
、
ネ
ギ
の
畑
に
向
か
う
の
が
日
課
に
な
り
ま
し
た
。

雨
が
降
る
と
ネ
ギ
が
水
を
吸
い
、
柔
ら
か
く
な
っ
て
折
れ
や
す
く
な
る
た
め
、
晴
れ
の
日
が
続
く

時
が
収
穫
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
ネ
ギ
の
葉
が
折
れ
な
い
よ
う
慎
重
に
コ
ン
テ
ナ
に
積
め
て
い
き
ま

す
。
持
ち
帰
る
と
、
水
を
張
っ
た
桶
で
根
に
つ
い
た
土
を
洗
い
落
と
し
、
折
れ
や
虫
食
い
、
病
気
が

無
い
か
も
確
認
し
な
が
ら
、
一
つ
一
つ
の
ネ
ギ
の
外
皮
を
剥
い
て
行
き
ま
す
。
そ
れ
が
五
百
グ
ラ

ム
に
な
る
と
一
束
に
ま
と
め
、
段
ボ
ー
ル
に
詰
め
て
い
き
ま
す
。
十
束
で
き
る
と
五
キ
ロ
の
段
ボ

ー
ル
に
入
れ
、
地
元
の
青
果
会
社
に
持
っ
て
い
き
ま
す
。
七
月
の
月
報
を
見
返
す
と
、
夏
に
は
夫

婦
二
人
で
一
箱
を
詰
め
る
の
に
一
時
間
か
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
二
人
で
一
箱
二
、
三
十

分
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
何
で
も
慣
れ
る
と
手
際
が
良
く
な
る
こ
と
を
実
感
し
ま

す
。 

 

続
い
て
里
芋
の
準
備
で
す
。
来
年
は
里
芋
を
中
心
に
育
て

よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
、
来
春
に
五
反
の
里
芋
が
定
植
で

き
る
よ
う
、
畑
に
鶏
糞
を
ふ
っ
て
い
き
ま
す
。
肥
料
は
直
前
に

ま
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
鶏
糞
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
ま
い
て

発
酵
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
段
取
り
よ
く

進
め
な
け
れ
ば
、
天
候
に
左
右
さ
れ
て
仕
事
が
遅
れ
る
こ
と

も
あ
る
た
め
、
最
初
の
計
画
も
重
要
で
す
。 

 

ま
た
、
ニ
ン
ニ
ク
や
玉
ね
ぎ
の
定
植
も
行
い
ま
し
た
。
今
年

は
、
自
分
達
が
去
年
育
て
た
ニ
ン
ニ
ク
を
種
に
し
て
植
え
て

行
き
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
自
分
達
が
育
て
た
野
菜
か
ら
種
を
取
り
、
そ
れ
を
次
の
年
へ
と
繋

い
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

最
後
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
に
つ
い
て
で
す
。
最
近
は
、
先
月
定
植
し
た
ア
ス
パ
ラ
の
ハ
ウ
ス
に
毎
朝
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様
子
を
見
に
行
き
、
ハ
ウ
ス
の
窓
を
開
け
て
換
気
を

し
た
り
、
水
や
り
を
し
た
り
、
枯
れ
た
葉
を
落
と
し

た
り
し
て
い
ま
す
。
始
め
は
苗
に
手
で
水
を
や
っ
て

い
ま
し
た
が
、
全
て
の
苗
に
十
分
な
水
を
や
ろ
う
と

す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
半
日
か
か
っ
て
し
ま
う
た
め
、

ス
ミ
ホ
ー
ス
と
い
う
ホ
ー
ス
を
各
苗
の
横
に
這
わ

せ
、
そ
れ
を
使
っ
て
水
や
り
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。こ
の
お
蔭
で
、
十
分
も
あ
れ
ば
全
て
の
苗
に
た
っ

ぷ
り
と
水
を
や
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
カ
月
ほ
ど
前

に
定
植
し
た
ア
ス
パ
ラ
の
苗
は
次
々
に
新
し
い
芽
を
つ
け
、

順
調
に
育
っ
て
い
ま
す
。
ア
ス
パ
ラ
は
他
の
野
菜
と
は
違
い
、

地
中
に
根
を
張
り
、
約
二
十
年
も
の
間
同
じ
株
か
ら
次
々

に
新
た
な
芽
を
出
す
野
菜
で
す
。
こ
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
苗

が
老
い
る
頃
に
は
、
三
浦
家
の
勤
皇
村
は
ど
の
よ
う
に
発
展

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
な
が
ら
、
次
作
の
準
備
の
た

め
、今
日
も
畑
へ
と
向
か
い
ま
す
。 

      

 

     

★
活
動
報
告 

 

・
十
一
月
二
十
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

相
談
会
「
三
間
村
塾
再
建
に
向
け
て
」 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 

・
十
一
月
二
十
三
日
（
土
）
十
三
時
～ 

秋
季
例
大
祭
（
初
穂
祭
） 

 
 
 

大
和
神
社
（
愛
媛
県
東
温
市
樋
口
） 

  

・
十
一
月
二
十
七
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

勉
強
会
『
古
事
記
』 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 

★
今
後
の
予
定 

 

・
十
二
月
十
一
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

相
談
会
「
三
間
村
塾
再
建
に
向
け
て
」 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 
 

 

・
十
二
月
十
八
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時
勉
強
会
『
古
事
記
』 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周

囲
の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ

と
を
願
い
、
活
動
を
行
つ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

年
会
費 

・
一
般
会
員 

 
 
 
 
 

三
千
円 

・
賛
助
会
員 

 
 

 
 
 

一
万
円 

・
特
別
賛
助
会
員 

 
 

 

三
万
円 

・
支
援
会
員 

 
 
 
 
 

一
万
円 


