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世
界
思
想
と
し
て
の
国
体
論
と
世
界
皇
化

荒

谷

　

卓

　

今
泉
定
助
先
生
の
神
道
思
想
は
、
世
界
人
類
を
救
済
せ
ず
に
は

止
ま
ぬ
一
心
に
溢
れ
た
世
界
思
想
で
あ
る
。
そ
の
骨
幹
を
な
す

「
国
体
論
」
と
「
皇
道
論
」
は
、
宇
宙
創
元
以
来
、
世
界
が
一
体

で
あ
る
と
い
う
原
理
と
、
そ
の
原
理
を
顕
現
す
る
た
め
の
行
動
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
醜
聞
な
る
日
本
人
論
を
世
界
に
定
着
さ
せ
た

ル
ー
ス･

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
よ
う
に
、
悪
意
と
偏
見
を
も
っ
て
日

本
文
化
を
否
定
す
る
立
場
の
人
々
は
、「
国
体
論
」
と
い
え
ば
封

建
的
で
差
別
的
な
階
層
社
会
を
正
当
化
す
る
卑
劣
な
理
論
と
し
、

ま
た
、
こ
れ
を
世
界
的
に
拡
張
す
る
た
め
の
悪
意
の
計
画
が
「
世

界
皇
化
論
」
と
断
定
し
て
い
る
。
常
識
的
な
戦
後
日
本
人
で
さ
え
、

そ
れ
が
日
本
民
族
を
優
越
的
に
鼓
舞
す
る
独
善
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
で
あ
ろ
う
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
日
本
人
の
み
な
ら
ず
世
界
の
人
々
に

と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
今
泉
先
生
の
「
国
体
論
」「
皇

道
論
」
は
、
差
別
的
排
斥
、
階
層
構
造
社
会
等
の
あ
ら
ゆ
る
対
立

や
、
西
欧
思
想
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
対
立
的
世
界
観
を
な
く
し
、

宇
宙
創
元
以
来
、
万
有
万
象
は
統
一
体
と
し
て
生
ま
れ
、
成
長
し
、

生
み
為
す
と
い
う
神
道
の
一
体
的
世
界
観
に
よ
り
、
対
立
的
世
界

観
か
ら
生
ま
れ
る
利
己
的
・
競
争
的
発
想
を
利
他
的
・
共
助
的
発

想
へ
と
切
り
替
え
る
こ
と
で
、
世
界
を
共
存
共
栄
社
会
へ
と
改
革

す
る
人
類
思
想
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
。

　

近
代
以
降
、
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
急
速
に
進
み
、
そ
れ
と

共
に
世
界
は
、「
基
本
的
人
権
」
を
絶
対
正
義
と
す
る
近
代
自
然

権
思
想
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
。
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今
泉
先
生
が
存
命
の
時
代
は
、
主
権
単
位
た
る
国
家
の
軍
事
力

に
よ
る
利
権
獲
得
競
争
を
是
と
す
る
、
も
っ
と
も
激
烈
な
る
国
際

情
勢
下
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
に
あ
っ
て
、
維
新
を
遂

行
し
た
明
治
以
降
の
日
本
政
府
は
、
日
本
文
化
を
保
全
し
、
さ
ら

に
は
、
そ
の
価
値
を
世
界
に
宣
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
欧

米
式
の
富
国
強
兵
政
策
に
よ
り
国
家
と
し
て
の
実
力
強
化
を
優
先

し
た
。
し
か
し
、
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
の
欧
米
化
が
、
日
本
の
政

治
文
化
を
西
欧
合
理
主
義
へ
と
変
質
さ
せ
、
当
時
の
国
際
ル
ー
ル

に
正
当
性
を
求
め
る
競
争
主
義
的
政
策
へ
と
転
換
さ
せ
た
。
そ
う

し
て
、
欧
米
諸
国
が
作
っ
た
国
際
秩
序
に
し
た
が
っ
て
合
法
的
に

競
争
主
義
政
策
を
推
し
進
め
行
動
し
た
結
果
、
必
然
的
に
大
東
亜

戦
争
へ
と
行
き
着
く
こ
と
と
な
る
。
当
時
も
現
代
も
、
日
本
が
、

い
く
ら
合
法
的
だ
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
欧
米
諸
国
が
創
っ
た

国
際
ル
ー
ル
は
、
彼
ら
の
国
益
獲
得
活
動
を
合
法
化
す
る
た
め
の

法
秩
序
で
あ
り
、
彼
ら
が
手
に
す
べ
き
利
益
を
日
本
に
横
取
り
さ

れ
る
こ
と
は
許
さ
な
い
の
だ
。

　

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
今
泉
先
生
は
、
大
東
亜
戦
争
が
皇
道
の
世

界
宣
布
の
た
め
の
聖
戦
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
八
紘
為
宇

の
大
理
想
を
世
界
に
顕
現
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。
こ
の
一
点
だ
け

を
見
れ
ば
、
好
戦
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
が
、

そ
の
本
質
は
全
く
正
反
対
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
生
の
武
の
考
え

方
を
知
れ
ば
よ
く
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
だ
。
皇
道
発
揚
に
掲
載
さ

れ
た
「
我
が
武
の
本
義
」
に
よ
れ
ば
「
皇
国
の
武
は
対
立
に
起
因

す
る
破
壊
の
た
め
の
武
で
は
な
く
、
一
体
的
親
心
に
基
づ
く
生
成

化
育
の
た
め
の
武
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
益
の
た

め
の
戦
争
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
人
類
救
済
の
た
め
の
戦
い
で

あ
る
べ
き
だ
、
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　

国
際
政
治
の
趨
勢
を
左
右
で
き
る
ほ
ど
の
政
治
力
を
持
た
な
い

日
本
が
、
ま
し
て
や
、
自
ら
よ
り
圧
倒
的
に
巨
大
な
る
国
家
に
対

し
意
図
的
に
戦
争
を
誘
導
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、

大
国
の
意
図
に
よ
っ
て
国
際
政
治
の
流
れ
が
戦
争
不
可
避
へ
と
仕

向
け
ら
れ
た
以
上
、
戦
争
の
是
非
を
論
じ
て
も
空
虚
で
あ
っ
て
、

い
か
な
る
目
的
で
戦
争
を
遂
行
し
、
戦
争
を
通
じ
て
何
を
成
し
遂

げ
よ
う
と
す
る
の
か
が
重
要
に
な
る
。
戦
後
は
、
日
本
が
対
米
英

戦
争
を
決
断
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
が
、
そ
れ
は
、
全
く
愚
か
な

批
判
で
あ
る
こ
と
は
先
般
の
イ
ラ
ク
で
の
戦
争
等
の
例
を
見
れ
ば

よ
く
分
か
る
こ
と
だ
。
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
は
最
後
ま
で
戦
争
を

拒
否
し
、
イ
ラ
ク
軍
は
無
抵
抗
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米

国
の
主
導
す
る
多
国
籍
軍
は
戦
争
を
遂
行
し
、
イ
ラ
ク
政
府
を
転

覆
さ
せ
、
資
源
を
奪
い
取
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
イ
ラ
ク
国
内
は

混
乱
状
態
に
あ
る
。
圧
倒
的
強
者
に
よ
る
戦
争
の
強
要
に
対
し
て

は
、
国
家
と
し
て
正
義
と
誇
り
を
示
す
か
、
自
ら
を
貶
め
蔑
ま
れ

る
か
の
選
択
し
か
な
い
。

　

対
英
米
戦
争
不
可
避
の
情
勢
を
踏
ま
え
、
今
泉
先
生
は
、
日
本

が
欧
米
と
同
じ
合
理
的
国
益
判
断
に
よ
る
戦
争
に
陥
る
こ
と
を
排

し
、
日
本
民
族
の
本
来
的
使
命
で
あ
る
「
八
紘
為
宇
」
を
世
界
に

顕
現
し
平
和
の
礎
を
築
く
こ
と
を
祈
念
し
た
の
だ
と
思
う
。

　

昭
和
十
九
年
九
月
十
一
日 

、
今
泉
先
生
は
、「
世
界
皇
化
」
を

祈
願
し
帰
幽
さ
れ
た
。

　

戦
後
日
本
は
、
先
生
の
信
念
と
は
正
反
対
の
道
を
歩
ん
で
き
た
。

「
戦
争
で
負
け
た
の
は
歴
史･

文
化･

思
想
等
日
本
的
な
も
の
総

て
が
間
違
っ
て
い
た
か
ら
だ
」
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
日
本
国
家

の
正
義
と
誇
り
を
犠
牲
に
し
て
米
国
の
庇
護
の
下
で
の
経
済
発
展

を
選
択
し
た
。
そ
の
結
果
、
祖
先
が
2
千
年
以
上
の
歳
月
、
血
と

汗
を
振
り
絞
っ
て
築
い
て
き
た
利
他
的
生
活
文
化
に
支
え
ら
れ
た

家
族
的
社
会
の
絆
は
、
利
己
主
義
を
正
義
と
す
る
自
由
競
争
社
会

へ
と
変
質
し
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
、
国
際
社
会
も
冷
戦
間
の
東
西
対
立
が
終
わ
る
と
と
も
に
、

近
代
西
欧
思
想
の
自
然
権
が
よ
り
先
鋭
化
し
た
「
新
自
由
主
義
」

を
基
調
と
す
る
新
世
界
秩
序
へ
と
移
行
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

個
人
、
国
家
等
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
排
他
的
対
立
関
係
を
前
提
に
、

軍
事
力
に
経
済
力･

情
報
力
を
組
み
合
わ
せ
た
実
力
に
よ
る
自
由

競
争
に
世
界
秩
序
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
正
義
で
あ
る
と
い
う
。
し

か
も
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
自
然
権
を
志
向
す
る
米
国
の
政
治
思
潮
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
強
者
間
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
満
足
す
る
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
唯
一
の
勝
者
の
決
め
た
ひ
と
つ
の

ル
ー
ル
で
世
界
人
類
が
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
、
米
国
は
そ

の
使
命
を
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
す
る
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト･

デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
」
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
。「
自
由
を
世
界
に
」（
市

場
原
理
を
世
界
に
）
行
き
わ
た
ら
せ
る
こ
と
が
米
国
の
使
命
で
あ

り
正
義
で
あ
る
と
い
う
。

　

今
や
、
自
由
競
争
の
主
体
は
、
国
家
か
ら
個
人
へ
と
か
わ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
中
の
福
祉
政
策
は
ほ
ぼ
瓦
解
し
た
。
か
つ
て

は
福
祉
国
家
を
誇
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
や
北
欧
諸
国
を
先
頭
に
、

世
界
中
の
国
が
福
祉
政
策
を
放
棄
し
自
由
競
争
社
会
へ
と
転
換
を

図
っ
て
い
る
。
社
会
は
壊
れ
個
人
に
分
断
さ
れ
、
競
争
に
負
け
る

者
は
無
能
か
怠
け
者
と
さ
れ
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
競
争
が

続
く
限
り
勝
者
は
徐
々
に
絞
り
込
ま
れ
、
同
時
に
そ
の
富
は
急
速

に
膨
れ
上
が
る
が
、
そ
の
富
が
貧
困
の
敗
者
に
還
元
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
貧
富
の
格
差
は
際
限
な
く
拡
大
を
続
け
る
。
こ
れ
に
抵

抗
を
試
み
る
者
は
テ
ロ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
合
法
的
に
殺
傷
さ
れ
る
。

　

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
世
界
の
人
々
は
、
よ
う
や
く
近
代
西
欧
史

に
誕
生
し
た
自
然
権
の
思
想
と
制
度
に
疑
問
を
持
ち
、
現
在
、
世

界
に
共
通
し
て
起
き
て
い
る
諸
々
の
深
刻
な
社
会
問
題
の
原
因
を

哲
学
的
、
思
想
的
さ
ら
に
は
神
学
的
に
深
く
考
え
な
く
て
は
な
ら
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な
い
時
代
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
日
本
人
は
、
先
の
東
日
本
大
震
災
に
遭
遇
し
て
、
無

意
識
の
中
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
「
絆
」
や
「
思
い
や
り
」
と
い

う
人
と
人
の
一
体
観
の
あ
り
が
た
さ
、
利
他
的
社
会
の
尊
さ
と

い
っ
た
日
本
の
伝
統
的
社
会
規
範
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
そ
う
し
た
日
本
人
の
一
体
的
心
の
つ
な

が
り
の
中
心
に
天
皇
陛
下
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
を
理
屈

抜
き
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
代
の
社
会
は
、
今
生
き
る
我
々
に
与
え
ら
れ
た
惠
に
満
足
せ

ず
、
先
祖
が
蓄
え
た
過
去
の
惠
を
使
い
果
た
し
、
未
来
の
た
め
の

惠
ま
で
摘
み
取
り
、
過
度
の
豊
か
さ
を
享
受
し
た
結
果
、
厳
し
く

貧
し
い
時
代
を
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
環
境
を
作
っ
て

い
る
よ
う
だ
。

　

近
代
以
降
、
人
間
が
作
り
出
し
た
総
て
の
思
想
、
哲
学
、
制
度

を
も
う
一
度
見
直
し
、
よ
り
よ
い
世
界
を
創
造
す
る
た
め
の
社
会

活
動
へ
と
転
換
を
図
る
動
き
が
世
界
中
で
始
ま
っ
て
い
る
の
も
、

そ
う
し
た
共
通
認
識
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
今
泉
先
生
の
思
想
は
、
人
類
の

未
来
の
た
め
に
極
め
て
重
大
な
る
光
を
放
っ
て
い
る
と
信
ず
る
。

先
生
の
思
想
は
、
世
界
を
見
据
え
た
神
道
論
で
あ
る
。
日
本
精
神

思
想
史
の
内
省
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
、
他
の
宗
教
や
思
想
へ
の

単
純
批
判
や
独
り
よ
が
り
の
同
調
に
陥
ら
ず
、
深
層
原
理
を
比
較

的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
の
思
想
哲
学
の
問
題
点

と
具
体
的
改
革
の
方
向
性
を
明
瞭
に
提
言
し
て
い
る
。

　

私
は
、
今
一
度
、
今
泉
先
生
の
思
想
を
、
現
代
の
日
本
人
の
み

な
ら
ず
海
外
の
方
た
ち
に
も
紹
介
し
た
い
と
強
く
願
う
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
私
は
、
一
武
人
で
あ
っ
て
学
者
で
は
な
い
し
、
神

道
、
哲
学
、
社
会
学
の
門
外
漢
で
あ
る
た
め
、
学
術
的
論
証
に
よ

り
そ
の
役
割
を
果
た
す
能
力
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
省
み

つ
つ
も
、
な
お
こ
の
拙
文
を
公
け
に
す
る
の
は
、
今
泉
先
生
の
精

神
を
継
承
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
強
烈
な
思
い
か
ら
で
あ
る
。

願
わ
く
ば
、
一
を
以
っ
て
万
を
知
る
聡
明
の
志
士
の
笑
覧
を
た
ま

わ
り
た
い
。

一
　
存
在
思
想
か
ら
生
成
思
想
へ

　

今
泉
先
生
は
、
個
人
の
存
在
の
絶
対
的
権
利
を
前
提
と
す
る
近

代
西
洋
思
想
か
ら
は
、
真
の
世
界
平
和
と
万
民
の
幸
福
は
生
じ
得

な
い
と
説
く
。
個
人
の
存
在
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
維
持
擁
護
を

目
的
と
す
れ
ば
、
人
と
人
、
人
と
国
家
、
国
家
と
国
家
な
ど
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
対
立
状
態
を
引
き
起
こ
し
、
常
に
何
者
か
を
脅
威
と

感
じ
排
他
的
性
質
に
な
る
は
自
明
の
も
の
と
な
る
か
ら
だ
。

　

例
え
ば
、
ル
ソ
ー
は
社
会
契
約
論
の
冒
頭
で
「
人
間
の
最
初
の

お
き
て
は
自
己
保
全
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
」
と
断
定
し
、
人
間

が
社
会
を
構
成
す
る
の
は
「
多
人
数
の
協
力
に
よ
り
共
同
で
身
体

と
財
産
を
護
る
」
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
し
た
思
想
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
諸
国
家
か
ら
な
る
世
界
は
、
自
国
の
利
益
の
擁
護

を
目
的
と
す
る
政
治
意
志
を
有
す
る
個
々
の
集
団
で
あ
り
、「
こ

の
よ
う
な
各
自
独
立
意
志
の
集
合
に
よ
る
擬
制
せ
ら
れ
た
世
界
秩

序
の
中
に
、
果
た
し
て
全
国
家
が
総
て
満
足
せ
る
所
謂
国
際
正
義

が
生
ま
れ
え
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
の
が
先
生
の
問
い
か
け
で
あ

る
。「
何
れ
か
の
国
は
不
相
応
の
利
益
に
ほ
く
そ
笑
み
、
何
れ
か

の
国
家
は
不
満
な
る
犠
牲
に
胆
を
嘗
め
て
る
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

何
時
爆
発
す
る
か
わ
か
ら
ぬ
不
安
な
る
情
勢
に
乗
っ
て
、
外
交
が

権
謀
術
策
に
陥
る
の
も
無
理
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
、
国

際
情
勢
を
見
据
え
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
世
界
の
情
勢
を
憂
い
、「
全
世
界
人
類
を
挙
げ
て
、

安
国
と
平
ら
け
き
中
に
生
活
し
た
い
と
い
う
の
が
、
人
類
の
究
極

の
理
想
で
あ
り
、
総
て
の
い
つ
わ
ら
ぬ
念
願
で
あ
る
。」
と
の
思

い
が
先
生
の
思
想
に
貫
徹
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、

存
在
思
想
の
宇
宙
観
、
人
間
観
、
世
界
観
を
根
本
か
ら
見
直
す
べ

き
こ
と
を
力
説
さ
れ
て
い
る
。

　

人
間
の
存
在
意
義
、
あ
る
い
は
、
宇
宙
（
自
然
）
と
人
間
の
関

係
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
と
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
神
」
の
概

念
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
「
は

じ
め
に
神
在
り
き
」。
全
て
を
創
造
し
た
神
は
、
は
じ
め
か
ら
存

在
し
、
万
物
の
外
か
ら
万
物
を
創
っ
た
と
さ
れ
、
創
る
も
の
と
創

ら
れ
る
も
の
を
対
比
し
て
と
ら
え
る
。
ま
た
、
神
に
よ
っ
て
創
ら

れ
た
「
光
」
と
、
神
の
創
造
に
よ
ら
な
い
「
闇
」
と
を
対
立
さ
せ
、

創
生
か
ら
二
律
背
反
の
対
立
世
界
を
描
い
て
い
る
。

　

神
が
創
造
し
た
最
初
の
人
間
ア
ダ
ム
も
、
神
か
ら
物
質
と
し
て

存
在
を
与
え
ら
れ
、
分
身
と
し
て
の
イ
ブ
以
外
の
存
在
と
は
、
完

全
に
独
立
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
神
の
永
遠
に
対
し
、
創
ら
れ
た

存
在
に
は
終
わ
り
が
在
り
、
世
界
に
も
世
紀
末
が
あ
る
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
も
ま
た
「
我
在
り
」
と
他
の
一
切
の
外
に
あ
る

存
在
に
対
し
独
立
し
て
存
在
す
る
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
存
在
は

肉
体
の
死
に
よ
っ
て
完
全
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
人

間
に
と
っ
て
の
実
在
世
界
と
は
、
有
限
の
時
間
に
、（
物
質
と
し
て

の
）
個
人
が
認
識
で
き
る
自
己
と
そ
の
他
の
存
在
だ
け
で
あ
る

（
絶
対
創
造
主
た
る
神
は
別
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
）。
今
泉
先
生
は
、

こ
の
よ
う
な
「
在
る
」
を
基
底
と
し
た
思
想
を
「
存
在
思
想
」
と

呼
ん
だ
。

　

一
方
、
日
本
の
神
話
で
は
、
天
地
初
発
之
時
、
高
天
原
に
天
之

御
中
主
神
が
「
成
り
ま
せ
る
」。
つ
ま
り
神
は
、
宇
宙
（
神
、
宇
宙
、

時
の
万
物
万
象
を
一
体
と
し
て
の
宇
宙
）
そ
の
も
の
と
し
て
成
っ
た

と
さ
れ
る
。
最
初
の
神
が
天
（
宇
宙
）
の
中
心
と
成
り
、
天
地
の
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神
々
が
次
々
に
生
成
し
森
羅
万
象
を
生
み
、
そ
の
「
生
成
」
は
連

綿
と
無
窮
に
続
く
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
生
成
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
人
は
最
初
の
神
の
性
質
（
霊
）
を
継
承
し
「
生
ま
れ

成
り
」、
宇
宙
万
有
と
一
体
と
な
っ
て
、
宇
宙
の
生
成
活
動
を
担

う
べ
き
霊
体
と
し
て
と
ら
え
る
。
物
質
と
し
て
の
人
の
死
は
、
い

わ
ば
宇
宙
（
自
然
）
の
新
陳
代
謝
で
、
そ
の
霊
的
性
質
は
、
神
と

と
も
に
永
遠
で
あ
り
、
新
し
く
生
ま
れ
た
も
の
に
引
き
継
が
れ
る

こ
と
に
な
る
。
今
泉
先
生
は
、
す
べ
て
の
存
在
は
「
生
ま
れ
成

る
」
か
ら
在
る
の
で
あ
っ
て
「
成
る
」
立
場
に
立
っ
て
体
験
・
体

得
・
体
顕
す
る
行
的
境
地
か
ら
始
め
て
真
理
を
知
り
え
る
と
し
、

こ
れ
を
「
生
成
思
想
」
と
呼
ん
だ
。

　

日
本
神
話
の
世
界
観
は
、
宇
宙
創
元
以
来
無
窮
に
続
く
時
間

的
・
空
間
的･

霊
的
全
体
で
あ
り
、
人
が
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
物
質
ば
か
り
で
は
な
く
、
未
確
認
の
物
質
や
、
存
在

と
し
て
は
認
識
で
き
な
い
霊
、
魂
、
生
命
の
よ
う
な
非
物
質
、
過

去
か
ら
未
来
に
続
く
無
限
の
時
、
そ
し
て
神
を
も
含
む
万
有
万
象

の
総
て
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
現
代
の
最
先
端
の
素
粒
子
物
理
学
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
物
質
の
交
換
原
理
を
証
明
し
、
宇
宙
の
創
元
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
物
質
を
誕
生
さ
せ
た
と
の
理
論
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

宇
宙
は
非
物
質
た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
物
質
と
時
間
か
ら
成
る
。
科

学
は
よ
う
や
く
神
道
の
宇
宙
観
に
近
づ
い
て
き
た
。
こ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
こ
そ
、
私
た
ち
が
霊
、
魂
、
気
等
と
呼
ん
で
い
る
も
の
な
の

だ
。

　

こ
う
し
た
神
の
概
念
の
違
い
は
、
歴
史
的
に
現
代
に
至
る
ま
で
、

諸
々
の
思
想
、
発
想
の
捉
え
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
近
代
西
洋
に
お
い
て
人
権
思
想
が
生
ま
れ
た
の
も
、

現
代
の
新
自
由
主
義
が
自
由
競
争
に
よ
る
富
の
独
占
的
所
有
を
正

義
と
考
え
る
の
も
、
神
を
否
定
し
た
唯
物
的
共
産
主
義
思
想
で
さ

え
も
、
そ
の
根
源
は
、
彼
ら
の
「
神
」
の
概
念
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
「
神
」
の
概
念
か
ら
は
、
宇
宙
を
一

つ
の
生
命
成
長
体
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
、
総
て
の
人
は
、
家
や

社
会
、
地
球
、
宇
宙
、
時
、
神
の
一
員
と
し
て
何
ら
か
の
役
割
を

担
う
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
成
長
は
全
体
の
成
長
で
あ
り
、
全

体
の
成
長
は
自
己
の
成
長
と
と
ら
え
る
。
人
の
体
で
例
え
る
な
ら

ば
、
数
百
兆
個
と
も
言
わ
れ
る
体
細
胞
一
つ
一
つ
の
生
成
活
動
が

人
の
成
長
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
。

　

人
間
は
、
社
会
に
生
ま
れ
、
相
互
に
助
け
合
い
、
自
然
と
調
和

し
、
家
を
、
地
域
を
、
国
家
を
、
世
界
を
、
宇
宙
を
常
に
成
長
発

展
さ
せ
る
よ
う
活
動
す
る
こ
と
が
自
然
の
状
態
と
考
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
個
々
が
独
立
し
対
立
す
る
と
い
う
発
想
は
あ
り
え
な
い

し
、
そ
の
よ
う
な
自
己
本
位
な
考
え
は
禍
憑
く
（
ま
が
つ
く
）
と

か
、
穢
れ
る
と
い
っ
て
忌
み
嫌
う
。
人
体
で
言
え
ば
、
全
体
と
の

調
和
を
欠
い
た
自
己
成
長
に
よ
っ
て
本
体
を
死
に
追
い
や
る
癌
細

胞
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　
「
生
成
思
想
」
で
は
、
人
は
、
宇
宙
の
一
部
で
あ
り
、
宇
宙
創

元
以
来
の
万
有
万
象
と
共
に
同
じ
時
の
中
に
「
生
ま
れ
成
る
」
神

の
子
孫
で
あ
る
。
自
ら
自
分
の
存
在
意
義
を
定
義
す
る
必
要
は
な

く
、
人
は
皆
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
歴
史
的
・
社
会
的
役
割
を

持
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
平
等
と
い
う
概
念
も
不
必
要
で

あ
る
。

　

こ
の
原
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
、
人
と

人
、
人
と
自
然
、
今
と
過
去
、
今
と
未
来
、
人
と
神
、
総
て
が
一

体
と
な
っ
て
成
長
を
続
け
る
共
生
活
動
へ
と
指
向
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
個
人
か
ら
国
家
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
、
対
立
と
分

断
、
略
奪
と
独
占
、
差
別
と
偏
見
の
よ
う
な
社
会
の
一
体
性
に
反

す
る
こ
と
、
他
者
の
成
長
と
生
成
活
動
を
妨
げ
る
行
為
は
、
本
来

の
共
生
活
動
へ
と
正
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
公
益
に
資
す
る
利

他
的
行
為
を
社
会
倫
理
と
し
、
万
民
の
福
祉
を
充
実
さ
せ
、
人
類

と
自
然
が
一
体
的
に
共
生
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
生
成
思
想
を

も
っ
て
、
万
民
万
象
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
世
界
を
構
築
す
る
こ
と

が
人
間
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
思
想
が
定
着
し
、
社
会
秩
序
と
し
て
慣
習
化
し
て

く
れ
ば
、
自
己
犠
牲
は
必
ず
報
わ
れ
る
相
互
扶
養
の
仕
組
み
を
誰

も
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
自
己
を
超
越
し
た
社
会
に
対
す

る
貢
献
要
求
は
、
常
識
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

二
　
理
性
か
ら
直
霊
へ

　

近
代
西
欧
文
化
に
お
い
て
、
そ
の
正
当
性
を
支
え
る
も
の
は

「
理
性
」
で
あ
る
。
教
会
の
権
威
や
王
の
権
利
に
代
わ
っ
て
ネ
イ

シ
ョ
ン･

ス
テ
ー
ト
が
世
俗
的
権
威
と
権
力
を
所
有
す
る
こ
と
の

正
当
性
な
る
所
以
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン･

ス
テ
ー
ト
が
人
の
「
理

性
」
に
よ
る
結
合
体
で
あ
る
か
ら
と
す
る
。

　
「
理
性
」
に
つ
い
て
の
概
念
は
、
今
日
で
は
多
様
化
し
て
い
る

が
、
日
本
文
化
の
視
点
か
ら
「
理
性
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
み
て

み
た
い
。

　
「
す
べ
て
の
人
が
す
べ
て
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
自
然
状
態
で

は
、『
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
が
生
じ
る
』
と
い
う
、
ト
マ

ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
に
対
し
て
、
同
じ
く
社
会
契
約
説
を
唱
え
た
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
は
、「
わ
れ
わ
れ
（
人
間
）
が
同
じ
性
質
の
も
の
で

あ
る
以
上
、
自
分
自
身
の
た
め
に
欲
し
得
る
最
大
の
幸
せ
を
、
何

人
の
手
か
ら
も
奪
い
取
る
こ
と
は
望
ま
な
い
（
理
性
の
声
）」
と
し

て
、
人
間
は
自
己
の
利
益
を
最
優
先
す
る
が
、
公
共
心
も
同
時
に

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
し
た
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
「
世
界
を
人
間

に
共
有
の
も
の
と
し
て
与
え
た
と
こ
ろ
の
神
は
、
同
時
に
そ
れ
を

生
活
の
最
大
の
利
益
と
し
て
便
宜
に
資
す
る
よ
う
に
利
用
す
べ
き
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「
理
性
」
を
も
彼
ら
に
与
え
た
」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ま
た
ロ
ッ
ク
は
市
民
政
府
の
必
然
性
を
、「（
絶
対
的

自
然
権
を
有
す
る
）
人
々
が
国
家
と
し
て
結
合
し
、
政
府
の
も
と

に
服
す
る
主
た
る
目
的
は
、
そ
の
所
有
の
維
持
に
あ
る
。」
と
し
、

「
彼
と
平
等
の
権
利
を
持
つ
も
の
の
大
部
分
は
均
衡
と
正
義
を
厳

密
に
守
る
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
権
利

の
享
受
は
は
な
は
だ
不
確
実
で
あ
り
、
絶
え
ず
他
の
も
の
の
侵
略

に
晒
さ
れ
て
い
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
か
ら
与

え
ら
れ
た
人
間
の
「
理
性
」
と
は
、
合
理
的
効
率
的
に
「
生
存
権
、

自
由
権
、
所
有
権
」
を
保
全
す
る
た
め
の
私
利
的
な
判
断
を
論
理

的
に
推
論
す
る
能
力
と
し
て
い
る
。

　

同
様
に
、
ル
ソ
ー
も
社
会
契
約
の
貸
借
勘
定
と
し
て
「
自
然
状

態
か
ら
社
会
状
態
へ
移
行
す
る
こ
と
で
、
自
然
か
ら
受
け
て
い
た

多
く
の
利
益
を
失
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
代
わ
り
大
き
な
利
益
（
市

民
的
自
由
と
所
有
権
）
を
受
け
取
る
」
と
し
て
い
る
。

　

個
人
の
権
利
を
よ
り
確
実
に
保
全
す
る
た
め
に
、
集
団
化
し
国

家
を
形
成
す
る
の
が
近
代
国
民
国
家
の
仕
組
み
で
、
民
主
主
義
に

よ
る
法
治
国
家
（
社
会
契
約
）
は
個
人
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め

の
私
利
的
手
段
で
あ
る
と
論
理
的
に
推
論
す
る
の
が
「
理
性
」
と

い
う
わ
け
だ
。

　

ロ
ッ
ク
的
自
然
状
態
で
は
、
世
界
に
は
未
開
の
広
大
な
る
大
地

が
存
在
し
、
未
だ
所
有
者
の
い
な
い
資
源
の
豊
富
性
ゆ
え
に
、

人
々
は
同
じ
も
の
を
取
り
合
う
必
要
が
な
い
、
と
い
う
条
件
が
そ

こ
に
は
成
立
し
て
い
る
よ
う
だ
。
実
際
に
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ

た
自
然
を
人
間
が
所
有
す
る
な
ど
と
い
う
考
え
を
持
た
な
い
健
全

な
る
民
族
の
土
地
を
「
無
主
の
土
地
」
と
し
て
強
奪
占
有
し
、
公

共
財
と
し
て
の
自
然
の
恵
み
や
人
間
の
生
産
物
を
個
人
の
所
有
物

と
し
て
略
奪
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
、「
理
性
」
は
彼
ら

の
行
為
を
合
法
的
と
す
る
便
利
な
道
具
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
宗
教
と
近
代
西
欧
思
想
に
関
し
て
は
、
今
泉
先
生
の
皇

道
文
化
と
西
欧
文
化
の
比
較
的
視
点
に
つ
い
て
、
葦
津
珍
彦
先
生

が
「
今
泉
定
助
先
生
の
世
界
皇
化
論
」（『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』

第
一
巻
・
日
本
大
学
今
泉
研
究
所
、
昭
和
四
十
四
年
所
収
）
の
中
で
簡

明
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
す
る
。

　
「
西
欧
文
化
の
も
っ
と
も
大
き
な
支
柱
を
成
す
も
の
は
、
キ
リ

ス
ト
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
唯
一
に
し
て
万
能
絶
対
な
る

神
と
、
宿
罪
を
固
有
す
る
人
間
の
対
立
と
い
ふ
世
界
観
を
前
提
と

し
て
形
成
さ
れ
る
。」
と
し
、
西
欧
の
道
徳
思
想
な
ど
を
一
語
で

概
括
す
る
の
は
、
は
な
は
だ
乱
暴
な
こ
と
の
よ
う
に
思
う
人
も
少

な
く
あ
る
ま
い
が
、
日
本
の
神
道
人
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
と
こ

と
わ
っ
た
上
で
「
か
れ
ら
の
道
徳
と
い
ふ
の
は
、
神
ま
た
は
良
心

（
理
性
）
の
至
上
命
令
に
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
自
然
本
能
的
な

意
欲
を
抑
圧
す
る
と
い
ふ
に
あ
る
」
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

は
、「
人
間
が
自
然
本
能
の
欲
求
の
ま
ま
に
す
る
自
由
」
は
原
罪

と
し
、
理
性
は
、
神
と
同
様
に
「
人
間
が
自
然
本
能
の
欲
求
の
ま

ま
に
す
る
自
由
」
を
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
の
不
道
徳
な
原
罪
で
あ
る
は
ず
の
「
人
間
の
基

本
的
権
利
」
が
、
近
代
社
会
思
想
に
お
い
て
「
人
類
の
普
遍
的
価

値
」
と
し
て
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。

　

か
か
る
問
い
に
対
し
て
、
葦
津
先
生
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
と
人
間
と
を
峻
別
し
た
立
場
か
ら
出

発
し
た
の
で
「
教
会
」
と
「
国
家
」
と
が
対
立
す
る
こ
と
に

な
っ
て
来
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
は
、
人
間
が
神
に
服

従
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
国
家
は
教
会
に
服
従
せ
ね
ば

な
ら
な
い
と
の
思
想
が
支
配
し
た
。
し
か
し
も
と
も
と
キ
リ

ス
ト
教
の
「
天
国
」
と
世
俗
の
「
地
上
国
家
」
は
、
本
質
的

に
異
る
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
そ
の
も

の
が
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
う
だ
と
す
れ
ば
、
地

上
国
家
の
政
治
法
則
は
、
当
然
に
教
会
の
支
配
法
則
と
異
る

も
の
で
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
で
、「
政
治
」

と
「
宗
教
」
の
「
分
化
」
が
現
は
れ
て
来
た
。
こ
れ
が
西
欧

の
近
代
文
化
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
と
宗

教
の
文
化
を
中
心
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
領
域
に
お
い

て
、
著
し
い
分
化
現
象
が
発
展
し
、
そ
れ
が
近
代
科
学
を
生

み
出
し
、
西
欧
の
物
質
文
明
を
反
映
さ
せ
た
。
と
。

　

つ
ま
り
、
西
欧
史
に
於
け
る
前
近
代
の
体
制
を
否
定
す
る
た
め

に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
認
め
る
原
罪
に
立
ち
か
え
り
、
こ
れ
を
神
か

ら
与
え
ら
れ
た
人
間
本
性
の
自
然
権
と
し
て
定
義
し
、
旧
社
会
を

解
体
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
神
に
よ

ら
な
く
と
も
、
人
間
は
原
罪
た
る
欲
求
を
抑
制
す
る
「
理
性
」
を

有
す
る
と
し
、
神
の
権
威
を
人
間
の
「
理
性
」
に
移
植
す
る
こ
と

と
な
る
。

　

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
葦
津
先
生
は
、「
近
代
社
会
に
な
っ
て
来
る

と
、
道
徳
は
、
自
然
の
本
能
的
欲
求
を
も
っ
て
「
人
権
」
と
し
て

主
張
す
る
と
こ
ろ
の
個
人
対
個
人
の
闘
争
を
、
合
理
的
能
率
的
に

裁
き
、
妥
協
さ
せ
る
た
め
の
功
利
的
な
技
術
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

な
る
。
功
利
的
な
技
術
に
は
、
精
神
的
な
権
威
は
な
い
。」
と
述

べ
て
、
神
に
換
わ
っ
て
権
威
を
得
た
人
間
の
「
理
性
」
の
実
態
を

喝
破
し
て
い
る
。

　

現
在
は
、
国
家
に
依
存
し
な
く
て
も
自
己
保
全
が
で
き
る
程
に

富
め
る
個
人
が
現
れ
、
そ
の
権
利
を
い
っ
そ
う
拡
張
で
き
る
市
場

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
国
家
と
民
主

主
義
は
、
も
は
や
権
利
を
保
全
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
有
効

性
は
薄
れ
、
む
し
ろ
権
利
の
行
使
を
制
約
阻
害
す
る
も
の
と
な
っ

て
き
た
。
つ
ま
り
、
国
家
の
制
約
を
受
け
な
い
自
由
競
争
主
義
に

よ
る
市
場
原
理
は
、
合
法
的
に
自
然
状
態
に
限
り
な
く
近
い
権
利

（荒谷先生）.indd   8-9 2014/09/29   18:17:26
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を
行
使
で
き
る
正
し
い
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
世
界
に
新
秩
序
を
も

た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

既
に
地
球
上
の
未
開
の
地
は
開
拓
さ
れ
尽
く
し
、
世
界
の
富
が

有
限
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
遭
遇
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、

「
理
性
」
は
、
万
民
の
幸
福
の
た
め
に
富
を
配
分
す
る
こ
と
も
、

平
等
な
福
祉
を
供
与
す
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
理

性
」
は
、
人
間
の
欲
望
を
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
無
制
限
に
マ
ネ
ー
の

獲
得
の
競
争
を
許
容
す
る
新
自
由
主
義
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
正
当

性
を
与
え
、
富
の
格
差
を
拡
大
し
、
福
祉
を
後
退
さ
せ
る
原
動
力

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
が
、「
理
性
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い

る
以
上
、
こ
の
問
題
の
「
理
性
」
に
よ
る
根
本
解
決
は
不
可
能
で

あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

　

今
泉
先
生
は
、「
人
類
を
始
め
宇
宙
万
有
は
い
ず
れ
も
天
之
御

中
主
神
の
顕
は
さ
る
ゝ
宇
宙
真
理
に
則
り
、
高
皇
産
霊
と
張
り
、

神
皇
産
霊
と
引
き
、
発
顕
還
元
一
体
の
所
に
産
霊
活
動
を
続
け
て

を
る
」（「
第
四
編
禊
祓
に
つ
い
て
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
第
二

巻
・
前
出
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
の
始
ま
り
と
と
も

に
天
（
天
津
神
、
霊
、
精
神
）･

土
（
国
津
神
、
物
質
、
肉
体
）・
時

（
柱
、
修
理
固
成
、
一
体
）
の
産
霊
活
動
が
発
顕
し
連
綿
と
続
い
て

い
る
と
し
、「
万
有
総
て
天
之
御
中
主
神
の
分
霊
分
魂
た
る
神
の

子
で
あ
つ
て
、
始
め
か
ら
罪
の
子
と
云
ふ
様
な
こ
と
も
あ
る
べ
か

ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
共
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
直
霊
（
な
お
ひ
）

を
現
実
に
発
揮
せ
ん
」
こ
と
を
天
職
と
位
置
づ
け
た
。

　

そ
の
上
で
、「
神
の
包
容
の
内
な
る
霊
魂
と
し
て
素
材
を
も

我
々
自
身
の
内
な
る
素
源
霊
と
成
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
恵
み

に
人
が
参
加
し
、
稲
は
稔
り
、
木
は
机
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、

神
と
人
と
一
体
な
る
一
の
「
生
む
」
神
業
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

科
学
と
は
万
有
悉
く
が
所
を
得
て
「
直
霊
」
を
発
動
す
る
よ
う
に

修
理
固
成
す
る
努
力
で
あ
る
。
発
明
発
見
と
は
素
材
の
神
性
を
知

り
、
そ
の
「
直
霊
」
を
生
む
神
業
で
あ
る
。」
と
、
神
と
人
を
結

ぶ
「
直
霊
」
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。

　

神
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
は
、「
直
霊
」
を
内
在
す
る
と
言
う
考

え
は
、
人
間
は
神
か
ら
「
理
性
」
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と

同
じ
発
想
で
あ
る
。
し
か
し
、「
理
性
」
の
認
識
は
、
ス
コ
ラ
学

の
影
響
に
よ
り
理
論
的
技
法
に
よ
っ
て
発
展
し
た
結
果
、
人
間
の

論
理
的
推
論
力
で
証
明
し
う
る
範
疇
も
の
へ
と
狭
隘
化
し
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
近
代
西
欧
思
想
で
は
、「
理
性
」
の
神

性
探
求
か
ら
離
れ
、
自
己
保
全
の
論
理
と
関
連
付
け
た
と
こ
ろ
か

ら
、神
性
発
顕
（
理
想
的
な
行
為
を
す
る
自
己
）
と
私
利
的
欲
求
（
欲

求
に
基
づ
く
行
為
を
す
る
自
己
）
と
の
区
別
が
曖
昧
化
し
た
。
そ
の

結
果
、
現
代
で
は
、
人
間
に
内
在
す
る
「
理
性
」
探
求
の
た
め
の

十
分
な
る
内
省
も
せ
ず
、
私
利
的
欲
求
を
「
理
性
」
と
し
て
正
当

化
す
る
傾
向
が
極
端
に
強
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
を
、
今
泉
先
生
は
神
道
的
視
点
か
ら
、「
直

霊
」
の
統
一
を
欠
き
分
裂
し
た
「
禍
津
日
（
ま
が
つ
ひ
）」
の
状
態

で
あ
り
、
人
間
が
そ
の
天
職
を
忘
れ
た
状
態
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

つ
ま
り
、
か
か
る
状
態
は
、
飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
間
の
欲
求
が

本
来
の
自
性
発
揮
に
不
要
な
も
の
ま
で
受
け
入
れ
た
結
果
穢
れ
に

負
け
て
「
禍
津
日
」
に
化
す
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
「
禊
祓
」
を
し
て
穢
れ

を
祓
い
清
浄
を
保
ち
、
内
在
す
る
「
直
霊
」
を
今
現
在
に
顕
わ
す

自
発
的
努
力
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て
、「
禊
祓
」
の
行
は
、
今

日
の
社
会
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な
る
意
味
を
持
つ
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
泉
先
生
は
、「
禊
祓
」
に
つ
い
て
、「
内
部
に
於
け
る
霊
魂
の

活
動
が
、
疲
弊
困
憊
し
た
か
ら
、
外
部
か
ら
大
自
然
の
霊
気
を
振

り
注
ぐ
こ
と
、
即
ち
「
霊
注
ぎ
」（
み
そ
ゝ
ぎ
）
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
腐
敗
混
乱
し
た
る
部
分
を
摘
出
し
、
淘
汰
す
る
こ
と
、
即
ち

「
身
削
ぎ
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
弛
緩
せ
る
霊
魂
を
緊
張

せ
し
む
る
「
張
る
霊
」（
は
ら
ひ
）
と
な
り
、
一
切
の
汚
穢
を
「
掃

ひ
」
清
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
相
対
分
裂
性
の
禍
津

日
を
絶
対
統
一
性
の
直
霊
に
転
回
還
元
す
る
こ
と
が
、
禊
祓
の
全

意
義
だ
と
主
張
し
た
。

　

つ
ま
り
、
人
間
が
「
直
霊
」
を
内
在
し
て
い
る
と
い
う
普
遍
的

状
態
だ
け
で
は
、
神
の
子
と
し
て
の
自
性
発
揮
に
は
至
ら
ず
、
と

も
す
れ
ば
自
ら
の
欲
求
に
負
け
て
禍
津
日
に
化
し
、
あ
る
い
は
気

力
が
枯
れ
て
「
穢
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に

「
禊
祓
」
の
行
事
を
し
て
、
神
と
一
体
と
成
る
よ
う
に
努
め
る
こ

と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

先
生
は
、「
直
霊
」
を
め
ぐ
っ
て
「
宇
宙
は
渾
然
た
る
一
体
を

な
し
、
太
陽
系
は
一
つ
の
統
一
体
系
を
造
り
、
地
球
は
一
つ
の
統

一
形
態
を
な
し
、
地
球
上
の
万
有
万
象
も
亦
常
に
統
一
体
と
し
て

生
成
し
、
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
霊
魂
の
絶
対
統
一
性
が
、

即
ち
直
霊
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。」
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
今
泉
先
生
の
神
道
観
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要

な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
自
然
即
ち
地
球
上
の
万
有
万
象
と
一
体
と

な
り
、
宇
宙･

時･

神
と
一
体
と
な
る
こ
と
で
「
直
霊
」
が
働
く

と
い
う
の
だ
か
ら
、
人
間
は
、
社
会
そ
し
て
大
自
然
の
一
員
と
し

て
生
ま
れ
成
り
、
全
体
と
と
も
に
成
長
し
て
い
く
と
い
う
発
想
こ

そ
が
、
万
民
の
幸
福
と
世
界
の
平
和
を
構
築
す
る
根
本
原
理
と
な

る
、
と
い
う
信
仰
論
理
な
の
で
あ
る
。

三
　
時
と
中
今

　

今
泉
先
生
は
、
存
在
思
想
と
生
成
思
想
の
比
較
の
な
か
で
、
観

念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

（
存
在
思
想
に
お
い
て
は
）
学
問
に
於
て
も
研
究
す
る
も
の
と

（荒谷先生）.indd   10-11 2014/09/29   18:17:26
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研
究
さ
れ
る
も
の
と
対
立
す
る
に
到
つ
て
ゐ
る
。
客
観
に

「
在
る
」
物
な
り
現
象
な
り
の
総
て
を
、
そ
れ
ら
か
ら
離
れ

た
一
の
「
在
る
」
主
観
的
立
場
か
ら
観
察
す
る
の
で
あ
る
。

研
究
さ
れ
る
所
の
も
の
は
総
て
客
観
化
さ
れ
て
対
象
と
な
り
、

研
究
す
る
人
間
は
「
我
あ
り
」
と
言
ふ
対
象
の
外
に
立
つ
わ

け
で
あ
る
。〈
中
略
〉
我
自
身
の
研
究
も
亦
、
我
自
身
を
客

観
に
在
る
も
の
と
し
て
対
象
化
し
、
別
の
我
た
る
主
観
的

「
在
る
」
の
立
場
か
ら
眺
め
て
我
を
知
つ
た
こ
と
に
す
る
の

が
存
在
思
想
か
ら
発
展
し
た
従
来
の
科
学
と
い
ふ
も
の
で
あ

る
」
と
。

　

他
方
「（
生
成
思
想
に
お
い
て
は
）「
成
る
」
立
場
に
入
つ
て
始
め

て
体
得
し
う
る
境
地
を
言
ひ
、「
成
る
」
に
よ
つ
て
の
み
真
の
我

が
在
り
、
我
を
知
る
こ
と
も
出
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
、
宇

宙
万
有
と
同
根
一
体
の
生
命
を
呼
吸
し
、
そ
れ
を
体
験
し
、
そ
れ

を
体
得
し
、
体
顕
す
る
こ
と
で
真
理
に
至
る
と
、
主
張
す
る
。

　

同
じ
思
想
を
、「
時
」
に
関
す
る
次
の
言
説
に
も
確
認
で
き
る
。

「
過
去
の
も
の
と
現
在
の
も
の
と
は
別
に
二
つ
あ
る
の
で
は
な
く

同
じ
も
の
の
内
か
ら
成
る
発
展
で
あ
る
。（
存
在
思
想
の
立
場
か
ら
）

外
か
ら
見
る
と
二
つ
で
あ
る
が
、
内
か
ら
見
る
と
一
つ
で
あ
る
。」

と
述
べ
、「
内
か
ら
「
成
る
」
の
一
体
的
立
場
に
立
っ
て
「
異
る
」

の
真
義
に
徹
し
、
過
去
が
そ
の
ま
ゝ
現
在
と
な
り
未
来
と
な
る
こ

と
を
知
り
、
子
供
が
そ
の
ま
ゝ
大
人
と
な
る
こ
と
を
知
り
、
進
ん

で
万
有
の
対
立
を
去
つ
て
之
と
一
体
に
な
り
万
有
を
真
に
知
る
の

学
問
が
開
か
れ
る
の
は
「
成
る
」
の
立
場
か
ら
で
あ
る
」
と
主
張

す
る
。

　

今
泉
先
生
の
か
か
る
思
想
は
、『
古
事
記
』
冒
頭
記
事
の
「
天

地
初
発
之
時
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
時
は
高
天
原

と
共
に
成
り
、
天
之
御
中
主
神
と
共
に
成
っ
た
の
で
あ
り
、
始
め

も
無
く
終
り
も
無
い
。
神
と
時
と
宇
宙
と
は
一
緒
で
あ
る
。」
と

し
、「
神
、
宇
宙
、
時
を
離
れ
た
（
別
々
の
）
も
の
と
見
て
、
例
へ

ば
神
や
宇
宙
を
時
の
支
配
の
下
に
置
き
、
神
は
い
つ
か
ら
あ
る
か

と
か
、
宇
宙
は
い
つ
出
来
た
か
と
云
ふ
様
に
考
え
て
は
解
ら
な
く

な
り
、
又
宇
宙
万
有
を
本
地
に
し
て
考
へ
る
と
無
神
論
、
唯
物
論

に
堕
す
る
こ
と
に
な
り
、
更
に
神
が
宇
宙
も
時
も
造
つ
た
も
の
と

す
る
と
神
を
超
在
さ
せ
て
後
に
説
く
や
う
な
存
在
思
想
に
陥
る
。」

（「
第
二
編　

古
典
の
精
神
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
第
二
巻
・
前

出
）
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

即
ち
、
自
ら
が
、
宇
宙
の
当
事
者
で
あ
り
、
時
の
当
事
者
で
あ

り
、
神
の
当
事
者
と
し
て
、
宇
宙
の
中
に
生
ま
れ
、
宇
宙
の
中
に

行
い
、
宇
宙
の
中
に
死
ぬ
。
か
よ
う
に
、
宇
宙
の
中
で
生
き
て
、

行
い
、
成
し
遂
げ
る
自
己
を
体
現
す
る
思
想
を
提
言
し
て
い
る
、

と
い
え
よ
う
。

　

時
は
、
過
去
と
今
と
未
来
を
一
体
と
な
す
。
今
の
空
間
的
つ
な

が
り
を
時
系
列
と
し
て
一
体
化
す
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
創
元
以
来

の
物
質
的･

霊
的
活
動
の
総
て
が
時
と
し
て
一
体
化
し
、
渾
然
た

る
統
一
体
と
し
て
の
宇
宙
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

な
ら
ば
、
人
間
一
人
一
人
が
生
ま
れ
成
り
、
生
命
を
授
か
っ
た
心

身
の
働
き
は
、
宇
宙
創
元
以
来
続
く
全
体
の
生
成
活
動
の
一
翼
を

担
う
大
い
な
る
意
義
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

神
道
に
は
、
連
綿
と
続
く
「
時
」
の
考
え
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

「
中
今
（
な
か
い
ま
）」
と
よ
ぶ
。
宇
宙
の
創
元
か
ら
未
来
へ
と
無

窮
に
続
く
時
は
常
に
「
今
」
に
集
約
顕
現
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方

だ
。
天
の
下
（
宇
宙
）
を
ひ
と
つ
の
家
と
為
さ
ん
と
す
る
「
八
紘

為
宇
」
の
意
思
と
行
動
は
、
宇
宙
創
元
以
来
、
そ
し
て
神
武
建
国

以
来
、
時
と
共
に
休
む
こ
と
な
く
連
綿
と
「
今
」
に
顕
現
さ
れ
る

か
ら
こ
そ
、
天
壌
無
窮
に
栄
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

自
ら
が
、
時
の
内
に
主
体
と
な
っ
て
行
動
し
成
長
発
展
す
る
と

い
う
積
極
的
生
き
方
で
あ
る
。「
今
」
を
大
事
に
す
る
と
い
う
考

え
は
、
過
去
の
出
来
事
に
意
義
を
持
た
せ
、
将
来
の
基
盤
と
な
る

「
今
」
に
精
一
杯
の
努
力
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

反
対
に
、「
今
」
を
無
駄
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
の
み
な

ら
ず
人
類
の
そ
し
て
地
球
の
歴
史
の
営
み
と
努
力
を
無
駄
に
し
、

子
々
孫
々
の
未
来
を
破
壊
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
「
今
」

に
人
間
一
人
ひ
と
り
が
「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
と
力
を
尽
く
す

こ
と
が
、
宇
宙
に
生
ま
れ
て
き
た
重
要
な
意
義
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

物
質
と
し
て
の
肉
体
の
共
有
は
適
わ
な
い
が
、
精
神
・
心
・
霊

の
共
有
は
可
能
で
あ
り
、
人
類
と
自
然
の
成
長
発
展
に
貢
献
し
た

人
の
精
神
は
同
じ
時
に
生
き
る
人
々
の
み
な
ら
ず
、
時
を
違
え
て

生
き
る
人
々
の
心
ま
で
を
も
感
化
し
、
共
鳴
さ
せ
一
体
化
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
人
で
は
到
底
で
き
る
は
ず
も
な
い

大
事
業
が
、
空
間
的
広
が
り
だ
け
で
は
な
く
時
間
的
継
承
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

私
た
ち
が
、「
伝
統
精
神
の
継
承
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

一
個
人
で
は
達
成
で
き
な
い
大
き
な
目
標
を
、
世
代
を
超
え
た
意

志
の
継
承
と
い
う
長
期
的
な
努
力
の
積
み
重
ね
に
よ
り
成
し
遂
げ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宇
宙
創
元
の
理
を
悟
り
、

先
達
の
思
い
描
い
た
理
想
や
理
念
に
賛
同
し
、
時
代
を
越
え
て
そ

の
遺
志
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
で
、
時
を
貫
く
意
志
の
柱
を
打

ち
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
世
代
で
は
不
可
能

な
理
想
社
会
の
実
現
を
歴
史
的
集
団
の
事
業
と
し
て
維
持
・
発
展

さ
せ
る
こ
と
を
、
日
本
人
は
価
値
あ
る
も
の
と
見
な
し
て
き
た
。

　

こ
の
視
点
か
ら
は
、
個
々
の
人
間
が
そ
の
一
生
涯
に
自
分
の
た

め
に
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
の
か
、
と
い
う
利
己
的
成

果
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
社
会
に
生
き
る
人
間
と
し
て
、

同
じ
時
代
に
生
き
る
人
々
と
の
絆
や
融
和
だ
け
で
は
な
く
、
過
去

や
将
来
、
即
ち
祖
先
や
子
孫
と
の
心
と
意
志
の
つ
な
が
り
を
も
大

事
に
し
、
時
と
空
間
を
ま
た
ぐ
無
窮
の
大
事
業
に
ど
の
よ
う
に
貢

献
し
た
か
と
い
う
歴
史
的
役
割
こ
そ
価
値
が
あ
る
も
の
と
み
な
す
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こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
歴
史
的
役
割
と
は
、
一
人
の
行
為
が
歴

史
を
通
じ
多
く
の
人
々
に
貢
献
す
る
と
い
う
不
朽
の
利
他
的
使
命

を
為
し
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
、
積
極
的
生
き
方
の
理
想
が
「
中
今
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
促
す
思
想
を
「
八
紘
為
宇
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
八あ

め
の
し
た紘
を

掩お
ほ

ひ
て
宇い
へ

と
為せ

む
」
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
に
示
さ
れ
た
神
武
建

国
の
詔
勅
に
あ
る
日
本
建
国
の
思
想
で
あ
る
。
国
が
、
そ
し
て
世

界
が
、
大
自
然
が
苦
し
み
も
楽
し
み
も
分
か
ち
合
い
、
共
に
助
け

あ
い
、
共
に
成
長
を
ね
が
う
家
族
の
よ
う
に
暮
ら
す
世
を
造
り
為

さ
ん
と
す
る
、
主
体
的
か
つ
継
続
的
、
生
成
活
動
を
目
的
と
す
る

人
類
普
遍
の
思
想
で
あ
ろ
う
。

四
　
八
紘
為
宇
の
実
践

　

西
欧
思
想
が
世
界
を
覆
う
よ
う
に
な
っ
た
近
代
以
降
、
我
々
人

類
は
、
人
間
の
「
存
在
」
と
「
理
性
」
を
過
信
し
、
多
く
の
過
ち

を
犯
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
要
因
は
、
神
・
時
・
自
然
と
一
体
の
人
間
の
自
性
（
直
霊
）

を
、
自
我
意
識
の
狭
隘
な
る
空
間
に
閉
じ
込
め
、
人
間
を
孤
立
し

た
物
質
的
「
存
在
」
と
し
て
蔑
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
あ

る
い
は
神
・
時
・
自
然
か
ら
生
成
し
た
公
共
の
恵
み
を
人
間
個
人

が
所
有
で
き
る
と
過
信
し
、
他
者
と
社
会
と
自
然
の
本
来
あ
る
べ

き
成
長
発
展
を
妨
げ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
教
訓
を
導
く
な
ら
ば
、
我
々
は
、
禍
津
日
を
禊
祓

い
、
本
来
の
宇
宙
の
一
員
と
し
て
正
し
く
生
き
る
た
め
の
社
会
を

再
構
築
し
な
く
て
な
ら
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
今
泉
先
生
が
「
人

間
は
そ
の
団
体
生
活
を
離
れ
て
、
個
人
主
義
に
走
り
、
自
由
主
義

に
赴
く
こ
と
が
、
邪
悪
の
出
発
点
で
あ
る
。
団
体
生
活
の
分
裂
解

体
が
人
生
悪
、
社
会
悪
の
根
源
で
あ
る
」（「
第
四
編　

禊
祓
に
つ
い

て
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
第
二
巻
・
前
出
）
と
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
氏
神
様
を
中
心
と
し
た
伝
統
的
村
落
や
家
族
的
に
結

ば
れ
た
共
助
体
と
し
て
の
「
家
」
を
解
体
し
た
こ
と
に
、
現
在
の

孤
独
老
人
、
年
金
・
介
護
問
題
、
就
職
難
問
題
、
い
じ
め
、
格
差

な
ど
現
代
的
社
会
問
題
の
根
本
原
因
を
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
前

提
に
立
つ
な
ら
ば
、
我
々
は
、
あ
ら
た
め
て
共
助
体
と
し
て
の

「
家
」
を
再
構
築
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
。
人
間
は
、
社
会
の
中
で
教
え
育
ま
れ
、
体
験
し
体
得
し

体
顕
す
る
こ
と
で
「
直
霊
」
の
自
性
を
自
覚
し
発
顕
で
き
る
よ
う

に
す
る
事
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

　
「「
成
る
」
の
体
験
、「
知
る
」
の
体
得
、「
行
う
」
の
体
現
の
三

位
一
体
の
境
地
の
発
顕
の
み
が
学
問
的
真
実
を
語
り
得
る
も
の
に

外
な
ら
な
い
」（「
第
二
編　

皇
道
と
哲
学
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全

集
』
第
二
巻
・
前
出
）
と
今
泉
先
生
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
理

論
・
推
論
へ
の
過
信
を
疑
い
、
共
助
社
会
の
中
で
「
体
験
、
体
得
、

体
顕
」
す
る
と
こ
ろ
の
学
問
を
重
視
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
我
々
は
宇
宙
の
中
に
生
き
て
お
る
し
、
我
々
も
ま
た
宇
宙
を

構
成
す
る
分
子
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
我
々
は
宇
宙
と
一
体
に

「
成
る
」
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
宇
宙
を
「
知
る
」
こ
と
は
で
き

な
い
」
の
で
あ
る
し
、
ま
た
「（
宇
宙
の
）
外
か
ら
抽
象
し
て
得
た

概
念
は
い
か
に
理
論
的
に
整
備
さ
れ
た
と
し
て
も
、
生
き
た
宇
宙

は
そ
こ
か
ら
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
」
と
今
泉
先
生
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば
、
日
本
の
武
人
に
成
っ
て
武
道
の
稽
古

を
体
験
す
れ
ば
、
次
に
は
日
本
の
武
を
体
得
し
て
「
知
る
」
こ
と

と
な
ろ
う
。
体
得
し
て
知
っ
た
こ
と
は
、
実
際
に
「
行
う
」
こ
と

で
体
現
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
真
の
学
び
と
成
長

で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
推
論
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
日
本
の
武
の
何

た
る
か
は
「
行
う
」
こ
と
は
お
ろ
か
「
知
る
」
こ
と
す
ら
も
で
き

る
は
ず
が
な
か
ろ
う
。

　

今
こ
そ
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
伝
統
的
「
家
」

を
、
新
た
な
共
助
体
の
「
家
」
と
し
て
再
構
築
す
る
べ
き
で
は
な

い
か
。

　

そ
こ
で
は
、
共
助
の
精
神
で
あ
る
「
世
の
た
め
人
の
た
め
力
を

尽
く
す
」
こ
と
、「
人
様
に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
」
こ
と

を
基
本
的
価
値
慣
習
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
共
助
体
の
一
員
と

し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
れ
ば
、
自
発
的
に
社
会
の
一
員
と
「
成
っ

て
」
共
助
体
の
仕
事
に
加
わ
る
。
共
助
体
の
一
員
と
し
て
一
所
懸

命
働
け
ば
、
仕
事
を
「
知
り
」、
所
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
共
助

体
の
中
で
己
の
所
を
得
た
な
ら
、
社
会
の
た
め
に
為
す
べ
き
仕
事

を
一
生
懸
命
全
う
す
る
。
そ
れ
が
、
人
々
の
役
に
立
ち
幸
福
と
成

長
に
貢
献
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
他
の
人
々
か
ら
感
謝
さ
れ
、
生
涯

を
全
う
し
た
後
も
そ
の
生
き
方
は
崇
敬
の
念
を
持
っ
て
語
り
継
が

れ
引
き
継
が
れ
、
共
助
体
の
守
り
神
と
な
っ
て
永
遠
に
祭
ら
れ
る
。

そ
の
人
の
精
神
は
歴
史
伝
統
と
し
て
、
不
朽
の
時
と
共
に
生
き
、

何
時
の
時
代
で
も
「
今
」
そ
の
時
々
の
人
々
と
共
に
生
き
つ
づ
け

る
。
こ
の
よ
う
な
共
助
体
の
形
成
を
身
近
な
町
内
会
や
自
治
会
あ

る
い
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
を
は
じ
め
、
夫
々
の
共
助
体
の
特
性
を
相
互
に

尊
重
し
つ
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
、
そ
れ
が
地
方
行
政
や
国

政
に
広
が
り
、
更
に
は
世
界
に
広
げ
る
。
人
々
が
心
を
一
つ
に
し

て
「
八
紘
為
宇
」
を
実
践
す
る
共
助
体
が
新
た
な
「
家
」
と
な
る
。

　

こ
の
サ
イ
ク
ル
に
、
真
の
平
和
が
あ
り
、
こ
こ
に
真
の
幸
福
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
が
神
と
、
時
と
、
自
然
と
一
体
と

成
っ
て
宇
宙
創
元
の
活
動
に
参
画
し
、
皆
が
天
上
無
窮
の
成
長
発

展
の
な
か
に
生
き
る
世
界
が
実
現
さ
れ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

　

今
泉
先
生
が
祈
願
し
た
も
の
、
そ
れ
は
、
神
勅
を
い
た
だ
い
た

天
皇
と
民
が
為
す
べ
き
使
命
を
自
覚
し
、
体
験
・
体
得
・
体
顕
し
、

そ
れ
を
世
界
に
示
す
こ
と
。
こ
の
世
が
高
天
原
に
成
る
よ
う
に
為

し
続
け
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
、「
宇
宙
の
中
に
生
ま
れ
、
宇
宙
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の
中
に
行
い
、
宇
宙
の
中
に
死
ぬ
」
と
い
う
気
概
を
も
ち
、
全
世

界
に
お
い
て
、
天
、
国
、
家
、
人
が
一
体
と
な
っ
て
八
紘
為
宇
の

受
持
の
神
と
な
っ
て
、
万
有
を
し
て
真
実
な
ら
し
め
る
「
行
う
」

自
己
を
今
此
処
に
体
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
窮
の
中
今
に
、

自
分
が
天
之
御
中
主
神
に
帰
一
し
て
「
マ
ヰ
リ
カ
ヘ
ル
ノ
ミ
タ

マ
」
の
覚
悟
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
え
よ
う
。

（
明
治
神
宮
武
道
場
至
誠
館
長
）
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