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欧
州
に
端
を
発
す
る
諮
晦
的
人
間
観
の
系
譜

ー
「
人
間
は
自
然
を
逸
脱
し
た
存
在
だ
」
と
い
う
言
説
に
つ
い
て
!

古

田

目
次は

じ
め
に

て
人
聞
は
自
然
を
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
言
説
の
日
本
へ
の
流
入

二
、
人
間
存
在
の
本
能
の
喪
失
、
あ
る
い
は
自
然
か
ら
の
逸
脱
に
関
す
る
言
説
。
そ
の
一
八
世
紀
に
至
る
遡
行

三
、
人
間
存
在
の
、
自
然
リ
神
的
秩
序
か
ら
の
逸
脱
に
関
す
る
言
説
。
一
七
世
紀
に
至
る
、
遡
行

結
論

博

司

ームaノ、



_L. 

ノ、

は
じ
め
に

筆
者
は
一
九
八

O
年
か
ら
八
六
年
ま
で
、
韓
国
の
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。
そ
の
問
、
何
度
か
の
帰
国
を
重
ね
た
も
の
の
、
短
期

聞
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
の
思
潮
に
触
れ
る
機
会
は
殆
ど
な
か
っ
た
。

が
あ
っ
た
。
若
者
は
、

六
年
の
滞
韓
を
終
え
て
引
き
揚
げ
て
み
る
と
、
日
本
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
精
神
面
の
変
貌
は
割
自
に
値
す
る
も
の

い
つ
し
か
「
信
じ
る
」
と
い
う
能
力
か
ら
遠
く
橋
た
り
、
私
の
言
を
風
景
の
よ
う
に
開
い
た
。
そ
の
風
景
に
、
か

つ
て
の
「
信
じ
る
L

壮
年
・
老
年
間
闘
が
島
の
如
く
浮
遊
す
る
。
最
も
驚
か
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
島
願
の
知
識
人
に
浸
透
し
、
彼
ら
の
顕
の

片
隅
を
支
配
し
て
い
た
或
る
「
意
匠
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。

一
一
言
で
い
え
ば
、
「
人
間
は
本
能
の
壊
れ
た
、
自
然
を
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
る
L

と
い
う
意
匠
で
あ
ろ
う
か
。

或
者
は
一
言
う
、
人
間
は
壊
れ
た
自
然
で
あ
る
と
。
或
者
は
本
能
の
な
い
動
物
が
、
す
な
わ
ち
人
間
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
る
に
、
性
欲

も
本
能
で
は
な
い
と
言
う
者
に
出
会
っ
た
と
き
に
は
、

さ
す
が
に
異
質
な
「
思
想
」
の
流
入
と
変
容
を
強
く
感
じ
た
。

こ
の
意
匠
は
一
体
い
つ
何
処
で
始
ま
り
、
私
の
い
な
か
っ
た
聞
の
日
本
に
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
急
速
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
朴

な
疑
問
と
探
求
欲
で
、
以
後
私
は
こ
の
西
洋
渡
来
の
「
言
説
」
を
集
め
続
け
た
。
本
論
文
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。



一
、
人
聞
は
自
然
を
逸
脱
し
た
存
症
で
あ
る
と
い
う
言
説
の
日
本
へ
の
流
入

一
九
八
三
年
、
浅
田
彰
は
『
構
造
と
力
』

の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
人
間
を
描
い
た
。

生
き
た
自
然
か
ら
の
ズ
レ
、

ピ
ュ
シ
ス
か
ら
の
追
放
。
こ
れ
こ
そ
人
間
と
社
会
の
学
の
出
発
点
で
あ
る
。
人
間
は
ヱ
コ
シ
ス
テ
ム
の

中
に
所
を
得
て
安
ら
う
こ
と
¢
で
き
な
い
欠
陥
生
物
で
あ
り
、
確
定
し
た
生
の
サ
ン
ス
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
、

(
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剰
な
サ
ン
ス
を
苧
ん
で
し
ま
っ
た
、
反
自
然
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

い
か
え
れ
ば
、
過

こ
れ
に
よ
り
、
人
聞
は
自
然
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
言
説
が
白
木
島
艇
の
知
識
層
に
広
ま
っ
た
。
他
の
「
思
想
L

家

に
依
る
そ
の
普
及
も
同
時
期
に
集
中
し
て
い
る
。
栗
本
慎
一
郎
は
、

八
一
年
の
著
作
で
一
一
一
一
口
う
。

そ
も
そ
も
ヒ
ト
な
る
動
物
は
、
自
無
界
の
な
か
で
は
「
は
み
出
し
者
」
で
あ
る
。

ヒ
ト
自
体
が
、
自
然
の
な
か
に
あ
っ
て
過
剰
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
た
ん
に
、
人
口
が
増
え
す
ぎ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
自
然
界
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
い
動
物
と

(2) 

は
み
出
し
者
で
あ
り
、
過
剰
な
存
在
な
の
だ
。

い
う
意
味
で
、

開
に
お
い
て
は
、
本
能
に
従
う
こ
と
は
現
実
へ
の
不
適
応
を
意
味
す
る
。

(
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こ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
L

。

岸
田
秀
も
一
九
七
五
年
の
「
国
家
論
L

で
既
に
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
っ
て
い
た
。
ー
人
間
は
生
物
進
化
の
崎
型
児
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
人

つ
ま
り
、
現
実
へ
の
適
応
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
の
本
能
は

す
な
わ
ち
、
他
の
動
物
と
異
な
り
、
本
能
の
破
壊
さ
れ
た
、
自
然
か
ら
逸
脱
し
た
、
は
み
出
し
者
の
存
在
。
ぞ
れ
が
彼
ら
の
共
鳴
し
た
、

巴L.
/¥ 



六
四

欧
州
渡
来
の
人
間
存
在
に
関
す
る
言
説
で
あ
っ
た
。

文
中
で
、

岸
田
は
そ
れ
を
同
文
中
で
、

A
・
ポ
ル
ト
マ
ン
の
生
理
的
早
産
説
や
L
・
ボ
ル
ク
の
胎
児
化
説
よ
り
得
た
と
述
べ
て
い
る
。
浅
田
も
同

E
・
モ
ラ
ン
の
よ
大
わ
れ
た
範
列
』
(
一
九
七
三
年
)
よ
り
の
引
用
を
自
己
の
言
に
並
列
さ
せ
て
示
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
ら
の
言
説
の
直
接
の
派
祖
は
、
筆
者
が
敢
え
て
き
口
う
ま
で
も
な
く
ラ
カ
ン
や
パ
タ
イ
ユ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ラ
カ
ン
の
死
の

原
経
験
に
つ
い
て
の
言
説
を
引
い
て
お
く
。

こ
の
経
験
は
、
動
物
の
場
合
に
も
本
能
的
周
期
の
様
々
な
時
点
で
見
ら
れ
る
し
、

と
り
わ
け
生
殖
周
期
の
序
幕
で
見
ら
れ
る
が
、
こ

の
経
験
が
そ
の
誘
惑
す
る
お
と
り
と
錯
誤
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
、
実
際
人
聞
の
主
体
を
永
続
的
に
構
造
化
す
る
た
め
の
意
味
作
用
を

開
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
人
聞
の
時
期
尚
早
な
誕
生
に
根
ざ
す
無
力
に
由
来
す
る
緊
張
か
ら
、
こ
の
経
験
が
意
味
作
用
を

受
げ
と
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
博
物
学
者
は
こ
の
早
生
の
事
実
を
人
間
の
解
剖
学
的
発
達
の
特
殊
性
と
し
て
認
識

す
る
が
、
我
々
は
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が
自
分
の
本
質
と
は
区
別
さ
れ
る
自
分
の
実
存
を
発
見
す
る
自
然
的
調
和
の
裂
開
を
、
こ
の

早
生
の
事
実
の
な
か
に
把
握
す
る
。
実
際
人
間
が
誕
生
に
際
し
て
、
想
像
的
機
能
の
背
後
に
そ
の
印
を
受
け
と
る
、
死
の
感
触
以
外

?
と

の
い
か
な
る
現
実
も
な
い
。

人
間
の
他
の
動
物
に
比
べ
て
の
早
生
、
す
な
わ
ち
早
産
さ
れ
る
無
力
感
、
そ
れ
が
彼
に
彼
と
自
然
と
の
調
和
の
裂
開
を
自
覚
さ
せ
る
の

だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
人
聞
が
他
の
動
物
と
は
異
な
る
と
い
う
、
欧
州
人
伝
統
の
人
間
・
動
物
切
り
放
し
願
望
と
、

そ
れ
を
逆
照
射
す
る

「
楽
園
H
自
然
追
放
L

の
悲
観
が
彼
ら
特
有
の
轄
晦
に
よ
っ
て
発
諾
さ
れ
て
い
る
。
パ
タ
イ
ユ
は
こ
の
点
、

さ
ら
に
率
直
で
あ
る
。

人
間
が
動
物
の
身
体
を
持
つ
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
せ
い
で
一
つ
の
事
物
の
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
人
間
が
霊
H
精
神
で
あ
る
限

り
そ
の
惨
め
き
で
あ
り
、
苦
悩
で
あ
る
。
が
、

し
か
し
一
つ
の
霊
H
精
神
の
基
体
で
あ
る
こ
と
は
人
間
の
身
体
の
栄
光
で
も
あ
る
の



(
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で
あ
る
。

人
聞
が
動
物
の
よ
う
に
身
体
を
持
つ
こ
と
は
苦
悩
、

し
か
し
そ
こ
に
宿
る
霊
は
栄
光
の
源
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
至
る
と
パ
ウ
ロ

『
コ
リ

ン
ト
信
徒
へ
の
手
紙
、

一
』
の
、
「
肉
の
人
」
「
霊
の
人
L

と
の
同
位
に
、
こ
の
一
言
説
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
欧
州
人
の
暫
晦
癖
が
言
説
の
様
相
を
呈
し
、
「
思
想
L

と
な
っ
て
日
本
島
艇
に
流
れ
込
む
。
鳥
獣
戯
画
を
愛
し
、
猫
に
「
我

が
輩
」
と
言
わ
せ
る
風
土
へ
と
、

で
あ
る
。

思
想
は
幻
想
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
、
こ
れ
よ
り
稿
を
起
こ
す
に
当
た
っ
て
の
筆
者
の
立
脚
点
で
あ
る
。
生
き
ら
れ
た
時
代

が
過
ぎ
去
り
、
幻
想
が
晴
れ
た
と
き
、
そ
の
思
想
は
一
言
説
の
化
石
と
な
っ
て
堆
積
す
る
。
こ
の
澱
り
と
し
て
、
東
洋
思
想
を
感
懐
し
、
西

洋
思
想
を
四
顧
す
る
の
で
あ
る
。
真
理
や
真
実
が
こ
れ
ら
の
層
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
証
明
し
得
な
い
。

そ
の
よ
う
な
言
説
が
か
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
が
、
摘
出
し
得
る
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
根
源
に
遡
及
す
る
こ
と
が
我
々
の

仕
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
哲
学
者
や
哲
学
研
究
家
の
意
図
と
は
異
な
る
。
彼
ら
の
息
は
熱
気
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
説
の
化
石
に
吹
き
込
ま
れ
、

新
た
な
言
説
の
集
合
体
が
有
機
体
の
如
く
に
生
き
生
き
と
虚
構
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
我
々
の
患
は
冷
気
で
あ
る
。
我
々
の
息
は
こ
の

(
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時
代
に
生
き
る
思
想
す
ら
積
極
的
に
凍
化
し
、
解
体
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
人
間
存
在
の
本
能
の
喪
失
、
あ
る
い
は
自
然
か
ら
の
逸
脱
に
関
す
る
雷
説
。
そ
の
一
八
世
紀
に
至
る
遡
行

パ
タ
イ
ユ
の
肉
と
霊
と
に
関
す
る
前
節
に
述
べ
た
言
説
の
根
底
に
あ
る
も
の
、

そ
れ
も
ま
た
動
物
と
入
聞
の
は
ざ
ま
に
揺
れ
動
く
理
性

で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
ラ
カ
ン
と
同
様
で
あ
る
。

六
五



ムハムハ

も
し
も
人
間
が
尊
敬
に
値
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
尊
敬
は
、
人
間
本
来
の
動
物
性
を
恥
じ
る
差
恥
心
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

つ
ま
り
人

間
が
自
然
に
向
げ
た
否
認
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

1

1
こ
の
異
議
申
し
立
て
が
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
人
関
性
と
い
う
も
の
は
存
在

(
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し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
根
本
的
に
、
人
間
性
の
始
漉
の
運
動
は
、
動
物
性
の
否
認
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

人
間
は
己
の
動
物
性
を
否
定
し
て
こ
そ
人
間
た
り
得
る
。
こ
の
能
動
性
が
パ
タ
イ
ユ
を
ラ
カ
ン
か
ら
分
か
つ
分
岐
点
で
あ
る
。

ラ
カ
ン

は
こ
の
否
定
の
動
機
を
、
生
理
的
早
産
説
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
外
界
か
ら
強
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
鯖
噂
す
る
。
人
間
は
馬
や
牛
の
よ
う

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

に
生
ま
れ
て
直
ぐ
に
立
ち
上
が
れ
ぬ
。
早
産
さ
れ
た
形
で
、
親
の
保
護
を
要
す
る
弱
々
し
い
存
在
と
し
て
、
こ
の
世
に
無
理
遺
り
放
り
出

か
つ
て
実
存
主
義
者
た
ち
の
諮
っ
た
「
被
投
」
が
生
理
的
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
が
ラ
カ
ン
の
い
う
「
早
生
L

で

あ
り
、
「
自
然
的
調
和
の
裂
開
」
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
人
間
は
己
の
寸
実
存
を
発
見
す
る
し
の
で
あ
る
。

こ
の
言
説
の
「
真
理
ら
し
さ
」
は
、

カ
ン
ガ
ル
ー
な
ど
の
有
袋
類
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
忽
ち
解
体
す
る
。
か
れ
ら
も
ま
た
早
産
さ
れ
、

親
の
腹
袋
の
な
か
の
乳
首
ま
で
蛭
蛸
の
よ
う
に
這
っ
て
行
く
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
犬
の
子
は
生
ま
れ
た
と
き
、
自
も
見
え
な
い
。
鳥

の
子
に
至
つ
て
は
自
由
に
動
く
こ
と
さ
え
叶
わ
ず
、

ひ
た
す
ら
親
の
食
餌
を
待
っ
て
泣
き
喚
く
で
は
な
い
か
。

し
か
し
さ
し
当
た
り
、
ラ
カ
ン
の
「
真
理
ら
し
さ
L

を
解
体
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
目
的
な
の
で
は
な
い
。
我
々
の
目
的
は
、

そ
の
言

説
の
起
源
に
分
析
理
性
を
遡
及
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
範
晦
を
遡
り
、
次
に
行
き
当
た
る
の
は
ニ

1
チ
ェ
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
吋
ア

ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
(
一
八
九
五
年
)

の
引
用
を
掲
げ
る
。

人
間
は
、
相
対
的
に
見
て
、
最
も
出
来
損
な
い
の
動
物
で
あ
り
、
最
も
病
的
な
動
物
、
自
分
の
本
能
か
ら
ま
こ
と
に
危
険
な
ほ
ど
足(
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を
踏
み
外
し
て
し
ま
っ
た
動
物
で
あ
る
。
ー
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
す
べ
て
に
も
拘
わ
ら
、
ず
、
人
間
は
興
味
深
い
動
物
で
は
あ
る
が
!

こ
こ
か
ら
抽
出
し
得
る
も
の
は
、
前
節
冒
頭
の
諸
寸
思
想
L

家
に
ま
で
至
る
人
間
観
、

す
な
わ
ち
人
間
は
他
の
動
物
と
異
な
り
、
本
能



の
破
壊
さ
れ
た
、
自
然
か
ら
逸
脱
し
た
、

は
み
出
し
者
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
で
あ
る
。
か
つ
て
神
の
自
然
に
安
ん
じ
て
い
た
欧
州
の
人

聞
は
、
何
故
に
斯
く
揺
晦
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ニ

1
チ
ェ
は
言
う
。

わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
か
ら
勉
強
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
で
謙
虚
に
な
っ
た
。
も
は
や
人
聞
の
由
来
を
「
精
神
」
や
「
神

性
L

の
中
に
尋
ね
た
り
は
し
な
い
。
ふ
た
た
び
動
物
の
中
に
人
間
を
位
置
づ
け
た
。
人
聞
は
最
も
強
い
動
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

ぞ
れ
は
人
聞
が
最
も
校
猪
な
動
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
精
神
性
と
は
、
技
滑
で
あ
る
こ
と
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
o
s
-
-
人

聞
は
決
し
て
創
造
物
の
王
冠
な
ど
で
は
な
い
。
生
き
物
は
み
な
、
人
間
と
肩
を
並
べ
て
完
全
さ
に
か
け
て
は
同
じ
段
階
に
あ
る
。

我
々

(
日
本
人
)

に
は
馴
染
み
ゃ
す
い
言
説
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
東
洋
で
も
中
国
や
朝
鮮
の
知
識
人
は
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
お

よ
そ
哲
学
め
い
た
体
系
を
も
っ
人
間
の
営
為
は
、
朱
子
学
や
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
問
わ
ず
、

み
な
人
間
存
在
を
他
の
存
在
に
比
し
、
最
上
位

に
奉
り
置
く
も
の
で
あ
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
動
物
と
人
間
を
並
置
で
き
る
西
洋
型
知
識
人
は
、
子
ど
も
の
病
気
平
感
や
恋
愛
の
成
就
に
、

狐
の
宿
る
稲
荷
に
平
然
と
願
か
け
で
き
る
日
本
の
知
識
人
の
み
で
あ
ろ
う
。
他
方
ニ

1
チ
ェ
は
欧
州
に
生
き
た
が
ゆ
え
に
、
人
間
存
在
を

あ
え
て
動
物
に
ま
で
引
き
ず
り
降
ろ
し
、

そ
の
神
性
の
仮
面
を
剥
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

神
性
の
仮
面
を
剥
ぎ
、
人
聞
を
動
物
界
に
放
り
出
し
た
ニ

l
チ
ェ
の
先
達
は
、

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
で
あ
る
。

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
『
蜂
の
寓

話
』
(
一
七
一
四
年
)
で
、
人
聞
を
事
あ
る
毎
に
「
動
物
」
「
畜
生
」
に
対
置
し
、
そ
の
「
私
的
悪
徳
L

と
「
投
摘
」
を
検
証
せ
ん
と
す
る
。

愛
撫
に
な
れ
て
い
る
犬
は
、
ほ
か
の
犬
が
そ
の
至
福
を
味
わ
っ
て
い
る
の
に
お
と
な
し
く
耐
え
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。

抱
き
犬
が
自
分
の
競
争
相
手
に
食
べ
物
を
残
す
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
口
に
つ
め
こ
ん
で
窒
息
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
、
わ
た

し
は
見
た
こ
と
が
あ
る
。
ー
ー
ー
か
り
に
羨
望
が
人
間
本
性
に
根
ざ
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
子
ど
も
の
ば
あ
い
そ
ん
な
に
一
般
的
な

も
の
と
な
ら
ず
、
青
少
年
が
そ
ん
な
に
だ
れ
も
か
も
競
争
に
か
り
た
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
利
益
に
な
る
も
の

f、
七



六
八

す
べ
て
が
立
派
な
道
義
に
由
来
す
る
と
し
た
い
者
は
、
学
校
の
生
徒
た
ち
に
見
ら
れ
る
競
争
の
現
わ
れ
を
、
精
神
が
高
潔
な
せ
い
だ

と
い
う
。
そ
れ
は
苦
労
や
苦
痛
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
気
質
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
者
は
、
自
己
抑
制
を
行
っ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
つ
ぶ
さ
に
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
安
楽
と
快
楽
の
犠
牲
は
、
羨
望
と
栄
誉
欲
の
た
め
だ
け

(
日
)

に
な
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

勿
論
マ
ン
デ
ヴ
イ
ル
の
主
目
的
は
、
人
間
の
動
物
引
き
降
ろ
し
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
私
欲
に
駆
ら
れ
て
行
動
す
る
蜂
が
巣
全
体
を
豊

か
に
す
る
よ
う
に
、
人
閣
の
賛
沢
や
虚
栄
心
が
経
済
全
体
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
私

欲
の
競
争
原
理
が
自
然
な
る
秩
序
を
形
成
す
る
L

と
い
う
ス
ミ
ス
の
一
言
説
に
結
実
し
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
彼
の
敵
手
で
あ
る
ル
ソ

l
は、

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
言
説
に
、
自
然
所
与
の
「
美
徳
」
を
放
棄
す
る
意
図
を
感
じ
と
る
や
、
こ

れ
に
猛
然
と
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
l

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
(
一
七
五
五
年
)
に
い
わ
く
。

も
し
も
自
然
が
人
間
に
対
し
て
、
理
性
の
さ
さ
え
と
し
て
あ
わ
れ
み
の
情
を
与
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
聞
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳

を
も
っ
て
し
で
も
、
怪
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、

マ
ン
デ
ビ
ル
は
い
み
じ
く
も
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
彼
は
、
こ
の
た
っ
た
一
つ
の
特
質
か
ら
、
彼
が
人
間
に
対
し
て
否
認
し
よ
う
と
し
た
す
べ
て
の
社
会
的
な
美
徳
が
由
来
し
て
い
る

の
を
見
な
か
っ
た
。

ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
美
徳
」
は
「
自
然
」
に
由
来
し
「
社
会
」
に
及
ぶ
。

で
は
、
「
自
然
」
か
ら
「
美
徳
」
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
人

聞
の
欠
知
性
と
は
、
何
処
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
書
に
次
の
一
文
を
見
る
。

た
だ
し
動
物
の
ど
の
種
も
自
分
だ
げ
の
本
能
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
人
聞
は
お
そ
ら
く
自
分
固
有
の
本
能
は
何
も
な
い



人
間
が
本
能
の
壊
れ
た
、
自
然
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
言
説
は
、

つ
い
に
ル
ソ

l
に
ま
で
遡
及
す
る
。
固
有
の
本
能
の
無

い
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

人
間
は
そ
れ
ら
の
動
物
の
あ
い
だ
に
分
散
し
て
彼
ら
の
生
活
技
術
を
観
察
し
、
模
倣
し
、

占広噌
A
V

。

か
く
し
て
動
物
た
ち
の
本
能
に
ま
で
高

の
で
あ
る
。
自
然
の
中
の
は
み
出
し
者
で
あ
る
人
聞
は
、

ル
ソ
ー
で
は
動
物
た
ち
か
ら
学
習
し
、
本
能
の
代
替
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
に
は
自
然
所
与
の
「
美
徳
し
が
あ
る
と
観
念
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
二

O
世
紀
後
半
に
彼
の
言
説
を
受
け
継
ぐ
者
た
ち
は
、

本
能
の
取
り
戻
し
を
最
早
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
放
り
出
さ
れ
た
ま
ま
輯
晦
し
、
文
明
へ
と
引
き
こ
も
る
の
で
あ
る
。
人
聞
は
自

然
か
ら
放
り
出
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
「
実
存
を
発
見
し
」
(
ラ
カ
ン
)
、
「
驚
く
べ
き
発
展
を
し
L

(

モ
ラ
ン
)
、
「
尊
敬
に
値
す
る
L

(

パ
タ
イ

(
お
)

ユ
)
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
自
然
の
う
ち
に
戻
り
、
ー
動
物
た
ち
の
本
能
に
ま
で
高
ま
る
」
ル
ソ
l
の
人
間
観
の
直
系
の
弟
子
は
何
処
に
至
る
の
か
。
そ
れ

は
へ
ル
マ
ン
・
ラ
ウ
シ
ユ
ニ
ン
グ
が
次
の
よ
う
に
教
え
て
く
れ
る
。

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
革
命
の
完
成
者
で
あ
り
、

ル
ソ
l
系
列
の
最
後
の
弟
子
で
あ
る
。
文
明
は
人
類
の
「
堕
落
」
で
あ
る

と
い
う
見
方
に
お
い
て
、
ま
た
虚
偽
の
価
値
と
真
理
に
も
と
づ
く
文
明
の
重
荷
か
ら
人
聞
を
解
放
し
、
人
聞
を
安
全
に
健
康
に
本
能

(
時
)

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
ル
ソ

1
直
系
の
最
後
の
末
青
で
あ
る
。

の
う
ち
に
生
き
る
自
然
動
物
に
し
よ
う
と
す
る
目
的
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
、
こ
の
直
系
へ
の
道
が
汚
さ
れ
、
既
に
塞
が
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
彼
ら
は
放
り
出
さ
れ
た
ま
ま
輯
晦
し
た
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
は
最
早
帰
る
べ
き
「
自
然
L

が
な
い
の
で
あ
る
。

九



七。

三
、
人
間
存
在
の
、
自
然
H
神
的
秩
序
か
ら
の
逸
脱
に
関
す
る
言
説
。

一
七
世
紀
に
至
る
遡
行

欧
州
に
お
け
る
人
聞
の
位
階
失
墜
は
、

一
五
世
紀
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
「
天
上
位
階
論
」
は
、
第
一
原
理
を
据
え
、

万
物
の
根
源
は
一
な
る
絶
対
者
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
一
者
か
ら
多
様
な
事
物
が
、

よ
り
劣
っ
た
者
と
し
て
下
方
へ
展
開
さ
れ
る
。
大
天

能
・
天
使
・
織
天
使
・
智
天
使
・
天
の
軍
団
・
人
間
・
有
機
的
自
然
・
物
質
の
位
階
で
、
神
の
足
下
に
ひ
れ
伏
す
。
人
間
は
現
象
界
の
頂

点
に
あ
る
。
宇
宙
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
い
、
上
位
世
界
と
下
位
世
界
が
あ
る
。
神
は
「
不
動
の
動
者
し
と
し
て
、
動
力
を
最
上

ヂ
大
球
に
伝
達
す
る
。
そ
の
力
は
様
々
な
段
階
を
経
て
我
々
の
下
界
、
地
球
ま
で
降
り
て
く
る
。

一
六
世
紀
、
位
階
の
裂
け
目
は
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
。
上
位
世
界
と
下
位
世
界
の
区
別
は
消
失
し
、
地
球
の
運
動
も

天
体
の
運
動
も
同
じ
普
遍
的
法
則
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
ジ
ョ
ル
ダ

i
・
ブ
ル

i
ノ
は
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
を
形
而
上
学
的
に
解
釈
し
、
汎
神

論
者
と
し
て
火
炎
り
に
な
っ
た
が
、

そ
の
言
説
で
は
、
世
界
は
無
限
の
統
一
体
で
あ
り
、

そ
の
中
に
は
同
一
の
無
限
の
神
的
精
神
が
浸
透

し
生
命
を
与
え
て
い
た
。

こ
の
過
程
で
存
在
の
位
階
が
消
滅
し
、
人
間
は
「
自
狭
山
」
に
放
り
出
さ
れ
た
の
か
。
し
か
し
そ
れ
は
も
う
一
世
紀
、
遅
れ
た
よ
う
で
あ

に
な
る
と
、
人
間
は
明
瞭
に
自
然
の
一
部
で
あ
る
。
『
エ
チ
カ
』
(
一
六
七
七
年
)
第
四
部
、
定

(
げ
)

理
四
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
が
自
然
の
一
部
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
」
と
あ
る
。

る
。
ス
ピ
ノ
ザ
(
一
六
三
二

1
七
七
年
)

ス
ピ
ノ
ザ
の
一
一
一
口
説
は
「
自
然
神
論
」

(
Z
E民間
}
2
5
5
)
と
い
わ
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
世
界
が
そ
の
内
部
で
「
質
料
」
と
「
形

相
L

、
「
自
然
」
と
「
精
神
L

な
ど
に
分
裂
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
精
神
を
自
然
を
超
え
た
何
か
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
無
定



見
な
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
外
に
あ
り
、
自
然
を
超
え
た
も
の
は
同
時
に
自
然
に
反
し
た
も
の
で
、
理
性
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
。

ス
ピ

ノ
ザ
の
「
神
郎
自
然
」
(
む
き
∞
包
括

Z
N凶
E
E
)
と
い
う
方
程
式
は
、
神
的
存
在
に
よ
る
神
的
秩
序
の
絶
対
性
を
示
す
。
我
々
が
こ
の
秩
序

の
部
分
部
分
を
、
あ
れ
こ
れ
の
現
象
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
、
神
の
直
感
的
な
認
識
が
存
す
る

(
凶
)

と
す
る
。
従
っ
て
人
間
存
在
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
自
然
の
中
に
あ
る
。

の
で
あ
る
、

カ
ツ
シ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
説
の
批
判
で
誤
謬
に
降
り
、
こ
の
誤
謬
を
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
固
定
し
た
の
は
、
ピ
エ
!
ル
・

ス
ピ
ノ
ザ
が
神
と
自
然
の
間
に
主
張
す
る
同
一
性
は
、
神
的
な
も
の
か
ら
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
奪
い
、
神
的
な
も

(
悶
)

の
を
自
然
的
な
も
の
の
欠
陥
と
汚
点
で
汚
す
と
べ

l
ル
が
批
判
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ベ
ー
ル
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
カ
ツ
シ
ラ
!
の
指
摘
は
事
実
に
則
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
べ

l
ル
は
そ
の
著
作
を
通
じ
「
無
神
論
者
ス
ピ
ノ
ザ
し
を

繰
り
返
し
批
判
し
て
い
る
が
、
誤
謬
と
い
う
よ
り
は
、
両
者
の
人
間
観
が
異
な
る
が
故
の
甑
離
と
見
た
方
が
正
確
な
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ベ
ー
ル
は
『
琴
星
雑
考
』
(
一
六
八

O
年
)
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
引
用
の
前
半
部
は
当
然
ス
ピ
ノ

ザ
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
す
べ
て
の
物
体
が
秩
序
に
従
う
と
考
え
る
な
ら
、
物
体
よ
り
完
全
な
実
体
も
そ
れ
に
従
う
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
世
界
が
偶
然
の
産
物
な
ら
、
常
に
守
ら
れ
る
法
則
に
な
ぜ
従
う
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
は
満
足
な
答
が
出
せ
ま
せ
ん
。

で
す

か
ら
少
な
く
と
も
、
世
界
が
見
事
な
法
則
で
律
せ
ら
れ
る
こ
と
を
自
然
は
望
ん
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
自
然

は
物
体
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
望
み
な
が
ら
、
人
間
の
魂
が
秩
序
に
従
う
こ
と
を
な
ぜ
望
ま
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
も
満

足
な
答
、
が
出
せ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
人
間
の
魂
も
ほ
か
の
も
の
と
同
じ
く
、
無
限
に
完
全
な
存
在
〔
神
〕
に
よ
っ
て
秩
序
の
内
に
創
造

さ
れ
な
が
ら
、

お
の
れ
の
自
由
を
濫
用
し
て
無
秩
序
に
陥
っ
た
た
め
、
も
は
や
秩
序
の
内
に
は
な
い
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の

七



，む

で
す
。

ベ
ー
ル
に
お
け
る
「
人
間
」
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
自
然
L

の
外
に
い
る
の
で
あ
る
。

い
な
、
そ
の
秩
序
か
ら
既
に
放
り
出
さ
れ
て
い
る
。

ベ
i
ル
の
人
間
は
自
由
を
濫
用
し
た
が
ゆ
え
に
無
秩
序
に
陥
り
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
か
ら
既
に
放
り
出
さ
れ
た
存
在
と
し
て
あ
る
。
自
然

か
ら
逸
脱
し
た
人
間
存
在
の
原
風
景
が
こ
こ
に
端
を
発
す
る
と
す
れ
ば
、
次
に
ベ
!
ル
が
語
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
「
ア
、
ダ
ム
の
堕
落
」
と

い
う
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
古
層
か
ら
生
じ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
以
下
の
引
用
は
、
前
文
に
接
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

人
間
の
壊
敗
を
証
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

ア
ダ
ム
の
堕
落
に
つ
い
て
神
が
啓
示
さ
れ
た
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
に
理
性
を
強
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
人
間
の
邪
悪
さ
は
非
常
に
驚
く
べ
き
も
の
で
、

そ
れ
を
矯
正
で
き
る
の
は
精
霊
の
特
殊
な
恩
寵
し
か
な

く
、
そ
の
患
寵
が
な
け
れ
ば
、
無
神
論
者
で
あ
ろ
う
と
教
会
会
議
の
決
議
を
全
部
信
じ
よ
う
と
、
道
徳
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
同
じ

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
、
普
通
考
え
る
以
上
に
宗
教
に
役
立
つ
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
壊
敗
を
認
め
よ
う
と
す
る

(
幻
)

自
自
思
想
家
な
ど
ま
ず
い
な
い
の
で
す
。

こ
こ
に
自
然
逸
脱
と
し
て
の
人
間
存
在
の
言
説
的
根
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
は
み
出
し
者
L

の
人
間
存
在
を
受
容
し
た
、
二

O
世
紀
日

本
の
「
思
想
L

家
た
ち
に
、

一
体
い
か
な
る
原
罪
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論

本
論
文
は
、
人
間
存
在
を
「
白
熱
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
」
と
み
る
欧
州
固
有
の
人
間
観
が
何
処
に
端
を
発
し
、
各
時
代
ご
と
に
い
か
よ

う
に
変
貌
し
た
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。



分
析
の
結
果
、

一
五
世
紀
優
勢
で
あ
っ
た
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
「
天
上
位
階
論
」
で
は
有
機
的
自
然
や
物
質
の
上
位
に
あ
っ
た
人
間
存
在

が
、
自
然
科
学
の
発
達
に
伴
い
、
こ
の
位
階
の
崩
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、

一
七
世
紀
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
説
に
お
い
て
ま
ず
大
き
く
変
貌
し
て

現
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
で
は
人
聞
は
神
的
秩
序
の
体
系
で
あ
る
自
然
の
一
部
で
あ
る
と
言
明
さ
れ
た
。
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
同
時
代
の
自
由

思
想
家
ピ
エ
ー
ル
・
べ

l
ル
は
、
人
聞
は
寸
ア
ダ
ム
の
堕
落
L

以
来
壊
敗
し
た
存
在
で
あ
り
、

ま
た
自
由
を
濫
用
し
た
結
果
、
神
的
秩
序

で
あ
る
自
然
の
中
に
既
に
い
な
い
と
し
て
、

い
わ
ば
ス
ピ
ノ
、
ザ
の
寸
自
然
し
に
対
抗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
的

「
人
間
の
尊
大
L

か
ら
、

パ
ウ
ロ
的
っ
人
間
の
卑
小
し

へ
と
、
話
晦
の
隠
さ
れ
た
道
程
が
刻
み
込
ま
れ
た
。

ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
原
罪
と
壊
敗
ゆ
え
に
自
然
の
中
に
い
な
い
と
さ
れ
た
人
間
存
在
は
、

一
八
世
紀
に
は
い
る
と
ル
ソ
ー
に
よ
り
新
た

に
定
義
づ
け
ら
れ
た
。

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
人
間
存
在
は
「
間
有
の
本
能
は
何
も
な
い
L

、
自
然
か
ら
の
は
み
出
し
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

ル
ソ
!
は
、
自
然
の
中
で
動
物
の
聞
に
分
散
し
て
彼
ら
か
ら
学
び
、
動
物
た
ち
の
本
能
に
ま
で
自
ら
を
高
め
る
人
間
を
構
想
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
新
し
い
言
説
が
加
わ
っ
た
。
そ
れ
は
「
人
聞
は
固
有
の
本
能
を
も
た
な
い
存
在
で
あ
る
し
と
い
う
本
能
に
関
す
る
一
言
説
で

ホ
…
り
ヲ
匂
。ル

ソ
ー
で
も
う
一
つ
重
要
な
点
は
、
彼
の
自
然
に
対
す
る
楽
天
主
義
で
あ
る
。

ル
ソ

1
は
人
間
の
美
徳
を
自
然
に
由
来
す
る
も
の
と
考

ぇ
、
そ
れ
が
社
会
に
及
ぶ
も
の
と
構
想
し
て
い
た
。
こ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
自
然
を
神
的
秩
序
の
な
か
に
み
る
、

ス
ピ
ノ
ザ
以
来
の
肯

定
的
な
自
然
観
で
あ
ろ
う
。

同
時
代
人
の
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
こ
の
点
が
な
い
こ
と
が
、

ル
ソ
!
の
マ
ン
デ
ヴ
イ
ル
に
対
す
る
批
判
を
形
成
す
る
。

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は

人
間
存
在
を
動
物
に
並
置
し
、
す
で
に
自
然
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
点
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
自
然
」
を
継
い
で
い
る
。
し
か
し
、

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
措
く
人
間
は
、
動
物
同
様
に
私
欲
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
で
あ
っ
た
。
神
的
秩
序
は
後
方
に
退
き
、
私
欲
の
競
争
原
理

七



七
四

と
い
う
「
見
え
ざ
る
手
」
が
社
会
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
い
う
言
説
で
あ
り
、
こ
れ
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
へ
と
貫
流
す
る
。
他
方
、

ノレ
ソ

ー
の
言
説
は
、
楽
天
的
な
自
然
観
を
基
調
と
し
て
、
人
間
を
文
明
の
重
荷
か
ら
解
放
し
、
本
能
の
内
に
生
き
る
自
然
動
物
に
す
る
と
い
う

目
的
能
動
的
な
言
説
へ
と
移
行
し
、
や
が
て
ヒ
ト
ラ
ー
へ
と
貫
流
す
る
の
で
あ
る
α

一
九
世
紀
で
は
ニ

l
チ
ェ
で
あ
る
。
ニ

l
チ
ェ
は
、
人
間
を
本
能
か
ら

危
険
な
ほ
ど
足
を
踏
み
外
し
た
、
出
来
損
な
い
で
、
病
的
な
動
物
と
定
義
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
を
経
て
、
ニ

O
世
紀
に
こ
の
言
説
を
引
き
継

Jミ

ノレ

ル
ソ
!
と
続
く
自
然
逸
脱
の
人
間
観
の
継
承
者
は
、

ぐ
も
の
は
、
ラ
カ
ン
、

モ
ラ
ン
、
パ
タ
イ
ユ
と
い
っ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
一
言
説
に
お
い
て
は
本
能
が
壊
れ
、
自
然
を
逸
脱

し
た
人
間
存
在
に
、
最
早
帰
る
べ
き
「
自
然
」
が
な
い
と
い
う
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
逃
げ
場
が
な
い
。
こ
こ
か
ら
実
存
、
文

明
、
人
聞
の
霊
性
及
び
精
神
の
礼
讃
が
輯
晦
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
聞
は
駄
目
な
存
在
な
の
だ
が
実
は
良
い
、
と
彼
ら
は
密
か

に
い
う
。
彼
ら
の
強
調
す
る
人
間
の
未
成
熟
さ
や
、
欲
望
の
過
剰
さ
は
、
背
後
に
人
間
・
動
物
切
り
放
し
願
望
を
秘
め
、
自
然
と
い
う
「
楽

園
」
か
ら
の
追
放
は
、
文
明
の
光
の
世
界
に
繋
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
説
を
「
思
想
」
と
し
て
受
け
継
ぐ
の
が
、
七

0
年
代
後
半
か
ら
八

0
年
代
前
半
に
か
け
て
活
躍
す
る
日
本
の
「
思
想
L

家

た
ち
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
最
早
、
こ
の
言
説
が
負
っ
て
い
た
歴
史
は
こ
と
ご
と
く
捨
象
さ
れ
て
い
た
。
か
く
し
て
日
本
島
艇
に
は
、
人
間

に
対
す
る
西
洋
風
の
輯
晦
趣
味
だ
け
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
人
の
知
的
楽
し
み
を
増
や
し
、
一
一
一
一
同
説
の
歴
史
的
陳
列
物
を
よ
り

豊
か
に
し
た
と
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

を占(1) 
浅
田
彰
『
構
造
と
カ
l
記
号
論
を
超
え
て
』
(
一
九
八
三
年
)
一
二
一
頁
。



栗
本
慎
一
郎
『
パ
ン
ツ
を
は
い
た
サ
ル
』
(
一
九
八
一
年
)
五
六
頁
。

岸
田
秀
「
国
家
論
L

J
現
代
思
想
』
(
一
九
七
五
年
六
月
)
。
後
、
『
も
の
ぐ
さ
精
神
分
析
』
(
一
九
八
二
年
)
所
収
、
五
一
(
〕
一
二
頁
。

開門凶

m
R
Z
o
ュP
戸
市
七
回
円
注
目
ぬ
5
2
)巾
E
R
g
s
z
z
z
g白
-shCMHW凶山氏。
E
E
F
c
-
Y
E叶

ω・
(
古
田
幸
夫
訳
『
失
わ
れ
た
範
列
l

人
間
の
自
然
性
二
九
七
五
年
、
一
四
回

1
五
頁
)
。
モ
ラ
ン
は
人
間
を
「
無
秩
序
を
産
み
出
す
過
剰
的
存
在
し
「
ホ
モ
・
1
ノ
メ
ン
ス
(
錯
乱
の
人
ご

と
話
晦
し
つ
つ
、
そ
れ
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
な
っ
た
ど
こ
ろ
か
篤
く
べ
き
発
展
を
も
た
ら
し
た
と
自
讃
す
る
点
で
、

西
洋
文
明
に
肯
定
的
な
仏
人
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
表
明
し
て
い
る
。

(
5
)

』即円(何回
Mmm
戸田門出円
f

閉山
Q
1
山片
mw
山
口
凶
開
門
出
位
。
ロ
印
仏
ロ

ω巾戸回目
Y
]
戸市山市山
hy
℃・∞。∞・

(6)

の
き
吋

m
g
回出仲間口

F
吋

Z
O円
芯
母

U
5日目
MH目。
P
田
口
凶
何
弘
一
位
。
ロ
閉
め
白
}
ロ
ヨ
同
丘
・

5
2‘
(
湯
浅
博
雄
訳
よ
水
教
の
理
論
』
一
九
八
五
年
、

五
O
頁)。

(7)

筆
者
の
方
法
は
哲
学
研
究
家
に
よ
り
、
「
要
素
主
義
L

と
称
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
方
法
で
あ
る
。
(
生
松
敬
一
二
・
木
田
元
『
現
代
哲
学
の
岐
路
』

一
九
九
六
年
、
四
三

1
四
頁
参
照
)
。

(8)

の
g
円
m
g
∞
巳
旧
日
ロ
ク
戸
田
凹
O
己
〈
巾
吋
白
山
口
巾
円
少
。
開
口
4
吋
g
n
o
g℃
5
2・
2
一一喝さ

MMW円山一昨日
c
g
の
と
ロ
ヨ
白

E
・
5
呂
・
(
湯
浅
博
雄
・
酒
井
健
訳

『
五
士
官
向
性
』
一
九
九

O
年
、
一
一
一
六

1
七
頁
)
。

(
9
)

西
尾
幹
二
訳
『
イ
デ

l
選
書
、
ニ

1
チ
ェ
、
偶
像
の
黄
昏
/
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
白
水
社
刊
、
一
九
九
一
年
、
一
七
五
頁
。

(
日
)
同
右
、
一
七
四

1
五
頁
。

(
日
)
∞
ぬ
吋

E
E
呂
田
呈
雪
山
口
タ

Jpomd生
命
。
コ

Z
∞
2
回
一
。
吋
唱
早
守
山
門
巾
三
円
。
噂

HVHHE片
付
∞

g
o
m
F
H叶

F
U
E
ω
(泉
谷
治
訳
『
蜂
の
寓
話

ー
私
惑
す
な
わ
ら
公
益
』
一
九
八
五
年
、
一
二
六

1
七
頁
)
。

(
ロ
)
小
林
善
彦
訳
、
ル
ソ

l

町
人
間
不
平
等
起
源
論
』
中
央
文
庫
、

(
日
)
同
右
、
一
二
七
頁
。

(
H
)

同
右
。

2 3 4 

一
九
七
四
年
、
六
七

1
八
頁
)
。

七
五



七
六

(
日
)
諮
晦
し
な
い
者
も
い
る
。
ド
ゥ
ル

i
ズ
と
ガ
タ
リ
で
あ
る
。
彼
ら
は
ニ

i
チ
ェ
の
吋
道
徳
の
系
譜
』
を
経
由
し
て
「
残
酷
L

と
い
う
興
味
深

い
一
言
説
を
日
間
関
し
て
い
る
。
以
下
、
引
用
し
て
お
く
。
「
ニ

l
チ
ェ
は
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
閤
に
記
憶
を
作
る
こ
と
が
問
題
な

の
だ
。
人
聞
は
、
積
極
的
な
忘
却
の
能
力
に
よ
っ
て
生
物
学
的
な
記
憶
を
抑
圧
し
て
人
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
度
は
共
同
の
別
の
記
憶

を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
|
|
こ
の
残
酷
さ
は
、
耕
作
(
文
化
〕
の
運
動
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
の
中
で
働
き
、
身
体
の

上
に
刻
ま
れ
、
身
体
を
傷
だ
ら
け
に
す
る
耕
作
(
文
化
〕
の
運
動
な
の
で
あ
る

U
E
-
-
2
り
色

2
月
忠
明
色
討
の

5
3出
円
ケ
門
戸
口
広
。
何
色
官
一

富
山
口
巳

F
E吋

N

・
(
市
倉
宏
祐
訳
吋
ア
ン
チ
・
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
』
一
九
八
六
年
、
一
七
八
頁
)
。
文
化
と
耕
作
が
別
々
の
単
語
に
な
っ
て
い
る
語
族

に
は
こ
じ
つ
け
に
聞
こ
え
る
が
、
本
能
の
喪
失
か
ら
文
化
に
よ
る
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を
発
想
し
、
そ
れ
を
残
酷
と
と
る
一
一
言
説
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ

ヲ

hv

。

(
日
)
司
令

5
5ロ
閉
山
吉
田
門
町
民
ロ
m-冨
g
w
g
c
D仏
冨
巾

g
g
c弓
F
C
出品同日仏
2
2
5己
一
回
目

5
・
0
R
Z
目立ロ

g
c
g
仏
巾
回
以
凶
・
官
宵
V
ロロ

a
q
F

F
g
w甘
え
¥
宮
・
l
t
司
向
。
三
回
口
B
ぴ
。
日
仏
寸
〈
巾
門
戸
田
ぬ
)
呂
忠
・
(
山
石
村
行
雄
訳
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
仮
面
と
変
貌
』
一
九
七
三
年
、
二
一
一

1
ニ
頁
)
。

(
灯
)
白
田
中
尚
士
山
訳
、
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
下
、
岩
波
文
庫
、
一
六
頁
。

(
日
)
こ
こ
ま
で
の
一
五
位
紀
か
ら
一
叫
世
紀
に
か
け
て
の
欧
州
思
潮
概
観
の
記
述
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ツ
シ
ラ
!
の
、
一
九
一
ニ

0
年
代
と
四

0

年
代
に
警
か
れ
た
九
つ
の
論
文
を
訳
出
以
録
し
た
、
司
シ
ン
ボ
ル
と
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
』
(
佐
藤
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