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風
來
山
人
の
社
會
的
基
礎

永
田
廣
志
の
平
賀
源
内
観
に
よ
せ
て

水

野

邦

彦

平
賀
源
内
と
い
え
ば
、⽛
變
化
龍
の
如
し
⽜
と
み
ず
か
ら
称
し
た
と
お
り
、
本

草
学
・
物
産
学
（
今
日
の
博
物
学
）
に
始
ま
っ
て
戯
作
・
陶
器
製
造
・
油
絵
制

作
・
鉱
山
開
発
・
小
間
物
製
作
な
ど
に
多
能
多
才
ぶ
り
を
発
揮
し
た
人
物
と
し

て
知
ら
れ
る
。
こ
の
源
内
の
う
ち
に
、
反
体
制
的
傾
向
と
き
わ
め
て
近
い
意
味

の
⽛
反
對
派
的
傾
向
（
⚑
）⽜
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
夙
に
み
い
だ
し
た
の
は
、
永
田

廣
志
で
あ
る
。
で
は
永
田
が
み
と
め
た
源
内
の
⽛
反
對
派
的
傾
向
⽜
と
は
、
今

日
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。

Ⅰ
〈
變
化
龍
の
如
し
〉

本
草
学
・
物
産
学
に
お
け
る
源
内
の
最
大
の
為
事
と
み
な
さ
れ
る
の
は
⽛
物

類
品
隲
⽜（
一
七
六
三
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
源
内
が
讃
岐
か
ら
江
戸
に
出
て
本

草
家
田
村
元
雄
の
門
に
入
っ
た
の
ち
師
を
説
得
し
て
五
回
に
わ
た
っ
て
開
い
た

薬
品
会
（
物
産
会
）
の
集
成
と
い
い
う
る
書
物
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
西
洋

自
然
科
学
の
方
法
を
導
入
し
て
日
本
の
自
然
を
あ
ら
た
め
て
研
究
す
る
と
い
う

性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
西
洋
の
経
験
的
・
実
験
的
自
然
探
究
を
重
ん
ず
る

源
内
は
、
の
ち
の
戯
作
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
つ
け
て
い
る
。

書
を
讀
斗
を
學
問
と
思
ひ
。マ

マ

紙
上
の
空
論
を
以
て
格
物
窮
理
と
思
ふ
よ
り

間
違
も
出
來
る
な
り
（
⚒
）。

ま
た
⽛
物
類
品
隲
⽜
に
は
、
い
ま
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
最
中
の
こ
と
、
な
い

し
今
後
の
こ
と
と
し
て
の
敍
述
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ガ
ガ
イ
モ
科

の
蔓
草
で
あ
る
イ
ケ
マ
の
項
目
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
き
か
た
が
な
さ
れ
て

い
る
。然

ド
モ
イ
マ
ダ
蝦
夷
產
ノ
生
草
ヲ
見
ザ
レ
バ
是
非
決
シ
ガ
タ
シ
今
茲
初
春

松
前
候
ノ

醫
官
宮
崎
椿
菴
歸
國
ス
イ
ケ
マ
生
草
ヲ
贈
致
ン
コ
ト
ヲ
約
ス
得
ル

ノ
後
ヲ
待
テ
決
ス
ベ
シ
（
⚓
）

こ
こ
に
は
源
内
の
研
究
の
足
跡
が
そ
の
ま
ま
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

私
的
述
懐
は
一
般
に
純
然
た
る
科
学
文
献
に
は
ふ
く
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
で

(1)



あ
ろ
う
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
源
内
は
⽛
主
観
を
殺
し
て
事
実
の
み
を
冷

静
に
述
べ
る
の
を
よ
し
と
す
る
近
代
的
ピ
ュ
ー
リ
タ
リ
ズ
ム
に
、
ま
だ
冒
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
（
⚔
）⽜
と
も
い
い
う
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
は
ま
た
源
内
が
生
活
の
裏
表
も
な
く
物
産
学
に
打
ち

こ
ん
で
い
た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
と
ら
え
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、他
方
で
、

源
内
が
⽛
物
類
品
隲
⽜
を
上
梓
す
る
ま
え
に
知
人
に
宛
て
た
手
紙
の
一
節
に
も

目
が
向
け
ら
れ
て
よ
い
。

是
亦
相
手
之
產
物
ハ
多
見
覺
候
心
ハ
一
ツ
中
〻
成
就
ハ
仕
間
布
と
甚
不
快

之
至
ニ
御
座
候
（
⚕
）

⽛
是
⽜
と
は
物
産
学
を
指
す
が
、
源
内
は
そ
の
研
究
対
象
を
一
挙
に
見
渡
し
て

し
ま
い
た
く
思
い
な
が
ら
も
、
本
草
学
よ
り
も
は
る
か
に
広
範
な
物
産
学
の
対

象
を
前
に
し
て
思
う
よ
う
に
研
究
が
す
す
ま
な
い
と
い
う
焦
燥
感
が
、
右
の
一

文
か
ら
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
源
内
の
性
格
に
由
来
す
る

と
こ
ろ
が
大
き
く
、
源
内
は
移
り
気
で
⽛
新
奇
な
も
の
を
め
ま
ぐ
る
し
く
追
い

求
め
、
興
の
赴
く
ま
ま
に
何
に
で
も
手
を
出
し
、
一
つ
の
こ
と
に
い
つ
ま
で
も

か
か
ず
ら
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
（
⚖
）⽜
と
い
わ
れ
る
。
ひ
い
て
は
、
源
内
は
い
ち

ど
に
多
種
多
様
な
事
柄
に
か
か
わ
っ
て
興
味
関
心
が
四
散
し
て
し
ま
い
、
一
本

の
筋
道
を
立
て
て
打
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。⽛
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
人
で
、
本
領
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
い
ま
も
っ
て

わ
か
ら
な
い
（
⚗
）⽜
と
い
わ
れ
る
の
も
、
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

Ⅱ
〈
先
走
り
〉

さ
き
の
手
紙
の
す
こ
し
前
の
箇
所
で
源
内
は
こ
う
し
た
た
め
て
い
る
。

私
儀
甚
多
用
ニ
而
扨
〻
埒
明
不
申
（
⚘
）

こ
う
し
た
源
内
の
姿
勢
な
い
し
性
格
は
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
生
涯
を
と
お
し

て
源
内
の
意
識
の
常
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

変
幻
自
在
と
も
い
い
う
る
ほ
ど
に
源
内
は
三
面
六
臂
の
為
事
に
著
手
し
た
。

そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
⽛
ど
の
分
野
で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
一
期
を
画
す
る
ほ

ど
の
創
意
に
満
ち
た
仕
事
（
⚙
）⽜
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
⽛
い
ず
れ
を
と
り
あ

げ
て
み
て
も
深
く
沈
潜
し
た
跡
が
な
く
、
だ
い
い
ち
本
領
と
す
る
本
草
・
物
産

学
に
お
い
て
も
、
そ
の
学
問
的
成
果
の
ほ
ど
は
、
先
人
の
業
績
を
大
き
く
凌
ぐ

よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
い
（
10
）⽜
の
か
、
に
わ
か
に
は
決
し
が
た
い
が
、
そ
れ

ら
の
多
様
な
関
心
・
問
題
意
識
・
研
究
意
欲
を
貫
い
て
こ
そ
〈
平
賀
源
内
〉
は

存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。
個
別
の
各
分
野
で
の
取
り
組
み
か
た
や
成
果
を
み

る
だ
け
で
は
源
内
像
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

源
内
は
⽛
根
南
志
具
佐
⽜（
も
し
く
は
根
南
之
具
佐
・
根
奈
志
具
佐
・
根
無
草

と
も
）
と
い
う
戯
作
を
も
の
し
て
い
る
。
こ
の
戯
作
の
作
者
は
⽛
天
竺
浪
人
⽜

と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
源
内
は
ほ
か
に
⽛
風
來
山
人
⽜
と
い
う
筆
名
を
用
い

る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
讃
岐
か
ら
大
坂
・
京
都
・
江
戸
へ
と
渡

り
歩
い
て
き
た
経
歴
に
と
ど
ま
ら
ず
、⽛
封
建
的
束
縛
を
嫌
い
、
世
間
の
常
識
を

破
る
奔
放
な
精
神
と
生
活
態
度
（
11
）⽜
を
自
覚
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

戯
作
⽛
風
流
志
㚋
軒
傳
⽜
に
は
、⽛
㚃
は
㚃
日
本
は
日
本
、
昔
は
昔
今
は
今
な
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り
（
12
）⽜
と
い
う
相
対
主
義
的
言
辞
を
ま
と
っ
た
一
節
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
唐

の
儒
者
に
心
酔
し
た
日
本
の
儒
者
に
た
い
す
る
嫌
悪
が
滲
み
出
て
い
る
と
と
も

に
、
枠
に
は
め
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
世
間
の
し
き
た
り
を
尻
目
に
〈
根
無
し

草
〉
で
あ
ろ
う
と
す
る
源
内
の
心
意
が
垣
間
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

湯
上
り
や
世
界
の
夏
の
先
走
り
（
13
）

―
こ
れ
は
源
内
二
九
歳
の
句
で
あ
る
。
先
走
り
と
は
、
ま
さ
に
源
内
の
あ

り
よ
う
を
示
す
言
葉
で
も
あ
る
。
源
内
に
近
代
的
精
神
が
宿
っ
て
い
た
こ
と
は

多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
危
険
を
お
そ
れ
ず
に
試
行
錯
誤
に

徹
す
る
冒
険
的
精
神
で
あ
る
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
書
簡
の
一
節
に
そ
れ
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

考
て
見
て
ハ
何
で
も
出
來
不
申
候
我
ら
ハ
志
く
ぢ
る
ヲ
先
ニ
仕
候

鞠
も
落
ね
ハ
上
り
不
申
候
（
14
）

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
失
敗
は
成
功
の
も
と
、
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

む
し
ろ
失
敗
し
な
け
れ
ば
成
功
せ
ず
、
す
べ
て
は
失
敗
か
ら
始
ま
る
と
で
も
い

う
べ
き
信
念
で
あ
ろ
う
。
源
内
の
気
の
短
さ
と
と
も
に
、
世
間
の
常
軌
か
ら
離

れ
る
た
め
に
は
実
験
と
冒
険
の
精
神
が
不
可
缺
だ
と
い
う
確
信
が
、
こ
こ
か
ら

読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
、
源
内
は
実
験
や
観
察
に
代
表
さ
れ
る
自
然
科
学
的
な

発
想
と
知
見
と
を
手
ず
る
に
、
儒
者
や
世
間
の
封
建
的
束
縛
を
敵
に
ま
わ
し
、

そ
れ
ら
に
た
い
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
た
と
逸
早
く
評
し
た
の
が
、
永
田

廣
志
で
あ
っ
た
。

Ⅲ

自
然
科
学
主
義
的
傾
向

永
田
廣
志
は
⽛
生
産
様
式
を
生
産
力
の
諸
要
素
の
統
一
と
し
て
把
握
し
、
こ

の
生
産
様
式
は
そ
の
歴
史
的
具
体
的
規
定
性
に
お
い
て
は
、
生
産
関
係
と
分
離

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
⽝
生
産
力
を
規
定
す
る
も
の
は
生

産
関
係
で
あ
る
⽞
こ
と
を
事
実
上
誰
よ
り
も
強
調
し
た
人
（
15
）⽜
と
評
価
さ
れ
る
学

者
で
あ
る
。
永
田
は
一
九
〇
四
年
に
長
野
県
山
形
村
に
生
ま
れ
、
松
本
中
学
校

在
校
時
よ
り
哲
学
や
社
会
思
想
に
関
心
を
向
け
は
じ
め
た
と
い
う
。
同
時
に
数

学
に
秀
で
、
の
ち
に
い
た
る
ま
で
⽛
数
学
は
全
て
の
学
芸
の
基
礎
で
あ
る
と
い

う
の
が
持
論
で
あ
っ
た
（
16
）⽜。
東
京
外
国
語
学
校
露
語
部
に
学
び
、⽛
ロ
シ
ア
語
の

抜
群
の
語
学
力
を
も
っ
て
い
た
永
田
は
、
ロ
シ
ア
語
の
翻
訳
に
は
殆
ん
ど
辞
書

を
必
要
と
せ
ず
、
彼
自
身
⽝
ロ
シ
ア
語
に
関
す
る
限
り
日
本
語
と
同
じ
⽞
と
自

慢
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
17
）⽜
と
い
わ
れ
る
。

源
内
が
上
述
の
⽛
書
を
讀よ

む

斗ば
か
り

を
學
問
と
思
ひ
。
紙
上
の
空
論
を
以
て
格
物

窮
理
と
思
ふ
よ
り
間
違
も
出
來
る
な
り
⽜
と
い
う
句
を
も
っ
て
儒
者
を
批
判
し

た
の
は
、
源
内
が
⽛
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
經
驗
的
、
實
驗
的
自
然
研
究
の
優
越
を

㚒
め
た
か
ら
で
あ
ら
う
（
18
）⽜
と
永
田
は
論
ず
る
。
源
内
は
、
本
草
学
・
物
産
学
・

博
物
学
・
人
参
栽
培
・
甘
蔗
栽
培
・
製
糖
法
開
発
・
鉱
石
鑑
定
・
石
綿
製
作
・

発
電
機
製
作
そ
の
他
に
か
か
わ
り
、⽛
經ㅟ

驗ㅟ

的ㅟ

自ㅟ

然ㅟ

㚒ㅟ

識ㅟ

⽜
を
蓄
積
し
、⽛
當
時

に
あ
つ
て
は
極
め
て
多
面
的
な
自
然
科
學
的
知
識
の
持
主
で
あ
つ
た
⽜
の
で
あ

り
、⽛
自
然
科
學
主
義
的
傾
向
⽜
を
帯
び
⽛
實
證
主
義
的
⽜
と
も
い
わ
れ
る
源
内

の
世
界
観
は
⽛
明
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
進
ん
だ
自
然
科
學
的
知
識
と
の
接
觸
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に
も
㚵
ふ
も
の
⽜
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
19
）。

永
田
は
同
じ
年
に
上
梓
さ
れ
た
別
の
著
書
で
も
、⽛
源
内
に
お
け
る
唯
物
論

的
傾
向
は
、
先
行
せ
る
經
驗
科
學
の
發
㙘
を
一
應
土
臺
と
し
て
、
蘭
學
と
の
接

觸
に
よ
つ
て
培
養
さ
れ
た
自ㅟ

然ㅟ

科ㅟ

學ㅟ

主ㅟ

義ㅟ

に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
つ
た
⽜こ
と
、

源
内
は
⽛
極
め
て
多
面
的
な
自
然
研
究
家
⽜
で
あ
り
、⽛
傑
出
し
た
頭
腦
の
持
主

だ
つ
た
⽜
こ
と
を
、
書
き
し
る
し
て
い
る
（
20
）。

徳
川
時
代
に
お
い
て
源
内
の
ほ
か
に
西
洋
的
な
自
然
科
学
に
近
い
発
想
を
有

し
て
い
た
人
物
と
し
て
、
源
内
と
つ
き
あ
い
の
あ
っ
た
司
馬
江
漢
や
山
片
蟠
桃

ら
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
永
田
は
こ
う
論
ず
る
―
⽛
彼
等
三
人

は
等
し
く
唯
物
論
的
傾
向
に
あ
り
乍
も
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
相
異
が
あ
り
、

蟠
桃
は
合
理
主
義
的
な
窮
理
の
見
地
か
ら
、
神
の
存
在
や
靈
魂
不
滅
に
關
す
る

觀
念
の
非
合
理
性
を
詳
細
に
論
じ
、
宗
教
的
惑
溺
の
害
毒
を
痛
論
し
て
ゐ
る
の

に
反
し
、
源
内
や
江
漢
に
あ
つ
て
は
唯
物
論
的
、
無
神
論
的
主
張
は
そ
れ
程
確

定
的
に
現
は
れ
も
せ
ず
、
詳
細
に
も
展
開
さ
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
特
殊
な
自
然

哲
學
、
特
殊
な
物
質
論
に
よ
つ
て
靈
魂
不
滅
が
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
（
21
）⽜。
こ
こ
で

い
う
⽛
特
殊
な
自
然
哲
學
、
特
殊
な
物
質
論
⽜
と
は
、
源
内
や
江
漢
が
⽛
火
を

自
然
の
力
の
源
泉
と
見
做
し
、
人
間
精
神
を
も
火
と
考
へ
、
そ
の
際
こ
の
火
は

人
間
の
死
と
共
に
消
失
す
る
も
の
と
し
て
無
鬼
論
を
唱
へ
⽜
た
末
に
到
達
し
た

⽛
無
神
＝
無
靈
魂
の
唯
物
論
的
觀
念
⽜
を
指
し
て
い
る
（
22
）と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う

し
、
そ
れ
は
⽛
ギ
リ
シ
ヤ
の
唯
物
論
的
な
自
然
哲
學
と
類
似
し
た
理
論
的
内
容

を
持
つ
て
ゐ
る
（
23
）⽜
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
類ㅟ

似ㅟ

しㅟ

たㅟ

も
の
に
す
ぎ
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
の
唯
物
論
的
な
自
然
哲
学
に
並
べ
ら
れ
る
も
の
と

は
い
い
が
た
い
。

し
ば
し
ば
源
内
に
は
⽛
唯
物
論
的
、
無
神
論
的
主
張
⽜
が
み
ら
れ
る
と
も
い

わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
理
論
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た

⽛
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
進
ん
だ
自
然
科
學
的
知
識
と
の
接
觸
⽜
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
自
然
科
學
主
義
的
傾ㅟ

向ㅟ

を
垣
間
見
せ
る
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ

反
封
建
的
萌
芽

源
内
お
よ
び
江
漢
は
⽛
蟠
桃
の
如
く
冷
徹
な
思
想
家
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し

ろ
文
人
的
性
格
に
富
み
、
そ
の
思
想
を
理
論
的
な
仕
方
で
展
開
す
る
こ
と
に
は

興
味
を
持
た
な
か
つ
た
。
…
…
一
方
、
蟠
桃
と
、
他
方
、
源
内
お
よ
び
江
漢
の
、

學
風
も
し
く
は
性
格
の
そマ

うマ

し
た
相
異
は
、
そ
の
世
界
觀
の
社
會
的
基
礎
の
相

異
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
（
24
）⽜
と
永
田
は
い
う
。
源
内
の
⽛
世
界
觀
の
社
會
的

基
礎
⽜
か
ら
生
ま
れ
た
儒
者
批
判
お
よ
び
武
士
階
級
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
に

は
、
そ
の
世
界
観
の
⽛
階
級
的
基
礎
が
反
對
派
的
分
子
―
未
だ
胎
生
期
乃
至

幼
少
期
に
あ
つ
た
も
の
に
せ
よ
―
に
あ
つ
た
（
25
）⽜
こ
と
、
武
士
階
級
に
た
い
す

る
⽛
反
對
派
的
傾
向
を
示
し
は
じ
め
た
町
人
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
變
種
（
26
）⽜

と
し
て
源
内
の
世
界
観
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

永
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
ず
る
。

源
内
は
、
封
建
制
の
矛
盾
を
激
し
く
經
驗
し
、
そ
れ
に
滿
腔
の
不
滿
を
懷

い
た
人
で
あ
つ
た
。
…
…
多
面
的
な
才
能
を
持
ち
、
功
名
心
に
驅
ら
れ
、

田
沼
意
次
に
寵
㖨
さ
れ
た
彼
は
、
小
藩
の
小
祿
に
愛
想
を
盡
か
し
、
よ
り

有
利
な
仕
官
を
望
ん
で
致
仕
を
願
つ
た
の
に
、
願
意
聞
届
け
の
條
件
と
し

て
他
藩
へ
の
士
官
を
禁
ぜ
ら
れ
だマ

マ

の
で
、
本
意
な
く
も
浪
人
と
な
り
、
ま

た
彼
の
新
し
い
學
問
や
創
意
に
富
ん
だ
事
業
は
世
人
か
ら
何
ら
理
解
さ
れ
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ず
、
不
滿
と
懊
腦
は
彼
を
し
て
世
を
白
眼
視
す
る
戯
作
者
た
ら
し
め

た
。
…
…
士
官
に
望
を
無
く
し
た
源
内
は
、
正
に
こ
の
現
存
制
度
、
秩
序

に
對
す
る
深
い
不
滿
を
表
白
し
た
限
り
、
反
封
建
的
萌ㅟ

芽ㅟ

―
よ
し
そ
れ

は
極
め
て
小
さ
な
萌
芽
で
あ
つ
た
に
せ
よ
―
を
示
し
た
人
と
し
て
、
注

目
さ
れ
て
よ
い
だ
ら
う
（
27
）。

し
か
も
永
田
は
、
源
内
が
経
験
し
た
矛
盾
に
つ
い
て
⽛
彼
の
意
識
し
た
社
會

的
矛
盾
は
…
…
封
建
制
の
根ㅟ

本ㅟ

矛
盾
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
派
生
的
、
副
次
的

な
矛
盾
⽜
で
あ
っ
た
と
み
な
し
、
世
の
現
実
に
た
い
す
る
源
内
の
不
満
や
憤
慨

は
⽛
現
存
秩
序
に
對
す
る
不
滿
で
は
な
く
て
、
自
身
の
個
人
的
境
㖨
に
對
す
る

不
滿
た
る
に
と
ど
ま
る
⽜
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
⽛
反
封
建
的

萌
芽
⽜
た
り
う
る
は
ず
の
源
内
の
不
満
が
社
会
に
た
い
す
る
理
論
的
思
想
的
批

判
に
向
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
⽛
悟
り
や
諦
め
や
人
間
愚
弄
へ

と
歪
め
ら
れ
た
⽜の
だ
と
受
け
と
め
る
永
田
は
、源
内
の
反
封
建
的
萌
芽
の⽛
生

長
能
力
は
薄
㗳
⽜
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。
み
ず
か
ら
を
⽛
先
覺
者
な
る
が
故

に
不
㖨
な
り
と
諦
め
、
時
世
に
絕
望
し
た
⽜
源
内
の
⽛
反
封
建
的
萌ㅟ

芽ㅟ

⽜
は
、

け
っ
き
ょ
く
⽛
極
め
て
小
さ
な
萌
芽
⽜
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
み

な
さ
れ
る
（
28
）。

ま
た
儒
者
を
批
判
す
る
さ
い
に
も
、
儒
学
の
い
う
五
倫
（⽛
聖
人
の
教
⽜）
―

⽛
人
間
社
会
は
か
な
ら
ず
身
分
的
差
別
に
も
と
づ
く
階
級
的
秩
序
を
も
っ
た
社

会
た
る
べ
し
（
29
）⽜
と
前
提
す
る
教
え
―
そ
の
も
の
は
源
内
の
批
判
対
象
で
は
な

く
、
源
内
は
た
だ
⽛
こ
の
敎
を
活
用
し
え
な
い
儒
者
を
批
㚡
す
る
（
30
）⽜
の
で
あ
っ

た
。永

田
は
こ
れ
ら
の
点
を
突
い
て
、
源
内
が
⽛
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
就
中

そ
れ
に
よ
つ
て
正
當
化
さ
れ
る
社
會
的
關
係
に
對
す
る
ラ
ヂ
カ
ル
な
批
㚡
者
で

は
あ
り
え
な
か
つ
た
⽜
と
し
る
す
。
禁
欲
や
克
己
を
旨
と
す
る
儒
教
道
徳
を
離

れ
⽛
人
間
は
惑
溺
し
な
い
限
り
の
享
樂
を
樂
し
む
も
可
な
り
⽜
と
す
る
源
内
の

姿
勢
が
、⽛
欲
望
の
滿
足
を
妨
げ
る
制
度
へ
の
批
㚡
に
ま
で
發
展
せ
ず
、か
の⽝
聖

人
の
教
⽞
に
よ
つ
て
辯
護
さ
れ
る
社
會
的
關
係
と
兩
立
す
る
も
の
で
あ
つ
た
⽜

と
永
田
は
看
破
し
た
の
で
あ
る
（
31
）。
さ
き
に
み
た
、
武
士
階
級
に
た
い
す
る
⽛
反

對
派
的
傾
向
を
示
し
は
じ
め
た
町
人
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
變
種
⽜
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
源
内
の
⽛
階
級
的
基
礎
⽜
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

Ⅴ

地
に
足
の
つ
い
た
⽛
社
會
的
基
礎
⽜
へ

⽛
新
し
い
も
の
を
見
て
次
々
に
工
夫
し
て
い
く
（
32
）⽜
だ
け
の
才
覚
と
知
識
と
技

術
と
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
源
内
は
、
一
八
世
紀
日
本
に
お
い
て
自
然
科
学
的

な
知
見
と
洞
察
力
と
を
そ
な
え
た
刮
目
す
べ
き
人
物
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
的

な
事
象
に
お
い
て
卓
越
し
た
知
見
と
洞
察
力
と
を
有
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た

い
。
源
内
の
脳
裡
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
⽛
特
殊
な
自
然
哲
學
、
特
殊
な

物
質
論
⽜
や
⽛
無
神
＝
無
靈
魂
の
唯
物
論
的
觀
念
⽜
は
、
あ
る
種
の
〈
物
質
〉

概
念
を
も
っ
て
社
会
や
人
間
を
洞
察
し
分
析
す
る
唯
物
論
の
体
を
な
す
に
は
到

ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
源
内
は
、
社
会
科
学
や
哲
学
の
よ
う
な
⽛
思
想
を
理

論
的
な
仕
方
で
展
開
す
る
こ
と
に
は
興
味
を
持
た
な
か
つ
た
⽜
と
い
う
先
の
評

言
は
的
を
射
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

源
内
に
あ
っ
て
⽛
世
界
觀
の
社
會
的
基
礎
⽜
も
し
く
は
⽛
階
級
的
基
礎
⽜
は

脆
弱
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
れ
は
、
さ
し
あ
た
り
儒
者
お
よ
び
武
士

階
級
に
た
い
す
る
⽛
反
對
派
的
分
子
⽜
す
な
わ
ち
〈
反
体
制
〉
で
あ
る
こ
と
、

⽛
封
建
制
の
矛
盾
⽜
に
た
い
す
る
⽛
滿
腔
の
不
滿
⽜、
も
し
く
は
⽛
反
對
派
的
傾
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向
を
示
し
は
じ
め
た
町
人
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
變
種
⽜
と
み
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
上
述
の
と
お
り
源
内
に
と
っ
て
の
社
会
的
矛
盾
は
⽛
派
生
的
、

副
次
的
な
矛
盾
⽜
で
あ
り
、
不
満
は
⽛
自
身
の
個
人
的
境
㖨
に
對
す
る
不
滿
⽜

で
あ
る
と
す
れ
ば
、⽛
現
存
秩
序
⽜
に
た
い
し
て
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
⽛
反
封

建
的
萌
芽
⽜
よ
り
も
、
源
内
自
身
が
武
士
社
会
で
置
か
れ
た
境
遇
―
⽛
封
建
の

身
分
社
会
と
、
大
衆
化
さ
れ
た
都
市
社
会
の
い
ず
れ
に
も
座
標
を
も
ち
え
な

か
っ
た
、
彼
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
立
場
（
33
）⽜
―
こ
そ
が
、
源
内
の
⽛
社
會
的
基
礎
⽜

な
い
し
⽛
階
級
的
基
礎
⽜
に
近ㅟ

いㅟ

と
み
な
す
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
ひ
と
り
個
人
が
特
定
の
社
会
で
置
か
れ
た
境
遇
が
、
そ
れ
だ
け

で
個
人
的
境
遇
の
域
を
こ
え
て
⽛
社
會
的
基
礎
⽜
や
⽛
階
級
的
基
礎
⽜
と
な
る

こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
個ㅟ

人ㅟ

的ㅟ

境
遇
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
領
域
に
と
ど
ま

り
、
ほ
か
の
人
々
に
共
有
さ
れ
る
見
込
み
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
集
団
的
・
社
会

的
ひ
ろ
が
り
を
な
し
が
た
い
。
集
団
的
・
社
会
的
ひ
ろ
が
り
が
生
ず
る
に
は
、

ほ
か
の
人
々
の
共
感
や
共
鳴
が
不
可
缺
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
連
携
な
い
し
連

帯
が
生
ま
れ
る
。
あ
い
異
な
る
人
々
の
間
で
こ
う
し
た
連
携
な
い
し
連
帯
が
つ

く
ら
れ
て
こ
そ
、
地
に
足
の
つ
い
た
⽛
社
會
的
基
礎
⽜
も
し
く
は
⽛
階
級
的
基

礎
⽜
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
生
や
境
遇
に
か
ん
し
て
源
内
が
他
者
と
共
感
し
共
鳴
す
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
源
内
と
他
者

と
の
間
に
は
連
携
も
連
帯
も
薄
弱
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
の
は
、
理
の
な
い
こ

と
で
は
な
い
。
こ
こ
に
源
内
の
⽛
社
會
的
基
礎
⽜
も
し
く
は
⽛
階
級
的
基
礎
⽜

が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
が
存
し
、
同
時
に
源
内
の
限
界

が
み
い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
白
揚
社
、
一
九
四
七
年
〔
原
本
は

一
九
三
八
年
刊
〕、
三
〇
八
頁
。

（
2
）
平
賀
源
内
先
生
顯
彰
會
編
⽝
平
賀
源
内
全
集
⽞
上
巻
、
名
著
刊
行
会
、
一
九
八

九
年
、
三
五
八
頁
。

（
3
）⽝
平
賀
源
内
全
集
⽞
上
巻
、
八
〇
頁
。

（
4
）
芳
賀
徹
⽝
平
賀
源
内
⽞
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
、
一
六
四
頁
。

（
5
）⽝
平
賀
源
内
全
集
⽞
上
巻
、
六
一
二
頁
。

（
6
）
城
福
勇
⽝
平
賀
源
内
⽞
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
、
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
。

（
7
）
平
野
威
馬
雄
⽝
平
賀
源
内
の
生
涯
⽞
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
一
三
～
二

一
四
頁
。

（
8
）⽝
平
賀
源
内
全
集
⽞
上
巻
、
六
一
二
頁
。

（
9
）
芳
賀
徹
⽝
平
賀
源
内
⽞
一
四
頁
。

（
10
）
城
福
勇
⽝
平
賀
源
内
⽞
二
〇
四
頁
。

（
11
）
松
本
三
之
介
⽛
近
代
思
想
の
萌
芽
⽜⽝
現
代
日
本
思
想
体
系
1

近
代
思
想
の

萌
芽
⽞
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
、
三
二
頁
。

（
12
）⽝
平
賀
源
内
全
集
⽞
上
巻
、
四
九
九
頁
。

（
13
）
浜
田
義
一
郎
⽛
平
賀
源
内
の
⽝
有
馬
紀
行
⽞⽜⽝
文
学
⽞
一
九
六
六
年
七
月
号
、

六
四
頁
。

（
14
）⽝
平
賀
源
内
全
集
⽞
上
巻
、
六
二
七
頁
。

（
15
）
平
子
友
長
⽝
社
会
主
義
と
現
代
世
界
⽞
青
木
書
店
、
一
九
九
一
年
、
二
五
一
頁
。

（
16
）⽝
深
志
百
年
⽞
深
志
同
窓
会
、
一
九
七
八
年
、
五
六
九
頁
。
執
筆
は
中
村
磐
根
。

（
17
）⽝
深
志
百
年
⽞
五
七
六
頁
。

（
18
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
二
九
六
頁
。

（
19
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
二
九
六
頁
、
三
〇
七
頁
、
三
一
九

頁
。

（
20
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
哲
學
思
想
史
⽞
三
笠
書
房
、
一
九
三
八
年
、
二
一
六
頁
。

（
21
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
二
九
八
頁
。

（
22
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
一
四
頁
。

（
23
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
一
七
頁
。

（
24
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
二
九
八
頁
。

（
25
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
一
九
頁
。
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（
26
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
〇
八
頁
。

（
27
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
〇
一
～
三
〇
二
頁
。

（
28
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
〇
一
頁
、
三
〇
二
頁
、
三
〇
四

頁
。

（
29
）
竹
内
芳
郎
⽝
意
味
へ
の
渇
き
⽞
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
、
一
九
七
頁
。

（
30
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
〇
八
頁
。

（
31
）
永
田
廣
志
⽝
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
⽞
三
〇
八
頁
。

（
32
）
中
山
茂
・
田
中
優
子
⽛⽝
工
夫
⽞
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
⽜⽝
別
冊

太
陽
⽞
六
五
号
、

平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
九
頁
。

（
33
）
吉
田
光
邦
⽛
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
⽜⽝
ユ
リ
イ
カ
⽞
第
二
〇
巻
第

四
号
、
青
土
社
、
一
九
八
八
年
、
一
六
二
頁
。

＊
本
稿
は
三
五
年
間
ほ
ど
篋
底
に
あ
っ
た
手
稿
を
も
と
に
、
原
型
を
と
ど
め
な
い
ほ

ど
の
刪
潤
と
、
寺
田
吉
孝
先
生
の
四
半
世
紀
に
わ
た
る
ご
高
誼
へ
の
深
謝
の
念
と

を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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