
石牟礼道子における存在の回復

近
代
か
ら
脱
近
代
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
代
表
す
る
水
俣
の
思
想
家
・
石
牟
礼
道
子
を
読
み
解
く
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
あ
る
。
例
え
ば
、
反
公
害
運
動
や
環
境
文
学
か
ら
の
接
近
、
も
っ
と
広
く
近
代
文
学
か
ら
の
解
読
、
あ
る
い
は
「
近
代
」
と
の
関
係

に
焦
点
を
当
て
る
近
代
思
想
史
の
文
脈
か
ら
の
考
察
、
さ
ら
に
は
よ
り
社
会
的
な
共
同
体
論
や
社
会
哲
学
か
ら
の
研
究
な
ど
、
そ
れ
ぞ

（
１
）

れ
の
テ
ー
マ
か
ら
の
接
近
が
あ
り
う
る
．
私
は
、
前
著
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道
子
へ
ｌ
近
代
批
判
と
共
同
性
の
回
復
』
で
、

石
牟
礼
を
近
代
批
判
の
思
想
家
で
あ
り
新
し
い
共
同
体
論
の
提
起
者
で
あ
る
と
定
義
し
た
。
続
い
て
、
拙
稿
「
石
牟
礼
道
子
に
お
け
る

は
じ
め
に

論
説

石
牟
礼
道
子
に
お
け
る
存
在
の
回
復

対
立
か
ら
和
解
へ

岩
岡
中
正
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論 説

（
３
）

つ
ま
り
、
石
牟
礼
は
自
ら
［
曰
分
の
文
学
に
つ
い
て
、
「
近
代
文
学
の
方
法
と
か
表
現
で
は
、
と
て
も
水
俣
の
こ
と
は
書
け
な
い
」
と

（
４
）

一
一
一
一
口
い
、
そ
も
そ
も
「
私
は
よ
く
作
家
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
う
呼
ば
れ
る
の
は
好
き
で
は
な
い
ん
で
す
」
と
ま
で
一
一
一
一
口
う
。
で
は
「
作
家
」

で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
石
牟
礼
と
は
一
体
何
者
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
政
治
の
レ
ベ
ル
で
石
牟
礼
は
、
「
結
局
、
市
民
主
義
は
通
用
し
ま

（
５
）

（
６
）

せ
ん
で
し
た
」
と
言
い
、
「
私
ど
も
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
：
：
：
政
治
的
次
元
で
は
全
然
な
い
ん
で
す
」
と
も
一
一
一
一
口
う
。
こ
れ
ら
の
発
一
一
一
一
口

か
ら
、
近
代
の
文
学
で
も
近
代
の
政
治
で
も
な
い
何
か
に
つ
い
て
、
そ
の
独
自
の
方
法
と
思
想
を
模
索
す
る
石
牟
礼
の
姿
勢
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
私
は
、
こ
の
石
牟
礼
の
脱
近
代
へ
の
思
い
の
一
端
を
最
も
よ
く
象
徴
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
近
代
の
「
対
立
」

か
ら
脱
近
代
の
「
和
解
」
へ
、
と
い
う
点
に
着
目
し
た
。
本
論
文
で
私
は
、
石
牟
礼
の
方
法
と
思
想
に
お
け
る
「
対
立
か
ら
和
解
へ
」

と
い
う
方
法
的
視
座
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
、
石
牟
礼
に
お
け
る
存
在
と
世
界
の
回
復
に
接
近
し
て
み
た
い
。

代
の
原
理
と
し
て
の
「
対
立
」
か
《

指
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
２
）

文
学
と
政
治
」
で
、
石
牟
礼
に
お
け
る
文
学
と
政
治
で
の
脱
近
代
へ
の
志
向
の
考
察
を
通
－
」
て
、
石
牟
礼
に
お
け
る
「
市
民
」
か
ら

「
人
間
」
の
回
復
へ
と
い
う
視
座
の
転
換
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

本
論
文
で
私
は
、
文
学
と
い
い
政
治
と
い
い
、
全
体
と
し
て
石
牟
礼
を
貫
く
そ
の
方
法
と
思
想
の
転
換
に
着
目
し
て
、
石
牟
礼
が
近

代
の
原
理
と
し
て
の
「
対
立
」
か
ら
近
代
後
の
原
理
と
し
て
の
「
和
解
」
へ
と
い
う
方
法
で
、
今
日
の
存
在
の
喪
失
か
ら
の
回
復
を
目
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石牟礼道子における存在の回復

、
認
識
と
表
現
の
方
法

①
近
代
の
二
元
論
的
な
認
識
と
表
現

近
代
知
の
特
徴
は
、
そ
の
二
元
論
的
な
認
識
と
表
現
に
あ
る
。
こ
の
一
一
元
論
は
プ
ラ
ト
ン
に
は
じ
ま
る
西
洋
の
知
的
伝
統
に
属
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
近
代
に
至
っ
て
自
我
中
心
の
デ
カ
ル
ト
的
機
械
論
的
な
二
元
論
に
典
型
的
に
現
れ
た
。
ま
さ
に
「
分
か
る
」

こ
と
は
「
分
け
る
」
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
近
代
知
は
認
識
の
対
象
を
分
類
・
分
析
・
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
知
で
あ
っ
て
、
存
在
の
一

切
を
機
械
的
な
断
定
と
分
類
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
関
係
と
場
を
喪
失
さ
せ
、
新
た
な
「
合
理
的
」
な
力
学
的
機
械
論
的
世
界
観
を
創
出

し
た
。
つ
ま
り
近
代
の
知
は
、
認
識
・
表
現
す
る
主
体
と
さ
れ
る
客
体
と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
を
二
元
的
に
裁
然
と
分
け
、
主
体
と
し

て
の
自
我
を
絶
対
的
優
位
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
石
牟
礼
の
脱
近
代
的
認
識
・
表
現
は
基
本
的
に
、
自
我
と
い
う
主
体
も
他
者
や
自
然
と
い
う
客
体
も
本
来
一
つ
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
の
一
切
が
本
来
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
に
認
識
し
表
現
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
石
牟
礼
の
思
想
と
方

法
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
石
牟
礼
に
お
い
て
、
緒
方
正
人
が
「
も
と
の
い
の
ち
に
つ
な
が
る
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
と

他
者
は
本
来
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
自
我
は
全
体
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
新
し
い
認
識
を
模
索
す
る
者

は
、
そ
れ
自
体
が
全
体
の
一
部
で
あ
る
も
の
が
全
体
を
「
認
識
す
る
」
と
い
う
こ
と
白
体
が
そ
も
そ
も
可
能
か
と
い
う
難
題
に
立
ち
向

か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
時
系
列
的
な
因
果
関
係
の
近
代
的
論
理
的
思
考
に
親
し
ん
で
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
石
牟
礼
の
認
識
・
表
現

１
石
牟
礼
道
子
の
方
法
Ｉ
対
立
か
ら
和
解
へ
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論 説

②
気
配
と
感
性

さ
ら
に
、
以
上
の
近
代
の
認
識
の
二
元
論
の
中
で
捨
象
さ
れ
た
感
性
と
気
配
の
回
復
が
、
石
牟
礼
の
特
徴
で
あ
り
主
張
で
あ
る
。
石

牟
礼
に
よ
れ
ば
、
「
か
っ
て
は
存
在
し
た
、
空
気
よ
り
も
や
わ
ら
か
な
、
生
ま
れ
た
て
の
音
楽
家
の
よ
う
な
耳
」
や
生
命
が
持
っ
て
い

る
「
声
や
気
配
」
、
「
草
木
の
気
配
」
が
失
わ
れ
、
人
間
と
他
者
と
の
間
の
柔
ら
か
い
感
性
と
し
て
の
気
配
の
消
失
は
振
る
舞
い
と
文

（
、
）

明
の
土
台
が
枯
れ
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
。
以
下
『
天
湖
」
か
ら
、
「
気
配
」
に
満
ち
た
文
章
例
を
ひ
い
て
み
よ
う
。

「
山
道
を
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
気
分
が
、
最
初
来
た
と
き
と
は
だ
い
ぶ
違
う
。
落
葉
の
重
な
る
中
を
歩
い
て
ゆ
く
と
、
全
身
が
か
ら
か
ら

と
し
た
山
の
気
配
に
包
ま
れ
た
。
立
ち
止
ま
っ
て
耳
を
澄
ま
す
と
、
木
々
の
梢
か
ら
も
靴
の
下
か
ら
も
、
微
細
な
生
き
物
た
ち
の
気
配

（
ｕ
）

が
柾
彦
を
迎
え
、
つ
い
て
く
る
の
だ
っ
た
。
皮
膚
の
毛
穴
が
全
部
、
精
密
に
調
律
さ
れ
た
感
官
と
な
っ
て
い
る
感
じ
だ
っ
た
。
」

つ
ま
り
石
牟
礼
の
い
う
気
配
と
は
、
存
在
を
包
む
大
き
な
膜
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
「
場
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

の
不
可
解
さ
は
こ
の
点
に
あ
っ
て
、
上
野
英
信
が
石
牟
礼
に
つ
い
て
言
っ
た
「
灰
神
楽
」
の
よ
う
な
石
牟
礼
の
表
現
は
、
私
た
ち
に
と
つ

（
７
）

て
く
口
理
的
思
考
を
無
視
し
た
不
可
解
な
も
の
と
し
て
映
る
の
で
あ
る
。

石
牟
礼
に
お
け
る
脱
近
代
的
認
識
・
表
現
は
、
渡
辺
京
二
に
よ
れ
ば
、
「
認
識
」
と
い
う
よ
り
全
体
的
な
場
を
「
感
知
」
す
る
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
て
、
「
自
分
が
外
界
の
中
に
入
り
込
ん
で
」
、
そ
の
主
客
の
相
互
浸
透
に
よ
っ
て
で
き
る
「
場
」
に
無
数
に
そ
よ
ぐ
「
感

（
８
）

覚
的
触
手
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
一
元
論
を
超
え
る
認
識
や
シ
ス
テ
ム
理
解
は
、
実
は
現
代
の
自
然
観
や
世
界
観
に
お

い
て
、
「
揺
ら
ぎ
」
、
「
フ
ァ
ジ
ー
」
、
「
複
雑
系
」
、
「
カ
オ
ス
」
、
あ
る
い
は
「
自
己
生
産
論
」
（
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
）
な
ど
と
呼
ば

れ
る
脱
近
代
の
方
法
の
試
み
と
軌
を
一
に
す
る
と
い
う
点
で
、
石
牟
礼
の
文
学
は
、
最
先
端
の
科
学
の
根
底
に
あ
る
思
想
の
パ
ラ
ダ
イ

（
９
）

ム
転
換
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
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石牟礼道子における存在の回復

③
「
視
る
」
こ
と
・
「
聴
く
」
こ
と
の
意
味

近
代
認
識
論
の
二
元
論
を
ど
う
超
越
す
る
か
は
、
「
視
る
」
や
「
聴
く
」
に
お
け
る
一
一
元
論
的
な
区
別
の
超
越
か
ら
は
じ
ま
る
。
つ

ま
り
石
牟
礼
の
認
識
と
表
現
に
あ
っ
て
は
、
「
視
る
」
も
の
と
「
視
ら
れ
る
」
も
の
と
の
区
別
が
な
い
。
両
者
は
既
に
、
一
体
と
し
て

融
合
し
て
い
る
。
そ
れ
を
私
は
、
「
一
体
化
の
ま
な
ざ
し
」
や
「
慈
し
み
の
ま
な
ざ
し
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
『
苦
海

浄
土
』
の
「
ゆ
き
女
き
き
書
」
の
中
の
、
死
に
ゆ
く
釜
鶴
松
と
石
牟
礼
の
眼
差
し
を
通
し
て
描
か
れ
る
、
「
視
る
」
も
の
と
「
視
ら
れ

る
」
も
の
と
の
一
体
化
の
過
程
の
中
に
現
れ
て
い
る
。

「
こ
の
日
わ
た
く
し
は
自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の
嫌
悪
感
に
、
耐
え
が
た
か
っ
た
。
釜
鶴
松
の
か
な
し
げ
な
山
羊
の
よ
う
な
、
魚

（
皿
）

の
よ
う
な
瞳
と
流
木
じ
み
た
姿
態
と
、
決
し
て
往
生
で
き
な
い
魂
魂
は
、
こ
の
日
か
ら
全
部
わ
た
く
し
の
中
に
移
り
住
ん
だ
。
」

妻
生
死
の
境
に
見
え
る
石
牟
礼
の
「
幻
視
」
ｌ
つ
ま
り
た
ん
な
る
「
視
る
」
を
超
え
て
、
「
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
に
は
、

往
き
つ
も
ど
り
つ
し
て
今
日
は
行
き
そ
び
れ
、
昨
日
は
死
に
そ
び
れ
し
て
、
ど
ち
ら
の
方
へ
と
も
往
き
つ
け
ぬ
世
界
が
も
う
ひ
と
つ
あ
っ

て
そ
こ
に
居
る
も
の
た
ち
の
位
相
を
、
迷
う
、
と
か
狂
う
と
か
い
う
」
「
幻
視
」
ｌ
の
中
に
、
石
牟
礼
の
主
客
一
体
化
の
世
界
が

職
や
記
述
が
あ
る
。

て
、
ァ

（
旧
）

あ
る
。

さ
ら
に
『
天
湖
』
の
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
音
や
声
の
復
活
で
あ
る
。
主
人
公
の
音
楽
家
・
柾
彦
の
音
の
回
復
が
本
書
を
大
き
く
貫
く

ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
『
天
湖
』
に
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
引
用
を
は
じ
め
と
す
る
、
お
び
た
だ
し
い
耳
や
聴
覚
に
関
す
る
比

こ
れ
を
通
し
て
人
間
が
自
然
や
他
者
と
一
体
化
し
て
い
く
通
路
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
彼
の
感
覚
器
官
に
ま
っ
す
ぐ
投
げ
か
け
ら
れ
た
網
。
そ
れ
は
お
ひ
な
母
娘
の
、
色
彩
に
富
ん
だ
声
紋
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
そ
の

５（熊本法学115号108）



聿珈 説
網
は
彼
が
こ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
自
分
の
心
の
古
層
を
丸
ご
と
す
く
い
取
っ
て
、
水
底
の
村
の
む
か
し
の
天
空
へ
、
一
気
に
開
放

柾
彦
は
湧
き
あ
が
っ
て
や
ま
な
い
音
と
格
闘
し
は
じ
め
て
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
樹
木
の
声
が
一
枚
一
枚
の
葉
っ
ぱ
の
間
か
ら
立
ち
の

ぼ
り
、
彼
の
五
官
を
と
り
包
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
過
剰
す
ぎ
た
。
誰
が
こ
ん
な
音
を
た
ぐ
り
出
し
た
ん
だ
と
彼
は
思
っ
た
。
息
が
詰

ま
り
そ
う
だ
っ
た
。
落
葉
の
音
だ
と
思
わ
れ
た
。
…
…

〈
Ｍ
〉

柾
彦
は
時
々
濃
く
な
る
霧
の
中
で
、
あ
あ
こ
れ
は
生
ま
れ
る
前
に
聞
い
て
い
た
生
命
界
の
鼓
動
だ
と
思
っ
た
。
．
…
・
・
」

つ
ま
り
こ
こ
に
、
本
来
の
ヨ
リ
豊
か
な
視
覚
聴
覚
を
通
し
て
、
主
客
二
元
の
世
界
を
超
え
た
一
体
化
の
表
現
の
試
み
が
な
さ
れ
て
お

り
、
石
牟
礼
に
お
い
て
「
視
る
」
こ
と
や
「
聴
く
」
こ
と
は
、
単
な
る
「
認
識
」
を
超
え
た
、
本
来
の
主
客
一
体
の
「
存
在
」
へ
の
回

帰
、
つ
ま
り
あ
る
べ
き
存
在
へ
向
け
て
の
和
解
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
間
は
一
元
的
な
存
在
の
世
界
へ
向
け
て
再
生
す
る
の
だ
が
、
そ
の
描
写
は
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
、
対
象
と
揮
然
一

体
と
化
し
た
石
牟
礼
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
筆
力
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
け
れ
ど
も
そ
の
と
き
柾
彦
の
心
の
網
膜
に
、
水
面
の
山
々
の
う
し
ろ
か
ら
、
九
州
山
地
の
台
座
が
ゆ
っ
く
り
と
せ
り
上
が
る
の
が

映
っ
た
。
そ
の
台
座
は
重
厚
な
銀
の
鍵
を
幾
重
に
も
刻
み
こ
み
な
が
ら
、
音
も
立
て
ず
に
手
前
の
山
々
に
覆
い
か
ぶ
き
り
、
な
だ
れ
落

ち
て
は
湖
面
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
よ
う
に
み
え
た
。
水
は
色
の
な
い
炎
を
あ
げ
て
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
、
湖
の
い
ち
ば
ん
底
の
方
か
ら
地
霊
た

お
り

ほ
が

ち
の
打
ち
鳴
ら
す
鼓
の
よ
う
な
立
曰
が
聴
え
た
。
そ
れ
は
間
を
置
い
て
規
則
正
し
く
続
き
、
水
底
に
淀
む
澱
を
ひ
と
打
ち
ご
と
に
打
ち
穿

す
よ
う
に
、
地
の
底
の
な
に
か
を
促
す
よ
う
に
響
い
て
い
た
が
、
突
如
あ
の
湖
底
の
洞
か
ら
、
お
う
お
う
と
天
に
向
か
っ
て
砲
噂
す
る

声
が
聴
え
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
幻
聴
か
と
彼
は
お
も
っ
た
。

す
る
と
、
間
近
か
に
迫
り
つ
つ
な
だ
れ
落
ち
て
い
た
銀
色
の
山
の
大
地
は
、
も
と
の
所
に
ゆ
っ
く
り
と
収
ま
り
は
じ
め
、
湖
底
の
砲

し
た
の
だ
っ
た
。
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「
…
…
先
ほ
ど
岩
岡
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
『
あ
し
に
う
ら
か
そ
か
に
痛
き
今
生
の
名
残
か
な
』
と
い
う
、
上
天
す
る

シ
ー
ン
で
す
ね
。
魂
が
こ
の
世
を
離
れ
る
と
き
、
間
際
で
す
が
、
今
生
に
い
た
と
き
磯
の
石
と
い
う
の
は
、
裸
足
で
歩
き
ま
す
と
、
と

て
も
痛
う
ご
ざ
い
ま
す
。
踏
み
立
て
ら
れ
な
い
く
ら
い
痛
う
ご
ざ
い
ま
す
。
靴
を
履
い
て
い
た
ら
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
こ
れ
は
神

話
的
な
情
景
で
す
か
ら
も
ち
ろ
ん
裸
足
で
す
。
そ
れ
で
『
あ
し
の
う
ら
か
そ
か
に
痛
き
今
生
の
名
残
か
な
』
な
ん
で
す
。
こ
の
世
の
名

④
身
体
の
回
復

石
牟
礼
に
お
け
る
身
体
的
表
現
に
は
、
枚
挙
の
い
と
ま
も
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
比
楡
的
用
法
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
か
つ
象
徴

的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
石
牟
礼
道
子
は
私
と
の
公
開
対
談
で
、
身
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
然
と
い
う
の
は
人
間
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
そ
の
も
の
が
、
手
つ
か
ず
の
自
然
と
い
い
ま
す
か
、
究
極
の

自
然
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
、
ご
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
く
と
、
何
よ
り
ご
自
身
が
、
自
然
で
は
な
い
か
と
恩

（
価
）

い
ま
す
。
人
間
も
手
つ
か
ず
の
存
在
な
の
で
す
。
」

さ
ら
に
私
が
、
能
「
不
知
火
」
の
中
の
「
あ
し
の
う
ら
か
そ
か
に
痛
き
今
生
の
名
残
か
な
」
を
と
り
上
げ
て
、
「
作
品
中
の
一
文
だ

け
を
と
っ
て
言
う
の
も
何
な
ん
で
す
が
、
こ
こ
が
大
変
印
象
的
で
す
ね
。
「
あ
し
の
う
ら
か
そ
か
に
痛
き
今
生
の
名
残
か
な
」
。
情
と
い

（
Ⅳ
）

う
も
の
と
具
体
的
な
感
触
が
、
そ
の
足
の
裏
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
」
と
指
摘
す
る
と
、
石
牟
礼
は
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

噂
と
鼓
の
音
と
を
交
互
に
響
か
せ
な
が
ら
、
水
の
面
は
こ
う
こ
う
と
張
り
つ
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。

は
じ
め

（
か
く
し
て
原
初
の
宰
曰
は
生
ま
れ
き
）

（
胴
）

と
い
う
こ
と
ば
が
浮
か
ん
だ
。
」

く
て
い
｝
わ
。

７（熊本法学115号'08）

￣



論 説

ま
た
、
思
想
に
と
っ
て
時
間
・
歴
史
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
世
界
観
に
先
立
つ
基
本
的
意
識
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
上
述
の

認
識
・
表
現
論
と
同
様
、
石
牟
礼
の
時
間
（
歴
史
）
意
識
は
単
な
る
混
沌
で
は
な
く
、
混
沌
を
経
て
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
と
歴
史
を
自
家

薬
篭
中
の
も
の
に
し
て
い
く
想
像
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
時
間
と
場
が
獲
得
ざ
れ
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
意
識
に
お

い
て
、
石
牟
礼
は
紛
れ
も
な
く
ロ
マ
ン
主
義
の
歴
史
意
識
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

基
本
的
の
農
業
社
会
で
あ
っ
た
前
近
代
の
時
間
が
自
然
と
農
耕
に
即
し
た
循
環
す
る
時
間
で
あ
り
、
近
代
化
と
と
も
に
分
割
さ
れ
商

品
化
さ
れ
た
物
理
的
時
間
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
時
に
歴
史
に
つ
い
て
も
、
近
代
は
啓
蒙
主
義
の
進
歩
史
観

に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
線
形
の
進
歩
の
歴
史
観
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け

残
に
足
が
痛
い
．
そ
こ
で
は
磯
辺
の
石
と
生
身
の
人
（
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
）
が
ふ
れ
あ
う
最
後
の
感
触
ｌ
つ
ま
り
そ
こ
で
肉

（
旧
）

体
的
に
足
の
裏
の
痛
み
を
感
じ
た
わ
け
で
す
が
ｌ
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
世
の
名
残
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
書
い
た
の
で
す
。
」

つ
ま
り
、
「
不
知
火
」
の
こ
の
部
分
は
、
足
の
裏
と
い
う
人
間
の
最
後
の
自
然
の
生
身
の
感
触
を
通
し
て
、
人
間
が
自
然
と
接
す
る

そ
の
接
点
を
象
徴
的
に
描
い
た
箇
所
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
栗
原
彬
は
、
「
磯
辺
の
石
と
生
身
の
命
が
ふ
れ
あ
う
最
後

（
⑬
）

の
感
触
、
痛
み
が
、
石
牟
礼
文
学
の
総
重
量
を
支
え
て
い
る
。
」
と
ま
で
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
石
牟
礼
に
お
け
る
、
心
身
の
対
立

と
い
う
近
代
の
心
身
二
元
論
を
超
え
る
、
身
体
性
の
回
復
で
あ
り
心
身
の
和
解
で
あ
る
。

こ
う
し
て
石
牟
礼
の
認
識
と
表
現
の
方
法
は
、
気
配
や
感
性
お
よ
び
身
体
性
の
回
復
を
通
し
て
、
近
代
の
二
元
論
的
で
対
立
的
な
認

識
や
表
現
を
超
え
て
和
解
を
目
指
す
、
脱
近
代
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

②
時
間
（
歴
史
）
の
和
解

①
近
代
の
時
間
と
歴
史

の
和
解
と
意
味
回
復
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②
ロ
マ
ン
派
の
歴
史
意
識

こ
の
線
形
の
進
歩
史
観
に
対
し
て
、
最
初
に
歴
史
意
識
に
目
覚
め
た
の
は
、
ロ
マ
ン
派
で
あ
っ
た
。
ロ
マ
ン
派
は
、
人
間
と
社
会
の

進
歩
と
完
成
を
目
指
す
完
成
主
義
と
い
う
近
代
へ
の
最
初
の
根
本
的
批
判
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
逆
説
的
だ
が
、
そ
の
近
代
批
判
を
通

し
て
近
代
人
の
意
識
と
自
我
の
領
域
を
拡
大
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
歴
史
意
識
で
は
、
プ
レ
・
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
る
ル
ソ
ー
は
、
歴

史
は
啓
蒙
主
義
哲
学
者
た
ち
の
い
う
よ
う
な
単
純
な
進
歩
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
学
問
芸
術
論
」
か
ら
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
至

る
下
降
と
堕
落
の
過
程
（
堕
落
史
観
）
を
経
て
豆
ミ
ー
ル
』
を
起
点
と
し
『
社
会
契
約
論
』
に
よ
っ
て
上
昇
す
る
、
螺
旋
と
再
生
の

歴
史
観
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
歴
史
意
識
は
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
の
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
聖
書
の
歴
史
観
の
中
に
そ

の
発
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
お
け
る
時
間
の
精
神
的
現
在
化
の
よ
う
に
、
過
去
と
未
来
が

現
在
の
中
に
含
ま
れ
、
理
念
と
い
う
生
命
が
歴
史
を
貫
い
て
い
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
聖
書
の
中
に
現
れ
歴
史
を
貫
い
て
い
る
「
理
念
」

（
幻
）

（
イ
デ
ア
）
は
現
在
・
過
去
・
未
来
を
媒
介
す
る
「
生
き
た
芽
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「
和
解
の
力
」
で
あ
る
と
い
う
。

る
中
世
の
整
序
さ
れ
た
目
的
論
的
世
界
観
に
対
し
て
、
近
代
初
頭
の
Ｇ
・
ブ
ル
ー
ノ
の
世
界
観
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の

混
沌
や
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
終
末
史
観
に
お
け
る
よ
う
な
歴
史
の
断
絶
を
経
て
、
完
成
す
る
自
我
と
社
会
と
い
う
啓
蒙
主
義
の
完

成
主
義
的
世
界
観
の
下
で
、
自
我
か
ら
発
し
て
実
現
す
べ
き
目
標
や
企
図
か
ら
逆
照
射
さ
れ
た
進
歩
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
線
形
の

（
、
）

歴
史
観
で
あ
っ
た
。

③
石
牟
礼
に
お
け
る
時
間
と
歴
史

次
に
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
石
牟
礼
に
お
け
る
認
識
・
表
現
お
よ
び
時
間
意
識
の
「
混
沌
」
は
一
方
で
、
ち
ょ
う
ど
近
代
が
形
成

９（熊本法学115号'08）
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さ
れ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
混
沌
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
科
学
革
命
に
お
け
る
近
代
合
理
主
義
や
幾
何
学
の
精
神
、
さ
ら

に
は
資
本
主
義
の
精
神
や
功
利
主
義
と
い
っ
た
近
代
の
進
歩
と
自
己
完
結
的
世
界
の
形
成
と
そ
の
支
配
、
さ
ら
に
は
そ
の
結
果
と
し
て

の
豊
か
な
人
間
性
と
関
係
性
の
喪
失
と
い
う
「
近
代
の
老
い
」
に
対
置
し
う
る
、
生
産
的
な
「
混
沌
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
こ

こ
に
、
石
牟
礼
の
近
代
批
判
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
石
牟
礼
の
「
混
沌
」
は
、
既
に
上
野
英
信
や
渡
辺
京
二
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
論
理
的
な
因
果
関
係
を
無
視
し
た
、

近
代
の
叙
述
に
な
じ
ま
な
い
文
体
や
叙
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
不
可
解
に
見
え
る
が
、
実
は
、
す
で
に
石
牟
礼
の
表
現
方
法
に
お
い

て
も
見
た
よ
う
に
、
複
雑
多
様
な
実
体
を
合
理
的
に
分
析
し
て
認
識
し
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
複
雑
多
様
な
も
の
は
複
雑
多
様
な
も

の
と
し
て
、
ま
た
近
代
的
な
主
客
二
元
論
を
超
え
て
対
象
の
一
切
を
自
己
と
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら

必
然
的
に
生
ま
れ
る
叙
述
方
法
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
石
牟
礼
の
時
間
も
ま
た
、
因
果
関
係
を
離
れ
て
自
在
に
遊
離
し
過
去
が
現
在
に
重
層
化
し
、
過
去
の
出
来
事
へ
主
観

的
に
入
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
「
時
間
の
詩
化
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
歴
史
的
想
像
力
や
歴
史
意
識
の
発
生
で
あ
っ
て
、

こ
の
詩
化
と
い
う
飛
躍
に
よ
っ
て
時
間
や
歴
史
の
一
切
が
主
観
化
さ
れ
て
連
続
し
、
歴
史
上
の
す
べ
て
の
出
来
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味

と
関
係
性
を
も
っ
て
再
生
す
る
。
つ
ま
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
は
一
つ
の
時
間
と
し
て
和
解
し
循
環
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
石
牟

え
に
し

（
型
）

礼
は
、
「
こ
の
世
の
縁
と
、
あ
の
世
の
縁
は
切
れ
や
せ
ぬ
」
の
よ
う
に
「
縁
」
と
一
一
一
一
口
っ
た
り
、
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
っ
た
り
す
る
。

「
お
ひ
な
が
夢
の
話
を
し
は
じ
め
て
か
ら
、
柾
彦
も
、
人
び
と
が
夢
の
中
で
ゆ
く
場
所
に
い
る
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
い
た
。
二
人

と
き

の
老
女
や
千
代
松
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
者
た
ち
も
水
底
の
村
に
よ
く
帰
り
、
誰
彼
に
逢
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
、
７
つ
つ
の
刻
と
夢

（
邸
）

の
刻
と
の
境
は
な
く
て
、
人
々
は
双
方
の
時
間
を
自
由
に
往
き
来
し
て
い
る
よ
う
に
田
心
え
た
。
」

ま
た
、
『
天
湖
」
の
テ
ー
マ
は
、
失
わ
れ
た
村
の
回
復
を
め
ぐ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
を
通
っ
て
行
く
よ
う
な
、
時
間
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そ
れ
は
、
視
る
一

模
索
で
あ
っ
た
。

（
皿
）

の
遡
及
に
あ
る
。
石
牟
礼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
天
底
村
へ
の
「
夢
の
通
い
路
」
と
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
先
導
者
は
、
ダ
ム

エ
事
の
現
場
か
ら
墜
落
し
生
き
返
り
、
み
ん
な
の
魂
を
連
れ
て
行
く
力
が
あ
る
蟹
と
化
し
た
克
平
で
あ
っ
た
。

『
水
の
目
を
持
つ
と
る
お
前
が
頼
り
ぞ
。
ほ
ら
、
後
ろ
か
ら
み
ん
な
も
つ
い
て
ゆ
き
よ
る
じ
ゃ
ろ
、
沈
ん
だ
村
に
。
お
前
が
人
間
の

姿
じ
ゃ
れ
ば
ゆ
か
れ
ん
。
蟹
じ
ゃ
か
ら
こ
そ
ゆ
か
れ
る
』

声
を
掛
け
な
が
ら
、
お
し
ず
は
か
が
み
こ
ん
で
見
て
い
た
。
蟹
の
克
平
と
後
ろ
に
続
く
も
の
た
ち
は
、
幾
度
も
ひ
ら
ひ
ら
押
し
流
さ

〈
泌
）

れ
な
が
ら
、
水
草
に
つ
か
ま
胴
リ
つ
か
ま
り
、
天
底
の
水
路
を
目
ざ
し
て
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
っ
た
。
」

さ
ら
に
、
石
牟
礼
の
こ
れ
ま
で
の
作
品
と
そ
の
思
想
を
集
約
し
た
「
不
知
火
」
が
な
ぜ
「
能
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
の
か
と
い
う

点
も
、
石
牟
礼
に
お
け
る
歴
史
・
時
間
の
意
味
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
能
と
い
う
象
徴
芸
能
に
は
、
過
去
を
回
想
し
人
間
の

一
生
を
そ
の
死
の
寸
前
に
時
間
を
凝
縮
し
そ
こ
か
ら
一
生
を
見
返
す
力
が
あ
り
、
そ
こ
に
、
石
牟
礼
の
時
間
の
主
観
化
と
歴
史
意
識
の

発
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
石
牟
礼
に
と
っ
て
、
近
代
の
時
間
観
に
基
づ
く
単
な
る
時
間
の
直
線
的
継
起
で
は
、
十
分
表

発
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（
躯
）

現
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
石
牟
礼
は
、
従
来
の
近
代
的
手
法
で
は
描
け
な
い
世
界
を
、
新
た
に
近
代
二
元
論
を
超
え
る
方
法
で
描
こ
う
と
し
た
。

れ
は
、
視
る
こ
と
・
聴
く
こ
と
・
時
間
・
歴
史
の
意
味
転
換
お
よ
び
身
体
性
の
回
復
に
よ
る
、
対
象
と
一
体
化
し
た
認
識
と
表
現
へ
の

1１（熊本法学115号'08）
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だ
っ
た
。

①
分
離
し
た
世
界

「
夢
を
含
め
て
、
向
こ
う
の
世
界
と
現
実
の
問
は
い
つ
も
見
え
な
い
幕
で
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
分
離
し
た
世
界
で
は
な
く
、

深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
筈
だ
け
れ
ど
も
、
切
り
離
さ
れ
た
シ
ャ
ム
双
生
児
の
よ
う
に
、
夢
と
う
つ
つ
は
互
い
に
途
惑
い
あ
っ
て
い
る
の

』
つ
つ
つ

⑪
夢
と
現
の
和
解
Ｉ
「
橋
が
か
り
」

（
、
）

町
田
康
は
『
天
湖
』
の
特
徴
と
し
て
、
例
え
ば
「
夢
と
現
実
」
と
い
っ
た
よ
う
な
一
一
項
対
立
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
対
立
の
意
味

は
、
近
代
的
自
我
と
自
我
中
心
の
世
界
観
や
認
識
に
お
け
る
主
客
二
元
論
が
支
配
的
と
な
っ
た
結
果
と
し
て
の
、
自
己
と
身
体
、
自
己

と
他
者
、
自
己
と
自
然
の
諸
関
係
の
崩
壊
お
よ
び
「
場
」
や
存
在
の
喪
失
に
他
な
ら
な
い
。
石
牟
礼
文
学
の
課
題
は
、
こ
の
世
界
喪
失

も
う
つ
つ

に
対
し
て
、
先
ず
は
夢
と
現
を
架
橋
し
世
界
を
回
復
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
石
牟
礼
の
願
い
は
、
自
ら
の
一
身
を
ｊ
③
）
っ
て
、
見
果
て
ぬ

内
な
る
魂
の
世
界
（
「
原
郷
」
）
へ
の
「
橋
が
か
り
」
と
な
し
て
、
魂
の
世
界
と
こ
の
世
と
の
対
立
を
和
解
さ
せ
－
つ
に
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
以
下
、
石
牟
礼
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
分
離
し
た
世
界
の
再
結
合
を
試
み
た
か
を
見
て
み
よ
う
。

た
ぶ
ん
魂
の
よ
う
な
も
の
が
向
う
側
へ
行
っ
て
し
ま
い
、
留
守
を
し
て
い
る
も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
ひ
ど
く
空
虚
に
な
っ
て
し
ま
う

の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
外
側
か
ら
、
た
と
え
ば
学
校
と
か
、
近
代
的
な
つ
も
り
の
母
親
の
膜
で
育
っ
た
僕
は
、
内
面
的
な
も
の
に
逃

Ⅱ
石
牟
礼
道
子
に
お
け
る
世
界
の
回
復
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を
忍
ぶ
に
な
に
に
誘
な
わ

身
じ
ろ
ぐ
を
ま
ぼ
ろ
し
の
・

の
悲
願
を
あ
ら
わ
せ
り
…
…

こ
の
世
を
有
縁
と
い
う

御
彌
堂
に
お
わ
す
仏
の
御
形

他
な
ら
な
い
。

あ
わ
い

②
間
の
世
界
ｌ
「
花
を
奉
る
の
辞
」

昭
和
五
十
九
年
四
月
、
か
っ
て
仕
事
場
と
し
て
い
た
熊
本
市
真
宗
寺
の
御
遠
忌
の
た
め
に
石
牟
礼
が
書
い
た
「
花
を
奉
る
の
辞
」
と

い
う
短
文
は
、
夢
と
う
っ
っ
の
あ
わ
い
の
世
界
を
描
く
願
文
で
あ
り
、
一
種
の
詩
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、
見
果
て
ぬ
夢
を

見
よ
う
と
す
る
幻
視
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
花
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
夢
で
あ
り
且
つ
う
つ
つ
で
あ
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
「
場
」
に

（
躯
〉

げ
出
さ
れ
た
空
屋
の
よ
う
な
も
の
だ
。
祖
父
の
魂
ｊ
渦
）
、
多
分
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
こ
と
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
だ
。
」

』
７
つ
つ

こ
の
よ
う
に
石
牟
礼
は
、
本
来
「
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
は
ず
」
の
夢
と
現
が
近
代
の
「
幕
」
に
よ
っ
て
互
い
に
分
離
ぺ
こ
れ
て
い
る

と
言
う
。
で
は
こ
の
分
離
し
た
世
界
、
そ
の
結
果
人
間
か
ら
魂
が
奪
わ
れ
た
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
こ
れ
が
石
牟
礼
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
分
離
は
即
ち
、
場
の
喪
失
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
石
牟
礼
に
お
け
る
「
夢
と
う
つ
つ

あ
わ
い

の
橋
が
か
り
」
、
つ
ま
り
「
場
の
回
復
」
へ
向
け
て
石
牟
礼
が
描
く
「
夢
と
う
つ
つ
の
間
の
世
界
」
に
注
ロ
口
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
わ
い
（
羽
）

こ
れ
が
私
が
石
牟
礼
を
、
夢
と
う
っ
つ
の
「
間
の
人
」
し
」
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
。

か
き

く
ら

「
春
風
萌
す
と
い
え
ど
も
、
わ
れ
ら
人
類
の
劫
塵
い
ま
や
累
な
り
て
一
一
一
界
い
わ
ん
方
な
く
昏
し
ま
な
こ
を
沈
め
て
わ
ず
か
に
日
々

ひ
ら

心
ぶ
に
な
に
に
誘
な
わ
る
る
に
や
虚
空
は
る
か
に
一
連
の
花
ま
壁
ご
に
咲
か
ん
と
す
る
を
聴
く
ひ
と
ひ
ら
の
花
弁
彼
方
に

い

）
ろ
ハ
、
を
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
に
視
れ
ば
常
世
な
る
灰
明
り
と
は
こ
の
界
に
あ
け
し
こ
と
な
き
闇
の
謂
い
に
し
て
わ
れ
ら
世
々

あ
る
い
は
無
縁
と
も
い
う
そ
の
境
界
に
あ
り
て
夢
の
ご
と
く
な
る
も
花
か
え
り
み
れ
ば
目
前
の

か
り
そ
め
の
み
姿
な
れ
ど
も
お
ろ
そ
か
な
ら
ず
な
ん
と
な
れ
ば
亡
き
人
々
の
思
い
来
た
り
て
は
雛

1３（熊本法学115号'08）
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彼
岸
と
此
岸
は
わ
が
身
を
通
し
て
つ
な
が
り
、
幻
視
の
世
界
は
場
の
形
成
を
通
し
て
実
現
で
き
る
と
い
う
石
牟
礼
の
確
信
が
、
「
然

し
て
空
し
と
は
云
わ
ず
」
の
一
語
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
「
じ
ゃ
な
か
娑
婆
」
、
「
よ
か
夢
な
り
と
く
だ
さ
り
ま
せ
」
、
「
夢
で
な
り
と
語

ら
ね
ば
」
と
は
、
水
俣
の
言
葉
で
語
ら
れ
た
、
石
牟
礼
を
は
じ
め
と
す
る
基
層
民
の
切
な
る
祈
念
で
あ
り
理
想
世
界
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
夢
は
、
単
な
る
夢
想
で
は
な
い
。
さ
ら
に
石
牟
礼
は
、
「
夢
が
本
当
で
な
か
ら
ん
ば
何
が
本
当
か
。
こ
の
世
は
嘘
の
皮
で
で
き
と

（
加
）

ろ
じ
ゃ
ろ
う
が
」
と
人
々
に
語
ら
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
石
牟
礼
の
祈
り
に
お
い
て
、
〈
７
の
現
実
こ
そ
が
嘘
（
虚
）
で
あ
り
、
夢
こ
そ
が

真
実
な
の
だ
と
い
う
逆
転
が
生
ま
れ
る
。
『
天
湖
』
を
貫
く
テ
ー
マ
は
、
夢
こ
そ
が
真
実
で
あ
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
真
実
（
原
郷
）

に
た
ど
り
着
く
か
、
夢
を
現
に
呼
び
戻
す
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
『
天
湖
」
の
テ
ー
マ
は
、
例
え
ば
前
述
の
蟹
と
な
っ
た
克
平
に
導
か
れ
て
人
々
が
天
底
村
を
目
指
し
た
よ
う
に
、
ま
た
以
下

の
引
用
の
よ
う
に
、
沈
ん
だ
天
底
村
を
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
お
ひ
な
母
娘
の
よ
う
に
、
ま
た
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
で
あ
る
中
野
駅
前
の
銀

（
犯
）

杏
の
根
元
の
見
え
な
い
洞
穴
を
た
ど
っ
て
天
底
へ
帰
ろ
う
と
し
た
祖
父
の
魂
の
よ
う
に
、
原
郷
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
加
）

れ
ゆ
く
虚
空
の
思
惟
像
な
れ
ば
な
ｈ
ソ
し
か
ろ
が
ゆ
え
に
わ
れ
ら
こ
の
空
し
き
を
礼
拝
す
然
し
て
空
－
し
と
は
云
わ
ず
」

花
と
い
い
仏
と
い
い
、
あ
わ
い
に
立
つ
も
の
を
介
し
て
石
牟
礼
は
祈
る
。
夢
と
う
つ
つ
、
有
限
と
無
限
、
此
岸
と
彼
岸
の
あ
わ
い
に

一
つ
の
世
界
を
視
て
、
こ
こ
に
悲
願
を
こ
め
て
祈
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
祈
り
で
は
な
い
。
石
牟
礼
が
「
こ
の
空
し
き

を
礼
拝
す
然
し
て
空
し
と
は
云
わ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
祈
り
は
、
う
つ
っ
と
幻
視
の
は
ざ
ま
に
神
話
と
い
う
一
つ
の
「
場
」

の
橋
が
か
か
り
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
と
、
石
牟
礼
は
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
共
同
の
夢

の
原
郷
へ
の
回
帰

共
同
の
夢
と
そ
の
実
現
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石牟礼道子における存在の回復

性
の
表
皮
が
、

（
加
）

感
旅
し
た
。
」

⑪
回
帰
の
条
件
ｌ
新
し
い
人
と
共
同
再
生

こ
の
原
郷
へ
の
回
帰
の
条
件
と
し
て
、
石
牟
礼
は
次
の
二
点
を
考
え
て
い
る
。
第
一
に
、
人
間
の
再
生
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
・

柾
彦
の
再
生
体
験
で
あ
っ
て
、
『
天
湖
』
の
主
人
公
・
柾
彦
は
、
以
下
の
よ
う
な
原
初
の
感
性
の
再
生
を
通
し
て
、
「
新
し
い
人
」
に
な

る
。
こ
こ
で
は
人
間
の
再
生
は
、
回
帰
の
条
件
で
あ
り
、
結
果
で
も
あ
る
。

「
柾
彦
は
体
内
深
く
入
り
こ
ん
で
、
自
分
の
心
を
合
理
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
は
ぎ
合
わ
せ
て
い
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
文
明
が
き
れ
い

に
剥
落
し
て
ゆ
き
、
素
裸
に
な
っ
た
や
わ
ら
か
い
神
経
が
ふ
る
え
な
が
ら
、
足
許
の
草
の
葉
に
掴
ま
り
、
夜
露
の
中
に
溶
け
込
む
の
を

（
調
）

底
の
村
へ
。
」

「
僕
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
霊
感
が
突
然
、
月
下
の
湖
底
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
出
て
き
た
古
い
村
の
精
霊
た
ち

（
郷
）

と
と
も
に
、
あ
の
世
と
こ
の
世
を
つ
な
ぐ
道
に
出
た
の
だ
。
そ
こ
か
ら
物
語
の
奥
へ
連
れ
て
ゆ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
」

「
祖
父
は
、
生
き
て
い
る
間
に
帰
り
た
か
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
は
昼
と
夜
を
つ
な
ぐ
営
み
が
、
山
の
端
か
ら
森
の
中
へ
、
森
か
ら
大
地

み
お

く
弧
）

へ
、
そ
し
て
水
脈
の
中
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
だ
。
」

「
入
り
口
は
ど
こ
だ
ろ
う
、
夕
べ
の
世
界
へ
の
入
り
口
は
。

ど
こ
で
も
い
い
の
だ
、
お
前
の
目
に
ふ
れ
る
も
の
す
べ
て
は
、
意
味
へ
の
光
と
そ
の
影
だ
、
と
語
り
か
け
る
者
が
柾
彦
の
中
に
い
た
。

そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
あ
の
母
娘
だ
。
そ
し
て
僕
は
そ
の
世
界
の
入
り
口
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
月
の
花
散
る
湖

で
無
防
備
で
、

「
柾
彦
は
、
さ
っ
き
火
葬
場
で
お
し
ず
の
語
っ
た
夢
の
、
克
平
の
蟹
み
た
い
に
、
生
ま
れ
て
こ
の
方
二
十
三
年
か
か
っ
て
出
来
た
感

鼻
す
じ
や
目
の
あ
た
り
か
ら
静
か
に
裂
け
て
、
爪
の
先
ま
で
剥
が
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
感
じ
を
覚
え
た
。
心
も
体
も
ま
る

生
ま
れ
た
て
の
赤
子
よ
り
も
も
っ
と
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
、
あ
た
た
か
い
川
床
の
中
に
立
っ
て
ゆ
れ
な
が
ら
、
ほ
と
ん

1５（熊本法学１１５号'08）
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そ
う
で
な
く
と
も
こ
の
人
び
と
は
、
い
つ
も
み
ん
な
で
、
沈
め
ら
れ
た
村
を
現
実
の
神
話
に
し
、
浮
上
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

や
？
つ

こ
の
人
た
ち
の
精
神
生
活
の
根
は
、
依
然
と
し
て
沈
ん
で
し
ま
っ
た
天
底
村
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
現
し
世
に
は
な
い
泉
の
水
を

汲
ん
で
生
き
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
う
つ
つ
の
生
活
は
、
い
わ
ば
世
外
の
よ
う
な
下
の
村
の
ど
こ
そ
こ
に
、
仮
の
住
居
を
構
え
て
い

（
”
）

る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
の
と
き
柾
彦
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
」

こ
の
よ
う
に
『
天
湖
』
で
石
牟
礼
が
描
く
世
界
は
、
近
代
の
「
分
離
さ
れ
た
世
界
」
に
対
し
て
ま
ず
縦
の
関
係
に
お
い
て
、
個
人
の

』
つ
つ
つ

原
初
の
感
性
へ
の
回
帰
と
原
郷
へ
の
共
同
の
夢
を
通
し
て
、
夢
と
現
の
世
界
の
和
解
と
場
の
再
生
の
物
壷
叩
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
『
天

湖
」
で
は
村
へ
出
入
り
す
る
「
橋
」
が
一
つ
の
象
徴
的
な
テ
ー
マ
な
の
だ
が
、
こ
の
神
話
的
小
説
で
は
、
ち
ょ
う
ど
能
の
橋
が
か
り
の

よ
う
に
、
石
牟
礼
自
身
が
橋
と
な
っ
て
夢
と
現
の
世
界
を
橋
渡
し
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
夢
と
う
つ
つ
の
対
立
か
ら
和
解
へ
と
い
う
石
牟
礼
の
方
法
は
、
存
在
一
般
の
和
解
と
い
う
視
座
へ
と
拡
大
さ
れ

（
幻
）

ど
無
意
識
に
、
水
を
弾
こ
う
と
－
）
て
い
る
自
分
の
指
を
感
じ
て
い
た
。
」

第
二
の
条
件
は
、
こ
の
原
郷
回
帰
が
、
集
団
の
夢
と
し
て
見
続
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
天
湖
」
の
主
人
公
は
柾
彦
個
人

だ
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
水
没
し
た
天
底
村
の
住
民
全
体
の
再
生
と
回
帰
の
物
語
で
あ
る
。
石
牟
礼
に
お
い
て
、
夢
は
、
今
は
現

の
世
に
仮
の
宿
り
を
す
る
村
人
（
基
層
民
）
の
中
で
、
「
じ
ゃ
な
か
娑
婆
」
と
し
て
と
も
に
抱
か
れ
と
も
語
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
、

夢
で
あ
り
え
た
し
、
実
現
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
畑
）

「
あ
き
ら
か
に
柾
彦
は
、
村
人
た
ち
の
夢
の
里
帰
胴
リ
に
、
つ
い
て
往
き
つ
つ
あ
る
の
だ
っ
た
。
」

「
千
代
松
が
そ
う
言
っ
た
の
で
、
柾
彦
は
さ
め
た
ま
ま
で
見
る
集
団
の
夢
の
中
に
は
、
長
い
経
験
の
現
実
が
幾
重
に
も
入
り
こ
ん
で

ゆ
く
の
だ
と
、
た
い
へ
ん
に
興
味
深
か
っ
た
。
一
人
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
村
落
共
同
体
の
夢
の
働
き
を
僕
は
い
ま
、
う
つ
つ
に
視
て

ゆ
く
の
だ
と
、
た
』

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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（
㈹
）

石
牟
礼
は
、
「
意
味
が
解
体
し
た
時
代
」
と
し
て
の
現
代
に
つ
い
て
語
る
。
石
牟
礼
に
と
っ
て
、
全
存
在
が
意
味
の
あ
る
ｊ
ｂ
の
と
し

て
再
生
す
る
こ
と
こ
そ
、
世
界
の
再
生
の
意
味
で
あ
っ
た
。
思
想
史
を
瞥
見
す
れ
ば
、
丸
山
真
男
に
お
け
る
「
「
で
あ
る
」
こ
と
と

「
す
る
」
」
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
中
世
に
お
け
る
「
存
在
」
と
そ
の
意
味
は
近
代
に
至
っ
て
解
体
し
、
手
段
で
あ
る
「
行
為
」
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
し
か
し
今
日
、
一
切
の
存
在
は
、
行
為
の
先
に
あ
る
「
企
図
」
の
手
段
と
化
し
た
。
目
的
で
あ
る
べ
き
「
存
在
」

と
、
「
手
段
」
で
あ
る
べ
き
「
行
為
」
と
が
逆
転
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
「
行
為
」
に
お
い
て
は
つ
ね
に
、
忌
ま
わ
し
き
組
織
化
、

競
争
、
分
断
、
効
率
が
、
不
可
避
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
抗
し
て
、
目
的
と
手
段
を
再
逆
転
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
の
一
切
の
存
在
の
意
味
の
あ
る
世
界
の

回
復
こ
そ
、
石
牟
礼
の
全
て
の
物
語
の
中
心
課
題
で
あ
り
、
石
牟
礼
が
描
く
原
郷
で
あ
る
。
こ
う
し
て
石
牟
礼
は
、
思
想
史
的
に
は
近

代
批
判
を
通
し
て
の
「
存
在
」
の
回
復
の
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
い
く
つ
か
の
引
用
か
ら
、
『
天
湖
』

が
存
在
回
復
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
「
存
在
」
の
世
界
は
、
か
つ
て
確
か
に
「
在
っ
た
」
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
再
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
「
妙
な
も
ん
じ
ゃ
、
水
の
下
に
な
っ
て
み
た
ら
、
消
え
て
し
も
う
た
世
界
の
生
き
返
っ
て
く
る
」

「
た
し
か
に
在
っ
た
世
界
じ
ゃ
っ
た
』
：
．
…

（
机
）

『
思
え
ば
す
こ
や
か
じ
や
た
ぞ
、
昔
の
天
底
に
ゃ
何
で
ｊ
ｂ
、
揃
う
て
あ
っ
た
」
」

る
○

②
存
在
の
回
復
と
和
解
ｌ
「
存

①
「
存
在
」
の
意
味
の
あ
る
世
界 「
存
在
」
の
意
味
の
復
権
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論 説

こ
の
よ
う
に
、
石
｛

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
柾
彦
は
思
っ
た
。
た
ぶ
ん
世
界
と
い
う
も
の
の
意
味
は
、
た
と
え
ば
こ
こ
に
沈
ん
だ
村
の
、
ど
こ
か
の
岩
に
咲
い
て
い
た
苔
の
花

に
宿
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
人
の
胸
に
思
い
が
満
ち
て
、
は
じ
め
て
声
に
な
っ
た
時
の
よ
う
に
。
…
・
・
・

こ
の
母
娘
に
出
逢
っ
て
か
ら
は
、
一
瞬
々
々
に
意
味
が
宿
り
直
す
よ
う
に
思
え
る
。
。
…
．
．

暗
い
水
の
表
に
浮
き
沈
み
し
て
い
た
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
な
花
枢
が
、
お
ひ
な
母
娘
の
視
て
い
る
透
明
な
繭
と
重
な
っ
て
は
消
え
る
の

（
枢
）

を
目
で
追
い
な
が
ら
、
柾
彦
は
気
づ
い
た
。
そ
う
だ
、
す
ぺ
て
の
物
象
は
連
続
し
重
な
り
△
□
い
な
が
ら
、
生
命
を
抱
い
て
い
る
の
だ
と
。
」

「
僕
ら
の
世
代
で
は
喪
失
の
時
代
な
ど
と
言
っ
た
り
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
み
た
い
に
身
に
つ
け
て
い
る
奴
も
い
る
。

（
梱
）

だ
け
ど
村
を
失
っ
た
こ
こ
天
底
で
は
、
存
在
の
意
味
が
生
き
返
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
あ
な
い
か
し
ら
。
」

「
…
…
こ
こ
は
、
僕
に
と
っ
て
世
界
の
は
じ
ま
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
く
れ
の
士
も
粗
雑
に
見
て
は
い
け
な
い
。
世
界

（
梱
）

を
構
成
す
る
要
素
で
重
要
で
な
い
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
な
い
。
」

「
け
れ
ど
も
天
底
の
村
に
降
り
立
っ
て
み
れ
ば
、
樹
々
が
育
ち
、
水
の
流
れ
る
時
間
や
、
満
ち
欠
け
す
る
月
と
と
も
に
生
き
る
人
び
と

が
い
る
。
存
在
の
意
味
は
無
で
は
な
い
。
琵
琶
ひ
と
つ
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
深
淵
な
法
則
の
中
で
み
ご
と
な
形
を
も
っ
て
い
る
で

は
な
い
か
。
村
の
人
た
ち
は
そ
の
意
味
を
読
み
解
き
、
組
み
合
わ
せ
、
森
羅
万
象
の
中
に
置
い
て
ひ
と
つ
の
世
界
像
と
し
て
こ
れ
を
眺

め
、
自
分
を
含
め
た
人
間
や
動
物
を
、
役
割
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
な
い
で
は
お
れ
な
い
。

桑
の
葉
の
み
ず
み
ず
し
い
光
は
瞬
時
に
そ
う
い
う
こ
と
を
想
わ
せ
た
。
こ
こ
で
は
ま
だ
、
意
味
と
い
う
も
の
が
湖
の
底
の
藻
の
よ
う

（
幅
）

に
、
刻
々
と
再
生
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
」

こ
の
よ
う
に
、
石
牟
礼
に
お
け
る
水
底
の
原
郷
は
、
全
て
の
存
在
が
再
生
し
そ
れ
ぞ
れ
生
き
て
意
味
の
あ
る
コ
ス
モ
ス
と
し
て
描
か
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『
天
湖
』
の
物
語
は
、
全
体
と
し
て
連
鎖
と
循
環
の
構
造
を
な
し
て
い
る
。
ダ
ム
に
水
没
し
た
天
底
村
は
、
山
の
神
と
海
か
ら
来
る

か
な
め

神
が
出
会
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
神
の
往
来
と
水
系
の
要
を
な
す
地
点
で
あ
る
。
こ
の
連
鎖
は
、
両
神
の
神
婚
と
い
う
多
産
と
豊
穣
の

象
徴
に
よ
っ
て
、
こ
の
調
和
的
で
生
命
的
世
界
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
水
系
の
連
鎖
と
神
婚
の
テ
ー
マ
と

構
造
が
、
後
の
石
牟
礼
の
新
作
能
「
不
知
火
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
『
山
と
海
を
つ
な
ぐ
水
の
筋
は
、
所
々
方
々
に
あ
り
ま
す
が
、
天
底
ち
ゅ
う
名
を
も
ろ
う
た
村
が
、
竜
神
さ
ま
の
お
旅
所
の
、
沖

の
宮
を
捨
て
た
な
ら
ば
、
ほ
か
の
水
の
筋
の
こ
と
も
、
意
味
が
死
ん
で
し
ま
い
申
す
。
雨
乞
い
の
時
、
海
か
ら
来
な
さ
る
竜
神
さ
ま
は
、

ど
こ
を
お
旅
所
に
し
て
休
ま
れ
る
か
。
な
あ
、
あ
そ
こ
で
休
ん
で
、
一
気
に
御
岳
に
登
っ
て
、
雲
ば
呼
び
な
は
る
の
に
、
昔
か
ら
あ
そ

の

一
」
は
通
り
道
で
し
た
。
あ
の
沖
の
宮
の
あ
る
場
所
は
。
あ
そ
こ
の
水
が
通
わ
な
け
れ
ば
、
海
と
山
と
、
空
を
つ
な
ぐ
道
が
無
う
な
る
の

（
灯
）

と
お
ん
な
じ
で
ご
ざ
い
申
す
。
：
。
：
．
』
」

「
祖
父
が
そ
う
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
き
ら
川
下
流
の
球
磨
川
が
海
に
入
り
、
潮
と
ま
ざ
り
あ
う
奥
に
沖
の
宮
が
あ
っ
て
、
年
に

二
度
、
春
と
秋
の
彼
岸
の
中
日
に
、
そ
の
宮
の
女
神
と
、
山
の
神
と
が
交
代
さ
れ
る
の
だ
と
年
寄
り
た
ち
は
い
う
。
天
底
の
村
で
は
山

し
か
し
、
こ
の
存
在
の
意
味
の
あ
る
世
界
は
、
た
と
え
ば
中
世
的
で
目
的
論
的
な
固
定
し
た
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に

「
こ
れ
ま
で
柾
彦
を
支
配
し
て
い
た
都
市
の
、
神
経
が
ず
た
ず
た
に
ひ
き
裂
け
る
よ
う
な
無
秩
序
な
不
協
和
音
と
は
ま
る
で
ち
が
う
植

物
界
の
や
わ
ら
か
い
呼
吸
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
非
常
に
入
り
組
ん
で
い
な
が
ら
、
と
と
の
っ
た
宇
宙
的
譜
律
の
も
と
に
、
地
上
と
地
下

（
冊
）

と
が
、
ひ
と
つ
森
の
よ
う
な
馬
酔
木
の
木
の
奥
で
、
呼
び
交
わ
し
て
い
た
」
調
和
的
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
な
連
鎖
と
循

環
に
基
づ
く
生
命
力
溢
れ
る
世
界
と
し
て
描
か
れ
る
。

⑩
連
鎖
と
循
環

②
「
存
在
」

し
か
し
、
こ
の

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
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聿輌
⑪
生
命
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

説

（
別
）

宿
る
お
旅
所
で
あ
っ
た
天
底
村
。
」

ま
た
、
石
牟
礼
に
お
け
る
一
切
の
存
在
は
、
生
成
の
過
程
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
ず
神
婚
と
い
う
生
成
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
生
命
的
世
界
で
あ
る
。
神
婚
に
つ
い
て
石
牟
礼
は
、
次
の
よ
う
な
豊
饒
の
世
界
を
描
く
。

「
・
…
：
神
婚
の
場
所
は
天
底
山
の
胎
に
あ
る
湖
で
あ
る
。
村
人
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
謹
し
み
、
歌
を
献
じ
て
神
婚
の
夜
が
無
事
に
明

け
る
の
を
待
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秋
の
彼
岸
に
は
、
天
底
の
、
見
え
な
い
湖
に
宿
る
神
が
お
だ
や
か
に
和
ん
で
帰
ら
れ
る
。
次
の
朝
、

雨
も
な
い
の
に
、
い
さ
ら
川
が
ほ
の
か
に
白
濁
し
て
い
る
時
、
神
婚
は
め
で
た
く
終
り
、
河
川
の
ほ
と
り
は
山
々
も
畑
も
潤
っ
て
、
そ

の
年
の
潤
い
は
沖
ま
で
と
ど
く
は
ず
で
あ
る
。
海
底
の
草
も
、
魚
介
の
た
ぐ
い
も
満
ち
満
ち
て
賑
わ
う
で
あ
ろ
う
。
海
山
を
潤
す
神
の

そ
れ
は
、
そ
こ
を
神
々
空

象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
帥
）

し
て
い
た
。
：
：
：
」

「
村
の
者
な
ら
子
供
た
ち
で
も
知
っ
て
い
る
。
彼
岸
の
入
り
の
日
か
、
さ
め
の
日
に
、
山
の
神
と
海
の
神
の
伴
神
た
ち
が
、
あ
ち
こ

（
Ⅲ
）

ち
の
細
い
水
脈
を
伝
っ
て
、
上
が
り
屋
の
石
垣
の
下
で
出
逢
い
な
が
ら
上
り
下
り
さ
れ
る
こ
と
を
。
：
：
：
」

「
…
…
村
々
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
水
路
は
、
ど
ん
な
に
細
い
も
の
で
も
、
命
の
も
と
を
運
ん
で
く
れ
る
水
神
さ
ま
や
山
の
神
さ
ま

の
通
路
で
も
あ
っ
た
。
年
寄
り
た
ち
は
、
そ
ん
な
通
路
を
登
り
下
り
す
る
小
さ
な
神
々
の
気
配
に
耳
を
す
ま
し
、
そ
の
往
き
来
に
通
暁

の
神
を
送
り
出
し
、
沖
の
宮
か
ら
来
る
姫
神
を
迎
え
る
。
海
か
ら
も
山
か
ら
も
竜
神
を
乗
り
物
に
し
て
見
え
ら
れ
る
。
両
神
の
出
逢
う

（
蛆
）

お
旅
所
の
世
話
が
天
底
の
村
の
役
目
で
あ
っ
た
と
祖
父
は
壷
叩
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

存
在
の
意
味
の
あ
る
世
界
を
貫
く
も
の
は
、
神
と
水
の
循
環
で
あ
っ
て
、
石
牟
礼
は
前
述
の
「
水
の
筋
」
と
い
う
連
鎖
を
重
視
す
る
。

れ
は
、
そ
こ
を
神
々
が
伝
っ
て
行
く
水
路
の
こ
と
で
、
石
牟
礼
の
神
話
世
界
に
お
け
る
存
在
の
構
造
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
メ
ー
ジ
を
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い
う
ま
で
も
な
く
私
は
、
石
牟
礼
道
子
と
い
う
典
型
的
な
現
代
思
想
家
を
通
し
て
「
近
代
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の

接
近
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
石
牟
礼
の
思
想
を
「
近
代
批
判
」
、
「
共
同
性
の
復
権
」
、
「
政
治
と
文
学
」
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
接
近
し
て
き
た
が
、
今
回
は
そ
れ
ら
を
貫
く
「
方
法
」
か
ら
石
牟
礼
の
思
想
世
界
を
垣
間
見
よ
う
と
し
た
。

本
論
文
で
は
、
「
対
立
か
ら
和
解
へ
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
石
牟
礼
が
、
表
現
方
法
上
の
「
認
識
・
表
現
」
、
「
時
間
・

』
つ
つ
つ

歴
史
」
、
「
夢
・
現
」
の
レ
ベ
ル
で
、
そ
れ
ぞ
れ
近
代
の
一
一
元
的
な
対
立
を
ど
う
克
服
し
和
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
、
そ
し
て
最
後
に

「
存
在
」
の
レ
ベ
ル
で
、
近
代
に
お
け
る
存
在
の
対
立
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
を
も
つ
生
き
た
存
在
と
し
て
和
解
す
る
世
界
の
回
復
を

さ
ら
に
、
こ
の
存
在
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
二
元
論
を
超
え
た
、
混
沌
の
渦
の
よ
う
な
自
己
と
時
間
と
存
在
の
変
容
の
「
渦
巻
き
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
石
牟
礼
の
世
界
イ
メ
ー
ジ
の
宇
宙
的
構
造
さ
え
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
柾
彦
は
時
々
濃
く
な
る
霧
の
中
で
、
あ
あ
こ
れ
は
生
ま
れ
る
前
に
聴
い
て
い
た
生
命
界
の
鼓
動
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
滝
の
流
れ

下
る
音
に
も
似
て
瞬
時
も
や
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
…
…

ま
も
な
く
木
々
の
声
は
ひ
と
と
こ
ろ
に
ま
と
ま
り
、
騒
々
た
る
滝
壷
の
音
に
変
っ
た
。
渦
の
内
部
に
入
り
こ
ん
だ
。
あ
た
り
の
景
色

が
超
音
速
の
よ
う
に
、
彼
を
中
心
に
置
い
て
幾
重
に
も
め
ぐ
っ
た
。
柾
彦
は
自
分
の
曳
き
ず
っ
て
い
る
都
会
的
な
も
の
、
中
途
半
端
に

身
に
つ
け
て
い
た
新
し
い
も
の
が
、
滝
壷
の
中
で
脱
げ
落
ち
て
、
村
と
自
分
と
の
潜
在
意
識
が
ひ
と
つ
に
溶
け
あ
っ
て
ゆ
く
の
を
実
感

（
塊
）

し
て
い
た
。
」

お
わ
り
に
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目
指
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
近
代
の
対
立
か
ら
和
解
へ
の
「
橋
が
か
り
」
と
し
て
石
牟
礼
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
近
代
の
究
極
に
お
け
る
今
日
の
時
間
空
間
の
喪
失
や
存
在
の
喪
失
に
対
し
て
、
石
牟
礼
は
時
間
空
間
へ
の
再
照
射
を
通
し

て
、
一
切
が
そ
の
中
で
意
味
の
あ
る
「
存
在
」
の
あ
り
よ
う
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
存
在
の
崩
壊
や
意
味
喪
失
が
言
わ
れ

て
久
し
い
が
、
石
牟
礼
は
何
よ
り
、
「
存
在
の
復
権
」
の
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
こ
の
存
在
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
石
牟
礼
に
お
け
る
存
在
は
、
か
っ
て
の
固
定
と
因
循
の
前
近
代
へ
の
回
帰
で
は
も
ち
ろ

ん
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
生
き
て
循
環
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
的
源
流
や
文
学
的
着
想
は
あ
る
い
は
古
代
に
遡
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
同
時
に
初
期
近
代
の
混
沌
や
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
類
似
し
て
い
る
。

こ
の
存
在
論
の
更
な
る
課
題
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
石
牟
礼
に
お
け
る
存
在
の
秩
序
の
研
究
で
あ
る
。
私
た
ち
の
今
日
の
最
大
の

課
題
は
、
「
近
代
後
の
秩
序
形
成
」
で
あ
る
。
近
代
後
の
混
沌
か
ら
秩
序
へ
、
前
述
の
石
牟
礼
の
い
わ
ゆ
る
「
宇
宙
的
戒
律
」
が
示
唆

す
る
も
の
が
少
し
見
え
て
き
た
。
初
期
近
代
に
も
類
似
し
、
し
か
し
な
お
か
つ
ワ
ン
サ
イ
ク
ル
こ
れ
と
は
次
元
の
異
な
る
高
次
の
近
代

後
の
秩
序
形
成
の
あ
り
よ
う
を
、
石
牟
礼
の
存
在
論
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

こ
の
存
在
論
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
課
題
は
、
ま
さ
に
存
在
と
表
現
が
一
体
で
あ
る
よ
う
な
、
石
牟
礼
に
お
け
る
表
現
論

で
あ
る
。
そ
れ
は
石
牟
礼
に
お
け
る
「
思
想
と
し
て
の
表
現
」
論
だ
が
、
つ
ま
り
石
牟
礼
が
言
う
「
宇
宙
的
譜
律
」
は
宇
宙
の
リ
ズ
ム

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
は
存
在
の
思
想
と
文
学
的
表
現
が
交
差
す
る
興
味
深
い
地
点
で
あ
る
。
も
っ
と
い
う
な
ら
ば
、
「
表
現
」
は

た
ん
に
文
学
的
表
現
の
問
題
を
超
え
た
、
存
在
そ
の
も
の
の
あ
ら
わ
れ
（
例
え
ば
リ
ズ
ム
で
あ
り
躍
動
）
で
あ
っ
て
、
表
現
か
ら
照
射
す

る
存
在
の
解
明
も
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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石牟礼道子における存在の回復

グー、

注
、-〆

（
、
）
石
牟
礼
道
子
『
天
湖
』
（

ぴ
岩
岡
中
正
・
前
掲
書
、
二

（
Ⅱ
）
『
天
湖
』
二
○
五
～
六
頁
。

（
、
）
石
牟
礼
道
子
「
苦
海
浄
土
』

（
Ｂ
）
石
牟
礼
道
子
「
夢
の
中
里

（
８
）
曰

（
９
）
岩
両

参
照
。

（
、
）
石
｛

（
１
）
岩
岡
中
正
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道
子
へ
ｌ
近
代
批
判
と
共
同
性
の
回
復
」
木
鐸
社
、
二
○
○
七
年
．

（
２
）
同
、
「
石
牟
礼
道
子
に
お
け
る
政
治
と
文
学
」
（
『
熊
本
法
学
」
一
一
三
号
、
二
○
○
八
年
）
。

（
３
）
水
俣
・
本
願
の
会
座
談
会
「
魂
う
つ
れ
」
（
「
環
」
二
五
号
、
二
○
○
六
年
）
一
六
四
頁
。

（
４
）
石
牟
礼
道
子
対
談
「
こ
の
世
に
あ
ら
ざ
る
よ
う
に
美
し
く
」
一
『
石
牟
礼
道
子
全
集
不
知
火
」
藤
原
書
店
１
以
下
、
「
石
牟
礼
道
子
全
集
」

と
略
す
’
三
巻
、
二
○
○
四
年
一
四
九
八
頁
石
牟
礼
発
言
．

（
５
）
石
牟
礼
道
子
『
石
牟
礼
道
子
対
談
集
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
一
○
○
○
年
）
二
四
三
頁
。

（
６
）
石
牟
礼
道
子
対
談
「
こ
の
世
に
あ
ら
ざ
る
よ
う
に
美
し
く
」
（
「
石
牟
礼
道
子
全
集
』
一
一
一
巻
）
四
九
九
頁
、
石
牟
礼
発
言
。

（
７
）
渡
辺
京
一
〒
岩
岡
中
正
対
談
「
石
牟
礼
文
学
を
ど
う
読
む
か
」
一
石
牟
礼
道
子
「
不
知
火
１
石
牟
礼
道
子
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
（
藤
原
書
店
、

二
○
○
四
年
）
二
一
九
頁
の
渡
辺
発
一
一
一
一
口
を
参
照
。

同
、
二
一
七
～
八
頁
。

岩
岡
中
正
・
前
掲
書
、

「
苦
海
浄
土
」
（
一
石
牟
礼
道
子
全
集
」
二
巻
二
○
○
四
年
１
以
下
、
「
苦
海
浄
土
」
と
略
す
Ｉ
）
’
○
八
頁
．

「
夢
の
中
の
文
学
」
（
『
石
牟
礼
道
子
全
集
」
九
巻
、
二
○
○
六
年
）
三
九
八
頁
。

（
『
石
牟
礼
道
子
全
集
」

一
二
七
頁
参
照
。

一
五
三
頁
、
お
よ
び
石
牟
礼
道
子
前
掲
書
（
「
不
知
火
１
石
牟
礼
道
子
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
）
二
一
七
頁
ほ
か
を

一
二
巻
二
○
○
五
年
ｌ
以
て
「
天
湖
」
と
略
す
’
九
三
頁
二
一
四
頁
．
お
ょ
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説
（
ｕ
）
『
天
湖
」
二
六
八
頁
。

（
〃
）
町
田
康
「
不
可
能
を
可
能
に
す
る
魂
」
会
天
湖
』
解
説
）
五
○
一
頁
。

（
邪
）
「
不
知
火
」
と
い
う
能
の
表
現
様
式
と
石
牟
礼
の
時
間
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
・
前
掲
書
（
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道

（
妬
）
同
、
’
七
五
～
六
頁
。

（
皿
）
『
天
湖
」
六
六
頁
。

（
羽
）
同
、
一
七
八
頁
。

（
別
）
同
、
一
七
七
頁
。

（
旧
）
栗
原
彬
・
書
評
「
岩
岡
中
正
『
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道
子
へ
」
」
、
（
「
週
刊
読
書
人
」
）
二
○
○
七
年
六
月
一
五
日
。

（
別
）
近
代
の
時
間
論
に
つ
い
て
は
、
今
村
仁
司
「
近
代
性
の
構
造
』
（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）
ほ
か
を
参
照
。

（
Ⅲ
三
Ｔ
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
「
詩
の
政
治
学
ｌ
イ
ギ
リ
ス
６
マ
ン
主
義
政
治
思
想
研
究
」
（
木
鐸

社
、
二
○
○
二
年
）
五
四
～
五
頁
を
参
照
。
な
お
、
ロ
マ
ン
主
義
思
想
一
般
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
「
ロ
マ
ン
主
義
」
（
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲

学
会
編
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
・
思
想
事
典
』
（
研
究
社
、
二
○
○
七
年
）
五
五
三
～
六
頁
を
参
照
。

（
Ⅳ
）
同
、
一
九
八
頁
。

（
旧
）
同
、
二
○
四
頁
。

一
帖
一
石
牟
礼
道
子
岩
岡
中
正
対
談
「
石
牟
礼
文
学
の
世
界
Ｉ
新
作
能
「
不
知
火
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
熊
本
大
学
国
語
国
文
学
会
公
開
講
演
、

二
○
○
一
一
一
年
一
○
月
四
日
）
岩
岡
中
正
・
前
掲
書
、
一
一
○
三
～
四
頁
。

（
旧
）
同
、
二
○
七
～
八
頁
。

子
へ
』
）
一
五
三
頁
参
照
。
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〆￣、〆￣、〆へ〆￣、〆■ヘ〆～〆￣、〆■､〆へ〆￣、〆へ〆■へグー、〆￣へ〆へ〆￣、〆~へ〆へ

４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８
増－〆、.－、－ン、_〆～￣、－＝、－〆～.－、-〆、_=～￣、＝‐、－＝、－＝～－＝、－ン～￣、.＝

あ
め
つ
ち
あ
わ
い

岩
岡
中
正
「
天
地
の
間
」
（
「
機
」
三
・
』
①
桿
・
一
一
○
○
五
年
六
月
、
藤
原
書
店
）
一
四
～
五
頁
。

石
牟
礼
道
子
「
花
を
奉
る
の
辞
」
（
石
牟
礼
道
子
「
花
を
た
て
ま
つ
る
』
葦
書
房
、
’
九
九
○
年
）
一
一
一
一
～
一
一
一
一
一
頁
。

『
天
湖
』
五
三
頁
。

「
天
湖
』
四
四
頁
。

同
、
七
九
頁
。

同
、
一
六
四
言

同
、
二
一
四
言

同
、
二
六
七
言

同
、
’
九
一
頁
。

同
、
二
六
七
頁
。

同
、
二
七
○
～

同
、
二
六
七
頁
。

同
、
’
三
五
頁
。

同同同同
、、、、

七八七八
九九四八
頁頁頁頁
ＣＣＯＯ

同
、
七
四
～
九
二
頁
。

一
六
四
頁
。

二
一
四
頁
。

二
六
七
頁
。

二
七
○
～
｜
頁
。
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（
Ⅲ
）
同
、
二
六
四
～
一

（
兜
）
同
、
二
六
九
頁
。

〆￣、〆￣ヘ〆■へ〆￣、〆－，

５０４９４８４７４６
，－〆、－〆～￣、.＝、－‐

同同同同同
、、、、、

九二二一四
九八五一○
頁六九五頁
｡芒訂香香◎

（
＊
）
本
論
文
は
、
熊
本
大
学
拠
点
形
成
研
究
（
Ｂ
・
政
策
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
石
牟
礼
道
子
の
世
界
」
（
平
成
二
○
年
三
月
二
日
、
熊
本
大
学
）

に
お
け
る
報
告
「
石
牟
礼
道
子
の
方
法
と
思
想
ｌ
対
立
か
ら
和
解
へ
」
を
も
と
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
．

同
、
二
六
四
～
五
頁
。

一
一
五
頁
。

二
五
九
頁
。

二
八
六
頁
。
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