
「
思
想
史
と
社
会
史
の
接
点
」
と
い
う
全
体
の
テ
ー
マ
に
は
必
ず

し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
も
考
え
た
が
、
こ
こ
に
あ
え
て
文
字
通
り

「
羊
頭
狗
肉
」
と
い
う
べ
き
大
き
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
理
由
は
い
く

つ
か
あ
り
、
ま
ず
そ
の
点
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
・

そ
の
一
つ
は
、
現
在
の
日
本
史
研
究
の
分
野
で
は
、
西
欧
史
に
即

し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
経
済
活
動
の
内
的
な
関
係
が
追
求
さ
れ
て
き
た

こ
と
や
、
未
開
社
会
に
つ
い
て
同
様
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
経

（
１
）

済
人
類
学
の
動
向
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
ず
、
社
会
経
済
史

と
思
想
史
・
宗
教
史
と
の
関
係
は
敗
戦
後
の
一
時
期
を
除
く
と
、
ま

［
平
成
八
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
思
想
史
の
中
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
－
思
想
史
と
社
会
史
の
接
点

は
じ
め
に

中
世
に
お
け
る
経
済
と
宗
教

こ
と
に
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
い
た
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
学
問
の
状
況
が
つ
づ
い
て
き
た
背
景
に
は
日
本

列
島
の
社
会
そ
の
も
の
の
と
ら
え
方
の
大
き
な
偏
り
、
そ
れ
を
弥
生

時
代
以
降
、
専
ら
農
業
社
会
と
と
ら
え
、
少
な
く
と
も
江
戸
前
期
ま

で
は
農
業
こ
そ
が
社
会
を
規
定
す
る
生
産
で
あ
り
、
商
工
業
・
金

融
・
流
通
は
副
次
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
と
す
る
見
方
が
支
配
的

だ
っ
た
よ
う
な
状
況
の
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
見

方
か
ら
、
お
の
ず
と
宗
教
は
呪
術
的
な
そ
れ
を
含
め
、
稲
作
、
農
業

と
の
関
わ
り
で
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
社
会
的
基
盤
に
つ
い
て
も
、
農

民
、
農
村
に
専
ら
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
例
外
的
に
非

農
業
民
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
に
も
、
井
上
鋭
夫
氏
の
「
ワ
タ
リ
」

網
野
善
彦

ラ 中世における経済と宗教



の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
農
業
を
中
心
と
し
た
共
同
体
か
ら
は
じ
き

出
さ
れ
た
人
々
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

（
２
）

ブ
（
》
Ｏ

し
か
し
こ
う
し
た
日
本
社
会
の
と
ら
え
方
自
体
が
大
き
く
偏
っ
て

お
り
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
明
白
と
私
は
考
え
る
。
近
年
の

縄
文
時
代
か
ら
中
世
に
い
た
る
考
古
学
の
目
覚
ま
し
い
発
掘
成
果
、

さ
ら
に
文
献
史
料
そ
の
も
の
の
読
み
直
し
を
通
じ
て
、
日
本
列
島
の

社
会
は
縄
文
時
代
は
も
と
よ
り
、
弥
生
時
代
以
降
、
現
在
に
い
た
る

ま
で
、
穀
物
を
生
産
す
る
狭
義
の
農
業
は
き
わ
め
て
多
様
な
諸
生
業

の
中
で
、
重
要
で
は
あ
る
が
そ
の
一
つ
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
圧
倒

的
な
比
重
を
持
っ
た
こ
と
は
た
だ
の
一
度
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

（
３
）

で
き
よ
う
。

そ
し
て
十
四
世
紀
以
降
の
社
会
は
、
都
市
が
列
島
全
域
に
多
数
、

姿
を
現
わ
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
信
用
経
済
が
支
え
ら

（
４
）

れ
、
社
会
の
機
能
が
維
持
さ
れ
る
著
し
く
都
市
的
な
社
会
で
あ
り
、

（
５
）

速
水
融
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
経
済
社
会
」
と
い
っ
て
も
決
し
て
言

い
過
ぎ
で
は
な
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
も
は
や
こ
れ
を
農
業
に
基
礎
を
置
い
た
封
建
社
会
と
定

義
す
る
だ
け
で
は
、
到
底
お
さ
ま
り
が
つ
か
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
思
想
・
宗
教
に
即
し
て
も
、
否
応
な
し
に
新

た
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
を
考
え
、
あ

え
て
「
経
済
と
宗
教
」
と
い
う
誇
大
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
、
い
く
つ
か

「
商
業
は
人
類
の
歴
史
と
と
も
に
古
い
」
と
い
わ
れ
る
が
、
最
近

の
考
古
学
の
発
掘
は
、
日
本
列
島
の
社
会
に
お
い
て
も
そ
れ
が
事
実

で
あ
り
、
縄
文
時
代
か
ら
交
易
を
前
提
に
し
た
生
産
ｌ
「
商
品
生
産
」

（
６
）

の
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
弥
生
時
代
ま
で
視
野
に

（
７
）
（
８
）

入
れ
れ
ば
、
市
庭
が
立
ち
、
物
品
貨
幣
が
流
通
し
、
原
初
的
な
金
融

の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
人
の
生
産
し
た
物
は
「
市
庭
」
と
い
う
人
の
力
の
及
ば
な

い
「
無
縁
」
の
世
界
、
聖
な
る
神
仏
の
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と

（
９
）

に
よ
っ
て
商
品
と
な
り
、
貨
幣
は
神
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
物
品
、
い
わ

（
岨
）

ば
「
無
縁
」
の
極
致
と
で
も
い
う
べ
き
物
品
で
あ
り
、
金
融
の
資
本

（
皿
）

も
ま
た
神
仏
・
仏
物
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
う
し

た
原
初
的
な
商
品
・
貨
幣
・
資
本
は
す
べ
て
人
の
力
を
こ
え
た
神
仏

の
世
界
、
い
わ
ば
原
初
的
な
宗
教
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
そ
れ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

七
世
紀
末
に
律
令
を
受
容
し
て
確
立
し
た
本
格
的
な
国
家
ｌ
「
日

本
国
」
は
当
初
、
基
本
的
に
農
本
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
そ
の
王
権

は
貨
幣
を
鋳
造
し
、
金
融
ｌ
出
挙
を
税
制
に
と
り
こ
み
、
市
庭
を
そ

の
足
下
に
置
い
て
統
制
し
、
商
業
・
金
融
を
国
制
の
下
に
抑
え
こ
も

の
思
い
つ
き
を
提
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
商
品
・
貨
幣
・
資
本
と
〃
宗
教
〃
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（
吃
）

う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
の
中
で
実
際
に
は
生
き
生
き
と
動

い
て
い
る
商
業
・
金
融
は
、
そ
う
し
た
国
制
の
下
で
の
成
員
か
ら
外

れ
た
僧
侶
・
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
や
が
て
こ
の
国
家
の

制
度
が
弛
緩
し
た
九
世
紀
、
十
世
紀
以
降
、
商
業
、
金
融
、
流
通
は

（
旧
）

神
仏
、
天
皇
の
直
属
民
の
携
わ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は

さ
き
に
ふ
れ
た
商
品
、
貨
幣
、
資
本
自
体
の
本
質
と
も
関
わ
り
が
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
日
本
国
の
国
制
と
の
関
連
も
考
え
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
こ
れ
ら
の
神
仏
、

天
皇
の
直
属
民
は
神
人
、
寄
人
、
供
御
人
の
称
号
を
公
的
に
認
め
ら

れ
、
神
人
・
供
御
人
制
と
も
い
う
べ
き
国
制
が
形
成
さ
れ
て
い
く
が
、

（
Ｍ
）

そ
れ
は
西
国
諸
国
に
と
ど
ま
り
、
東
国
に
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
商
工
業
、
金
融
に
関
わ
る
職
能
民
が
神
仏
の

直
属
民
ｌ
神
仏
の
「
奴
蝉
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
と
い
う
あ
り
方
は
、

西
欧
と
の
比
較
で
は
理
解
し
難
く
、
む
し
ろ
ア
ン
デ
ス
の
ヤ
ナ
コ
ー

（
脂
）
（
肥
）

ナ
や
ア
ク
リ
ャ
、
あ
る
い
は
ア
フ
リ
カ
の
職
能
民
な
ど
の
世
界
と
比

べ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
形
態
を
と
ら
な
い
東

国
の
職
能
民
の
あ
り
方
が
西
欧
と
も
比
較
し
つ
つ
、
追
求
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
神
人
・
寄
人
を
は
じ
め
、
山
僧
な
ど
の
金
融
・

商
業
に
関
わ
る
人
々
の
動
き
を
〃
悪
〃
と
し
て
糾
弾
す
る
農
本
主
義

的
な
権
力
の
姿
勢
は
、
十
二
世
紀
以
降
、
表
面
化
し
て
く
る
。
そ
こ

で
〃
悪
〃
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
神
仏
の
権
威
を
背

景
と
し
た
規
制
の
ル
ー
ル
を
こ
え
て
、
利
息
、
利
潤
を
追
究
す
る
よ

う
な
行
為
、
そ
の
根
底
に
あ
る
従
来
、
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
よ

う
な
強
烈
な
欲
望
そ
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
商
人
の
利
潤
追
求
は

（
〃
）

「
猛
悪
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
の
時
期
以
降
、
そ
う
し
た
得
体
の
知
れ
な
い
力
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
社
会
を
突
き
動
か
し
て
い
た
。
「
悪
左
府
」
「
悪
源

太
」
な
ど
の
〃
悪
〃
は
そ
う
し
た
常
人
を
こ
え
る
異
常
な
力
を
示
す

語
で
あ
り
、
限
度
を
こ
え
た
殺
生
、
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
殺
裁
も
、

ま
た
〃
悪
〃
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

同
様
に
人
を
否
応
な
し
に
そ
の
世
界
に
の
め
り
こ
ま
せ
る
博
変
、

あ
る
い
は
「
好
色
」
も
〃
悪
〃
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
肥
）

河
田
光
夫
が
か
つ
て
強
調
し
た
よ
う
に
、
稜
を
キ
ョ
メ
る
力
、
例

え
ば
天
狗
を
殺
す
「
稜
多
の
き
も
き
り
」
も
、
〃
悪
〃
と
結
び
つ
け

ら
れ
、
非
人
、
放
免
、
河
原
細
工
丸
な
ど
も
、
し
ば
し
ば
「
悪
僧
」

「
悪
徒
」
「
悪
党
」
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
『
塵
袋
』
の
「
イ
キ
物

二
、
〃
悪
人
〃
に
対
す
る
抑
圧
と
救
済
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ヲ
殺
シ
ウ
ル
エ
タ
躰
ノ
悪
人
也
」
も
こ
れ
と
関
連
し
て
く
る
が
、
稜

れ
自
体
、
人
の
力
の
及
ば
な
い
自
然
と
の
関
わ
り
ｌ
誕
生
、
死
な

（
四
）

ど
の
事
態
に
意
識
さ
れ
、
「
発
生
」
す
る
の
で
あ
り
、
積
れ
が
悪
と（釦

）

と
ら
え
ら
れ
た
理
由
は
ま
さ
し
く
そ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
実
際
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
、
海
や

山
の
流
通
路
を
自
立
的
に
管
理
し
、
そ
の
秩
序
を
保
証
し
た
人
々
、

商
人
、
金
融
業
者
、
廻
船
人
、
運
送
業
者
で
も
あ
り
、
海
や
山
の
領

主
と
も
い
う
べ
き
人
々
、
さ
ら
に
非
人
と
も
関
わ
り
を
持
ち
、
飛
礫
・

撮
棒
を
使
い
、
博
突
を
好
み
、
「
ば
さ
ら
」
な
風
俗
の
世
界
と
も
深

く
関
わ
っ
た
人
々
が
、
「
悪
党
」
「
海
賊
」
と
よ
ば
れ
、
と
く
に
西
国

（
剛
）

で
活
発
な
動
き
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

（
配
）
（
銅
）

そ
し
て
山
本
幸
司
、
保
立
道
久
が
追
究
し
て
い
る
よ
う
に
、
農
本

主
義
の
立
場
に
基
本
的
に
立
つ
こ
の
時
期
の
幕
府
、
王
朝
は
沽
酒
禁

制
、
沽
価
法
等
を
ふ
く
む
徳
政
を
通
じ
て
こ
の
動
き
を
抑
制
し
、
〃
悪
〃

に
対
す
る
き
び
し
い
禁
圧
を
強
行
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
発
す

る
社
会
の
動
き
と
の
間
に
、
鋭
い
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
末
期
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
南
北
朝
」
の
動
乱
に
か
け
て
の
激
動

の
根
底
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
あ
っ
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
根
底
を
ゆ
る
が
す
転
換
の
進
行
、
呪
術
的
な

三
、
鎌
倉
仏
教
の
二
つ
の
流
れ

力
と
も
結
び
つ
い
た
神
仏
の
権
威
の
低
下
に
伴
い
、
一
方
で
は
銭
貨

の
流
通
の
よ
び
お
こ
し
た
新
た
な
欲
望
の
爆
発
が
否
応
な
し
に
お
こ

り
、
他
方
で
は
計
算
高
く
、
「
合
理
的
」
な
思
考
と
利
害
に
左
右
さ

れ
る
人
間
関
係
が
出
現
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
兼
好

が
『
徒
然
草
』
（
第
二
百
十
七
段
）
で
描
い
た
「
大
福
長
者
」
は
、
無

限
の
「
所
願
」
「
欲
」
を
「
悪
念
」
と
見
て
、
こ
れ
を
「
堅
く
慎
み

恐
れ
」
る
こ
と
、
銭
を
「
奴
の
ご
と
く
」
用
い
る
の
み
な
く
、
「
君

の
ご
と
く
、
神
の
ご
と
く
、
恐
れ
尊
み
て
」
用
い
る
べ
き
こ
と
、
恥

ず
か
し
い
目
に
あ
っ
て
も
「
怒
り
恨
」
ま
な
い
こ
と
、
「
正
直
に
し
て
、

約
を
堅
く
す
べ
」
き
こ
と
を
説
き
、
こ
の
こ
と
を
「
守
り
て
利
を
求

め
む
人
は
、
富
の
来
る
こ
と
、
火
の
乾
け
る
に
付
き
、
水
の
下
れ
る

に
従
う
が
ご
と
く
な
る
べ
し
」
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
「
有
徳
人
」
の
積
極
的
な
生
き
方
、
「
禁
欲
」
の
倫
理

が
模
索
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
否
応
の
な
い
「
悪
念
」
に
対
処

し
、
「
悪
人
」
の
救
済
、
「
悪
」
の
世
界
の
解
釈
を
、
宗
教
の
立
場
か

ら
自
ら
の
課
題
と
し
た
の
が
、
鎌
倉
仏
教
の
諸
宗
派
で
は
な
か
っ
た

か
、
と
私
は
考
え
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
見

て
よ
か
ろ
う
。

一
つ
は
、
禅
宗
、
律
宗
、
そ
し
て
浄
土
宗
の
一
部
、
あ
る
い
は
山

臥
の
よ
う
な
人
々
で
あ
り
、
神
仏
の
た
め
に
寺
社
の
修
造
を
行
い
、

橋
、
港
湾
、
道
路
等
を
修
築
す
る
土
木
事
業
の
推
進
を
め
ざ
し
、
関
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所
に
よ
る
関
料
の
徴
収
、
棟
別
銭
の
賦
課
を
含
む
勧
進
に
よ
っ
て
、

神
仏
へ
の
貢
献
を
名
目
に
巨
大
な
資
本
を
蓄
積
、
さ
ら
に
大
船
を
建

造
し
て
中
国
大
陸
と
の
貿
易
を
行
っ
て
そ
れ
を
肥
大
化
し
、
非
人
・

河
原
者
を
含
む
多
様
な
職
能
民
を
動
員
、
組
織
し
て
土
木
建
築
を
推

（
鯉
）

し
進
め
る
動
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
悪
」
を
そ
れ
と
し
て
認
め
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
動

き
を
組
織
し
、
仏
の
た
め
の
名
目
で
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
救
済
へ
の
道
を
ひ
ら
こ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
禅
律
僧
に
よ
る
「
非
人
」
の
救
済
事
業
も
、
ま
た
同
じ
方
向

（
お
）

で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
流
れ
の
中
か
ら
、
各
地
の
荘
園
・
公
領
の
請
負
人
、

代
官
、
酒
屋
・
土
倉
な
ど
の
金
融
業
者
、
問
丸
な
ど
の
倉
庫
交
通
業

（
妬
）

者
、
さ
ら
に
広
域
的
な
廻
船
人
な
ど
が
現
れ
て
く
る
。
十
四
世
紀
以

降
、
各
地
の
海
辺
、
交
通
の
要
衝
、
市
庭
等
に
族
生
し
た
都
市
の
住

民
に
、
阿
弥
号
を
持
つ
人
を
は
じ
め
僧
形
の
人
、
僧
名
を
な
の
る
人
、

（
”
）

尼
な
ど
が
非
常
に
多
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
り
、
も
と
よ

り
そ
の
す
べ
て
が
、
こ
の
潮
流
の
中
の
人
々
と
は
い
え
な
い
と
し
て

も
、
経
済
と
宗
教
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
事
実
が
そ
こ
に

あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
流
れ
は
、
時
宗
、
真
宗
（
一
向
宗
）
、
日
蓮
宗

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
宗
派
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

っ
た
道
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
共
通
の
特
質
を
、
「
悪
人
」

そ
の
も
の
の
積
極
的
な
救
済
を
主
張
し
た
点
に
求
め
る
こ
と
は
、
さ

（
記
）

ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
『
時
宗
過
去
帳
』
や
『
本
土
寺
過
去
帳
』
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
時
宗
、
日
蓮
宗
は
明
ら
か
に
都
市
、
あ
る
い
は
都

（
調
）

市
的
な
場
所
に
教
線
を
伸
ば
し
て
い
た
。
真
宗
も
ま
た
全
く
同
じ
で

あ
り
、
こ
れ
ま
で
真
宗
を
「
農
民
・
地
侍
」
の
宗
教
と
見
た
の
は
「
百（釦）

姓
Ⅱ
農
民
」
の
思
い
込
み
に
よ
る
誤
り
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

お
の
ず
と
こ
れ
ら
の
宗
派
は
、
都
市
生
活
と
深
く
む
す
び
つ
い
て

稜
れ
の
キ
ョ
メ
に
携
わ
っ
た
、
「
非
人
」
・
河
原
者
と
よ
ば
れ
た
人
々

（
別
）

の
中
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。

真
宗
と
日
蓮
宗
は
そ
れ
ぞ
れ
に
教
団
の
組
織
を
持
っ
て
世
俗
的
な

（
鉈
）

領
主
に
接
近
し
て
い
る
面
も
あ
り
、
神
田
千
里
の
い
う
よ
う
に
、
宗

教
勢
力
と
だ
け
は
い
え
な
い
点
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が

都
市
民
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

（
調
）か

。
た
だ
、
日
蓮
宗
、
時
宗
は
東
国
に
比
較
的
強
く
教
勢
を
張
り
、

真
宗
は
西
国
に
教
線
を
拡
げ
て
い
る
と
い
う
地
域
差
が
認
め
ら
れ
、

そ
こ
に
神
人
・
供
御
人
制
の
作
動
し
て
い
る
西
国
と
、
そ
れ
が
ほ
と

ん
ど
動
い
て
い
な
い
東
国
の
差
異
に
ま
で
遡
る
問
題
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
を
俟
つ
ほ
か
な
い
。

二
つ
の
潮
流
の
諸
宗
派
は
相
互
に
競
合
し
つ
つ
、
十
三
世
紀
後
半

以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
活
発
に
動
い
て
お
り
、
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀

に
か
け
て
は
、
前
者
の
流
れ
を
く
む
禅
宗
、
律
宗
が
幕
府
と
結
び
つ
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問
題
の
一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
鎌
倉
仏
教
の
諸
宗
派
の
教
理
、
さ
ら

に
教
団
の
組
織
の
中
に
、
商
工
業
、
金
融
等
の
経
済
的
行
為
が
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
少
な
く
と
も

教
団
を
経
済
的
に
支
え
て
い
く
と
い
う
側
面
で
は
、
祠
堂
銭
や
志
な

ど
の
よ
う
に
、
前
者
の
潮
流
も
後
者
の
潮
流
も
、
そ
れ
を
積
極
的
に

（
弘
）

と
り
こ
ん
で
い
こ
う
と
し
た
点
で
、
同
様
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

た
だ
、
高
利
を
貧
る
こ
と
、
度
を
過
ぎ
た
利
潤
を
と
る
行
為
を
抑
制

す
る
思
想
が
、
果
た
し
て
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
思
想
史
の
専
門
家

に
う
か
が
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世

紀
前
半
に
か
け
て
の
、
世
俗
権
力
と
宗
教
勢
力
と
の
激
烈
な
衝
突
を

ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
あ
る
。
神
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ

の
と
き
の
宗
教
勢
力
、
一
向
一
撲
の
敗
北
に
思
想
上
の
本
質
的
な
問

（
弱
）

題
を
認
め
な
い
見
方
も
、
た
し
か
に
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
に
建
前
上
、
儒
教
的
な
農
本
主
義
を
前
面
に
押
し
出
し
、
商
業
．

い
て
強
固
な
立
場
を
固
め
た
の
に
対
し
、
後
者
の
潮
流
の
う
ち
、
と

く
に
真
宗
と
日
蓮
宗
が
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
教
団

の
組
織
を
強
化
し
て
、
世
俗
的
な
権
力
と
拮
抗
す
る
に
い
た
っ
た
こ

と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

む
す
び

金
融
を
統
制
、
抑
制
し
よ
う
と
す
る
世
俗
権
力
と
、
都
市
民
、
商
工

業
者
等
に
支
え
ら
れ
、
「
重
商
主
義
」
的
な
志
向
を
持
つ
宗
教
勢
力

（
調
）

の
衝
突
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
近
世
社
会
を
主
導
し
た
世
俗

権
力
の
あ
り
方
は
、
や
は
り
こ
の
と
き
の
勝
利
を
前
提
と
し
て
考
え

な
く
て
な
る
ま
い
。
と
き
の
権
力
を
荘
厳
す
る
城
郭
の
絵
画
に
、
仏

教
的
な
要
素
が
見
え
る
の
は
織
田
信
長
の
安
土
城
ま
で
で
、
そ
れ
以

後
は
「
中
国
幻
想
」
（
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ァ
）
が
圧
倒
的
に
な
る
と
い

（
師
）

う
大
西
廣
・
太
田
昌
子
の
指
摘
に
よ
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
は
認
め
ら

れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
私
の
力
を
は
る
か
に
こ
え
る
の
で
、

大
方
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

註
（
１
）
勝
俣
鎮
夫
『
一
摸
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
、
同
上
『
戦
国

時
代
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
山
本
幸
司
『
稜
と
大
祓
』
平

凡
社
、
一
九
九
二
年
な
ど
は
、
こ
う
し
た
動
向
と
も
関
わ
る
数
少
な

い
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る
。

（
２
）
拙
著
『
日
本
社
会
再
考
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
。

（
３
）
拙
稿
「
列
島
の
自
然
と
社
会
」
『
現
代
日
本
文
化
論
９
倫
理

と
道
徳
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。

（
４
）
桜
井
英
治
『
日
本
中
世
の
経
済
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六

年
。
拙
稿
「
貨
幣
と
資
本
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
９
巻
中

世
３
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。

（
５
）
速
水
融
「
経
済
社
会
の
成
立
と
そ
の
特
質
ｌ
江
戸
時
代
社
会
経
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済
史
へ
の
視
点
」
社
会
経
済
史
学
会
編
『
新
し
い
江
戸
時
代
像
を
求

め
て
ｌ
そ
の
社
会
経
済
史
的
接
近
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
七

年
。

（
６
）
例
え
ば
こ
の
時
代
に
も
基
本
的
な
食
品
で
あ
っ
た
塩
は
、
交
易

を
前
提
と
し
た
土
器
製
塩
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
、
黒
曜
石
も
ま
た
、

特
定
の
場
所
で
採
取
さ
れ
て
、
交
易
を
通
じ
各
地
域
に
ひ
ろ
が
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
７
）
『
魏
志
』
東
夷
伝
倭
人
の
条
に
「
国
国
市
有
り
、
有
無
を
交
易
」

す
る
と
あ
る
点
、
参
照
。

（
８
）
米
、
絹
、
布
な
ど
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
交
換
手
段
、
価
値
基

準
、
支
払
手
段
と
な
っ
て
い
た
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

（
９
）
勝
俣
鎮
夫
「
売
買
質
入
れ
と
所
有
観
念
」
『
日
本
の
社
会
史
４

負
担
と
贈
与
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。
註
（
１
）
前
掲
『
戦
国

時
代
論
』
に
所
収
。

（
Ⅲ
）
註
（
４
）
前
掲
拙
稿
及
び
「
境
界
領
域
と
国
家
」
『
日
本
の
社

会
史
２
境
界
領
域
と
交
通
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
。

（
Ⅱ
）
出
挙
の
元
本
が
、
初
尾
物
、
上
分
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ

れ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
利
息
は
本
来
、
神
仏
へ
の
礼
物
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
註
（
４
）
前
掲
拙
稿
。

（
岨
）
保
立
道
久
「
中
世
前
期
の
新
制
と
沽
価
法
」
『
歴
史
学
研
究
』

六
八
七
号
、
一
九
九
六
年
。

（
旧
）
拙
稿
「
中
世
前
期
に
お
け
る
職
能
民
の
存
在
形
態
」
『
日
本
中

世
史
研
究
の
軌
跡
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
。

（
Ｍ
）
同
右
。
拙
著
『
中
世
の
非
人
と
遊
女
』
明
石
書
店
、
一
九
九
四

年
。

（
咽
）
網
野
徹
哉
「
ア
ン
デ
ス
の
隷
属
民
Ｉ
イ
ン
カ
社
会
の
ヤ
ナ
コ
ー

ナ
に
関
す
る
一
考
察
」
『
月
刊
百
科
』
三
○
六
号
、
三
○
九
号
、
一

九
八
八
年
。

（
略
）
和
崎
春
日
「
ア
フ
リ
カ
の
王
権
と
職
人
集
団
ｌ
バ
ム
ン
族
の
鋳

造
技
術
と
職
人
の
集
団
構
成
」
『
歴
史
と
民
俗
』
１
、
平
凡
社
、
一

九
八
六
年
。

（
Ⅳ
）
拙
稿
「
「
悪
」
の
諸
相
」
『
海
と
列
島
の
中
世
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
二
年
。

（
肥
）
河
田
光
夫
著
作
集
第
一
巻
『
親
鴬
の
思
想
と
被
差
別
民
』
明
石

書
店
、
一
九
九
五
年
。

（
旧
）
註
（
１
）
前
掲
、
山
本
幸
司
『
横
と
大
祓
』
。

（
別
）
拙
稿
「
中
世
に
お
け
る
悪
の
意
味
に
つ
い
て
」
『
日
本
中
世
に

何
が
起
き
た
か
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
七

年
。

（
別
）
拙
著
『
悪
党
と
海
賊
ｌ
日
本
中
世
の
社
会
と
政
治
』
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
九
五
年
。

（
〃
）
山
本
幸
司
「
中
世
の
法
と
裁
判
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』

第
８
巻
中
世
２
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。

（
路
）
保
立
道
久
「
酒
と
徳
政
ｌ
中
世
の
禁
欲
主
義
」
『
月
刊
百
科
』

三
○
○
号
、
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
。

（
別
）
松
尾
剛
次
『
勧
進
と
破
戒
の
中
世
史
ｌ
中
世
仏
教
の
実
相
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。

（
妬
）
細
川
涼
一
『
中
世
の
身
分
制
と
非
人
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー

ル
出
版
部
、
一
九
九
四
年
。

（
別
）
註
（
４
）
前
掲
、
桜
井
英
治
『
日
本
中
世
の
経
済
構
造
』
。

（
〃
）
註
（
４
）
前
掲
、
拙
稿
「
貨
幣
と
資
本
」
。

（
詔
）
真
宗
に
つ
い
て
は
、
河
田
光
夫
著
作
集
第
三
巻
『
親
鴬
の
思
想
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（
訂
）
大
西
廣
・
太
田
昌
子
『
安
土
城
の
中
の
「
天
下
」
』
朝
日
百
科

歴
史
を
読
み
な
お
す
４
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
。

（
弱
）
註
（
胡
）
前
掲
、
神
田
千
里
『
信
長
と
石
山
合
戦
』
。

（
邪
）
拙
稿
「
宗
教
と
経
済
活
動
の
関
係
」
註
（
別
）
前
掲
『
日
本
中

（
別
）
金
龍
静
「
宗
教
一
撲
論
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
Ⅲ
巻

中
世
４
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
に
も
、
蓮
如
を
支
え
た
都
市
民

形
成
』
明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
。

（
釣
）
註
（
別
）
前
掲
、
拙
著
『
日
本
中
世
に
何
が
起
き
た
か
』
。

（
釦
）
河
田
光
夫
著
作
集
第
二
巻
『
中
世
被
差
別
民
の
装
い
』
明
石
書

店
、
一
九
九
五
年
、
拙
稿
「
真
宗
の
社
会
的
基
盤
を
め
ぐ
っ
て
」

『
講
座
蓮
如
』
第
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
。

（
別
）
註
（
別
）
前
掲
、
河
田
光
夫
著
作
集
第
二
巻
。

（
塊
）
神
田
千
里
『
信
長
と
石
山
合
戦
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。

（
羽
）
神
田
は
「
一
向
宗
の
伝
播
者
」
と
し
て
、
山
伏
、
神
人
、
巫
女
、

念
仏
僧
、
平
家
琵
琶
法
師
、
地
神
経
琵
琶
法
師
、
六
十
六
部
、
旅
人
、

商
人
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
都
市
的
な
性
格
を
持
つ
人
々
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
な
お
、
こ
の
点
は
井
上
鋭
夫
『
一
向
一
摸
の

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
が
強
調
し
た
、
真
宗
を
支
え
る

世
に
何
が
起
き
た
か
』
所
収
。

に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

「
ワ
タ
リ
」
の
問
題
に
も
通
じ
て
い
る
。

（
神
奈
川
大
学
特
任
教
授
）
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