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水
野
雄
司
著

『
本
居
宣
長
の
思
想
構
造
─
そ
の
変
質
の
諸
相
』

（
東
北
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
五
年
）

星
山

　
京
子

　

本
書
は
ゆ
れ
動
く
宣
長
の
心
に
注
目
し
た
書
で
あ
る
。
宣
長
が
思
想
を

構
築
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
心
は
ど
の
よ
う
に
ゆ
ら
ぎ
、
変
化

し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宣
長
が
紡
ぎ
出
す
言
葉
の
微
妙
な
差
異
に
耳

を
傾
け
、
そ
の
変
質
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
書
で

あ
る
。
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
著
者
が
二
〇
一
〇
年
に
東
北
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
も
と
に
加
筆
修
正
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

序
文

第
一
章　
「
物
の
心
」
と
「
事
の
心
」

─
「
排
蘆
小
船
」
か
ら
「
石
上

私
淑
言
」
へ

第
二
章　
「
真
心
」
と
国

─
「
直
霊
」
か
ら
「
直
毘
霊
」
へ

第
三
章　
「
物
の
あ
は
れ
」
と
道

─
「
紫
文
要
領
」
か
ら
「
源
氏
物

語
玉
の
小
櫛
」
へ

第
四
章　

日
本
書
紀
本
文
批
評

─
「
書
紀
の
論
ひ
」
か
ら
「
神
代
紀

髻
華
山
陰
」
へ

　

あ
と
が
き　

　

参
考
文
献

　

附
録　
「
神
代
紀
髻
華
山
陰
」
批
評
項
目
分
類
一
覧

　

以
下
、
各
章
の
内
容
を
ま
と
め
な
が
ら
、
気
づ
い
た
点
を
述
べ
て
い
く
。

序
文
で
は
、
従
来
ま
で
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
常
套
的
に
と
ら
れ
て
き

た
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
に
つ
い
て
、
著
者
独
自
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
疑

問
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
宣
長
を
研
究
対
象
と
す
る
際
、
そ
の
思

想
の
特
質
を
部
分
的
に
取
り
出
し
て
表
現
し
た
「
文
献
学
」、「
徹
底
的
日

本
主
義
」、「
実
証
主
義
」
等
々
の
用
語
が
よ
く
使
わ
れ
る
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
こ
れ
は
対
象
と
す
る
思
想
を
総
体
と
し
て
、
内
在
的
に
理
解
し
よ

う
と
す
る
際
、
あ
る
意
味
、
危
険
な
行
為
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
こ
う
警
告

す
る
。あ

る
所
定
の
筋
書
き
に
そ
っ
て
宣
長
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
問
題
史

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
宣
長
の
言
葉
は
特
定
の
問
題
意
識
か

ら
つ
ま
み
食
い
的
に
用
い
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
思
想
そ
の
も

の
が
全
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
内
在
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
思
想
史
や
国
学
と
い
っ
た
枠
組
み
か
ら
、
あ
る
種
演
繹
的
に

捉
え
よ
う
と
す
る
方
法
で
は
、
本
当
の
宣
長
の
内
面
を
把
握
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。（
ⅲ
頁
）

な
る
ほ
ど
「
〜
学
」、「
〜
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
あ
る
意
味
便
利
で
、
何

ら
か
の
「
主
義
」
を
う
た
っ
て
お
け
ば
、
妙
な
安
心
感
が
生
ま
れ
、
対
象

と
す
る
思
想
を
理
解
し
た
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
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215　書　評

し
た
定
義
は
、
宣
長
の
全
体
像
を
理
解
す
る
前
に
、
あ
る
種
の
先
入
観
に

似
た
前
提
を
研
究
者
の
脳
裏
に
深
く
刻
み
つ
け
て
し
ま
い
、
結
果
、
研
究

対
象
と
す
る
思
想
の
内
在
的
理
解
を
阻
ん
で
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。

　

著
者
の
論
鋒
は
鋭
い
。「
日
本
思
想
史
と
い
う
総
体
の
理
解
を
目
指
す

こ
と
で
、
宣
長
一
人
の
思
想
家
と
し
て
の
理
解
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
」

（
ⅲ
頁
）
と
し
、
こ
う
し
た
状
況
を
生
ん
だ
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
長
年

に
わ
た
る
テ
キ
ス
ト
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
『
本
居
宣
長
全
集
』（
筑
摩
書
房
）
刊
行
後
、
今
度
は
「
宣
長
を
専
門
化

さ
れ
た
研
究
分
野
に
よ
っ
て
細
分
化
す
る
こ
と
に
よ
る
問
題
」（
ⅰ
頁
） 

が
生
じ
た
。
宣
長
が
カ
バ
ー
す
る
学
問
領
域
は
、
国
文
学
、
思
想
史
学
、

倫
理
学
、
歴
史
学
、
地
理
学
、
神
道
学
、
言
語
学
、
民
俗
学
等
、
現
在
の

人
文
系
学
問
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
網
羅
す
る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
は
高
い

意
義
を
持
つ
が
、
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
細
分
化
に
よ
る
専
門
化
が
進
め

ば
進
む
ほ
ど
、
宣
長
と
い
う
人
物
の
全
貌
の
把
握
は
困
難
に
な
っ
て
い
く
。

つ
ま
り
深
化
し
た
個
別
の
内
在
的
理
解
が
、
総
体
へ
の
統
合
を
困
難
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
」（
ⅲ
〜
ⅳ
頁
）。
研
究
者
各
自
が
専
門
と
す
る
個
々
の

学
問
分
野
に
引
き
つ
け
て
、
宣
長
の
思
想
の
多
面
的
な
諸
要
素
を
カ
テ
ゴ

ラ
イ
ズ
し
、
個
別
に
論
じ
る
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
法
が
そ
の
後
、
主
流

と
な
り
、
個
々
の
成
果
に
は
意
義
が
見
い
だ
せ
る
。
し
か
し
、
思
想
全
体

の
理
解
に
近
づ
く
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。

　

で
は
「
宣
長
の
全
体
像
」
に
近
づ
く
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
論
を

と
れ
ば
よ
い
と
著
者
は
い
う
の
だ
ろ
う
か
。「
思
想
史
家
は
原
点
に
立
ち

戻
る
べ
き
で
あ
る
。
原
点
に
立
ち
戻
る
と
は
、
宣
長
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も

の
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
分
析
に
使
わ
れ
る
概

念
、
た
と
え
ば
日
本
思
想
史
と
い
う
枠
組
み
か
ら
付
け
ら
れ
た
批
評
語
や
、

研
究
者
自
身
が
所
属
す
る
学
問
分
野
と
い
う
名
前
を
い
っ
た
ん
脇
に
置
く

必
要
が
あ
る
」（
ⅳ
頁
）。

　

た
し
か
に
「
〜
主
義
」
と
か
「
〜
分
野
」
と
い
っ
た
分
類
方
法
は
、
宣

長
自
身
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
後
世
の
研
究
者
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
著
者
は
「
あ
り
の
ま
ま
の
宣
長
の
言
葉
に
向

き
合
う
こ
と
で
、
本
当
に
宣
長
が
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
長
い
学
究

生
活
で
目
指
し
た
目
的
が
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
。
現
在
の
視
点
か
ら
は
各

専
門
に
分
類
さ
れ
る
内
容
も
、
宣
長
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の
目
的
の
追
求

に
よ
る
所
産
」（
ⅳ
頁
）
で
あ
る
と
し
、
宣
長
が
生
涯
を
か
け
て
追
究
し

た
「
ひ
と
つ
の
目
的
」
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、「
各
時
期
の
宣
長

の
思
想
の
変
質
を
明
ら
か
に
す
る
」（
ⅳ
頁
）
こ
と
で
そ
れ
を
見
い
だ
す

こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
一
章
「「
物
の
心
」
と
「
事
の
心
」

─
「
排
蘆
小
船
」
か
ら
「
石

上
私
淑
言
」
へ
」
で
は
、『
紫
文
要
領
』
と
『
石
上
私
淑
言
』
が
主
に
扱

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
物
の
心
」
と

「
事
の
心
」
の
語
義
の
分
析
か
ら
見
い
だ
せ
る
思
想
の
変
化
に
着
目
す
る

こ
と
で
、
歌
論
か
ら
古
道
論
へ
思
想
の
変
遷
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か

に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。

　

宣
長
以
前
の
文
献
に
お
い
て
、「
物
の
心
」
と
は
「
子
供
か
ら
大
人

へ
の
脱
却
と
し
て
の
感
受
性
」（
五
五
頁
）
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し

『
紫
文
要
領
』
に
お
い
て
「
物
の
心
」
と
は
、「
は
か
な
き
器
に
て
も
、
よ
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く
造
り
た
る
を
み
て
よ
し
と
思
ふ
」（
四
一
頁
）、「
表
面
的
な
も
の
に
惑

わ
さ
れ
ず
に
、
そ
の
も
の
の
本
質
を
つ
か
み
、
良
い
も
の
か
悪
い
も
の
か

を
見
抜
く
眼
力
」（
四
一
頁
）
で
あ
る
、
と
そ
の
意
味
が
変
化
し
て
い
る
。

「
い
み
し
く
め
て
た
き
桜
の
盛
に
さ
き
た
る
を
見
て
、
め
て
た
き
花
と
見

る
は
、
物
の
心
を
し
る
也
」（
四
一
頁
）、
物
事
に
は
あ
る
べ
き
正
し
い
感

じ
方
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
物
の
心
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
物
の
心
」
と
は

「
知
識
の
獲
得
」（
四
四
〜
四
五
頁
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

宣
長
は
美
し
い
満
開
の
桜
を
見
た
時
、「
美
し
い
」
と
感
じ
る
こ
と
が

「
物
の
心
」
で
あ
り
、
そ
の
美
し
さ
に
心
が
震
え
る
ほ
ど
、
感
動
し
涙
を

流
す
こ
と
が
「
物
の
あ
は
れ
」
で
あ
る
と
し
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
た
。

著
者
は
「
も
と
も
と
あ
っ
た
子
供
か
ら
大
人
へ
の
脱
却
と
し
て
の
感
受
性

と
い
っ
た
側
面
を
、
宣
長
は
「
物
の
あ
は
れ
」
の
文
脈
で
展
開
す
る
こ
と

で
、
外
部
か
ら
得
る
知
識
と
し
て
の
側
面
を
重
視
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、

最
終
的
に
国
と
い
う
歴
史
や
文
化
と
い
う
「
事
の
心
」
に
つ
な
げ
て
い
く

た
め
の
過
程
で
あ
っ
た
」（
五
五
頁
）、
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
物
の
心
」
の
対
象
を
自
然
の
風
景
と
す
れ
ば
、「「
事
の
心
」
は
出
来

事
」（
四
三
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。『
石
上
私
淑
言
』
で
は
「
事
の
心
」
に

言
及
し
て
い
る
。「
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
源
に
、「
事
の
心
」
の
知
識
と
し

て
の
習
得
が
あ
り
、
そ
の
手
が
か
り
に
「
や
ま
と
」
が
あ
る
」（
五
五
頁
）

と
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
石
上
私
淑
言
』
に
お
い
て
は
、「
や
ま
と
」

と
い
う
国
名
の
意
味
や
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
事
の

心
」
は
日
本
の
歴
史
や
日
本
文
化
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
、
宣
長
の
思

想
は
、
歌
道
論
か
ら
古
道
論
へ
新
た
な
展
開
を
み
せ
た
、
と
す
る
。

　

第
二
章
「「
真
心
」
と
国

─
「
直
霊
」
か
ら
「
直
毘
霊
」
へ
」
で
は
、

『
直
毘
霊
』
か
ら
『
直
霊
』
へ
の
改
稿
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。『
直
毘

霊
』
と
『
直
霊
』
の
間
に
は
約
二
十
年
も
の
長
い
年
月
が
流
れ
て
い
る
こ

と
に
著
者
は
着
目
、
そ
の
思
想
的
差
違
を
論
じ
て
い
る
。　

　
『
直
霊
』
で
宣
長
は
、
近
年
、
人
々
の
心
は
「
か
ら
ご
こ
ろ
」
に
染
ま

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
古
典
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
え
の
日
本
に
存
在

し
た
「
至
善
の
こ
こ
ろ
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
し
か
し

こ
う
し
た
人
間
に
対
す
る
い
わ
ば
楽
観
論
は
、『
直
毘
霊
』
に
お
い
て
影

を
ひ
そ
め
る
。
こ
の
世
は
測
り
難
く
、
何
が
善
で
、
何
が
悪
な
の
か
、
そ

れ
す
ら
判
断
で
き
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
、
と
さ
れ
、
人
や
人
智
に
対
す

る
懐
疑
的
な
見
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
悪
人
が
栄
え
、
善
人
が
恵
ま
れ

な
い
と
い
っ
た
現
実
社
会
に
起
こ
る
不
条
理
は
、
禍
津
日
神
の
し
わ
ざ
で

あ
り
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
。

　

こ
う
し
た
『
直
霊
』
か
ら
『
直
毘
霊
』
へ
の
思
想
の
修
正
に
つ
い
て
、

著
者
は
「
古
典
研
究
の
深
化
に
お
い
て
、「
皇
国
」
へ
の
絶
対
的
信
頼
が

確
立
し
た
ゆ
え
に
お
こ
な
わ
れ
た
」（
八
七
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
国

の
人
間
は
、
生
来
、
至
善
の
精
神
す
な
わ
ち
「
真
心
」
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、「
そ
の
人
が
す
る
べ
き
行
動
は
、
い
か
に
「
う
ま
れ
つ
き
た
る

ま
ま
の
心
」
を
「
漢
意
」
に
よ
っ
て
損
な
う
こ
と
な
い
よ
う
に
す
る
か
だ

け
な
の
で
あ
る
」（
一
〇
四
頁
）。

　

第
三
章
「「
物
の
あ
は
れ
」
と
道

─
「
紫
文
要
領
」
か
ら
「
源
氏
物

語
玉
の
小
櫛
」
へ
」
で
は
、
古
道
論
研
究
が
す
す
む
に
つ
れ
、「
物
の
心
」
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と
「
事
の
心
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
が
一

時
的
に
崩
壊
し
て
い
く
過
程
を
描
い
て
い
る
。
第
一
章
で
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、『
紫
文
要
領
』
に
お
い
て
「
物
の
心
」
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を

説
明
す
る
際
の
重
要
な
タ
ー
ム
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。「
そ
の
「
物
の

心
」
は
、
最
終
的
に
、
国
の
歴
史
や
文
化
と
い
う
「
事
の
心
」
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
。
私
た
ち
が
喜
怒
哀
楽
を
感
じ
る
に
は
、
知
識
と
し
て
の

「
事
の
心
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
わ
が
国
が
設
定
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
、
よ
り
よ
い
心
を
得
る
た
め
に
も
、
国
を
知
る
、
つ
ま
り
古

事
記
研
究
へ
す
す
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
」（
一
一
六
頁
）。

　

し
か
し
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
で
は
、「
物
の
心
」
と
「
事
の
心
」

は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
、
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
よ
り
よ
い
心
を
獲
得
す

る
た
め
に
は
、
心
の
背
景
に
あ
る
自
分
の
国
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
思
考
の
も
と
、
開
始
さ
れ
た
古
道
研
究
に
よ
っ
て
、「
国

へ
の
絶
対
的
な
信
頼
」（
一
四
九
頁
）
が
宣
長
の
中
に
確
立
さ
れ
、
あ
る

が
ま
ま
の
「
真
心
」
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
『
紫
文
要

領
』
に
見
ら
れ
る
「
知
識
の
獲
得
」
と
し
て
の
「
物
の
心
」
は
否
定
さ
れ
、

『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
で
は
、「「
物
の
あ
は
れ
」
は
、
学
ぶ
べ
き
対
象

か
ら
、
感
じ
る
ま
ま
に
「
う
ご
く
」「
う
ま
れ
つ
き
た
る
ま
ま
の
心
」
に

〝
戻
っ
て
〟
い
っ
た
」（
一
四
八
〜
四
九
頁
）
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
伝
』
執
筆
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、「
結
局
「
物
の
あ
は
れ
」

は
、
知
識
で
は
な
く
、
感
受
性
の
発
露
と
い
う
、
あ
る
意
味
従
来
的
な
定

義
に
回
帰
し
た
」（
一
四
八
頁
）
と
著
者
は
結
論
づ
け
て
い
る
。
従
来
の

研
究
史
に
お
い
て
、
宣
長
の
思
想
や
独
自
の
文
芸
論
の
特
質
と
さ
れ
る

「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
が
一
時
的
に
せ
よ
、
瓦
解
し
て
い
た
、
と
い
う
指

摘
は
興
味
深
く
、
斬
新
に
感
じ
ら
れ
た
。

　

宣
長
は
漢
文
で
表
記
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
を
批
判
、
古
語
で
書
か
れ

た
『
古
事
記
』
こ
そ
第
一
と
す
べ
き
と
し
た
、
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
著
者
は
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
反
論
す
る
。「
古
語
の
ま

ま
記
さ
れ
た
『
古
事
記
』
を
古
学
第
一
の
書
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
書

記
の
否
定
を
意
味
せ
ず
、
あ
く
ま
で
『
古
事
記
』
に
対
し
て
「
次
に
立
る

物
」
と
い
う
地
位
を
確
保
し
て
い
た
。
よ
っ
て
宣
長
の
『
書
記
』
研
究
と

は
、『
古
事
記
』
研
究
に
付
随
す
る
形
で
行
わ
れ
、『
古
事
記
伝
』
は
『
書

記
』
研
究
書
と
い
う
側
面
も
同
時
に
も
っ
て
い
る
」（
一
五
七
頁
）。
第
四

章
「
日
本
書
紀
本
文
批
評

─
「
書
紀
の
論
ひ
」
か
ら
「
神
代
紀
髻
華
山

陰
」
へ
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
欠
を
補
い
、
宣
長
の
日
本
書
記

観
に
再
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
『
古
事
記
伝
』
執
筆
終
了
後
に
著
さ
れ
た
『
神
代
紀
髻
華

山
陰
』
を
取
り
上
げ
、『
日
本
書
紀
』
批
判
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
行

わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
結
論
部
分
で
著
者
は
こ
う
述
べ
る
。

「
宣
長
の
『
書
紀
』
批
判
の
大
半
は
、
そ
も
そ
も
「
漢
文
」
表
記
に
由
来

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
宣
長
の
脳
裏
に
存
在
す
る
〈
あ
る
べ
き
文
〉

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
演
繹
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、「『
日
本
書
紀
』
本
文
」

は
批
判
さ
れ
て
い
た
。
宣
長
は
「
漢
意
」
と
い
う
概
念
を
創
り
出
す
こ
と

で
、
古
典
に
関
わ
る
「
人
」
へ
の
批
判
を
容
易
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て

実
質
的
に
は
「
本
文
」
か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
「
古
の
つ
た
へ
ご
と
」
を
、

か
な
り
自
由
に
訓
み
出
す
権
利
を
自
ら
獲
得
し
た
の
で
あ
る
」（
一
九
二
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頁
）。
宣
長
の
『
日
本
書
紀
』
批
判
の
根
拠
は
、
書
紀
に
関
わ
っ
た
「
人
」

に
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
ま
と
め
な
が
ら
、
気
づ
い
た
点
を
記
し
た
。
宣

長
の
日
本
書
紀
観
に
対
す
る
議
論
や
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
が
一
時
的
に

せ
よ
、
宣
長
内
部
で
瓦
解
し
て
い
た
、
等
の
指
摘
は
新
知
見
で
あ
り
、
宣

長
研
究
に
お
け
る
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
面
的
な

思
想
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
、
部
分
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

従
来
の
国
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
を
批
判
し
、
思
想
の
全
体
像
に
近
づ
く

こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
、
序
文
で
示
さ
れ
た
著
者
の
提
言
は
、
従
来

の
国
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
日
本
思
想
史
研
究
全
体
の
叙
述
方
法
に
一
石

を
投
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
本
書
は
、
チ
ャ
レ
ン

ジ
ン
グ
な
議
論
を
含
ん
だ
研
究
成
果
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
多
少
の
問
題
も
あ
る
。
本
書
の
中
に
は
、
議
論
の
展
開
が
少
々

唐
突
な
印
象
を
受
け
た
り
、
論
理
の
飛
躍
と
感
じ
ら
れ
る
箇
所
が
若
干
散

見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
、
学
問
的
関
心
が
歌
論
か
ら
古
道
論
へ
展

開
し
て
い
く
過
程
、
宣
長
が
「
日
本
」
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
も
う
少
し
精
微
な
論
証
が
必
要
な
よ
う
に
感
じ
た
。
ま
た
著
者
は

序
文
で
、
宣
長
に
よ
る
「
ひ
と
つ
の
目
的
」
を
見
い
だ
す
手
が
か
り
と
し

て
、
吉
川
幸
次
郎
『
本
居
宣
長
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
の
宣
長
論

を
紹
介
し
、「
こ
れ
は
宣
長
学
総
体
の
理
解
と
し
て
は
極
め
て
明
解
で
あ

る
。「
国
学
」
と
し
て
の
性
質
を
担
う
歌
や
古
道
は
、
こ
の
目
的
を
達
す

る
た
め
の
ひ
と
つ
の
学
問
対
象
に
過
ぎ
な
い
。
宣
長
は
、
人
は
ど
の
よ

う
に
生
き
る
べ
き
か
を
考
え
続
け
た
」（
ⅳ
〜
ⅴ
頁
）
と
吉
川
説
を
支
持
、

宣
長
の
「
ひ
と
つ
の
目
的
」
と
は
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か

を
知
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

　

吉
川
幸
次
郎
『
本
居
宣
長
』
が
、
宣
長
の
思
想
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
必

読
書
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
評
者
も
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら

れ
た
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
数
あ
る
宣
長
に
か
ん
す
る
論
考
の
中
で
、
著

者
が
な
ぜ
吉
川
説
を
支
持
す
る
の
か
。
そ
の
根
拠
を
本
書
か
ら
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
第
一
章
以
降
で
行
わ
れ
る
時
系
列
に
沿
っ
た
テ

キ
ス
ト
や
語
意
、
語
義
の
緻
密
な
読
み
に
よ
っ
て
、
宣
長
の
思
想
展
開
に

み
ら
れ
る
微
妙
な
変
質
を
細
か
く
分
析
、
考
察
し
た
結
果
、
導
き
だ
さ
れ

た
著
者
の
結
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
解
で
き
る
。
し
か
し
宣
長
の
「
ひ
と

つ
の
目
的
」
と
は
な
に
か
、
と
い
う
著
者
が
自
ら
掲
げ
た
大
き
な
命
題
に

対
す
る
一
つ
の
解
答
を
、
序
文
で
す
で
に
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
理
由
は

な
ん
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
叙
述
方
法
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
々
奇
異

に
感
じ
た
。

　

宣
長
が
使
用
し
た
用
語
一
つ
一
つ
の
語
意
や
語
義
に
着
目
し
、
厳
密
な

テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
も
と
に
分
析
や
考
証
を
積
み
重
ね
る
。
こ
う

し
た
日
本
思
想
史
研
究
の
原
点
に
立
ち
返
る
よ
う
な
著
者
の
対
象
に
対
す

る
堅
実
な
手
法
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
本
書
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で

宣
長
の
心
の
機
微
や
思
想
の
微
妙
な
ゆ
れ
動
き
、「
変
質
の
諸
相
」
を
解

き
明
か
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、「
ひ
と
つ
の
宣
長
像
」
を
提
示
し
た

り
、
再
構
築
す
る
こ
と
な
ど
は
思
想
の
内
在
的
理
解
を
妨
げ
る
行
為
に
ほ

か
な
ら
な
い
、
と
著
者
は
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
本
書
に
は
各
章
末
に
「
お
わ
り
に
」
が
設
け
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ら
れ
、
各
章
の
内
容
に
か
ん
す
る
簡
単
な
「
ま
と
め
」
は
あ
る
も
の
の
、

「
終
章
」
も
し
く
は
「
結
章
」
等
、
本
全
体
の
結
論
部
分
が
な
い
が
、
著

者
は
意
図
的
に
そ
う
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宣
長
の
心
の
細

微
な
ゆ
れ
を
検
証
し
た
結
果
、
総
体
と
し
て
の
宣
長
の
思
想
の
本
質
は
何

な
の
か
。「
新
し
い
宣
長
像
」
は
ど
の
よ
う
に
描
き
直
さ
れ
る
べ
き
な
の

か
。
愚
問
と
言
わ
れ
る
の
を
承
知
で
著
者
に
問
い
た
い
と
思
う
。

　

以
上
、
指
摘
し
た
内
容
に
は
評
者
に
よ
る
誤
解
や
見
落
と
し
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
見
当
違
い
な
意
見
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。

著
者
の
今
後
の
宣
長
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
と
、
本
書
の
続
編
を
期
待
し

て
や
ま
な
い
。

 
（
兵
庫
県
立
大
学
准
教
授
）

中
川
未
来
著

『
明
治
日
本
の
国
粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア
』

（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
一
六
年
）

鈴
木

　
啓
孝

一

　

国
粋
主
義
と
ア
ジ
ア
主
義

─
近
代
日
本
に
お
い
て
は
相
反
す
る
も
の

と
し
て
想
起
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
二
つ
の
思
想
潮
流
の
交
差
に
対
し
て
、

本
書
は
新
た
な
理
解
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
交
差
点
と
し
て
、
本
書
は
一

八
九
〇
年
代
に
活
動
の
最
盛
期
が
あ
っ
た
東
邦
協
会
に
注
目
し
、
こ
の
時

期
こ
の
場
を
活
動
拠
点
と
し
て
共
有
し
た
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
に
属

す
る
五
人
の
思
想
家
（
稲
垣
満
次
郎
・
志
賀
重
昂
・
高
橋
健
三
・
陸
羯
南
・

内
藤
湖
南
）
を
素
材
に
、「
い
か
な
る
ア
ジ
ア
認
識
が
、
い
か
に
し
て
形

成
さ
れ
る
の
か
」（
一
三
頁
）
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
研
究
目
的
を

設
定
す
る
。

　

近
年
、
政
教
社
や
日
本
新
聞
社
に
参
集
し
た
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

担
い
手
た
ち
の
、
青
年
期
に
お
け
る
思
想
の
形
成
過
程
に
関
す
る
ま
と
ま

っ
た
研
究
成
果
が
出
て
い
る
一
方
で
、
近
代
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
認
識

の
形
成
過
程
に
関
し
て
は
、
通
時
的
で
包
括
的
な
調
査
に
基
づ
く
新
た
な

解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
明
治
期
の
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
近
代
日
本
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