
　

本
書
は
、
民
衆
思
想
史
の
大
家
安
丸
良
夫
の
死
後
（
二

〇
一
六
年
）、
安
丸
か
ら
薫
陶
を
受
け
、
直
接
議
論
を
交

わ
し
て
き
た
島
薗
進
と
磯
前
順
一
ら
に
よ
っ
て
編
ま
れ

た
、
民
衆
宗
教
を
主
題
と
し
た
論
考
集
で
あ
る
。

　

三
者
の
論
文
・
講
演
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
本
書

は
、
四
〇
〇
頁
近
く
も
あ
り
、
ま
た
テ
ー
マ
も
「
宗
教

的
主
体
化
」
と
い
う
一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
紙
幅
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ

よ
う
。
し
か
し
詳
し
い
内
容
紹
介
の
書
評
は
別
の
と
こ

ろ
で
さ
れ
て
お
り
（
弓
山
達
也
、
二
〇
二
一
） 
、
ま
た
全

て
を
論
じ
る
の
は
評
者
の
手
に
余
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
で
は
評
者
が
重
要
と
考
え
る
点
を
中
心
に
本
書
の

意
義
と
疑
問
点
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
本
書
の
特
徴
と
し
て
、
磯
前
が
二
〇
一
〇
年
代

と
い
う
「
現
在
」
の
地
点
か
ら
、
安
丸
・
島
薗
は
一
九

七
〇
年
代
〜
一
九
八
〇
年
代
と
い
う
「
過
去
」
の
地
点

か
ら
（
島
薗
に
つ
い
て
は
自
ら
の
過
去
の
論
考
を
振
り

返
る
総
括
的
文
章
も
収
録
）、
そ
れ
ぞ
れ
論
文
（
も
し
く

は
講
演
）
を
発
表
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

評
者
に
は
そ
の
こ
と
が
、
さ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
時

空
の
交
差
点
で
対
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
。

そ
れ
は
何
を
も
た
ら
す
か
と
言
え
ば
、「
民
衆
」
と
い
う

言
葉
が
、
島
薗
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
社
会
構
成
が
複

雑
化
し
た
現
代
社
会
で
は
何
を
指
す
の
か
が
わ
か
り
に

く
く
、
使
い
に
く
い
」（
ⅰ
頁
）
現
在
と
、
い
ま
だ
「
社

会
革
命
の
主
体
を
前
衛
た
る
エ
リ
ー
ト
で
は
な
く
、
民

衆
に
求
め
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
」（
三
頁
）

が
有
効
で
あ
っ
た
過
去
の
間
で
、「
変
革
主
体
が
民
衆
で

あ
る
」（
三
頁
）
と
い
う
可
能
性
や
期
待
が
込
め
ら
れ
て

立
ち
上
が
り
、
や
が
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
オ
ウ
ム
事
件

書
評
：
島
薗
進
・
安
丸
良
夫
・
磯
前
順
一
著

『
民
衆
宗
教
論―

宗
教
的
主
体
化
と
は
何
か
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年

玉
置
文
弥

を
経
て
停
滞
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
民
衆
宗
教
研
究
を
、

あ
る
意
味
で
超
時
代
的
に
、
そ
れ
で
い
て
歴
史
的
に
様
々

な
視
角
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
こ
か
ら
掬
い
出
さ
れ

た
エ
ッ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
、
常
に
動
的
な
そ

の
研
究
の
「
場
」
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

　

い
さ
さ
か
抽
象
的
な
物
言
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
評

者
は
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
本
書
の
テ
ー
マ

で
あ
る
「
宗
教
的
主
体
」
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
主
体
と
は
、「
何
か
か
ら
自

己
を
切
り
離
し
て
、
完
結
し
た
」（
一
一
頁
）、
啓
蒙
的
・

近
代
的
な
も
の
な
ど
で
は
む
ろ
ん
な
く
、
そ
れ
が
構
築

さ
れ
る
と
き
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
残
余
と
し
て
、
主
体

の
自
己
統
一
性
に
不
安
を
も
た
ら
す
「
小
文
字
の
他
者
」

（
ラ
カ
ン
）
に
ま
な
ざ
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
で
は
そ
の

他
者
と
は
何
か
。
磯
前
（
第
Ⅰ
部
）
は
「
謎
め
い
た
他
者
」

と
そ
れ
を
呼
ぶ
。
そ
の
時
、「
超
越
」
が
問
題
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、「
現
世
」、「
既
存
の
価
値
観
」、「
自
分
自
身
」

を
越
え
出
る
時
、「
主
体
に
ど
の
よ
う
な
事
態
が
出
来
す

る
の
か
。
主
体
は
何
を
受
肉
し
、
ど
の
よ
う
に
再
編
さ

れ
て
い
く
も
の
な
の
か
。
そ
も
そ
も
超
越
す
る
主
体
と

は
誰
な
の
か
、
何
な
の
か
。
人
間
な
の
か
、
神
な
の
か
。」

（
一
九
頁
）
と
い
う
問
い
で
あ
る
。「
超
越
」
と
は
こ
こ
で
、

「
自
己
を
取
り
巻
く
状
況
全
体
を
俯
瞰
す
る
力
」（
二
六

頁
）
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
如
何
に
し
て
得
る
の
か
が

重
要
だ
と
い
う
。
そ
の
答
え
を
磯
前
は
、
お
も
に
安
丸

と
島
薗
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
（
詳
し
く
は
第
Ⅱ
部
・

第
Ⅲ
部
を
参
照
）
を
軸
に
、
超
越
論
、
回
心
論
、
転
移
論
、

呪
術
論
、
生
神
論
、
世
直
し
論
、
異
端
論
、
救
済
論
と

い
う
視
角
か
ら
探
っ
て
い
く
。
そ
の
探
究
の
過
程
は
本

書
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
が
、
た
ど
り
着
い
た
の
は
、

案
外
素
朴
な
場
所
だ
っ
た
。

　
「
凡
夫
に
て
相
分
か
り
ま
せ
ん
」（
金
光
大
神
）
や
「
正

し
さ
と
い
う
我
を
折
る
」（
出
口
な
お
）
の
よ
う
に
し
て

「
自
分
の
無
力
さ
」
に
気
づ
く
こ
と
で
、「
謎
め
い
た
他

者
の
声
」
を
聴
く
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

主
体
が
「
大
文
字
化
さ
れ
な
い
小
文
字
の
神
と
の
関
係

に
お
い
て
再
編
成
さ
れ
て
い
く
」（
一
四
一
頁
）。
反
対

に
「
超
越
性
を
失
っ
た
と
き
、
人
間
は
主
体
性
を
失
い
、

誰
か
の
一
部
に
同
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
は
や
謎
め
い

た
他
者
の
声
は
聞
こ
え
な
く
な
り
、
国
民
や
教
団
、
あ

る
い
は
学
会
の
一
部
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
」（
一
五

六
頁
）。
そ
れ
こ
そ
「
市
井
の
隠
者
」
で
あ
ろ
う
と
し
た

安
丸
が
一
生
を
か
け
て
抵
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

　
「
妊
活
」
と
い
う
言
葉
が
広
く
認
知
さ
れ
始
め
た
の
は

二
〇
一
一
年
ご
ろ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
男
女
が
性
交
さ
え
す
れ
ば
、
特
別
な
こ
と
を

し
な
く
て
も
、
子
ど
も
は
自
然
と
で
き
る
も
の
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
。
子
ど
も
は
ま
さ
に
神
様
か
ら
の
「
授
か

り
物
」
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
し
か
日
本
は
不
妊
大
国
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
親
に
な
る
」「
子
を
も
つ
」

た
め
に
、
妊
活
や
治
療
を
行
う
こ
と
は
一
般
的
と
な
っ

た
。
不
妊
治
療
は
、
長
く
自
費
診
療
で
あ
っ
た
が
、
少

子
化
対
策
と
位
置
付
け
ら
れ
、
二
〇
二
二
年
四
月
か
ら

は
保
険
適
用
と
な
っ
た
。
そ
の
治
療
の
中
に
は
、
生
殖

補
助
医
療
と
い
う
高
度
な
科
学
技
術
が
駆
使
さ
れ
、
体

外
受
精
や
顕
微
授
精
な
ど
は
、
性
交
に
よ
ら
な
い
生
殖

が
可
能
と
な
っ
た
。

　
「
親
に
な
る
」
に
は
、「
子
ど
も
」
の
存
在
が
不
可
欠

で
あ
る
が
、
現
代
は
「
親
に
な
る
こ
と
」
が
簡
単
で
は

な
く
な
っ
て
き
た
。「
親
に
な
る
」「
子
を
持
つ
」
た
め

の
手
助
け
と
し
て
の
生
殖
技
術
、
ま
た
胎
児
に
異
常
が

な
い
か
診
断
す
る
出
生
前
検
査
は
、
目
覚
ま
し
い
進
歩

を
遂
げ
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
葛

藤
も
生
み
出
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
日
本
国
内
で
は
原
則
許
可
は
さ
れ
て
い
な
い

が
、
第
三
者
が
関
与
す
る
卵
子
提
供
や
代
理
出
産
と
い
っ

た
生
殖
技
術
も
可
能
と
な
り
、
治
療
を
希
望
す
る
人
が

後
を
絶
た
な
い
。
本
書
で
は
高
度
な
生
殖
技
術
と
出
生

前
検
査
に
至
る
ま
で
、
生
殖
に
関
わ
る
科
学
技
術
の
全

体
像
と
課
題
を
網
羅
す
る
。「
出
自
を
知
る
権
利
」
な
ど

子
ど
も
目
線
で
の
問
題
点
も
詳
細
に
解
説
す
る
。

　

著
者
は
医
療
人
類
学
、
生
命
倫
理
学
の
研
究
者
で
あ

る
。「
生
殖
医
療
の
進
展
は
、
社
会
に
何
を
も
た
ら
し
た

の
か
」
と
い
う
問
い
を
二
〇
一
二
年
出
版
の
『
生
殖
技

術―

不
妊
治
療
と
再
生
医
療
は
社
会
に
何
を
も
た
ら
す

か
』（
み
す
ず
書
房
）
か
ら
掲
げ
て
い
た
。
本
書
で
も
長

期
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
し
て
、
当
事
者
か
ら
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
紙
幅
を
費
や
し
て

い
る
。
ま
た
著
者
自
身
も
子
ど
も
に
つ
い
て
悩
ん
だ
時

期
が
あ
り
、
そ
の
経
験
も
研
究
へ
の
動
機
と
な
っ
た
と

い
う
。

　

生
殖
技
術
の
中
で
、
著
者
は
「
考
え
る
べ
き
は
、
生

殖
補
助
医
療
を
用
い
て
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
と
い
う

当
事
者
の
存
在
で
あ
る
。
ど
ん
な
方
法
を
用
い
て
妊
娠
・

出
産
す
る
か
は
、
親
に
な
る
人
の
選
択
だ
が
、
生
ま
れ

て
き
た
子
ど
も
に
、
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
な
影

響
を
及
ぼ
す
」（
一
二
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
生
殖
技

術
が
、
夫
婦
や
提
供
者
、
そ
れ
に
携
わ
っ
た
医
療
従
事

者
の
大
人
目
線
で
進
め
ら
れ
、
子
ど
も
と
い
う
当
事
者

の
意
思
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

「
出
自
を
知
る
権
利
」
な
ど
の
法
整
備
や
そ
れ
を
裏
付
け

る
倫
理
観
も
、
日
本
で
は
ま
だ
方
向
性
す
ら
定
ま
っ
て

い
な
い
。

　

生
殖
技
術
を
行
う
際
、
少
し
で
も
血
が
つ
な
が
っ
た

子
ど
も
が
欲
し
い
と
願
う「
親
の
意
思
」は
存
在
す
る
が
、

当
事
者
の
「
子
ど
も
の
意
思
」
は
そ
こ
に
は
な
い
。「
子

ど
も
」
に
と
っ
て
、法
律
上
の
親
以
外
に
、遺
伝
上
の
親
、

産
み
の
親
が
存
在
す
る
と
い
う
複
雑
な
家
族
は
、
幸
せ

な
の
だ
ろ
う
か
。「
選
択
肢
が
増
え
る
」
こ
と
は
、
不
妊

治
療
に
お
い
て
は
、
諦
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
う
な
ど
、

必
ず
し
も
幸
せ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も

そ
も
、
た
だ
で
さ
え
複
雑
な
家
族
関
係
に
、
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
は
ど
こ
ま
で
入
り
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
不
妊
治
療
の
先
に
あ
る
出
生
前
検
査
も
、
胎
児

の
病
気
や
状
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
親

に
と
っ
て
新
た
な
悩
み
や
葛
藤
を
増
加
さ
せ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

著
者
は
、
終
章
と
し
て
「
生
殖
技
術
を
使
っ
て
親
に

な
る
こ
と
を
推
奨
す
る
社
会
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
生

殖
技
術
を
用
い
て
親
に
な
る
こ
と
を
熱
望
す
る
人
が
多

い
理
由
を
考
察
し
て
い
る
。「
こ
の
社
会
に
必
要
な
の
は
、

生
殖
技
術
な
の
だ
ろ
う
か
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
だ
ろ

う
か
」。
筆
者
の
問
い
は
重
く
、
答
え
は
当
事
者
の
立
場

や
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
得
る
。

　

子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
願
う
夫
婦
や
カ
ッ
プ
ル
、
治

療
を
途
中
で
断
念
し
た
人
、
生
殖
技
術
で
生
ま
れ
た
子

ど
も
、
精
子
・
卵
子
提
供
者
、
代
理
懐
胎
を
す
る
人
、

そ
れ
に
携
わ
る
医
療
従
事
者
な
ど
、
全
て
の
人
の
気
持

ち
や
意
思
を
推
し
量
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
最
優
先
す
べ
き
は
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
、
生
ま
れ

て
き
た
全
て
の
子
ど
も
が
「
自
分
は
か
け
が
え
の
な
い

大
切
な
存
在
な
の
だ
」
と
実
感
で
き
る
社
会
作
り
で
あ

る
。「
生
殖
技
術
を
使
っ
て
親
に
な
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、

改
め
て
熟
考
す
る
時
代
が
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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本
書
は
、
民
衆
思
想
史
の
大
家
安
丸
良
夫
の
死
後
（
二

〇
一
六
年
）、
安
丸
か
ら
薫
陶
を
受
け
、
直
接
議
論
を
交

わ
し
て
き
た
島
薗
進
と
磯
前
順
一
ら
に
よ
っ
て
編
ま
れ

た
、
民
衆
宗
教
を
主
題
と
し
た
論
考
集
で
あ
る
。

　

三
者
の
論
文
・
講
演
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
本
書

は
、
四
〇
〇
頁
近
く
も
あ
り
、
ま
た
テ
ー
マ
も
「
宗
教

的
主
体
化
」
と
い
う
一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
紙
幅
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ

よ
う
。
し
か
し
詳
し
い
内
容
紹
介
の
書
評
は
別
の
と
こ

ろ
で
さ
れ
て
お
り
（
弓
山
達
也
、
二
〇
二
一
） 

、
ま
た
全

て
を
論
じ
る
の
は
評
者
の
手
に
余
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
で
は
評
者
が
重
要
と
考
え
る
点
を
中
心
に
本
書
の

意
義
と
疑
問
点
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
本
書
の
特
徴
と
し
て
、
磯
前
が
二
〇
一
〇
年
代

と
い
う
「
現
在
」
の
地
点
か
ら
、
安
丸
・
島
薗
は
一
九

七
〇
年
代
〜
一
九
八
〇
年
代
と
い
う
「
過
去
」
の
地
点

か
ら
（
島
薗
に
つ
い
て
は
自
ら
の
過
去
の
論
考
を
振
り

返
る
総
括
的
文
章
も
収
録
）、
そ
れ
ぞ
れ
論
文
（
も
し
く

は
講
演
）
を
発
表
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

評
者
に
は
そ
の
こ
と
が
、
さ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
時

空
の
交
差
点
で
対
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
。

そ
れ
は
何
を
も
た
ら
す
か
と
言
え
ば
、「
民
衆
」
と
い
う

言
葉
が
、
島
薗
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
社
会
構
成
が
複

雑
化
し
た
現
代
社
会
で
は
何
を
指
す
の
か
が
わ
か
り
に

く
く
、
使
い
に
く
い
」（
ⅰ
頁
）
現
在
と
、
い
ま
だ
「
社

会
革
命
の
主
体
を
前
衛
た
る
エ
リ
ー
ト
で
は
な
く
、
民

衆
に
求
め
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
」（
三
頁
）

が
有
効
で
あ
っ
た
過
去
の
間
で
、「
変
革
主
体
が
民
衆
で

あ
る
」（
三
頁
）
と
い
う
可
能
性
や
期
待
が
込
め
ら
れ
て

立
ち
上
が
り
、
や
が
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
オ
ウ
ム
事
件

を
経
て
停
滞
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
民
衆
宗
教
研
究
を
、

あ
る
意
味
で
超
時
代
的
に
、
そ
れ
で
い
て
歴
史
的
に
様
々

な
視
角
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
こ
か
ら
掬
い
出
さ
れ

た
エ
ッ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
、
常
に
動
的
な
そ

の
研
究
の
「
場
」
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

　

い
さ
さ
か
抽
象
的
な
物
言
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
評

者
は
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
本
書
の
テ
ー
マ

で
あ
る
「
宗
教
的
主
体
」
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
主
体
と
は
、「
何
か
か
ら
自

己
を
切
り
離
し
て
、
完
結
し
た
」（
一
一
頁
）、
啓
蒙
的
・

近
代
的
な
も
の
な
ど
で
は
む
ろ
ん
な
く
、
そ
れ
が
構
築

さ
れ
る
と
き
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
残
余
と
し
て
、
主
体

の
自
己
統
一
性
に
不
安
を
も
た
ら
す
「
小
文
字
の
他
者
」

（
ラ
カ
ン
）
に
ま
な
ざ
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
で
は
そ
の

他
者
と
は
何
か
。
磯
前
（
第
Ⅰ
部
）
は
「
謎
め
い
た
他
者
」

と
そ
れ
を
呼
ぶ
。
そ
の
時
、「
超
越
」
が
問
題
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、「
現
世
」、「
既
存
の
価
値
観
」、「
自
分
自
身
」

を
越
え
出
る
時
、「
主
体
に
ど
の
よ
う
な
事
態
が
出
来
す

る
の
か
。
主
体
は
何
を
受
肉
し
、
ど
の
よ
う
に
再
編
さ

れ
て
い
く
も
の
な
の
か
。
そ
も
そ
も
超
越
す
る
主
体
と

は
誰
な
の
か
、
何
な
の
か
。
人
間
な
の
か
、
神
な
の
か
。」

（
一
九
頁
）
と
い
う
問
い
で
あ
る
。「
超
越
」
と
は
こ
こ
で
、

「
自
己
を
取
り
巻
く
状
況
全
体
を
俯
瞰
す
る
力
」（
二
六

頁
）
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
如
何
に
し
て
得
る
の
か
が

重
要
だ
と
い
う
。
そ
の
答
え
を
磯
前
は
、
お
も
に
安
丸

と
島
薗
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
（
詳
し
く
は
第
Ⅱ
部
・

第
Ⅲ
部
を
参
照
）
を
軸
に
、
超
越
論
、
回
心
論
、
転
移
論
、

呪
術
論
、
生
神
論
、
世
直
し
論
、
異
端
論
、
救
済
論
と

い
う
視
角
か
ら
探
っ
て
い
く
。
そ
の
探
究
の
過
程
は
本

書
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
が
、
た
ど
り
着
い
た
の
は
、

案
外
素
朴
な
場
所
だ
っ
た
。

　
「
凡
夫
に
て
相
分
か
り
ま
せ
ん
」（
金
光
大
神
）
や
「
正

し
さ
と
い
う
我
を
折
る
」（
出
口
な
お
）
の
よ
う
に
し
て

「
自
分
の
無
力
さ
」
に
気
づ
く
こ
と
で
、「
謎
め
い
た
他

者
の
声
」
を
聴
く
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

主
体
が
「
大
文
字
化
さ
れ
な
い
小
文
字
の
神
と
の
関
係

に
お
い
て
再
編
成
さ
れ
て
い
く
」（
一
四
一
頁
）。
反
対

に
「
超
越
性
を
失
っ
た
と
き
、
人
間
は
主
体
性
を
失
い
、

誰
か
の
一
部
に
同
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
は
や
謎
め
い

た
他
者
の
声
は
聞
こ
え
な
く
な
り
、
国
民
や
教
団
、
あ

る
い
は
学
会
の
一
部
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
」（
一
五

六
頁
）。
そ
れ
こ
そ
「
市
井
の
隠
者
」
で
あ
ろ
う
と
し
た

安
丸
が
一
生
を
か
け
て
抵
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
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た
が
っ
て
、
磯
前
は
言
う
。

知
識
人
が
民
衆
の
側
に
い
る
と
い
う
言
葉
が
正
当
性
を

帯
び
る
の
は
︑
自
分
の
思
想
化
と
い
う
営
み
が
︑
知
識

人
の
抽
象
化
行
為
と
緊
張
を
は
ら
む
生
活
世
界
に
下
降

し
て
い
く
冒
険
が
試
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ

る
︒
し
か
も
︑
そ
れ
が
表
現
行
為
で
あ
る
以
上
は
︑
そ

こ
で
出
会
っ
た
謎
め
い
た
他
者
の
言
葉
を
も
と
に
︑
再

び
抽
象
化
に
上
昇
す
る
義
務
が
あ
る
︒
そ
の
上
昇
運
動

を
放
棄
し
︑
生
活
の
中
に
埋
没
す
る
と
き
︑
も
は
や
表

現
行
為
は
特
殊
を
普
遍
に
繋
げ
る
回
路
を
見
失
う
︒
民

衆
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
民
衆
と
の
出
会
い
は
か
く
ま

で
に
﹁
困
難
と
苦
渋
﹂
を
伴
う
こ
と
を
︑
安
丸
の
学
問

が
描
い
た
軌
跡
は
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
︵
一

五
七
頁
︶︒

超
越
に
関
す
る
議
論
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
当
た
り
前
と

言
え
ば
当
た
り
前
の
言
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
安
丸
の
仕

事
を
通
し
て
民
衆
宗
教
研
究
の
現
状
を
振
り
返
る
と
き
、

そ
れ
と
は
反
対
の
状
況
が
あ
る
こ
と
に
、
内
在
的
に
、
痛

み
と
共
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。そ
こ
が
、我
々
の
立
っ

て
い
る
「
現
在
」
の
場
所
だ
ろ
う
。

　

安
丸
が
金
光
教
団
で
行
っ
た
講
演
・
質
疑
応
答
（
第
Ⅱ

部
）
で
は
、
民
衆
宗
教
と
い
う
視
角
か
ら
み
た
日
本
史
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
歴
史
を
研
究
す
る
意

味
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

人
間
の
生
き
方
と
い
う
も
の
は
︑
み
な
あ
る
わ
け
で
︑

民
衆
は
民
衆
な
り
に
生
き
方
が
あ
っ
た
︒
そ
の
生
き
方

に
つ
い
て
の
自
覚
と
い
う
こ
と
の
か
な
り
重
要
な
面

を
、
私
の
場
合
に
は
、
歴
史
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
表

現
し
て
い
る
。…

…

だ
か
ら
皆
に
、
歴
史
家
に
な
れ
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
し
つ
け
る
つ
も
り
は
な
い

が
、
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
一
番
根
源
的

な
願
望
が
も
っ
て
い
る
意
識
を
考
え
て
い
く
と
、
私
の

よ
う
な
筋
道
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
て

い
る
つ
も
り
で
あ
る
（
一
九
五̶

一
九
六
頁
）。

言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
と
し
て
、
人
間
ら
し
く
生
き
て
い

く
た
め
に
は
「
民
衆
の
生
き
方
」
と
し
て
の
「
歴
史
」
を

探
究
し
て
い
く
ほ
か
な
い
、と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
超
越
＝
全
体
性
の
獲
得
を
目
指
す
安
丸
思
想
の
核



心
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
本
書
に
対
し
て
問
題
提
起
を
し
て
お
き

た
い
。
す
な
わ
ち
帝
国
日
本
の
天
皇
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
民

衆
宗
教
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
に
第
Ⅰ
部
で
出
て
く

る
と
は
言
え
、
本
格
的
に
考
察
さ
れ
な
い
。
一
つ
だ
け
例

を
挙
げ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
大
本
教
の
出
口
王
仁

三
郎
が
「
北
東
ア
ジ
ア
へ
と
進
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
日

本
主
義
と
帝
国
の
普
遍
主
義
に
〔
彼
の
〕
言
説
が
複
雑
に

絡
み
合
っ
て
い
く
」（
一
二
〇
頁
）
と
あ
る
が
、
そ
れ
は

天
皇
・
国
体
論
と
も
か
か
わ
る
民
衆
宗
教
の
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
民
衆
宗
教
が
、
帝
国
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
ど
う
と
ら
え
返
し
、
国
内
外
で
言
説
化
・
行
動
化

し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
等
閑
視
し
、
正
統
と
し
て

の
国
家
が
異
端
と
し
て
の
民
衆
宗
教
を
か
ね
て
し
ま
っ

た
、と
い
う
視
点
か
ら
の
み
し
か
論
じ
て
い
な
い
の
で
は
、

結
局
王
仁
三
郎
は
「
天
皇
制
的
な
国
家
秩
序
に
取
り
込
ま

れ
る
の
を
積
極
的
に
推
進
し
た
」（
一
一
九
頁
）
と
な
っ

て
し
ま
い
、
さ
ら
に
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
あ
の
「
草
の

根
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
的
熱
狂
も
、
単
な
る
「
複
数
性
を
失
っ

て
均
質
化
さ
れ
た
」
社
会
（
一
二
四
頁
）
と
し
か
映
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
「
主

体
」（
例
え
ば
こ
の
場
合
は
王
仁
三
郎
）
を
内
在
的
に
解

釈
す
る
作
業
は
必
須
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
視
座
は
、
民

衆
宗
教
研
究
の
新
た
な
局
面
を
切
り
開
く
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

あ
と
が
き
に
あ
る
晩
年
の
安
丸
の
言
葉―

「
自
分
が
も

う
少
し
若
け
れ
ば
、
今
度
は
中
国
大
陸
に
進
出
し
た
出
口

王
仁
三
郎
の
こ
と
を
書
き
た
い
」（
三
八
五
頁
）―

を
見
て
、

こ
の
課
題
は
、
評
者
が
引
き
継
ぐ
、
否
引
き
継
が
ね
ば
な

ら
な
い
と
、
改
め
て
決
意
し
た
。
本
書
の
存
在
は
、
評
者

に
あ
っ
て
、そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
を
経
な
け
れ
ば
天
皇
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
日
本
の
東
ア

ジ
ア
侵
攻
と
、
民
衆
宗
教
の
関
係
性
の
核
心
を
突
く
こ
と

は
で
き
な
い
。
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