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忠
誠
と
反
逆
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転
形
期
日
本
の
精
神
史
的
位
相
畢

国

O
O
R
E
m
〈
石
毛

わ
が
国
の
誇
る
べ
き
世
界
的
大
学
者
の
孤
独

戦
後
日
本
を
代
表
す
る
政
治
学
者
、

で
あ
る
。

丸
山
氏
は
、
戦
後
一
一
=
口
論
界
に
与
え
た
影
響
が
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
あ
る

の
に
ひ
き
か
え
、
公
刊
さ
れ
た
著
書
は
意
外
に
少
な
い
。
本
格
的
な
も
の

は
弓
日
本
政
治
思
忽
史
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
、
『
現
代
政
治
の
思
想
と

行
動
」
(
未
来
社
)
の
二
苦
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
、
『
日
本
の
思
想
』
(
岩
波
新
書
)
と
い
っ
た
一
般
向
け
の
も

の
や
、
こ
れ
ま
で
の
小
論
な
ど
を
ま
と
め
た
『
戦
中
と
戦
後
の
問
』
(
み
す

ず

S
一服
)
、
『
後
衛
の
位
置
か
ら
』
(
未
来
社
)
、
さ
ら
に
は
福
沢
諭
吉
の
書
物

を
素
材
に
し
た
語
り
下
ろ
し
の
『
「
文
明
論
之
慨
略
」
を
読
む
』
(
全
三
冊
・

岩
波
新
S
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
日
本
の
思
想
』
を
除
け
ば
、
ど

れ
も
比
較
的
最
近
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
丸
山
氏
の
中
心
的
な
業
績
に

丸
山
長
男
氏
の
待
望
久
し
い
論
集

お
い
て
か
つ
て
発
表
さ
れ
た
稿
で
あ
る
。
》
(
「
あ
と
が
き
」
)
原
則
と
し
て
、

発
表
時
そ
の
ま
ま
を
収
め
て
い
る
。

一
副
題
に
「
転
形
期
日
本
の
精
神
史
的
住
相
」
と
あ
る
。
本
書
の
《
主
要

な
論
文
は
:
:
:
対
象
と
す
る
時
代
が
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
を

取
り
吸
う
基
本
的
な
視
覚
に
お
い
て
も
相
謹
2
9と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
》

(
三
九
O
頁
)
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
対
象
で
あ
る
「
転
形
期
日
本
」
と
は
、

明
治
維
新
を
準
備
す
る
江
戸
時
代
後
期
か
ら
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
準

備
す
る
明
治
時
代
後
期
に
い
た
る
時
期
。
そ
れ
を
「
精
神
史
」
、
す
な
わ
ち

《
自
我
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
環
境
と
の
聞
に
行
な
わ

れ
る
適
応
・
対
決
・
疎
外
な
ど
の
諸
関
係
が
、
思
想
的
に
:
:
:
ど
の
よ
う

に
日
本
人
に
受
け
と
め
ら
れ
て
来
た
か
を
解
明
す
る
》
(
五
頁
)
と
い
う
角

度
か
ら
照
ら
し
出
す
も
の
だ
。
各
論
文
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
思
想
家

は
多
彩
で
あ
る
が
、
通
読
す
る
と
、
近
世
1
近
代
に
か
け
て
日
本
人
が
た

ど
っ
た
精
神
的
な
危
機
の
ド
ラ
マ
が
、
あ
り
あ
り
と
眼
前
に
展
開
し
て
く

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
本
書
は
、
す
で
に
発
表
さ
れ
た
丸
山
氏
の
ふ
た
つ
の
主
著
、

す
な
わ
ち
司
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
と
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』

と
を
架
橋
す
る
も
の
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
は
主
と

し
て
、
江
戸
正
統
儒
学
の
確
立
と
変
容
を
‘
後
者
は
主

k
し
て
、
昭
和
期

に
お
け
る
天
皇
制
国
家
の
運
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
考
察
の
対
象
と
す
る
。

そ
の
聞
に
横
た
わ
る
、
明
治
維
新
の
前
後
に
ま
た
が
る
日
本
近
代
の
確
立

期
が
、
本
書
の
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
範
囲
で
あ
る
。

問
題
を
か
な
り
限
定
し
た
前
二
著
に
ひ
き
か
え
、

こ
の
「
転
形
期
日
本
」

は
か
ぞ
え
ら
れ
な
い
。

丸
山
氏
は
ふ
た
昔
ほ
ど
前
ま
で
、
随
時
総
合
雑
誌
に
論
文
を
発
表
し
、

同
時
代
の
圧
倒
的
多
数
の
読
者
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
そ
う

し
た
重
要
論
文
は
、
あ
と
の
世
代
か
ら
次
第
に
入
手
困
難
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
集
め
た
書
物
の
出
版
が
待
た
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

事

今
回
の

J
g織
と
反
逆
』
は
、

一
九
四
九
年
か
ら
一
九
七
七
年
ま
で
の

あ
い
だ
に
執
筆
し
た
日
本
思
想
史
の
論
稿
を
収
め
た
も
の
。
一
篇
を
除
い

て

《
い
ず
れ
も
筑
摩
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
月
刊
誌
・
講
座
・
全
集
等
に

24
2
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γ
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f
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は
、
扱
う
素
材
も
解
く
べ
き
課
題
も
膨
大
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
読
者
は
、

本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
を
順
に
読
み
つ
い
で
い
く
と
、
問
題
の
配
置
の

輪
郭
を
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

事

本
書
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
第
一
論
文
「
忠
誠
と
反
逆
」
は
、

六
O
年
に
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
論
文
の
テ
1
マ
を
圧
縮
し
て
言
え
ば
、
日
本
の
政
治
思
想
に
お
け

る
正
統
性
の
問
題
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

《
こ
の
稿
で
は
忠
誠
も
反
逆

ち
な
に
よ
り
自
我
を
中
心
と
し
て
、
|
|
自
我
を
趨
え
た
客
観
的
原
理
:
:
・

に
対
す
る
自
我
の
ふ
る
ま
い
か
た
、
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
》
(
五
頁
)
。
反
逆

と
は
要
す
る
に
、
「
既
成
の
忠
誠
対
象
の
転
移
」
(
二
八
頁
)
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
れ
も
ま
た
忠
誠
の
ひ
と
つ
の
形
で
あ
る
。
近
世
i
近
代
に
か
け
て
の
転

形
期
の
自
我
は
、
な
に
が
し
か
の
客
観
的
原
理
(
正
統
性
)
を
め
寸
る
忠

誠
/
反
逆
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
い
て
、
近
代
的
自
我
に
ふ
さ
わ
し
い
成
熟

を
と
げ
て
い
く
べ
き
も
の
な
の
だ
。

と
こ
乃
が
、
日
本
社
会
は
そ
の
特
殊
な
事
情
に
よ
っ
て
、
忠
誠
の
対
象

で
あ
る
は
ず
の
客
観
的
原
理
を
自
立
さ
せ
な
い
。
そ
れ
は
ふ
つ
う
、
宗
教

が
提
供
す
る
の
だ
が
、
《
神
道
は
ご
:
:
は
じ
め
か
ら
世
俗
的
権
力
と
緊
張
関

係
に
立
た
ず
、
む
し
ろ
本
質
的
に
そ
れ
と
荷
主
但
し
て
い
る
か
ら
俗
権
と
教

権
の
相
魁
と
い
う
こ
と
自
体
が
問
題
に
な
る
余
地
が
な
い
。
仏
教
は
・

「
鎮
護
国
家
」
的
伝
統
に
よ
っ
て
、
:
:
:
特
に
本
地
垂
漣
説
を
通
じ
て
日
本 九



の
神
々
と
「
習
合
」
し
て
し
ま
っ
た
》
(
五
九
頁
)
。
こ
う
い
う
文
化
的
土
壌

を
背
景
に
お
い
て
、
丸
山
氏
は
、
封
建
社
会
の
武
家
の
規
施
↓
江
戸
儒
学

の
正
統
観
1

・
不
平
士
族
の
反
逆
の
論
理
i
自
由
民
権
論
の
ほ
抗
の
論
理
↓

初
期
キ
リ
ス
ト
者
の
挫
折
、
を
順
に
克
明
に
考
察
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
か
ら

明
ら
か
に
な
る
の
は
、

《絶
対
主
義
的
集
中
が
国
家
と
社
会
の
区
別
を
明
確

に
定
着
さ
せ
る
:
:
:
か
わ
り
に
、
か
え
っ
て
国
家
を
社
会
に
、
逆
に
社
会

を
国
家
に
陥
没
さ
せ
る
方
向
に
進
ん
だ
》
(一

O
八
頁
)
日
本
の
、
特
異
な
正

統
観
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
恨
拠
を
い
ろ
い
ろ
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
と
え

ば
そ
れ
は
第
七
論
文
で
、

《
日
本
神
話
に
お
い
て
人
格
神
の
形
で
も
、
非
人

俗
的
な
「
理
」
な
い
し
は
「
法
(
ダ
ル
マ
)
」
の
形
で
も
、
・
:
:
・
絶
対
的
始

源
昔
ま
た
は
不
生
不
滅
の
永
遠
者
が
な
い
こ
と
》
(
三
二
七
頁
)
と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
社
会
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の

場
合
に
相
当
す
る
よ
う
な
「
自
我
を
切
唱
え
た
客
観
的
原
理
」
が
み
つ
か
ら

な
い
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
西
欧
の
君
主
制
を
模
倣
し
た
明
治
天

皇
制
は
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
大
き
な
歪
み
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本

第
二
論
文
は
、
佐
久
間
象
山
を
と
り
あ
げ
る
。

丸
山
氏
が
ひ
か
れ
た
の
は
佐
久
間
象
山
の
、

《伝
統
主
義
的
な
捷
夷
論
者

の
論
理
》
と
も
違
い

《
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
仲
よ
し
主
義
的
国
際
観
》
(一

四
五
頁
)
と
も
違
う

《主
知
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
思
考
》
(
一
四
九
頁
)
、
き

調
部
軍
事
7

第
三
論
文
「
開
国
」
は
、
一
九
五
九
年
の
初
出
。
尊
皇
一
躍
夷
派
に
よ
る

推
新
が
成
功
し
た
あ
と
、
な
ぜ
開
国
へ
の
政
策
転
換
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん

だ
の
か
を
考
察
す
る

3

い
つ
の
時
代
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

《
「
文
明
開
化
」
へ
の
風
俗
的
な

適
応
は
お
そ
ろ
し
〈
急
速
だ
っ
た
V

(

一八
O
頁
)
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
風

俗
の
流
れ
と
は
別
に
‘
徳
川
幕
藩
体
制
か
ら
明
治
天
皇
制
へ
の
移
行
が
可

能
で
あ
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

丸
山
氏
は
こ
こ
で
、
当
時
の
日
本
人
が
国
際
社
会
の
現
実
を
理
解
し
え

た
こ
と
が
決
め
手
に
な
っ
た
と
言
う
。
で
は
、
そ
の
場
合

《ど
の
よ
う
な

既
知
数
が
・
}
う
し
た
未
知
数
を
解
す
る
手
が
か
り
に
な
っ
た
の
か
Y
丸
山

氏
は
、
ふ
た
つ
を
あ
げ
る
。
ひ
と
つ
は
、
列
強
の
対
峠
す
る
国
際
関
係
を

《園
内
に
お
け
る
大
名
分
国
制
か
ら
の
連
想
》
(
一
七
四
頁
)
で
理
解
で
き
た

こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
国
際
法
の
考
え
方
を

《儒
教
的
な
天
理
・
天
道

の
観
念
に
お
け
る
超
越
的
な
規
範
性
》
(
一
七
五
頁
)
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

理
解
で
き
た
こ
と
。
要
す
る
に
、
濡
教
的
な
教
養
の
あ
る
当
時
の
武
士
階

級
に
と
っ
て
は
、
十
分
に
想
像
の
つ
く
範
囲
の
こ
と
が
ら
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
明
治
初
期
の
日
本
社
会
を
、
そ
の
後
の
歴
史
の

展
開
か
ら
逆
に
推
し
は
か
つ
て
は
な
ら
な
い
。
《少
な
く
と
も
維
新
後
十
数

年
の
歴
史
的
状
況
は
、
も
っ
と
ど
ろ
ど
ろ
し
た
液
体
性
を
帯
び
、
そ
こ
に

は
種
々
な
方
向
へ
の
可
能
性
が
は
ら
ま
れ
て
い
た
》
(
一
八
六
頁
)
。
丸
山
氏

は
そ
こ
に
、
「
聞
か
れ
た
社
会
」
へ
の
自
生
的
な
可
能
性
を
見
て
と
っ
て
い

る。
《無
数
の
閉
じ
た
社
会
の
障
壁
を
と
り
は
ら
っ
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た

J

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
諸
要
素
を
ま
さ
に
天
皇
制
国
家
と
い
う
一
つ
の
閉
じ
た

=
4
4
m
刃
〉
一
刀

m---∞

わ
め
て
現
実
的
な
対
欧
米
観
で
あ
る
。
《象
山
は
・
』
う
い
う
領
域
で
価
値
判

断
の
上
で
、
は
っ
き
り
伝
統
に
与
し
な
が
ら
、
認
識
の
点
で
は
か
な
り
彼

の
合
理
的
実
証
精
神
が
生
か
さ
れ
て
い
る
》
(
一
三
七
頁
)
。
丸
山
氏
は
こ
こ

に
、
あ
り
う
べ
き
た
く
ま
し
い
近
代
的
自
我
を
見
て
い
る
。
象
山
の
悲
運

は
、
日
本
近
代
化
の
悲
運
で
も
あ
る
。

第
六
論
文
「
福
沢
・
岡
倉
・
内
村
」
で
は
、
時
代
を
さ
ら
に
下
り
、
同

慌
に
内
な
る
確
信
に
生
き
た
明
治
の
思
想
家
た
ち
を
追
う
。

福
沢
論
吉
、
岡
倉
天
心
、
内
村
鑑
三
。
一
見
ば
ら
ば
ら
に
見
え
る
こ
の

三
人
の
共
通
点
と
は
、

《彼
等
の
生
き
方
な
り
思
想
な
り
に
は
、
日
本
帝
国

の
正
統
的
な
パ
タ
ー
ン
か
ら
ど
う
し
て
も
は
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
あ
る

も
の
が
つ
き
ま
と
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
れ
が
三
人
の
思
想
家
と
し
て
の

生
命
力
の
源
泉
を
な
し
て
》
(
二
七
四
頁
)
お
り
、
し
か
も
《東
と
西
の
世
界

の
た
ん
な
る
啓
蒙
的
媒
介
入
と
な
る
こ
と
に
甘
ん
ぜ
ず
、
日
本
に
た
い
す

る
自
己
の
使
命
と
、
世
界
に
た
い
す
る
日
本
の
使
命
と
を
不
可
分
に
結
び

つ
け
、
そ
う
し
た
「
天
職
」
の
強
烈
な
意
識
で
生
涯
を
貫
い
た
思
想
家
で

あ
っ
た
》
(
二
七
五
頁
)
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
天
職
」
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
ル
タ
!
の
作
り
出
し
た
概
念
で
あ
り
、
丸
山
氏
は
こ
の
概
念
の
社
会

学
的
な
重
要
性
を
、
ウ
ェ

l
パ
ー
を
通
じ
て
継
受
し
て
い
る
。
こ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
知
識
人
像
、
思
想
家
像
は
、
ほ
と
ん
ど
丸
山
氏
が
自
己
に
与

え
て
い
る
格
率
と
等
し
い
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

* 

社
会
の
集
合
的
な
エ
、
不
ペ
ギ
!
に
切
り
か
え
て
行
っ
た
と
こ
ろ
に
「
万
邦

無
比
」
の
日
本
帝
国
が
形
成
さ
れ
る
歴
史
的
秘
密
が
あ
っ
た
》
(
一
九
六
頁
)

と
語
る
丸
山
氏
の
胸
中
は
、
無
念
の
思
い
に
満
ち
て
い
る
。

牢

第
四
論
文
「
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
問
題
」
は
、
一

九
四
九
年
の
未
刊
論
文
に
、
今
回
補
注
を
つ
け
た
も
の
。
題
名
の
通
り
、

国
家
理
性
を
論
ず
る
こ
と
が
テ
l
マ
で
あ
る
。

明
治
維
新
の
機
動
力
と
な
っ
た
援
夷
思
想
と
は
、
「
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
の
関
係
を
中
華

l
夷
放
と
い
う
図
式
を
通
じ
て
把
握
し
、
そ
う
し
た
図

式
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
思
考
の
型
」
(
二
O
四
頁
)
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
華
夷
観
念
」
の
殺
を
破
ら
な
け
れ
ば
、
日
本
の
近
代
化
は
達
成
さ

れ
な
い
。
丸
山
氏
は
、
明
治
維
新
の
背
後
に
そ
う
し
た
国
家
理
性
の
成
熟

の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
、
そ
れ
を
、
福
沢
諭
吉
や
、
そ
れ
に
反
対
す
る
国
粋

論
者
ら
の
思
想
の
な
か
に
順
に
み
て
い
く
こ
と
を
企
図
し
た
。
論
文
は
、

福
沢
の
と
こ
為
で
未
刊
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。

本

第
五
論
文
「
日
本
思
想
史
に
お
け
る
問
答
体
の
系
譜
」
は
、
中
江
兆
民

の
コ
ニ
酔
人
経
倫
問
答
』
を
素
材
に
し
た
い
っ
ぷ
う
変
わ
っ
た
論
考
だ
。

問
答
体
で
書
か
れ
た
書
物
が
多
い
な
か
で
、
丸
山
氏
が
注
目
す
る
の
は
、



先
了
旬
、
フ
し
い

空
海
の
コ
二
教
指
帰
h

で
あ
る
。

合
三
教
指
帰
=
で
は
、
各
々
の
立
場
を
代

表
す
る
‘
イ
デ
オ
ロ

i
グ
が
す
く
な
く
と
も
対
等
に
問
答
し
て
い
る
。
:
・

回
収
澄
、
空
海
の
時
代
の
日
本
で
は
、
大
陸
か
ら
来
た
か
な
り
高
度
な
、
し

か
も
互
い
に
異
質
的
な
世
界
観
が
ぶ
つ
か
り
合
う
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
》

(
二
三
八
頁
)
か
ら
だ
。
し
か
し
中
世
に
時
代
が
下
る
と
、
同
じ
宗
門
内
部

の
、
先
生
と
弟
子
と
の
聞
の
問
答
体
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
異
質
な

世
界
観
の
衝
突
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
に
対
し
て
、
兆
民
の
コ
ニ
酔
人
経
倫
問
答
ら
は
、

《三
人
は
、
そ
れ

ぞ
れ
実
体
的
に
、
何
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、
こ
の
三
人
の
対
話
を
通
じ
て
複
数
の
観
点
、
色
々
な
角
度
か
ら
の
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
、
が
投
入
さ
れ
て
い
る

l
lま
さ
に
そ
こ
に
特
色
が
あ
る
》。

《
当
時
の
・
日
本
が
当
面
し
て
い
る
問
題
の
広
さ
と
深
さ
:
:
:
を
示
す
た
め
に

問
答
体
を
と
っ
て
い
る
作
品
が
、
こ
の
書
の
ほ
か
に
日
本
の
思
想
史
の
な

か
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
あ
ま
り
な
い
」
(
二
五
九
頁
)
。
丸
山
氏
は
、
兆
民

の
こ
う
し
た
方
法
の
な
か
に
、
「
政
治
的
に
非
常
に
成
熟
し
た
認
識
と
判
断
》

(
二
六
九
頁
)
を
見
て
い
る
。

本

第
七
論
文
「
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
」
は
、
「
近
代
に
い
た
る
歴
史
意
識
の

展
開
の
諸
様
相
の
基
底
に
執
掬
に
流
れ
つ
づ
け
た
、
思
考
の
枠
組
」
を
、

上
代
1
古
代
の
日
本
に
さ
ぐ
ろ
う
と
い
う
大
胆
な
仮
説
を
回
提
示
す
る
。
す

な
わ
ち
、
竺
般
的
に
、
歴
史
的
出
来
事
に
つ
い
て
の
日
本
人
の
思
考
と
記

予

以
上
三
つ
の
基
本
範
鳴
を

《強
い
て
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
ま
と
め
る
な

ら
ば
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
こ
と
に
な
み
う
》
(三

三
四
頁
)
。
問
題
は
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
と
外
国
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
る
思
想
が
、

こ
う
い
う
歴
史
意
識
に
か
か
る
と
、
「
日
本
的
」
に
変
容
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
導
か
れ
る
丸
山
氏
の
危
機
意
識
は
、
き
わ
め
て
現
代
的
で
あ

る。
《も
と
も
と
歴
史
的
旧
対
主
義
の
繁
茂
に
有
利
な
わ
れ
わ
れ
の
土
壌
は
、

「
な
り
ゆ
き
」
の
流
動
性
と
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
の
推
移
と
の
そ
ニ
し
れ
な
い
泥

沼
に
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
・
:
・
:
「
神
は
死
ん
だ
」
と
ニ

l
チ
エ
が
く

ち
ば
し
っ
て
か
ら
一
世
紀
た
っ
て
、
そ
こ
で
の
様
相
は
ど
う
や
ら
右
の
よ

う
な
日
本
の
情
景
に
ま
す
ま
す
似
て
来
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
し
か

す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
意
識
を
特
徴
づ
け
る
「
変
化
の
持
続
」
は
、

そ
の
側
面
に
お
い
て
も
、
現
代
日
本
を
世
界
の
最
先
進
国
に
位
置
づ
け
る

要
因
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
》
(
三
五
一
頁
)
。
こ
れ
が
書
か
れ
た
の

は
一
九
七
二
年
だ
が
、
ニ

l
チ
ェ
の
申
し
子
を
自
祢
す
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ン
派
が
八
十
年
代
の
日
本
で
隆
盛
を
き
わ
め
た
あ
と
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ

の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
、
ぴ
た
り
と
符
号
す
る
で
は
な
い
か
。

* 

第
八
論
文
「
思
想
史
の
考
え
方
に
つ
い
て
」
は
、
一
九
六
O
年
の
講
演

を
も
と
に
し
て
、
同
年
発
表
し
た
も
の
。
こ
こ
で
丸
山
氏
は
、
非
常
に
わ

か
り
や
す
い
語
り
口
で
、
思
想
史
と
は
何
か
を
明
快
に
語
っ
て
い
る
。

=
-
一
円
買
、
L
F
-
R

門・
-hc

述
の
慌
式
に
つ
い
て
さ
ぐ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
の
基
底
的
枠
組
は
守
悉

に
此
の
神
代
の
始
の
趣
に
依
る
も
の
な
り
』
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
|

l
こ
れ
が
こ
の
小
稿
の
仮
説
で
あ
る
》
(
二
九
五
頁
)
。

日
本
人
の
思
考
を
と
ら
え
続
け
て
き
た
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
と
し
て
、

「
な
る
」
「
つ
ぎ
」
「
い
き
は
ひ
」
の
一
二
つ
の
基
底
範
鳴
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
、
九
山
氏
は
提
案
す
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、

《な
ぜ
皇
申
羊
寄
り
沼
の
正
統

性
が
、
大
地
開
閥
↓
国
生
み
↓
天
孫
降
臨
↓
人
と
い
う
時
間
の
流
れ
の
中

で
、
し
か
も
系
議
的
連
続
性
と
い
う
形
で
行
な
b
れ
た
の
か
》
と
い
う
疑

問
に
こ
た
え
る
た
め
だ
。
こ
こ
で
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
と
は
、

《記
紀
神

話
の
官
頭
の
叙
述
か
ら
抽
出
し
た
発
想
様
式
》
(
二
九
八
頁
)
の
こ
と
。
日
本

一

の
歴
史
の

《持
続
低
音
》
を
、
日
本
近
代
を
考
え
る
場
合
の
補
助
線
の
ひ

と
つ
に
加
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
な
る
」
は
「
つ
く
る
」
の
対
極
に
あ
る
。
「
う
む
」
は
そ
の
ま
ん

中
に
位
置
す
る
。
「
つ
く
る
」
の
典
型
は
、

《
ユ
、
ダ
ヤ
H
キ
リ
ス
ト
教
系
列
の

世
界
創
造
神
話
》
(二
O
O
頁
)
で
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、

《有
機
物
の
お

の
ず
か
ら
な
る
発
芽
・
生
長
・
増
殖
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
な
る
」
が

「
な
り
ゆ
く
」
と
し
て
歴
史
意
識
を
も
規
定
し
て
い
る
》
(三
O
九
頁
)
。

ま
た
、

《
「
つ
ぎ
」
は
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
と
し
て
固
有
の
歴
史
範
噂
を
形
成
す

る
》。
「
な
る
」
と
「
つ
ぎ
」
が
一
緒
に
な
っ
て
、

《血
統
の
連
続
的
な
増
殖

過
程
》
(
一
一
二
四
頁
)
を
表
現
す
る
。

さ
ら
に
、
「
い
き
は
ひ
」
は
、
も
と
も
と
軍
事
用
語
で
あ
っ
た
が
、
日
本

の
文
化
的
土
壌
の
な
か
で
、

《治
乱
興
亡
の
歴
史
的
力
学
を
表
現
す
る
も
っ

と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
用
語
》
(
三
三
三
頁
)
と
な
っ
て
い
〈
。

た
と
え
ば
思
忽
史
を
、
無
方
法
な
思
忽
論
と
区
別
し
て
、
こ
う
の
べ
て

い
る
。

《歴
史
的
な
文
脈
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
し
に
、
思
想
を
論
じ
る
》

(
三
七
六
頁
)
、
い
わ
ば
自
由
で
自
分
勝
手
な
テ
キ
ス
ト
の
操
作
が
「
思
想
論
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、

《思
惣
史
は
や
は
り
史
料
的
考
証
に
よ
っ
て
厳
密
に

裏
づ
け
さ
れ
な
け
れ
ば
な
》
ら
な
い
(
三
七
七
頁
)
。
こ
の
制
約
の
も
と
で
、

思
忽
史
は

《過
去
の
思
想
の
再
創
造
》
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
と
い
う
具
体
的
な
場
所
で
、
思
想
史
の
仕
事
を
す
る
場

合
、
独
特
の
む
ず
か
し
さ
が
つ
き
ま
と
う
。

《本
物
か
ら
歪
曲
さ
れ
、
変
質

し
て
行
く
尺
度
だ
け
に
気
を
と
ら
れ
ま
す
と
、
日
本
の
思
想
と
い
う
の
は
、

あ
る
意
味
で
は
全
部
が
本
物
の
偏
向
、
あ
る
い
は
誤
解
の
歴
史
だ
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
》
(
三
八
一
頁
)
。
「
日
本
の
思
想
史
の
よ
う
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
思
想
が
雑
然
と
し
て
雑
居
し
て
必
ず
し
も
伝
統
と
し
て
ま
と
ま
っ

た
構
造
を
持
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
思
想
的
な
伝
統
を
生
産
的
に
引
き

出
す
た
め
に
は
、
思
想
が
字
ま
れ
て
く
る
過
程
で
の
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト

な
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
三
八
五
頁
)
。

こ
れ
は
、
歴
史
的
な
文
脈
と
は
ま
た
別
に
、
日
本
と
い
う
文
化
的
な
土
壌

の
な
か
で
、
で
』
ま
で
頑
張
っ
た
か
ら
よ
し
と
し
よ
う
と
い
う
か
た
ち
で
、

社
会
的
文
脈
も
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
に
聞
こ
え
る
。
い
わ
ば
、
日

本
の
思
想
に
は
ハ
ン
デ
ィ
を
争
え
て
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
丸
山
思
想

史
で
あ
る
。
悲
し
〈
聞
こ
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、
よ
く
考
え
て
み

れ
ば
、
オ
ペ
ラ
も
バ
レ
ー
も
油
絵
ら
文
学
も
、
そ
し
て
思
怨
や
学
問
も
、

み
な
こ
の
種
の
ハ
ン
デ
ィ
な
し
に
は
話
が
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

『
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4
且
こ
J
丸

命

・

・

4

J



. 

別
主
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
噂
}
れ
は
こ
う
い
う
問
い
だ
と
考
え
て
も
よ
い
。

一
流
未
満
の
忠
忽
を
扱
う
優
れ
た
思
怨
史
の
仕
事
は
、
一
流
た
り
う
る
か
?

こ
の
間
い
に
、
私
は
イ
エ
ス
と
答
え
た
い
。
そ
れ
は
、
一
流
未
満
の
思
忽

の
ど
こ
に
見
る
べ
き
部
分
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
か
を
必
死
で
さ
ぐ
り
当
て

る
、
痛
ま
し
い
努
力
を
評
価
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
論
文

の
さ
り
げ
な
い
語
り
口
の
な
か
に
、
日
本
思
想
史
家
丸
山
氏
の
悲
劇
を
み

る
の
は
、
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

本

き
て
、
以
上
の
論
文
を
通
読
し
て
み
れ
ば
、
読
者
は
、
ひ
と
つ
の
時
代

を
築
い
た
巨
人
、
丸
山
田
県
男
氏
の
仕
事
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

私
が
ひ
し
ひ
し
と
受
け
た
読
後
感
は
、
丸
山
氏
の
孤
独
で
あ
っ
た
。

敗
戦
後
ま
も
な
く
、
三
十
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
り
の
若
さ
で
は
な
ば
な
し

い
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
り
、
以
来
ず
っ
と
日
本
の
言
論
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
、

戦
後
知
識
人
の
ス
タ

l
。
伎
は
ど
熱
心
に
読
ま
れ
、
模
倣
さ
れ
、
注
目
さ

れ
続
け
た
学
者
は
い
な
い
だ
乃
う
。
丸
山
氏
は
、
わ
が
日
本
の
誇
る
べ
き

世
界
的
な
大
学
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
誰
ひ
と
り
疑
う
者
は
い
な
い
。

そ
の
業
績
も
、
夜
空
の
星
の
よ
う
に
燦
然
と
輝
い
て
い
る
。
な
の
に
な
ぜ
、

九
山
氏
は
孤
独
な
の
か
?

《
ち
っ
と
も
思
想
家
ら
し
い
思
想
家
の
亜
流
に
、
往
々
に
し
て
も
っ
と
も

思
忽
家
く
さ
い
思
恕
業
者
が
う
ま
れ
る
》
(
二
九
二
頁
)
。
こ
う
苦
々
し
く
語

る
丸
山
氏
は
、
ま
る
で
い
わ
ゆ
る
丸
山
学
派
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う

網

ral
-
-

;
j

!

1
1
1
f
i
l
i

-
-

適
当
な
方
法
を
見
つ
け
ろ
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

た
し
か
に
こ
れ
が
、
彼
の
流
協
な
の
だ
ろ
う
。
彼
の
主
要
業
績
を
思
い

お
こ
し
て
も
、
へ

l
ゲ
ル
の
弁
証
法
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ウ
ェ

l
パ
!
の

エ
ー
ト
ス
論
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
:
:
:
と
い
っ
た
議
論
が
、
長
嶋
の
三

塁
守
備
の
よ
う
な
動
物
的
な
選
択
眼
で
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た

ぐ
い
ま
れ
な
動
物
的
本
能
(
才
能
)
+
文
献
学
的

(
H
歴
史
学
的
)
な
テ
キ

ス
ト
燥
作
の
技
術
。
こ
れ
が
、
丸
山
学
の
実
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

* 

こ
う
し
た
手
の
う
ち
を
、
丸
山
氏
自
身
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
た
し

か
に
氏
の
業
績
は
偉
大
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
主
と
し
て
彼
の
才
能

に
由
来
す
る
も
の
で
、
ひ
と
つ
の
デ
シ
プ
リ
ン
を
形
成
す
る
に
は
足
り
な

い
。
丸
山
学
派
の
凋
落
に
は
ニ
う
し
た
必
然
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
丸
山
氏
が
、
戦
前
i
戦
中
の
超
国
家
主
義
の
研
究
で
矢
継
ぎ
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m
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だ
。
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
ち
が
寄
り
集
ま
っ
て
縮
小
再
生
産
を
繰
り
返
し
、

創
始
者
の
近
産
を
喰
い
つ
ぶ
す
|
|
あ
る
い
は
、
そ
れ
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
彼
が
苦
し
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
必
然
的
ロ
エ
ピ
ゴ
ー
ネ

ン
を
う
み
だ
す
構
造
が
自
分
の
学
問
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
の

貰
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
丸
山
氏
の
政
治
思
想
史
が
ど
う
い
う
方
法
を
採
用
し
て

い
る
か
、
と
い
う
問
題
と
関
係
す
る
。

あ
る
学
問
が
、
し
っ
か
り
と
し
た
方
法
を
そ
な
え
て
お
り
、
そ
れ
が
後

続
す
る
世
代
に
習
得
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
正
し
い
意
味
で
の
学

派
・
学
統
が
成
立
す
る
。
も
し
も
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
後

続
す
る
世
代
は
先
人
の
業
績
を
継
承
で
き
な
い
か
ら
、
や
む
を
え
ず
表
面

的
な
筏
倣
に
終
始
し
て
、
エ
ピ
ゴ

1
、不
ン
に
な
る
し
か
な
い
。

《私
は
思
想
史
の
研
究
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
思
想
史
の
方
法
論
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
何
か
特
別
な
方
法
論
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
:
:
:
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
学
会
の
共
有
財
産
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
考
え
と
い
っ
た
も
の
が
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
に
、
仮
説
を

出
し
て
み
る
だ
け
の
こ
と
だ
と
ご
承
知
お
き
願
い
ま
す
。
》
(
一
二
五
五
頁
)
こ

れ
は
、
第
八
論
文
「
思
想
史
の
考
え
方
に
つ
い
て
」
の
ま
え
が
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
謙
遜
で
な
く
、
率
直
な
表
白
と
み
る
べ
き
だ
。

丸
山
氏
は
・
』
う
も
語
る
。
《実
際
に
思
想
史
の
う
っ
そ
う
と
し
た
森
の
中

に
わ
け
入
り
、
対
象
と
取
り
組
ん
で
い
く
過
程
の
な
か
で
い
ろ
い
ろ
な
問

題
と
当
面
し
て
い
っ
て
、
そ
の
な
か
か
ら
思
想
史
の
方
法
と
い
う
も
の
が

考
え
ら
れ
て
い
く
》
(
三
五
七
頁
)
。
仕
事
の
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
時
々
で

早
に
よ
い
仕
事
を
し
た
た
め
、
ち
ょ
う
ど
金
メ
ダ
ル
を
い
く
つ
も
獲
得
し

た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
の
よ
う
に
、
今
度
も
金
メ
、
ダ
ル
で
当
た
り
前
と
い

う
国
民
の
期
待
が
生
じ
、
戦
後
民
主
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
虚
像
が
生

じ
た
。
戦
後
社
会
は
そ
う
し
た
ス
タ
ー
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
れ
が
重

荷
に
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
ひ
と
り
の
学
究
と
し
て
の
丸
山
氏
の
良
心

と
、
万
能
の
学
聞
を
求
め
て
や
ま
な
い
知
的
大
衆
の
夢
。
こ
の
不
幸
な
す

れ
違
い
を
自
分
の
宿
命
と
し
て
生
き
、
し
か
も
誰
に
も
、
弟
子
た
ち
に
さ

え
も
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
、
丸
山
氏
の
孤
独
の
正
体
で
あ
る
と

思
い
た
い
。

思
え
ば
思
想
史
と
は
、
迂
遠
な
学
問
だ
。
語
る
に
足
る
思
想
が
な
い
の

な
ら
、
な
ぜ
思
想
史
で
は
な
〈
思
忽
そ
の
も
の
を
生
み
出
さ
な
い
の
か
。

こ
れ
は
、
丸
山
氏
に
対
す
る
聞
い
で
は
な
く
、
彼
の
仕
事
を
継
承
し
よ
う

と
す
る
わ
れ
わ
れ
世
代
の
自
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
筑
摩
書
一
場
刊
・
三
入
O
O
円
)
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