
iii　　は じ め に

は
じ
め
に

　
私
は
『
世
界
史
の
構
造
』（
二
〇
一
〇
年
六
月
刊
）
を
書
い
て
い
た
と
き
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
に

つ
い
て
も
っ
と
詳
し
く
論
じ
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
難
し

く
、
別
に
一
冊
の
本
と
し
て
書
く
ほ
か
な
い
と
考
え
な
お
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
で
き
あ
が
っ
た

の
が
本
書
で
あ
る
。
本
書
は
、
し
た
が
っ
て
、
前
書
『
世
界
史
の
構
造
』
で
示
し
た
理
論
的
枠
組
を
前

提
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
読
ん
で
い
な
く
て
も
、
本
書
は
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
念
の

た
め
に
、そ
の
要
約
と
、そ
れ
が
い
か
に
本
書
に
か
か
わ
る
か
を
示
す
、「『
世
界
史
の
構
造
』
か
ら
『
哲

学
の
起
源
』
へ
」
と
い
う
文
を
、巻
末
に
付
す
こ
と
に
し
た
。
も
し
本
文
の
記
述
が
不
分
明
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
本
書
の
最
初
の
稿
は
、
月
刊
文
芸
誌
『
新
潮
』
に
連
載
し
た
。
そ
の
際
、
編
集
長
の
矢
野
優
氏
に
大

変
お
世
話
に
な
っ
た
。
氏
の
支
え
が
な
け
れ
ば
、
本
稿
は
で
き
あ
が
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
心
よ
り
御

礼
を
申
し
上
げ
る
。
単
行
本
の
出
版
に
際
し
て
は
、『
世
界
史
の
構
造
』
と
同
様
、
岩
波
書
店
の
小
島

潔
氏
の
お
手
を
煩
わ
せ
た
。
深
く
感
謝
す
る
。

二
〇
一
二
年
九
月
一
五
日
　
於
北
京 

柄
谷
行
人
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1
　
普
遍
宗
教

　
紀
元
前
六
世
紀
ご
ろ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
代
表
さ
れ
る
預
言
者
が
バ
ビ
ロ
ン
の
捕
囚
の
中
か
ら
あ
ら
わ

れ
、
イ
オ
ニ
ア
に
は
賢
人
タ
レ
ス
が
あ
ら
わ
れ
、
イ
ン
ド
に
は
ブ
ッ
ダ
や
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ（
ジ
ャ
イ
ナ

教
開
祖
）が
、
そ
し
て
、
中
国
に
は
老
子
や
孔
子
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
同
時
代
的
平
行
性
は
驚

く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
た
ん
に
社
会
経
済
史
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え

ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
こ
れ
を
、
宗
教
や
哲
学
を
経
済
的
土
台（
生
産
様
式
）に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
観
念
的
な
上
部
構
造
と
み
な
し
て
き
た
。
し
か
し
、
経
済
的
土
台
の
変
化
を
見
て

も
、
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
た
変
化
は
十
分
に
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
こ
の
時
期
の
変
化
を
、
観
念
的
上
部
構
造
の
次
元
で
独
自
に
起
こ
っ
た
精
神
的
革
命
あ

る
い
は
進
化
と
し
て
見
る
見
方
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
、
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
道

徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
本
来
、
人
間
の
社
会
は
小
さ
な
「
閉
じ
た

社
会
」
で
あ
り
、
道
徳
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
。
で
は
、
そ
れ
が
開
か
れ
る
こ
と
は
い
か
に
し

て
あ
り
え
た
の
か
。
人
類
社
会
が
こ
の
時
期
、
閉
じ
ら
れ
た
氏
族
社
会
か
ら
多
民
族
が
交
易
す
る
世
界

帝
国
に
拡
大
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、「
開
い
た
社
会
」
を
も
た
ら
す
こ
と
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は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
う
。《
閉
じ
た
社
会
か
ら
開
い
た
社
会
へ
、
都シ

テ市
か
ら
人
類
へ
の
移
行
は
、

単
な
る
拡
大
に
よ
っ
て
は
決
し
て
可
能
で
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
両
者
は
同
一
本
質
の
も
の
で
は
な
（
（
（
い
》。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
変
化
を
経
済
的
土
台
で
は
な
く
、
宗
教
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
見
よ
う
と
し
た
。

「
閉
じ
た
社
会
」
と
は
、
宗
教
で
い
え
ば
、「
静
的
宗
教
」
で
あ
り
、「
開
い
た
社
会
」
と
は
「
動
的
宗

教
」
で
あ
る
。
静
的
宗
教
か
ら
動
的
宗
教
へ
の
飛
躍
を
も
た
ら
し
た
の
は
、「
特
権
的
個
人
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
の
根
底
に
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル（
愛
の
飛
躍
）な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

が
特
権
的
個
人
の
行
為
を
通
し
て
発
出
す
る
の
だ
と
い
う
。

　
し
か
し
、
私
は
「
閉
じ
た
社
会
」
か
ら
「
開
い
た
社
会
」
へ
の
飛
躍
が
宗
教
の
レ
ベ
ル
で
お
こ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
、
経
済
的
土
台
か
ら
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
従
来
の
よ
う
に
「
生
産
様

式
」
か
ら
で
は
な
く
、「
交
換
様
式
」
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
に
お

け
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
呪
術
―
宗
教
―
普
遍
宗
教
に
い
た
る
発
展
は
、
交
換
様
式
の
変
容
と
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
通
常
、「
交
換
」
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
商
品
交
換
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
交
換
様
式
Ｃ
と
呼
ぶ
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
共
同
体
と
共
同
体
の
間
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
や
家
族
の
内
部
で
は
生

じ
な
い
。
後
者
に
お
い
て
存
在
す
る
の
は
、
贈
与
と
お
返
し
と
い
う
互
酬
交
換
、
す
な
わ
ち
交
換
様
式

Ａ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
と
異
な
る
タ
イ
プ
の
交
換
、
す
な
わ
ち
、
交
換
様
式
Ｂ
が
あ
る
。
こ
れ

は
支
配
―
被
支
配
関
係
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
交
換
に
見
え
な
い
。
し
か
し
、
支
配
者
に
服
従
す
る
者



4

が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
安
堵
を
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
交
換
で
あ
る
。
国
家
は
こ
の
よ
う
な
交
換
様

式
Ｂ
に
根
ざ
し
て
い
る
。

　
宗
教
の
変
化
も
、
こ
の
よ
う
な
交
換
様
式
の
変
化
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
ア

ニ
ミ
ズ
ム
で
は
、
万
物
に
ア
ニ
マ（
霊
）が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
人
は
ア
ニ
マ
を
抑
え

な
い
と
、
対
象
と
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
動
物
を
狩
猟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
場
合
、
ア
ニ
マ
に
贈
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
抑
え
、
対
象
を
た
ん
な
る
物
に
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
が
供
犠
で
あ
る
。
死
者
の
埋
葬
・
葬
礼
も
、
贈
与
に
よ
っ
て
死
者
の
霊
を
抑
え
る
た
め
に
な
さ
れ

る
。
呪
術
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
交
換
、
す
な
わ
ち
交
換
様
式
Ａ
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
ア
ニ
マ
に
贈

与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
た
ん
な
る
物
と
し
て
扱
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
呪
術
な
の

だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
呪
術
師
は
む
し
ろ
、
対
象
を
物
と
し
て
扱
う
、
最
初
の
科
学
技
術
者
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
場
合
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
遊
動
民
の
バ
ン
ド
社
会
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
あ
る
が
、
呪
術
が

未
発
達
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
閉
じ
た
社
会
」
や
「
静
的
宗
教
」
は
、
彼
ら
が
定
住
し
た
の
ち
に

形
成
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
最
も
初
期
的
な
遊
動
民
社
会
は
「
閉
じ
た
社
会
」
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、「
閉
じ
た
社
会
」
は
自
然
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
定
住
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
危

機
に
直
面
し
て
、
ま
さ
に
「
飛
躍
」
と
し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
定
住
化
と
と
も
に
、
富
や
力
の
蓄
積

が
可
能
に
な
り
、
階
級
や
国
家
が
発
生
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
。
氏
族
社
会
は
そ
れ
を
、
互
酬
的
交
換
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を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
い
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
く
り
か
え
す
と
、
呪
術
は
定
住
以
後
の
氏
族
社
会
で
発
達
し
た
。
定
住
に
よ
っ
て
、
多
く
の
他
者
お

よ
び
死
者
と
共
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
の
中
で
、
互
酬
的
交
換
の
義
務
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

呪
術
が
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
族
社
会
に
お
い
て
、
首
長
や
呪
術
師
の
地
位
は
高
ま

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
決
定
的
に
な
る
の
は
、
国
家
社
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
都
市
国
家
の
抗
争
の

中
か
ら
集
権
的
な
国
家
が
出
現
す
る
と
き
、
王=

祭
司
の
権
力
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
神
も
ま
た

超
越
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
交
換
様
式
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
専
制
国
家
は
、
交
換
様
式
Ｂ
が
優
越
す
る
状
態
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
、
王
も
臣
民
も
こ
の
関
係
を
、
征
服
―
服
従
の
関
係
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
臣
民

が
王
に
対
し
て
積
極
的
に
服
従
し
貢
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
か
ら
保
護
や
再
分
配
を
賜
る
か
の
よ

う
な
互
酬
的
関
係（
交
換
様
式
Ａ
）と
見
な
し
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
が
神
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
も

い
え
る
。

　
専
制
国
家
で
は
、
神
は
人
間
を
支
配
す
る
者
と
し
て
超
越
化
さ
れ
る
が
、
神
と
人
間
の
関
係
に
は
、

そ
れ
以
前
の
呪
術
に
あ
っ
た
よ
う
な
互
酬
的
な
関
係
が
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
る
。
神
は
超
越
的
で
あ
り
、
人
の
意
志
を
越
え
た
存
在
で
あ
る
。
が
、
人
が
神
に
贈
与
し
祈
願

す
れ
ば
、
神
は
人
の
願
い
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
神
の
超
越

性
は
十
分
に
成
立
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
国
家
が
敗
れ
た
場
合
、
神
は
人
間
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
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う
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
諸
国
家
の
抗
争
の
結
果
、
広
域
国
家（
世
界
帝
国
）が
形
成
さ
れ
る
。
世
界
帝
国
は
た
ん
に

軍
事
的
な
支
配
の
拡
大（
交
換
様
式
Ｂ
）だ
け
で
な
く
、
広
範
な
交
易
圏（
交
換
様
式
Ｃ
）の
成
立
に
よ
っ
て

可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
神
は
、
そ
れ
ま
で
の
氏
神
や
部
族
神
を
越
え
た
「
世
界
神
」
と
な
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
ま
だ
普
遍
宗
教
で
は
な
い
。
帝
国
が
征
服
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
神
も
棄
て
ら
れ
る
か

ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
帝
国
は
、
普
遍
宗
教
成
立
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
十
分
条
件
で
は

な
い
。

　
普
遍
宗
教
も
ま
た
、
交
換
様
式
の
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
交

換
様
式
Ａ
が
交
換
様
式
Ｂ
・
Ｃ
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
の
ち
に
、
そ
れ
を
高
次
元
で
回
復
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
互
酬
原
理
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
社
会
が
国
家
の
支
配
や
貨
幣
経
済

の
浸
透
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
あ
っ
た
互
酬
的
＝
相
互
扶
助
的
な
関
係
を
高
次
元
で
回

復
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
交
換
様
式
Ｄ
と
呼
ぶ
。

　
Ｄ
は
、
Ａ
を
高
次
元
で
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
、
Ａ
を
否
定
す

る
こ
と
な
く
し
て
あ
り
え
な
い
。
別
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
に
お
け
る
呪
術
性
を
否
定
す

る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
普
遍
宗
教
の
特
質
を
〝
脱
呪
術
化
〞
に
見
出
し
た
こ

と
は
、
そ
の
意
味
で
正
し
い
。
脱
呪
術
化
は
概
ね
、
自
然
科
学
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
が
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
い
う
脱
呪
術
化
と
は
、
祭
祀
や
祈
願
と
い
う
か
た
ち
で
神
を
人
間
の
意
志
に
従
わ
せ
る
こ
と
の
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否
定
で
あ
る
。《
宗
教
的
行
為
は
「
神
礼
拝
」
で
は
な
く
て
、「
神
強
制
」
で
あ
り
、
神
へ
の
呼
び
か
け

は
、
祈
り
で
は
な
く
て
呪
文
で
あ
（
（
（
る
》。
神
強
制
は
、
自
然
に
対
す
る
科
学
的
態
度
に
よ
っ
て
、
否
定

さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
逆
に
、
神
強
制
の
断
念
に
よ
っ
て
、
自
然
に
対
す
る
科
学
的
態
度
が
可
能

に
な
る
の
だ
。

　
こ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う
こ
と
を
「
交
換
様
式
」
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
脱
呪
術
化
と
は
、
神
と

人
間
の
関
係
に
お
い
て
互
酬
性
が
放
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
実
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
今
日
の
ど
ん
な
世
界
宗
教
に
も
、
祈
願
と
い
う
か
た
ち
で
「
神
強
制
」
が
残

存
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
し
神
強
制
が
断
念
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

世
界
史
的
な
事
件
だ
と
い
う
べ
き
な
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
件
は
、
特
権
的
人
格
が
あ
ら
わ
れ

て
「
閉
じ
た
社
会
」
を
開
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

2
　
倫
理
的
預
言
者

　
神
強
制
の
断
念
は
い
か
に
し
て
あ
り
え
た
の
か
。
そ
の
一
例
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
成
立
過
程
に
見
出
さ
れ

る
。
旧
約
聖
書
に
は
、「
神
と
人
間
」
の
契
約
、
モ
ー
セ
に
率
い
ら
れ
た
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
脱
出
、
カ

ナ
ン（
パ
レ
ス
チ
ナ
）に
定
住
し
た
後
の
、
ダ
ビ
デ
、
ソ
ロ
モ
ン
に
い
た
る
国
家
的
発
展
の
歴
史
が
書
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
約
聖
書
が
最
終
的
に
編
纂
さ
れ
た
の
は
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
か
ら
帰
還
し
教
団
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が
確
立
さ
れ
た
の
ち
で
あ
り
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
「
歴
史
」
は
、
実
際
は
、
こ
の
時
点
か
ら
再
構
成
な

い
し
創
造
さ
れ
た
物
語
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
普
遍
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
ユ
ダ
王
国
が
滅

ぼ
さ
れ
捕
囚
と
し
て
バ
ビ
ロ
ン
に
連
れ
て
行
か
れ
た
人
々
の
間
で
成
立
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
始
原
に

投
射
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
、
多
数
の
遊
牧
民
部
族
の
盟
約
連
合
体
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
、
彼
ら
は

エ
ホ
バ
の
神
の
下
で
盟
約
を
結
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
例
外
的
な
事
態
で
は
な
い
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

の
都
市
国
家
も
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
も
同
様
で
あ
る
。
多
部
族
が
一
つ
の
都
市
国
家
を
形
成
す
る
と
き
、

新
た
な
神
を
信
奉
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
契
約
の
一
形
態
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
「
契
約
」
だ
け
を
特
別
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ユ
ダ
ヤ
の
部
族
連
合
体
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
周
辺
に
巨
大
な
国
家（
エ
ジ
プ
ト
や
ア
ッ
シ
リ
ア
）が
存

在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
外
の
国
家
に
対
抗
す
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
。
だ
が
、
彼

ら
が
カ
ナ
ン
の
地
に
定
住
し
て
農
耕
を
開
始
し
た
と
き
、
彼
ら
の
生
活
は
そ
れ
ま
で
の
遊
牧
民
的
時
代

と
は
根
本
的
に
違
っ
て
き
た
。
そ
れ
ま
で
の
部
族
連
合
体
か
ら
、
ダ
ビ
デ
、
ソ
ロ
モ
ン
の
時
代
に
は
エ

ジ
プ
ト
の
よ
う
な
「
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
」
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
人
々
が
遊
牧
民
時
代
の
神
の
か

わ
り
に
農
耕
社
会
の
神（
バ
ー
ル
神
）を
信
じ
た
こ
と
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
ソ
ロ
モ
ン
の
時
代
に
、
神
は
王
権
の
強
大
化
を
反
映
し
て
超
越
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

所
詮
、
氏
族
神
の
延
長
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
い
か
に
超
越
的
な
神
と
い
え
ど
も
、
戦
争
に
負
け
れ
ば
棄
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て
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
ひ
と
が
神
に
対
し
て
服
従
的
で
あ
っ
て
も
な
お
、
神
を
贈
与
に

よ
っ
て
「
強
制
」
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な

宗
教
は
本
質
的
に
呪
術
的
な
の
で
あ
る
。

　
事
実
、
ソ
ロ
モ
ン
の
後
に
分
裂
し
た
二
つ
の
王
国
の
一
つ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
が
滅
ん
だ
と
き
、
神

は
棄
て
ら
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
ユ
ダ
王
国
が
滅
ん
だ
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
と
き
、
捕
囚
と

し
て
バ
ビ
ロ
ン
に
連
れ
て
行
か
れ
た
人
々
の
間
で
、
未
曾
有
の
事
態
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
、
戦
争
に
敗

れ
国
家
が
滅
ん
で
も
、
神
が
棄
て
ら
れ
ず
、
逆
に
人
間
に
そ
の
責
任
を
問
う
よ
う
な
転
倒
が
生
じ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
神
強
制
」
の
断
念
で
あ
り
、
宗
教
の
「
脱
呪
術
化
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
と
人
間

の
関
係
の
互
酬
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
神
と
人
間
の
関
係
が
根
本
的
に
変
わ
っ

た
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
人
間
と
人
間
の
関
係
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
バ
ビ
ロ
ン
に
連
れ
て
行
か
れ
た
人
々
は
、
比
較
的
に
知
識
階
層
が
多
く
、
ま
た
彼
ら
は
主
と
し
て
商

業
に
従
事
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
宗
教
も
ふ
く
め
た
旧
支
配
機
構
か
ら
離
れ
、
同
時
に
農
耕
共
同

体
か
ら
も
離
れ
て
、
個
人
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
諸
個
人
が
、
神
の
下
に
新
た
な

盟
約
共
同
体
を
形
成
し
た
。
そ
れ
が
「
神
と
人
間
の
契
約
」
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

遊
牧
民
の
部
族
連
合
体
の
結
成
と
似
て
非
な
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
ま
た
、
王
朝
時
代
に
活
動
し
た
預
言

者
の
思
想
と
も
異
な
る
。
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預
言
者
ら
は
官
僚
や
祭
司
の
横
暴
、
人
々
の
堕
落
、
貧
富
の
差
を
批
判
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
国
家
が

滅
亡
す
る
と
警
告
し
た
。
彼
ら
が
い
う
の
は
、
遊
牧
民
の
部
族
連
合
体
の
回
復
、
い
わ
ば
「
砂
漠
に
帰

れ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
交
換
様
式
Ａ
の
回
復
、
つ
ま
り
、
互
酬
的
な
共
同
体
の
回
復
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
預
言
者
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
遊
牧
民
が
専

制
国
家
の
下
で
農
耕
民
と
な
っ
た
よ
う
な
所
で
は
ど
こ
で
も
、
共
同
体
・
国
家
の
危
機
に
お
い
て
そ
の

よ
う
な
タ
イ
プ
の
預
言
者
が
出
現
し
た
だ
ろ
う
か
ら
。
が
、
Ａ
の
回
復
を
唱
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
た

だ
ち
に
普
遍
宗
教
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。

　
一
方
、
バ
ビ
ロ
ン
に
生
じ
た
の
は
、
部
族
的
拘
束
か
ら
離
れ
た
自
由
・
平
等
な
個
々
人
の
盟
約
連
合

体
で
あ
る
。
そ
れ
は
交
換
様
式
Ａ
の
高
次
元
で
の
回
復
、
す
な
わ
ち
、
交
換
様
式
Ｄ
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

高
次
元
で
の
回
復
と
い
う
こ
と
は
、
Ｂ
・
Ｃ
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
Ａ
そ
れ
自
体
の
否
定
な
く

し
て
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
先
ず
、
個
々
人
が
部
族
共
同
体
や
国
家
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を

必
要
と
す
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
条
件
を
、
捕
囚
と
い
う
事
態
が
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
バ
ビ
ロ
ン
の
捕
囚
と
な
っ
た
人
々
は
、
約
四
〇
年
後
に
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
を
滅
ぼ
し
た
ペ

ル
シ
ア
帝
国
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
帰
還
し
た
。
以
後
、
ユ
ダ
ヤ
教
団
は
国
家
な
き
民

を
統
治
す
る
機
関
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
バ
ビ
ロ
ン
に
あ
っ
た
盟
約
共
同
体
は
、
祭
司
・
律
法
学
者
が

統
治
す
る
集
団
に
変
質
し
た
の
で
あ
る
。『
聖
書
』
の
成
文
化
が
す
す
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
頃
で
あ

る
。
そ
の
過
程
で
、
そ
れ
ま
で
の
預
言
者
の
活
動
、
あ
る
い
は
モ
ー
セ
の
神
話
な
ど
は
新
た
な
意
味
づ


