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優
位
か
ら
農
地
改
革
前
に
興
に
高
位
の
生
産
力
水
準
に
達
し
て
い
：た
。
こ
の
よ 

う
な
地
帯
別
の
®

性
は
農
地
改
革
後
.の
農
民
的
土
地
所
有
段
階
に
も6

ぎ
つ 

が
れ
る
。
、す
な
わ
ち
農
地
改
革
は
地
主
的
土
地
所
有
の
：強
边
な
存
在
；(

千
町
#
 

地
主
制)

の
下
に
農
民
経
営
が
圧
迫
さ
れ
：て

1>
'
:た
東

北

、

新

潟

地

帯

に

：お

.い
て 

農
民
経
筲
のS

立
化
.を
実
現
ず
る
こ
と
に
'よ
り
、
.生
産
力
水
準
の
飛
躍
的
高
揚 

を
も
た
ら
し
た
が
、
農
地
改
革
前
に
既
に
地
主
的
土
地
所
有
へ
：の
抵
抗
と
し
て 

農
民
経
営
の
高
位
生
産
力
を
実
現
し
て
い
た
近
畿
、
®

m地
帯
で
は
農
民
経
営 

規
檄
：の
零
細
性
の
限
界
が
改
革
後
い
ち
早
く
あ
ら
わ
れ
、
生
産
力
は
む
し
ろ
停

. 

滞
的
な
発
展
に
留
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
同
!̂
に
生
^
力

の

飛

躍

的

^

®

の 

み
ら
れ
た
東
北
、
新
潟
地
帶
に
お
い
て
も
農
業
に
お
け
る
機
械
化
の
進
展
と
共 

に
、
.農
民
経
営
の
限
界
性
が
あ
ら
わ
れ
、
生
産
力
の
よ
り
一
層
の
発
展
は
農
民 

膚
の
分
解
を
通
じ
て
、
経
営
規
模
の
拡
大=

農
！̂

本
の
蓄
積
に
よ
っ
て
初
め 

て
可
能
と
な
る
段
階
に
到
達
し
づ
つ
あ
る
.。
こ
こ
に
全
国
的
に
農
地
改
革
か
ら 

务
务
変
革
へ
の
過
程
が
進
行
し
始
め
た
と
い
い
え
よ
う
。

.

こ
の
よ
う
な
迤
本
^

^

折

に

迤

い

て

山
田
氏

は
.⑽
i
的

土

地

^

#

、

特

に

そ 

の
極
限
た
る
千
町
步
地
主
制
の
分
析
を
行
う
。
千
町
歩
地
主
制
は
、
数
名
乃
至 

数
十
名
の
^
務
機
構
を
邸
内
に
も
ち
'、
そ
の
®

化
に
数
十
名
の
差
配=

小
作 

者
監
督
を
配
置
し
、
小
作
農
千
数
百
戸
乃
至
ニ
千
数
首
戸
を
識
従
せ
し
め
て
い 

.る
一
大
経
済
単
位
で
あ
る
。
 

 ̂

I 

.
こ
の
よ
う
な
地
主
制
の
典
型
之
し
て
は
歴
史
的
由
来
が
.最
も
古
く
江
戸
時
代 

の
豪
族=

鉄
師
で
あ
る
島
根
の
田
部
家
を
筆
頭
に
、
i

期
に
既
に
千
町
歩
の
： 

規
模
に
達
し
て
い
た
も
の(

山
形
庄
内
の
本
間
家
、
新
潟
蒲
原
の
市
島
家
/
'

::

旧
幕
期
に
淵
源
は
も
：つ
が
、
：
明
治
期
に
至
っ
て
于
町
歩
の
規
摸
に
達
し
た
も
の 

;
:

(

宮

城

仙

北
地
帯
の. ^

藤
家
、；
秋
田
仙
北
郡
の
池
田
家

)

.、
さ

ら

に

屢

的

蓄

積 

.ノ
の.段
階
に
#

:

て̂
開
墾
、''
'
,干
拓
で
成
贫
し
た
後
来
的
農
場

(

北
海
道
の
千
町
歩 

地
主(

岡
山
め
藤
田
農
歡)

€ )
-

四

づ

の

あ

げ

ら

れ

る

。

第

：
，
一

の

田

部

家
 

が
尨
太
な
山
称
原
野
のi

に
蓝
い
て
、. '

製

鉄

業

と

地

主

と

：
い

う

^

^

的

ユ

ン
 

ヶ
ル
的
経
営
形
態
を
ど
っ’た
.の
に
対
し
、
第
一
一
、
第
三
の
新
潟
、
東
兆
地
帯
の 

.
地
主
制
：は
、
基
本
的
農
業
地
帯
に
深
く
根
ざ
し
長
年
の
農
業
生
産
の
発
展
段
階 

を
へ
て
土
地
集
積.を
行
.っ
た
も
：の
で
あ
り
、
第
四
の
地
主
制
は
開
拓
そ
の
他
で 

新
た
に
創
設
さ
れ
た.も
の
：で
あ
る
。
第
四
の
形
態
が
®

蓄
積
期
の
国
家
政
策 

と
い
か
に
密
接
な
関
遵
を
も
づ
て
い
た
か
は
、

.
第
一
一
、.
第
三
の
01

'
生
的
な
大
地 

主
制
と
比
較
し
た
場
合
、
第
固
形
態
に
お
け
る
公
乱
、
公
課
の
大
巾
免
除
と
い 

う
事
実
で
明
白
で
あ
ろ
う。

.

.

•

•
さ
て
こ
の
よ
う
な
四
類
型
の
犬
土
地
所
有
制
は
島
根
の
田
部
家
を
除
き
、
大 

正
中
期
以
後
の
農
民
蓮
動
の
高
揚
に
よ
っ
て
夫
々
再
編
成
さ
れ
、
農
地
改
革
に 

お
.い
て
最
終
的
に
解
体
す
る
。
と
く
に
こ
の
点
で
特
微
的
な
の
は
、
国
家
政
策 

か
被
護
の
下
に
一
団
地
の
巨
大
農
場
と
し
て
出
発
し
た
第
四
の
類
型
に
お
い
て 

は
、
労
働
力
の
大
規
模
な
結
果
に
よ
.る
本
格
的
経
営
と
い
う
^
■
か
ら
し
て
当 

然
大
規
模
.の
農
民
斗
争
を
必
然
化
し
、
こ
れ
に
迤
い
て
地
主
制
の
§

成
が
行 

.わ
れ
る
に
到
る
。
こ
れ
と
は
，逆
に
そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
島
根
の
田
部
家
で
あ
. 

っ
て
、..こ
れ
は
農
地
改
革
の
激
動
の
中
で
も
残
存
し
現
在
に
到
っ
て
い
る
。

最
後
に
山
田
氏
ば
現
在
時
点
の
農
民
層
分
解
の
分
析
視
角
を
示
さ
れ
る
。
彼 

は
第
一
に
農
業
生
産
力
の
発
展
に
対
し
、
農
家
の
家
族
家
計
費
が
よ
り
急
速
に

ア
ラ
ム
.
ヴ
ァ
ル

タ-1

ア

ン

著

-.

『

ラ

• 
メ
ト
.リ

ー

の

人

間

機

械

論

』

(
A
r
a
m

 V
a
r
t
a
n
i
a
n
; L

a

 M
e
t
t
r
i
e
»
I
/
h
o
m
m
e

 
M
a
c
H
n
e
:
;

 A

 S
t
u
d
y

 in 

the 

Origins 

ot-
h

§
Idea, 1960, Princeton Univ. Press, pp. M64v>

"

へ

野

地

k

 

.
行

■.
.

増
大
し
て
い
る
こ

と

に
生
産
力
と
零
細
農
耕
の
矛
盾
の
_
中
的
表
現
を
見
出 

し
、
租
税
公
課
を
差
引
い
た
農
業
所
得
だ
け
で
家
計
費
を
償
い
う
る
耕
地
面
積 

:を

.!
1
算
し
、
こ
れ
を
中
農
の
土
限
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
農
外
所
得
を
加
算
し 

て
家
計
費
を
償
い
う
る
ギ
リ
ギ
リ
の
線
を
中
農
の
下
限
と
す
る
。
さ
ら
に
彼

t 

第

一

一

に

雇

傭

超

過

が

一

農

家

一

人

当

り

と

な
る
と
こ
ろ
を
中
農
の
上
限
と
し
、
 

雇
俱
超
過
が
o
,と
な
る
点
を
下
限
と
す
る
。
こ
の
よ

う

な

独

特

な

一

一

重

の

^

層
 

規
笼
に
鉴
き
、
家
計
費
増
大
.に
伴
い
、
中
農
の
存
在
鉴
盤
が
狭
隘
化
し
、
貧
農 

層
へ
の
転
落
と
賃
労
働
者
化
の
傾
向
が
広
範
に
あ

ら

わ

れ

る

と

指

摘

す

る
。

以
上
の
よ
う
なE ：

本
農
業
の
歴
史
的
総
括
が
、
極
め
て
重
厚
な
実
証
に
よ
っ

 

て
裏
つ
^
ら
れ
て
しる

こ

.
とは
、
本
書
の
最
大
の
強
み.で
あ
る
。
と
く
に
分
析

 

視
角
の
明
確
化
の
上
に
、
農
業
生
産
力
が
土
地
所
有
形
態
の
変
化
と

共

に

ど

の

： 

よ
う
に
変
化
し
、
ど
の
よ
う
な
矛
盾
に
突
き
当
.っ
て

き

た

.
の

か

と

い

う

越

本

的

 

な
問
題
意
識
が
、
豊
富
な
資
料
分
析
の
内
に
貫
ぬ
か
れ
：て
い
る
点
が
注
因
さ

I

る
。

.-
一
 

. 

' 

人'
.

• 

■

■

但
し
本
書
の
中
心
的
分
霜
角
た
る
土
地
所
有
办
発
展
段
階
と
地
帯
別
の
特

 

殊
性
'か
、
明
治
以
来
の
資
本
主
義
経
済
の
発
展
、
と
く
に
農
業
部
門
に
対
応
す

. 

る
国
内
市
場
と
の
関
連
、
諸
産
業
部
門
と
の
関
連
に
お
い
て
商
品
生
産
と
し
て

 

の
農
業
と
い
5
視
点
か
>
も
究
明
さ
れ
る
必
要
が'あ
る
が
、
こ
の
氛
は
最
後
の

 

課

1

で
若
干
説
朋
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
：

(

岩
波
書
店
'1

ち

*
四
一
一
七

 

'頁
-
ニ

〇

〇

円

)

ン
' 
.

•■
_

書

お

よ

そ
人
類
の
歴
史

.
の
上
で
、

十

八

世

紀

啓

蒙

期

の

フ

ラ

，ン

.
ス
ほ
ど
多
彩
に 

思
想
的
人
材
を
：生

み

出

し

た

こ
.と
-
は
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

.
ろ
ぅ
か
。 

そ
れ
は
や
が.

て
開
か
れ
る
資
本
主
義
社
会
へ
の
夢
と
可
能
性
をj

杯
に
は
ら
ん 

で
い
る
4

の
の
ご
と
く
で
あ
る
0

だ
が
、

'■
し
ば
し
ば
〃
百
囊
乱

"

と
.
い
った 

風

に

形
-^
ざ

れ

る

十

八

世

紀

啓

蒙

思

想

家

た

ち

は

、

か
え
..っ
て
そ
の
多
彩

さ
の 

ゆ
え
；に
〃

啓

蒙

思

想

家"

，
と

し

.
て

あ

ま

り

に

も

一
括

さ

れ

、

か
つ
不
当
に
そ
の 

個

性
.
^

埋
.没

さ

せ

ら

れ

て

し

ま

ぅ
傾
向
が
あ
る
よ
ぅ
に

.
思
わ
れ
る
。も
ぢ
ろ
ん
、
. 

ラ
ス

.
キ
な
；ど
も
指
^
す
る
よ
:3

に
啓
蒙
思
想
家
た
ち
を
、重
農
学
派
ハ
経
済
学)

、
 

'

百
科
全
書
派
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
哲
学
者

' (

哲
学)

、
.
お
よ
び
社
会
主
義
者
の
三 

つ
の
グ

ル

ー

プ

，
：に

分

け

て

考

-^
る

：
こ̂
が
で
き

'̂
。
し
•か
も
た
と
え
ば
、
そ
の 

.

.一
つ
で
あ
ぶ
唯
物
論
哲
学
に
関
し
.で
も
、そ
の
代
表
者
で
あ
る

デ
ィ
ド
口
、ド
ル 

バ
ッ
ク
、
エ
ル「

ヴ
エ
テ
ィ
ウ
ス
、
そ
し
て

ラ
.メ
ト
リ

ー
ら
が
ゝ
そ
れ
ぞ
\
ど

八

一

B

S



の
よ
う
&
互
：に
：钽
座
し
、
な
，い
し
は
、
覆
し
て
い
る
か
、
十
八
世
紀
フ
.ラ
y 

ス
唯
物
論
、
£
る
,い
'は
機
械
論
的
唯
物
論
と
し
て
一
括
さ
れ
か
思
考
方
法
の
形 

成
に
お
い
て
：、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
か
:;
>
ま
た
ど
.'の 

よ

う

.に
互
に
影
響
さ
れ
一
た

か
、と
い
う
問
題
は
決
ル
て
十
分
に
は

^
議
さ
れ
ズ 

い
'な
か
：？
だ
し
.、
私

の

考

え

で

は

十

分

：に

意

識

ざ

，れ
れ
て
も
い
な
い
：
よ

5
に

思

：わ 

れ
る
の
沈
あ
る
？
つ
.ま
々
彼
ち
.の
；個

性

の

：問

題

や

が

る

？

彼

ら

0
個

々

^

つ
い 

て
ね
研
究
が
い
ま
ま
で
全
く
欠
け
て
い
た
訳
次
は
な
く
、U

と
.
'に最
近
彼
ら
に
. 

つ
.い
て

の

：個

別

研

究

は

再

び

：盛

-^
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
光
あ
る
が
、
：そ

0
点 

を

考

え

合

：せ

て

も

、
へ

こ
の
よ
う
な
問
題
が
十
分
意
識
さ
れ
る
こ
と
.
が
、
啓
蒙
思 

：

想

の

，研

究

を

進

め

て

い

X
上
に
お
い
て
も
望
ま
れ
る
時
期
に
達
し
て
い
る
の
で 

は
な
い
か
'と
思
う
。

：

さ
て
、

「

入
m

論」

の
表
題
を
真
向
が
ら
か
が
げ
て
人
間
存
在
の
霊
性 

に
挑
戦
し
、
.数
学
，
物
理
学
•
天
文
学
め
分
野
セ
は
す
で
に
確
立
さ
れ
た
科
学 

的
方
法
を
、
今
度
は
人
間
存
在
自
体
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
.医
師
ラ
，
メ
ト
リ 

丨
は
、
十
八
世
紀
唯
物
論
者
め
中
で
も
異
端
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ 

の
さ
い
，、
彼
の
発
言
が
い
か
に
：衝
搫
的
で
あ
っ
た
か
は
、
.当
時
、
'キ
リ
ス
ト
教 

会
の
精
神
的
支
配
か
ら
完
全
に
は
自
由
で
は
な
か
っ
た
思
想
界
が
、
人
間
存
在 

の
本
質
を
そ
の
霊
性
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
考
.え
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
ラ

•

メ
ト
リ
-
は
社
会
を
唯
物
論
的
に
解
釈
し
う
る
よ

'5
に
、
そ
の
遐
礎
エ
作
と
し 

て
ま
ず
人
間
を
唯
物
論
的
に
解
釈
し
.た
0

.

ラ
.

.メ

ト
リ
■丨
自
身
は
こ
の
役
割
を 

意
識
し
な
か
っ.
た
け
れ
ど
も
、
彼
が
こ
の
必
要
作
業
を
し
て
く
れ
た
の
で
他
の
パ 

も
の
た
ち(

デ
イ
ド
ロ
や
ド
ル
パ
ッ
ク

)

は
彼
め
.作
業
を
自
分
の
前
提
と
す
る
.

-

'

'

.

..< ー1

、
四
ニ
八)

.

.

こ
と
が
で
き
た
？
非
難
や
批
判
は
す
べ
て
ラ
•
メ
ド
リ
ー
に
ふ
り
か
か
つ
た
°

..
「

ラ
；
.
メ
ト

_
リ

.丨
は
十
八
世
紀
.に
お
.け
る
.フ
ラ
へ
.シ「

ス
ハ
唯
物
論
の
身
，ft
り
.山
羊
' 

で
あ
今
た

.0
敵
意
^

て
唯
物
論
に
接
触
す
る
も
の
は
誰
で
も
彼
を
そ
の
極 

-•
端

な

代

表

者

：と

し

て

攻

擊

し

た

:0
そ
し
て
み
ず
か
ら
の
見
解
を
も
：つ
て
唯
物
論 

に
接
'-^
し
.た
も
の
た
ち
さ
え
、
_ 

.

ラ

.

.メ

.ト
リ
-丨
に

|
.獄
を
与
.え
る
こ
と
.に
.ょ
つ 

.

.て

.：'も
，.つ
.と
も
..
ひ
^

V非
難
.力
ら

身

を

守

つ

，
た

。

そ

し

て

、
：
.と

ぅ

す

る

が

ま
 

す
ま
す
便
利
に
な
つ
^
の
は
、
：：ーフ；
：：メ
ト
リ
丨
は
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
者
の
中 

の
最
極
_

で
あ
；？
た
.
.
ば
か
^
で
.な
く
、

|1
#
の
順
で
も
最
初
の
者
だ
つ
た
か
ら 

で
あ
る
0

」

こ
れ
は
ラ
ン
ゲ

(

p
a.
Q
p*
y.
& Ablert L

a
n
g
e
)

.の
言
葉
で
あ 

「

る
。
-

.

:■,
-
-

■■
ヴ
：ァ
ル
タ
ニ
ア
ン
の
こ
の
.研
究
は
、
遠
慮
深
く
ラ
、
メ
ト
リ
ー
の
思
想
史
的 

位
置
づ
け
：を
濟
退
し
：て
い
る
が
、
な
お
か
处
り
ょ
く
十
八
世
紀
唯
物
論
に
お
け
. 

る
彼
の
特
異
な
位
置
を
浮
き
出
さ
'せ
て
い
る
。

'

:

故

r

人
間
機
械
論」

杉
捷
夫
訳
畠
波
文
庫

。

'.

本
書
は
次
.の
ょ
ぅ
に
構
成
さ
れ
る
。
固
次
に
ょ
つ
て
各
章
の
主
題
は
明
ら
か 

で
あ
ろ
う
。

-
. 

'

一
、
ラ

• 
メ 

.ト
リ
一
の
伝
記
的
ス
ケ
ッ
チ
. 

:

ニ
、'
人
間
機
械
論
解
説
.

三
、
ラV 
メ
ト
リ
ー
の
思
想
的
発
展

四
、
人
間
機
械
論
の
歴
史
盼
萱
足

五
、
ラ

-,
メ
ト
リ
ー
の
同
時
代
人
に
よ
る
批
判
的
反
響
'

六
、

一
七
四
八
年
以
降
の
人
間
機
械
論

そ
し
て
こ
の
後
に
人
間
機
械
論
の
新
版
が
の
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
ラ

.

.メ
ト
リ 

丨
に
関
す
る
文
献E

録
が
付
さ
れ
て
い
る
。

.

さ
て
、
こ
の
著
作
を
評
す
る
に
当
っ
て
こ
れ
ら
各
章
の
内
容
を
逐
次
紹
介
す 

る
こ
と
を
避
け
、
こ
の
書
が
持
っ
て
.い
る
主
張
お
よ
び
問
題
点
を
三
つ
ク
ロ
ー 

ズ

.
ア
ッ
プ
し
て
ハそ
れ
を
紹
介
.

検
討
す
る
こ
と
に
よ
ク
て
こ
の
書
の
性
格 

を
明
ら
か
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
.る
。

.そ
の
第
一
は
、
'著
者
ヴ
ァ
ル
タ
ニ
ア
ン
に
上
る
ラ

• 
メ
ト
リ
ー
の
思
想
.の
理 

解
に
関
し
て
で
あ
り
、
第
二
に
は
ラ

> 
メ
ト
リ
I
の
思
想
史
上
：で
の
評
価
に
つ 

い
て
で
.あ
り
、
第
三
に
ご
の
研
究
の
方
法
的
特
色
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
.の
点
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
ラ

• 
メ

ト

リ

ー

の

唯

物

論

は

著

者

に

よ 

っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て把
握
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
，
 

て
は
第
一
一
章
の
人
間
機
械
論
の
解
説
の
中
で
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

大
体
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ

r
メ
ト
リ
ー
の
唯
物
論
に
関
し
て
あ
る
種
の
偏
見
を 

も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

0
:ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
、
：人
間
存
在
を
物
質 

rl
<
存
在
に

■
/
M7L
"
し
た
.と
レ
う
風
に
考
え
や
す
い
0
'だ
が
著
者
に
よ
る
と
.
、
.
.
. 

,实
際
は
そ
う
で
は
な
い
％
彼
が
し
た
こ
と
は
、
数
学
.，
物
理
学
の
分
野
で
め
ざ 

ま
し
备
展
さ
せ
ら
れ

.た
科
学
的
方
法
を
、
医
学
：の
分
野
に
お
：い
て
人
間
存
在 

に
適
用
し
よ
う
と
試
み
た
だ
け
で
あ
る
。.
つ
ま
り
、
A
間
の
精
神
現
象
を
、
霊 

魂
と
し
て
、
神
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
.う
の

で

は

な

く

、
.
科

学

的

研 

洗
に
よ
っ
て
無
限
に
接
近
し
う
る
対
象
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
？
し
た
が
っ 

ノ 

：

書 

0

て
.ラ
• 
メ
ト
リ
：丨
が
し
た
こ
と
は
■、
旧
い
形
而
上
学
に
代
っ
て
、
璣
械
論
と
い 

う
新
し
い
形
而
上
学
を
置
き
か
：え
る
こ
と
で
は
な
く
、

一
つ
の
仮
説
、
心
理
学 

的
な
、
あ
る
い
.は
精
神
医
学
的
な
仮
説
を
た
て
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

. 

は
感
受
性(irritability)

を
生
命
の
神
秘
の
鍵
と
し
て
、

精
神
現
象
は
肉 

体
，的
条
件
に
も
と
'
*つ
乂
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
た
て
た
.の
で
あ
る
。
そ
れ 

以
上
で
も
そ

-^
以
下
で
も
な
い
。
彼
は
霊
の
特
異
他
を
認
め
な
か
っ
た
が
ま
た 

精
祌
を
物
質
に
還
.ー.兀
し
た
ュ
訳
で
も
な
か
っ
た
。
人
間
は
機
械
で
あ
る
と
し
て
も 

人
間
の
創
り
え
ぬ
、
自
律
的
な
機
械
な
の
で
あ
る
。
精
祌
と
肉
体
と
の
、
真
の 

内
的
関
連
は
知
る
，こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
.く
知
る
必
要
も
な
い
と
考
え 

た
、
と
著
者
は
述
べ
て

い
る
。

S

I

2
C O)

.

そ
れ
が
ド

グ
マ

テ

ィ

■■
/ク
な 

.唯
物
論
と
さ
れ
て
し
ま
.っ
た
め
ぽ
そ
の
追
随
者
に
ょ
っ
て
.で
あ
り
、
著
者
の
精 

神
に
ょ
っ
て
理
解

-S
'
れ

れ

咚

そ

れ

は

人

間

の

'科

学

と

し

て

の

心

理

学

の

合

理 

的
莲
礎
を
形
成
す
る
も
の
、だ
っ
た
、
と
い
う
。(P

，
39)

，

こ
の
著
者
の
立
論
は
か
な
り
説
得
力
を
も
.つ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
唯
物
論 

哲
学
？

七
て
の
ラ
• 

メ：

ト

リ

‘—

ょ

り

も

、

,

科
学
者
、
医
師
.と
し
て
の
ラ
.

メ 

ト
リ

I
の
中
に
彼
の
本
質
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
科
学
者
と 

し
て
の
彼
の
態
度
は
、
唯
物
論
者
と
し
て
：の
彼
の
反
宗
教
的
闘
争
と
は
一
応
刿 

の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
加
、
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

神
が
存
在
：す
る
か
否
.か
は
、
.人
間
が
機
械
で
あ
る
か
否
か
.と
は
無
関
係
で
あ 

.る

(p.; 2
1
)

と
す
る
著
者
の
考
え
方
は
，

恐
ら
く
は
著
者
自
身
の
近
代
的
な 

科
学
哲
学
の
に
お
：い
が
す
る
が
、
：事

実「

人
間
^

1
」

を
読
ん
ゼ
限
り
に
お 

い
て
著
者
の
#
:張
を
否
定
す
る
要
因
は
見
出
'す
と
.と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
著

八 
一ニ 

C

四
ニ
九〕

ノ



若
の
卓
兒
と
_い
う
べ
き
な
の
：で
あ
ろ
う
か
。
，次
の
言
葉
は
わ
れ
わ
れ
を
う
な
ず 

か
せ
る
も
の
が
あ
る
？
'

「

ラ

• 
メ
.ト
リ—

に
と
_っ
て
，
ぃ入

間

機

械

論

，の

医

樂

的 

な
意
義
は
、
そ
の
反
宗
教
的
な
0
的
よ
り
も
重
要
な
価
値
を
も
つ
も
の
.で
あ
っ 

た
げ
れ
ど
も
、
.実
際
的
な
意
味
か
ら
い
え
ば
彼
の
学
説
の
こ
れ
ら
一
一
つ
の
視
点 

は
不
可
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
十
八
•世
紀
に
お
.け
る

科

学

と

宗

教

の

一

.般

的
 

な
闘
吊
を
考
え
れ
ば
、

一
方
は
必
然
油
に
他
方
を
ま
き
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ 

，る
。
そ
の
結
果
と
し
：て
人
間
機
械
論
の
著
者
は
、
：
宿
命
的
か
つ
創
造
的
に
、
.す 

で
に
他
の
人
々
が
数
学
や
、
物
理
学
や
、
天
文
学
に
お
い
て
や
っ
た
よ
う
に
、
 

•医
学
を
、
巨
大
な
そ
し
て
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
啓
蒙
思
想
の
舞
台
に
登
ら
せ
た 

最
初
の
人
と
な
っ
.た
の
.で
あ
る-

(
p
.

 

94)

第

1
1の
点
に
移
ろ
う
。

ラ

•
メ
ト
リ
I

は
思
想
史
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
.う
か
。
 

す
で
に
：の
べ
た
よ
う
に
、
.著
者
は
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
を
辞
退
し

て

い

る 

が

、
...な

お

第

六

章

に

お
い
て
.
、
.ラ
.
.
.
メ
.ト
リ—

の
後
世
に
与
克
た
影
響
が
推
察
. 

さ
れ
て
い
る
？
ラ

，
メ 
.ト
リ
ー
の
影
響
を
過
小
評
価
し
た
た
め
に
、
啓
蒙
思
想 

は
重
要
な
点
で
歪
ん
で
理
解
さ
れ
て
い
石
と
著
者
は
主
張
し
て
い
る
。
:な
ぜ
こ
：
 

の
よ
う
な
過
小
評
価
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
同
時
代
人
に
よ 

る
攻
搫
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
攻
撃
は
、
単
に
.宗
教
家
や
道
徳
家
か
ら
ば
：か
り
起 

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
0
す
で
.に
引
用
し
た
ラ
ン
.
ゲ
の
言
葉
に
も

あ
.る
よ

う 

に
、
啓
蒙
哲
学
者
か
ら
も
起
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
.が
I

著
者
は
.い
う
I

十 

八
世
紀
の
眼
で
十
八
世
紀
を
！
^
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
当
時
の
因
習
•
宗 

教
的
偏
見
.
利
害
に
よ
つ
て
不
当
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
。
啓

蒙

^

学

者

た

ち

が

.み
'な
彼
と
の
関
連
を
拒
否
す
る
が
、
そ
れ
は
時
代
の
影
響
で
あ
る
。：
疋
当
に
彼 

の
影
響
を
判
断
す
べ
き
.で
あ
る
。
そ
の
判
断
の
方
法
と
じ
て
著
者
は
ーI

つ
の
方 

法
を
提
示
す
る
。

.ー

.0
は」

フ
：，
.

〜

ト
：リ

ー

0
,著
作
の
^e

表
と
そ
の
散
布
状 

態
、
他
は
^

者̂

>
目
#
れ

る

'も

のの
学
説
と
.の
1

を
探
る
こ
.と
で
あ
る
。

'こ
の
よ
う
に
し
て
著
者
ヴ
ァ
ルタ—
ァ

ン
は
、
ラ

.

メ

ト
リー

が
啓
蒙
思
想
，

'

に
：与
え
た
.影
響
の
大
き
さ
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
ば
.：か
り
で
な
く
、
そ
の
影 

響
の
流
れ
を
現
代
.に
至
る
ま
で
追
跡
し
て
ぐ
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
解
釈
に
従
' 

え
ば
、
ラ
V 

メ
ト
リ

ー
は過
去
の
人
で
.は
な
い
。.
そ
の
影
響
は
今
な
お
生
き
て 

い
る
'0
お
.そ
ら

く

は

、
，
近

代

的

な

科

学

哲

学

の

創

始

者

と

.し
て
、
著
者
は
ラ
，

メ

ト

リ

ー

を

評

価

し

よ

う

と

.し

て

い

る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
機
械
論
は
サ
ィ
バ 

ネ 
一

K

ィ
ッ
/
ス(

人
工
頭
脑
学〕

と
と
も
に
再
三
矶
れ
の
_
^'
と
な
っ
て
い
る
、
 

と
著
者
は
い
っ
す
い
る
.°
- 

い

こ
の
点
，に
関
し
て
私
は
論
評
す
る
資
格
を
も
た
な
い
。
著
者
の
主
張
に
か
な 

'り
の
説
得
力
が
：あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
評
価 

.は
現
代
の
科
学
哲
学
の
：.

E

に
よ
っ
て
逆
..
に
ラ

• 
メ
ト
リ
ー
を
ふ
り
か
え
っ
て
み 

よ
う
と
す
る
.も
の
で
あ
る
、
と
.い
.う
こ
と
は
.い
え
よ
う
。：
さ
ら
に
.社
会

科

学

.
の 

立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
思
想
史
㈤
ほ

置

づ

け

に

は

大

き

な

⑽

^
が

残 

さ
れ
る
こ
'と
を
指
摘
.せ
ざ
る
を
免
.な
い
。
つ
ま
り
、
著
者
は
、*22

然
科
学
者

. 

医
師
と
：し
て
の
ラ

.
メ
ト
リ
ー
を
評
価
す
る
佘
り
、
唯
物
論
者♦

啓
蒙
哲
学
者 

と
し
て
の
彼
を
！̂

し

す

ぎ

た

：：
の

で

は

な

い

だ

.ろ
う
か
、
と
い

■う

こ

と
で
あ 

る
。
つ
ま
り
彼
の
機
械
論
が
、
精
神
医
学
や
心
理
学
ば
か
り
で
な
く
、
十
八
世 

紀
.フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
的
社
会
観
や
道
徳
哲
学
の
形
成
に
与
え
た
影
響
が
見
失.

わ
れ
る
の
で
は
，な
か
ろ
ぅ
か
。
さ
ら
に
、
機
械
論
が
唯
物
論
で
あ
る
か
ぎ
り
、
 

弁
証
法
的
唯
物
論
と
の
対
此
な
い
し
は
対
決
が
不
可
避
と
な
る
こ
と
を
^
れ
て

第
三
の
問
題
に
移
ろ
う
。

.
こ
の
著
書
の
方
法
的
特
質
に
つ
い
て
：で
あ
る
。
#
豸
の
方
法
は
文
趴
_
的
で 

あ
る
、
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
た
と
：え
ば
第
四
章
は
人
間
機
械
論
の
時
代
置
風 

を
示
す
文
献
誌
で
あ
り
、
第
五
章
は
人
間
機
械
論
を
め
ぐ
る
ョ
ー
口
ッ
パ
各
国 

で
の
反
響

*'
.論
帟
の
文
献
誌
で
.あ
り
、
第
六
章
は
、
そ
の
影
響
を
う
け
た
も
の 

の
文
献
！

hi

録
と
、
人
間
機
械
論
の
研
究
文
献
固
録
で
あ
る
。

.

わ
れ
わ
れ
思
想
史
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
’
一
つ
の
思
想
の
f

、J1 

程

、

そ

れ

が

後

代

に

う

け

つ

が

れ

、
.
発

展

し

て

い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ 

と
が
大
き
な
課
題
の
一
つ
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
確
証
し
て
い 

く
か
は
非
常
に
謹
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
こ
の
著
者
は
一
っ
の
罾
ほ
カ
法 

を
わ
れ
わ
れ
に
例
示
し
て
く
れ
る
。

.
こ
：の
よ
う
な
方
法
は
非
常
に
豊
富
な
思
想
史
的
知
識
を
前
提
と
す
る
も
の
で 

あ
.る
。
た
と
え
ば
著
者
は
ラ
，

/
ト

リ

ー

に

影

響

を

与

え

た

と

思

わ

れ

、る

文

献 

や
.、
ラ
.
.
.
メ

ト

リ

ー

に

よ.つ
て
影
響
さ
れ
た
.と
思
わ
れ
る
.文
献
を
#'
富
に
指

 ̂

し
、
適
切
な
引
用
を
し
.て
い
る
。
だ
が
こ
こ
に
も
ま
た
問
題
は
残
さ
れ
る
。

つ 

患
り
、
':
そ
れ
に
'よ
.̂
て
わ
れ
わ
れ
ば
、
.少
な
ぐ
ど
も
、
機
械
論
的
な
考
え
か
た 

が
決
し
て
ラ

• 
メ
ト
リ
I
に
よ
つ
.て
忽
然
と
表
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は 

知
り
う
■る
に
し
て
も
、
果
し
て
彼
が
、
' こ
の
よ
う
な
夂

(1
を
本
当
に
読
ん
だ
か 

否
か
、
ま
た
そ
れ
ら
著
者
の
指
摘
す
る
文
献
自
体
、
当
時
の
思
想
界
の
中
で
ど 

.れ
だ
け
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
を
正
確
に
知
る
こ
と
は

で
き
.な
い
。
推 

.

宠
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

結
び
を
急
げ
ば
、
と
の
'著
作
は
機
械
論
的
唯
物
論
と
し
て
一
お
さ
れ
る

十
八 

世
紀
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
哲
学
者
.の
一
人
の
、
特
異
な
個
性
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ 

る
に
十
分
な
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
.巻
末
の
文
献
目
録
は
#

 ̂

で
あ
る 

9:.
'
 

.

.

は
な
る
ま
い
。


