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社
会
︑
文
化
︑
宗
教
︑
政
治
︑
文
学
の
複
雑
な
モ
ザ
イ
ク
の
入
り
組
む
日

本
を
対
象
に
︑
歴
史
的
な
広
が
り
や
豊
か
な
奥
行
き
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な

く
︑
こ
の
国
の
キ
リ
ス
ト
教
を
概
観
で
き
る
入
門
書
を
︑
と
り
わ
け
英
語
で

書
く
こ
と
が
︑
ど
う
し
た
ら
可
能
だ
ろ
う
か
︒
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
明

示
的
あ
る
い
は
暗
示
的
に
︑
そ
う
し
た
本
が
書
け
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う

な
概
説
書
が
学
術
的
信
頼
性
と
誠
実
さ
を
も
っ
て
︑﹁
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
﹂
の
み

な
ら
ず
外
部
研
究
者
の
興
味
に
も
訴
え
る
こ
と
が
︑
ど
う
す
れ
ば
可
能
だ
ろ

う
か
︒
全
四
巻
か
ら
な
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を

め
ぐ
る
こ
う
し
た
重
要
問
題
や
疑
問
に
説
得
力
を
も
っ
て
答
え
て
く
れ
る
︒

統
括
編
集
者
の
マ
ー
ク
・
R
・
マ
リ
ン
ズ
教
授
は
現
在
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
︑

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
の
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
で
あ
る
︒
教
授
は
自
身
が

﹁
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
﹂
の
狭
間
に
生
き
た
経
験
を
通
じ
て
︑

ま
た
︑
こ
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
テ
ー
マ
を
﹁
聖
典
や
教
会
制
度
を

超
え
た
多
次
元
的
な
現
象
﹂（p. 3

　
以
下
︑
全
巻
通
し
た
頁
番
号
で
示
す
）
と

と
ら
え
て
︑
こ
の
編
纂
事
業
に
取
り
組
ん
だ
︒
本
作
に
と
り
か
か
る
以
前
︑

教
授
は
四
国
学
院
大
学
︑
明
治
学
院
大
学
︑
上
智
大
学
で
教
え
た
ほ
か
︑
上

智
大
学
が
発
行
す
る
英
語
の
日
本
研
究
専
門
誌
『
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
・
ニ
ッ
ポ

ニ
カ
（M

onum
enta N

ipponica

）』
の
編
集
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
︒

　
四
巻
に
わ
た
る
こ
の
膨
大
な
仕
事
の
特
徴
を
語
る
一
つ
の
方
法
は
︑
こ
れ

を
十
六
世
紀
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
鹿
児
島
上
陸
と
と
も
に
始

ま
っ
た
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ
る
歴
史
の
会
話
︑
今
な
お

続
き
︑
こ
れ
か
ら
も
続
く
で
あ
ろ
う
会
話
と
と
ら
え
る
こ
と
だ
︒
こ
の
会
話

書 

評マ
ー
ク
・
R
・
マ
リ
ン
ズ
編

『
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
―
―
解
釈
・
分
析
・
批
判
論
集
』
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は
豊
か
に
し
て
複
雑
︑
時
と
し
て
異
論
や
矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
も
︑
個
々
人

の
営
為
︑
努
力
を
超
え
て
共
有
さ
れ
る
一
筋
の
糸
の
存
在
を
物
語
っ
て
く
れ

る
︒
読
者
が
単
に
受
動
的
な
見
物
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
能
動
的
な
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
こ
の
会
話
に
加
わ
る
な
ら
ば
︑
い
ま
だ
完
結
に
至
ら
ぬ
色
鮮

や
か
な
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
り
上
げ
る
作
業
に
貢
献
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
の

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
こ
と
を
良
く
知
る
読
者
は
︑
本
作
を
通
じ
て
日
本
の
キ
リ

ス
ト
教
に
関
す
る
視
野
を
さ
ら
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑

良
く
知
る
が
ゆ
え
に
と
も
す
れ
ば
陥
り
が
ち
な
視
野
狭
窄
の
限
界
を
打
ち
破

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
外
部
者
と
し
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
を
研
究

し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
︑
体
感
と
し
て
馴
染
み
な
が
ら
も
︑
は
っ
き

り
特
定
で
き
な
い
暗
黙
の
了
解
じ
み
た
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
対
し
て
︑

本
作
は
違
和
感
を
も
っ
て
立
ち
は
だ
か
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
い
ず
れ
で

あ
っ
て
も
︑
本
作
は
生
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
の
刺
激

的
な
入
門
書
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　
本
作
は
最
近
の
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
︑
ま
ず
近
世
日
本
の
キ
リ
ス

ト
教
を
時
系
列
的
に
追
い
︑
次
い
で
大
日
本
帝
国
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
を
扱

う
︒
第
三
巻
と
第
四
巻
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
近
代
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
的
︑

社
会
的
諸
相
﹂︑﹁
戦
後
期
お
よ
び
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
﹂
と
︑
テ
ー
マ

が
絞
ら
れ
る
︒
構
成
は
概
ね
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
進
展
に
沿
っ
て
は
い
る

も
の
の
︑
解
釈
に
関
わ
る
叙
述
が
論
文
ご
と
に
相
互
関
連
し
な
が
ら
全
巻
い

た
る
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
関
心

事
に
従
っ
て
︑
あ
ち
こ
ち
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
テ
ー
マ
︑
解
釈
︑
洞
察
を
ク

ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
よ
い
︒
例
え
ば
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
世
紀
﹂
と
題
さ
れ

た
セ
ク
シ
ョ
ン
（
第
一
巻
）
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
︒

⃝ 

キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
当
時
の
複
雑
な
歴
史
環
境
︑
と
り

わ
け
国
家
建
設
の
政
治
学
に
対
す
る
仏
教
の
役
割
︑
国
際
情
勢
の
知
識
︑

通
商
な
ど
︒
キ
リ
ス
ト
教
史
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
絡
み
あ
う
こ
れ
ら
の

要
素
は
︑
新
し
い
国
家
の
出
現
に
つ
い
て
の
考
察
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

必
要
が
あ
る
︒

⃝ 

キ
リ
ス
ト
教
の
導
入
と
日
本
の
国
際
化
は
相
関
し
て
い
る
︒

⃝ 

日
本
の
社
会
や
文
化
を
﹁
泥
沼
﹂
に
な
ぞ
ら
え
た
遠
藤
周
作
へ
の
反
論

は
重
要
︒

⃝ ﹁
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
﹂
は
﹁
敬
虔
な
﹂
信
徒
集
団
で
あ
る
と
い
う
︑
一
般

に
膾か
い

炙し
ゃ

し
た
従
来
の
定
説
に
論
駁
す
る
こ
と
で
︑
文
脈
に
即
し
た
解
釈

が
可
能
で
あ
る
︒

⃝ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
宣
教
活
動
の
底
流
に
あ
る
人
種
主
義
的
︑
植
民

地
主
義
的
意
味
合
い
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
導
入
と
布
教
に
対
し
て
日
本

政
府
が
と
っ
た
人
種
主
義
的
で
強
圧
的
な
対
応
と
併
置
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
︒

こ
う
し
た
問
題
を
︑﹁「
隠
れ
」
共
同
体
の
組
織
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
の
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関
係
﹂（p. 48

）
や
﹁
土
着
化
（
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
と
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
は
ざ
ま
で
︱
︱
現
代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教

の
状
況
﹂（p. 49

）
な
ど
の
論
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑﹁
隠
れ
キ
リ
シ
タ

ン
﹂
と
い
う
も
の
が
非
常
に
理
解
し
や
す
く
な
る
︒
と
く
に
重
要
な
の
は
︑

﹁︹
現
代
の
﹁
隠
れ
﹂
共
同
体
内
で
︺
洗
礼
が
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑「
隠

れ
」
信
仰
の
少
な
く
と
も
一
面
は
︑
祖
先
た
ち
が
行
な
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ

ク
の
秘
蹟
か
ら
直
接
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
﹂

（pp. 1170–71

）
が
︑﹁
そ
の
洗
礼
の
伝
統
は
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
入
信
で
は
な
く
︑

「
隠
れ
」
信
仰
へ
の
入
信
の
印
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂（p. 1171

）
と

い
う
考
察
だ
︒
こ
れ
ぞ
ま
さ
に
﹁
土
着
化
﹂
で
は
な
い
か
︒

　
同
様
の
考
え
方
か
ら
︑
こ
の
大
作
の
一
つ
一
つ
の
論
文
の
持
つ
重
み
と
深

み
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
関
連
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
他
の
論
文
に

立
ち
戻
り
︑
多
元
的
に
認
識
す
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
︒
例
え
ば
第
三
巻
第

六
部
の
﹁
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
国
家
﹂
お
よ
び
第

七
部
﹁
占
領
期
の
展
開
﹂
所
収
の
諸
論
文
を
読
む
と
き
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
と
日

本
の
伝
統
と
の
出
会
い
や
︑
大
日
本
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
を
扱
っ
た
既
出
部

分
を
読
み
返
し
て
み
る
と
︑
理
解
は
大
い
に
進
む
だ
ろ
う
︒﹁
暗
い
谷
間
の
彼

方
に
︱
︱
一
九
三
九
年
の
宗
教
団
体
法
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
側
の
反
応
を

再
解
釈
す
る
﹂
の
著
者
は
︑﹁
キ
リ
ス
ト
教
側
は
す
で
に
︑
こ
の
国
で

一
九
三
〇
年
代
初
め
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
政
治
的
変
化
と
︑
大
幅
に
折
り
合

う
つ
も
り
で
い
た
﹂（p. 953

）
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
論
文
を
第
一
巻
所
収

の
も
う
一
つ
の
論
文
﹁
信
仰
を
守
る
︱
︱
幕
藩
体
制
に
よ
る
十
七
世
紀
日
本

の
宗
教
政
策
﹂
と
読
み
比
べ
て
︑
よ
り
大
き
な
歴
史
的
文
脈
に
位
置
づ
け
て

み
る
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
教
会
と
日
本
国
家
の
関
係
が
形
成
さ
れ
た
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
過
程
が
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
本
作
で
扱
わ
れ
る
他
の

テ
ー
マ
に
も
通
じ
る
︒

　
マ
リ
ン
ズ
教
授
は
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
欠
落

し
て
き
た
女
性
の
存
在
に
つ
い
て
と
く
に
留
意
し
て
お
り
︑
本
作
で
は
（
と

く
に
近
年
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
十
六
世
紀
の

細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
の
よ
う
に
有
名
な
人
物
の
ほ
か
に
︑
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
が
重
要
な
詩
人
で
思
想
家
の
只
野
真
葛
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
真
葛

が
キ
リ
ス
ト
教
を
植
民
地
化
の
道
具
と
考
え
て
批
判
的
だ
っ
た
と
同
時
に
︑

そ
の
貢
献
も
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
同
様
に
︑
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
そ
の
全
体
像
を
知
る

た
め
に
は
︑
本
作
の
他
の
論
文
を
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
だ
︒
第
一
巻
所
収

の
﹁
近
世
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
尼
僧
た
ち
﹂
を
読
む
と
︑
第
三
巻
所
収
の

﹁
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
男
女
関
係
﹂︑﹁
売
春
撲
滅
へ
の
聖
戦
﹂︑﹁
田
村
直
臣

の
『
日
本
の
花
嫁
』﹂
な
ど
が
よ
り
良
く
理
解
で
き
る
︒
こ
れ
ら
す
べ
て
の
論

考
を
通
じ
て
︑﹁
男
女
間
の
社
会
的
相
互
作
用
を
見
つ
め
︑
実
践
す
る
機
会
﹂

（p. 690
）
に
キ
リ
ス
ト
教
が
貢
献
し
︑
家
庭
は
﹁
近
代
日
本
の
新
し
い
国
民

国
家
の
基
礎
﹂（p. 831

）
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
第
四
巻
所
収
の
﹁
日
本

の
キ
リ
ス
ト
教
と
女
性
﹂
と
い
う
論
文
は
︑
女
性
の
役
割
と
キ
リ
ス
ト
教
を
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め
ぐ
る
歴
史
の
会
話
を
締
め
く
く
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

　
第
二
次
大
戦
後
︑
論
争
を
重
ね
つ
つ
も
急
激
な
変
化
の
途
を
た
ど
っ
た
キ

リ
ス
ト
教
の
こ
と
は
多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
だ
が
︑﹁
土
着
化
と
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
い
だ
で
﹂
と
﹁
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
世
俗
化
理
論
﹂

と
い
う
二
つ
の
論
考
に
は
啓
発
さ
れ
る
︒
前
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
︑
後

者
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
日
本
基
督
教
団
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒

い
ず
れ
の
場
合
も
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
変
貌
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
の
は
文
化
的
要
素
と
人
口
統
計
的
要
因
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
注
目
す

べ
き
は
こ
の
二
つ
の
教
会
の
違
い
で
あ
る
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
﹁
多
く
の

面
で
現
地
の
文
脈
に
適
応
し
︑
今
日
で
は
明
ら
か
に
日
本
社
会
に
対
し
て
寛

大
で
寛
容
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
﹂（p. 1185

）
の
に
対
し
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
会
の
方
は
か
な
り
複
雑
だ
︒﹁
一
つ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
的
権
威
と

の
関
係
︑
も
う
一
つ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
政
治
の
関
係
﹂（p 1125
）
が
︑

一
九
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
の
日
本
基
督
教
団
に
亀
裂
と
対
抗
力
学
と
を
も

た
ら
し
た
︒
こ
の
論
文
は
戦
後
の
教
団
の
状
況
を
﹁
世
俗
化
﹂
の
限
定
的
表

現
に
帰
し
て
い
る
が
︑﹁
世
俗
化
は
宗
教
利
権
の
衰
退
な
の
か
再
編
な
の
か
﹂

（p. 1128

）
と
い
う
論
者
の
問
い
に
回
答
は
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒

　
こ
の
包
括
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
全
巻
読
ん
で
い
て
気
づ
く
の
は
︑

所
収
論
文
の
質
に
ム
ラ
が
あ
る
こ
と
だ
︒
そ
れ
は
︑
こ
れ
ら
の
論
文
が
す
べ

て
他
の
出
版
物
に
い
っ
た
ん
掲
載
さ
れ
︑
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
後

か
ら
選
び
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
う
一
つ
気
づ
く

の
は
︑
す
べ
て
の
論
文
が
果
し
て
最
初
か
ら
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
︑

そ
れ
と
も
ま
ず
日
本
語
で
書
か
れ
︑
後
か
ら
英
訳
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
の
か

と
い
う
点
だ
︒
ま
た
つ
け
加
え
る
な
ら
︑
寄
稿
者
紹
介
が
あ
れ
ば
な
お
良

か
っ
た
と
思
う
︒

　
本
作
が
と
り
わ
け
ユ
ニ
ー
ク
で
説
得
力
を
持
つ
の
は
︑
第
四
巻
が
キ
リ
ス

ト
教
の
信
仰
と
文
学
と
い
う
テ
ー
マ
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
点
だ
︒
こ
の

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
部
分
は
信
仰
と
文
学
を
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
と
り
あ
げ

る
ば
か
り
か
︑
ま
る
で
礼
拝
の
最
終
儀
式
の
ご
と
く
全
巻
を
一
体
感
で
包
み

こ
み
︑
読
者
は
キ
リ
ス
ト
教
が
現
代
日
本
人
の
暮
ら
し
の
中
で
い
か
に
体
現

さ
れ
て
い
る
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑
あ
る
一
人

の
著
者
は
最
も
肝
心
な
こ
と
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒

︙
︙
聖
な
る
も
の
を
探
り
あ
て
る
に
は
︑
そ
れ
を
魂
の
最
も
奥
ま
っ
た

闇
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
光
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
︑
そ
し
て
文
学
を

創
造
す
る
者
は
﹁
人
の
内
な
る
生
き
た
混
沌
﹂
に
目
を
凝
ら
し
︑
そ
れ

を
﹁
生
き
た
人
間
﹂
の
創
造
の
定
式
と
す
る
べ
き
で
あ
る
︙
︙
（p. 1360

）

　
こ
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
︑
本
書
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
学
術

的
理
解
を
超
え
︑
き
わ
め
て
﹁
神
学
的
﹂
な
言
辞
で
読
者
の
心
に
語
り
か
け

て
く
る
︒
信
仰
は
理
解
を
求
め
る
と
は
︑
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
︒
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