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い
ま
日
本
人
の
価
値
観
や
精
神
性
が

求
め
ら
れ
て
い
る

石せ
き

　平へ
い

評
論
家

特　別
インタビュー

◆ 

中
国
は
日
本
の
最
大
の
脅
き
ょ
う
威い

で
あ
る

―
―
現
在
、
中
国
が
台
湾
に
向
け
て
武
力
侵
攻
す
る
恐
れ

が
高
ま
る
な
ど
、
中
国
の
軍
事
的
脅
威
が
増
し
て
い
る
こ

と
は
、
日
本
の
安
全
保
障
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
中
、
私
た
ち
日
本
人
が
考
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

石
　
ま
ず
は
日
本
に
と
っ
て
の
「
中
国
」
と
は
何
か
を
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
日
中
関
係
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
飛あ

す
か鳥

時
代
や
奈
良
時
代
か
ら
漢
字
や
仏
教
な
ど
様
々
な
も
の
が

中
国
大
陸
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
に
と
っ
て
中
国
は

重
要
な
隣
国
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

　
一
方
、
日
本
の
長
い
歴
史
か
ら
す
る
と
、
中
国
と
無
関

係
だ
っ
た
時
代
は
日
本
に
と
っ
て
む
し
ろ
平
和
で
安
定
し

た
時
代
で
す
。
平
安
時
代
に
し
て
も
江
戸
時
代
に
し
て

も
。
だ
か
ら
、
日
本
は
中
国
と
一
定
の
距
離
を
置
い
て
ほ

ど
ほ
ど
の
関
係
を
も
っ
た
方
が
い
い
、
と
い
う
の
が
私
の

考
え
で
す
。

　
む
し
ろ
、
中
国
と
関
係
を
も
っ
た
り
大
陸
に
深
入
り
し

た
り
し
た
こ
と
で
、
必
ず
日
本
に
は
良
く
な
い
こ
と
が
起

き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
言
え
る
こ
と
で
す
が
、

現
代
に
お
い
て
も
１
９
７
２
年（
昭
和
47
年
）に
日
中
国
交

が
回
復
し
て
か
ら
50
年
以
上
が
経た

ち
、
日
本
は
い
ろ
い
ろ
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２
０
２
２
年（
令
和
４
年
）８
月
、
中
国
人
民
解
放
軍
が

台
湾
周
辺
で
軍
事
演
習
を
行
い
ま
し
た
。
中
国
の
発
射
し

た
９
発
の
ミ
サ
イ
ル
の
う
ち
５
発
が
、
沖
縄
県
の
与
那
国

島
南
方
に
あ
る
日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
内
に
着
弾
し
ま

し
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
安
倍
晋
三
元
首
相
が

指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、「
台
湾
有
事
は
す
な
わ
ち
日
本

有
事
、
中
国
の
台
湾
侵
攻
が
日
本
と
ア
ジ
ア
全
体
の
平
和

を
根
底
か
ら
覆

く
つ
が
えし

て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
先

の
大
戦
よ
り
最
大
の
危
機
を
齎も

た
らす

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
今
も
日
常
的
に
、
日
本
の
領
海
・
領
土
が
中
国
に
よ
っ

て
侵
犯
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
安
全
保
障
に
お
い
て
、

な
支
援
を
し
ま
し
た
が
、
中
国
か
ら
歴
史
問
題
で
叩た

た

か
れ

た
り
、
反
日
デ
モ
が
起
こ
っ
た
り
、
日
本
の
尖
閣
諸
島
が

狙ね
ら

わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
支
援
や
技
術
支
援
は
、

結
果
的
に
中
国
の
軍
事
力
の
強
大
化
に
つ
な
が
り
、
日
本

や
世
界
に
大
き
な
脅き

ょ
う威い

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
脅
威
を

育
て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
教
訓
に
立
て
ば
、
中
国
は
近
隣

で
す
か
ら
全
く
関
係
を
断
つ
の
は
難
し
く
と
も
、
あ
ま
り

深
入
り
し
な
い
方
が
い
い
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
大
事
な
の
は
、
今
後
も
中
国
が
日
本
に
と
っ
て

安
全
保
障
上
の
最
大
の
脅
威
に
な
る
、
日
本
人
は
そ
こ
か

ら
目
を
逸そ

ら
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

◆特別インタビュー◆
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中
国
は
最
大
の
脅
威
で
あ
る
こ
と

を
日
本
人
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

―
―
日
本
人
は
、
日
中
国
交
正
常

化
以
来
、
経
済
的
な
相
互
依
存
が

深
ま
れ
ば
、
中
国
と
の
緊
張
が
緩か

ん

和わ

す
る
と
か
、
中
国
の
体
制
が
変
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な
文
化
的
要
素
が
伝
わ
っ
た
の
は
事
実
で
す
が
、
日
本
の

文
化
・
文
明
は
中
国
の
亜あ

種し
ゅ

で
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
全
く
違
っ
た
独
自
の
も
の
で
す
。
一
部
に
中
国
的
要

素
を
採と

り
入い

れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
様
々
な
異
文
化
を
採

り
入
れ
、
自
分
た
ち
の
文
化
づ
く
り
に
生
か
し
て
き
た
、

と
い
う
の
が
日
本
人
の
特
性
で
あ
り
能
力
な
の
で
す
。
だ

か
ら
、
日
本
人
が
中
国
文
化
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱い

だ

く

必
要
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
多
く
の
面
で
日
本
が
優
れ
て
い
る
こ
と
は
多
い
。
漢
字

文
化
ひ
と
つ
取
っ
て
見
て
も
、
い
ま
漢
字
文
化
を
正
し
く

生
か
し
て
い
る
の
は
日
本
の
方
で
す
。
中
国
で
は
共
産
革

命
以
来
、
も
う
廃す

た

れ
て
い
ま
す
。
文
学
に
お
い
て
も
、『
源

氏
物
語
』
は
世
界
的
に
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
が
、
中
国

に
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
、
世
界
的
な
影
響
力
の
あ

る
文
学
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
者
で

も
、
日
本
人
は
毎
年
の
よ
う
に
輩
出
し
て
い
ま
す
が
、
中

国
国
内
に
い
る
人
で
は
２
人
の
み
。
科
学
技
術
で
も
、
ア

ニ
メ
文
化
だ
っ
て
、
日
本
に
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
中
国

に
は
世
界
に
誇
る
文
化
が
何
も
な
い
の
で
す
。

わ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
幻
想
を
抱い

だ

い
て
き
た
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

石
　
そ
の
過
ち
は
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
人

も
そ
う
で
す
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
路
線
が
そ
れ
で
す
。
中

国
の
近
代
化
を
支
援
す
れ
ば
、
い
ず
れ
民
主
主
義
社
会
に

融と

け
込こ

む
、
中
国
の
体
制
は
変
わ
る
、
と
。
そ
れ
は
見
事

に
裏
切
ら
れ
、
中
国
は
成
長
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
独
裁
政

治
が
強
ま
り
侵
略
的
覇
権
主
義
を
む
き
出
し
に
し
て
、
ま

す
ま
す
秩
序
を
脅お

び
やか

す
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
も
う
目
覚
め
、
中
国
の
封
じ
込

め
路
線
に
転
じ
て
い
ま
す
。
日
本
も
、
第
２
次
安
倍
政
権

か
ら
目
覚
め
始
め
た
感
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
中
国

へ
の
幻
想
を
捨
て
切
れ
な
い
の
が
問
題
で
す
。

―
―
ど
う
し
て
幻
想
が
な
く
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

石
　
一
つ
に
は
、
中
国
に
対
す
る
一
種
の
過
大
評
価
的
な

考
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。
中
国
は
悠ゆ

う

久き
ゅ
うな
歴
史
が
あ
り
、

素
晴
ら
し
い
文
化
・
文
明
を
も
っ
て
い
て
、
日
本
文
化
の

源
流
に
も
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
歴
史
的
な
幻
想
で
す
。

私
か
ら
す
れ
ば
不
要
な
も
の
で
す
。
中
国
か
ら
い
ろ
い
ろ
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「
礼
儀
正
し
い
」「
人
々
が
純
粋
」「
社
会
的
に
風
俗
が
正

し
い
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
、
遣
唐
使

な
ど
で
日
本
人
が
中
国
大
陸
に
渡
っ
て
も
、
必
ず
日
本
に

帰
る
で
し
ょ
う
。
帰
ら
な
か
っ
た
例
は
わ
ず
か
し
か
な

い
。
し
か
し
、
中
国
人
は
渡
来
人
と
し
て
日
本
に
大
量
に

住
み
着
い
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
が
良
い
と
こ
ろ
だ
か
ら

で
す
。
近
代
に
な
っ
て
も
、
明
治
時
代
か
ら
大
量
の
中
国

人
留
学
生
が
や
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。

　
だ
か
ら
、
日
本
人
は
中
国
人
に
対
し
て
不
要
な
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
て
は
い
け
な
い
。
む
し
ろ
中
国
人
に

と
っ
て
、
魅
力
的
、
憧
れ
の
国
が
日
本
な
の
で
す
。

◆ 

日
本
の
皇
室
は
世
界
史
的
な
奇
蹟
で
あ
る

石
　
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
で
言
え
ば
、
特
に
日
本
の
皇
室

は
世
界
史
的
な
奇
蹟
で
あ
る
と
、
私
は
非
常
な
尊
敬
の
念

を
抱い

だ

い
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
日
本
に
来
て
か
ら
の
実
感
で
す
。
日
本
に
来
た

の
は
１
９
８
８
年（
昭
和
63
年
）で
す
が
、
そ
の
翌
年
の
１

　
中
国
に
は
儒
教
が
あ
っ
て
「
礼
儀
」
の
文
化
で
す
が
、

中
国
人
よ
り
も
日
本
人
の
方
が
格
段
に
礼
儀
正
し
い
。
中

国
人
自
身
が
、
日
本
人
に
感
心
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

―
―
そ
も
そ
も
中
国
人
は
、
日
本
人
の
こ
と
を
ど
う
考
え

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

石
　
時
代
や
階
層
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
実
は
中
国

の
文
化
人
は
昔
か
ら
日
本
に
す
ご
く
憧あ

こ
がれ

を
も
っ
て
い
ま

す
。
日
本
人
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

　
徐じ

ょ

福ふ
く

伝
説
も
そ
う
で
す
。『
史
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る

の
は
、
２
２
０
０
年
前
、
秦し

ん

の
始
皇
帝
が
徐
福
に
命
じ

て
、
不
老
不
死
の
薬
を
求
め
、
仙
人
の
住
む
と
こ
ろ
に
向

か
わ
せ
た
。
そ
れ
が
日
本
で
す
。
中
国
に
は
古
来
、
中
華

思
想
が
あ
り
、
中
華
以
外
は
野
蛮
な
国
々
と
し
か
思
っ
て

い
な
い
。
唯ゆ

い

一い
つ

、
日
本
だ
け
が
仙
人
の
住
む
国
だ
と
思
っ

て
い
た
。
だ
か
ら
徐
福
伝
説
が
日
本
各
地
に
あ
る
わ
け
で

す
。
あ
の
時
代
か
ら
、
中
国
に
と
っ
て
日
本
は
憧
れ
の
地

で
あ
る
の
で
す
。

　
中
国
の
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
書
に
は
、
日
本
に
つ
い
て

◆特別インタビュー◆
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在
だ
か
ら
こ
そ
、
為
政
者
と
は
全
く
違
う
、
世
界
中
の
あ

ら
ゆ
る
権
力
者
よ
り
上
に
立
つ
存
在
と
し
て
、
万
世
一
系

に
な
り
得
た
の
で
す
。

　
私
は
京
都
御
所
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
御

所
の
塀へ

い

は
何
一
つ
防
備
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
泥

棒
で
も
簡
単
に
入
れ
そ
う
な
感
じ
で
す
。
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
日
本
の
歴
史
上
、
御
所
を
襲お

そ

う
者
は
一
度
も
現
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

 

「
無
敵
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
中
国
で
理
解
さ

れ
て
い
る
の
は
、「
強
す
ぎ
て
敵
が
い
な
い
」
か
ら
「
無
敵
」

で
す
。
し
か
し
、
天
皇
は
「
無
欲
」
だ
か
ら
敵
が
無
い
の

で
す
。
強
い
者
は
い
つ
か
は
滅
び
ま
す
。
し
か
し
、
欲
望

を
も
た
な
い
存
在
が
滅
ぶ
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
皇
室
は
最
上
の
「
無
敵
」
と
言
え
ま
す
。

　
万
一
、
天
皇
が
日
本
か
ら
無
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
も

う
日
本
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
日
本
人
の
根
底
に
は
、
空
気

の
よ
う
に
ふ
だ
ん
意
識
し
な
く
と
も
、
皇
室
の
伝
統
に
対
す

る
気
持
ち
が
き
ち
ん
と
あ
り
、
必
ず
そ
れ
が
出
て
く
る

時
が
あ
る
の
で
す
。
今き

ん

上じ
ょ
う天

皇
が
即
位
さ
れ
た
時
に
も
、

月
に
昭
和
天
皇
が
崩ほ

う

御ぎ
ょ

さ
れ
、「
大た

い

喪そ
う

の
礼れ

い

」
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
古
式
に
則
っ
て
厳お

ご
そか

に
執と

り
行
わ
れ
、
日
本
国

民
が
心
か
ら
哀
悼
す
る
光
景
は
、
私
に
と
っ
て
衝
撃
的
で

あ
り
感
動
的
で
し
た
。
日
本
の
国
は
天
皇
を
中
心
と
し
て

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
で
す
。

　
中
国
に
は
易え

き

姓せ
い

革
命
が
あ
り
、
王
朝
が
で
き
て
も
10
数

年
か
ら
長
く
て
数
百
年
で
必
ず
崩
壊
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
日
本
は
、
神じ

ん

武む

天
皇
が
奈
良
・
橿か

し

原は
ら

の
地
で
建
国
を
宣

言
さ
れ
て
か
ら
ず
っ
と
、
政
治
体
制
が
変
わ
っ
て
も
、
天

皇
を
い
た
だ
く
国
体
が
万ば

ん

世せ
い

一い
っ

系け
い

続
い
て
い
ま
す
。

　
そ
の
理
由
は
、
考
え
て
み
れ
ば
簡
単
で
す
。
中
国
の
王

朝
は
、
天
下
万
民
を
私
物
化
し
搾さ

く

取し
ゅ

す
る
か
ら
で
す
。
搾

取
す
る
人
間
は
い
つ
し
か
民
衆
の
反
乱
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ

れ
る
の
が
歴
史
の
法
則
で
す
。

　
そ
の
反
対
に
、
日
本
の
皇
室
・
天
皇
は
国
民
に
奉
仕
す

る
、
国
民
の
幸
せ
を
祈
る
存
在
だ
か
ら
で
す
。
日
本
国
民

に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
幸
せ
が
天
皇
の
祈
り
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
―
―
そ
の
認
識
が
、
お
そ
ら
く
権
力
者
か

ら
一
般
庶
民
ま
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
ご
存
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西
洋
文
明
に
は
無
い
部
分
も
ま
た
多
く
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
神し

ん

道と
う

的て
き

な
も
の
に
し
て
も
仏
教
的
な
も
の
に
し

て
も
、
日
本
が
古
来
も
っ
て
い
る
も
の
が
す
ご
く
た
く
さ

ん
あ
る
の
で
す
。

　
例
え
ば
、
伊
勢
神
宮
で
は
20
年
ご
と
に
遷せ

ん

宮ぐ
う

が
あ
り
、

社
殿
な
ど
す
べ
て
を
新
し
く
し
ま
す
が
、
ま
た
次
や
次
の

遷
宮
の
時
の
た
め
に
木
を
育
て
て
森
を
つ
く
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
な
ど
ま
さ
に
産
業
文
明
を
超
え
た
、
永
続
性
を

も
っ
た
一
種
の
文
明
で
す
ね
。
木
を
伐き

っ
て
森
林
を
破
壊

し
、
最
後
に
は
何
も
残
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の

で
は
な
い
。
式し

き

年ね
ん

遷せ
ん

宮ぐ
う

が
千
年
繰
り
返
さ
れ
た
と
し
て

も
、
常
に
新
し
い
木
が
植
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
西

洋
文
明
な
ど
に
は
無
い
も
の
で
す
。
循
環
と
か
再
生
と

か
、
あ
る
い
は
自
然
と
の
融
和
で
す
。

　
日
本
庭
園
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
と
を
比
べ
て
み
た
ら

す
ぐ
分
か
る
で
し
ょ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
は
、
植
物

や
自
然
に
人
間
が
手
を
加
え
て
〝
自
然
に
な
い
形
〟
に
し

て
し
ま
う
。
し
か
し
日
本
庭
園
は
、
人
の
手
を
入
れ
な
が

ら
〝
自
然
そ
の
ま
ま
の
姿
〟
を
生
か
す
わ
け
で
す
。

日
本
人
で
あ
る
以
上
、
大
多
数
の
日
本
人
は（
左
翼
は
少

し
い
ま
す
が
）心
か
ら
慶よ

ろ
こび
を
感
じ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。

―
―
そ
う
し
た
日
本
人
の
誇
り
が
し
っ
か
り
あ
る
と
、
対

外
的
に
も
き
ち
ん
と
し
た
国
家
た
り
得
る
わ
け
で
す
ね
。

中
国
の
習
近
平
に
…
…

石
　
習
近
平
の
話
は
今
日
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
天
皇
陛
下

の
こ
と
を
語
る
の
に
、
習
近
平
の
名
前
が
出
る
こ
と
自
体

が
お
か
し
い
、
あ
れ
は
汚け

が

れ
な
の
で
す
。

◆ 

日
本
人
が
も
つ
多
様
性
や
融ゆ
う

和わ

の
精
神

―
―
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
お
い
て
、
日
本
人
の
価
値
観
や

精
神
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

石
　
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
よ
。
最
近
、
あ
ら
ゆ
る
人

種
の
人
々
が
日
本
に
観
光
に
や
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は

日
本
の
美
し
さ
、
日
本
人
の
親
切
さ
、
日
本
食
の
お
い
し

さ
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
求
め
て
来
て
い
る
わ
け
で
し
ょ

う
。
す
べ
て
が
日
本
の
魅
力
で
す
。

　
日
本
は
、
西
洋
文
明
も
き
ち
ん
と
採と

り
入い

れ
な
が
ら
、

◆特別インタビュー◆



22

　
要
す
る
に
、
神
様
で
あ
れ
仏
様
で
あ
れ
、
偉
大
な
も

の
、
超
越
的
な
も
の
に
信
仰
心
を
感
じ
る
の
で
す
が
、
絶

対
視
は
し
な
い
の
で
す
。
絶
対
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
の
が
、
宗
教
戦
争
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を

見
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
が
ど
れ
ほ

ど
血
で
血
を
洗
う
戦
い
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
か
。
イ

ス
ラ
ム
も
そ
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
宗

教
と
宗
教
と
の
間
で
戦
争
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
、
私
は
知

り
ま
せ
ん
。
宗
教
と
政
治
権
力
と
の
争
い
は
あ
り
ま
す

が
。
歴
代
の
天
皇
に
は
お
坊
さ
ん
に
な
ら
れ
た
方
も
い
る

で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
多
様
性
と
柔
軟
性
を
も
つ
べ
き
な

の
で
す
。

　
最
も
多
様
性
を
大
事
に
す
る
民
族
が
日
本
人
で
す
。
左

翼
が
今
さ
ら
の
よ
う
に
多
様
性
云う

ん

々ぬ
ん

と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
愚
か
な
話
で
す
。
日
本
人
は
、
数
千
年
前
か
ら
多
様

性
を
大
事
に
し
て
き
た
民
族
な
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
が
大
事
に
し
て
き
た
価
値
観
や

精
神
性
が
こ
れ
か
ら
世
界
に
と
っ
て
大
切
に
な
っ
て
く
る

と
、
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　
日
本
の
文
化
の
中
に
、
最
初
か
ら
自
然
と
融
合
す
る
よ

う
な
考
え
が
あ
る
。
神し

ん

道と
う

の
中
に
も
、
石
ひ
と
つ
に
も
神

が
宿
り
、
ご
神
体
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
。

　
自
然
と
融
合
す
る
―
―
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
日
本
は
近

代
化
し
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
産
業
化
も
し

な
が
ら
、
ま
た
自
然
に
対
す
る
畏い

敬け
い

や
愛
着
を
忘
れ
な

い
。
そ
こ
か
ら
新
し
い
文
化
・
文
明
が
生
ま
れ
る
要
素
が
、

日
本
に
は
ま
だ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
の
精
神

文
化
に
お
い
て
大
事
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

　
神
に
対
す
る
態
度
、
宗
教
観
も
そ
う
で
す
。
一
神
教

は
、
往
々
に
し
て
一
つ
の
も
の
を
絶
対
と
す
る
と
、
他
の

も
の
を
全
部
排
斥
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日

本
の
神
道
は
、
決
し
て
仏
教
を
排
斥
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

神
道
は
仏
教
に
融
和
の
態
度
を
示
し
ま
し
た
。
一
神
教
の

人
々
か
ら
し
た
ら
「
無む

頓と
ん

着ち
ゃ
く
」
と
思
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
私
は
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
神
社
に

行
っ
て
も
拝
む
し
、
お
寺
で
も
拝
む
、
結
婚
式
は
教
会
で

挙
げ
た
り
も
す
る
。
そ
れ
が
日
本
人
な
ら
で
は
の
正
し
い

宗
教
観
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
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