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文
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は
じ
め
に 

 

明
治
末
期
を
境
目
と
し
て
、
明
治
・
大
正
知
識
人
に
お
け
る
文
明
観
や
文

化
観
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
お
い
て
「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
の
乖
離
が

顕
著
に
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
夙
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
初
期
に
西
欧
文
明
を
目
標
と
し
、
日
本
文
明
の

建
設
を
提
唱
し
た
先
駆
者
と
し
て
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
〜
一
九
〇
一
）
を

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
、
文
明
と
は
人
類
の
一
切
の
物
質
的
お
よ
び

精
神
的
富
、
即
ち
物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
の
両
側
面
を
包
括
す
る

も
の
で
あ
る
と
捉
え
、
即
ち
「
人
の
智
徳
の
進
歩
と
云
て
可
な
り
」

  (1)
と
評

し
た
。
し
か
し
大
正
期
に
入
る
と
、
こ
う
し
た
文
明
観
が
知
識
人
の
間
で
一

変
し
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
は
、
代
表
的
知
識
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
和
辻
哲

郎
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
〇
）
は
文
明
論
を
先
導
的
に
唱
え
る
福
沢
に
対
し
、

た
だ
「
功
利
主
義
的
個
人
主
義
を
通
俗
的
に
紹
介
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
」

〔4-485

〕
と
批
判
し
た
う
え
で
、「
文
明
」
が
単
に
物
質
的
、
利
己
的
資
本

主
義
な
も
の
で
あ
る
と
断
じ
る
。
ま
た
そ
の
対
抗
と
し
て
「
文
化
」
と
い
う

も
の
を
人
間
の
精
神
的
向
上
と
関
連
づ
け
る
か
た
ち
で
提
起
す
る
。
当
時
、

和
辻
の
よ
う
に
文
明
批
判
的
な
考
え
方
に
共
感
を
持
つ
知
識
人
が
少
な
く

な
い
。
そ
の
た
め
、
多
様
的
な
文
明
批
判
論
も
彼
ら
に
お
い
て
百
家
争
鳴
の

形
で
展
開
し
た
。
お
ま
け
に
、
中
国
の
倫
理
学
者
許
啓
賢
は
二
十
世
紀
知
識

人
の
特
徴
に
つ
い
て
、
資
本
主
義
階
級
文
化
（
＝
文
明
）
を
批
判
し
、
そ
の

発
展
に
よ
っ
て
「
人
の
自
我
異
化
と
道
徳
喪
失
」
を
導
く
と
い
う
状
況
に
対

し
、「
文
化
」
を
道
徳
に
繋
げ
て
そ
れ
を
改
め
て
精
神
性
的
存
在
と
見
做
す

よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
総
結
す
る
。

  (2) 

こ
う
し
た
「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
の
長
期
的
な
闘
い
が
今
日
の
現
代
社

会
に
お
い
て
も
な
お
、
続
い
て
い
る
。
消
費
経
済
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
鼓
吹

さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
我
々
は
、
一
体
「
文
明
」
に
向

か
っ
て
生
き
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
「
文
化
」
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
る
の

か
、
茫
漠
た
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

従
っ
て
明
治
末
期
の
知
識
人
が
な
ぜ
「
文
明
開
化
」
を
唱
え
る
明
治
知
識
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人
と
異
な
っ
て
お
り
、「
文
明
」
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
我
々
の
茫
然
た
る
生
活
に
何
か
示
唆
を
与
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
和
辻
の
福
沢
諭

吉
に
対
す
る
批
判
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
い
ま

ま
で
和
辻
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
和
辻
の
文
化
意
識
と
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
主
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
和
辻
の
「
文
明
」
批
判
論
に
お

い
て
そ
の
裏
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
思
想
営
為
が
存
在
し
て
い
た
の
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

そ
の
た
め
、
物
質
的
と
み
ら
れ
る
「
文
明
」
と
、
精
神
的
統
一
と
見
ら
れ

る
「
文
化
」
と
の
対
抗
意
識
が
、
和
辻
の
思
想
過
程
に
強
く
観
念
さ
れ
て
い

る
の
は
一
体
何
の
た
め
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
こ
そ
が
、
筆
者
の
考
究
に

お
け
る
根
本
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
和
辻
に
お
け
る
対
抗
意
識
の
形

成
を
全
体
的
に
把
握
す
る
に
は
、
思
想
史
的
状
況
、
ド
イ
ツ
思
想
の
受
容
、

あ
る
い
は
周
辺
知
識
人
な
ど
の
影
響
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
述
の

作
業
が
か
な
り
膨
大
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
の
目
的
は
、
ま
ず
和
辻
の
福

沢
諭
吉
批
判
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
和
辻
の
文
明
批
判
に
お
け
る
特
徴
や
そ

の
克
服
と
し
て
の
論
理
を
把
握
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
目

的
に
向
か
っ
て
、
以
下
に
挙
げ
る
四
つ
の
方
向
性
に
沿
っ
て
考
察
し
て
い
き

た
い
。 

一
、
明
治
末
期
と
い
う
転
換
期
を
主
軸
と
し
て
、
そ
の
前
後
の
間
で
「
文

明
」
や
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認

す
る
。 

二
、
大
正
期
知
識
人
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
「
文

明
」
と
「
文
化
」
と
の
位
置
付
け
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
。 

三
、
和
辻
の
福
沢
批
判
を
時
代
的
背
景
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
分
析
す
る
。 

四
、
そ
の
批
判
に
対
す
る
分
析
を
通
し
、「
文
明
」
の
克
服
と
し
て
の
和

辻
の
理
論
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
そ
こ
で
の
特
徴
を
確
認
す
る
。 

以
上
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
和
辻
の
理
論
や
問
題
点
を
ま
と
め
る
。

そ
の
う
え
で
本
論
の
総
括
と
し
て
、「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
の
乖
離
の
問

題
に
対
し
て
人
間
存
在
の
立
場
か
ら
和
辻
倫
理
学
を
再
考
察
す
る
意
義
を

説
明
す
る
。 

  
 

一 

「
文
明
」
か
ら
「
文
化
」
へ 

 

―
明
治
末
期
を
転
換
期
と
し
て
― 

 
 

西
川
長
夫
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
実
際
明
治
前
半
期
に
は
我
々
が
使
う
よ

う
な
意
味
で
の
『
文
化
』
と
い
う
用
語
が
存
在
し
な
か
っ
た

  (3)
」。
明
治
前

期
の
知
識
人
で
あ
る
福
沢
諭
吉
に
と
っ
て
も
、「
文
明
」
と
い
う
概
念
が
存

在
し
た
が
、「
文
化
」
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
和
辻
は

晩
年
に
発
表
し
た
「
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
の
序
説
」（
一
九
六
〇
年
）
と

い
う
論
文
に
「
文
化
」
や
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
、
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
回
憶
し
て
い
る
。 

 

文
は
武
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
、
学
問
、
芸
術
、
道
徳
な
ど
を
広
く
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意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
武
力
を
持
っ
て
せ
ず
文
の
力
を
持

っ
て
化
す
る
こ
と
を
文
化
と
い
い
現
す
こ
と
は
昔
か
ら
あ
っ
た
。〔
中

略
〕
し
か
し
、
そ
れ
が
今
の
よ
う
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
明
治
の
末
に
ド
イ
ツ
の
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
が
熱
心
に

迎
え
入
れ
ら
れ
、
ド
イ
ツ
語
のK

ultur

の
訳
語
と
し
て
起
用
せ
ら
れ

た
時
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
ま
で
は
英
語
のCivilization

の
訳

語
と
し
て
の
文
明
開
化
、
特
に
文
明
の
語
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
。
明
治
三
〇
年
代
に
出
た
博
文
館
の
百
科
全
書
の
中
に
は
、
世

界
文
明
史
、
日
本
文
明
史
な
ど
は
あ
る
が
、
ま
だ
文
化
史
と
い
う
書

名
は
現
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
文
化
と
い
う
訳
語
が
目
に
つ

き
始
め
た
の
は
、
明
治
四
〇
年
に
ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
リ
ッ
ケ
ル

ト
が
流
行
り
始
め
て
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
う
。〔20-474

〕 
 要

は
、
明
治
末
期
ま
で
、「
文
化
」
と
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
は
顕
著
に

区
別
さ
れ
る
前
に
、
両
者
の
意
味
は
「
文
明
」
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
表
現
し

て
い
る
と
い
う
。
福
沢
諭
吉
な
ど
の
前
世
代
知
識
人
の
名
著
に
お
い
て
「
文

化
」
と
い
う
言
葉
を
検
索
し
て
み
る
が
、
確
か
に
そ
の
主
題
が
見
当
た
ら
な

い
。
し
か
し
明
治
末
期
に
入
る
と
、「
文
化
」
と
「
文
明
」
と
の
間
に
な
ぜ

乖
離
現
象
が
出
て
き
た
の
か
、
和
辻
に
お
い
て
は
そ
れ
以
上
の
客
観
的
な
分

析
が
ま
だ
見
つ
か
ら
な
い
。 

ま
た
、
右
の
引
用
文
に
お
い
て
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
即
ち
、

明
治
末
期
ま
で
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
のCivilization

の
訳
語

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
後
に
ド
イ
ツ
の
新
カ
ン
ト
派
の
哲

学
の
受
容
に
よ
っ
て
、「
文
化
」
は
改
め
て
ド
イ
ツ
語
のK

ultur

の
訳
語
と

し
て
起
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
明
治
末
期
か
らK

ultur

の
訳

語
と
し
て
の
「
文
化
」
の
受
容
に
、「
文
化
」
に
よ
る
文
明
批
判
論
が
多
様

的
に
展
開
さ
れ
、
当
時
の
思
想
界
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
苅
部
直
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
文

化
」K

ultur

の
受
容
過
程
が
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。 

 現
代
の
唯
物
主
義
的
な
「
文
明
」
を
軽
蔑
し
、
精
神
的
価
値
を
持
っ
た

「
文
化
」
の
担
い
手
と
す
る
主
張
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
教
養

の
決
ま
り
文
句
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
特
定
の
意
味
合
い
を
持
っ
た

K
ultur

＝
「
文
化
」
の
言
葉
は
、
人
格
を
向
上
さ
せ
る
「
教
養
」
と
重
な

る
も
の
と
し
て
、
和
辻
ら
当
時
の
日
本
の
知
識
人
に
も
普
及
し
つ
つ
あ

っ
た
。

  (4) 
 要

は
、
一
九
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
思
想
に
お
け
る
「
文
化
」Kultur

と

い
う
訳
語
の
み
な
ら
ず
、「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
の
乖
離
認
識
も
和
辻
及

び
そ
の
周
辺
知
識
人
ら
に
受
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
精
神
的
価
値
を
持

つ
「
文
化
」K

ultur

の
受
容
の
反
面
で
、
そ
れ
と
同
時
に
唯
物
主
義
的
な
文

明
を
批
判
す
る
思
潮
が
日
本
の
思
想
界
に
横
溢
し
て
く
る
の
も
想
像
に
難

く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
特
定
の
「
文
化
」
は
、「
教
養
」
と

重
な
っ
て
人
格
の
向
上
を
意
味
づ
け
ら
れ
て
、
明
治
末
期
以
降
の
知
識
人
の
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思
想
動
向
に
基
礎
を
築
き
上
げ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

し
か
し
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
で
は
何
故
ド
イ
ツ
語
の
「
文
化
」K

ultur

を

以
て
、
英
語
の
「
文
明
」Civilization

を
批
判
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
立

ち
入
る
余
裕
が
な
い
。
そ
れ
よ
り
こ
う
し
た
乖
離
認
識
を
受
容
し
た
日
本
の

知
識
人
は
同
様
に
「
文
明
化
」
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
日
本
社
会
の
現

状
に
直
面
し
て
、
一
体
何
を
批
判
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
限
っ
て
、

ま
ず
和
辻
の
福
沢
諭
吉
の
論
説
に
対
す
る
批
判
を
分
析
す
る
の
は
、
一
つ
の

有
効
な
手
立
て
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

二 

「
文
明
」
と
「
文
化
」 

 

―
和
辻
哲
郎
を
め
ぐ
っ
て
― 

 
 

と
こ
ろ
が
、
和
辻
の
福
沢
批
判
を
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
「
文
明
」
と
「
文

化
」
と
の
乖
離
現
象
の
背
景
の
も
と
で
、
和
辻
が
「
文
明
」
と
「
文
化
」
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
を
確
認
し
な
く
て
な
ら
な
い
。 

和
辻
は
一
九
二
〇
年
初
出
の
『
原
始
基
督
教
の
文
化
史
的
意
義
』
に
お
い

て
「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
の
乖
離
関
係
の
緊
張
を
顕
著
に
説
い
て
い
る
。

則
ち
現
代
英
米
「
文
明
」
を
批
判
し
、
そ
の
上
で
「
文
化
」
の
優
先
性
を
説

い
て
い
る
。
そ
こ
で
「
文
明
」
は
た
だ
ア
メ
リ
カ
の
風
俗
の
よ
う
に
、
物
質

的
享
楽
を
貪
欲
に
求
め
、
そ
の
享
受
を
簡
便
に
す
る
手
段
を
次
々
に
開
発
す

る
「
実
際
的
実
用
主
義
的
」
な
知
性
の
み
を
肥
大
化
さ
せ
つ
つ
あ
る

  (5)
。
そ

れ
に
対
し
「
文
化
」
こ
そ
が
、
高
度
な
精
神
性
と
道
徳
性
を
備
え
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
一
九
世
紀
以
来
の
英
米
文
化
は
精
神
性
を
備
え
る
「
文
化
」

（K
ultur

）
で
は
な
く
、
た
だ
物
質
的
、
利
己
的
欲
望
を
満
た
す
堕
落
形
態

と
す
る
「
文
明
」（Zivilisation

）
で
し
か
な
い
と
批
判
す
る
。 

こ
う
し
た
批
判
の
下
に
、
専
ら
欧
米
「
文
明
」、
特
に
そ
こ
で
の
科
学
的

技
術
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
を
輸
入
模
倣
し
て
き
た
明
治
以
来
の
文
化
の
現

状
に
対
し
て
も
、
和
辻
は
否
定
的
な
態
度
を
示
す
。
そ
の
評
論
「
芸
術
と
文

化
」
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
思
想
界
や
文
学
界
で
は
、
自
然
科
学
的
見
方
と
文

化
学
的
見
方
と
が
ま
だ
混
合
さ
れ
て
い
る
。「
自
然
科
学
と
そ
の
運
用
と
の

発
達
か
ら
文
化
の
増
進
を
認
め
」、「
科
学
工
業
の
勃
興
と
貿
易
の
隆
盛
と
が

日
本
を
黄
金
時
代
に
導
き
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
な
」〔17-233

〕
考
え
は
、

ま
さ
に
「
誤
謬
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
真
の
『
文
化
』
を
問
題
と
し
て
い

な
い
」〔
同
上
〕
と
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
文
明
化
の
推
進
の
も
と
に
歪
ん

で
き
た
文
化
の
現
状
に
対
し
、
和
辻
は
「
真
の
文
化
」
と
は
、
産
業
や
経
済

の
進
歩
で
量
る
も
の
で
あ
り
え
な
く
、「
人
類
の
心
の
た
ど
り
で
あ
っ
て
」、

「
よ
り
高
い
精
神
生
活
の
築
造
で
あ
る
」〔17-233~4

〕
と
強
調
す
る
。 

こ
の
よ
う
な
認
識
及
び
周
辺
知
識
人
に
共
有
し
て
い
る
乖
離
意
識
の
も

と
で
、
和
辻
が
、
文
明
開
化
の
物
質
的
基
礎
と
し
て
の
技
術
と
工
業
の
発
展

を
高
く
評
価
し
推
進
し
て
い
る
明
治
知
識
人
を
批
判
す
る
立
場
に
立
っ
た

の
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
明
治
以
来
の
為
政
者
、

教
育
者
、
実
業
家
に
対
し
、「
資
本
主
義
的
物
質
文
明
の
輸
入
以
外
」
に
「
直

接
資
本
主
義
文
明
に
関
係
な
き
精
神
文
化
の
研
究
の
ご
と
き
は
、
ほ
と
ん
ど

顧
み
ら
れ
な
い
」〔4-447~8

〕
と
断
じ
る
。
さ
ら
に
「
文
明
開
化
」
を
提
唱
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す
る
先
駆
者
で
あ
る
福
沢
諭
吉
に
対
し
て
、
彼
が
「
文
明
」
を
鼓
吹
す
る
目

的
は
た
だ
「
銭
に
あ
り
、
学
問
が
そ
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
」〔4-486~7

〕

と
言
い
、
結
局
文
明
開
化
の
精
神
を
掲
げ
る
一
方
で
、
そ
の
内
質
に
お
い
て

は
江
戸
時
代
の
、
営
利
を
絶
対
目
的
と
す
る
町
人
根
性
と
は
変
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
と
ま
で
批
評
す
る
。 

 

三 

和
辻
の
福
沢
批
判 

 実
際
、
明
治
の
啓
蒙
期
の
思
想
的
展
開
と
日
本
社
会
の
文
明
化
の
過
程
に

つ
い
て
、
和
辻
は
初
期
思
想
と
見
ら
れ
る
『
ニ
ー
チ
ェ
研
究
』（
一
九
一
二

年
）
か
ら
、
後
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
戦
後
に
出
版
し
た
『
倫
理
学
』
下
巻

（
一
九
四
九
年
）
ま
で
、
終
始
正
し
い
評
価
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に

対
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
彼
ら
に
対
す
る
和
辻
の
評
価

が
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
一
九
三
一
年
に
脱
稿
さ
れ
、
後
に
『
続
日
本

精
神
史
研
究
』
に
収
録
さ
れ
た
論
文
「
現
代
文
明
と
町
人
根
性
」
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
は
特
に
、
日
本
の
文
明
化
を
早
め
る
た
め
に
、「
実
学
」
と
し

て
の
教
育
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
む
福
沢
諭
吉
の
功
績
に
対
し
て
否
定

的
見
解
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
封
建
思
想
の
打
破
や
資
本
主
義
文
明
の
急

速
の
輸
入
に
努
め
る
一
方
で
、
「
か
く
国
民
的
自
覚
を
稀
薄
な
ら
し
め
た
」

〔4-447

〕
と
い
う
。
何
故
な
ら
ば
、
一
つ
の
原
因
と
し
て
は
、
福
沢
に
お

い
て
は
、「
実
学
」
の
発
達
を
唱
え
な
が
ら
も
、
そ
の
本
質
は
江
戸
時
代
の

「
町
人
根
性
」
の
再
現
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
和
辻
は
強
調
す
る
。 

そ
の
上
、「
学
問
を
人
事
に
活
用
し
て
自
身
自
家
の
生
計
を
豊
か
に
し
、

ま
た
随
て
自
然
に
国
を
富
ま
す
の
基
と
為
る
に
非
ざ
れ
ば
、
学
問
も
又
唯
一

種
の
遊
芸
に
し
て
」、
世
間
に
と
っ
て
は
「
無
益
の
沙
汰
」
で
あ
っ
て
、
い

わ
ば
「
人
生
の
仕
事
」
と
は
何
か
と
言
え
ば
、「
文
明
男
子
の
目
的
は
銭
に

在
り
と
い
ふ
も
可
な
ら
ん
」

  (6)
と
い
う
福
沢
の
論
説
を
切
り
取
っ
て
、
そ
れ

に
対
し
和
辻
は
「
こ
こ
で
は
町
人
根
性
の
転
身
が
い
か
に
し
て
行
わ
れ
た
か

を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
的
が
銭
に
あ
り
、
学
問
が
そ
の
た

め
の
手
段
で
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
町
人
根
性
で
あ
る
」〔4-486~7

〕
と
批

判
す
る
。 

こ
こ
で
何
度
も
説
か
れ
た
町
人
根
性
と
は
、
和
辻
の
定
義
に
お
い
て
、
蔑

視
的
言
葉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
「
自
家
の
利
と
福
と
を
目
的
と
」

し
、「
無
限
性
の
営
利
」
を
ひ
た
す
ら
求
め
る
一
方
で
、「
社
会
の
全
体
性
へ

の
奉
仕
は
顧
み
ら
れ
な
い
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
町
人
の
性
格
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
明
治
維
新
後
、
士
農
工
商
の
身
分
の
転
覆
に
伴
い
町
人
は
実

業
家
・
銀
行
家
な
ど
の
名
を
獲
得
し
、
下
層
の
武
士
階
級
も
ま
た
町
人
化
す

る
に
い
た
っ
て
、「
即
ち
町
人
根
性
は
そ
の
本
質
を
変
え
る
こ
と
な
く
文
明

開
化
の
精
神
と
な
っ
た
。」〔4-487

〕
従
っ
て
世
間
で
は
、
文
明
開
化
の
精

神
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
が
鼓
吹
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
内
質
に
は
従
来
の
町
人

根
性
が
新
し
い
外
来
の
衣
装
を
つ
け
て
便
宜
的
に
そ
の
支
配
的
力
を
再
び

獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
上
で
自
己
の
利
益
が
先
で
あ

っ
て
、
ま
た
「
個
人
の
利
益
と
一
致
す
べ
き
「
一
般
の
安
全
繁
昌
」
が
目
標

と
し
て
力
説
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
こ
の
新
し
い
立
場
に
お
い
て
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は
、
で
き
る
だ
け
命
を
惜
し
み
、
で
き
る
だ
け
己
の
利
を
図
る
の
が
、
同
時

に
「
世
を
益
す
」
こ
と
に
な
る
」〔4-499

〕
と
い
う
論
理
で
あ
る
と
和
辻
は

断
じ
る
。 

さ
ら
に
、
和
辻
は
そ
の
中
で
の
社
会
よ
り
先
に
個
人
の
利
益
を
考
え
る
と

い
う
特
性
を
捉
え
、
そ
れ
を
以
て
福
沢
諭
吉
の
社
会
観
を
も
批
判
し
て
い
る
。

以
下
の
よ
う
に
、
福
沢
の
論
説
を
解
釈
し
て
い
る
。 

 

福
沢
に
よ
れ
ば
「
国
家
と
は
人
の
集
ま
り
た
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の

集
ま
れ
る
人
が
申
し
合
わ
せ
て
作
っ
た
「
会
社
」
で
あ
る
。
こ
の
会
社

に
お
い
て
「
国
府
な
る
も
の
を
設
け
て
こ
れ
に
国
政
を
任
せ
、
人
民
の

名
代
と
し
て
事
務
を
取
扱
は
し
む
可
し
と
の
約
束
を
定
め
た
」
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
国
民
と
は
「
政
府
の
下
に
立
つ
一
人
の
人
民
」 

で
あ
る

と
と
も
に
、
ま
た
「
己
が
代
人
に
事
を
任
せ
た
主
人
」

  (7)
で
あ
る
。

〔4-488

〕 
 和

辻
に
よ
れ
ば
、
福
沢
が
こ
の
説
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
個
人
主
義
の
立

場
か
ら
「
人
生
天
賦
の
自
由
」「
人
々
持
前
の
権
理
通
義
」
と
い
う
論
理
を

以
て
国
民
個
々
の
平
等
や
自
由
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。「
か
く
し
て
個
人

は
、
約
束
に
よ
っ
て
成
立
す
る
国
家
よ
り
も
先
に
、「
自
主
自
由
」「
自
由
不

羈
」
な
る
も
の
、「
人
生
天
賦
の
自
由
を
持
つ
も
の
と
し
て
力
説
せ
ら
れ
る
」

〔4-488

〕
し
か
し
福
沢
の
問
題
も
そ
こ
に
あ
る
と
和
辻
は
強
調
す
る
。
要

は
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
社
会
よ
り
先
に
個
人
を
主
張
す
る
社
会
観
で
あ
る
。

そ
の
自
己
優
先
の
論
理
を
、
前
述
し
た
自
己
利
福
の
学
問
目
的
論
と
結
合
す

る
こ
と
で
、
単
な
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
（
無
制
限
の
営
利
、
営
利
の
自
己
目

的
化
）
を
社
会
に
蔓
延
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
あ
く
ま
で
江
戸
時
代
の

「
町
人
根
性
」
の
蘇
生
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
社
会

は
た
だ
個
人
に
お
い
て
の
み
社
会
な
の
で
あ
っ
て
、「
私
欲
」
に
浸
る
個
人

の
集
ま
り
と
し
て
の
全
体
性
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
全
体
性
は
、「
利
己
」

を
絶
対
的
目
的
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
に
全
般
的
に
支
配
さ
れ
て
し
ま

い
、
国
民
的
自
覚
を
稀
薄
化
さ
せ
る
危
険
の
境
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

の
み
な
ら
ず
、
和
辻
は
「
日
本
倫
理
思
想
史
演
習
」（
勝
部
真
長
に
よ
る

再
現
）
と
い
う
授
業
で
、
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
個
人
主
義
と
国
家
概
念
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

福
沢
の
個
人
主
義
の
場
合
、
そ
の
個
人
と
個
人
と
の
紐
帯
と
な
る
も

の
は
、
な
ん
と
解
釈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
然
的
欲
望
が
社
会
紐

帯
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
欲
望
の
た
め
の
利
害
が
、
個
人
と
個
人
と

を
結
び
つ
け
る
。
国
家
も
そ
う
で
あ
る
、
と
。（
一
九
三
九
年
一
一
月

一
〇
日
） 

 

ル
ソ
ー
の
契
約
説
の
影
響
と
、
契
約
説
を
ど
う
解
し
て
い
た
か
が
問

題
。
契
約
説
は
、
福
沢
の
中
心
思
想
ま
で
で
き
て
い
る
。 

彼
の
国
家
概
念
。
そ
れ
は
契
約
説
の
国
家
で
あ
る
。
文
明
は
国
家
の

仕
事
で
な
い
、
国
民
（
ネ
イ
シ
ョ
ン
）、
と
し
て
、
国
家
の
領
分
を
甚

140



だ
し
く
狭
め
て
、
一
切
の
仕
事
を
奪
っ
て
し
ま
う
。〔
中
略
〕
厳
た
る

事
実
と
し
て
の
経
済
情
勢
が
、
日
本
の
方
向
を
き
め
て
い
る
。（
同
年

一
二
月
一
日
）

  (8)  
 見

て
き
た
通
り
に
、
和
辻
は
、
福
沢
の
社
会
観
を
個
人
主
義
批
判
の
立
場

か
ら
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
関
口
す
み
子

の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
福
沢
を
「
西
洋
の
個
人
主
義
」
と
見
な
し
、
そ
の
国
家

概
念
が
「
ル
ソ
ー
の
契
約
説
」
で
あ
る
と
い
っ
た
認
識
は
、
即
ち
教
条
的
と

も
い
え
る
福
沢
諭
吉
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
が
帝
国
大
学
の
ド
イ
ツ
派
か
ら

見
た
「
福
沢
諭
吉
」
像
で
あ
り
、
批
判
の
定
型
で
あ
る

  (9)
。
即
ち
、
和
辻
の

こ
う
し
た
福
沢
に
対
す
る
批
判
は
和
辻
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
知
識
人
の
間

に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

で
は
、
福
沢
諭
吉
が
実
際
ど
ん
な
意
図
を
以
て
右
の
論
説
を
主
張
す
る
か

と
い
う
問
い
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
和
辻
が
以
上
の

批
判
を
展
開
し
た
に
は
、
も
う
一
つ
の
歴
史
的
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
明
治
二
〇
年
代
前
後
の
間
に
「
文
明
開
化
」
の
精
神
の
下
に
育
て
上

げ
ら
れ
て
き
た
立
身
出
世
の
青
年
の
様
相
を
連
想
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
和
辻
の
よ
う
な
明
治
二
〇
年
代
の
後
半
生
ま
れ
の
世
代

と
違
っ
て
、
明
治
維
新
の
前
後
生
ま
れ
の
青
年
の
間
に
、
立
身
出
世
主
義
は

主
潮
流
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
苅
部
直
の
指
摘
は
、
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 
 

明
治
二
〇
年
代
の
立
身
出
世
は
、
出
身
の
目
標
は
官
僚
機
構
や
政
界
に

お
け
る
栄
達
だ
け
で
な
く
、
実
業
界
に
お
け
る
成
功
に
も
向
け
ら
れ
た

こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
。〔
中
略
〕
人
々
は
成
功
を
目
指
し
て
競
い
合

い
、
勤
勉
に
利
益
追
求
に
励
む
も
の
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
全
く
の
私

的
活
動
と
し
て
の
み
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
個
人
の

富
の
蓄
積
が
引
い
て
は
国
家
の
富
強
さ
に
つ
な
が
り
、
国
家
の
た
め
に

な
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
実
業
界
に
お
け
る
生
存
競
争
が
国
家
の
生

存
競
争
を
支
え
る 

。
 (10) 

 要
は
、
長
い
間
熱
狂
的
に
「
文
明
開
化
」
が
求
め
ら
れ
て
き
た
結
果
と
し

て
、
個
人
と
社
会
と
は
利
害
関
係
を
結
び
、
共
同
的
な
「
富
」
と
い
う
目
標

を
以
て
努
力
し
て
い
っ
た
が
、
結
局
そ
の
裏
に
は
、
和
辻
流
に
言
え
ば
、
欲

望
の
た
め
の
利
害
が
、
個
人
と
個
人
と
を
結
び
つ
け
て
、
全
体
的
に
物
質
世

界
に
惑
溺
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
物
質
を
求
め
る
一
方
で
必
ず
国
民
全
体
の

精
神
の
欠
如
が
伴
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
現
状
を
導
出
し
た

啓
蒙
主
義
者
、
特
に
そ
の
中
で
の
先
駆
者
で
あ
る
福
沢
の
論
説
が
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
潔
癖
的
に
精
神
の
向
上
を
求
め
る
和
辻
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

の
は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
上
記
に
述
べ
た
帝
国
大
学
の
知
識
人
や
社
会
に
造
成
し
た
結
果

の
影
響
を
除
け
ば
、
和
辻
は
、
福
沢
の
社
会
観
に
お
い
て
社
会
よ
り
先
に
個

人
を
考
え
る
と
い
う
点
を
見
出
し
て
固
執
的
に
批
判
す
る
の
は
、
一
体
何
の

た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
福
沢
諭
吉
ら
の
み
な
ら
ず
、
明
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治
期
の
啓
蒙
主
義
者
ら
の
論
説
に
対
す
る
批
判
の
一
文
に
注
目
し
て
お
き

た
い
。
即
ち
彼
ら
の
個
人
主
義
的
社
会
観
に
お
い
て
「
人
間
が
個
人
で
あ
る

と
と
も
に
社
会
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
二
重
性
は
あ
く
ま
で
も
見
失
わ
れ

る
」〔4-493
〕
と
い
う
。
要
は
こ
こ
で
、
社
会
よ
り
自
己
が
先
で
あ
る
と
い

う
社
会
観
に
対
し
、
和
辻
は
自
分
な
り
の
社
会
観
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は
個
人
の
み
な
ら
ず
、
社
会
を
も

意
味
し
て
い
る
と
い
う
新
し
い
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
概
念
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
和
辻
の
国
民
道
徳
論
や
『
倫
理
学
』
を
考
察

し
な
が
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。
ま
た
そ
こ
で
和
辻
の
「
文
明
」
に
対
す
る
批

判
の
根
本
的
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

四 

文
明
の
克
服
と
し
て
の
和
辻
の
理
論 

 
 

和
辻
の
国
民
道
徳
論
（
一
九
三
一
〜
二
、
草
稿
と
講
演
筆
記
）
は
、
従
来

の
国
民
道
徳
論
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
へ
の
傾
向
や
、「
国
民
」
概
念

へ
の
考
慮
の
欠
如
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て

そ
の
再
構
成
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
末
期
以
来
の
、
東
西
文
明
の
融

合
に
努
め
る
国
民
道
徳
論
が
、
た
だ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
に
支
配
さ
れ
る
「
性

格
に
於
て
の
み
把
捉
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
を
ば
そ
れ

と
本
質
に
異
な
る
尊
皇
心
と
結
合
さ
せ
る
と
い
ふ
如
き
」〔21-99~100

〕、

い
わ
ば
天
皇
制
国
体
と
資
本
主
義
国
家
と
の
結
合
は
た
だ
群
体
を
少
数
「
個

人
」
の
利
益
追
求
的
欲
望
に
奉
仕
さ
せ
、
全
然
「
国
民
」
を
眼
中
に
置
い
て

い
な
い
と
非
難
し
て
い
る
。
敢
え
て
い
え
ば
こ
れ
は
、
従
来
の
国
民
道
徳
論

に
対
す
る
批
判
と
い
う
よ
り
、
そ
こ
に
現
れ
て
き
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
こ
そ

が
国
民
的
自
覚
を
希
薄
に
さ
せ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

ま
た
そ
こ
で
の
批
判
を
、
小
論
に
前
述
し
た
和
辻
の
文
明
観
や
福
沢
の
文

明
論
に
対
す
る
批
判
を
想
起
し
て
顧
み
る
と
、
和
辻
の
文
明
へ
の
対
抗
意
識

に
お
け
る
根
本
的
対
象
を
基
本
的
に
確
認
で
き
る
。
即
ち
、
西
欧
文
明
に
氾

濫
し
て
い
る
物
質
主
義
に
し
て
も
、
福
沢
の
文
明
論
に
指
摘
さ
れ
た
町
人
根

性
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
に
し
て
も
、
国
民
道
徳
論
に
混
ぜ
ら
れ
て
い
る
ブ
ル

ジ
ョ
ア
精
神
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
批
判
意
識
の
指
向
は
西
欧
文
明
で
も
な

け
れ
ば
、
福
沢
諭
吉
で
も
な
い
。
さ
ら
に
国
民
道
徳
論
そ
の
も
の
で
も
な
い
。

敢
え
て
終
始
一
貫
し
て
、
欲
望
と
し
て
の
本
体
で
あ
る
「
私
」（
利
己
、
個

人
）
に
違
い
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
和
辻
に
お
い
て
は
、「
文
明
」
と
「
文

化
」
と
の
乖
離
を
造
成
し
た
根
本
原
因
は
、
人
間
の
利
己
心
で
あ
る
と
い
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
執
拗
に
「
私
」
を
否
定
す
る
一
方
で
、
必
ず
「
公
」

（
公
共
、
共
同
体
）
へ
の
重
視
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
上
で
、
公
へ

と
志
向
す
る
道
に
お
い
て
、
和
辻
は
個
人
の
私
欲
を
超
越
す
る
た
め
に
、
人

間
の
共
同
存
在
の
道
徳
的
あ
り
方
を
提
示
し
た
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
人
間
と

い
う
存
在
は
た
だ
個
人
と
し
て
の
存
在
の
み
で
は
な
く
、
社
会
的
存
在
で
も

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
人
と
の
関
係
を
重
視
し
、
不
断
に
個
人
の
私
欲
を
超

越
し
つ
つ
、
よ
き
他
者
の
媒
介
に
よ
っ
て
よ
り
大
い
な
る
「
公
」
に
向
か
っ

て
自
己
の
共
同
存
在
の
あ
り
方
を
自
覚
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
大
い
な
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る
「
公
」
に
向
か
う
超
越
の
最
後
の
到
達
点
、
い
わ
ば
最
高
・
最
大
の
公
は

「
国
民
」
と
し
て
の
社
会
で
あ
る
と
和
辻
は
挙
げ
る
。「
国
民
」
と
し
て
の

社
会
と
は
、
即
ち
人
格
的
統
一
の
あ
る
最
大
の
共
同
体
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
後
に
ま
た
論
じ
る
。 

で
は
、
資
本
主
義
的
文
明
へ
の
追
随
で
社
会
が
た
だ
利
己
的
個
人
の
意
味

に
考
え
ら
れ
る
共
同
態
に
転
落
し
た
と
い
う
福
沢
批
判
に
対
し
、「
公
」
に

志
向
す
る
和
辻
は
こ
こ
で
は
、「
個
人
」
と
「
社
会
」
の
関
係
を
一
体
ど
の

よ
う
に
再
構
造
し
、
両
者
に
お
け
る
人
間
疎
外
を
克
服
し
て
い
っ
た
の
か
。

こ
こ
で
は
「
個
人
」
と
「
社
会
」
が
働
き
合
う
「
公
共
の
場
」
が
重
ん
じ
ら

れ
て
い
る
。 

和
辻
は
「
国
民
道
徳
論
」
草
稿
に
お
い
て
人
間
の
定
義
を
再
解
釈
し
て
い

る
。
人
間
の
存
在
が
世
間
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
他
人
と
の
連
帯

の
構
造
に
於
い
て
の
み
人
間
の
意
味
が
現
れ
て
く
る
。
世
間
と
は
人
で
は
な

く
、
世
の
中
の
個
々
の
人
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
人

間
と
は
社
会
に
お
け
る
個
人
で
あ
り
、
個
人
に
お
け
る
社
会
で
あ
る
」

〔B2-434

、
草
稿
〕
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
二
重
性
が
見
出
さ
れ
る
。
換
言

す
れ
ば
人
間
は
、
人
と
人
と
の
間
を
地
盤
と
し
、
い
わ
ば
公
共
空
間
と
し
て

の
社
会
に
出
て
初
め
て
己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
真
の
意
味
で
の
公

共
空
間
は
人
格
的
・
人
間
的
な
全
体
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即

ち
、
単
に
物
の
交
換
価
値
に
よ
っ
て
利
害
共
同
態
に
組
織
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
風
土
的
・
文
化
的
な
精
神
生
活
を
共
に
す
る
共
同
体
に
の
み
組
織
さ
れ

る
と
い
う
空
間
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、こ
の
空
間
に
働
い
て
い
る
人
々
が
「
個

別
的
な
区
別
を
破
っ
て
本
来
的
全
体
性
を
自
覚
す
る
」〔B1-434

、
筆
記
〕

こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の
人
格
的
統
一
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
真
の
意
味
で
の
公
共
空
間
の
拡
大
に
伴
い
、
共
同
体
と
し
て
の
統
一

的
人
格
も
高
め
ら
れ
る
。
か
か
る
高
き
人
格
的
統
一
の
あ
る
全
体
性
を
具
現

化
す
る
た
め
に
、
利
害
共
同
態
と
し
て
の
社
会
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
、

「
国
民
」
と
し
て
の
社
会
に
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
和
辻
は
考
え
る
。 

以
上
の
話
を
整
理
す
れ
ば
、
和
辻
に
と
っ
て
、
人
間
の
存
在
は
、
私
と
し

て
の
個
人
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
公
と
し
て
の
社
会
を
前
提

と
す
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
公
と
し
て
の
社
会
を
よ
り
高
き
人
倫
的

な
公
共
空
間
へ
と
展
開
す
る
に
は
、
個
人
を
否
定
し
、
全
体
性
に
奉
仕
し
て

ゆ
く
自
覚
も
前
提
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
延
長
線
、
最
高
・
最
大
の
公
共
空

間
に
お
け
る
人
格
的
統
一
を
実
現
す
る
に
は
、
そ
こ
へ
の
「
国
民
」
的
統
一

を
要
請
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
和
辻
に
あ
っ
て
は
、
国
民
と
は
、「
言
語
、

風
習
を
共
通
に
し
、
歴
史
的
、
風
土
的
に
運
命
を
共
に
し
、
そ
し
て
あ
る
特

殊
な
文
化
を
創
造
す
る
よ
う
に
共
同
的
に
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」

〔B1-67

、
筆
記
〕
即
ち
、
言
語
・
歴
史
・
文
化
の
共
有
体
と
し
て
の
「
民

族
」
の
概
念
に
相
応
す
る

 (11)
。
そ
の
上
で
国
民
と
し
て
の
共
同
体
、
即
ち
国

家
は
、
ほ
か
の
生
活
共
同
体
と
違
い
、
特
殊
的
な
精
神
的
生
の
共
同
を
具
現

化
す
る
最
高
の
全
体
性
で
あ
る
。 

だ
が
、
個
々
の
国
民
は
精
神
的
文
化
に
共
同
的
に
働
く
こ
と
に
お
い
て
懈

怠
の
心
が
生
じ
れ
ば
、
あ
る
い
は
国
民
的
自
覚
が
な
い
な
ら
ば
、
国
民
的
統

一
が
実
現
で
き
ず
、
国
民
全
体
に
お
け
る
人
格
的
統
一
に
達
す
る
こ
と
も
で
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き
な
い
。
従
っ
て
明
治
期
以
来
の
国
民
全
体
の
精
神
の
欠
如
を
念
頭
に
置
き
、

精
神
が
希
薄
化
し
つ
つ
あ
る
個
人
を
「
共
同
的
人
間
関
係
に
存
す
る
本
来
的

秩
序
を
自
覚
」〔B2-433

、
草
稿
〕
さ
せ
る
こ
と
は
、
最
も
切
迫
な
任
務
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
国
民
」
と
し
て
の
道
徳
に
取
り
組
ん
で
、
国
民
に
小

我
を
捨
て
、
大
我
と
し
て
の
共
同
体
へ
の
奉
仕
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
は
、
和

辻
の
当
時
の
主
張
で
あ
る
。 

和
辻
の
人
間
存
在
論
を
以
上
の
よ
う
に
大
雑
把
に
論
じ
て
き
た
が
、
そ
こ

で
内
包
さ
れ
て
い
る
空
間
的
超
越
の
理
論
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
和
辻
に
あ

っ
て
は
、
私
と
し
て
の
個
人
は
公
共
空
間
に
お
い
て
人
間
の
本
来
性
を
自
覚

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
人
間
の
本
来
性

と
は
、
公
共
空
間
に
働
い
て
い
る
人
々
は
社
会
的
存
在
と
し
て
自
己
を
否
定

し
、
共
有
し
て
い
る
言
語
・
歴
史
・
文
化
を
媒
介
し
て
大
い
な
る
公
と
し
て

の
共
同
体
へ
と
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
要
は
、
こ
こ
で
の
公
共
空
間
的
に

超
越
す
る
こ
と
は
、
人
間
存
在
を
種
と
し
て
の
道
徳
的
な
あ
り
方
へ
近
づ
け

る
運
動
で
あ
る
(12)
。 

し
か
し
こ
こ
で
は
、
種
へ
と
近
づ
け
る
運
動
に
お
い
て
従
属
的
性
格
が
つ

け
ら
れ
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
人
間
と
い
う
存
在
は
小
我
の
個
々
存
在

で
は
な
く
、
公
共
空
間
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
に
な
る
の
は
、

和
辻
が
こ
の
論
文
に
於
い
て
、
公
共
空
間
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
以
上
、

「
公
」
と
「
私
」
と
の
間
に
お
け
る
人
間
の
主
体
を
ど
う
捉
え
る
の
か
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い

 (13)
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
後
年

に
出
版
し
た
『
倫
理
学
』
中
巻
（
一
九
四
二
、
初
稿
）〔11-419

〕
に
お
い

て
和
辻
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

個
と
し
て
の
人
格
は
、
一
切
の
「
私
」
を
去
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
聖
な

る
も
の
と
し
て
の
民
族
の
全
体
性
に
帰
一
す
る
。「
私
」
を
去
る
こ
と

は
個
性
を
没
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
精
神
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
以
上
、

人
格
は
あ
く
ま
で
も
個
性
的
で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
個
性
的

な
る
も
の
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
全
一
と
な
る
の
は
、
ま
さ
に
「
私
」

を
去
る
が
故
な
の
で
あ
る
。

 (14) 
 

見
て
き
た
よ
う
に
、
和
辻
に
お
い
て
、
個
と
し
て
の
人
格
、
い
わ
ば
主
体

は
自
己
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
民
族
の
全
体
性
に
帰
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
そ
の
全
一
と
な
る
か
た
ち
で
現
れ
て
く
る
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
子
安
宣
邦
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
人
間
が
そ
の
構

成
者
の
一
人
と
し
て
、
民
族
と
い
う
聖
な
る
全
体
性
に
去
私
的
に
帰
一
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

 (15)
。
こ
う
し
た
民
族
と
い
う
聖
な
る
全
体
性

と
し
て
の
人
格
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
」
を
超
越
す
る
こ
と
で
統
一
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
民
族
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
和
辻
の
語
彙
に

お
い
て
、「
国
民
」
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
国
民
道
徳

論
」
の
論
理
と
同
じ
く
、
公
共
空
間
的
な
運
動
に
よ
っ
て
人
格
的
統
一
の
あ

る
共
同
体
へ
と
超
越
す
る
志
向
で
あ
る
が
、
し
か
し
自
己
を
徹
底
的
に
否
定

す
る
一
方
で
、
敢
え
て
自
己
を
全
体
性
に
融
解
し
従
属
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
要
請
も
い
つ
の
間
に
か
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
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あ
れ
、
こ
う
し
た
小
我
の
個
人
を
固
執
的
に
否
定
す
る
こ
と
で
、
逆
に
全
体

へ
の
没
我
の
境
地
に
陥
り
が
ち
に
な
っ
た
和
辻
の
戦
中
の
姿
勢
が
窺
え
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

お
ま
け
に
、
子
安
は
、
一
九
四
五
年
の
敗
戦
を
迎
え
た
和
辻
が
、
右
の
引

用
文
中
の
「
聖
な
る
も
の
と
し
て
の
民
族
の
全
体
性
に
帰
一
す
る
」
と
い
う

箇
所
を
、「
本
来
の
自
己
と
し
て
の
生
け
る
全
体
性
に
帰
来
す
る
」
に
改
め

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が

 (16)
、
筆
者
が
現
在
扱
っ
て
い
る
一
九
七
七
年
版

の
和
辻
哲
郎
全
集
に
は
、
初
稿
の
引
用
文
の
ま
ま
に
同
じ
内
容
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
戦
後
和
辻
哲
郎
全
集
の
修
正
に
手
を
入
れ
る

各
版
本
の
背
後
に
は
、
一
体
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
ま
だ
考
察

を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
和
辻
の
論
説
に
戻
る
。
前
の
引
用
文
中
に
提
起

し
た
「
全
体
性
」
も
、
や
は
り
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
和
辻
が
「
国
民
道
徳
論
」
に
お
い
て
再
構
成
し
た
「
国
民
」

（
＝
民
族
）
の
概
念
は
風
土
的
特
殊
性
の
性
格
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と

は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
限
定
を
な
し
た
の
は
、
普
遍
と
し

て
の
欧
米
的
な
資
本
主
義
的
文
明
に
体
現
さ
れ
る
植
民
地
へ
の
拡
張
に
対

し
、
各
国
の
国
民
文
化
の
独
自
性
や
価
値
観
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
図
に
あ
る
。
即
ち
、
全
体
性
は
、
あ
く
ま
で
も
国
民
と
し
て
の
全
体
性
で

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
国
民
を
包
括
す
る
と
い
う
人
類
全
体
を
強
調
す
る
こ
と
は
、

人
間
の
特
殊
な
歴
史
的
、
風
土
的
性
格
を
無
視
し
、
た
だ
抽
象
的
な
地
盤
を

人
為
的
に
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
民
全
体
は
生
活
を
共
に

す
る
地
盤
に
お
い
て
の
み
人
格
的
統
一
が
成
さ
れ
る
の
に
対
し
、
抽
象
的
意

味
で
の
「
人
類
全
体
は
こ
の
人
格
的
統
一
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
」

〔B1-66~7

〕
と
い
う
。 

で
は
、
和
辻
に
お
い
て
は
、
相
対
的
な
全
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
は

国
際
間
と
い
う
公
共
的
場
面
で
ど
の
よ
う
に
交
渉
す
る
の
か
と
い
う
問
い

が
迫
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
和
辻
が
戦
後
、
修
正
し
た
『
倫

理
学
』
中
巻
に
国
民
的
当
為
に
つ
い
て
の
一
文
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
い

わ
ば
対
内
的
に
国
家
的
統
一
に
寄
与
す
る
と
共
に
、
対
外
的
に
国
民
文
化
的

な
貢
献
を
果
た
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

 

諸
国
民
の
文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
性
格
に
お
い
て
発
展
せ
し
め

つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
異
な
っ
た
文
化
を
互
い
に
補
足
し
合
い
交
響

し
合
う
よ
う
に
す
る
。
多
様
の
統
一
こ
そ
、
一
つ
の
世
界
と
し
て
実
現

せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
国
民
の

独
自
性
が
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
尊
厳
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
等
し
く
尊
敬

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔11-407~8

〕。 
 

西
谷
敬
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
説
に
お
い
て
、
一
つ
の
世
界
の
形
成

に
参
与
す
る
国
民
と
し
て
の
当
為
へ
の
自
覚
が
主
張
さ
れ
る

 (17)
。
こ
の
よ
う

に
国
民
的
当
為
は
、
対
内
的
に
は
国
家
的
統
一
に
寄
与
す
る
国
民
に
集
約
さ

れ
る
が
、
対
外
的
に
は
文
化
的
活
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

 (18)
。

ま
た
真
の
公
共
性
と
し
て
の
全
体
世
界
に
対
し
、
国
民
的
当
為
は
何
よ
り
も
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文
化
的
な
貢
献
が
重
視
さ
れ
て
い
る

 (19)
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
民
が
人
格
的

統
一
と
し
て
の
国
民
文
化
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
国
民
文
化
を
媒
介

し
て
多
様
的
公
共
空
間
と
し
て
の
一
つ
の
世
界
を
確
保
す
る
と
い
う
主
張

で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 
 

以
上
の
考
察
を
、
論
文
の
最
初
に
述
べ
た
和
辻
の
「
文
明
」
へ
の
対
抗
意

識
や
福
沢
批
判
に
繋
げ
て
整
理
す
れ
ば
、
和
辻
は
福
沢
諭
吉
的
な
、
私
的
個

人
の
集
ま
り
と
し
て
の
資
本
主
義
文
明
社
会
を
否
定
す
る
先
に
、
間
文
化
的

公
共
空
間
と
し
て
の
社
会
の
あ
り
方
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
和
辻
が
定
義
し
て
い
る
「
国
民
」

は
あ
く
ま
で
一
つ
の
民
族
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
民
族
が
文
化
共
同
体
を

形
成
し
た
う
え
で
、
国
家
が
成
立
し
、
ほ
か
の
民
族
と
公
共
的
活
動
を
展
開

し
て
い
く
と
い
う
志
向
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
前
の
引
用
文
に
述
べ
た
国
民

的
当
為
の
論
説
の
よ
う
に
、
和
辻
は
公
共
的
な
国
際
文
化
場
面
を
重
視
し
た

が
、
や
は
り
「
対
内
的
に
は
国
家
的
統
一
に
寄
与
す
る
」と
説
く
の
で
あ
る
。

即
ち
民
族
の
一
員
、
或
い
は
精
神
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
以
上
に
、
一
切
の

私
を
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
に
お
け
る
人
格
的
統
一
へ
と
志
向
す
る
自

覚
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
西
谷
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
和
辻
は
公
中
心
な
思
想
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
」

 (20)
。
言
い
換
え
れ
ば
、
和
辻
に
お
い
て
の
「
公
」
へ
の
空
間
的
超
越

の
理
論
は
、
最
後
ま
で
、
や
は
り
相
対
的
に
大
い
な
る
「
私
」
に
と
ど
ま
っ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
の
乖
離
の
問
題
に
つ
い
て
、
和
辻
に
お
け

る
国
民
文
化
の
理
論
の
歴
史
的
意
義
を
述
べ
て
み
た
い
。
和
辻
は
若
き
時
代

か
ら
資
本
主
義
的
文
明
へ
の
対
抗
と
し
て
、
公
と
し
て
の
国
民
文
化
を
目
指

す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
道
に
お
い
て
、
敗
戦
に
よ
っ
て
世
界
を
指
導
す
る

国
家
と
し
て
の
日
本
の
挫
折
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
文
化
面
で
は

終
始
一
貫
し
て
、
日
本
は
個
性
と
そ
れ
に
よ
る
独
自
な
価
値
を
有
し
、
国
民

文
化
を
通
じ
て
世
界
に
寄
与
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
西
谷
は
、
和
辻
が
最
後
に
、
文
化
相
対
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
と
評
価

す
る

 (21)
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
思
想
史
的
背
景
の
制
限
も
一
つ
の
要
因
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
「
文
化
」
と
い
う
意
味
の
由
来
を
改
め
て
問
う
べ
き

で
あ
る
。
西
川
長
夫
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
明
治
末
期
に
ド
イ
ツ
か

ら
受
容
し
た
「
文
化
」K

ultur

そ
の
も
の
は
、
す
で
に
国
民
統
合
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
以
来
使
っ
て
い
る
「
文
明
」

に
代
え
て
「
文
化
」
の
概
念
を
と
り
入
れ
た
と
き
、
日
本
の
国
民
国
家
は
ド

イ
ツ
の
国
民
国
家
と
同
じ
く
、
後
発
の
、
だ
が
急
速
に
上
昇
す
る
国
家
の
運

命
を
辿
り
始
め
た
の
で
あ
っ
た

 (22)
。 

従
っ
て
近
代
日
本
知
識
人
の
特
徴
を
把
握
す
る
一
環
と
し
て
、
和
辻
の
国

民
文
化
論
は
ま
た
、
日
本
近
代
外
来
思
想
の
受
容
状
況
や
時
代
的
背
景
に
お

い
て
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
和
辻
の
思
想

に
お
け
る
基
礎
的
地
盤
た
る
人
間
の
共
同
存
在
は
、
東
洋
的
に
着
色
さ
れ
た
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も
の
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
公
」
と

「
私
」
と
の
間
に
公
共
空
間
と
し
て
の
共
同
体
存
在
を
見
出
し
た
と
い
う
人

間
存
在
の
理
論
に
は
、
田
中
久
文
や
金
子
武
蔵
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
儒
教

や
仏
教
の
強
い
影
響
も
見
ら
れ
る

 (23)
。
こ
れ
も
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
今
後

の
課
題
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

最
後
に
、「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
の
乖
離
の
問
題
に
お
い
て
、
な
ぜ
和

辻
を
挙
げ
た
か
と
い
う
理
由
を
説
明
す
る
。
近
代
以
来
の
、「
文
明
」
と
「
文

化
」
と
の
長
い
間
の
闘
争
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
続
い
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
上
、
国
際
間
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
積
極
的
に

推
進
し
つ
つ
も
、
そ
の
裏
に
は
激
越
な
生
存
競
争
や
物
質
主
義
の
蔓
延
は
、

和
辻
風
に
言
え
ば
さ
ら
に
我
々
の
存
在
を
希
薄
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

人
間
と
い
う
も
の
が
社
会
的
存
在
を
前
提
と
す
る
か
ら
に
は
、
文
化
的
混
乱

の
様
相
を
呈
し
て
い
る
「
社
会
」
に
お
い
て
、「
私
」
と
し
て
の
個
々
人
が
、

ど
の
よ
う
に
お
互
い
に
よ
り
よ
い
公
共
的
「
間
」
を
作
る
の
か
を
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
和
辻
の
倫
理
学
を
再
考
察
す
る
こ
と
は
、

我
々
の
生
き
方
に
、
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

註 

本
稿
に
お
け
る
和
辻
の
言
説
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
『
和
辻
哲
郎
全
集
』（
岩

波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
す
る
際
に
略
号
を
用
い
て
、

巻
数
と
頁
数
を
表
記
し
た
。
た
だ
著
作
の
別
巻
か
ら
引
用
を
行
う
際
に
は
、

以
下
の
略
号
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
表
記
し
、
全
集
の
対
応
箇
所
を
併
記
す

る
。 

B1

：『
和
辻
哲
郎
全
集
』
別
巻
一 

B2

：『
和
辻
哲
郎
全
集
』
別
巻
二 

(1) 

福
沢
諭
吉
著
『
文
明
論
之
概
略
』
松
沢
弘
揚
校
注
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一

年
）
第
二
二
刷
、
六
一
頁
。 

(2) 

許
啓
賢
著
『
新
時
代
的
倫
理
沈
思 

倫
理
現
代
化
探
微
』（
中
国
鉱
業
大
学

出
版
社 

一
九
八
九
年
）
二
七
〇
頁
参
照
。 

(3) 

西
川
長
夫
「
近
代
日
本
に
お
け
る
文
化
受
容
の
諸
問
題

―
そ
の
基
礎
的
考

察

―
」（『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
二
巻
五
・
六
合
併
号
、
一
九
九
一
年

三
）
三
九
頁
参
照
。 

(4) 

そ
の
段
落
は
苅
部
直
『
光
の
領
国 

和
辻
哲
郎
』（
創
文
社
出
版
、
一
九
九

五
年
）
九
九
頁
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
苅
部
が

Spender

の
『
西
洋
の
没
落
』、Friz K

.Ringer

『
読
書
人
の
没
落
』
な
ど
を

参
考
に
し
て
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
苅
部
先
生
の
書
の
第
二
章

の
注
三
六
〜
七
を
参
照
。 

(5) 

苅
部
直
著
『
光
の
領
国 

和
辻
哲
郎
』（
創
文
社
出
版
、
一
九
九
五
年
）
九

八
頁
参
照
。 

(6) 

福
沢
諭
吉
著
「
学
者
と
町
人
」『
福
沢
全
集
』
第
十
巻
、
八
九
頁
以
下
。
明

治
一
九
年
の
著
作
。 

(7) 
同
上
。 

(8) 

関
口
す
み
子
著
『
国
民
道
徳
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー 

福
沢
諭
吉
・
井
上
哲
次
郎
・

和
辻
哲
郎
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
二
五
二
〜
三
頁
参
照
。 
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(9) 
関
口
す
み
子
、
前
掲
書
、
二
五
四
頁
参
照
。 

(10) 
苅
部
直
、
前
掲
書
、
二
七
頁
参
照
。 

(11) 

子
安
宣
邦
著
『
和
辻
哲
郎
を
読
む 

も
う
一
つ
「
近
代
」
の
超
克
』（
青
土

社 

二
〇
一
〇
年
）
二
七
七
〜
八
頁
参
照
。
子
安
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
昭

和
前
期
と
は
、
こ
の
「
民
族
」
概
念
が
構
成
さ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
」
和

辻
も
こ
の
時
期
に
「
民
族
」
と
「
国
民
」
の
意
味
と
を
重
ね
て
再
解
釈
す
る
。

「
わ
が
日
本
の
生
け
る
全
体
性
を
な
す
『
国
民
』
＝
『
民
族
』
概
念
に
よ
っ

て
、
『
わ
が
国
民
道
徳
論
』」
を
書
き
直
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。 

(12) 

深
谷
潤
「『
ヨ
コ
の
超
越
』
と
人
格
性

―
和
辻
論
文
『
人
格
と
人
類
性
』

を
手
掛
か
り
に

―
」
（
西
南
学
院
大
学
学
術
研
究
所
・
雑
誌
「
人
間
科
学

論
集
」
六
巻
第
二
号 

二
〇
一
一
年
）
一
二
頁
参
照
。 

(13) 

そ
の
点
に
つ
い
て
、
西
谷
敬
は
『
文
化
と
公
共
性

―
和
辻
倫
理
学
の
最
構

想

―
』
に
も
論
じ
て
い
る
。「
和
辻
の
改
革
さ
れ
た
国
民
道
徳
論
、
即
ち

国
家
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
公
と
私
の
関
係
は
明
確
に
な
ら
な
い
ま
ま
で
あ

る
。 

(14) 

和
辻
哲
郎
著
『
倫
理
学
』
中
巻
、
第
三
章
「
人
倫
的
組
織
」
第
六
節
「
文
化

共
同
体
」（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
）
引
用
文
中
の
傍
点
は
和
辻
。 

(15) 

子
安
宣
邦
、
前
掲
書
、
二
一
六
頁
参
照
。 

(16) 

子
安
宣
邦
、
前
掲
書
、
二
一
六
〜
七
頁
参
照
。 

(17) 

西
谷
敬
著
『
文
化
と
公
共
性 

―
和
辻
倫
理
学
の
最
構
想

―
』（
晃
洋

書
房
、
二
〇
一
三
年
）
第
一
刷
、
二
〇
一
頁
参
照
。 

(18) 

同
上
。 

(19) 

同
上
。 

(20) 

西
谷
敬
、
前
掲
書
、
二
三
一
頁
参
照
。 

(21) 

西
谷
敬
、
前
掲
書
、
二
三
四
頁
参
照
。 

(22) 

西
川
長
夫
、
前
掲
論
文
、
四
七
頁
参
照
。 

(23) 

田
中
久
文
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
和
辻
の
『
倫
理
学
』
に
お
け
る
共
同
体
倫
理

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
並
ん
で
、
儒
教
の
影
響
も
見
て
取
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
お
い
て
和
辻
に
は
、
西
洋
の
ま
な
ざ

し
を
通
し
て
仏
教
や
儒
教
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
る
と
い
う
。

ま
た
金
子
武
蔵
は
和
辻
『
倫
理
学
』
下
巻
に
対
す
る
解
説
に
お
い
て
も
田
中

と
近
い
見
解
を
も
っ
て
い
る
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
田
中
久
文
の
学
会
発

表
「「
和
辻
倫
理
学
」
に
お
け
る
間
文
化
性

―
『
倫
理
学
』
を
中
心
に
」（
比

較
思
想
学
会 

二
〇
一
二
年
）
と
和
辻
哲
郎
全
集
第
十
一
巻
に
お
け
る
金
子

武
蔵
の
解
説
部
分
を
参
照
。 
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