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本
論
で
わ
た
し
は
、
片
山
潜
の
思
想
と
運
動
を
「
文
献
的
」
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
へ
の
執
念
を
生
み
だ
し
支
え
て
い
た
も
の
が
一

体
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
片
山
を
み
て
い
く
方
法
を
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
片
山
の
一
八
八
四
～
九
六
年
（
二
五
～
三
七
歳
）

の
「
在
米
生
活
」
は
、
生
涯
の
軌
跡
を
決
定
し
た
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
片
山
は
、
　
「
欧
米
社
会
」
の
も
っ
て

い
る
圧
倒
的
な
重
量
を
「
先
進
（
優
越
）
性
」
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
手
本
社
会
」
の
「
後
進
（
劣
等
）
性
」
を
、
い
い
か
え
れ
ば
「
日
本
の
現

実
」
を
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
欧
米
の
先
進
（
優
越
）
性
」
を
手
に
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
片
山
の
場
合
、

日
本
の
健
全
か
つ
合
理
的
な
「
近
代
化
」
の
た
め
に
は
、
欧
米
の
「
進
歩
的
」
な
社
会
思
想
と
運
動
を
日
本
に
移
殖
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う

「
情
念
」
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
片
山
の
生
涯
の
軌
跡
か
ら
爽
雑
物
を
と
り
さ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
根
底
に
は
常
に
こ
の
「
情
念
」
が
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
片
山
の
思
想
と
運
動
の
実
体
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
史
林
六
六
巻
二
号
　
一
九
八
三
年
三
月

1
　
は
　
じ
　
め
　
に

片
山
潜
（
一
八
五
九
～
一
九
三
三
）
は
、

あ
た
え
ら
れ
た
晩
年
、
自
分
の
足
跡
を

「
権
力
闘
争
」
下
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
で
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
執
行
委
員
会
幹
部
会
員
」
と
い
う
「
栄
光
」

「
進
歩
の
生
涯
」
を
す
ご
し
て
き
た
も
の
と
し
て
満
足
げ
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

を

「
予
の
意
識
的
七
十
年
間
は
、
実
に
進
歩
の
生
涯
で
あ
る
。
山
間
僻
地
の
農
村
に
始
り
、
あ
ら
ゆ
る
変
遷
の
境
遇
を
経
て
来
た
。
封
建
治
下
に
生
活
を
営
み
、

封
建
破
壊
の
明
治
革
命
を
少
年
時
代
に
経
験
し
、
明
治
文
明
、
即
ち
西
洋
文
化
の
輸
入
時
期
に
於
て
、
継
れ
走
せ
な
が
ら
学
問
に
志
し
て
郷
里
を
出
て
後
、

北
米
に
渡
り
、
不
完
全
な
が
ら
之
が
目
的
を
達
し
た
。
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思
想
的
に
も
進
歩
の
途
を
辿
っ
て
来
た
。
仏
教
の
迷
信
、
偶
像
崇
拝
か
ら
、
有
信
の
信
徒
、
進
ん
で
無
信
徒
の
唯
物
論
者
と
な
り
、
労
働
運
動
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
も
組
合
主
義
か
ら
社
会
主
義
に
進
み
、
議
会
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
、
而
し
て
今
ソ
ビ
エ
ト
同
盟
の
社
会
主
義
建
設
の
真
只
中
に
生
存
す
る
に
至
る
。
」

　
も
し
か
す
る
と
人
は
、
晩
年
に
な
る
と
、
あ
る
い
は
「
え
ら
く
」
な
っ
た
と
思
う
と
、
大
な
り
小
な
り
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
生
涯
を
起
承

転
結
を
つ
け
て
合
理
化
し
た
く
な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
人
の
生
涯
が
、
こ
こ
で
片
山
が
跡
づ
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
な
い

こ
と
は
、
な
に
も
片
山
の
、
そ
し
て
他
の
思
想
家
・
運
動
家
・
文
学
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
生
涯
に
わ
ざ
わ
ざ
あ
た
ら
な
く
と
も
、
わ
た
し
た

ち
自
身
の
今
ま
で
の
そ
れ
を
少
し
内
省
す
る
だ
け
で
も
充
分
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
人
の
生
涯
を
直
線
的
に
考
え
、
何
ら
か
の
意
味
で

「
進
歩
」
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
生
涯
だ
け
を
肯
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
片
山
の
そ
れ
は
、
ま
さ
に
格
好
の
材
料
で
あ
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
　
二
身
の
幸
福
を
犠
牲
に
し
、
終
生
労
働
者
大
衆
の
た
め
に
闘
っ
た
」
か
の
よ
う
に
み
え
る
生
涯
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

必
ず
し
も
、
片
山
の
思
想
・
運
動
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
貧
苦
に
苦
し
み
な
が

ら
も
、
　
「
芸
術
」
に
自
分
の
生
涯
を
さ
さ
げ
た
「
私
小
説
家
」
の
小
説
、
あ
る
い
は
官
権
の
「
過
酷
な
弾
圧
」
の
な
か
で
「
階
級
闘
争
」
の
た

め
に
か
か
れ
た
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
あ
り
が
た
が
っ
て
読
む
必
要
が
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
く
だ

ら
な
い
も
の
は
、
く
だ
ら
な
い
の
だ
。
片
山
の
「
し
た
た
か
さ
・
ね
ば
り
つ
よ
さ
」
、
よ
う
す
る
に
片
山
が
果
し
た
「
進
歩
的
役
割
」
は
評
価

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
は
、
爽
雑
物
を
と
り
の
ぞ
い
て
そ
の
心
情
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
片
山
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
人

が
あ
る
陣
営
に
属
す
る
か
否
か
と
い
う
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
で
、
　
「
進
歩
的
人
物
」
か
否
か
を
判
断
で
き
る
と
い
う
無
惨
な
考
え
と
、
大
同
小
異

で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
　
「
世
の
中
の
人
は
教
育
の
有
無
に
拘
ら
ず
二
様
に
分
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
、
一
は
年
を
取
る
に
従
っ
て
化
石
的
に
成
る
入
が
あ
る
、
と
同
時
に
世
と
共
に
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
化
し
て
い
く
人
も
あ
る
、
前
者
は
保
守
的
で
あ
り
後
老
は
進
歩
的
で
あ
る
、
吾
が
ト
ム
・
マ
ソ
は
蜷
か
に
進
歩
的
の
人
で
あ
る
。
」

　
　
「
…
…
運
動
を
共
に
せ
し
同
志
等
に
関
し
て
は
、
今
日
尚
存
命
し
又
或
い
は
夙
に
故
人
と
な
り
、
或
い
は
主
義
上
死
滅
又
は
裏
切
り
、
甚
し
き
は
破
信
以
て

　
予
等
の
反
対
側
に
在
り
て
蛮
動
ず
る
所
の
変
節
漢
も
あ
り
、
堕
落
し
て
世
間
か
ら
埋
葬
ら
れ
た
者
（
西
川
光
二
郎
）
も
あ
り
、
変
節
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
陣
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営
に
降
っ
た
も
の
も
あ
る
。
詮
じ
詰
む
れ
ば
、
予
の
反
対
側
の
旧
友
は
聴
勢
と
共
に
進
歩
し
発
展
せ
ぬ
全
く
の
卑
怯
者
で
あ
る
。
彼
等
は
僧
直
す
べ
き
又
賎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
蔑
す
べ
き
者
で
は
あ
る
が
、
又
憐
欄
す
べ
き
昔
の
友
達
で
あ
る
。
」

　
な
ぜ
多
く
の
人
が
、
こ
の
よ
う
な
馬
鹿
げ
た
見
解
を
得
意
げ
に
披
露
し
て
い
る
片
山
に
つ
ま
つ
く
の
か
。
そ
れ
は
、
片
山
の
「
献
身
的
な
活

動
」
と
そ
の
と
き
ど
き
の
時
局
的
発
言
の
「
妥
当
性
」
、
そ
し
て
「
タ
ネ
本
思
想
」
を
、
た
だ
単
に
「
文
献
的
」
に
解
釈
す
る
だ
け
で
、
そ
こ

か
ら
も
う
一
歩
踏
み
こ
ん
で
そ
れ
ら
の
論
理
的
な
解
析
を
し
ょ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
た
と
え
て
い
え
ぼ
、
片
山
が
「
今

日
か
ら
、
わ
た
し
は
祉
会
主
義
者
だ
」
と
い
っ
た
ら
、
そ
の
後
の
思
想
と
運
動
か
ら
自
分
の
「
好
み
」
に
応
じ
て
「
社
会
主
義
」
的
要
素
を
探

り
だ
し
て
そ
れ
を
「
成
長
偏
と
い
い
、
そ
こ
に
「
改
良
主
義
」
や
「
体
調
順
応
」
的
要
素
を
見
出
す
と
、
い
や
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
現
実

的
に
は
「
進
歩
的
な
役
割
」
を
果
し
た
の
だ
と
評
価
し
、
つ
ぎ
に
片
山
が
「
今
日
か
ら
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
だ
」
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
ま
で

の
軌
跡
を
何
と
か
こ
じ
つ
け
て
い
く
、
と
い
っ
た
趣
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
片
山
を
総
じ
て
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
否
定
的
に
と
ら
え
る
見
解

に
も
、
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
。

　
わ
た
し
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
片
山
の
思
想
と
運
動
が
「
進
歩
性
」
を
も
っ
と
す
る
見
解
は
、
明
治
以
降
の
社
会
運
動
・
思
想
を
「
民
主
主

義
・
自
由
主
義
」
の
浸
透
・
定
着
過
程
と
い
う
面
か
ら
と
ら
え
、
そ
れ
を
「
戦
後
民
主
主
義
」
に
ま
で
連
結
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ

が
あ
る
の
に
対
し
、
　
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
す
る
見
解
は
、
主
と
し
て
そ
こ
の
な
か
か
ら
「
革
命
性
」
を
ど
の
よ
う
に
ひ
き
だ
す
か
を
問
題
に
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
片
山
評
価
が
見
合
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
人
が
抱
い
て
い
る
明
治
期
社
会
運
動
・
思
想
、
そ
し
て
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
人
が
片
山
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
で
お
し
は
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
的
を
は
ず
す
こ
と
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
（
念
の
た
め
い
っ
て
お
け
ば
、
片
山
の
性
格
に
対
す
る
好
き
嫌
い
の
別
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
）

　
今
ま
で
の
片
山
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
み
せ
て
く
れ
て
い
る
も
の
は
、
…
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
片
山
の
思
想
と
運
動
か
ら
じ
か

に
「
論
理
性
」
を
ひ
き
だ
そ
う
と
し
た
ら
、
自
分
の
「
好
み
」
に
応
じ
て
「
進
歩
性
」
や
「
つ
ま
ら
な
さ
」
を
三
々
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ

り
、
う
ま
く
い
っ
て
「
タ
ネ
本
」
に
い
き
つ
く
の
が
関
の
山
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
片
山
の
「
進
歩
性
」
を
い
い
た
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
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「
進
歩
性
」
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
つ
ま
ら
な
さ
」
の
論
理
的
な
根

拠
は
何
か
、
そ
の
内
在
的
な
理
由
を
思
想
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

　
わ
た
し
が
片
山
の
生
涯
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
み
て
も
っ
た
感
想
に
つ
い
て
い
え
ぼ
、
そ
れ
は
、
人
は
自
ら
思
想
を
生
み
だ
さ
な
く
て
も
、
人

並
な
ら
ぬ
行
動
力
と
情
念
だ
け
で
「
労
働
者
（
民
衆
）
の
た
め
に
」
を
題
饅
に
運
動
を
つ
づ
け
る
と
と
も
に
思
想
に
も
あ
り
つ
く
こ
と
を
つ
づ

け
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
「
先
頭
」
に
た
っ
て
し
ま
い
、
同
時
代
か
ら
も
ま
た
後
世
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
こ
み
と
粉
飾
を
ほ
ど

こ
さ
れ
た
り
、
逆
に
嫌
悪
と
拒
絶
の
対
象
に
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
も
お
こ
り
う
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、

こ
の
よ
う
な
片
山
の
軌
跡
か
ら
ま
ず
と
り
だ
す
べ
き
は
、
そ
の
軌
跡
を
生
み
だ
し
支
え
て
い
た
情
念
と
も
呼
ぶ
べ
き
「
心
情
」
あ
る
い
は
「
肉

声
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
か
ら
「
タ
ネ
本
」
そ
の
も
の
で
な
い
、
ま
た
運
動
か
ら
は
「
進
歩
性
」
や
「
改

良
性
」
で
は
な
い
、
「
思
想
性
」
を
い
わ
ば
「
実
体
」
と
し
て
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
い
え
ぼ
、
片
山
を
「
実
体
的
」

に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
　
「
心
情
」
あ
る
い
は
「
肉
声
」
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
何
事
も
は
じ
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
、
片
山
の
「
在
米
体
験
」
を
手
が
か
り
に
し
て
み
て
い
ぎ
だ
い
と
思
う
。
そ
こ
に
は
、
片
山
の
生
涯
の
思
想

と
運
動
の
ほ
と
ん
ど
が
、
予
感
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
③
　
片
山
潜
『
わ
が
回
想
』
下
　
徳
間
書
店
　
一
九
穴
七
年
　
三
一
一
頁
　
　
　
　
　
　
　
③
　
片
山
潜
『
自
伝
』
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
四
年
　
｝
八
三
頁

　
②
隅
谷
三
喜
男
『
片
山
潜
陳
東
京
大
学
腸
版
会
一
九
六
〇
年
二
＝
一
頁
　
　
④
前
掲
片
山
『
わ
が
回
想
』
下
ゴ
コ
ニ
頁

2
　
在
　
米
体
　
験

　
片
山
潜
が
渡
米
し
た
の
は
、
一
八
八
四
年
、
二
五
才
の
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
片
山
の
生
活
の
軌
跡
は
、
回
想
類
を
み
る
か
ぎ
り
、
生

活
に
ど
の
よ
う
に
も
ま
れ
て
も
辛
抱
強
く
努
力
を
積
み
重
ね
、
何
か
に
執
着
し
つ
づ
け
る
と
い
っ
た
、
の
ち
の
片
山
は
姿
を
み
せ
て
い
る
が
、

「
学
問
で
身
を
た
て
よ
う
」
と
思
い
な
が
ら
、
う
ま
く
そ
の
揚
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
、
生
活
的
に
も
精
神
的
に
も
彷
裡
を
つ
づ
け
て
し
ま
っ
た
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青
年
と
い
っ
た
趣
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
と
り
た
て
て
強
い
と
は
い
え
な
い
が
、
明
治
期
の
普
通
の
知
的
な
青
年
が
も
っ
て
い
た
程
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
立
身
欲
」
と
「
国
家
・
社
会
へ
の
使
命
感
」
を
も
っ
た
、
農
村
出
身
の
貧
乏
な
学
問
に
志
を
も
つ
青
年
の
姿
し
か
ひ
き
だ
せ
な
い
。
片
山
の

渡
米
は
、
こ
の
彷
復
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
片
山
の
友
人
、
の
ち
「
パ
ト
ロ
ン
」
に
も
な
っ
た
岩
崎
清
七
（
吉
）
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
岩
崎
と
片
山
は
渡
米
前
、
　
「
将
来
の
日
本
の
発
展
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

対
す
る
準
備
と
し
て
は
、
是
非
こ
の
際
一
と
奮
発
し
て
、
英
米
何
れ
か
の
文
明
国
へ
遊
学
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
、
と
語
り
あ
っ
て
い
た
と
い
う
。

ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
自
ら
の
在
米
生
活
の
目
的
と
し
て
、
片
山
は
、
在
米
生
活
五
年
、
労
働
の
か
た
わ
ら
本
格
的
な
大
学
生
活
を
送
る
よ

う
に
な
っ
て
二
年
を
経
た
、
一
八
八
九
年
に
も
語
っ
て
い
る
。

　
　
「
…
…
我
扇
は
、
政
治
的
・
宗
教
的
諸
問
題
に
お
い
て
、
革
命
的
な
最
も
重
要
で
か
つ
最
も
多
忙
の
時
代
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
愛
国
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。

　
我
々
は
、
我
が
祖
国
の
将
来
に
役
立
ち
、
奉
仕
す
る
為
我
々
の
精
神
を
訓
育
し
、
又
教
養
を
高
め
る
為
に
、
よ
り
高
い
文
明
の
真
の
知
識
を
得
る
目
的
で
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
の
国
へ
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
、
　
「
日
本
の
近
代
化
」
の
た
め
に
「
欧
米
社
会
」
の
「
先
進
性
」
を
学
び
摂
取
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
日
本
へ
移

殖
し
ょ
う
と
す
る
発
想
が
、
五
年
間
の
在
米
生
活
の
な
か
で
失
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
す
ま
す
強
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
発
想
が
渡
米
前
に
も
た
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
五
年
の
在
米

生
活
を
経
て
も
も
た
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
間
に
は
、
そ
れ
相
当
の
差
異
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
聞
に
は
、
ハ
ウ
ス
ウ
ォ
ー
ク
・
コ
ッ

ク
・
ス
ク
ー
ル
ボ
ー
イ
等
の
　
「
下
層
の
労
働
体
験
」
が
あ
り
、
　
「
野
心
満
々
の
青
年
」
を
く
た
ば
ら
せ
る
に
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
屈
辱
的
な

「
在
米
体
験
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
明
治
期
の
あ
る
程
度
の
知
識
人
タ
イ
プ
の
渡
米
者
で
あ
れ
ば
通
常
み

ら
れ
た
発
想
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
実
質
的
に
は
「
出
稼
ぎ
」
と
変
ら
な
い
生
活
の
な
か
で
、
変
容
も
し
な
い
で
ま
す
ま
す

強
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
問
題
は
、
実
質
的
に
は
「
出
稼
ぎ
」
と
変
ら
な
い
生
活
の
な
か
で
「
国
家
・
社
会
へ
の

使
命
感
」
を
露
出
さ
せ
る
際
に
、
片
山
が
そ
こ
で
、
何
を
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
、
ま
た
何
を
代
償
と
し
て
支
払
っ
た
か
、
と
い
う
と
こ
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④

う
に
あ
る
の
で
あ
る
。
江
藤
淳
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
人
は
何
も
支
払
わ
ず
に
外
圏
暮
し
を
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
片
山
が
の
ち
に
『
渡
米
案
内
』
（
一
九
〇
一
）
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
で
生
活
の
た
め
に
「
飯
炊
き
・
庭
掃
き
・
便
所
掃
除
・
風
呂
場
掃
除
」

等
の
「
下
層
の
職
業
」
に
従
事
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
も
、
ま
た
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
人
に
「
罵
ら
れ
土
足
に
蹴
ら
」
れ
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
っ
て
「
耐
忍
」
す
べ
き
だ
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
、
代
償
の
一
つ
が
何
で
あ
っ

た
の
か
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
「
天
下
に
阯
つ
る
こ
と
な
き
理
想
を
以
て
進
ま
ば
、
何
の
怒
る
と
こ
ろ
か
あ
ら
ん
、
何
の
恥
つ
る
と
こ
ろ
か
あ
ら
ん
、
其
天
下
に
恥
ぢ
ざ
る
志
を
以
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
賎
し
き
業
を
為
す
は
こ
れ
却
っ
て
美
な
り
」

「
．
こ
こ
で
片
山
が
い
っ
て
い
る
の
は
、
「
学
問
」
の
た
め
に
は
自
分
の
生
活
体
験
に
は
目
を
つ
ぶ
れ
、
「
立
身
」
・
「
日
本
の
近
代
化
」
の
た
め
に

は
当
先
進
文
明
」
を
学
べ
、
ア
メ
リ
カ
で
の
つ
ら
い
生
活
体
験
は
そ
の
際
の
代
償
み
た
い
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
片
山
は
、
一
八
八
七
年
ホ
プ
キ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
学
す
る
ま
で
の
在
米
生
活
を
、
そ
れ
以
降
の
大
学
生
活
の
準
備
期

間
、
自
ら
の
思
想
は
大
学
生
活
の
な
か
で
講
究
し
て
得
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
　
「
欧
米
」
と
の
思

想
的
な
格
闘
を
さ
け
た
に
等
し
い
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
思
想
が
ふ
く
ら
み
を
も
っ
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
以
前
の
日
本
で
の
生
活

・
社
会
体
験
を
、
そ
し
て
渡
米
後
の
一
介
の
「
出
稼
ぎ
」
と
し
て
の
、
　
「
後
進
国
」
か
ら
き
た
貧
乏
な
「
留
学
生
」
と
し
て
の
体
験
を
、
そ
こ

に
ど
う
も
み
こ
な
す
か
に
か
か
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
片
山
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
は
、
の
ち
の
ち
に
な
っ
て
も
郷
愁
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
亀
井
俊
介
の
指
摘
す
る
通
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

片
山
が
ア
メ
リ
カ
を
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
自
由
な
労
働
と
勉
学
の
国
ア
メ
リ
カ
」
に
対
す
る
親
近
感
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
あ
る
人
物

に
と
っ
て
は
、
「
欧
米
の
社
会
」
か
ら
い
か
な
る
屈
辱
を
し
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
「
欧
米
の
社
会
」
の
ほ
う
が
「
日
本
の
社
会
」
よ
り
膚
に
あ

う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
片
山
が
、
日
本
で
の
運
動
に
い
き
づ
ま
り
精
神
的
・
肉
体
的
な
疲
労
に
お
そ
わ
れ
る
と
、
た
と
え

ど
の
よ
う
な
理
由
を
つ
け
た
に
し
て
も
、
そ
れ
を
い
や
す
か
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
、
ま
た
「
日
本
人
同
志
」
か
ら
は
「
頑
固
で
偏
狭
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だ
」
と
評
判
が
悪
か
っ
た
片
山
が
、
　
「
外
国
人
同
志
」
か
ら
は
好
意
の
目
で
み
ら
れ
た
こ
と
も
、
片
山
に
と
っ
て
は
「
欧
米
の
社
会
」
の
ほ
う

が
膚
に
あ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
片
山
の
こ
の
膚
の
あ
い
方
は
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
多
く
の
も
の
の
そ
れ
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
文
学
や
思
想
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
片
山
が
身
に
つ
け
て
い
た
合
理
主
義
的
な
「
金
銭
哲
学
」
が
暗
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
屈
辱
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
生
活
の
ほ
う
が
、
居
ご
こ
ち
よ
く
ま
し
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
片
山
の
在
米
生
活
の
外
面
的
な
様
相
が
、
大
多
数
の

「
出
稼
ぎ
」
や
「
留
学
生
」
の
そ
れ
と
異
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
人
か
ら
だ
ま
さ
れ
、
足
を
ひ
つ
ば
ら
れ
、
あ
る
と
き
は
助
け
ら
れ
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
は
遅
れ
た
ア
ジ
ア
か
ら
き
た
得
体
の
し
れ
な
い
や
つ
だ
と
い
う
あ
つ
か
い
を
う
け
た
り
、
懸
命
に
身
構
え
て
学
問
に
打

ち
こ
む
姿
に
ア
メ
リ
カ
人
の
学
友
か
ら
畏
敬
の
念
を
も
た
れ
た
り
、
そ
し
て
結
講
愉
快
に
生
活
を
楽
し
ん
だ
り
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
だ
け

だ
。
よ
う
す
る
に
、
　
「
後
進
国
」
の
人
物
の
「
先
進
国
」
で
の
「
出
稼
ぎ
」
と
「
留
学
生
」
と
し
て
の
生
活
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
大

多
数
の
「
出
稼
ぎ
」
や
「
留
学
生
」
が
、
生
活
の
本
質
的
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
　
「
ア
メ
リ
カ
の
社
会
」
か
ら
お
り
て
し
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、

片
山
は
充
分
生
活
で
そ
こ
に
入
っ
て
い
た
、
い
い
か
え
れ
ば
、
結
局
は
観
光
気
分
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
「
何
で
も
み
て
や
ろ
う
」
式
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
の
実
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
の
生
活
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
『
渡
米
案
内
』
の
一
節
を
み
る
だ
け
で
も
充
分
で
あ
る
。

　
　
「
若
し
米
国
に
在
っ
て
金
儲
け
を
為
す
労
働
者
に
隠
金
な
か
り
せ
ぱ
人
に
し
て
人
に
非
ず
、
人
間
た
る
待
遇
も
受
け
ざ
る
の
み
か
、
蓄
生
よ
り
も
酷
だ
る
揖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
に
逢
う
は
必
然
な
り
と
す
。
」

　
鶴
見
俊
輔
が
い
う
よ
う
に
、
片
山
の
『
自
伝
』
が
「
自
分
の
生
活
に
影
を
お
と
し
た
も
の
を
と
お
し
て
え
が
い
た
す
ぐ
れ
た
北
米
紀
行
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
は
（
わ
た
し
も
同
感
で
あ
る
）
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
片
山
が
こ
の
よ
う
な
「
金
銭
哲
学
」
を
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
屈
辱

を
、
の
ち
日
本
で
「
同
志
」
か
ら
「
ケ
チ
で
利
己
的
だ
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
　
「
肉
声
」
と
し
て
語
れ
る
ほ
ど
に
ま
で

身
に
つ
け
た
、
あ
る
い
は
つ
け
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
こ
こ
で
可
能
性
と
し
て
は
、
あ
く
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ま
で
も
可
能
性
で
は
あ
る
が
、
片
山
が
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
エ
、
ク
ラ
シ
ー
」
の
実
体
的
な
基
盤
で
あ
る
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
、
思
想
的
に
つ
か
ま

え
る
だ
け
の
契
機
は
存
在
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
だ
が
片
山
は
、
可
能
性
と
し
て
は
本
質
的
な
意
味
で
の
「
ブ
ル
ジ
コ
欄
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
」
に
つ
な
が
る
「
金
銭
哲
学
」
や
「
精
神
的
な
屈
辱
」
を
、
の
ち
の
思
想
的
な
軌
跡
を
み
る
と
、
自
ら
の
生
活
思
想
と
は
し
て
も
、
　
「
講
究

し
た
思
想
」
で
は
そ
れ
を
棚
上
げ
、
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
「
金
銭
哲
学
」
や
「
精
神
的
な
屈
辱
」
を
、
自
覚
し
て
思
想
的
に
と

り
だ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
の
な
か
で
は
、
「
ア
メ
リ
カ
（
欧
米
）
の
先
進
（
優
越
）
性
」

し
か
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
。

　
　
「
野
老
も
日
本
に
輸
入
さ
れ
つ
」
あ
り
。
独
り
労
働
運
動
に
於
て
の
み
然
ら
ざ
る
乎
。
否
既
に
日
本
に
も
労
働
運
動
始
ま
り
た
り
。
既
に
此
の
始
ま
り
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
労
働
運
動
は
欧
米
流
と
な
ら
ず
し
て
止
む
べ
き
乎
。
或
は
之
れ
疑
問
な
り
と
云
う
者
あ
ら
ん
か
な
れ
ど
も
、
吾
等
は
断
愛
す
、
欧
米
の
如
く
な
る
べ
し
と
。
」

　
こ
こ
で
片
山
が
み
せ
て
く
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
『
日
本
の
労
働
運
動
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
点
で
足
か
け
五
年
に
も
わ
た
る
運
動
体
験
が

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
片
山
の
よ
う
な
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
で
欧
米
の
社
会
運
動
・
思
想
を
つ
か
ま
え
る
と
ど
ん
な
無

惨
な
こ
と
に
な
る
か
、
一
般
的
に
い
い
な
お
せ
ば
、
欧
米
に
「
タ
ネ
本
」
を
も
つ
「
進
歩
思
想
」
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
無
惨
な
発
想
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
み
る
う
え
で
、
こ
れ
以
上
お
あ
つ
ら
え
む
き
の
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
の
見
本
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
す
で
に
、
　
「
万
国
社
会
党
」
へ
の
道
も
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
へ
の
道
も
、
よ
う
す
る
に
「
世
界
の
大
勢
」
へ
の
信
仰
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
無
惨
さ
と
同
様
の
も
の
は
、
片
山
が
在
米
生
活
時
に
被
っ
た
屈
辱
を
、
『
渡
米
案
内
』
・
『
続
渡
米
案
内
』
・
『
渡
米
の
秘
訣
』
等
の
一
連
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

渡
米
も
の
で
、
　
「
後
進
国
」
の
人
物
が
「
先
進
国
」
の
進
ん
だ
文
化
・
生
活
様
式
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
笑
わ
れ
な
い
で
す
む
か
、
と

い
う
よ
う
な
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
の
問
題
に
屈
折
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
な
か
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
段
あ
る
人
物
が
、

こ
の
よ
う
な
発
想
を
も
つ
た
め
に
は
、
　
「
欧
米
で
の
体
験
」
を
必
要
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
片
山
が
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
「
現
実
」
で
も

ま
れ
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
思
想
的
に
は
結
局
、
　
「
欧
米
の
先
進
（
優
越
）
性
」
だ
け
を
と
り
だ
し
た
こ
と
の
な
か
に
、
い
や
そ
れ
だ
け
し
か
と

り
だ
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
な
か
に
、
片
山
の
思
想
の
あ
り
方
が
う
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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冒
頭
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
片
山
が
渡
米
し
た
の
は
二
五
才
の
と
き
で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
二
五
才
と
い
え
ば
一
通
り
の
生
活
体

験
・
社
会
体
験
を
積
ん
で
、
自
己
形
成
を
ほ
と
ん
ど
終
え
て
い
る
年
令
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
光
気
分
か
無
関
心
で
素
通
り
し
な
い
限
り
、
ア

メ
リ
カ
と
い
う
異
質
な
社
会
と
の
軋
み
を
生
じ
さ
せ
る
に
充
分
な
は
ず
で
あ
る
。
片
山
の
帰
国
直
後
の
論
稿
・
著
作
が
、
渡
米
以
前
の
漢
学
の

素
養
の
痕
跡
を
全
く
残
さ
ず
、
ま
た
「
タ
ネ
本
」
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
文
体
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
片
山
が
思
想
的
に
は
、
在
米
r

生
活
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
「
自
分
の
過
去
」
・
「
話
本
的
な
現
実
」
を
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
、
　
「
欧
米
」
に
全
身
を
さ
ら
し
て
い
た
、

あ
る
い
は
さ
ら
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の
自
己
解
体
を
し
い
ら
れ
る
体
験
が
そ
こ
に
あ
っ
た

か
、
あ
る
い
は
少
年
の
よ
う
に
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
に
自
然
に
と
け
こ
ん
だ
か
、
の
い
ず
れ
か
の
場
合
を
想
定
し
な
い
限
り
お
こ
り
え
な
い
も

の
だ
ろ
う
。
の
ち
の
論
稿
・
著
作
、
た
と
え
ぼ
『
自
伝
』
の
な
か
で
も
、
渡
米
前
の
「
自
分
の
過
去
」
・
「
日
本
的
な
現
実
」
が
、
な
つ
か
し
さ

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
単
に
「
進
歩
す
る
前
の
も
の
だ
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
在
米
晴
に
片
山
に
の
し
か
か

っ
た
「
欧
米
の
挫
会
」
の
重
量
が
い
か
に
圧
倒
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
片
山
が
生
涯
そ
の
体
験
の
重
器
か
ら
抜
け
で
ら
れ
な
か
っ
た

か
、
を
示
し
て
い
る
。
片
山
は
、
日
露
戦
争
後
ア
メ
リ
カ
で
一
段
と
激
し
く
な
っ
た
「
排
日
」
の
風
潮
に
対
し
て
、
　
「
謬
れ
狭
量
に
し
て
自
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

心
満
々
た
る
北
米
人
の
為
し
そ
う
な
る
卑
劣
手
段
な
り
と
す
」
と
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
　
「
在
米
体
験
」
の
な
か
で
味
わ
っ
た

屈
辱
は
、
こ
と
あ
ら
ば
感
情
的
な
怒
り
を
す
ぐ
触
発
す
る
ほ
ど
深
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
「
先
進
社
会
」
で

ど
の
よ
う
に
す
れ
ぼ
笑
わ
れ
な
い
で
す
む
か
と
い
う
屈
折
し
た
感
情
も
う
け
た
傷
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
思
想
的

に
は
秘
し
さ
せ
る
ほ
ど
「
欧
米
の
社
会
」
は
圧
倒
的
な
重
量
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
片
山
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
欧
米
の
社
会
」
の
圧

倒
的
な
重
量
を
、
「
先
進
（
優
越
）
性
」
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
よ
う
に
「
日
本
の
社
会
」
が
「
後
進
（
劣
等
）
的
」

な
も
の
に
み
え
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
欧
米
の
「
先
進
（
優
越
）
性
」
を
手
に
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
「
後
進
（
劣
等
）

性
」
を
手
に
い
れ
た
、
さ
ら
に
い
い
か
え
れ
ば
、
い
ま
ま
で
の
手
持
ち
の
思
想
で
は
た
ち
う
ち
で
き
な
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ

欧
米
の
「
先
進
（
優
越
）
性
」
を
学
び
き
ろ
う
と
決
意
し
た
は
ず
で
あ
る
。
片
山
の
場
合
、
こ
の
こ
と
が
、
欧
米
の
社
会
運
動
・
思
想
を
我
が
も
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潜（立川）片山

の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
状
況
を
と
ら
え
「
改
良
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
発
想
を
身
に
つ
け
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た

の
だ
と
思
う
。
こ
の
推
測
は
、
た
と
え
ば
片
山
が
在
米
中
キ
リ
ス
ト
教
を
「
民
衆
へ
の
啓
蒙
偏
・
「
社
会
改
良
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
著
し
く
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

会
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
ま
た
実
践
的
に
読
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
く
で
て
い
る
よ
う
に
、
は
ず
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
か
ら
、
先
の
「
何
故
我
々
は
ア
メ
リ
カ
に
来
る
か
」
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ

こ
に
、
片
山
の
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
を
過
敏
さ
せ
て
し
ま
っ
て
よ
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
欧
米
の
社
会
」
の
重
量
か
ら
思
い
知

ら
さ
れ
た
「
日
本
の
社
会
の
後
進
（
劣
等
）
性
」
を
い
か
に
　
「
先
進
的
な
も
の
偏
に
ひ
き
あ
げ
て
い
く
か
、
と
い
う
自
ら
の
生
涯
の
思
想
を
、

「
欧
米
の
社
会
」
と
「
日
本
の
社
会
」
の
溝
造
の
差
異
を
「
先
進
（
優
越
）
性
』
と
「
後
進
（
劣
等
）
性
」
と
い
う
階
間
性
の
差
異
の
問
題
に
一
元

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
に
い
れ
始
め
た
片
山
の
姿
を
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
の
内
容
に
た
ち
い

れ
ば
、
の
ち
の
社
会
運
動
家
と
し
て
の
姿
も
、
そ
こ
に
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
片
山
の
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
は
、
　
「
自
分
の
過
去
」
・
「
日
本
的
な
現
実
」
を
単
に
「
進
歩
す
る
前
の
も
の
」
と
し
て
棚
上
げ
あ
る

い
は
欠
落
さ
せ
、
そ
し
て
ま
た
在
米
時
の
生
活
体
験
・
社
会
体
験
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
の
社
会
」
の
実
体
を
つ
か
ん
で
い
く
道
を
と
ざ
す
と
い
う

代
償
を
支
払
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
片
山
が
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
　
「
日
本
の
社
会
」
と
「
ア
メ
リ
カ
の
社

会
」
で
の
生
活
体
験
・
社
会
体
験
の
相
異
は
相
対
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
欧
米
の
社
会
運
動
・
思
想
を
日
本
へ
移
殖
し
ょ
う
と
し

て
そ
れ
を
懸
命
に
摂
取
し
て
い
る
自
分
と
は
一
体
何
者
な
の
か
、
そ
し
て
日
本
の
民
衆
と
は
、
社
会
と
は
、
国
家
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い

う
視
点
や
実
感
で
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
え
る
。

　
片
山
が
、
の
ち
に
い
た
っ
て
も
欧
米
の
社
会
運
動
・
思
想
を
単
に
「
タ
ネ
本
」
に
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
い
い
か
え
れ
ば
片
山
が
の
ち

に
み
せ
て
く
れ
た
軌
跡
は
、
こ
の
よ
う
な
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
の
あ
り
方
か
ら
い
っ
て
、
論
理
的
必
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
前
掲
片
山
『
自
伝
』
・
『
わ
が
黙
想
』
上
・
下
、
そ
の
他
「
自
伝
草
稿
」
　
（
『
前

衛
臨
臨
時
増
刊
一
九
五
九
年
一
一
月
所
収
）
・
「
歩
い
て
き
た
道
」
　
（
片
山
潜
生
誕

百
年
記
念
会
編
『
片
山
潜
著
作
集
』
第
…
割

膝
）
等
参
照
。

河
出
書
房
新
社
　
　
九
卿
九
年
所
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②
岩
峰
清
七
『
欧
米
遊
躍
』
　
ア
ト
リ
エ
社
　
一
九
三
三
年
　
一
四
一
頁
。
片
山

　
が
『
自
伝
』
の
な
か
に
記
し
て
い
る
、
多
重
を
前
に
し
て
相
談
に
き
た
岩
崎
に
渡

　
米
を
す
す
め
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
内
動
的
に
は
同
様
の
こ
と
を
い
っ
て
い

　
る
。

　
　
「
予
は
此
の
時
何
を
思
っ
て
居
た
か
知
ら
ぬ
が
、
岩
崎
に
勧
む
る
に
渡
米
を
以

　
　
っ
て
し
た
。
且
つ
激
励
し
て
重
土
と
な
る
よ
り
も
渡
米
し
て
西
洋
文
明
を
学
び

　
　
帰
国
以
っ
て
邦
家
に
尽
す
の
遙
か
に
優
れ
り
と
懇
々
と
語
り
渡
米
を
勧
告
し

　
　
た
。
　
（
前
掲
片
山
『
自
伝
』
｝
〇
九
頁
と

③
　
片
山
潜
「
何
故
我
々
は
ア
メ
リ
カ
に
来
る
か
」
ア
イ
オ
ワ
大
学
『
ニ
ュ
ー
ス
レ

　
タ
ー
』
第
一
七
巻
三
号
一
八
八
九
年
一
〇
月
一
二
日
（
柴
田
徳
衛
『
若
き
日
の
片

　
山
潜
－
新
発
見
資
料
等
の
紹
介
i
」
　
『
経
済
と
経
済
学
』
第
二
五
号
一
九
六
九
年

　
一
月
一
〇
日
所
収
｝
五
頁
）
。
こ
れ
と
、
片
山
が
「
」
・
F
・
パ
ー
カ
宛
一
八
九

　
四
年
一
月
五
β
付
書
簡
（
柴
田
同
上
論
稿
所
収
二
三
頁
）
」
で
の
べ
て
い
る
つ
ぎ

　
の
よ
う
な
「
決
意
」
と
あ
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
の
ち
の
片
山
の
生
涯
の
コ
ー
ス

　
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
「
年
が
た
ち
私
の
経
験
が
豊
富
に
な
る
に
つ
れ
、
最
近
に
な
っ
て
私
の
宗
教
的

　
　
経
験
は
大
い
に
変
化
し
ま
し
た
。
私
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
愛
の
教
え
を
望

　
　
む
気
持
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
は
ア
メ
リ
カ
人
、
日
本
人
双
方
に

　
　
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
友
人
に
近
づ
き
を
も
っ
て
お
り
、
宗
教
に
つ
い
て
、
は
る

　
　
か
に
急
進
的
な
教
理
や
見
解
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
く
に
つ
け
、
私
は
過

　
　
去
十
年
の
私
自
身
の
宗
教
経
験
を
考
え
、
一
層
そ
れ
と
相
容
れ
る
こ
と
が
で
き

　
　
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
私
は
宗
教
は
、
私
に
と
っ
て
知
性
又
は
哲
学
に
基
づ
く

　
　
も
の
で
な
く
、
良
心
の
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
今
思
い

　
　
ま
す
。
私
は
帰
国
し
た
ら
、
抽
象
的
な
哲
学
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
み

　
　
を
一
途
に
教
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
抽
象
的
哲
学
を
理
解
も
し
な
い
し
、

　
　
満
足
も
し
ま
せ
ん
。
私
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
友
入
か
ら
さ
ら
に
学
者
で
あ
る
他

　
　
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
中
に
さ
え
、
献
身
の
精
神
の
不
足
を
み
ま
す
。
日
本
の
一

　
　
般
気
血
の
闘
に
福
音
を
伝
え
る
必
要
を
痛
切
に
感
じ
ま
す
。
」

④
江
藤
淳
『
ア
メ
リ
カ
と
私
』
（
『
江
藤
淳
著
作
集
』
4
講
談
社
｝
九
六
七
年

所
収
六
五
頁
）

⑤
　
片
山
潜
『
渡
米
案
内
偏
　
労
働
新
聞
社
　
一
九
〇
一
年
　
五
〇
頁

⑥
た
と
え
ば
前
掲
片
山
『
自
伝
』
一
三
三
～
二
〇
四
頁

⑦
　
亀
井
俊
介
『
自
由
の
聖
地
』
　
研
究
社
　
一
九
七
八
年
　
一
六
六
～
一
七
四
頁

⑧
　
片
山
の
在
米
生
活
に
つ
い
て
は
先
に
あ
げ
た
、
片
山
の
回
想
類
、
岩
綺
に
よ
る

　
囲
想
（
他
に
「
旧
友
片
山
潜
を
語
る
」
『
経
済
往
来
』
一
九
三
三
年
　
＝
一
月
号
）
、

　
柴
田
に
よ
る
新
資
料
の
紹
介
、
そ
し
て
加
藤
秀
俊
「
片
山
潜
の
い
く
つ
か
の
書
簡

　
に
つ
い
て
」
（
『
人
文
学
報
』
二
〇
号
　
｝
九
六
四
年
所
収
）
と
、
前
掲
片
山
『
渡

　
米
案
内
』
・
『
続
渡
米
案
内
』
（
渡
米
協
会
　
一
九
〇
二
年
）
・
『
渡
米
の
秘
訣
』
（
出

　
版
協
会
　
一
九
〇
六
年
）
等
参
照

⑨
前
掲
片
山
『
渡
米
案
内
臨
三
四
頁

⑩
鶴
見
俊
輔
『
北
米
体
験
再
考
』
　
岩
波
新
書
　
一
九
七
一
年
冬
一
八
七
頁

⑪
　
片
山
潜
・
西
川
光
次
郎
『
日
本
の
労
働
運
動
』
一
九
〇
一
年
　
岩
波
文
庫
版

　
二
五
七
頁

⑫
　
た
と
え
ば
、
前
掲
片
山
『
渡
米
案
内
』
第
二
章
～
第
六
曲
単
　
コ
ニ
～
五
五
頁

⑬
　
片
山
潜
「
北
米
目
本
人
排
斥
の
真
相
」
　
『
東
京
二
六
新
聞
』
一
九
〇
七
年
三
月

　
［
四
～
一
八
目
（
鈴
木
正
「
片
山
潜
北
米
日
本
人
排
斥
の
真
相
」
　
『
歴
史
評
論
』

　
一
〇
四
号
　
一
九
五
九
年
四
月
所
収
　
八
六
頁
）

⑭
　
片
山
潜
「
序
文
」
・
同
「
」
・
F
・
パ
ー
カ
宛
一
八
九
四
年
一
月
五
日
付
書
簡
」

　
　
（
前
掲
柴
田
「
若
き
属
の
片
山
潜
一
新
発
見
資
料
等
の
紹
介
一
」
二
〇
～
二
二
頁

　
・
二
三
頁
）
、
お
よ
び
前
掲
加
藤
「
片
山
潜
の
い
く
つ
か
の
書
簡
に
つ
い
て
」
参

　
照
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3
　
思
想
の
構
造

　
一
八
九
六
年
の
帰
国
か
ら
翌
年
、
　
「
キ
ン
グ
ズ
レ
ー
館
」
・
「
社
会
問
題
研
究
会
」
・
「
職
工
義
友
会
・
労
働
組
合
期
成
会
」
等
の
社
会
運
動
に

関
わ
る
ま
で
の
片
山
の
足
跡
を
み
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
の
片
山
が
論
壇
的
に
は
、
欧
米
仕
込
み
の
新
思
想
で
日
本
の
思
想
界
に
対
し
て
優
位

に
た
て
る
と
思
い
こ
ん
だ
、
い
さ
さ
か
オ
メ
デ
タ
イ
新
帰
朝
者
と
し
て
の
趣
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
論
稿
で
あ
っ
か
わ
れ
た
主

題
は
、
　
「
社
会
学
」
・
「
都
市
政
策
」
・
「
社
会
政
策
」
・
「
ラ
サ
ー
ル
」
・
「
演
劇
論
」
・
「
鉄
道
と
産
業
」
等
で
あ
り
、
そ
こ
に
社
会
問
題
を
論
ず
る

と
い
う
傾
向
性
は
あ
る
に
し
て
も
、
一
つ
一
つ
は
自
分
の
「
知
っ
て
る
」
こ
と
を
何
で
も
書
い
た
と
い
っ
た
程
度
で
、
結
局
は
「
タ
ネ
本
」
に

い
き
つ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
「
文
献
的
」
に
整
合
し
た
と
し
て
も
、
ど
こ
か
片
山
の
「
心
情
」
あ
る
い
は
「
肉
声
」
と
ち
が
っ
て
く
る

よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
　
「
民
衆
・
社
会
の
近
代
化
（
社
会
改
良
ご
に
対
し
て
「
有
効
性
」
を
も
ち
、
そ
し
て
社
会
経
済
圏
の
発
展
・

膨
脹
を
も
も
た
ら
す
、
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
後
進
国
」
か
ら
「
健
全
で
合
理
的
な
先
進
国
」
へ
ひ
き
あ
げ
る
と
い
う
「
日
本
の
近
代
化
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
」
を
い
か
な
る
思
想
に
託
し
て
表
現
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
ひ
き
だ
す
の
が
、
も
っ
と
も
片
山
の
「
心
情
」
あ
る
い
は
「
肉
声
」
に

近
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
時
期
の
論
稿
の
な
か
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
読
み
だ
す
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

「（

ｱ
こ
で
「
社
会
学
の
講
学
」
を
す
る
目
的
は
一
立
川
）
愛
重
の
多
年
（
欧
米
で
1
立
川
）
学
び
得
た
る
処
の
も
の
を
以
て
、
之
を
実
地
に
応
用
し
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

在
の
我
國
社
会
の
講
究
す
る
の
資
と
せ
ん
の
徴
志
な
り
し
の
み
」

「
労
働
問
題
を
講
ず
る
者
は
決
し
て
地
上
に
風
波
を
起
す
に
あ
ら
す
し
て
労
働
問
題
の
激
風
怒
濤
は
既
に
地
平
線
上
に
起
塾
し
つ
」
あ
る
な
り
。
此
の
危
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
で

存
亡
の
秋
に
亘
り
調
和
の
油
を
工
業
海
に
施
し
以
て
労
働
者
の
進
歩
を
計
り
工
業
の
盛
大
を
期
す
る
は
実
に
改
良
家
に
取
り
て
蠕
く
可
か
ら
さ
る
の
務
な
り

　
②

と
す
。
」

「
我
邦
も
今
や
労
働
問
題
の
工
業
社
会
を
騒
が
す
の
兆
候
あ
り
て
こ
」
に
社
会
問
題
研
究
の
声
を
聞
く
に
至
れ
り
。
此
の
時
に
豪
り
独
乙
國
の
如
き
経
験
に

徴
し
て
我
邦
の
現
状
を
研
究
す
る
は
良
法
な
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
吾
人
は
ラ
ザ
ル
の
如
き
人
士
の
出
て
彼
の
リ
カ
ル
ド
、
シ
ル
、
マ
ル
シ
ャ
ル
等
の
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経
済
説
を
国
玉
に
教
へ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
な
り
。
吾
入
は
我
が
労
働
者
間
に
経
済
思
想
を
与
へ
彼
等
を
し
て
文
明
的
生
活
を
望
ま
し
め
ん
こ
と
を
渇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
望
す
る
老
な
り
。
知
ら
ず
日
本
の
ラ
ザ
ル
は
何
処
に
在
る
や
を
。
」

　
そ
し
て
、
こ
の
「
心
清
」
あ
る
い
は
「
肉
声
」
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
「
在
米
体
験
」
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
生
み
だ
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
「
最
後
に
、
予
輩
は
労
働
制
度
、
貧
民
制
度
、
都
市
制
度
の
如
き
、
欧
米
各
圏
の
成
功
し
た
る
結
果
を
、
応
用
す
る
の
急
な
る
へ
き
を
勤
告
せ
さ
る
へ
か
ら

　
ず
。
十
九
世
紀
の
文
化
は
、
決
し
て
少
数
資
本
家
の
み
、
独
占
す
へ
き
も
の
に
解
す
、
国
民
は
皆
之
を
享
有
す
る
の
権
利
を
有
す
る
な
り
、
何
と
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
少
数
資
本
家
よ
り
も
、
寧
ろ
多
数
国
民
の
文
化
を
賛
翼
し
た
る
こ
と
多
け
れ
ば
な
り
。
」

　
　
「
然
り
吾
人
の
考
え
を
以
て
す
れ
ば
、
我
国
民
が
、
圏
を
去
っ
て
遠
く
万
里
の
波
濤
を
犯
し
、
以
て
他
郷
に
入
り
、
外
国
に
於
て
一
事
業
を
企
て
、
一
身
の
経

　
済
を
立
つ
る
と
云
う
こ
と
は
、
こ
れ
國
民
と
し
て
最
も
忠
君
愛
国
と
云
う
べ
き
も
の
た
る
こ
と
を
信
ず
る
も
の
な
り
、
故
に
日
本
の
物
品
が
益
々
世
界
に
輸

　
出
さ
る
」
こ
と
も
、
工
業
の
益
々
盛
ん
に
至
る
も
、
将
た
日
本
の
人
罠
が
智
識
を
増
し
進
歩
す
る
こ
と
も
、
又
日
本
の
国
人
を
し
て
其
勢
力
を
伸
張
し
商
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
業
を
発
達
し
得
る
こ
と
も
、
皆
之
れ
多
く
の
平
民
が
移
住
し
、
又
は
出
稼
し
て
外
国
の
窮
情
に
通
じ
、
事
業
を
企
図
す
る
に
二
二
す
る
も
の
と
云
う
可
し
」

　
こ
こ
に
、
「
欧
米
の
社
会
」
の
「
先
進
（
優
越
）
性
」
に
対
す
る
「
日
本
の
社
会
」
の
「
後
進
（
劣
等
）
性
」
が
、
片
山
に
あ
っ
て
は
主
に
、
「
低

く
遅
れ
た
社
会
経
済
力
」
と
「
貧
し
く
遅
れ
た
民
衆
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
か
ら
み
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
片
山
の
こ
の
よ
う
な
「
欧
米
へ
の
劣
等
意
識
」
か
ら
く
る
「
後
進
意
識
」
は
、
骨
が
ら
み
に
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
く
、

ア
メ
リ
カ
で
の
「
排
日
」
の
風
潮
に
対
す
る
反
応
の
底
流
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
日
本
も
一
刻
も
早
く
生
産
力
を
あ
げ
民
衆
も
「
近
代
化
」

し
て
「
先
進
国
」
の
仲
間
入
り
す
る
よ
う
に
な
れ
ぼ
、
つ
ま
り
「
欧
米
化
」
す
れ
ば
、
　
「
排
日
破
題
」
は
解
消
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

　
⑥

こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
か
ら
く
る
、
健
全
で
舎
理
的
な
「
日
本
の
近
代
化
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
」
と
も
い
う
べ
き
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
が
さ
し
あ
た
っ
て
、
実
践
は
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
事
業
」
で
、
思
想
は
「
社
会
学
」
で
、
人
物

的
に
は
「
ラ
サ
ー
ル
」
的
に
と
い
う
の
が
、
帰
国
直
後
の
片
山
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
は
、
さ
し
あ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
も
ち
帰
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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多
く
の
研
究
者
が
い
う
よ
う
な
「
改
良
主
義
者
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
時
期
の
片
山
が
、
思
想
的
に
「
悪
熱
」
で
も
「
不
充
分
」
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
画
題
は
、
各
時
期
の
思
想
的
衣
装
か
ら
、
片
山
の
「
心
情
」
あ
る
い
は
「
肉
声
」
を
、
ど
の
よ
う
に
ひ
き
だ

す
か
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
問
題
を
た
て
る
な
ら
ば
、
帰
国
蓬
後
の
片
山
の
な
か
に
、
つ
ま
り
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
の

な
か
に
の
ち
の
片
山
が
、
い
い
か
え
れ
ば
こ
の
時
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
介
項
を
、
た
と
え
ば
「
社
会
学
」
を
「
社
会
主
義
」
と
い
う
よ
う
に
、

あ
る
も
の
に
さ
し
か
え
、
ま
た
は
加
え
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
そ
の
こ
と
を
象
微
的
に
示
す
例
を
、
あ
げ
て
お
こ
う
と
思
う
。
岡
商
学
の
塾
で
学
僕
を
し
て
い
た
一
八
八
二
年
頃
、
岡
の
『
維
新

革
命
史
』
の
編
纂
を
手
つ
だ
い
維
新
の
志
士
た
ち
の
足
跡
を
知
る
に
つ
れ
、
　
「
志
士
た
ち
に
私
淑
す
る
と
と
も
に
悲
憤
慷
慨
の
士
を
気
取
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

よ
う
に
な
っ
て
、
門
熱
心
な
勤
王
家
に
な
っ
た
」
、
と
い
う
片
山
が
『
自
伝
』
に
記
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
部
類
に
入
る
も

の
で
あ
る
。
だ
が
『
わ
が
回
想
』
で
は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
同
じ
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
　
「
勤
玉
家
偏
の
部
分
が
「
熱
心
な
る
革
命
家
た
ら
ん
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
を
欲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
〕
、
と
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
別
段
、
片
山

が
ご
ま
か
し
を
や
っ
た
と
い
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
　
『
自
伝
』
と
『
わ
が
回
想
』
が
重
り
あ
う
他
の
個
処
で
も
『
自
伝
』
の
内
容
に
あ
り
き

た
り
の
社
会
的
・
政
治
的
背
景
、
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
皮
相
性
を
つ
け
加
え
て
、
　
「
唯
物
史
観
」
を
気
ど
っ
て
い
る
こ
と

に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
葉
を
さ
し
か
え
た
り
加
え
た
り
す
る
だ
け
で
、
思
想
を
「
進
歩
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
片
山
の
こ
の
よ
う
な
思
想
に
対
す
る
態
度
は
、
生
涯
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
片
山
の
軌
跡
が
、
た
と
え
ば
「
労
働
組
合
主
義
者
」
か
ら
「
社
会
主
義
者
」
へ
の
、
「
万
国
社
会
党
」
か
ら
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
」

へ
の
移
行
が
、
ビ
ソ
の
中
身
は
そ
の
ま
ま
で
、
そ
れ
に
は
る
「
勤
王
家
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
だ
け
を
「
革
命
家
」
と
は
り
か
え
た
程
度
に
す
ぎ

な
い
、
と
い
う
観
点
も
必
要
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
レ
ッ
テ
ル
の
選
択
に
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
の
思
想
性
が
あ
る
と
い
う
見
解
も
な
り
た
ち

う
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
レ
ッ
テ
ル
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
レ
ッ
テ
ル
と
中
身
が
ど
れ
ほ
ど
マ
ッ
チ
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、
レ
ッ

テ
ル
を
選
択
し
た
「
心
情
」
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一
　
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

　
い
ま
で
は
、
片
山
の
「
社
会
主
義
者
」
と
な
る
ま
で
の
労
働
運
動
論
が
、
労
働
運
動
と
産
業
社
会
の
実
現
・
生
産
力
の
膨
脹
と
の
融
合
策
、

い
わ
ぼ
「
下
か
ら
」
の
「
健
全
で
合
理
的
な
富
国
策
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。
現
在
ま

で
の
片
山
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
富
國
策
」
こ
そ
、
　
「
経
済
を
基
礎
と
し
た
社
会
の
有
機
的
関
係
に
つ
い
て
」
の
「
最
も
明
確
な
理
解
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
松
沢
弘
仁
の
評
価
を
別
と
す
れ
ば
、
片
山
は
こ
の
よ
う
な
「
富
国
策
」
を
手
離
す
こ
と
に
よ
っ
て

「
社
会
主
義
者
」
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
残
像
を
見
出
す
と
き
、
そ
れ
を
片
山
が
も
っ
て
い
た
「
不
充
分
性
（
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

良
主
義
）
」
と
み
な
す
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
だ
が
、
片
山
の
も
っ
て
い
る
生
産
力
理
論
的
な
部
分
を
と
ら
え
て
高
く
評
価
し
て
い
る
こ

と
を
別
と
す
れ
ば
、
松
沢
が
い
う
よ
う
に
、
「
社
会
主
義
者
・
片
山
偏
は
、
そ
の
「
富
国
策
」
を
手
離
し
て
は
い
な
い
し
、
「
富
国
策
」
こ
そ
が

「
社
会
主
義
者
・
片
山
」
の
「
個
性
」
で
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
片
山
は
生
涯
、
　
「
下
か
ら
」
の
「
健
全
で
合
理
的
な
富
国
策
」
と
い

う
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
手
離
し
は
し
な
か
っ
た
し
、
　
「
社
会
学
」
・
「
労
働
運
動
」
・
「
社
会
主
義
」
・
「
ロ
シ
ア
革
命
」
を
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
読
ん
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
明
治
三
〇
年
代
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
簡
単
に
と
は
い
え
ふ
れ
た
が
、
明
治
四
〇
年
代
に
い
た
っ
て
も
、
そ
の
思
想
的
な
衣
装
の
下

に
同
質
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
偏
が
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
み
る
の
は
そ
う
む
ず
か
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
門
工
場

法
」
に
つ
い
て
の
べ
た
論
稿
を
と
り
あ
げ
る
だ
け
で
も
、
充
分
で
あ
る
。
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一
八
九
九
年
・
「
吾
人
は
上
来
記
し
た
る
事
実
に
依
り
我
邦
の
工
業
を
盛
に
す
る
に
も
亦
文
明
的
方
針
に
向
て
機
械
の
精
良
労
働
者
の
善
美
に
尽
力
せ
さ

る
べ
か
ら
さ
る
を
信
ず
る
も
の
な
り
（
中
略
）
工
業
を
し
て
真
正
に
健
康
な
る
生
長
を
な
さ
し
め
ん
と
す
る
か
吾
人
は
是
非
と
も
工
場
法
の
制
定
を
期
望
せ

　
　
　
　
　
⑬

ざ
る
可
か
ら
ず
」

　
一
九
〇
九
年
・
「
工
場
法
の
認
定
は
刻
下
の
急
務
な
り
、
年
々
増
加
す
る
工
場
労
働
老
の
保
護
を
な
す
は
独
り
労
働
養
の
み
の
為
め
に
あ
ら
ず
我
産
業
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

展
の
上
に
急
務
な
り
、
日
本
人
種
の
保
全
を
欲
し
大
和
民
族
の
発
展
を
期
望
す
る
者
に
し
て
工
場
法
に
反
対
し
得
る
や
」



潜（立Jll）片 IJLI

　
そ
し
て
、
　
「
ロ
シ
ア
革
命
」
以
前
に
お
け
る
片
山
の
思
想
が
集
約
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
～
九
〇
七
年
一
二
月
設
立
さ
れ
ん
と
し
た
「
平
民

協
会
」
の
「
規
則
」
が
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ふ
れ
る
）
、
「
憲
法
治
下
二
於
テ
社
会
主
義
政
策
ノ
実
行
ヲ
努
ム
」
る
と
と
も
に
、
「
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

者
ヲ
シ
テ
労
働
組
含
ヲ
組
織
セ
シ
メ
以
テ
基
経
済
ノ
独
立
ヲ
計
り
国
家
産
業
ノ
基
礎
ヲ
強
固
ニ
ス
ル
事
ヲ
努
ム
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
を
み
る

な
ら
ぼ
、
な
お
一
層
そ
の
こ
と
は
、
は
っ
き
り
す
る
。

　
だ
が
、
明
治
三
〇
年
代
・
四
〇
年
代
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
論
稿
の
背
後
に
あ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
異
を
み
の
が
さ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る

日
本
資
本
制
の
「
発
展
」
に
伴
う
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
被
っ
た
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
も
つ
方
向
性
の
変
化
、
い
っ
て
み
れ
ば
「
新

築
案
」
と
「
改
築
案
」
の
ち
が
い
、
を
見
出
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
片
山
が
、
日
露
戦
争
後
か
ら
明
治
四
〇
年
代
に
入
っ
て
の
日

本
資
本
制
を
、
明
治
三
〇
年
代
の
よ
う
に
「
産
業
社
会
の
実
現
」
と
「
民
衆
の
幸
福
」
を
融
合
し
て
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
程
度

で
は
と
ら
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
、
　
「
産
業
社
会
の
発
展
」
と
「
民
衆
」
と
の
対
立
・
矛
盾
が
す
で
に
強
固

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
感
受
し
は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
「
産
業
の
発
展
」
か
ら
民
衆
は
と
り
残
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
つ
ま
り
、
　
「
後
進
（
劣
等
）
性
」
だ
け
で
は
、
日
本
資
本
綱
の
「
発
展
」
を
、
と
ら
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
理
論
的
に
は
、
　
「
後
進
（
劣
等
）
性
」
か
ら
「
愚
行
」
と
い
う
概
念
の
導
入
の
余
地
が
で
き
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
こ
で
、
明
治
三
〇
年
代
と
四
〇
年
代
に
お
け
る
片
山
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
方
丘
性
を
ち
が
え
さ
し
て
い
る
の
は
、
　
「
生
産
力

の
健
全
化
と
舎
理
化
」
を
は
か
る
「
生
産
力
理
論
」
的
要
素
を
強
め
た
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
片
山
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
「
生
産
力
理
論
」
の
延
長
線
上
で
、
　
「
ロ
シ
ア
革
命
」
の
大
部
分
を
と
ら
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
一
九
二
〇
年
頃
書
か
れ
た
『
革
命
的
社
会
主
義
へ
の
道
』
の
「
結
論
」
で
、
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
。

「（

謌
齊
沐
瘧
E
大
戦
後
一
立
川
）
今
や
資
本
主
義
は
人
類
の
悲
惨
を
救
済
し
て
幸
福
の
地
位
に
置
く
能
わ
ざ
る
こ
と
を
示
し
た
。
　
（
「
ロ
シ
ア
革
命
」
が
実

証
し
た
よ
う
に
1
立
川
）
こ
れ
を
救
い
、
こ
れ
を
改
善
し
、
進
歩
さ
せ
て
、
幸
福
な
ら
し
む
る
も
の
は
、
た
だ
社
会
主
義
あ
る
の
み
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

社
会
主
義
の
長
所
を
示
し
た
。
経
済
の
点
に
お
い
て
、
政
治
の
組
織
に
お
い
て
、
今
日
資
本
主
義
の
欠
陥
を
矯
正
し
て
な
お
発
展
し
得
る
道
を
示
し
た
。
要
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⑯

　
は
、
各
国
の
労
働
者
が
奮
起
し
て
こ
れ
が
実
現
に
努
力
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
で
片
山
が
み
せ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
　
「
欧
米
社
会
」
へ
の
「
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
で
、
日
本
資
本
制
を

と
ら
え
る
と
、
ち
ょ
う
ど
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
あ
る
時
期
「
後
進
国
」
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
　
「
社
会
主
義
」
を
「
下
か
ら
の

健
全
な
富
国
専
一
と
し
て
し
か
読
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
日
本
資
本
調
を
「
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
だ
け
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
く

な
る
と
、
　
「
社
会
主
義
」
は
「
資
本
主
義
扁
の
「
下
か
ら
の
健
全
で
合
理
的
な
修
正
策
」
と
し
て
読
み
こ
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
た
と
え
ば
北
一
輝
が
『
国
体
論
及
純
正
社
会
主
義
』
で
全
力
量
を
か
け
て
み
せ
て
く
れ
た
よ
う
に
、
「
社
会
主
義
」
を
「
日
本
的
な
現
実
」

に
よ
っ
て
も
み
こ
な
さ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
う
ま
く
い
っ
て
、
　
「
タ
ネ
本
」
信
仰
の
「
近
代
主
義
」
に
な
る
の
が
関
の
山
で
あ
る
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
の
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
え
る
。
こ
の
こ
と
を
、
も
う
少
し
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
み
よ
う
。

　
片
山
を
肯
定
的
否
定
的
い
ず
れ
に
評
価
す
る
に
せ
よ
、
研
究
者
が
共
通
し
て
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
片
山
が
門
終
生
労
働
者
大
衆
の
解
放

の
た
め
に
間
つ
た
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
経
済
社
会
と
民
衆
の
対
立
・
矛
盾
に
対
し
て
民
衆
の
立
場
か
ら
憤
り
を
も
っ
て
運
動
し
つ
づ
け
た
こ

と
は
、
と
に
か
く
確
か
だ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
わ
か
る
が
、
こ
の
一
見
妥
当
性
を
も
つ
か
の
よ
う
な
通
俗
的

見
解
で
は
、
た
と
え
ば
「
鹿
本
の
農
本
主
義
」
が
も
っ
て
い
た
「
情
念
扁
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
し
か
い
え
な
い
よ
う
に
、
何
も
い
っ

て
い
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
よ
う
に
た
て
る
の
で
は
な
く
、
片
山
が
「
日
本
的
な
現
実
」
か
ら
と
り
だ
し
た
の
が
何
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
片
山
の
生
涯
の
論
稿
・
著
作
か
ら
抽
出
し
て
み
る
と
、
い
ま
ま
で

の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
容
易
に
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
結
局
、
民
衆
の
「
前
近
代
性
」
と
経
済
社
会
の
「
後
進
性
・
非
合
理
性
」
で
あ
り
、
そ

れ
が
あ
わ
さ
っ
た
象
微
的
な
意
味
あ
い
で
の
「
政
治
」
の
「
後
進
性
・
ゆ
が
み
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
上
に

引
用
し
た
『
革
命
的
社
会
主
義
へ
の
道
』
の
「
結
論
」
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
す
で
に
一
九
〇
一
年
出
版
の
『
社
会
改
良
手
段

普
通
選
挙
』
で
も
発
想
と
し
て
は
そ
れ
と
同
じ
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
「
…
…
普
通
選
挙
を
得
て
労
働
者
が
自
治
独
立
の
真
相
を
得
る
な
ら
ば
我
邦
の
工
業
は
屹
度
発
達
進
歩
す
る
。
普
通
選
挙
を
実
行
す
れ
ば
労
働
者
に
関
す
る

100 （250）



享替　　 （立川）片 山

　
必
要
な
る
法
律
を
制
定
す
る
は
決
し
て
困
難
な
る
こ
と
で
な
い
…
…
し

　
　
「
抑
も
社
会
主
義
は
一
九
世
紀
中
に
発
達
せ
る
不
完
全
な
る
社
会
を
一
層
発
達
進
化
せ
し
め
て
完
全
な
る
社
会
に
せ
ん
と
す
る
主
義
で
あ
っ
て
殊
に
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
及
下
層
社
会
の
人
民
は
此
主
義
の
実
行
に
依
っ
て
古
来
よ
り
圧
制
さ
れ
来
り
た
る
苦
界
よ
り
脱
す
る
を
得
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
片
山
が
島
本
の
「
資
本
主
義
化
・
社
会
主
義
化
レ
を
、
よ
う
す
る
に
「
近
代
化
」
を
、
爽
雑
物
を
と
り
さ
れ
ば
、

「
よ
り
よ
き
欧
米
化
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
あ
い
で
考
え
る
、
い
い
か
え
れ
ば
「
よ
り
よ
き
欧
米
化
」
を
い
か
に
も
た
ら
す
か
と
い
う
観
点
か

ら
「
日
本
的
な
現
実
扁
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
り
だ
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
片
山
が
「
明
治
憲
法
」
か
ら
、
明
治
三
〇
年
代
の
普
選
運

動
の
な
か
で
は
「
普
選
」
を
、
の
ち
臼
露
戦
争
以
後
に
い
た
っ
て
そ
の
延
長
線
上
で
「
社
会
主
義
（
議
会
政
策
ご
を
ひ
き
だ
し
て
み
せ
て
く
れ

た
こ
と
の
な
か
に
、
そ
の
こ
と
は
典
型
的
に
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
こ
の
こ
と
は
、
片
山
本
人
は
お
そ
ら
く
無
自
覚
だ
っ

た
ろ
う
が
、
単
に
「
明
治
憲
法
」
か
ら
門
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
国
家
理
念
」
に
相
当
す
る
部
分
だ
け
を
、
ひ
き
だ
し
て
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
片
山
が
、
　
『
社
会
改
良
手
段
普
通
選
挙
』
の
留
頭
に
、
そ
し
て
、
全
部
を
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
わ
り
つ
き
な
が
ら
北
一
輝
の
『
国
体
論
及
純
正
社
会
主
義
』
に
共
感
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

こ
と
の
な
か
に
よ
く
で
て
い
る
。

「
抑
も
吾
人
が
普
通
選
挙
を
主
張
す
る
は
之
を
人
間
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
て
主
張
す
る
の
で
は
な
い
吾
人
が
普
通
選
挙
を
主
張
す
る
は
日
本
漁
民
と
し
て

冥
あ
る
。
帝
国
憲
法
の
下
に
都
て
国
民
は
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
て
あ
・
る
か
ら
で
あ
る
。
吾
人
日
本
帝
国
罠
は
憲
法
の
前
に
然
り
都
て
の

法
律
に
於
て
万
民
共
に
平
等
に
政
権
を
聡
す
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
あ
る
故
に
吾
人
は
比
憲
法
の
下
に
憲
法
の
許
す
政
権
を
得
て
之
を
用
い
て
吾
人
の
為
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

国
家
の
為
め
に
活
動
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
」

「
社
会
主
義
が
我
国
体
と
抵
触
す
と
喋
々
主
張
し
て
社
会
主
義
者
を
迫
害
し
来
れ
る
は
我
国
現
時
の
通
弊
な
り
、
吾
人
は
数
年
曲
管
国
民
に
向
て
社
会
主
義

を
主
張
し
、
之
が
運
動
を
為
す
時
は
、
常
に
帝
国
憲
法
の
　
巻
を
手
に
せ
り
、
晋
人
社
会
主
義
を
保
護
す
る
者
、
発
達
せ
し
む
る
者
は
斯
憲
法
な
り
、
吾
人

は
法
律
を
以
っ
て
規
定
せ
る
以
外
に
権
利
義
務
を
有
せ
ず
、
篭
れ
我
憲
法
の
保
証
す
る
所
な
り
、
而
し
て
斯
権
利
義
務
の
生
ず
る
即
ち
源
泉
な
る
法
律
其
物
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は
国
会
の
多
数
に
依
ら
ず
ん
ば
他
に
作
制
の
道
な
き
も
亦
憲
法
の
保
証
す
る
所
な
り
、
而
し
て
既
成
の
権
利
義
務
を
廃
滅
し
之
を
破
棄
す
る
亦
議
会
の
機
能

に
依
ら
ざ
れ
ば
他
に
道
な
し
、
是
れ
社
会
主
義
者
の
欲
す
る
金
科
玉
条
な
り
、
吾
人
は
現
存
の
憲
法
治
下
に
於
て
痴
人
の
信
奉
す
る
社
会
主
義
を
実
行
す
る

を
得
る
也
吾
人
の
運
動
の
順
序
は
先
づ
普
通
選
挙
を
得
て
国
会
に
多
数
を
占
め
以
っ
て
内
閣
を
組
織
す
る
に
あ
り
、
既
に
議
会
に
多
数
を
占
め
内
閣
を
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
か
、
上
院
の
反
対
は
更
は
憂
う
る
に
足
ら
ず
そ
は
新
華
族
に
制
限
な
け
れ
ば
な
り
吾
人
は
社
会
主
義
と
国
体
と
決
し
て
抵
触
せ
ざ
る
を
見
る
者
な
り
。
」

　
わ
た
し
た
ち
が
北
と
片
山
を
読
み
く
ら
べ
る
な
ら
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
一
見
両
者
が
「
明
治
憲
法
」
が
は
ら
む
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
国

家
理
念
」
に
相
当
す
る
部
分
に
注
目
し
た
こ
と
は
同
じ
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
北
が
徹
底
し
た
論
理
性
と
革
命
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

片
山
は
い
っ
て
み
れ
ば
思
い
つ
き
の
レ
ベ
ル
を
越
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
質
的
な
差
異
を
生
ず
る
根
本
的
な
理
由
は
、
北
が
「
明
治
憲

法
」
そ
し
て
「
国
家
」
と
の
思
想
的
格
闘
を
自
力
で
な
し
と
げ
、
そ
れ
ら
を
歴
史
的
な
時
間
性
の
な
か
で
と
ら
え
自
分
の
理
論
体
系
の
な
か
に

く
み
こ
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
片
山
が
「
タ
ネ
本
」
で
「
明
治
憲
法
」
を
単
に
解
釈
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、

片
山
の
思
想
的
力
量
、
そ
し
て
そ
の
思
想
の
「
タ
ネ
本
」
性
は
、
　
「
明
治
憲
法
」
の
読
み
方
に
最
も
よ
く
で
て
い
る
。
松
沢
出
駕
は
、
片
山
が

「
日
常
的
利
益
の
組
織
化
の
累
積
の
前
に
国
家
機
構
が
後
退
し
て
い
く
と
い
う
漸
進
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
も
っ
て
い
た
、
と
好
意
的
ニ
ュ
ア

　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
ス
で
い
っ
て
い
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
片
山
が
「
国
家
」
を
「
町
内
会
」
程
度
に
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
か

い
い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
る
（
実
際
そ
う
い
う
面
は
あ
っ
た
）
。
ま
た
隅
谷
三
喜
男
は
、
片
山
が
レ
ー
ニ
ン
の
『
国
家
と
革
命
』
を
読
む
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
「
明
治
三
〇
年
以
来
の
階
級
社
会
観
が
こ
こ
で
は
っ
き
り
帝
国
憲
法
と
天
皇
制
の
枠
を
乗
り
こ
え
た
の
で
あ
る
」
、
と
書
い
て
い
る
。
片
山

自
身
も
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
片
山
が
「
国
家
」
を
自
分
の
思
想
か
ら
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
た

こ
と
以
外
何
も
意
味
し
な
い
。
隅
谷
の
こ
の
評
価
の
仕
方
は
、
あ
る
人
物
が
誰
か
の
思
想
に
イ
カ
レ
、
そ
れ
を
信
仰
す
る
こ
と
が
、
そ
の
思
想

を
我
が
物
と
し
た
こ
と
だ
、
と
い
う
よ
う
な
馬
鹿
黒
々
し
い
考
え
方
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
、
　
『
国
家
と
革
命
』
を
読
ん
だ
ぐ
ら
い
で
、

「
国
家
」
が
の
り
こ
え
ら
れ
る
な
ら
、
誰
も
苦
労
し
な
い
。
ま
た
読
ん
だ
く
ら
い
で
、
の
り
こ
え
た
と
思
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
本
人
の
オ
メ

デ
タ
サ
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
片
山
に
と
っ
て
「
国
家
」
は
、
　
「
政
府
」
や
「
資
本
家
（
資
本
主
義
ご
へ
の
憎
悪
の
別
名
で
あ
っ
た
り
、
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潜（立川）片 山

門
国
土
」
に
対
す
る
い
つ
く
し
み
や
な
つ
か
し
さ
を
お
ぼ
え
る
別
名
で
あ
っ
た
り
し
た
だ
け
で
、
思
想
的
に
ま
と
も
に
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
片
山
が
、
せ
め
て
北
の
論
理
性
と
革
命
性
を
少
し
で
も
感
じ
る
だ
け
の
思
想
的
な
力
量
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
思
想
的

に
「
日
本
的
な
現
実
」
に
ぶ
つ
か
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
後
の
片
山
の
姿
は
変
っ
た
だ
ろ
う
が
、
片
山
は
あ
く
ま
で
も
「
万
国
社
会
党
」
、

の
ち
に
は
「
ロ
シ
ア
革
命
」
を
B
本
に
ど
う
移
殖
す
る
か
と
い
う
発
想
に
執
着
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
り
、
北
の
『
国
体
論
』
の
革
命
性
な
ど
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
片
山
は
、
明
治
四
〇
年
代
の
「
日
本
の
社
会
主
義
者
は
何
を
要
求
す
べ
き
乎
」
・
「
帝
国
憲
法
と
社

　
　
⑳

会
主
義
」
と
い
っ
た
類
の
論
稿
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
北
の
理
論
の
字
ず
ら
を
借
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
ロ
シ
ア
革
命
」
以
前
に
お
い

て
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
み
た
だ
け
と
い
う
程
度
の
「
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
ト
ラ
イ
キ
論
」
を
の
ぞ
け
ば
、
片
山
の
唯
一
の
「
革
命
論
」
ら

し
き
も
の
で
あ
る
「
普
選
論
・
議
会
政
策
」
も
、
い
い
か
え
れ
ば
「
明
治
憲
法
」
が
は
ら
む
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
国
家
理
念
偏
に
相
当
す
る
部

分
だ
け
を
読
み
だ
し
た
の
も
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ぼ
そ
の
よ
う
に
し
か
「
明
治
憲
法
」
を
読
め
な
か
っ
た
の
も
ま
た
、
そ
し
て
レ
ー
ニ
ン
の

『
国
家
と
革
命
』
へ
の
イ
カ
レ
方
も
、
日
本
の
社
会
構
造
の
変
化
を
「
欧
米
化
」
と
同
一
の
方
向
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
、
片
山
の
思
想
の
も

つ
「
タ
ネ
本
」
信
仰
の
「
近
代
主
義
」
的
様
相
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
先
に
ふ
れ
た
「
平
民
協
会
」
の
「
規
則
扁
が
、
片
山
の
体
制
順
応
に
お
ち
い
り
や
す
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
と

か
、
も
は
や
社
会
主
義
で
は
な
い
と
か
、
い
や
社
会
主
義
運
動
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
現
実
的
な
方
法
を
つ
く
そ
う
と
し
た
こ
と
を
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
か
い
う
類
の
レ
ッ
テ
ル
ぼ
り
で
か
た
ず
く
も
の
で
は
な
く
、
片
山
の
思
想
の
構
造
そ
の
も
の
か
ら
必
然
的
に
生
み
だ
さ
れ
た
、

片
山
の
思
想
の
象
徴
的
な
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
わ
た
し
の
考
え
も
、
自
ら
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
　
「
憲
法
治
下
二
於
テ
云
々
」

は
「
明
治
憲
法
」
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
理
念
」
に
相
当
す
る
部
分
だ
け
を
読
み
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
労
働
者
ヲ
シ
テ
云
々
」
は
「
社

会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
発
想
そ
れ
自
体
は
、
　
「
資
本
主
義
化
・
社
会
主
義
化
」
イ
コ
ー
ル
「
よ
り
よ

き
欧
米
化
」
と
い
う
一
元
的
な
「
近
代
化
論
」
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。

　
片
山
の
思
想
そ
し
て
運
動
を
支
え
て
い
た
「
心
情
」
あ
る
い
は
「
肉
声
」
は
、
明
治
三
〇
年
代
に
お
い
て
は
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意
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識
」
か
ら
、
そ
し
て
日
露
戦
争
以
降
に
お
い
て
は
「
社
会
」
の
「
健
全
化
・
合
理
化
」
を
は
か
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
　
「
経
済
社
会
」
と
「
民

衆
」
、
そ
し
て
「
政
治
」
を
抱
合
せ
て
「
進
歩
」
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
片
山
の
「
社
会
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
」
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
日
本
の
と
っ
て
い
る
「
近
代
化
」
の
コ
ー
ス
に
対
し
て
、
そ
れ
を
民
衆
を
幸
福
に
し
か
つ
合
理
的
に
生
産
力
の

膨
脹
も
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
に
修
正
し
て
よ
り
一
層
の
「
近
代
化
」
を
、
と
い
っ
た
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
。

　
二
　
進
歩
一
渡
米
せ
よ
渡
米
せ
よ

　
明
治
期
の
「
社
会
主
義
思
想
」
が
、
北
一
輝
を
の
ぞ
け
ば
、
結
局
「
世
界
（
欧
米
）
の
大
勢
」
を
い
か
に
日
本
に
移
殖
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ

に
い
き
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
は
、
わ
た
し
が
い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
そ
し
て
た
と
え
ば
、
松
沢
弘
陽
が
明
治
の
「
社
会
主
義
者
に

と
っ
て
も
ま
た
、
　
『
進
歩
』
と
は
『
世
界
の
大
勢
』
を
敏
感
に
感
じ
と
っ
て
欧
米
の
モ
デ
ル
を
先
取
り
、
ま
た
日
本
の
社
会
や
政
治
に
『
採
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

補
短
』
の
改
革
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
松
田
道
雄
が
幸
徳
秋
水
の
『
社
会
主
義
神
髄
』
、
片
山
の
『
我
社
会
主
義
』
に
ふ
れ
て

「
そ
の
筆
者
が
日
本
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
も
な
け
れ
ば
、
読
者
が
日
本
の
労
働
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
な
い
」
、
と
の
べ
て
い

　
　
⑳

る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
わ
か
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
常
識
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
も
ち

ろ
ん
片
山
も
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
の
ほ
と
ん
ど
の
論
稿
・
著
作
が
、
時
期
に
よ
っ
て
よ
る
べ
き
モ
デ
ル
は
異
る
に
せ
よ
、
　
「
欧
米
で
は
こ
う

な
っ
て
い
る
か
ら
、
日
本
で
も
こ
う
す
べ
き
だ
扁
と
い
っ
た
こ
と
を
（
片
山
が
い
う
様
々
な
問
題
を
研
究
す
る
と
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
）
、

そ
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
晩
年
自
慢
げ
に
明
治
期
の
機
関
紙
の
誌
面
で
日
本
の
運
動
の
モ
デ
ル
と
し
て
欧
米
の
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
紹
介
に
つ
と
め
つ
づ
け
た
と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
典
型
的
な
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
別
段
こ
こ
で
、
　
「
文
献
的
」
に

片
山
の
「
ラ
サ
ー
ル
」
・
「
万
国
社
会
党
」
・
「
ロ
シ
ア
革
命
」
・
「
レ
ー
ニ
ン
」
等
へ
の
理
解
が
、
ど
こ
ま
で
は
あ
た
っ
て
い
て
ど
こ
ま
で
が
は
ず

れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
総
じ
て
恣
意
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
を
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を

し
た
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
、
当
時
の
欧
米
の
社
会
主
義
運
動
・
思
想
の
読
み
方
の
水
準
を
云
々
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
し
、
ま
た
「
好
み
」
の
問

題
に
す
り
か
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
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こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
、
片
山
が
好
ん
で
多
く
用
い
た
「
進
歩
」
と
い
う
言
葉
が
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
い
っ
て
お
け
ば
、
た
だ
単
に
「
変
化
」
と
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
の
ぞ
い
て
、
そ
れ
は
と
ど
の
つ
ま
り
、
　
「
万
国
社
会
党
」
の

ち
に
は
「
ロ
シ
ア
共
産
党
（
コ
、
ミ
ソ
テ
ル
ソ
）
し
を
「
丸
抱
え
」
し
て
、
わ
た
し
が
先
に
ふ
れ
た
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
実
現
を
は
か
っ
て
い

く
こ
と
が
「
進
歩
」
だ
、
と
い
っ
た
意
味
あ
い
で
使
わ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
片
山
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
「
進
歩
（
世
界
の

大
勢
）
」
は
、
そ
の
発
想
の
多
く
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
日
本
を
そ
し
て
世
界
を
風
靡
し
て
い
た
「
社
会
進
化
論
」

に
負
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
い
う
の
は
、
何
も
片
山
が
「
社
会
進
化
論
」
を
「
労
働
運
動
・
社
会
主
義
運
動
」
の
立
場
に
た
つ
こ
と
そ
れ
自

体
が
「
進
歩
」
、
そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
で
「
万
国
社
会
党
」
・
「
ロ
シ
ア
共
産
党
（
コ
、
・
ソ
テ
ル
ご
の
立
場
に
た
つ
こ
と
そ
れ
自
体
が
「
進
歩
」

だ
、
と
読
み
こ
ん
だ
こ
と
だ
け
を
い
い
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
（
つ
い
で
に
い
っ
て
お
け
ば
、
片
山
の
「
第
ニ
イ
ソ
タ
ー
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
会
」
で

の
、
そ
し
て
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
」
で
の
「
栄
光
」
は
、
思
想
的
に
は
何
の
意
味
も
な
い
。
）
わ
た
し
が
い
い
た
い
の
は
、
「
社
会
進
化
論
」
を
「
欧
米
の
先

進
（
優
越
）
性
」
と
「
日
本
の
後
進
（
劣
等
）
性
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
読
み
こ
み
、
そ
こ
で
「
万
国
社
会
党
」
・
「
ロ
シ
ア
共
産
党
（
コ
、
、
、
ソ
テ
ル
ソ
ご

を
選
択
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
片
山
が
も
つ
よ
う
な
「
進
歩
主
義
（
世
界
の
大
勢
論
ご
は
、
　
「
日
本
的
な
現
実
」
を
思
想
か

ら
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
る
か
し
な
い
こ
と
に
は
な
り
た
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
な
ぜ
片
山
が
各
時

期
の
モ
デ
ル
を
い
つ
も
「
丸
抱
え
」
し
ょ
う
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
「
日
本
の
言
葉
」
に
お
き
か
え
た
だ
け
で
よ
し
と
す
る
の
か
、
と

い
う
よ
う
に
た
て
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
　
い
い
か
え
れ
ば
、
生
涯
手
離
す
こ
と
の
な
か
っ
た
「
進
歩
主
義
（
世
界
の
大
勢
論
）
」
の
発
想
は
ど
こ

か
ら
く
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
。

　
片
山
は
、
　
「
ロ
シ
ア
革
命
」
後
の
一
九
二
〇
年
頃
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「（

坙
{
で
は
社
会
主
義
を
研
究
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
…
立
川
）
然
れ
ど
も
、
顧
み
て
世
界
の
大
勢
を
見
る
に
、
社
会
主
義
は
識
者

の
思
想
と
し
て
存
在
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
着
々
一
個
確
実
な
る
社
会
鰯
度
と
し
て
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
も
し
社
会
主
義
に
関
し
て
実
際
問
題
あ
り
と

す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
、
ま
た
何
時
か
ら
、
こ
の
思
想
を
生
み
出
し
た
る
欄
度
を
個
々
の
国
々
に
突
施
す
る
か
と
い
う
問
題
に
限
ら
れ
、
社
会
主
義
の
制
度
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⑳

　
が
資
本
主
義
の
制
度
に
優
っ
て
い
る
こ
と
は
、
け
だ
し
責
任
あ
る
学
者
の
つ
と
に
認
む
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
」

　
こ
れ
を
み
た
だ
け
で
も
、
答
え
は
す
で
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
丸
抱
え
」
の
発
想
を
支
え
て
い
た

「
進
歩
主
義
（
世
界
の
大
勢
論
）
」
が
、
　
「
欧
米
の
先
進
（
優
越
）
性
扁
と
「
日
本
の
後
進
（
劣
等
）
性
」
と
い
っ
た
類
の
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意

識
」
と
楯
の
両
面
の
よ
う
な
関
係
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
大
部
分
は
、
在
米
期
に
身
に
つ
け
る
か
あ
る
い
は
つ
け
さ
せ
ら

れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
自
伝
』
な
ど
の
回
想
類
を
み
る
と
、
片
山
が
、
自
分
の
羽
田
木
か
ら
岡
山
、
岡
山
か
ら
東
京
、
東
京
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
い
う
「
学
問
」

の
軌
跡
を
、
　
「
立
身
」
と
「
国
家
・
社
会
へ
の
使
命
感
」
を
果
す
た
め
の
「
知
的
上
昇
」
と
し
て
、
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
に
は
「
社
会
意
識
扁
を
も
た
ず
「
無
知
」
の
ま
ま
で
、
た
だ
日
常
生
活
に
「
埋
没
」
し
て
い
る
故
郷
か
ら
、
意
識
的
に
脱
出
し
、
　
「
近
代

的
な
知
識
偏
を
獲
得
し
た
人
物
が
、
　
「
進
歩
」
し
た
地
点
か
ら
門
遅
れ
た
扁
故
郷
を
み
て
い
る
と
い
っ
た
溝
図
が
あ
る
。
片
山
の
門
進
歩
」
の

原
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
片
山
が
、
　
「
民
衆
」
へ
の
「
啓
蒙
活
動
」
を
著
し
く
実
践
的
に
お
こ

な
っ
た
こ
と
の
大
き
な
理
由
は
、
自
分
の
「
知
的
上
昇
」
の
軌
跡
を
、
そ
こ
に
重
ね
あ
わ
せ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
と
に
か
く
目
を
開
か
せ
さ
え
ず
れ
ば
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
な
「
進
歩
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
片
山
が
明
治
三
〇
年
代
中
期
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
本
気
で
お
こ
な
っ
た
「
渡
米
協
会
」
の
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

動
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
片
山
の
「
渡
米
奨
励
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
ア
メ
リ
カ
は
「
立
身
出
世
」
の
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
と
、
ア
メ
リ
カ
に
い
っ
て
「
先
進
社
会
」
に
ふ
れ
る
こ
と
は
本
人
の
「
進
歩
」
ひ
い
て
は
日
本
の
「
近
代
化
」
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
に
つ

き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
、
本
論
で
引
用
し
た
『
渡
米
案
内
』
の
一
節
を
み
て
も
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
ま
た
つ
ぎ
の
『
渡
米
の
秘

訣
』
の
一
節
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
吾
人
が
研
究
せ
ん
と
す
る
北
米
は
実
に
彼
等
青
年
女
子
は
固
よ
り
壮
年
労
働
者
に
向
っ
て
又
学
者
発
明
象
に
向
っ
て
も
最
好
蒔
期
と
境
遇
を
与
う
る
場
所

　
な
り
、
蕾
に
北
米
天
然
の
塞
源
が
都
て
の
階
級
の
人
士
を
し
て
其
目
的
を
達
せ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
北
米
の
社
会
組
織
其
老
が
穀
も
よ
く
住
罠
に
自
由
を
与
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え
よ
く
円
満
な
る
発
達
を
為
さ
し
む
」

　
こ
の
よ
う
な
「
渡
米
奨
励
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
少
し
あ
か
ら
さ
ま
に
い
う
と
、
日
本
の
民
衆
も
社
会
も
体
験
的
に
ア
メ
リ
カ
を
し
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
進
歩
」
す
る
、
と
い
う
こ
と
と
ど
こ
も
ち
が
い
は
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
渡
米
に
過
剰
な
意
義
づ
け
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
し
、

渡
米
を
す
す
め
る
と
い
っ
た
発
想
自
体
、
　
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
の
産
物
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
片
山
が
「
渡
米
協
会
」
の

活
動
の
な
か
で
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
結
局
「
ア
メ
リ
カ
で
進
歩
し
て
こ
い
」
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
民
衆
の
啓
蒙
活

動
」
と
「
渡
米
協
会
」
の
活
動
は
、
　
「
民
衆
へ
の
啓
蒙
」
を
自
か
ら
の
手
で
お
こ
な
う
か
、
そ
れ
と
も
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
の
力
を
借
り
て
お

こ
な
う
か
の
ち
が
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
岡
質
の
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。
　
つ
ま
り
、
　
「
渡
米
奨
励
」
　
の
モ
チ
ー
フ
と

「
進
歩
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
背
後
に
片
山
自
ら
の
軌
跡
が
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
重
り
あ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、

運
動
・
思
想
、
そ
し
て
社
会
も
欧
米
の
方
が
「
進
歩
」
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
欧
米
の
も
の
を
学
び
日
本
へ
移
殖
す
る
こ
と
が
「
進
歩
」
な

の
だ
と
い
う
発
想
ま
で
は
、
文
字
ど
お
り
地
続
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
片
山
の
場
合
、
「
民
衆
を
啓
蒙
」
す
る
こ
と
が
何
ご
と
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
「
産
業
社
会
の
実
現
（
社
会
経
済
力
の
膨
脹
）
」
と
い
う
こ
と

も
、
そ
れ
ら
の
象
徴
的
な
意
味
あ
い
で
の
「
政
治
の
改
革
」
も
、
そ
し
て
「
世
界
の
大
勢
（
万
国
社
会
党
・
ロ
シ
ア
共
産
党
）
」
へ
の
信
仰
も
ま
た
、

「
欧
米
社
会
の
先
進
（
優
越
）
性
」
に
よ
っ
て
「
日
本
社
会
の
後
進
（
劣
等
）
性
」
を
深
く
刻
印
さ
れ
た
、
そ
の
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
に

大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
片
山
が
考
え
て
い
た
「
進
歩
」
か
ら
、
そ
の
思
想
的
レ
ヅ
テ
ル
を
は
ぎ
と
っ
て
発
想
の

核
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、
　
「
民
衆
」
も
「
経
済
社
会
」
も
、
そ
し
て
「
政
治
」
も
「
欧
米
」
に
、
の
ち
に
は
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
に
お
い
つ
く

と
い
う
こ
と
以
外
何
も
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
モ
デ
ル
を
「
丸
抱
え
」
あ
る
い
は
単
に
「
日
本
の
言
葉
に
お
き
か
え
る
」
こ
と
、
よ
う
す
る
に
「
世
界
の
大
勢
（
万
国
社
会
党
・
ロ
シ
ア
共
産

党
）
」
へ
の
信
仰
を
門
進
歩
」
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
そ
の
啓
蒙
を
目
的
と
す
る
「
日
常
活
動
」
も
ふ
く
め
て
、
思
想
的
に
み
れ
ば
、

「
日
本
的
な
現
実
」
を
風
景
の
よ
う
に
み
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
も
み
こ
な
さ
な
い
と
こ
ろ
が
ら
き
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
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あ
る
。
片
山
が
こ
こ
で
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
批
判
し
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
、
日
本
の
「
民
衆
」
・
「
社

会
」
・
「
政
治
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
や
は
り
こ
こ
で
も
ま
た
、
　
「
タ
ネ
本
」
信
仰
の
「
近
代
主
義
今
様
柑
」
を
見
出
す
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ

り
、
も
し
し
い
て
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
　
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
か
ら
く

る
「
日
本
近
代
化
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
「
心
情
」
だ
け
で
あ
る
。

　
　
「
社
会
主
義
は
資
本
家
産
業
制
度
に
代
っ
て
、
ご
十
世
紀
の
産
業
を
支
配
す
べ
き
運
命
を
有
す
る
世
界
的
大
勢
を
形
成
す
る
着
な
り
、
現
代
の
資
本
家
的
産

　
業
の
終
局
は
必
然
社
会
主
義
的
不
漁
制
度
と
な
る
は
社
会
進
化
の
大
勢
に
し
て
恰
も
影
の
容
ち
に
従
う
が
如
し
。
若
し
予
が
言
を
疑
わ
ば
憾
目
し
て
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
大
勢
を
観
よ
！
　
欧
米
の
諸
国
は
蕩
々
と
し
て
社
会
主
義
の
実
行
に
向
っ
て
進
捗
し
つ
」
あ
る
に
非
す
や
」

　
　
「
労
働
者
の
智
能
の
開
発
に
伴
う
て
彼
等
の
馬
事
自
覚
す
る
は
産
業
発
達
当
然
の
結
果
で
あ
っ
て
、
而
か
も
世
界
の
大
勢
で
あ
る
。
我
が
日
本
の
み
が
此
大

　
勢
に
与
ら
ず
と
云
う
が
如
き
は
、
事
理
を
郷
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
資
本
と
労
働
、
薩
主
と
被
雇
人
と
の
関
係
は
、
世
界
共
通
で
あ
る
。
日
本
が
欧
洲
に
行
は
る
、
産
業
制
度
を
採
用
し
た
る
以
上
、
之
が
莫
地
従
事
者
た
る

　
労
働
者
が
亦
彼
等
欧
洲
の
労
働
者
の
世
界
に
倣
う
に
至
る
は
水
の
低
き
に
就
く
が
如
き
も
の
で
あ
る
」

　
三
　
日
　
常
　
活
　
動

　
片
山
が
、
一
九
〇
〇
年
の
鉄
工
組
合
の
実
質
的
な
崩
壊
以
降
も
、
一
九
一
四
年
の
最
後
の
渡
米
に
至
る
ま
で
、
と
り
わ
け
明
治
四
〇
年
代
の

、
「
岡
志
」
か
ら
の
孤
立
、
官
憲
に
よ
る
弾
圧
に
も
め
げ
ず
、
何
と
し
て
も
労
働
組
合
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
に
属
す

る
。
そ
の
こ
と
を
「
体
制
順
応
」
の
「
改
良
主
義
」
的
傾
向
と
し
て
否
定
的
に
み
る
か
、
現
実
的
に
み
て
「
な
し
う
る
」
だ
け
の
こ
と
を
し
ょ

う
と
し
た
の
だ
と
肯
定
的
に
み
る
か
、
見
解
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

　
　
「
（
「
平
民
協
会
」
の
「
規
則
」
は
i
立
川
）
社
会
主
義
が
い
か
な
る
形
態
・
様
式
に
よ
っ
て
で
あ
れ
権
力
の
移
行
を
臼
的
と
す
る
以
上
、
片
山
が
も
は
や
狭

　
　
い
意
味
の
社
会
主
義
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
松
尾
尊
免
は
片
山
が
こ
の
時
期
（
一
九
一
〇
年
頃
一
立
川
）
急
速
に
論
調
を
鋭
く
し
て
き
た

　
　
『
東
洋
経
済
新
報
』
に
あ
た
え
た
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
、
　
「
片
山
の
著
大
の
功
績
は
『
新
報
』
の
言
論
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
正
道
を
歩
む
よ
う
、
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社
員
に
働
き
か
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
し
た
（
松
尾
尊
莞
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
…
』
岩
波
書
店
一
九
七
四
年
八
四
頁
i
原
註
）
が
、
そ
れ
以
後
の
片
由

の
言
論
は
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一

「
こ
の
よ
う
な
論
（
「
帝
国
憲
法
と
社
会
主
義
」
・
「
政
治
と
社
会
主
義
」
・
「
組
合
設
立
の
急
務
」
…
立
川
）
の
字
面
だ
け
を
一
見
す
れ
ば
、
片
山
が
合
法
主
義

者
だ
と
か
、
日
本
の
階
級
関
係
を
理
解
し
て
い
な
い
と
か
い
う
説
（
小
山
弘
健
・
岸
本
英
太
郎
『
片
山
潜
』
第
一
部
　
未
来
社
　
一
九
五
九
年
　
六
六
頁
i

原
註
）
も
出
て
こ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
幸
徳
慕
件
を
機
と
す
る
強
烈
な
迫
害
の
中
で
、
し
か
も
目
露
戦
争
前
か
ら
労
働
組
合
の
組
織
が
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
マ

ん
ど
潰
減
し
て
い
る
状
態
の
中
で
、
　
「
吾
人
の
運
動
の
中
堅
は
労
働
者
其
者
に
あ
る
。
労
働
者
を
劇
道
し
労
働
者
を
教
育
し
て
彼
等
を
自
覚
せ
し
む
る
は
吾

入
の
第
一
の
任
務
に
し
て
総
べ
て
を
排
し
て
為
さ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
事
業
で
あ
る
（
片
山
潜
「
黒
鼠
の
立
場
」
『
社
会
新
聞
』
一
九
一
〇
年
七
月
一
五
日
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

原
註
）
し
の
正
常
な
る
認
識
を
も
っ
て
、
社
会
主
義
運
動
を
維
持
し
て
行
く
に
は
、
当
面
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
り
え
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
」

潜（立川）片 山

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
考
え
て
い
け
ば
、
結
局
片
山
の
こ
の
時
期
の
運
動
に
対
す
る
評
価
の
相
異
は
、
ま
だ
「
好
み
」
以
外
の

も
の
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
片
山
の
い
う
「
労
働
者
」
と
は
、
　
「
社
会
」
と

は
、
そ
し
て
「
社
会
主
義
」
と
は
思
想
的
に
み
て
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
片
由
の

発
言
あ
る
い
は
実
践
が
一
見
す
る
と
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
「
妥
当
性
」
は
、
あ
く
ま
で
も
一
見
だ
け
で
、
そ
れ
を
思
想
的
に
み
る

と
き
、
わ
た
し
が
い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
そ
こ
に
は
虚
妄
な
も
の
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
片
山
の
「
妥
当
性
」
が

も
つ
虚
妄
さ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
う
一
度
論
理
的
に
片
ず
け
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
明
治
期
の
「
労
働
運
動
・
社
会
主
義
運
動
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
念
頭
に
お
け
ぼ
、
片
山
ら
が
肯
定
的
に
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
を
と
ら
え
た

と
き
、
総
じ
て
い
え
ぼ
、
「
知
的
向
上
を
と
げ
技
術
を
み
が
く
」
と
い
う
い
わ
ば
「
権
利
」
の
基
盤
と
し
て
の
「
職
業
意
識
」
と
、
「
真
の
産
業

発
展
・
富
国
に
つ
く
す
」
と
い
う
い
わ
ば
社
会
批
判
的
な
「
社
会
意
識
」
の
形
成
と
い
う
方
向
か
ら
す
く
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
い
い
か

え
れ
ば
、
こ
れ
が
片
山
ら
が
考
え
て
い
た
「
労
働
者
（
民
衆
）
の
近
代
化
」
の
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
方
で
、
明
治
期
の
「
労
働
運

動
・
社
会
主
義
運
動
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
結
局
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
が
「
悲
惨
さ
」
の
な
か
に
眠
っ
た
ま
ま
で
た
ち
あ
が
ら
な
い
の
は
、
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「
労
働
者
（
民
衆
）
」
の
「
無
知
」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
像
し
か
も
ち
え
な
か
っ
た
。
こ
の
肯
定
と
否
定

の
お
り
な
す
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
な
か
で
、
　
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
へ
の
「
運
動
（
啓
蒙
ご
が
、
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
。

　
　
「
天
は
自
ら
働
く
る
者
を
瞬
く
と
古
人
は
い
へ
り
、
鶏
人
が
十
年
一
日
の
如
く
労
働
運
動
に
従
事
し
我
労
働
者
の
地
位
を
高
め
ん
と
す
る
も
の
は
労
働
者
間

　
よ
り
有
力
な
る
運
動
者
起
り
て
労
働
者
の
解
放
を
計
ら
ん
こ
と
を
渇
望
す
れ
ば
な
り
、
吾
人
の
職
分
は
労
働
者
に
向
っ
て
其
自
覚
々
醒
を
促
す
事
に
あ
り
、

　
如
何
に
吾
人
が
尽
力
し
奮
闘
す
る
も
労
働
者
に
し
て
自
ら
立
た
ず
ん
ば
吾
入
の
尽
力
と
奮
闘
は
何
の
効
果
も
無
し
、
吾
人
は
今
労
働
者
に
向
っ
て
自
治
自
営

　
の
必
要
と
其
手
段
方
法
を
詳
細
に
説
示
し
て
労
働
潜
諸
君
の
深
思
熟
考
を
求
め
ん
と
す
」

　
片
山
の
脳
裏
に
た
え
ず
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
の
無
惨
な
生
活
が
や
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
に
し
ろ
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の

よ
う
な
も
の
か
ら
、
い
く
ら
か
な
り
と
も
実
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
思
想
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
「
労
働
者
（
民
衆
ご
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
そ
れ
は
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
像
を
も
つ
片
山
の
日
常
活
動
の
「
妥
当
性
」
を
評

価
す
る
見
解
も
、
暗
黙
の
う
ち
に
か
あ
る
い
は
積
極
的
に
そ
れ
に
同
意
す
る
と
い
う
点
で
、
恣
意
的
な
も
の
だ
と
し
か
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
片
山
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
発
想
、
よ
く
い
え
ぼ
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
の
「
主
体
性
篇
を
形
成
し
よ
う
と
は
か
っ
た
発
想
に
対
し
て

肯
定
的
な
評
価
が
な
り
た
っ
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
「
労
働
者
（
民
衆
）
」
が
、
生
活
的
に
も
職
業
的
に
も
社
会
的
に
も
、
よ
う
す
る
に
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
無
知
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
「
啓
蒙
さ
る
べ
き
存
在
」
で
あ
る
、
と
い
う
片
山
の
通
俗
的
で
か
つ
馬
鹿
げ
た
見
解
を
受
け
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
吉
本
隆
明
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
　
「
β
本
型
知
識
人
の
存
在
様
式
の
な
か
か
ら
、

『
一
般
大
衆
』
を
視
る
た
め
、
仮
構
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
こ
し
ら
え
ら
れ
た
」
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
片
山
が
こ
の
よ
う
な
発
想
で
し
か
、
　
「
労
働
者
（
民
衆
ご
を
と
ら
え
ら
れ
な
い
、
そ
の
思
想
的
な
根
拠
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む

ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
多
く
は
、
い
ま
ま
で
何
度
も
く
り
か
え
し
て
き
た
よ
う
に
、
　
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
か
ら
β
本
の

「
民
衆
・
社
会
構
造
」
を
、
　
「
近
代
化
」
し
て
い
な
い
「
遅
れ
た
も
の
」
、
の
ち
に
は
「
合
理
」
的
に
「
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」
、
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潜（立川）片 山

と
考
え
る
と
こ
ろ
が
ら
き
て
い
る
。
　
い
い
か
え
れ
ば
、
日
本
の
「
民
衆
・
社
会
構
造
扁
、
そ
し
て
「
憲
法
」
と
の
思
想
的
格
闘
を
自
力
で
な
す

こ
と
な
く
、
結
局
「
欧
米
の
タ
ネ
本
」
で
解
釈
す
る
と
い
う
方
法
が
片
山
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
を
洞
察
す
る
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
片
山
は
、
日
本
の
資
本
制
、
そ
し
て
国
家
を
も
っ
ぱ
ら
「
後
進
（
劣
等
）
性
」
、
の
ち
に
は
「
践
行
性
偏
で
と
ら
え
る
だ
け
で
、
そ
れ
が

そ
れ
自
体
と
し
て
の
独
自
の
「
実
体
」
を
も
っ
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど
考
察
の
ぞ
と
に
お
い
て
い
た
と
こ
ろ
が
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
片
山
に
と
っ
て
　
「
日
本
の
現
実
」
は
、
帰
朝
者
と
し
て
ど
こ
か
の
教
会
で
　
「
社
会
改
良
事
業
」
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
片
山
を

「
労
働
運
動
・
社
会
主
義
運
動
」
に
の
め
り
こ
ま
せ
、
最
初
の
妻
を
死
に
お
い
や
り
、
再
婚
後
も
家
族
を
離
散
さ
せ
、
そ
し
て
片
山
を
「
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
」
に
な
る
ま
で
く
た
ば
ら
せ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
思
想
的
に
み
れ
ば
、
　
「
日
本
の
現
実
」
は
片
山
に
よ
っ
て
風
景
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
は
な
が
め
ら
れ
て
い
て
も
、
決
し
て
「
実
体
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
た
と
え

石
川
啄
木
・
夏
目
漱
石
・
北
一
輝
の
よ
う
に
本
質
的
に
で
は
な
く
と
も
、
も
し
「
日
本
の
現
実
」
が
片
山
を
い
く
ら
か
な
り
と
も
と
ら
え
て
い

た
と
す
る
な
ら
、
本
多
秋
五
が
「
転
向
文
学
論
扁
の
な
か
で
、
大
き
く
眺
め
れ
ば
日
本
の
転
向
の
聞
題
が
と
ど
の
つ
ま
り
、
輸
入
思
想
の
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

国
土
化
の
過
程
に
生
じ
る
軋
り
に
帰
せ
ら
れ
る
と
の
べ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
も
、
　
「
欧
米
の
も
の
」
を
日
本
に
移
殖
し
よ
う
な
ど
と
い
う
単

純
な
「
進
歩
主
義
（
世
界
の
大
勢
論
）
」
は
、
出
発
点
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
そ
れ
と
「
軋
り
偏
を
生
じ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
、
片
山
の
生
涯
の
思
想
に
そ
の
「
軋
り
」
の
か
け
ら
す
ら
見
出
せ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
「
日
本
の
現
実
」
を
棚
上
げ

あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
日
常
活
動
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
虚
妄
な
イ
メ
ー
ジ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

虚
妄
な
存
在
に
語
り
か
け
て
い
る
、
鶴
見
俊
輔
風
に
い
い
な
お
せ
ば
、
海
外
か
ら
輸
入
し
た
言
葉
と
思
想
で
民
衆
を
改
造
し
よ
う
と
試
み
る
、

と
い
っ
た
構
図
で
あ
る
。
つ
ま
り
思
想
的
に
み
れ
ば
、
「
民
衆
の
存
在
」
に
つ
い
て
は
手
も
ふ
れ
え
な
か
っ
た
し
、
門
民
衆
の
存
在
」
か
ら
も
何

も
受
け
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
片
山
の
場
合
、
　
「
生
活
と
し
て
の
在
米
体
験
」
を
「
構
究
し
た
思
想
」
か
ら
棚
上
げ
あ
る
い
は

欠
落
さ
せ
、
全
く
別
物
と
し
た
こ
と
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
に
相
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
す
で
に
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体

験
漏
の
あ
り
方
の
な
か
に
、
片
山
の
日
常
活
動
の
虚
妄
さ
は
予
感
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
片
山
が
運
動
の
な
か
で
終
始
持
ち
続
け
て
い
た
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
発
想
だ
け
は
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
と
思
わ
れ
る
「
生
活
と
し

て
の
在
米
体
験
」
と
と
も
に
、
考
え
る
に
値
す
る
だ
け
の
重
量
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
運
動
家
と
し
て
で
は
な
く
片
山
を
「
生
活
者
」
と

し
て
み
た
と
き
に
始
め
て
、
と
り
だ
せ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
片
山
が
そ
こ
の
場
で
は
、
と
く
に
金
の
面
で
他
人
の
お
も
わ
く
な
ど
に

頓
着
せ
ず
自
己
中
心
的
で
あ
っ
た
ぶ
ん
だ
け
、
　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
デ
モ
ク
ラ
ー
ト
」
と
し
て
の
条
件
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
片
山
の

「
進
歩
性
」
を
云
々
し
た
い
の
な
ら
、
そ
こ
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
よ
う
に
思
う
。
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①
　
片
山
潜
「
日
本
に
於
け
る
社
会
学
講
究
の
必
要
」
　
『
囲
民
之
友
』
三
四
八
号

　
一
八
九
七
年
五
月
二
五
日

②
　

同
「
瞬
本
に
於
け
る
労
働
問
題
」
　
『
論
ハ
A
口
雑
難
舳
』
二
〇
〇
且
り
　
　
一
八
九
七
年
八

　
月
～
五
日

③
　
同
『
労
働
者
之
良
友
嘲
撒
伝
』
　
き
ん
ぐ
す
れ
い
館
　
一
八
九
七
年
　
七
六
頁

④
　
岡
「
日
本
に
於
け
る
被
会
学
講
究
の
必
要
（
続
）
」
　
『
国
民
之
友
』
三
閥
中
暑

　
一
八
九
七
年
五
月
ニ
ニ
霞

⑤
　
前
掲
片
山
『
渡
米
案
内
』
　
四
～
五
頁
こ
れ
は
一
九
〇
一
年
に
書
か
れ
た
も
の

　
で
あ
る
が
、
帰
繭
直
後
も
当
然
こ
の
よ
う
な
発
想
を
も
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い

　
（
本
論
2
参
照
）
。

⑥
た
と
え
ば
前
掲
片
山
『
渡
米
の
秘
訣
』

⑦
　
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
は
そ
の
「
心
情
」
あ
る
い
は
「
肉
声
」
を
よ

　
く
示
し
て
い
る
。

　
　
「
…
…
ご
想
像
も
つ
く
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
、
日
本
は
、
大
き
な
道
徳
的
・

　
　
知
的
・
政
治
的
な
危
機
を
む
か
え
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
混
沌
と
し
て

　
　
い
て
、
改
良
が
ど
こ
で
も
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
が
い
ま
や
っ
て
い

　
　
る
の
は
、
辛
苦
に
み
ち
た
大
衆
を
改
良
す
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
上
流
階
級

　
　
の
人
び
と
に
も
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
（
「
パ
ー
カ
宛
一
八

　
　
九
八
年
一
月
一
七
日
付
書
簡
」
前
掲
加
藤
「
片
山
潜
の
い
く
つ
か
の
掛
口
に
つ

　
　
い
て
」
所
収
二
～
一
頁
）
」

⑧
前
掲
片
山
『
自
伝
』
一
〇
〇
買

⑨
前
掲
門
出
『
わ
が
醐
想
』
上
一
四
三
頁

⑩
　
松
沢
弘
陽
『
日
本
社
会
童
義
の
思
想
』
　
緬
肌
摩
書
房
　

～
九
七
三
年
　
四
二
頁

⑪
　
た
と
え
ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
三
番
信
の
見
解
（
『
日
本
社
会
政
策
思
想
史
論
』

　
束
洋
経
済
漸
報
挫
　
　
一
九
七
八
年
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
小
山
弘
健
・
岸
本
英
太

　
郎
の
見
解
（
『
片
山
潜
』
第
一
部
未
来
社
　
～
九
五
九
年
）
。

⑫
　

立
川
鰍
悶
払
伯
「
高
野
房
太
郎
」
　
『
山
人
林
』
山
川
五
一
管
瓢
影
写
　
　
～
九
八
二
伽
ヤ
　
　
～
二
九

　
～
一
三
一
頁

⑬
片
山
潜
「
工
場
法
と
工
業
」
『
東
洋
経
済
新
報
』
～
〇
五
号
～
八
九
八
年
一

　
〇
月
二
五
日

⑭
　
同
「
工
場
法
」
　
『
社
会
新
聞
』
六
〇
号
　
一
九
〇
九
年
一
〇
月
一
五
日

⑯
　

『
社
会
主
義
者
沿
革
』
上
巻
　
近
代
日
本
史
料
研
究
会
　
八
四
～
八
五
頁

⑯
岡
田
宗
司
編
『
革
命
的
社
会
主
義
へ
の
道
隔
三
江
書
院
～
九
七
〇
年
所
収

　
二
四
〇
頁

⑰
な
お
、
以
後
片
山
と
対
比
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
簡
単
と
は
い
え
北
一
輝
に

　
つ
い
て
ふ
れ
る
が
、
北
に
関
し
て
は
滝
村
隆
一
の
労
作
『
北
～
輝
－
日
本
の
国

　
家
主
義
』
　
（
勤
草
合
房
　
一
九
七
三
年
）
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。
北
の
み
な
ら
ず

　
日
本
の
「
社
会
主
義
」
を
考
え
る
う
え
で
、
滝
村
の
こ
の
著
作
は
必
読
書
で
あ
る



潜（立川）片山

　
よ
う
に
思
う
。

⑱
　
凸
別
…
掲
片
山
H
潜
一
生
誕
｝
臼
舟
干
記
念
ム
調
一
編
『
．
片
山
渦
潜
温
者
作
白
馬
』
第
二
巻
　
　
一
九
｛
ハ
○
年

　
所
侃
収
　
　
一
二
穴
暫
貝
、
　
　
　
二
二
｝
員

⑲
岡
右
一
＝
二
頁

⑳
　
片
山
潜
「
圏
体
論
及
純
正
社
会
主
義
（
北
輝
次
郎
君
の
著
述
を
紹
介
す
）
」
『
光
』

　
一
三
暑
・
　
｝
九
〇
穴
年
五
月
二
〇
日

⑳
前
掲
松
沢
『
日
本
社
会
主
義
の
思
想
』
　
九
五
頁

＠
前
掲
隅
谷
『
片
山
潜
』
　
一
九
七
頁

㊥
　
　
『
社
会
新
開
』
賜
九
号
　
一
九
〇
八
年
一
一
月
一
〇
日

⑭
同
右
七
二
暑
　
一
九
一
〇
年
一
〇
月
一
五
日

⑳
た
と
え
ば
『
我
社
会
主
義
』
第
二
八
章
社
会
的
革
命
（
岸
本
英
太
郎
解
題
『
都

　
市
社
会
主
義
我
社
会
主
義
』
　
実
業
之
日
本
社
　
一
九
四
九
年
所
収
　
三
四
八
～

　
三
五
五
頁
）

⑳
　
前
掲
松
沢
『
日
本
社
会
主
義
の
思
想
』
　
五
～
頁

⑳
松
田
道
雄
「
日
本
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
初
期
社
会
主
義
」
　
（
『
在
野
の
思
想
家
』

　
岩
波
書
店
　
一
九
七
七
年
　
六
二
頁
）

⑱
　
た
と
え
ば
『
都
市
社
会
主
義
』
・
『
我
社
会
主
義
』
・
『
革
命
的
社
会
主
義
へ
の

　
道
』

⑯
た
と
え
ば
前
掲
片
山
『
わ
が
圃
想
』
下
　
一
七
八
頁

⑳
　
片
山
潜
「
革
命
的
社
会
主
義
へ
の
道
」
　
（
前
掲
岡
田
編
磐
　

～
〇
三
頁
）

⑳
片
山
の
「
渡
米
協
会
」
の
活
動
は
、
亀
井
俊
介
が
い
う
よ
う
な
社
会
主
義
者
片

　
山
の
思
想
と
そ
の
楽
観
的
な
「
自
歯
な
労
働
と
勉
学
の
圏
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
観

　
と
の
対
比
が
お
も
し
ろ
い
（
前
掲
亀
井
『
自
由
の
聖
地
』
一
六
六
～
一
七
〇
頁
）

　
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
も
な
け
れ
ば
、
隅
谷
三
喜
男
が
い
う
よ
う
な
「
人
口
問
題
」

　
に
つ
い
て
の
「
終
局
的
な
解
決
策
と
し
て
の
皐
月
憲
義
と
、
現
実
的
な
当
面
の
対

　
策
と
し
て
の
渡
米
奨
励
」
　
（
前
掲
隅
谷
『
片
山
潜
臨
一
四
一
頁
）
と
い
う
問
題
で

　
も
な
い
。
そ
れ
は
、
　
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
の
泣
相
を
象
徴
し
て
い
る
と

　
い
う
問
題
で
あ
る
。

⑫
　
前
掲
片
山
『
渡
米
の
秘
訣
』
　
閥
○
頁

⑳
　
ハ
イ
マ
ソ
・
カ
ブ
リ
ソ
は
、
そ
の
著
書
『
ア
ジ
ア
の
革
命
家
・
片
山
潜
』
（
辻

　
野
江
訳
　
合
同
出
版
社
　
一
九
七
二
年
）
の
な
か
で
、
片
山
を
「
楽
観
主
義
者
」

　
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
片
山
の
こ
の
よ
う
な
面
に
着
匿
し
た
か
ら
だ
と

　
思
わ
れ
る
。
「
進
歩
主
義
（
世
界
の
大
勢
）
」
を
信
仰
し
て
い
る
と
い
う
面
か
ら
片

　
山
を
み
れ
ば
、
オ
メ
デ
タ
イ
「
楽
観
主
義
者
」
と
い
う
容
貌
を
お
び
て
い
な
い
こ

　
と
は
な
い
。

⑭
　
片
山
潜
「
我
同
志
に
告
ぐ
！
」
　
『
社
会
新
聞
』
六
〇
母
　
一
九
〇
九
年
一
〇
月

　
一
五
曝

⑳
　
同
「
東
鉄
準
掌
の
沙
上
汁
話
」
　
『
東
洋
経
済
新
報
』
五
七
九
号
　
～
九
一
一
年

　
＝
月
二
五
日

⑱
　
飛
鳥
井
雅
道
「
初
期
社
会
主
義
」
　
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
1
7
』
近
代
4
　
一
九

　
七
山
ハ
年
　
　
一
七
〇
～
｝
♪
］
一
頁

⑳
　
松
尾
尊
禿
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
　
岩
波
霧
店
　
一
九
七
四
年
　
一
五
〇
頁

⑳
　
わ
た
し
は
こ
の
こ
と
を
、
一
九
七
九
年
度
京
都
大
学
大
学
院
「
修
士
論
文
」
で

　
論
じ
た
が
、
ま
だ
未
発
表
な
の
で
、
改
め
て
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

⑳
　
片
山
潜
「
消
費
組
合
の
話
」
　
『
社
会
新
聞
』
二
四
号
　
｝
九
〇
七
年
＝
月
～

　
○
日

⑳
吉
本
隆
明
「
丸
山
真
男
論
」
（
『
吉
本
隆
明
著
作
集
』
1
2
動
草
譲
房
一
九
穴

　
九
年
　
二
九
頁
）

⑪
　
本
多
秋
五
「
転
向
文
学
論
」
（
『
第
三
版
転
向
文
学
論
未
来
社
　
一
九
七
一
年

　
二
一
山
ハ
～
二
一
♪
〕
頁
）

⑫
　
鶴
見
俊
輔
『
戦
時
期
日
本
の
精
神
史
』
　
岩
波
書
店
　
一
九
八
二
年
　
一
工
七
頁
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お
　
わ
　
り
　
に

　
片
山
の
思
想
は
、
数
学
的
に
た
と
え
て
い
え
ば
、
X
軸
に
「
社
会
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
、
Y
軸
に
「
進
歩
主
義
（
世
界
の
大
勢
論
ご
を
、
Z
軸

に
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
発
想
を
も
っ
た
（
ね
ば
り
づ
よ
い
）
「
日
常
活
動
」
を
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
標
を
と
っ
て
そ
れ
ら
の
交
点
を
も
と
め
て

い
け
ば
そ
の
姿
が
現
わ
れ
る
、
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
片
山
が
「
生
活
」
を
思
想
化
す
る
、
逆
に
思
想
の
な
か
に
「
生
活
」

を
も
み
こ
な
す
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
だ
が
「
欧
米
の
タ
ネ
本
」
を
「
日
本
的
な
現
実
」
の
な
か
で
も
み
こ
な
し
て
読
み

か
え
て
い
く
、
と
い
う
発
想
も
方
法
論
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
片
山
の
思
想
を
生
み
だ
し
支
え
て
い
た
「
心
情
」
あ

る
い
は
「
肉
声
」
は
、
「
在
米
体
験
」
が
契
機
と
な
っ
て
深
く
刻
印
さ
れ
た
「
欧
米
の
先
進
（
優
越
）
性
」
に
対
す
る
「
日
本
の
後
進
（
劣
等
）
性
」

へ
の
意
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
こ
で
片
山
が
棚
上
げ
あ
る
い
は
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
対
象
と
し
て
い
る
は
ず
の

「
日
本
の
現
実
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
片
山
の
思
想
の
あ
り
方
は
、
　
「
思
想
と
し
て
の
在
米
体
験
」
の
な
か
に
予
感
さ
れ
て
い

た
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
。

　
片
山
の
思
想
が
「
つ
ま
ら
な
い
」
の
は
、
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
片
山
自
ら
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
抽
象
的
思
考
力
」
が

劣
り
文
章
も
ヘ
タ
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
片
山
の
思
想
は
、
理
論
的
に
精
緻
に
し
て
い
け
ば
、

「
つ
ま
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
思
想
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
理
論
的
な
閥
題
は
あ
る
に
し
ろ
、

片
山
の
軌
跡
と
り
わ
け
そ
の
「
日
常
活
動
」
の
「
進
歩
性
」
は
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
片

山
の
思
想
と
実
践
の
な
か
で
、
ま
た
そ
の
延
長
線
上
で
も
、
「
民
衆
」
や
「
社
会
」
、
そ
し
て
「
国
家
」
と
ま
み
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。

わ
た
し
た
ち
は
、
片
山
を
通
し
て
こ
こ
で
、
日
本
の
「
進
歩
的
な
社
会
運
動
・
思
想
」
の
一
つ
の
典
型
と
爾
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
、
片
山
の
よ
う
な
思
想
・
運
動
の
あ
り
方
は
、
一
五
年
戦
争
期
に
お
い
て
「
欧
米
へ
の
後
進
（
劣
等
）
意
識
」
か
ら
く
る
「
進
歩
主

義
（
世
界
の
大
勢
論
）
」
で
は
な
く
「
民
衆
の
動
向
」
と
「
国
家
」
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
必
ず
や
「
日
本
的
な
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
転
化

114 （264）



す
る
と
い
い
た
い
気
が
す
る
が
、
そ
れ
を
い
う
に
は
も
う
少
し
時
聞
が
必
要
な
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

　
な
お
、
最
終
的
な
離
日
後
の
一
九
一
四
年
以
降
の
片
山
を
ほ
と
ん
ど
論
じ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
降
の
片
山
が
そ
れ
以
前
の
片
山
の
ち
ょ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

っ
と
し
た
つ
け
た
し
に
す
ぎ
な
い
、
と
わ
た
し
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
一
四
年
以
降
の
片
山
の
軌
跡
は
、
基
本
的
に
は
、

わ
た
し
が
本
論
で
こ
こ
ろ
み
た
解
析
の
方
法
で
つ
か
み
き
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
の
理
論
的
な
問
題
は
、
た
と
え
ば
片
山
か
ら
レ

ー
ニ
ン
の
『
国
家
と
革
命
』
の
粗
雑
な
講
釈
を
聞
く
よ
り
、
本
物
の
『
国
家
と
革
命
』
を
読
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
と
い
っ
た
こ
と
に
類
す
る
問
題

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｛
泓
都
火
学
議
入
学
院
生
　
大
阪
市
淀
川
区

潜（立川）片山
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iisme　b　la　soc16”Le’　moderne　et　a　1’lndustrialisation，　et　puls　ses　rela－

t呈ons　avec　le　peuple　en　me℃tant　au　po圭nt王e　catholicisme　intransigeaRt

qui　6tait　la　majork6　dans　1’Eglise　et　dont　il　s’agit　de　la　carectere

〈anti－mo－derne＞＞．

　　Le　catholicisme　intrans1geant　est　plut6t　le　catholicisme　populaire，

contre－r6volutionnalre　et　hostile　ti　1’2ndustriallsation　que　le　catholicisme

anti－rnoderne　et　favorable　b　1’Ancien　R6gime．　Ce　mouvement　n’est　pas

une　simple　r6action，　mais　une　r6ponse　active　b　la　soci6t6　industrialls6e，

la　soci6t6　de　masse．

K‘xtayama　Sen　片山潜

by

Tachikawa　Kenji

　　In　this　paper　1　do　not　analyse　Kataya　ma　Sen’s　ideas　and　movements

on　the　basis　of　documentary　records　and　interpretations　but　try　to

grasp　him　by　considering　what　made　him　ciing　to　such　ideas　and　what

drove　him　to　sinch　movements．　tSeeing　him　from　the　viewpoint，　his

experience　in　the　United　States　from　1884　to　96　（from　his　twenty－five

years　of　age　to　thirty－seven）　proves　to　count　so　much　that　it　might

be　said　to　orient　his　future　career．　There　in　the　United　States　he

took　the　colossal　massiveness　and　adittence　which　Euro－American　so－

cieties　seemed　to　him　to　show　off　in　every　respect　for　the　forwardvaess

（senshinsei）先進性and　accepted　it　and　acted　as　if　he　owBed　it，　wh圭le

he　failed　to　put　into　question　or　shelved　the　backwardness後進性，　actual

conditions，　of　Japanese　society．　This，　in　his　case，　led　to　the　passionate

obsession　that，　for　the　sound　and　rational　modemi2ation（leindaika）近代

化of　Japan，　it　was　indispellsable　to　transplant　the　advanced　social　ideas

and　rnovements　of　Euro－American　societies　in　Japan．　Taking　away

odds　and　eRds　from　his　career，　there　always　remains　the　obsession．

And　it　is　the　substance　of　his　ideas　and　movements．
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