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今
西
　
一
著

『
近
代
日
本
の
差
別
と
村
落
』冨

　
山
　
一
　
郎

　
既
成
の
言
葉
で
は
、
ど
う
し
て
も
表
現
で
き
な
い
領
域
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
用
語
の
使
絹
上
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
雷
葉
が
採
用
さ
れ

た
こ
と
自
体
が
引
き
お
こ
す
、
強
い
ら
れ
た
沈
黙
で
あ
る
。
私
は
、
過
去
を

語
る
歴
史
学
に
お
い
て
必
要
さ
れ
る
作
業
の
一
つ
に
、
従
来
の
鷹
史
学
の
言

葉
が
何
を
語
ら
れ
な
い
廻
国
と
し
て
放
置
し
て
き
た
の
か
と
い
う
点
の
検
討

が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
フ
ー
コ
ー
が
暴
い
た
よ
う
に
真
理
も
強
い
ら
れ

た
沈
黙
の
上
に
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
検
討
作
業
は
、
真
実
の
歴
史
と

虚
偽
の
歴
史
と
い
う
区
分
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
欝
葉
が

持
2
言
説
空
間
を
～
つ
一
つ
洗
い
出
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
近
代
」
そ
し
て
「
差
別
」
も
、
そ
う
し
た
検
討
対

象
に
他
な
ら
な
い
。

　
今
西
一
の
新
著
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
の
言
葉
で
は
語
れ
な
か
っ
た
領

域
に
足
を
つ
っ
こ
み
始
め
て
い
る
。
ま
た
唐
突
だ
が
、
本
書
を
読
ん
で
、
す

ぐ
れ
た
歴
史
家
は
意
図
せ
ず
し
て
歴
史
の
製
織
築
化
へ
進
ん
で
し
ま
う
と
あ

る
デ
リ
ダ
リ
ア
ソ
が
述
べ
た
こ
と
を
思
い
だ
し
た
。
こ
こ
で
、
あ
え
て
脱
構

築
と
い
う
言
葉
を
出
し
た
の
は
、
今
西
が
目
を
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
領
域

と
そ
れ
を
表
現
し
説
明
す
る
言
葉
が
剥
離
し
出
し
、
文
字
ど
お
り
従
来
の
歴

史
学
の
書
説
が
解
体
し
始
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
剥

離
は
、
人
に
よ
っ
て
は
ま
と
ま
り
の
な
さ
と
評
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
今
西
が
本
書
で
ふ
み
こ
ん
だ
足
跡
を
浮
き
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
私
に

と
っ
て
、
こ
の
剥
離
感
は
大
切
に
し
た
い
書
評
の
出
発
点
だ
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
本
書
は
、
緒
論
を
除
け
ば
「
解
放
令
」
前
後
（
第
一
部
）
、
新
政
反
対
一

揆
と
被
差
別
民
（
第
二
都
）
、
研
究
史
に
つ
い
て
（
第
三
部
）
の
三
部
構
成
に

な
っ
て
い
る
。
緒
論
に
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
の
内

容
を
通
号
し
て
い
る
の
は
、
近
代
の
部
落
差
別
を
「
〈
生
活
共
同
体
V
と
く
支

配
共
隅
体
V
と
の
対
抗
関
係
」
（
『
本
書
』
三
頁
）
で
と
ら
え
る
と
い
う
視
角

で
あ
る
。
こ
の
視
角
に
は
、
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
は
、
部
落
差
別
を
〈
支
配
i
被
支
配
〉
と
い
う
二
分
法
的
に
制
度
化
さ

れ
た
領
域
と
、
生
活
あ
る
い
は
生
活
意
識
と
い
う
制
度
化
さ
れ
な
い
規
範
や

慣
習
の
領
域
の
二
つ
の
領
域
で
考
え
る
と
い
う
璽
層
的
な
視
角
で
あ
り
、
今

一
つ
は
こ
の
二
つ
の
領
域
に
ま
た
が
る
存
在
と
し
て
共
同
体
を
設
定
し
よ
う

と
す
る
意
図
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
生
活
意
識
に
共
同
体
と

い
う
問
題
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
民
衆
運
動
史
研
究
の
中

で
た
び
た
び
問
題
に
さ
れ
て
き
た
、
運
動
の
結
集
輌
と
し
て
の
集
合
心
性
と

そ
れ
が
持
つ
排
除
の
側
颪
と
い
う
共
同
体
の
持
つ
両
義
的
性
格
を
、
郵
落
差

別
と
の
関
わ
り
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
と
り
わ

け
第
二
部
の
薪
政
反
対
一
揆
の
分
析
に
お
け
る
中
心
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
一
部
と
二
部
を
中
心
に
内
容
を
要
約
し
よ
う
。
～
部
は
、
「
『
解
放

令
』
前
夜
の
被
差
別
民
の
生
活
」
、
「
大
聯
に
お
け
る
一
老
農
の
生
涯
」
の
二

つ
の
論
考
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
「
『
解
放
令
』
前
夜
の
被
差
別
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罠
の
生
活
」
で
は
、
京
都
府
丹
後
地
域
を
事
例
と
し
て
、
ム
ラ
と
い
う
「
生

活
共
岡
体
」
に
関
わ
る
非
人
、
鉢
、
稼
多
へ
の
差
別
や
生
活
史
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
の
主
要
な
具
体
的
課
題
は
、
「
解
放
令
」
以
後
、
非
人
へ

の
差
別
が
圧
倒
的
に
「
癬
消
」
す
る
の
に
対
し
て
、
な
ぜ
鉢
・
糠
多
へ
の
差

別
が
残
存
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
課
題
に
対
し
て
今
西
は
、
天
皇
制
勢
家
の
も
と
で
の
中
央
集
権
的
な

地
方
行
政
機
構
を
作
り
上
げ
た
と
こ
ろ
に
「
解
放
令
」
の
意
味
が
あ
る
と
し

た
う
え
で
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
行
政
機
構
の
近

代
化
の
中
で
、
個
別
人
身
的
に
番
人
頭
か
ら
支
配
を
受
け
て
い
た
非
入
は
、

そ
の
頭
支
配
が
否
定
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
的
な
塩
釜
警
察
制
度
が

整
う
中
で
共
同
体
か
ら
も
切
り
放
さ
れ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
「
頭
村
」
支

配
と
、
「
本
村
付
」
支
配
の
二
重
支
配
を
う
け
て
い
た
薇
多
は
、
前
者
の
解

消
と
後
者
の
存
続
と
い
う
形
態
を
取
る
と
い
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
聖
人
差

別
と
受
払
差
別
の
こ
う
し
た
差
異
こ
そ
、
行
政
機
構
の
展
開
が
強
圧
的
に
先

行
し
た
日
本
の
近
代
に
お
け
る
、
近
世
的
な
支
配
共
同
体
の
消
滅
と
生
活
共

同
体
の
存
続
と
い
う
重
層
的
な
農
開
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
の
「
大
和
に
お
け
る
一
老
農
の
生
涯
」
は
、
老
農
で
あ
る
中
村
直
三
の

評
伝
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
老
農
に
た
い
す
る
安
丸
良
夫
の
「
通
俗
道
徳
」

論
の
論
理
構
成
を
受
け
継
ぎ
な
が
、
り
、
従
来
の
中
村
直
三
論
で
は
正
面
に
据

え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
雰
人
混
と
し
て
の
中
村
直
三
像
が
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
読
み
ご
た
え
の
あ
る
評
伝
の
中
で
、
今
西
は
直
三
の
生

き
方
に
内
在
す
る
徹
底
し
た
平
等
性
・
無
私
性
・
献
身
性
の
底
流
に
、
「
非

人
番
」
ゆ
え
の
差
別
に
対
す
る
憎
悪
と
、
自
ら
を
け
が
れ
た
存
在
と
し
て
み

な
し
て
し
ま
う
直
三
自
身
の
「
賎
夫
」
意
識
を
見
い
だ
す
。

　
こ
の
差
別
を
憎
む
一
方
で
差
別
を
受
け
入
れ
自
ら
を
蔑
視
す
る
と
い
う
ア

ソ
ビ
バ
レ
ン
ト
な
精
神
に
、
今
西
は
林
達
夫
の
「
反
語
的
纈
癒
主
義
」
と
い

う
言
葉
を
当
て
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
、
「
通
俗
道
徳
」
を
上
か
ら
の
支
配

で
あ
る
と
岡
時
に
下
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
み
な
す
安
丸
の
論
に
お
け
る
、

上
と
下
の
結
節
点
と
い
う
単
純
な
場
所
論
的
メ
タ
フ
ァ
…
と
も
よ
め
る
理
解

を
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
関
わ
る
主
体
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
体
性
を
歴
史
学
の
基
軸
に
据
え
続
け
る
今
西
の
～

恥
し
た
歴
史
観
が
み
ち
び
い
た
卓
越
し
た
見
解
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し

同
峙
に
、
こ
の
「
反
語
的
順
応
主
義
」
と
い
う
概
念
が
は
ら
む
「
主
体
」
と

主
体
の
二
重
の
あ
り
よ
う
に
、
歴
史
学
が
踏
み
込
む
こ
と
の
恐
さ
と
必
要
と

さ
れ
る
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
第
二
部
は
「
善
政
反
対
　
揆
の
概
観
と
『
脂
取
り
一
揆
』
」
、
「
新
政
反
対
　

揆
と
民
衆
的
想
像
力
」
、
「
播
但
一
揆
し
、
「
美
作
『
血
税
』
～
揆
」
の
四
つ
の

論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
民
衆
の
共
同
体
意
識
に
注
目
し

な
が
ら
新
制
反
対
一
揆
の
差
別
排
外
主
義
的
な
側
面
が
執
拗
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
「
歴
史
を
作
る
の
は
民
衆
の
闘
争
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
基
本
的
に

正
し
い
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
衆
の
闘
争
が
常
に
正
し
く
進
歩
的
で
あ

る
、
と
い
う
の
は
一
種
の
ド
グ
マ
で
あ
る
」
（
『
本
書
』
九
三
頁
）
の
だ
。
ま

ず
「
新
政
反
対
一
揆
の
概
観
と
『
脂
取
り
一
揆
』
」
で
は
、
土
佐
の
い
わ
ゆ
る

「
脂
取
り
一
揆
」
を
と
り
あ
げ
、
新
政
反
対
一
揆
の
底
流
に
は
、
民
衆
の
共

同
体
意
識
に
基
づ
く
異
人
へ
の
恐
怖
が
存
在
し
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
シ

ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
と
部
落
襲
撃
へ
結
び
つ
く
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
揆

の
底
流
に
共
同
体
意
識
に
基
づ
く
集
合
心
性
を
設
定
し
、
そ
の
集
合
心
性
を

他
考
（
異
人
）
へ
の
恐
怖
と
い
う
側
面
で
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
集
合
心
性
は
、
次
の
「
新
政
反
対
一
揆
と
民
衆
的
想
像
力
」
で
も
よ
り

和
心
釣
に
検
尉
さ
れ
て
為
る
。
そ
こ
で
は
異
人
へ
の
恐
怖
が
、
艮
衆
の
「
民
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俗
的
識
量
し
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
一
方
で
、
そ
れ
が
行
商
人
等
を
媒
介
と
し
た

流
言
蛮
語
に
よ
り
伝
搬
し
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
図
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
民
衆
の
「
大
恐
怖
」
の
理
解
で
は
、
明
ら
か
に
G
・
ル
フ
ェ
…

ブ
ル
の
名
著
コ
七
八
九
年
の
大
恐
怖
』
（
図
L
ρ
　
∩
㌣
邑
欝
嵩
島
⑦
　
H
》
①
好
悪
　
α
①
　
伊
刈
C
◎
㊤
）

が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
八
時
に
、
恐
怖
の
伝
搬
を
シ
ョ
…
ビ

ニ
ズ
ム
の
形
成
と
し
て
設
定
し
て
い
る
点
は
、
B
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
指
摘

し
て
い
る
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
想
像
の
共
同
体
」
（
凶
臼
ゆ
α
q
ヨ
。
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

o
o
幽
き
二
巳
蚊
＄
）
に
も
通
じ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
部
落
襲
撃
は

ナ
シ
ョ
ナ
ジ
ズ
ム
の
問
題
へ
展
蝕
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
西
の
新
政
反
対
一

揆
の
分
析
は
、
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
標
点
に
、
民
衆
に
よ

る
部
落
襲
撃
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
だ
。
こ

れ
は
、
緒
論
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
近
代
天
皇
制
国
家
の
「
血
統
神
話
」
一
種

姓
観
念
の
創
出
を
考
え
る
と
き
、
極
め
て
璽
要
な
論
点
で
あ
る
。
ま
た
こ
う

し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
と
い
う
点
に
注
油
す
る
な
ら
、
今
西
が
部
落

襲
繋
に
対
し
、
基
本
的
に
は
旧
慣
維
持
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
に

は
疑
問
が
残
る
。
支
配
の
共
同
体
の
急
激
な
展
開
に
対
す
る
生
活
の
共
同
体

の
残
存
と
い
う
だ
け
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
登
場
し
な
い
は
ず

だ
。
こ
の
点
は
あ
と
で
再
び
と
り
あ
げ
る
が
、
続
く
「
播
但
一
揆
」
、
「
美
作

『
血
税
』
一
揆
」
の
両
論
文
で
描
か
れ
て
い
る
、
生
々
し
じ
部
落
襲
撃
の
暴

力
性
に
対
す
る
今
西
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
疑
問
が
生
じ
る
。

　
「
播
但
一
揆
」
で
は
、
年
貢
減
免
闘
争
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
同
一
揆

の
、
「
解
放
令
」
反
対
に
関
わ
る
差
別
的
な
側
面
が
、
　
一
揆
の
展
開
過
程
の

克
明
な
検
討
か
ら
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
政
反
対
一
揆
が
も
つ
差
別
性

に
つ
い
て
、
一
方
で
は
薇
多
一
「
未
踊
偏
と
い
う
「
『
解
放
全
』
以
後
、
新
た

に
意
肉
付
け
さ
れ
た
『
差
別
賑
」
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
強
引
な
測
質
化
に
対
す

る
「
一
般
村
昆
の
側
か
ら
の
『
掴
慣
』
一
二
八
方
維
持
の
闘
争
」
（
『
同
書
』
一

五
八
頁
）
だ
と
い
う
見
解
が
蝿
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
近
世
的
な
共
同
体
維

持
と
し
て
部
落
襲
撃
を
理
解
す
る
認
識
は
、
次
の
「
美
作
『
血
税
』
一
揆
」

で
は
よ
り
明
確
に
な
る
。
蘭
山
県
美
作
で
起
き
た
「
血
税
」
反
響
一
揆
の
底

流
に
は
、
「
血
取
り
し
や
「
子
取
り
」
と
い
う
流
言
蛮
語
の
伝
搬
が
あ
り
、
そ

こ
1
7
～
近
世
的
な
共
嗣
体
意
識
に
基
づ
く
異
人
へ
の
恐
怖
が
存
在
し
た
。
そ
し

て
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
同
一
揆
は
、
異
人
訂
繊
多
へ
の
襲
撃
へ
展
瀾
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
部
落
襲
撃
の
差
別
性
は
、
「
解
放
令
し
に
み

ら
れ
る
「
上
か
ら
の
直
撃
的
な
『
同
一
化
』
」
に
対
し
て
近
世
的
な
共
同
体
を

守
ろ
う
と
す
る
農
民
の
危
機
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
確
か
に
播
但
一
揆
に
し
て
も
、
美
作
「
血
税
」
一
揆
に
し
て
も
、
そ
の
底

流
に
は
近
世
的
な
共
同
体
意
識
や
種
姓
観
念
に
も
と
つ
く
旧
慣
維
持
と
い
う

主
張
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
挫
の
領
域
に
目
を
据
え
た
視
座
は
、

高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ま
っ
た
く
正
し
い
視
座
を

貫
き
通
す
た
め
に
も
、
心
性
や
日
常
性
に
関
わ
る
モ
ラ
ル
や
規
範
を
静
態
的

で
類
型
的
な
民
衆
世
界
と
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
細
心
の
注
意
を
払
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
今
西
自
身
そ
ん
な
こ
と
は
、
百
も
承
知
だ
ろ

う
が
、
部
落
襲
撃
に
は
ら
む
旧
慣
維
持
の
側
面
の
強
調
に
関
し
て
は
疑
問
が

残
る
。

　
具
体
的
に
い
え
ば
、
近
世
的
な
共
同
体
維
拷
と
い
う
だ
け
で
は
、
な
ぜ
守

る
べ
き
「
我
々
し
の
世
界
が
、
ム
ラ
や
ム
ラ
ビ
ト
で
は
な
く
て
「
日
本
」
や

「
日
本
人
」
と
し
て
語
ら
れ
る
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
。
ま
た
、
美
作
で
の

一
揆
に
お
け
る
「
津
川
原
の
虐
殺
偏
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
の
枠
を
越
え

て
縄
織
さ
れ
た
集
含
行
為
の
被
差
別
昆
に
対
す
る
容
赦
の
な
い
暴
力
は
、
県
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た
し
て
近
世
的
な
秘
姓
観
念
や
け
が
れ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
そ
の
主
張
が
、
近
世
的
な
イ
デ
オ
ム
で
な
ざ
れ
て
い
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
現
在
に
対
立
す
る
過
虫
そ
の
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
そ

の
時
点
に
お
い
て
想
像
さ
れ
た
産
物
と
し
て
、
あ
え
て
い
え
ば
メ
タ
フ
ァ
ー

と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に

「
民
衆
的
想
像
力
」
な
の
で
あ
り
、
「
想
像
さ
れ
た
共
同
体
」
な
の
で
あ
る
。

あ
る
範
型
を
近
代
と
み
な
し
、
そ
れ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
部
分
を
伝
統
あ
る

い
は
近
世
と
み
な
し
て
し
ま
う
理
解
そ
の
も
の
が
間
わ
れ
て
い
る
今
、
性
急

に
近
代
と
伝
統
の
区
分
を
行
う
よ
り
も
、
さ
し
あ
た
り
個
別
具
体
的
に
プ
ロ

セ
ス
を
追
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
今
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
最
初

に
述
べ
た
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
「
評
価
の
近
代
主
義
」
（
『
同
書
』
九
四
頁
）

を
乗
り
越
え
る
の
は
真
実
の
歴
史
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
最
後
に
述
べ
よ
う
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
の
内
容
の
検
討
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
二
点
ほ
ど
論
点
を
提
示
し
て
お

き
た
い
。
第
…
点
語
は
、
新
政
反
対
一
揆
の
部
落
襲
撃
に
見
ら
れ
る
民
衆
の

暴
力
の
問
題
で
あ
る
。
近
世
社
会
に
お
い
て
も
当
然
部
落
差
別
事
件
は
存
在

し
た
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
美
作
の
一
揆
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
村
を
越
え
た
農

民
の
集
合
行
為
に
よ
り
敲
差
別
部
落
民
を
襲
輸
し
慮
殺
す
る
と
い
う
徹
底
し

た
ホ
戸
コ
ー
ス
ト
は
、
従
来
か
ら
の
ケ
ガ
レ
や
種
姓
観
念
か
ら
直
接
説
明
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
媒
介
環
、
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
川
村
邦
光
は
こ
の
飛
躍
を
、
新
た
な
異
人
の
析
出
と
「
恐
怖
H
排
除
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

性
」
の
再
組
織
化
と
表
現
し
て
い
る
が
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
、
他
者
の

排
除
に
よ
り
担
わ
れ
て
い
た
「
主
体
化
」
の
新
た
な
展
開
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
問
題
を
心
の
病
に
注
愉
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
聖
心
は
、
治
療
可

能
な
愚
き
物
か
ら
収
容
さ
れ
隔
離
さ
れ
る
「
脳
病
」
と
い
う
誹
除
の
様
式
の

変
化
に
、
近
代
に
お
け
る
主
体
形
成
の
プ
ロ
ゼ
ス
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
レ

あ
る
い
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
タ
ミ
ー
ル
人
と
シ
ン
ハ
ラ
人
の
互
い
の

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
検
討
し
た
田
中
雅
一
は
、
宗
教
の
世
俗
化
に
と
も
な
う
道

徳
的
な
主
体
構
成
の
展
開
と
そ
れ
を
支
え
、
徹
底
化
す
る
「
規
律
・
訓
練
」

の
施
設
の
登
場
が
、
儀
礼
的
な
他
者
の
排
除
か
ら
他
港
の
虐
殺
へ
と
い
う
暴

力
の
変
容
を
促
し
て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
儀
礼
曲
暴

力
の
変
容
に
、
他
者
を
常
時
周
辺
に
追
い
や
り
殺
害
す
る
、
国
家
に
囲
い
こ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
た
市
罠
と
い
う
主
体
の
誕
生
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
よ
う
と
す
る
の
だ
。
祭
か

ら
戦
争
へ
。
R
・
カ
イ
ヨ
ワ
が
い
う
よ
う
に
、
「
祭
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
、

人
々
の
集
ま
り
合
体
し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
戦
争
は
こ

わ
し
傷
を
つ
け
よ
う
と
す
る
意
志
」
だ
と
し
た
ら
、
近
代
と
呼
ば
れ
る
蒔
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

大
量
虐
殺
の
発
生
に
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
心
性
の
変
化
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
異
人
の
聞
題
は
、
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
動
態
的
に
扱
わ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
設
定
に
よ
り
、
他
者
へ
の
態
度
と
主
体
構
成
の
歴

史
的
変
容
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
暴
力
の
問
題
が
み
え
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。
民
俗
学
が
幾
度
と
な
く
議
論
し
て
き
た
ケ
ガ
レ
と
清
め
、
そ

し
て
こ
う
し
た
儀
礼
的
な
行
為
に
よ
り
営
ま
れ
て
い
た
主
体
構
成
が
、
歴
史

的
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
な
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
の
か
。
そ
し
て
か

か
る
主
体
構
成
の
変
化
に
と
も
な
う
暴
力
の
変
容
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の

か
。
い
ち
い
ち
あ
げ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
本
書
の
論
述
か
ら
は
、
こ
う
し

た
問
題
を
解
く
用
意
が
あ
る
こ
と
を
十
分
溜
取
で
き
る
。
そ
れ
は
今
西
自
身

も
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
身
分
差
別
か
近
代
差
別
か
な
ど
と
い
う

議
論
よ
り
、
も
っ
と
豊
か
な
展
翻
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
鎮
二
番
霞
の
論
点
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
恐
怖
1
1

撲
除
の
心
性
」
の
再
組
織
化
は
民
衆
の
暴
力
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
「
想
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評書

像
の
共
同
体
し
と
し
て
の
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
も
あ
る
。
人
々

は
、
お
互
い
に
同
じ
恐
怖
を
共
有
し
て
い
る
は
ず
だ
と
想
像
し
、
守
る
べ
き

我
々
一
「
日
本
人
」
と
い
う
「
想
像
の
共
同
体
」
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。

　
本
書
で
は
こ
う
し
た
「
想
像
」
の
プ
μ
セ
ス
に
お
い
て
、
旅
人
や
行
商
人

の
役
綱
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て
情
報
は
領
主
権
力
に
よ
り
独

　
　
　
　
　
⑤

占
さ
れ
て
い
た
。
本
書
か
ら
は
、
こ
う
し
た
領
主
の
情
報
に
対
抗
す
る
形
で

民
衆
の
情
報
網
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
婆
ズ
ム
の
形
成
と
深
く
関

係
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
う
か
が
わ
せ
る
。
B
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
も
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
に
お
い
て
旅
人
や
巡
礼
者
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
今
後
の
研
究
の
展
閉
を
期
待
し
た
い
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
恐
怖
の
伝
搬
に
お
い
て
、
被
差
別
部
落
畏
へ
の
ケ
ガ
レ

意
識
が
外
国
人
と
い
う
新
た
な
他
者
像
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
の
起
点
か
ら
民
衆
の
生
活
世
界
に
根
を
お
ろ
し
た

差
別
排
外
主
義
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
逆
に

い
え
ば
近
代
の
都
落
差
馴
が
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
民
衆
の
中
の
シ
ョ
…
ビ

ニ
ズ
ム
の
展
開
の
中
で
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
間
題
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
乱
暴
に
い
え
ば
こ
の
問
題
は
、
金
静
美
が
激
し
く
指
弾
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

水
平
社
の
排
外
主
義
的
性
格
や
、
姜
毒
中
ら
の
指
摘
す
る
「
日
本
酌
オ
リ
エ

　
　
　
　
⑦

ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

　
更
に
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
底
流
に
、
こ
う
し
た
民
衆
の
生
活
に

根
ざ
し
た
身
体
性
を
帯
び
た
他
者
者
へ
の
排
除
が
あ
る
と
し
た
ら
、
近
代
天

皇
制
の
基
軸
で
あ
る
「
血
統
神
話
」
す
な
わ
ち
種
姓
観
念
と
は
、
制
度
的
に

民
衆
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
あ
え
て
い
え
ば
多

様
で
豊
富
な
言
説
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
民
衆
的
想
像
力
」
を
基
盤
に
し
て

い
る
と
い
え
る
。
「
公
定
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
な
か
で
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、

民
衆
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
を
前
に
し
た
慰
主
制
の
生
き
残
り
作
戦
と
し

て
、
「
想
像
の
共
同
体
」
へ
の
君
主
の
帰
化
（
箒
曇
霞
巴
醐
堅
餓
§
）
ン
」
い
う
問

　
　
　
　
　
　
　
　
③

題
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
閣
題
は
、
共
晦
体
を
想
像
す
る
我
々
の
心
に

潜
む
、
重
な
る
天
皇
制
と
い
う
極
め
て
重
た
い
課
題
を
提
出
す
る
だ
ろ
う
。

　
歴
史
学
も
ま
た
近
代
の
産
物
で
あ
り
、
ボ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
が
さ
り
げ
な
く
指

摘
し
た
よ
う
に
、
近
代
と
い
う
時
代
を
保
証
し
、
そ
の
秩
序
を
維
持
す
る
黒

磯
を
作
り
上
げ
る
「
伝
統
の
創
造
」
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
歴
史
学
が
為
し
得
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

き
た
作
業
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
評
価
の
近
代
主
義
」
を
の
り
こ
え
る
と
は
、

よ
り
科
学
的
な
分
析
を
行
う
と
か
、
縦
の
も
の
を
横
に
並
び
か
え
る
と
い
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
学
が
持
っ
て
い
た
言
葉
に
よ
り
語
り
得
な
か
っ
た

沈
黙
の
扉
を
少
し
つ
つ
ひ
ら
い
て
い
く
作
業
な
の
だ
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
す
ぐ
れ
た
歴
史
家
は
こ
れ
ま
で
の
言
葉
で
は
語
り
得
な
か
っ
た
こ
の

沈
黙
の
領
域
に
足
を
ふ
み
だ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
沈
黙
が
、
雷
葉

自
身
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
作
業
は
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
言

葉
に
よ
り
過
去
が
構
成
さ
れ
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
の
言
葉
が
解
体
し
は
じ
め

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
は
な
い
。

過
去
に
薪
た
な
語
り
か
け
を
行
う
と
、
過
去
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
安
定
を
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
が
す
、
不
気
味
で
不
安
を
か
き
立
て
る
声
が
返
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
も
随
所
で
こ
う
し
た
不
安
を
か
き
立
て
て
い
る
。
さ
き
に
暴
力
や
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
論
点
を
櫓
訂
し
た
の
も
、
本
書
が
踏
み
込
ん
で
い

る
領
域
を
、
私
な
り
の
言
葉
で
指
摘
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
最
も
不

安
を
か
き
立
て
た
の
は
、
今
西
が
中
村
直
三
の
思
想
の
背
後
に
「
反
語
的
順

応
主
義
」
と
い
う
雷
葉
を
与
え
た
点
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
言
葉
が
持
つ
重

大
さ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
林
達
夫
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
蒋
代
の
「
絶
望
の
戦
術
」
と
よ
ん
だ
こ
の
孤
独

1155 （311）



な
抵
抗
で
は
、
支
配
の
構
成
要
素
と
し
て
臼
ら
を
組
み
立
て
調
教
し
、
も
は

や
誰
が
支
配
者
で
誰
が
被
支
配
者
な
の
か
区
別
で
き
な
く
な
る
「
主
体
し
の

あ
り
よ
う
と
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
う
し
た
「
主
体
」
に
圓
収
さ
れ
な
い
余

劉
と
し
て
の
主
体
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
反
語
的
順
応
主
義
」
と

い
う
雷
葉
に
含
ま
れ
る
「
主
体
」
と
主
体
を
、
支
配
に
順
応
す
る
と
い
う
偽

装
的
戦
略
と
そ
の
背
後
に
あ
る
民
衆
の
し
た
た
か
さ
と
い
う
よ
う
な
、
戦
略

的
適
応
と
戦
略
的
主
体
と
に
類
型
化
す
る
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
戦
略
は

戦
略
家
を
規
定
し
作
り
上
げ
る
の
で
あ
り
、
な
に
か
し
ら
即
時
的
に
主
体
が

あ
る
な
ど
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。

　
「
反
語
的
順
応
主
義
」
を
支
え
る
主
体
と
は
、
た
と
え
ば
差
別
を
受
け
、

さ
ら
に
は
自
分
自
身
を
蔑
視
し
、
「
賎
夫
」
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
ケ

ガ
レ
を
払
拭
す
べ
く
毎
朝
必
死
に
身
を
清
め
よ
う
と
す
る
直
三
が
、
樹
ら
が

蔑
視
す
る
自
己
の
ぎ
り
ぎ
り
の
境
界
に
お
い
て
発
見
す
る
何
か
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
語
る
べ
き
言

葉
が
準
備
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
「
主
体
」
と
し
て
自
ら
を
構
成
し

て
き
た
プ
ロ
セ
ス
が
「
想
起
」
さ
れ
、
批
判
的
に
と
ら
え
か
え
さ
れ
る
な
か

で
獲
得
さ
れ
る
主
体
な
の
で
あ
る
。

　
「
想
起
（
図
①
ヨ
Φ
岳
び
段
導
α
q
）
と
は
決
し
て
内
省
や
回
．
顧
と
い
っ
た
穏
や
か

な
営
み
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
現
在
と
い
う
時
代
に
刻
み
こ

ま
れ
た
精
神
的
外
傷
を
意
味
化
す
る
た
め
に
寸
断
さ
れ
た
過
法
を
再
び
呼
び

起
こ
し
（
器
白
Φ
導
び
。
目
営
σ
q
）
、
構
築
す
る
と
い
う
痛
み
を
伴
う
作
業
で
あ
る

　
　
⑬

は
ず
だ
」
。

　
歴
史
学
は
こ
の
よ
う
な
主
体
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
は
っ
き

り
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
暴
力
や
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
い
つ
も

こ
う
し
た
主
体
の
問
題
が
つ
き
ま
と
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
し

た
主
体
を
無
視
し
あ
ら
か
じ
め
射
程
の
外
へ
放
棄
し
て
し
ま
う
態
度
か
ら
は
、

「
評
価
の
近
代
主
義
」
を
の
り
こ
え
る
試
み
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
主
体
に
接
触
す
る
際
に
は
、
客
観
性
、
科

学
性
で
は
な
く
、
あ
え
て
い
え
ば
「
想
起
」
を
共
有
し
得
る
倫
理
性
を
帯
び

た
歴
史
意
識
と
い
う
も
の
が
問
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。
本
書
を
読
ん
で
、
改

め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
。
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