
評
　
韮

山

中
川
未
来
著

『
明
治
日
本
の
国
粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア
』

中
野
目

徹

　
本
書
は
、
二
〇
　
四
年
に
京
都
大
学
か
ら
博
士
号
が
授
与
さ
れ
た
論
文
を

「
原
型
」
に
し
た
論
集
で
、
序
章
と
終
章
の
ほ
か
本
論
五
章
と
補
論
二
本
か

ら
成
っ
て
い
る
。
著
者
の
中
川
未
来
氏
は
、
同
大
学
の
ご
卒
業
で
、
現
在
は

愛
媛
大
学
に
勤
務
す
る
若
手
と
い
う
よ
り
も
、
も
は
や
中
堅
の
臼
本
史
学
専

攻
出
身
の
思
想
史
研
究
者
で
あ
る
。
早
速
目
次
を
掲
げ
、
本
書
の
全
体
像
を

示
し
て
お
こ
う
。

　
序
　
章
　
国
粋
主
義
研
究
の
視
角

第
一
部
　
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
の
ア
ジ
ア
認
識
枠
組
み

　
第
～
章
　
「
東
方
策
士
」
稲
垣
満
次
郎
の
対
外
論
と
地
域
社
会

　
第
二
章
　
志
賀
重
昂
と
稲
垣
満
次
郎
の
南
洋
経
験

　
第
三
章
　
高
橋
健
三
の
国
粋
主
義
と
東
ア
ジ
ア
秩
序
構
想

　
補
論
一
　
国
粋
主
義
と
近
代
仏
教

第
二
部
　
ア
ジ
ア
認
識
の
形
成
と
メ
デ
ィ
ア

　
第
四
章
　
「
本
学
党
」
報
道
と
陸
華
南

　
第
五
章
　
内
藤
湖
南
の
台
湾
経
験

　
補
導
二
　
植
民
地
統
治
初
期
の
台
湾
と
メ
デ
ィ
ア

　
終
　
章
　
明
治
日
本
の
国
粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア

　
各
章
・
補
論
の
す
べ
て
に
付
さ
れ
て
い
る
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
省
略
し
た
の

で
内
容
を
つ
か
み
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
は
稲
垣
満
次
郎
、
志
賀

重
昂
、
高
橋
健
三
、
陸
鍋
蓋
、
内
藤
湖
南
の
五
人
を
「
主
人
公
」
に
し
て

「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
偏
の
ア
ジ
ア
認
識
の
解
明
を
目
指
す
、
～
見
し
て
骨

格
の
し
っ
か
り
と
し
た
実
証
性
に
富
む
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
な
っ
て
い
る
。

　
二
〇
～
四
年
に
公
刊
し
た
拙
著
『
明
治
の
青
年
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
廓

（
吉
川
弘
文
館
）
の
終
章
で
は
、
「
国
粋
主
義
扁
に
関
す
る
思
想
史
研
究
の

残
さ
れ
た
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
「
国
粋
主
義
」
が
「
亜
細
亜
主
義
」
へ
転

回
し
て
い
く
動
機
や
論
理
の
究
明
を
挙
げ
て
お
い
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
も
経

た
な
い
う
ち
に
本
書
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
に
、
評
者
は
あ
る
種
の
脅
威
と
好

感
の
入
り
混
じ
っ
た
期
待
を
抱
き
、
読
後
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ

た
の
で
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
書
評
の
筆
を
執
っ
た
次
第
で
あ
る
。
以
下
、
本

書
の
内
容
と
成
果
を
整
理
し
、
つ
い
で
疑
問
点
を
提
示
す
る
と
い
う
順
で
批

評
を
加
え
て
い
き
た
い
。

＊

　
序
章
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
七
月
七
日
、
東
京
・
九
段
坂
上
の

富
士
見
軒
で
開
催
さ
れ
た
東
邦
協
会
創
立
祝
賀
会
か
ら
起
筆
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
東
邦
協
会
（
「
と
う
ぼ
う
き
ょ
う
か
い
」
と
ル
ビ
が
付
さ
れ
る
。

英
語
表
記
↓
冨
○
甑
①
簿
巴
G
o
o
9
①
曙
）
は
、
役
員
構
成
か
ら
見
て
日
本
新
聞

社
や
政
教
社
の
関
係
者
1
1
著
者
の
中
川
氏
が
い
う
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」

を
「
中
核
と
す
る
団
体
」
（
三
頁
）
で
あ
り
、
創
立
の
「
趣
旨
扁
に
は
各
国

民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
「
世
界
の
文
明
進
歩
」
に
寄
与

す
る
と
い
う
「
思
考
の
枠
組
み
」
（
四
頁
）
が
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

つ
い
で
同
協
会
の
会
員
名
簿
（
会
員
の
な
か
に
稲
垣
と
内
藤
の
名
前
は
な
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い
）
、
出
版
書
目
表
、
講
演
活
動
表
が
掲
げ
ら
れ
る
。
東
邦
協
会
に
関
し
て

は
故
安
岡
昭
男
氏
の
基
礎
的
研
究
が
あ
る
が
（
朝
井
佐
智
子
氏
に
よ
る
最
新

の
研
究
も
あ
る
ら
し
い
）
、
開
巻
勢
頭
か
ら
考
察
の
範
囲
を
「
東
邦
協
会
の

時
代
」
と
し
、
先
の
五
人
を
も
っ
て
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
と
括
っ
た
こ

と
の
適
否
が
、
本
書
を
評
価
す
る
場
合
の
第
一
の
論
点
と
な
ろ
う
。

　
課
題
と
視
角
を
論
じ
る
第
二
節
の
冒
頭
で
は
、
本
書
の
目
的
が
「
東
邦
協

会
と
い
う
場
を
共
有
し
て
い
た
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
い
か
な
る

ア
ジ
ア
認
識
が
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
過
程
を
先
に
掲
げ

た
五
人
の
入
物
の
雷
論
活
動
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
（
＝
二
頁
）

だ
と
明
書
さ
れ
る
。
ま
た
、
＝
八
九
〇
年
代
の
国
粋
主
義
思
想
を
、
近
代

日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
の
な
か
に
位
麗
づ
け
る
試
み
で
あ
る
」
（
同
上
）
と
も

雷
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
国
粋
主
義
」
か
ら
「
亜
細
亜
主
義
」
へ
の

「
転
囲
の
内
在
的
論
理
を
よ
り
包
括
的
な
か
た
ち
で
解
明
す
る
こ
と
が
必

要
」
（
一
八
頁
）
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
評
者
も
全
く
同
じ

課
題
を
抱
い
て
き
て
、
い
ま
だ
に
確
答
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
転
圓
の

論
理
の
内
在
的
解
明
が
十
分
に
説
得
的
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
こ
れ

が
第
二
の
論
点
と
な
ろ
う
。

　
本
書
の
課
題
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
換
言
さ
れ
る
。
「
本
書
は
、
人
口
移

動
の
増
大
と
対
外
戦
争
・
植
民
地
領
有
に
よ
り
日
本
社
会
で
生
活
す
る
人
び

と
と
ア
ジ
ア
の
向
き
合
い
方
が
問
わ
れ
は
じ
め
た
一
八
九
〇
年
代
の
ア
ジ
ア

認
識
の
か
た
ち
を
、
国
粋
主
義
を
通
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
た
め
の
課
題
は
、
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
ア
ジ
ア

認
識
の
枠
組
み
を
摘
出
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
そ
し

て
実
際
の
対
外
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
、

国
粋
主
義
の
ア
ジ
ア
認
識
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
二
一

～
二
二
頁
）
。
こ
の
「
ア
ジ
ア
認
識
の
枠
組
み
」
と
し
て
、
著
者
は
「
①
世

界
各
地
域
の
国
民
・
民
族
の
文
化
的
多
様
性
を
承
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自

の
「
国
粋
」
を
保
持
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
世
界
文
明
へ
の
寄
与
に
繋
が
る
と

い
う
発
想
」
、
「
②
日
本
を
中
心
に
ア
ジ
ア
な
い
し
東
洋
を
結
集
し
、
西
欧
国

際
体
系
に
対
抗
す
る
と
い
う
地
域
秩
序
構
想
扁
、
さ
ら
に
「
③
ア
ジ
ア
認
識

を
か
た
ち
づ
く
る
際
に
参
照
さ
れ
る
情
報
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
主
体

へ
辿
り
つ
く
の
か
を
、
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
働
き
を
逓
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
」
の
三
点
を
挙
げ
る
（
二
二
頁
）
。

　
右
の
う
ち
①
に
つ
い
て
は
、
評
者
の
も
の
も
含
め
た
先
行
研
究
に
お
い
て
、

「
国
粋
主
義
」
の
論
理
が
ア
ジ
ア
の
諸
国
・
諸
民
族
に
対
し
て
貫
徹
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
②
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
東
洋
盟
主

論
の
問
題
と
し
て
、
例
え
ば
福
澤
諭
吉
の
「
脱
亜
論
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ

て
坂
野
潤
治
氏
な
ど
に
よ
る
多
く
の
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
③
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
論
も
含
め
て
、
「
ア
ジ
ア
認
識
の
枠
組

み
扁
を
め
ぐ
り
著
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
三
つ
の
視
角
の
課
題
解
明
に
果

た
す
妥
当
性
の
吟
味
と
い
う
こ
と
が
、
第
三
の
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

＊

　
序
章
で
は
本
書
を
解
読
す
る
た
め
の
重
要
な
論
点
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
た

め
、
引
用
も
含
め
て
若
干
詳
し
く
取
り
上
げ
た
が
、
第
一
章
以
下
の
本
文
に

つ
い
て
は
、
終
章
に
お
い
て
著
者
自
身
に
よ
っ
て
的
確
に
要
約
さ
れ
て
い
る

の
で
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
注
目
す
べ
き
指
摘
に
的
を
絞
っ
て
紹
介
し
て
い
き

た
い
。

　
第
一
部
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
の
ア
ジ
ア
認
識
枠
組
み
」
に
配
さ
れ
た
第

一
章
で
は
、
『
東
方
策
騙
（
明
治
二
十
四
年
）
の
著
述
に
よ
っ
て
一
躍
「
東
方
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評
il：

『口

問
題
」
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
稲
垣
満
次
郎
（
一
八
六
一
～
一
九
〇
八
）
を

取
り
上
げ
る
。
J
・
R
・
シ
ー
リ
ー
の
『
英
国
の
膨
張
繍
（
S
ぎ

§
§
鴇
§
黛
奪
お
N
§
猟
一
〇
。
Q
。
Q
。
）
に
学
ん
だ
稲
垣
の
、
と
く
に
南
洋
（
オ

セ
ア
ニ
ア
）
発
見
を
媒
介
と
し
て
活
性
化
し
た
対
外
論
が
京
都
（
そ
し
て
宮

津
。
神
鞭
知
常
の
地
盤
で
あ
る
）
と
い
う
特
定
地
域
の
産
業
振
興
策
と
結
び

つ
い
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
（
六
一
頁
～
）
、
評
者
も
志
賀
重
昂
の
場
合
に

即
し
て
考
察
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
「
国
粋
主
義
漏
を
標
榜
し
た
思
想
運
動

の
具
体
的
な
展
開
を
実
証
す
る
試
み
と
し
て
た
い
へ
ん
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

当
該
期
の
稲
垣
に
関
す
る
史
料
の
悉
皆
的
調
査
や
地
域
史
料
の
発
掘
に
も
見

る
べ
き
も
の
が
多
い
。

　
第
一
　
章
は
、
稲
垣
と
志
賀
重
昂
（
～
八
六
三
～
一
九
二
七
）
の
南
洋
経
験

が
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
明
治
十
九
年
に
南
洋
航
海
を
行

な
っ
た
志
賀
の
「
国
家
よ
り
大
な
る
一
種
の
大
団
体
」
と
い
う
発
想
が
、

「
欧
羅
巴
主
義
扁
に
対
抗
す
る
た
め
の
「
南
洋
連
邦
」
構
想
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
「
亜
細
亜
主
義
」
と
い
う
地
域
秩
序
構
想
に
至
る
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、

従
来
の
研
究
に
な
い
薪
し
い
提
案
で
あ
る
。
評
者
は
、
志
賀
の
場
合
、
南
洋

経
験
が
「
国
粋
主
義
」
の
主
張
を
生
み
出
す
一
つ
の
契
機
と
な
り
、
そ
れ
が

さ
ら
に
「
亜
細
亜
主
義
」
に
転
回
し
て
い
く
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
は
い
か

が
で
あ
ろ
う
か
。
…
方
、
稲
垣
の
場
合
、
明
治
二
十
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け

て
の
南
洋
航
海
に
よ
っ
て
、
植
民
と
貿
易
と
い
う
経
済
的
方
策
（
中
瀬
を
中

心
と
す
る
交
易
圏
へ
の
接
続
）
に
関
心
が
向
か
い
、
ま
た
、
モ
ン
ロ
ー
主
義

の
考
え
方
を
発
見
・
援
用
す
る
こ
と
で
、
日
本
が
北
太
平
洋
で
覇
権
を
握
る

べ
き
だ
と
主
張
し
た
と
い
う
。
本
章
を
読
ん
だ
評
者
の
印
象
と
し
て
は
、
志

賀
と
稲
垣
の
「
国
粋
主
義
」
理
解
と
南
洋
経
験
の
成
果
は
総
じ
て
似
通
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。
駕
御
で
、
「
明
治
中
期
の
国
粋
主
義
思
想
は
（
中
略
）

環
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ

と
も
可
能
」
（
一
二
一
頁
）
と
い
う
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
だ
け
で
な
く
、

今
後
の
「
国
粋
主
義
」
思
想
史
研
究
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
き
わ
め
て
重
要

な
指
摘
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
も
註
（
㎜
）
が
重
複
し
て
い
る
の
は
残
念
）
。

　
第
三
章
で
は
、
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
の
な
か
で
第
～
世
代
に
属
す
る

高
橋
健
三
（
一
八
五
五
～
九
八
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
国
粋

主
義
」
の
思
想
運
動
の
キ
ー
・
マ
ン
の
一
人
と
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
杉
浦
重

剛
な
ど
と
較
べ
て
も
、
高
橋
が
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
自

体
こ
れ
ま
で
金
く
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
本
章
は
意
義
深
い
も

の
で
あ
る
。
評
者
は
、
本
章
の
構
想
が
日
本
思
想
史
学
会
で
発
表
さ
れ
た
と

き
か
ら
、
そ
の
文
章
化
の
早
か
ら
ん
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
、
よ
う
や
く

こ
こ
に
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
章
で
も
、
高
橋
の
著
作
等
史
料

の
悉
皆
調
査
に
基
づ
い
て
、
思
想
形
成
か
ら
官
僚
時
代
を
経
て
岡
大
阪
朝
臼

新
聞
』
に
至
る
過
程
が
詳
述
さ
れ
る
が
、
な
か
で
も
高
橋
に
と
っ
て
情
誼
的

「
社
交
」
関
係
を
結
ん
だ
個
人
の
結
合
体
が
「
社
会
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
「
社
会
」
を
律
す
る
規
範
が
「
人
道
」
で
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
を
有
し

て
い
た
と
い
う
評
価
は
重
要
で
あ
る
。
他
方
、
国
際
関
係
と
り
わ
け
ア
ジ
ア

論
に
お
い
て
は
、
「
東
邦
」
固
有
の
規
範
と
い
う
独
特
の
国
際
法
理
解
に
基

づ
く
「
東
亜
同
盟
」
構
想
を
主
張
し
た
と
い
う
。
高
橋
の
死
後
そ
の
よ
う
な

構
想
は
内
藤
湖
南
ら
に
引
き
継
が
れ
る
と
い
う
が
（
　
七
〇
頁
）
、
継
承
関

係
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
国
粋
主
義
」
と
近
代
仏
教
の
関
係
を
考
察
す
る
善
意
一
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
。
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
で
も
と
く
に
政
教
社
の
メ
ン

バ
ー
と
仏
教
改
良
運
動
の
動
向
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
そ
の
解
明

の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
従
来
は
本
格
的
な
研
究
が
な
か
っ
た
。
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し
た
が
っ
て
、
辰
巳
小
次
郎
を
主
と
し
て
検
討
す
る
本
章
は
、
前
章
に
続
い

て
そ
れ
自
体
貴
重
な
試
み
で
あ
る
。
と
く
に
、
真
宗
系
の
海
外
宣
教
会
の
活

動
を
紹
介
す
る
本
章
後
半
か
ら
は
示
唆
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、
今
後
の
本

格
的
な
検
討
が
期
待
さ
れ
る
研
究
領
域
で
あ
る
。

　
以
下
、
第
二
部
「
ア
ジ
ア
認
識
の
形
成
と
メ
デ
ィ
ア
」
に
入
る
。
第
四
章

で
は
、
日
清
戦
争
開
戦
直
前
の
明
治
二
十
七
年
六
月
を
中
心
に
、
朝
鮮
半
島

に
お
け
る
東
学
党
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
変
容
し
て
い
っ
た

か
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
史
的
な
問
題
を
、
現
地
の
メ
デ
ィ
ア
と
同
時
期
の
日
本

の
新
聞
報
道
を
悉
皆
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
な
か
に
お
け
る

陸
錫
南
（
一
八
五
七
～
一
九
〇
七
）
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
分
析
の
結
果
、
「
極
め
て
現
実
的
な
政
策
提
言
扁
、
（
二
王
六
頁
）
と

評
価
さ
れ
た
陸
の
立
論
で
あ
る
が
、
秘
密
外
交
や
軍
事
機
密
が
当
然
と
さ
れ

た
当
時
、
民
間
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
接
し
う
る
情
報
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、

む
し
ろ
「
現
実
」
や
「
政
策
」
と
は
異
な
る
次
元
で
思
想
の
評
価
は
な
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
五
章
で
は
、
内
藤
湖
南
（
一
八
六
六
～
一
九
三
四
）
の
明
治
三
十
年
か

ら
翌
年
に
か
け
て
の
台
湾
滞
在
経
験
の
意
味
が
、
「
国
粋
主
義
」
と
の
関
連

で
問
わ
れ
る
。
内
藤
の
台
湾
渡
航
は
咽
台
湾
日
報
幅
主
筆
就
任
の
た
め
で
あ

っ
た
。
明
治
二
十
年
代
の
日
本
に
あ
っ
て
「
不
平
」
を
払
拭
で
き
な
か
っ
た

内
藤
が
、
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
「
自
信
」
を
取
り
戻
し
て
台
湾
に
赴

任
す
る
と
い
う
中
川
氏
の
指
摘
は
面
白
い
。
そ
の
よ
う
な
内
藤
の
渡
忙
々
の

台
湾
論
は
、
内
地
延
長
主
義
に
よ
る
日
本
の
「
特
殊
の
文
明
」
に
よ
る
植
民

地
化
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
。
本
章
の
「
お
わ
り
に
」
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
「
国
粋
主
義
」
と
「
日
本
の
国
民
的
使
命
（
天
職
ご
に
つ
い
て
の
著
者

の
結
論
は
、
本
書
全
体
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
初
期
の

「
国
粋
主
義
」
思
想
の
な
か
に
は
植
民
地
経
営
を
含
む
対
外
論
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
内
藤
の
論
説
「
所
謂
日
本
の
天
職
」
（
明

治
二
十
七
年
忌
の
位
置
づ
け
も
、
日
清
戦
後
と
の
関
連
で
い
え
ば
著
者
の
意

見
に
も
首
肯
で
き
る
も
の
の
、
日
清
戦
前
の
初
期
「
国
粋
主
義
」
と
の
関
連

で
い
え
ば
、
か
つ
て
評
者
が
試
み
た
よ
う
な
、
そ
の
思
想
的
生
産
性
を
継
承

す
る
独
自
の
文
明
論
を
内
包
す
る
主
張
と
い
う
評
価
に
も
一
定
の
意
味
が
あ

る
と
思
う
（
二
七
二
頁
）
。

　
最
後
の
画
論
二
で
は
、
上
記
岡
台
湾
罪
報
』
と
同
時
期
に
発
行
さ
れ
て
い

た
『
台
湾
新
報
聴
を
比
較
し
て
論
調
の
違
い
、
す
な
わ
ち
前
者
の
「
同
化
」

主
義
、
後
者
の
「
差
別
扁
主
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

＊

　
終
章
で
は
、
五
人
の
思
想
を
中
心
に
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
の
「
こ
と

ば
と
行
動
の
軌
跡
」
の
解
明
を
通
し
て
い
か
な
る
「
事
実
」
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
総
括
さ
れ
る
。
「
こ
と
ば
と
行
動
の
軌
跡
」
と

「
事
実
」
の
解
明
こ
そ
中
川
氏
が
　
貫
し
て
こ
だ
わ
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
本
書
を
執
筆
し
た
著
者
の
基
本
的
立
場
目
B
本
史
学
の
方
法
と
そ
れ

に
よ
る
成
果
が
揚
番
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
各
章
ご
と
の
総
括
は
繰
り

返
さ
な
い
が
、
本
書
は
総
体
と
し
て
、
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
の
ア
ジ
ア

認
識
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
照
射
し
、
そ
れ
を
立
体
的
に
再
現
す
る
と
と

も
に
、
一
八
九
〇
年
代
と
い
う
時
代
状
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
ま
た
時
代

そ
の
も
の
の
特
質
の
一
端
を
明
解
に
描
き
出
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
手
法
も
日
本
史
学
の
王
道
を
往
く
も
の
で
、
と
り
わ
け
人
物
史
料
、
地
域

史
料
そ
し
て
新
聞
・
雑
誌
史
料
の
調
査
と
解
釈
上
の
操
作
に
関
し
て
は
見
る

べ
き
も
の
が
多
い
。
著
者
の
史
料
に
向
き
合
う
姿
勢
は
、
評
者
が
国
立
国
会
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評
撫幽

日

図
書
館
憲
政
資
料
室
で
出
会
っ
た
若
き
日
の
故
高
橋
秀
直
氏
が
見
せ
て
い
た

姿
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
本
書
の
意
義
を
十
分
認
め
た
う
え
で
、
先
に
挙
げ
た
三
つ
の

論
点
に
即
し
て
、
疑
問
に
感
じ
た
こ
と
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　
第
～
に
、
本
書
全
体
を
「
東
邦
協
会
の
時
代
」
と
括
っ
た
こ
と
の
適
否
に

つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
書
で
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー

プ
」
と
さ
れ
た
五
人
の
「
主
人
公
」
の
選
別
に
つ
い
て
の
適
否
に
も
関
わ
る
。

五
人
は
高
橋
の
一
八
五
五
年
生
ま
れ
か
ら
内
藤
の
～
八
六
六
年
生
ま
れ
ま
で
、

い
わ
ゆ
る
「
明
治
の
青
年
」
世
代
に
属
す
る
が
、
す
で
に
論
じ
た
な
か
で
も

お
お
よ
そ
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
の
論
述
の
中
心
は
五
人
の
う
ち
で
も
稲

垣
、
高
橋
、
内
藤
の
三
人
で
あ
る
（
こ
の
童
人
に
関
わ
る
各
章
は
本
書
中
の

白
眉
と
い
え
る
）
。
こ
の
う
ち
稲
垣
と
高
橋
の
二
人
は
政
教
社
員
で
も
日
本

新
聞
社
員
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
本
書
を
手
に
し
た
読
者
が
均
し
く
感
じ
る

で
あ
ろ
う
違
和
感
は
、
「
国
粋
主
義
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
括
り
方
に
よ
っ
て

は
上
手
く
五
人
の
像
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
～
方
、
「
東
邦
協
会
の
時
代
」
と
い
う
括
り
方
も
、
序
章
と
終
章
で
の
叙

述
に
集
中
し
て
い
て
、
第
一
章
か
ら
補
流
二
ま
で
の
本
文
中
で
は
十
全
に
機

能
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
一
八
九
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
認
識
を
吟
味
す
る

場
と
し
て
東
邦
協
会
を
設
定
し
た
の
は
至
当
だ
が
、
本
書
全
体
を
通
読
し
た

と
き
、
せ
っ
か
く
の
場
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
の
は
評
者
だ

け
で
あ
ろ
う
か
。
東
邦
協
会
に
関
し
て
は
、
同
協
会
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
該

当
す
る
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
会
報
等
の
断
片
的
な
史
料
か
ら
、
そ
の

活
動
を
再
現
し
て
い
く
し
か
な
い
。
門
東
邦
協
会
の
時
代
」
と
い
う
枠
組
み

を
活
か
す
工
夫
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
（
蛇
足
な

が
ら
記
せ
ば
、
三
宅
霊
嶺
の
伝
記
研
究
の
な
か
で
は
、
臼
清
戦
争
開
戦
直
前

に
東
邦
協
会
か
ら
派
遣
さ
れ
て
朝
鮮
半
島
視
察
に
出
か
け
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
も
の
の
、
管
見
で
は
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
の
記
録
の
な
か
に
も
そ

の
痕
跡
と
な
る
よ
う
な
史
料
は
見
当
た
ら
ず
困
惑
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

本
書
二
二
三
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
図
9
の
写
真
に
は
、
三
宅
雪
嶺
が
ち
ゃ
っ
か

り
写
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。
）

　
第
二
に
、
本
書
の
各
章
・
補
論
で
の
考
察
に
よ
っ
て
「
国
粋
主
義
」
か
ら

「
亜
細
亜
主
義
」
へ
の
転
回
の
内
在
的
論
理
が
包
括
的
に
解
明
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
著
者
の
提
示
す
る
三

つ
の
「
ア
ジ
ア
認
識
の
枠
組
み
」
が
、
本
書
の
目
的
の
達
成
、
課
題
の
解
明

の
た
め
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
第
三
の
疑
問
と
合
わ
せ
て
考
察
を
加

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
ま
ず
気
に
な
る
の
は
、
「
国
粋
主
義
」
と
さ
れ
た
思
想
の
理
解
が

や
や
｝
面
的
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
「
国
民
」
が
「
特
性
」

を
発
揮
す
る
こ
と
が
「
世
界
文
明
」
の
発
展
に
繋
が
る
と
い
う
の
は
、
「
国

粋
主
義
」
思
想
の
最
大
公
約
数
的
な
定
義
で
は
あ
る
が
、
政
教
社
の
「
国
粋

主
義
」
に
関
し
て
は
提
唱
後
少
な
く
と
も
一
年
お
き
に
見
直
し
が
な
さ
れ
て

い
る
し
、
原
理
論
と
状
況
論
が
各
場
面
に
お
い
て
自
覚
的
に
使
い
分
け
ら
れ

て
い
る
。
新
聞
『
日
本
』
で
展
開
さ
れ
た
陸
の
「
国
民
論
派
」
も
、
当
時
最

新
の
「
政
論
扁
の
一
つ
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
門
亜

細
亜
主
義
」
に
関
し
て
も
若
干
の
疑
問
が
残
る
。
ま
ず
「
亜
細
亜
主
義
」
誕

生
の
契
機
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
興
亜
会
（
後
の
亜
細
亜
協
会
）
が
設
立

さ
れ
た
明
治
十
三
年
（
～
八
八
○
）
あ
た
り
か
ら
考
察
を
始
め
る
べ
き
で
は

な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
日
清
戦
後
の
「
支
那
保
全
論
」
と
東
亜
同
文
会
設

立
の
明
治
三
十
一
年
ま
で
は
着
実
に
視
野
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
っ
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た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
点
、
「
国
粋
主
義
扁
か
ら
「
亜
細
亜

主
義
」
へ
の
転
回
の
疇
期
の
特
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
気
に
か
か
る
。

評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
転
回
は
明
治
二
十
四
年
を
中
心
に
緩
や
か
に
進

ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
ア
ジ
ア
認
識
の
枠
組
み
」
に
関
し
て
も
若
干
の
疑
問
が
残
る
。
一
つ
は
、

南
洋
や
台
湾
に
関
す
る
議
論
は
紹
介
さ
れ
た
が
、
肝
心
（
と
思
わ
れ
る
）
の

中
国
と
朝
鮮
に
関
す
る
議
論
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
に

は
、
稲
垣
が
対
外
硬
運
動
に
参
加
せ
ず
（
五
六
頁
）
、
高
橋
が
大
日
本
協
会

に
加
入
し
な
か
っ
た
（
　
五
五
頁
）
こ
と
の
意
味
を
問
い
質
す
必
要
に
つ
い

て
で
あ
る
。
日
清
戦
争
そ
の
も
の
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
含
め
て
、
こ
の
時
期
の

ア
ジ
ア
認
識
を
よ
り
正
確
に
把
捉
す
る
た
め
に
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
大
小
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
本
書
で
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
多
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
疑
問
は
残
っ
た
も
の
の
、
本
書
が
「
国
粋
主
義
」
思
想
の

研
究
を
…
歩
も
二
歩
も
前
進
さ
せ
る
も
の
で
、
研
究
史
上
に
独
自
の
位
置
を

占
め
る
の
と
同
時
に
、
ア
ジ
ア
主
義
概
究
の
潮
流
に
も
樟
を
さ
し
て
、
二
十

世
紀
以
降
の
激
動
す
る
対
ア
ジ
ア
関
係
の
背
後
に
あ
っ
た
世
界
観
の
前
提
条

件
を
提
示
す
る
と
い
う
、
二
つ
の
意
味
で
優
れ
た
研
究
成
果
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
大
き
な
議
論
と
は
別
に
、
稲
垣
や
高
橋
、
そ
し
て

台
湾
時
代
の
内
藤
な
ど
に
加
え
、
こ
れ
ま
で
は
名
前
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
も
の
の
、
彼
ら
の
周
辺
に
確
か
に
存
在
し
て
い
た
「
国
粋
主
義
」
者

や
「
東
方
策
士
」
た
ち
、
あ
る
い
は
実
業
家
な
ど
を
奥
り
出
し
た
こ
と
も
、

本
書
の
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
成
果
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
幾
つ
か
の
疑
問
を
呈

し
た
の
は
、
こ
れ
を
機
に
研
究
の
～
層
の
深
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

の
こ
と
で
あ
り
、
～
入
で
も
多
く
の
読
者
が
本
書
を
手
に
取
っ
て
充
実
し
た

内
容
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
「
国
粋
主
義
」
と
ア
ジ
ア
認
識
を
め
ぐ
る

議
論
に
参
加
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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