
民
本
主
義
の
誕
生

1
浮
田
和
民
を
通
じ
て
一

」

本

又

久

　
【
要
約
口
　
本
稿
で
は
、
雑
誌
『
太
陽
』
主
幹
と
し
て
の
浮
田
和
斑
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
本
主
義
の
誕
生
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
。

浮
田
の
民
本
主
義
は
、
政
権
運
用
の
方
法
と
し
て
は
立
憲
制
の
実
施
と
発
展
を
主
張
し
、
政
権
運
用
の
目
的
と
し
て
は
桂
会
政
策
の
実
施
と
帝
国
主
義
的

発
展
を
期
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
臼
三
舟
麟
主
義
の
危
機
に
臨
ん
で
、
立
憲
制
の
発
展
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
保
守
主
義
で
あ
り
、

従
っ
て
一
方
で
は
反
動
勢
力
に
対
抗
し
、
他
方
で
は
社
会
主
義
勢
力
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
浮
獺
の
民
本
主
義
は
、
大
逆
審
件
と
韓
国

併
合
に
よ
っ
て
、
一
層
日
本
帝
国
主
義
の
危
機
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
事
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
危
機
に
対
応
す
る
保
守
主

義
と
い
う
観
点
か
ら
、
民
本
主
義
の
誕
生
を
、
一
応
、
大
逆
山
嶺
の
年
で
あ
る
明
治
四
十
三
年
に
澱
い
て
考
え
た
い
。
逼
塞
主
義
は
一
壷
大
正
八
年
を
頂

点
と
し
て
凋
落
の
傾
向
を
見
せ
、
第
二
次
若
槻
内
閣
を
最
後
と
し
て
終
り
を
管
げ
る
が
、
戦
後
の
「
民
主
化
」
は
そ
の
復
活
と
考
え
ら
れ
る
。
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民本主義の誕生（宮本）

は
　
じ
　
め
　
に

　
民
本
主
義
は
吉
野
作
造
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
が
、
吉
野

だ
け
が
毘
本
主
義
者
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
民
本
主
義
の
誕
生
が
、

大
正
三
年
以
来
の
、
吉
野
の
『
中
央
公
論
』
誌
上
で
の
活
躍
に
求
め
ら
れ
る

わ
け
で
も
な
い
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
民
本
主
義
者
と
し
て
世
に
出
る
ま
で
の
吉

野
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
は
、
少
く
と
も
、
海
老
名
弾
正
・

小
野
塚
喜
平
次
・
浮
田
和
畏
の
三
人
が
あ
げ
ら
れ
る
。
告
野
が
患
索
生
活
に

最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ら
れ
た
人
物
と
し
て
そ
の
名
を
あ
げ
た
、
宗
教
上

の
師
と
し
て
の
海
老
名
弾
正
。
吉
野
が
そ
れ
を
受
け
つ
い
だ
と
さ
れ
る
衆
民

主
義
を
説
い
た
、
学
問
上
の
師
と
し
て
の
小
野
塚
喜
平
次
。
吉
野
が
、
　
『
太

陽
』
誌
上
で
の
そ
の
自
由
主
義
的
な
論
説
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
と
述
べ
て
い

る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
の
先
輩
、
浮
田
和
罠
の
三
名
の
中
か
ら
、
洋
本
主
義

者
と
し
て
の
先
駆
的
な
役
割
を
果
し
た
人
物
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
浮
田
和
民
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
民
本
主
義
者
と
欝
う
場
合
、
宗

131 （283）



教
家
で
あ
っ
た
海
老
名
や
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
あ
っ
た
小
野
塚
よ
り

も
、
　
門
、
太
陽
詠
そ
の
他
を
通
じ
て
活
溌
な
啓
蒙
活
動
を
行
な
っ
た
浮
田
和
民

の
方
が
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
浮
濁
湘
民
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
本
主
義

の
誕
生
を
問
題
と
し
て
冤
た
い
と
思
う
。
時
期
的
に
は
、
浮
田
が
鳥
谷
部
春

汀
の
死
去
の
あ
と
を
受
け
て
［
太
陽
」
主
幹
と
し
て
登
場
し
た
明
治
四
二
年

二
月
か
ら
、
吉
野
作
造
が
［
、
中
央
公
論
漏
に
登
場
す
る
以
前
の
、
大
正
二
年

ま
で
と
す
る
。
民
本
主
義
の
誕
生
と
言
う
以
上
、
畏
本
主
義
と
は
何
か
を
最

初
に
明
ら
か
に
し
て
瞠
く
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
本
文
に
譲
る
こ

と
と
す
る
。

浮
出
和
民
の
課
題

　
浮
田
が
、
雑
誌
懲
太
陽
』
に
主
幹
と
し
て
登
場
し
た
明
治
四
二
隼
二
月
は
、

恰
度
、
吉
野
作
造
が
中
国
か
ら
帰
っ
て
爽
大
法
科
助
教
擾
と
な
っ
た
時
で
あ

る
。
当
時
の
内
閣
は
第
工
次
雛
太
郎
内
閣
。
熊
本
洋
学
校
か
ら
同
志
社
を
卒

業
し
た
所
…
謂
能
…
本
バ
ン
ド
系
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
浮
田
和
民
は
、
米
㎜
国
の
エ
ー

ル
大
学
で
史
学
・
政
治
学
を
学
び
、
当
時
は
早
大
教
擾
で
あ
っ
た
。

　
浮
田
が
、
明
治
四
二
年
二
月
号
の
『
太
陽
』
に
の
せ
た
「
太
陽
の
読
者
に

告
ぐ
」
は
、
彼
の
政
治
的
立
場
の
寛
言
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
内
に
は
人
格
の
観
念
、
自
酪
の
理
想
を
発
揮
し
て
倫
理
道
徳
の
大
本
、

　
立
憲
制
度
の
基
礎
を
確
立
し
、
外
は
世
界
的
精
神
を
鼓
舞
し
て
平
和
の
競

　
争
に
万
国
と
腓
馳
し
、
文
明
の
事
業
に
世
界
と
岡
化
し
、
人
類
の
素
編
を

　
増
進
せ
ん
こ
と
を
主
張
す
べ
し
。
即
ち
内
部
に
向
っ
て
は
立
憲
思
想
の
普

　
及
を
計
り
、
外
部
に
対
し
て
ぼ
倫
理
的
茎
葉
主
義
の
実
現
を
期
し
、
世
界

　
的
常
識
と
人
類
的
公
徳
と
を
養
成
し
て
大
に
我
が
民
族
の
天
才
を
宇
内
に

　
発
展
せ
ん
こ
と
、
騰
れ
余
が
平
生
の
持
論
に
し
て
又
太
陽
従
来
の
主
張
に

　
外
な
ら
ざ
る
な
り
。

以
上
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
内
部
に
向
っ
て
は
立
憲
思
想
の
普
及
を
計
り
、

外
蔀
に
対
し
て
は
倫
理
的
帝
国
主
義
の
実
現
を
期
」
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
浮

田
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
浮
田
の
所
謂
「
立
憲
思
想
の
普
及
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う

い
う
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
、
非
立
憲
的
思
想
に
対
抗

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
例
え
ば
、
彼
が
「
我
が
国
民

ほ
ど
愛
国
心
濃
厚
に
し
て
然
か
も
政
治
思
想
及
び
自
治
精
神
の
薄
弱
な
る
人

民
は
拠
れ
な
る
如
し
」
（
「
第
二
十
世
紀
の
憲
法
政
治
」
明
治
糊
二
年
閣
夏
号
の
『
太

陽
』
）
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
愛
岡
心
養
成
一
点
ば
り
の
二
本
の
教
育
に

対
す
る
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
旧
思
想
に
対
す
る
批
判

に
つ
い
て
は
、
な
お
後
に
触
れ
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
浮
田
が
「
立

憲
思
想
の
普
及
」
と
言
う
言
葉
の
中
に
積
極
的
に
も
り
込
も
う
と
し
て
い
る
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本主義の誕生（宮本）

内
容
を
さ
ぐ
っ
て
行
き
た
い
。

　
浮
田
は
、
日
本
の
憲
政
は
甚
だ
不
完
全
で
「
憲
政
創
業
の
美
未
だ
成
ら
ず
」

と
見
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
急
務
は
「
須
ら
く
選
挙
権
の
面
上
を
拡
張
し
、

公
平
な
る
選
挙
法
を
実
施
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
岡
上
）
。
普
選
の
主
張
は

畠
由
民
権
運
動
期
に
既
に
冤
ら
れ
た
所
で
あ
り
、
普
選
運
動
も
明
治
二
十
年

代
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
浮
田
の
選
挙
権
拡
張
の
主
張
は
、

特
に
と
り
立
て
て
言
う
程
の
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
　
「
白
耳
義
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
行
わ
る
る
比
例
投
票
法

は
公
平
な
る
選
挙
制
度
に
し
て
早
晩
文
明
諸
国
一
般
の
模
範
と
な
る
こ
と
あ

ら
ん
偏
（
同
上
）
と
い
う
比
例
代
表
制
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ

れ
以
上
に
、
浮
田
が
選
挙
権
拡
張
・
比
例
代
蓑
制
の
撮
像
に
よ
っ
て
、
何
が

実
現
さ
れ
る
こ
と
を
艶
ん
で
い
る
か
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
浮
撫
が
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
注
揖
さ
れ
よ
う
。

　
　
第
十
九
世
紀
の
憲
法
政
治
は
一
時
立
法
権
の
み
を
偏
重
し
て
特
に
主
権

　
の
発
動
と
為
し
た
れ
ど
も
、
第
二
十
世
紀
の
憲
法
政
治
は
立
法
行
政
二
権

　
共
に
主
権
の
発
動
に
し
て
二
者
分
離
す
可
か
ら
ず
、
偏
重
す
可
か
ら
ず
、

　
論
し
て
社
会
公
共
の
利
益
と
あ
れ
ば
如
何
な
る
方
案
、
嫌
何
な
る
政
策
を

　
も
断
行
し
得
る
趣
致
権
の
存
在
を
必
要
と
せ
り
（
岡
上
）
。

つ
ま
り
、
浮
田
に
と
っ
て
は
、
　
「
社
会
公
共
の
利
益
」
の
た
め
に
は
、
如
何

な
る
こ
と
を
も
為
し
得
る
と
い
う
行
政
権
の
存
在
が
、
二
十
世
紀
の
憲
政
の

実
現
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
　
「
第
二
十
世
紀
の
大

問
題
は
叢
早
や
憲
法
問
題
に
非
ず
し
て
広
義
の
行
政
闘
題
な
り
」
　
（
岡
上
）
、

と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
二
十
世
紀
の
大
問
題
と
し
て
の
行
政
問
題
と
は
、
社
会
公
共

の
利
益
の
た
め
の
政
策
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

　
　
今
や
国
際
競
争
激
烈
に
し
て
徴
界
の
何
．
辺
よ
り
一
計
の
安
危
に
関
す
る

　
問
題
を
惹
毒
し
来
ら
ん
も
知
る
可
か
ら
ず
、
又
た
内
都
に
は
労
働
問
題
、

　
貧
民
聞
題
、
土
地
闘
題
、
租
税
闇
題
、
其
他
商
工
業
に
関
す
る
百
般
の
社

　
会
問
題
起
り
、
立
法
部
は
単
に
旧
法
律
を
廃
止
す
る
を
以
て
専
務
と
為
す

　
こ
と
能
は
ず
、
新
法
律
を
制
定
し
、
又
た
之
を
実
施
せ
ん
こ
と
を
要
す
る

　
が
故
に
、
立
法
部
は
強
大
な
る
行
政
権
の
存
在
を
以
て
必
要
条
件
と
為
せ

　
り
（
同
上
）
。

右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
強
大
な
る
行
政
蔚
の
存
在
を
必
要
と
す
る
行
政
問

題
と
は
、
岡
際
問
題
（
患
い
か
え
れ
ば
帝
園
主
義
諸
寝
間
の
対
立
の
問
題
）

と
社
会
問
題
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
さ
き
の
浮
田
の
課
題
は
、
　
「
内
部
に

向
っ
て
は
立
憲
思
想
の
普
及
を
計
り
、
外
部
に
対
し
て
は
倫
理
的
帝
国
主
義

の
実
現
を
期
」
す
る
に
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

そ
れ
を
、
立
憲
思
想
の
普
及
に
よ
る
社
会
問
題
の
解
決
と
帝
国
主
義
の
実
現

に
あ
っ
た
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
後
年
吉
野
作
造
が
、
　
「
政
権
の
運
用
に
よ
っ
て
達
せ
ん
と
す
る
臼
曲
（
即
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ち
政
治
の
方
針
）
に
関
す
る
籠
る
主
思
」
と
「
政
治
の
臓
約
を
最
も
有
効
に

達
し
得
べ
き
政
権
運
用
の
方
法
に
関
す
る
或
る
主
義
」
と
を
区
別
し
、
後
者
、

す
な
わ
ち
政
治
の
形
式
的
組
織
に
関
す
る
主
義
を
憲
政
の
本
義
と
し
て
説
い

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
、
吉
野
的
用
語
に
従
え

ば
、
政
治
の
形
式
的
組
織
に
関
す
る
主
義
に
当
る
も
の
が
、
浮
田
の
所
調
憲

法
問
題
、
す
な
わ
ち
「
立
憲
思
想
の
普
及
」
に
よ
っ
て
「
憲
政
飼
業
の
美
」

を
済
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
、
す
な
わ
ち
政
治
の
実
質
的
臼
的

に
関
す
る
主
義
に
当
る
も
の
が
、
祉
会
問
題
の
解
決
と
帝
澱
主
義
の
実
現
を

期
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
え
よ
う
。
簡
単
に
雷
え
ば
、
浮
田
は
、
政
権
運
用

の
方
法
と
し
て
は
立
憲
制
を
と
り
、
政
治
の
潤
的
と
し
て
は
、
帝
国
主
義
と

社
会
問
題
の
解
決
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
浮
田
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
　
「
第
二
十
世
紀
の
大
問
題
は
最
早
や
憲
法
問
題
に
非
ず
し
て
広
義
の
行

政
問
題
な
り
扁
と
欝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
主
た
る
関
心
は
、
右

に
挙
げ
た
よ
う
な
政
治
欝
的
を
如
何
に
し
て
達
成
す
る
か
と
い
う
政
策
の
問

題
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
政
策
問
題
に
触
れ
る
前
に
、
こ
こ
で
少
し
く
彼
の
断
篇
憲
法
問
題
に
触
れ

て
お
き
た
い
。
浮
田
は
、
上
杉
慎
吉
・
美
濃
部
達
古
の
憲
法
論
争
を
論
評
し

た
論
説
に
、
　
「
無
用
な
る
憲
法
論
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
て
い
る
（
『
太
陽
隠

大
蕉
元
年
一
〇
月
号
）
。
浮
田
は
、
無
用
と
い
い
な
が
ら
、
論
評
を
通
じ
て
論

争
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
、
　
「
美
濃
部
博
士
の
解
説
は
上

杉
博
士
よ
り
も
穏
健
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
蘇
護
法
は
上
杉
博
士
よ
弓
も
科

学
的
で
あ
る
」
と
し
て
、
美
濃
部
学
説
に
賛
意
を
表
し
な
が
ら
も
、
美
濃
部

が
国
体
と
政
体
を
区
別
し
な
い
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
、
欝
本
は
聖
体
と

し
て
は
看
主
圏
体
、
政
体
と
し
て
は
立
憲
政
体
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
浮

田
に
と
っ
て
、
上
杉
的
な
天
皇
親
政
説
か
、
美
濃
部
的
な
天
皇
機
関
説
か
、

と
言
う
こ
と
は
や
は
り
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
し
、
黒
体
と
政
体
と
を
区
別

す
る
こ
と
も
十
分
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
彼
は
敢
て

「
無
用
な
る
憲
法
論
」
と
題
し
た
の
で
あ
る
。

　
浮
田
が
、
憲
法
問
題
を
文
字
通
り
無
謬
の
も
の
と
見
る
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
は
、
彼
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
院
権
限
問
題
に
注
為
し
て
い
た
こ
と
に
も

示
さ
れ
る
。
「
藷
粥
政
界
の
前
途
」
（
凹
太
陽
隠
明
治
四
脳
年
二
月
号
）
は
、
イ

ギ
リ
ス
で
、
上
院
の
予
算
案
否
認
権
を
法
律
に
よ
っ
て
廃
止
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
議
会
政
治
の
本
家
本

元
扁
で
あ
る
寒
国
で
上
院
の
権
限
が
今
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
行
く
か
は
、

日
本
の
貴
族
院
を
ど
う
考
え
る
か
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
憲
法
問
題
は
既
に

解
決
ず
み
、
と
か
、
無
用
と
か
言
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
「
英
国
政
界
の
筋
途
」

と
い
う
論
説
は
書
か
れ
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
留
学
中
の
吉
野

俘
造
も
、
こ
の
問
題
の
成
り
行
き
に
注
目
し
て
い
た
。

　
浮
田
が
比
例
代
表
制
を
案
漏
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
こ
で
今
一
度
触
れ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
比
例
代
表
制
を
主
張
し
た
の
は
、
　
「
社
会
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多
数
者
の
為
め
の
み
な
ら
ず
其
の
少
数
港
の
為
に
も
教
育
若
し
く
は
救
済
の

方
法
を
完
備
し
、
以
て
真
に
社
会
全
体
の
進
歩
発
達
を
期
」
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
（
「
二
＋
世
紀
の
憲
法
問
題
」
）
。
浮
田
が
、
「
少

数
看
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
の
か
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
彼
が
比
例
総
総
制
に
よ
る
少
数
者
の
利
益
擁
護
を
「
第
二

十
世
紀
に
於
け
る
憲
法
政
治
の
最
大
要
務
な
り
と
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
見
て
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
社
会
闘
題
の
解
決
と
は
無
関
係
で
は
あ
り

得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
浮
田
に
と
っ
て
は
、
社
会
問
題
の
解
決
と
い

う
憲
政
の
資
的
と
、
普
選
・
比
例
代
衰
鰯
と
い
う
憲
政
の
方
法
と
は
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
浮
田
が
単
に
行

政
問
題
だ
け
を
電
視
し
て
、
憲
法
問
題
を
無
用
と
し
て
い
た
と
は
な
し
難
い

の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
浮
田
が
、
敢
て
「
無
用
な
る

憲
法
論
」
と
潔
い
、
二
十
世
紀
の
大
問
題
を
憲
法
問
題
で
は
な
く
て
行
政
問

題
だ
と
言
っ
て
い
る
所
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
浮
田
に
と
っ
て
の
国
際
問
題
や

社
会
問
題
が
持
つ
重
大
さ
が
、
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ

と
が
出
来
る
と
思
う
。
天
皇
親
政
説
も
天
豊
機
関
説
も
、
も
し
翻
際
問
題
や

社
会
問
題
解
決
の
具
体
策
を
示
し
得
な
い
な
ら
ば
、
一
体
何
の
意
味
が
あ
る

の
か
、
そ
れ
が
浮
田
の
雷
い
た
い
所
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
そ
れ
で
は
、
浮
田
の
政
策
は
何
で
あ
っ
た
か
。
　
「
百
年
前
の
世
界
と
百
年

後
の
世
界
」
　
（
㎎
太
陽
』
明
治
閥
五
年
一
湾
号
）
で
彼
は
、
二
十
世
紀
の
問
題
と

し
て
社
会
問
題
・
婦
人
聞
題
・
人
種
問
題
・
平
稗
問
題
を
あ
げ
、
欧
米
諸
国

で
は
普
選
問
題
な
ど
は
解
決
ず
み
で
、
　
「
此
上
多
数
人
民
が
其
の
幸
福
を
増

進
す
べ
き
手
段
は
其
の
得
た
る
参
政
権
を
活
歯
し
て
社
会
政
策
を
行
う
可
き

こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
土
語
問
題
解
決
の
た
め
に
、
　
「
赴
会
公
共

の
利
益
」
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
普
選
に
基
づ
く
社
会
政
策
の
実
行
で
あ

っ
た
。

　
他
方
、
今
一
つ
浮
田
に
と
っ
て
の
重
大
問
題
は
国
際
聞
題
、
即
ち
帝
繍
主

義
諸
国
間
の
対
立
の
問
題
で
あ
っ
た
。
倫
理
的
と
言
い
、
平
和
の
競
争
に
万

国
と
麟
督
す
る
と
言
う
浮
田
は
、
一
応
、
武
断
的
な
侵
略
主
義
者
と
は
区
別

さ
れ
る
。
し
か
し
、
浮
田
が
帝
国
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ

る
。
彼
は
「
行
政
及
税
制
の
根
本
的
改
革
」
　
（
『
太
賜
隔
明
瀬
組
五
年
六
月
号
）

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
昨
年
以
来
支
那
の
革
命
は
外
麟
よ
り
兵
力
上
の
干
渉
を
恐
れ
た
が
財
力

　
上
の
干
渉
を
歓
遡
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
臼
本
が
官
民
共
に
袖
手
傍
観

　
の
位
置
に
立
っ
て
已
む
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
の
は
全
く
財
力
欠
乏
の
結
果

　
で
あ
る
。
　
（
中
略
）

　
　
今
日
我
国
の
政
治
に
欠
く
可
か
ら
ざ
る
も
の
は
第
一
に
財
力
、
第
二
も

　
財
力
、
第
三
も
財
力
と
い
う
被
き
で
あ
る
。

門
東
洋
最
初
の
共
和
岡
」
　
（
『
太
陽
』
明
治
四
五
年
二
月
号
）
で
、
中
国
革
命
に
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対
す
る
不
干
渉
を
説
い
て
い
る
浮
田
で
あ
る
が
、
中
国
に
対
す
る
経
済
的
進

出
の
た
め
に
も
、
行
財
制
の
整
理
を
要
求
す
る
浮
田
で
も
あ
っ
た
。
浮
田
が
、

い
か
に
し
て
実
業
道
徳
の
理
想
を
糞
現
す
る
か
を
即
題
と
し
　
（
「
将
来
の
蒲
本

に
関
す
る
三
大
疑
問
」
『
太
陽
』
明
治
四
～
年
　
月
号
）
、
日
本
人
の
賃
幣
観
念
が

改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
き
（
「
日
本
人
の
道
徳
観
念
」
『
太
陽
』

明
君
四
二
年
＝
月
号
）
、
武
士
道
は
商
工
業
の
発
展
に
必
要
な
る
実
業
道
徳
を

養
成
す
る
こ
と
が
鐵
来
な
い
と
批
判
し
た
　
（
「
武
士
道
に
関
す
る
三
種
の
見
解
」

『
太
陽
撫
明
治
四
三
年
七
月
号
）
こ
と
な
ど
は
、
何
れ
も
、
　
旧
思
想
に
対
す
る

批
判
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
帝
国
主
義
的
発
展
に
つ
な
が
る
も
の
で
も

あ
る
。
教
蕎
の
革
新
は
、
浮
田
が
立
憲
思
想
の
普
及
の
た
め
に
力
説
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
当
然
彼
の
政
治
目
的

の
実
現
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
明
治
四
三
年
五
月
号
の
階
、
太
陽
し
に
は
、
某
貴
族
院
議
員
談
と
し
て
「
騨

民
政
治
思
想
の
現
状
及
促
進
法
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
私
の
希

望
は
今
後
の
政
党
は
外
に
対
し
て
は
帝
国
主
義
、
内
に
対
し
て
は
社
会
政
策

と
云
う
二
大
綱
臼
を
提
げ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

支
配
階
級
の
意
図
を
端
的
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
民
本
主
義
者
浮
田

和
民
の
政
治
臨
的
が
右
の
二
つ
に
外
な
ら
な
か
っ
た
事
は
既
に
見
て
来
た
遡

り
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
つ
は
、
単
に
浮
田
和
民
の
政
治
霞
的
で
あ
っ
た

だ
け
で
な
く
て
、
畏
本
主
義
者
に
共
屯
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

吉
野
作
造
が
、
脱
本
主
義
を
政
治
の
形
式
的
組
織
に
関
す
る
主
義
と
政
治
の

実
質
的
至
聖
に
関
す
る
主
義
と
に
分
け
て
、
前
者
を
狭
義
の
写
本
主
義
と
し

て
説
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
吉
野
が
政
治

の
実
質
的
目
的
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

吉
野
の
著
作
を
通
観
す
る
な
ら
ば
、
彼
も
亦
、
帝
国
主
義
と
社
会
政
策
を
二

大
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
吉
野
作
造
と
福

田
徳
三
を
中
心
と
す
る
黎
明
会
（
大
正
七
年
十
二
月
結
成
）
に
集
ま
っ
た
人
々

の
共
通
的
日
標
も
亦
、
帝
城
主
義
と
社
会
政
策
の
二
つ
で
あ
っ
た
。

　
民
本
主
義
な
る
も
の
を
、
単
に
普
選
要
求
、
政
党
内
閣
の
要
求
、
或
は
天

皇
制
と
の
関
係
、
貨
族
院
論
等
に
於
い
て
聞
題
と
す
る
な
ら
ば
、
言
い
か
え

れ
ば
、
空
室
主
義
を
単
に
議
会
制
民
輩
主
義
の
要
求
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
嵐
虫
民
権
期
に
幽
尽
し
て
い
た
も
の
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
藤
詮
そ

れ
は
二
番
せ
ん
じ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
慮
由
民
権
期
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
…
期
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
前
港

が
日
本
の
産
業
革
命
以
前
の
特
番
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
既
に
属
本

が
膨
照
主
義
段
階
に
入
っ
て
い
た
時
期
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
故
に

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
…
は
、
ブ
ル
ジ
箪
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
抗
争
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
そ
し
て
民
本
主
義
は
、

ブ
ル
ジ
箪
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
…
の
理
論
と
し
て
、
明
ら
か
に
社
会
圭
義
と
の

対
抗
を
意
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
民
本
主
義
を
特
色
づ
け
る
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も
の
、
民
本
主
義
者
が
採
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
、
は
帝
岡
主
義
と
社

会
政
策
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
浮
田
が
、
憲
法
問
題
よ

り
も
行
政
問
題
と
言
っ
た
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
。

　
浮
田
の
二
つ
の
目
標
、
帝
国
主
義
と
社
会
政
策
が
謡
本
主
義
者
に
共
通
す

る
目
標
で
あ
る
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
し
て
彼
が
こ
の
二
つ
の
醤
標
を
達
成

す
る
た
め
の
政
治
組
織
と
し
て
の
立
憲
制
に
つ
い
て
の
啓
蒙
活
動
に
尽
力
し

た
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
浮
田
を
民
本
主
義
者
と
し
て
の
先
駆
的
な
役
割
を
果

し
た
人
物
の
一
人
と
考
え
る
こ
と
は
、
十
分
理
歯
の
あ
る
こ
と
と
思
う
。
〔
な

お
、
同
様
な
役
割
を
果
し
た
一
人
と
し
て
、
永
井
柳
太
郎
を
あ
げ
る
こ
と
が

鵡
来
る
と
患
う
。
永
井
に
つ
い
て
は
、
「
民
本
主
義
港
と
し
て
の
永
井
柳
太

郎
扁
　
凹
岡
由
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
二
号
に
触
れ
て
お
い
た
。
参
照
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
〕

二
　
浮
田
和
民
の
社
会
政
策

　
浮
田
は
前
掲
「
落
年
前
の
世
界
と
百
年
後
の
没
界
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
た
。

　
　
社
会
問
題
は
資
本
家
と
労
働
者
と
の
勢
力
開
題
で
あ
る
。
婦
人
闇
題
は

　
男
性
と
女
性
と
の
勢
力
問
題
で
あ
る
。
人
種
問
題
は
優
等
入
種
と
劣
等
人

　
種
と
の
勢
力
闘
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
勢
力
の
対
抗
関
係
か
ら
生
れ
て
来
る
諸
問
題
に
対
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
の
イ
ズ
ム
が
社
会
を
風
靡
す
る
。
前
掲
「
将
来
の
貸
本
に
関
す
る

三
大
疑
渋
し
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
社
会
に
は
礪
洋
の
新
思
想
注
入
せ
ら
れ
、
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
、
ニ
イ
チ

　
ェ
主
義
、
社
会
主
義
、
無
政
府
主
義
等
混
然
と
し
て
青
年
の
思
想
を
撹
乱

　
し
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
る
。
　
（
中
略
）

　
　
吾
人
の
希
望
は
我
が
教
育
の
基
礎
と
し
て
一
般
に
教
育
勅
語
を
奉
戴
す

　
る
と
間
晦
に
憲
法
の
明
文
に
よ
り
て
日
本
憲
法
の
由
来
、
意
義
、
精
神
及

　
び
理
想
を
入
民
に
理
解
せ
し
め
我
が
国
体
の
神
聖
な
る
が
如
く
此
の
憲
法

　
の
神
墾
な
る
所
以
を
知
ら
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
此
の
憲
法
の
実
現
及
び

　
発
達
は
我
が
圏
体
を
永
遠
無
窮
な
ら
し
む
る
唯
一
の
制
度
な
れ
ば
、
我
が

　
国
体
を
重
ん
ず
る
も
の
は
此
の
憲
法
を
神
盈
と
し
、
其
の
実
行
と
円
満
な

　
る
発
達
と
を
希
が
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
、
浮
田
に
と
っ
て
は
、
臼
本
憲
法
の
理
想
を
理
解
し
、
そ
の
実
現
と
発

達
に
努
め
る
こ
と
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
、
ニ
ー
チ
ェ
主
義
、
社
会
主
義
、

無
政
階
主
義
等
に
対
抗
す
る
所
以
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
諸
々
の
イ
ズ
ム
、

就
中
、
社
会
主
義
に
対
抗
し
得
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
憲
政
の
発
達
が

社
会
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
の
理
想

を
説
く
に
は
、
社
会
問
題
解
決
の
た
め
の
呉
体
策
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
で
は
浮
田
の
呉
体
策
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
浮
田
が
選
挙
権
の
拡
張
を
説
い
た
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
選
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挙
権
の
拡
張
、
ひ
い
て
は
普
選
の
実
現
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
あ
っ

て
は
労
働
者
や
小
作
農
に
参
政
権
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
ま

た
、
そ
れ
は
社
会
主
義
政
党
の
出
現
の
可
能
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

市
村
光
二
心
は
　
「
鼎
越
挙
権
拡
張
は
す
べ
き
か
」
　
（
『
太
陽
』
明
治
四
三
年
四
月
琴
）

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
益
し
普
通
選
挙
の
直
接
の
結
果
は
、
労
働
者
に
参
政
権
を
与
う
る
こ
と

　
と
な
れ
ば
な
り
（
中
略
）
。
労
働
者
の
参
政
は
、
又
種
々
の
弊
害
を
伴
う
（
中

　
略
）
。
一
濁
の
生
存
と
稲
容
れ
ざ
る
が
如
き
主
義
を
懐
抱
す
る
政
党
の
発
生

　
す
る
こ
と
画
論
な
り
（
中
略
）
。
特
に
第
猛
の
事
実
は
、
今
臼
列
国
と
競
争

　
の
地
位
に
立
つ
上
に
於
て
、
最
も
恐
る
べ
き
現
象
な
り
。

市
村
は
、
普
選
は
総
会
主
義
政
党
の
鵠
現
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
は
帝
圏
主
義

圏
雪
堤
に
と
っ
て
最
も
恐
る
べ
き
現
象
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
故
に
彼
は
、

労
働
者
が
参
政
権
を
要
求
し
、
　
「
之
を
与
う
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
不
穏
の
虞
あ

る
迄
に
至
ら
ば
甥
問
題
鳳
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
普
選
実
施
の
必
要
を
兇

な
い
と
断
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
普
選
に
対
す
る
反
動
側
の
考
え
方
を
最
も

端
的
に
表
閣
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
も
と
よ
り
、
浮
田
も
社
会
主
義
政
党
の
嵐
現
を
歓
迎
す
る
も
の
で
は
な
い
。

彼
は
「
将
来
の
政
党
」
　
（
『
太
陽
』
明
治
四
二
年
五
月
号
）
で
、
庭
面
に
「
階
級

的
競
争
を
事
と
す
る
政
党
の
無
き
は
実
に
其
の
幸
運
な
り
と
言
う
べ
し
」
と

述
べ
て
お
り
、
「
工
場
法
制
定
の
必
要
」
（
『
太
陽
』
明
治
潤
三
年
二
月
弩
）
で

は
、
工
場
法
を
制
定
し
な
け
れ
ば
、
　
「
社
会
に
無
銭
の
窮
民
を
増
旅
し
て
不

穏
な
る
社
会
党
の
勃
興
を
促
が
さ
ん
と
す
る
の
恐
れ
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

社
会
主
義
政
党
の
出
現
を
恐
れ
る
気
持
は
、
市
村
も
浮
田
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
市
村
と
浮
田
と
の
違
い
は
、
普
選
の
も
た
ら
す
結
果
に
つ
い
て

の
見
解
の
根
違
に
あ
る
。
市
村
も
普
選
の
利
益
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

市
村
に
よ
れ
ば
普
選
の
利
益
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
が
自
衛
の
道
を
講

じ
得
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
前
掲
「
選
挙
権
拡
張
は
す
べ
き
か
」
に
は
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
労
働
者
に
代
表
権
な
き
所
に
は
、
議
会
が
労
働
者
の
利
益
を
無
視
す
る

　
は
通
則
な
り
。
我
工
場
法
案
が
政
友
会
の
不
同
意
に
依
り
て
、
提
出
を
見

　
合
わ
さ
れ
た
る
が
如
き
、
亦
二
一
の
理
由
に
出
づ
。
政
党
が
労
働
者
の
利

　
益
を
眼
中
に
置
か
ず
、
商
工
業
者
の
鼻
息
を
窺
う
に
汲
々
た
り
と
せ
ば
、

　
普
通
選
挙
に
依
り
て
、
労
働
者
階
級
に
自
衛
の
道
を
講
ぜ
し
む
る
こ
と
必

　
要
な
ら
ん
。

右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
市
村
は
、
労
癖
者
に
参
政
権
が
な
け
れ
ば
、
議
会
が

労
働
者
の
利
益
を
無
視
す
る
の
は
通
則
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
に
も
拘

わ
ら
ず
、
彼
は
普
選
と
な
れ
ば
社
会
主
義
政
党
の
出
現
を
必
至
と
見
て
、
労

働
着
階
級
の
自
衛
の
道
を
犠
姓
に
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
市
村

に
は
、
日
本
の
議
会
を
「
労
働
者
の
利
益
を
無
視
す
る
」
ま
ま
に
放
置
し
て

お
く
の
も
已
む
を
得
な
い
と
す
る
冷
酷
さ
が
あ
っ
た
。
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本主義の誕生（宮本）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
浮
醐
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
　
「
参
政
権
を
活
用
し
て
社

会
政
策
を
行
う
」
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
工
場
法
を
制
定
し
な
け

れ
ば
「
不
穏
な
る
社
会
党
の
勃
興
」
を
促
す
恐
れ
あ
り
と
述
べ
て
い
る
こ
と

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
社
会
政
策
的
立
法
に
よ
っ
て
「
不
穏
な
る
社
会
党
の

勃
興
扁
を
避
け
得
る
と
考
え
て
い
る
。
普
選
専
社
会
政
策
↓
階
級
政
党
出
現

阻
応
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
は
、
勿
論
、
普
選
を
革
命
の

安
全
弁
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
普
選
を
革
命
の
安
金

弁
と
す
る
の
は
市
村
と
て
も
間
様
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
市
村
は
、
労

働
着
に
参
政
権
を
与
え
な
け
れ
ば
不
穏
の
虞
が
あ
る
よ
う
に
な
れ
ば
別
問
題

だ
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
革
命
が
起
り
そ
う
に

な
れ
ば
安
全
弁
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
浮
田

の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
は
主
観
的
に
は
社
会
政
策
が
「
多
数
人
民

が
其
の
錦
部
を
増
進
す
べ
き
手
段
し
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
前
掲
h
胃
年
前

の
世
界
と
百
年
後
の
世
界
」
）
。
社
会
政
策
が
真
に
多
数
人
民
の
幸
幅
を
増
進
す

る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
穏
な
る
社
会
党
の
勃
興
す
る
筈
は
な
い
。
こ
れ

が
浮
田
の
考
．
え
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
浮
田
は
比
鋼
代
表
制
を
主
張
し
た
。
そ
れ
は
多
数
巻

の
た
め
に
小
数
者
の
利
益
が
犠
牲
に
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
制
度
的
傑
証
を
求

め
て
い
る
も
の
と
喪
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
浮
田
が
少
数
者
の
立
場
に
身

を
縫
い
て
考
え
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
雷
っ
て
よ
か
ろ

う
。
ま
た
こ
れ
も
前
述
し
た
レ
出
う
に
、
浮
田
は
社
会
問
題
・
婦
上
聞
題
・
入

種
問
題
を
、
対
立
す
る
一
一
つ
の
勢
力
の
対
抗
の
聞
題
で
あ
る
と
毘
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
た
て
方
も
、
浮
田
が
労
働
者
・
婦
人
・
劣

等
人
種
の
立
場
に
身
を
縫
い
て
考
え
る
姿
勢
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

勿
論
、
浮
田
が
労
忍
者
階
級
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
が
、

少
く
と
も
彼
が
一
応
労
働
春
陰
に
身
を
恥
い
て
社
会
問
題
を
考
え
る
こ
と
が

出
来
る
入
間
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
よ
い
と
思
う
。
彼
が
工
場
法
の
制
定
を

必
要
と
考
え
た
の
も
、
　
単
に
祉
会
党
出
現
阻
止
の
た
め
で
は
な
い
。
　
前
掲

「
工
場
法
制
定
の
必
要
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
法
穣
を
以
て
労
働
を
制
限
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
所
以
は
資
本
家
若
く
は

　
雇
主
の
常
識
に
放
任
す
可
か
ら
ざ
る
重
大
の
理
由
あ
る
が
認
め
な
り
。
資

　
本
家
若
く
は
雇
主
の
良
心
及
び
人
情
は
工
業
上
の
生
存
競
争
に
対
し
て
甚

　
だ
薄
弱
な
る
こ
と
、
墓
実
上
及
び
理
論
上
争
う
可
か
ら
ざ
る
所
な
り
。

議
会
が
労
働
者
の
利
益
を
無
視
す
る
ま
ま
に
放
剥
す
る
市
村
と
、
資
本
家
、

雇
主
の
常
識
に
放
任
す
可
か
ら
ず
と
す
る
浮
田
の
違
い
が
、
普
選
の
効
用
に

つ
い
て
の
見
解
の
相
異
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
市
村
は
反
動
的
立
場
を
代

表
し
、
浮
田
は
民
本
主
義
を
代
表
す
る
。

　
浮
田
が
労
鋤
猫
型
に
身
を
置
い
て
考
え
る
以
上
、
工
場
法
の
制
定
の
み
な

ら
ず
、
　
労
働
者
の
団
結
の
自
由
が
主
張
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
　
彼
は

「
教
育
上
の
立
憲
制
度
」
　
（
『
太
陽
』
明
治
四
二
年
九
月
母
）
で
そ
れ
を
述
べ
、
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ま
た
前
掲
「
工
場
法
制
定
の
必
要
」
で
も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
労
働
者
が
平
和
に
慮
己
の
要
求
を
貫
徹
す
る
の
道
は
唯
だ
二
つ
あ
る
の

　
み
な
り
。
　
一
は
隅
業
組
合
を
継
織
し
て
労
働
者
相
互
に
補
助
し
、
資
本
家

　
と
異
議
を
生
ず
る
場
合
に
は
資
本
家
の
代
表
者
と
同
業
組
含
の
代
表
者
と

　
協
議
調
停
を
為
す
の
方
法
遮
れ
な
り
。
而
し
て
他
の
一
は
工
場
条
例
を
設

　
け
て
婦
人
及
び
小
児
の
労
働
を
制
限
し
又
た
必
要
に
応
じ
て
一
般
の
労
働

　
潜
に
保
護
を
与
う
る
の
方
法
即
ち
疑
れ
な
り
。

浮
田
に
と
っ
て
、
工
場
条
例
の
制
定
と
労
働
組
合
の
公
認
と
が
、
労
働
鴛
の

た
め
の
、
祉
会
政
策
的
立
法
の
二
つ
の
枝
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

三
　
大
逆
事
件
と
韓
国
併
合

　
社
会
問
題
と
騨
際
問
題
と
を
自
己
の
課
題
と
す
る
浮
薄
和
民
に
と
っ
て
、

明
治
四
三
年
に
お
こ
っ
た
大
逆
事
件
と
厚
薄
併
合
と
が
持
つ
意
義
は
重
大
な

も
の
が
あ
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
、
浮
田
な
ら
ず
と
も
、
民
本
主
義
春
な
ら
ず
と

も
、
重
大
な
意
義
を
持
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
）
。

　
先
ず
大
逆
事
件
か
ら
見
て
行
こ
う
。
　
「
政
府
及
び
議
会
の
大
責
任
」
（
『
太

陽
』
明
治
四
四
年
二
月
幕
）
に
よ
れ
ば
、
大
逆
事
件
の
責
任
の
一
つ
は
「
社
会

主
義
に
対
す
る
処
羅
宜
し
き
を
得
ず
し
て
此
の
重
大
事
件
を
激
成
し
た
」
政

府
に
あ
り
、
一
つ
は
「
公
共
の
利
益
を
忘
れ
鮭
会
闇
米
を
忽
せ
に
し
た
為
め
、

斯
る
不
敬
事
件
を
乗
然
に
防
止
」
出
来
な
か
っ
た
議
会
及
び
各
政
党
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
に
鰐
す
る
責
任
の
追
求
は
「
社
会
主
義
及
無
政
府
主

義
に
対
す
る
憲
政
上
の
疑
義
」
（
『
太
陽
』
明
治
四
四
年
三
月
号
及
び
五
月
考
）
で

は
、
一
層
き
び
し
い
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
不
幸
に
し
て
従
来
社
会
主
義
に
対
す
る
政
府
の
取
締
り
は
常
規
を
逸
し
、

　
立
憲
闘
に
於
て
有
る
ま
じ
き
追
害
の
行
為
に
遷
り
、
　
一
時
難
な
く
社
会
主

　
義
者
の
団
体
及
び
其
の
運
動
を
撲
減
し
た
其
の
結
果
は
一
層
危
険
な
る
秘

　
密
運
動
を
発
生
し
、
前
の
図
会
主
義
者
中
そ
の
極
端
激
烈
な
る
分
子
は
何

　
時
し
か
無
政
府
主
義
に
変
形
し
、
遂
に
今
世
の
大
逆
事
件
を
惹
起
し
た
次

　
第
で
あ
る
。

社
会
主
義
に
対
す
る
取
締
り
の
行
き
過
ぎ
が
、
運
動
を
一
層
危
険
な
も
の
と

し
た
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
誰
で
も
言
い
そ
う
な
事
に
過
ぎ
な
い
が
、
浮
田

の
批
判
で
注
口
さ
れ
る
の
は
、
　
「
立
憲
国
に
以
て
有
る
ま
じ
き
追
害
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
主
義
取
締
り
を
憲
政
上

の
下
船
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
齋
の
論
説
か
ら
今
少
し
引
用
す

れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
立
憲
国
の
政
府
と
し
て
社
会
主
義
及
び
無
政
府
主
義
に
対
す
る
如
何
な

　
る
方
針
を
取
る
可
き
乎
と
い
う
こ
と
（
中
略
）
是
れ
は
難
問
題
で
あ
っ
て
、

　
実
際
憲
法
政
治
の
死
活
に
関
す
る
大
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
X
　
　
　
　
　
　
　
×

　
　
例
え
ば
社
会
主
義
者
と
い
う
嫌
疑
の
為
め
に
教
員
の
職
を
免
じ
若
し
く
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は
任
官
の
機
会
を
与
え
ず
、
或
は
其
の
嵩
版
、
集
会
、
結
社
の
嶽
由
を
拒

　
み
た
る
こ
と
あ
り
と
せ
ば
娘
何
。
其
の
表
瀟
の
口
実
は
如
何
に
も
致
せ
、

　
実
際
以
上
の
如
き
事
実
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
帝
国
に
於
け
る
社
会

　
主
義
者
は
帝
国
憲
法
上
の
特
権
を
奪
わ
れ
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
桂
内
閣
が
右
の
よ
う
な
意
味
で
非
立
憲
的
内
閣
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
、

そ
の
後
の
浮
田
の
論
説
を
一
貫
し
て
い
る
。
例
え
ば
内
閣
更
迭
後
の
も
の
で

あ
る
が
「
ジ
ャ
パ
ン
メ
ー
ル
記
者
に
答
う
」
　
（
呪
太
陽
』
明
治
西
四
年
十
二
月
号
）

で
は
、
　
「
桂
内
閣
を
非
難
す
る
訳
は
、
彼
の
内
閣
が
警
察
権
を
語
用
し
て
憲

法
上
の
規
定
を
破
心
し
た
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
民
間
の
各
政
党
と
も
社
会

高
義
・
無
政
府
主
義
の
嫌
疑
若
く
は
攻
撃
を
受
け
政
権
に
近
づ
く
時
期
の
遠

く
な
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
、
憲
法
上
の
闇
題
で
桂
内
閣
の
責
任
を
問
わ
な
か
っ

た
の
は
卑
劣
で
あ
る
扁
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
第
三
次
灌
内
閣
と
憲
政

の
大
義
」
　
（
『
太
陽
』
大
正
二
年
エ
月
号
）
で
は
、
　
…
円
、
中
央
公
論
㎝
新
年
号
や
石

川
一
二
圏
郎
著
「
蕉
洋
社
会
運
動
史
掃
が
発
売
禁
止
と
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
、

撞
内
閣
の
叢
論
弾
圧
に
厳
し
く
抗
議
し
、
　
門
予
は
衷
心
よ
り
憲
政
擁
護
会
又

は
金
国
同
志
諦
者
大
会
等
の
勃
興
し
た
の
を
喜
ぶ
、
否
な
寧
ろ
其
の
勃
興
の

早
か
ら
ざ
り
し
を
憾
む
も
の
で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
浮
田
に
と
っ
て
は
、
社
会
主
義
に
落
し
て
ど

の
よ
う
な
方
針
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
、
憲
政
死
活
の
問
題
と
考
え

ら
れ
た
。
大
逆
事
件
が
、
彼
に
そ
れ
を
憲
政
死
活
の
闘
題
と
考
え
さ
せ
た
と

言
え
よ
う
。
そ
の
故
に
彼
は
警
察
権
力
を
以
て
社
会
主
義
者
を
弾
辞
し
た
種

内
観
を
厳
し
く
批
判
し
、
飽
く
ま
で
そ
の
責
任
を
追
求
し
た
。
議
会
・
政
党

も
ま
た
そ
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
普
選
と
は
労
働
者

・
小
作
農
が
参
政
権
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
た
よ
う
に
、
言
論
・
著
作
印
行

・
集
会
・
結
社
の
自
由
と
は
、
社
会
主
義
者
が
馬
車
の
自
由
を
持
ち
結
社
の

自
由
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
た
。
「
日
本
臣
民
ハ
（
中
略
）
均
ク
文
武
官
二
任

セ
ラ
レ
及
其
ノ
他
ノ
公
務
二
幅
ク
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
明
治
憲
法
第
幸
九
条

の
規
定
は
、
社
会
主
義
者
に
対
す
る
例
外
的
取
扱
い
を
許
す
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。
大
逆
事
件
腹
後
の
浮
田
の
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
民
本

主
義
者
の
真
誤
嚥
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
年
吉
野
が
評
し
た
よ
う

に
、
天
下
の
読
書
生
の
渇
稗
の
中
心
た
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
大
逆
事
件
は
、
浮
田
に
憲
政
擁
護
の
、
と
言
う
よ
り
は
憲
政
の
実
現
と
発

達
と
が
急
務
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
よ
り
痛
切
に
感
得
さ
せ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
社
会
主
義
者
に
対
す
る
弾
圧
に
厳
し
い
抗
議
を
な
さ

し
め
た
の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
人
熱
も
社
会
主
義
政
党
の
調
帯
を

喜
ぶ
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
社
会
主
義
者
も
結
祉
の
自
認
を
持
つ
が
、
社

会
主
義
政
党
が
出
来
ぬ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
政
府
が
社
会
主
義
に
対
す

る
何
等
か
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
は
、
浮
図
の
反
対
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

聞
題
は
そ
れ
が
立
憲
的
で
あ
る
か
否
か
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
浮
田
が
第
二

次
西
園
寺
内
閣
の
三
教
会
同
を
支
持
し
た
こ
と
が
注
昌
さ
れ
よ
う
。
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第
二
次
西
園
寿
内
閣
は
、
大
逆
事
件
後
の
一
つ
の
対
策
と
し
て
神
道
・
仏

教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
三
教
の
会
同
を
企
て
、
明
治
四
五
年
二
月
昔
五
五
に
そ

の
実
現
を
見
た
。
浮
田
は
「
内
務
省
の
宗
教
方
針
扁
（
燭
太
陽
』
明
治
騰
五
年
三

月
号
）
で
こ
れ
を
論
じ
た
が
、
　
「
我
輩
平
生
の
持
論
は
大
略
床
次
君
と
岡
一

で
あ
る
」
と
述
べ
、
三
教
会
同
の
推
進
者
で
あ
っ
た
床
次
内
務
次
官
の
考
え

を
支
持
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
次
に
上
げ
る
よ
う
な
所
に
あ
っ
た
（
た
だ

し
、
浮
田
は
神
道
を
儒
教
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
二
月
廿
五
日
以
前
の
計
画

段
階
の
執
筆
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
）
。

　
　
教
育
者
若
く
は
政
治
家
が
此
の
三
教
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
其
の
感
化

　
に
よ
り
て
社
会
道
徳
の
基
礎
を
確
実
な
ら
し
め
ん
と
す
る
の
は
当
然
の
事

　
で
あ
ろ
う
。
信
仰
の
自
由
を
妨
げ
ざ
る
範
囲
に
於
て
政
府
が
是
等
の
宗
教

　
に
依
頼
す
る
こ
と
は
何
の
不
都
合
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
（
中
略
）

　
　
今
や
当
局
者
は
直
接
警
察
権
に
よ
っ
て
危
険
思
想
の
取
り
締
り
を
為
す

　
愚
策
を
棄
て
、
間
接
宗
教
に
よ
っ
て
岡
民
道
徳
の
漁
業
を
計
ら
ん
と
し
つ

　
つ
あ
る
は
穏
当
な
る
政
策
で
あ
る
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
浮
田
が
宗
教
に
よ
る
国
民
道
徳
の
漏
養
を
考
え
た
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
浮
爾
の
所
謂
立
憲
的
と
い
う
こ
と
の
半
面
を
う
か
が

わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
、
浮
田
が
カ
…
ネ
ギ
ー
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
両
財
繊
や
大
原
孫
三
郎

を
高
く
評
価
し
た
こ
と
も
、
警
察
権
力
に
頼
ら
な
い
社
会
主
義
対
策
と
し
て
、

心
あ
る
資
本
家
に
か
け
た
浮
田
の
期
待
を
示
す
も
の
と
し
て
注
賠
さ
れ
る
。

カ
ー
ネ
ギ
ー
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
の
紹
＾
介
は
「
窟
の
福
立
田
」
　
（
『
太
陽
』
明
治

四
隣
年
三
月
号
）
に
見
え
て
お
り
、
大
原
孫
三
郎
は
「
第
二
十
世
紀
式
の
公
共

事
業
象
」
　
（
『
太
陽
』
明
治
四
丁
年
二
月
号
）
で
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
後

老
で
浮
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
余
は
氏
の
如
き
公
法
的
精
神
を
以
て
全
国
の
篤
志
家
が
地
方
の
教
育
、

　
念
望
の
改
良
、
工
業
の
発
展
に
尽
力
す
る
な
ら
ば
、
今
後
我
国
に
起
り
来

　
ら
ん
と
す
る
社
会
問
題
を
未
然
に
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
思
う

　
た
。

　
大
逆
事
件
が
浮
田
に
国
内
的
危
機
を
感
得
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
韓
国
併

合
は
彼
に
散
際
的
な
ら
び
に
国
内
的
危
機
を
感
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

浮
田
に
と
っ
て
は
「
轍
界
に
於
け
る
日
本
の
運
命
は
、
一
歩
を
誤
ま
れ
ば
如

何
な
る
大
乱
跣
を
為
さ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
程
危
険
な
る
場
合
に
差
し
か
か
っ

て
扁
来
た
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
前
掲
「
政
府
及
び
議
会
の
大
責
任
」
）
。

　
そ
れ
で
は
浮
田
は
何
故
、
韓
園
併
会
が
日
本
帝
国
主
義
の
危
機
を
も
た
ら

し
た
と
考
え
た
の
か
。
そ
の
一
つ
は
、
日
本
帝
闘
主
義
に
対
す
る
列
国
の
警

戒
心
を
強
め
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
前
掲
「
政
府
及
び
議
会
の
大
責
任
扁
で

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
昨
年
朝
鮮
を
併
合
し
た
こ
と
は
大
成
功
で
政
治
士
朝
鮮
改
新
の
実
も
挙

　
が
り
、
又
た
軍
事
上
日
本
の
位
縫
を
輩
醐
に
す
る
訳
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
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国
際
上
に
於
け
る
艮
本
の
位
置
は
却
て
列
国
の
恐
惰
と
猜
疑
と
を
増
長
せ

　
し
め
、
将
来
の
事
ま
だ
容
易
に
測
る
可
か
ら
ざ
る
形
勢
で
あ
る
。

例
え
ば
、
関
東
州
の
租
借
期
限
満
期
を
十
二
年
後
に
ひ
か
え
た
中
国
問
題
は

ど
う
な
る
か
（
浮
田
は
関
東
州
の
稚
気
期
限
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
お
り
、
中
国
の
臼
本
帝
国
主
義
に
対
す
る
警
戒
の
た
め
、
そ
の
外

交
交
渉
が
ス
ム
ー
ス
に
は
こ
ば
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
彼
は
、
後
に
問
題
と
な
っ
た
対
華
二
一
ケ
条
要
求
に
対
し
て
は

所
謂
五
号
要
求
だ
け
を
不
可
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
み
そ
れ
を

攻
繋
し
て
い
る
）
。
ま
た
、
　
ロ
シ
ア
は
ど
う
で
て
来
る
か
。
日
米
問
題
は
ど

う
な
る
か
。
浮
田
は
、
韓
国
併
禽
の
成
功
が
却
っ
て
国
際
的
に
海
砂
を
危
機

に
追
い
こ
む
こ
と
を
憂
慮
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
韓
国
併
合
後
に
起
る
可
能
性
の
あ
る
朝
鮮
独
立
運
動
に
対
す
る

憂
慮
で
あ
る
。
浮
田
は
「
朝
鮮
を
併
含
し
た
こ
と
は
大
成
功
」
と
述
べ
て
い

る
も
の
の
、
実
は
、
あ
の
よ
う
な
形
で
の
併
合
に
は
必
ら
ず
し
も
賛
成
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
壷
漿
併
合
の
効
果
如
何
」
（
『
太
腸
』

明
治
闘
三
年
一
〇
月
号
）
で
の
次
の
発
言
に
鴉
ら
か
で
あ
る
。

　
　
余
が
欄
人
と
し
て
の
理
想
は
今
田
韓
国
を
併
合
す
る
こ
と
を
為
さ
ず
、

　
従
来
の
保
護
関
係
を
継
続
し
、
将
来
韓
園
人
民
の
与
論
を
発
揮
し
、
恰
か

　
も
英
蘭
と
蘇
遥
遠
と
の
随
意
的
白
墨
を
為
し
た
る
時
の
如
く
、
其
結
果
永

　
久
日
韓
の
関
係
を
し
て
円
満
な
る
状
態
を
児
る
に
至
ら
し
め
ん
こ
と
な
り

　
き
。

つ
ま
り
、
将
来
、
絶
対
に
独
立
運
動
が
起
ら
な
い
よ
う
な
形
で
の
併
合
を
欲

し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
併
溢
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
独
立
運

動
は
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
朝
鮮
人
の
日
本
人
に
対
す
る
感
奮
は
幾
多
不
幸
の
記
憶
に
よ
り
て
容
易

　
に
融
和
す
可
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
（
中
略
）
。
朝
鮮
人
艮
の
知
識
啓
発
し
、

　
其
の
自
覚
の
増
進
す
る
に
従
い
如
何
な
る
政
治
的
現
象
を
呈
出
す
る
に
至

　
ら
ん
も
測
り
難
し
（
同
上
）
。

従
っ
て
韓
国
併
合
は
、
田
本
帝
国
主
義
が
朝
鮮
独
立
問
題
と
い
う
何
時
爆
発

す
る
か
分
ら
な
い
大
問
題
を
か
か
え
込
ん
だ
事
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
朝

鮮
聞
題
の
解
決
に
は
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
の
か
。
浮
田
も
日
韓
同
化
、
つ
ま
り
、

臼
本
人
・
朝
鮮
人
が
根
互
に
「
他
の
権
利
・
雲
隠
及
び
名
轡
を
尊
重
し
て
其

の
人
格
を
蔑
視
」
し
な
い
こ
と
、
　
「
朝
鮮
人
の
位
遣
を
し
て
寸
毫
内
地
人
と

異
な
る
こ
と
な
か
ら
し
め
る
」
こ
と
以
外
に
は
な
い
と
考
え
、
呉
体
的
に
は

「
朝
鮮
人
を
し
て
参
政
の
権
を
享
有
せ
し
め
、
帝
国
議
会
に
其
の
代
表
者
を

繊
だ
す
乎
、
若
し
く
は
朝
鮮
に
於
て
特
携
の
議
会
を
組
織
し
朝
鮮
の
内
地
に

限
れ
る
立
法
1
7
～
協
賛
せ
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
主
張
し
て
い
る
　
（
岡
上
）
。

〔
ち
な
み
に
、
三
・
一
独
立
運
動
薩
後
に
書
か
れ
た
謄
本
主
義
者
福
田
徳
三

の
「
朝
鮮
は
軍
閥
の
私
有
物
に
非
ず
」
i
大
正
八
年
六
月
、
『
経
済
学
全
集
』

第
六
巻
所
収
1
の
主
張
も
、
臼
本
の
爾
会
ほ
ど
で
な
く
て
も
、
制
限
さ
れ
た
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も
の
で
も
よ
い
か
ら
、
朝
鮮
に
国
会
を
瀾
く
こ
と
は
焦
胴
の
急
で
あ
る
と
す

る
も
の
で
、
塞
本
的
に
は
浮
田
の
明
治
四
三
年
の
主
張
の
域
を
黒
な
い
。
ま

た
吉
野
作
造
の
「
対
外
的
良
心
の
発
揮
」
－
大
正
八
年
四
月
、
吉
野
作
造
博

士
民
主
主
義
論
集
第
四
巻
唱
世
界
平
和
主
義
論
、
…
所
収
1
も
、
　
「
分
か
っ
た

人
、
捌
け
た
人
と
し
て
下
男
や
女
中
の
尊
敬
を
受
く
る
大
家
の
旦
那
偏
の
よ

う
な
、
物
分
り
の
よ
い
植
畏
政
策
と
い
う
心
構
え
を
説
く
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
〕　

朝
鮮
人
が
、
浮
田
の
考
え
て
い
た
よ
う
な
同
化
政
策
を
果
し
て
歓
迎
す
る

か
ど
う
か
は
別
間
題
と
し
て
、
浮
田
が
意
図
す
る
よ
う
な
同
化
政
策
が
早
急

に
実
現
し
得
る
と
は
彼
も
期
待
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
浮
田
が
朝
鮮
独

立
運
動
に
憂
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
触
れ
て
遣
き
た
い
の
は
、
浮
繍
が
「
モ
ロ
ッ
コ
問
題
及
び

国
際
上
の
関
係
」
　
（
『
太
陽
駈
明
治
四
四
年
＝
月
暑
）
で
、
独
逸
の
帝
国
主
義

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
独
逸
は
武
力
に
於
て
世
界
の
一
等
国
た
る
の
み
な
ら
ず
、
文
化
に
嘗
て

　
欧
米
諸
園
に
冠
た
る
の
理
由
に
よ
り
他
列
国
と
同
じ
く
半
開
野
蛮
の
民
族

　
に
其
の
文
化
を
伝
う
る
の
権
利
が
あ
る
。
若
し
壁
塗
牙
や
葡
萄
芽
、
和
蘭

　
や
英
国
や
仏
燭
や
が
唯
だ
機
先
を
制
し
て
縄
張
り
を
し
た
驚
け
で
実
際
の

　
土
地
に
文
化
普
及
せ
ず
、
蛮
族
猫
鰍
を
極
め
文
明
国
民
の
事
業
を
妨
ぐ
る

　
こ
と
も
あ
ら
ば
独
逸
は
何
時
に
て
も
軍
艦
を
派
遣
し
、
軍
隊
を
上
陸
せ
し

　
め
写
照
に
代
り
て
殖
民
地
を
占
領
す
る
の
権
利
と
実
力
と
を
有
す
る
も
の

　
で
あ
る
。

も
し
右
の
筆
法
を
朝
鮮
に
あ
て
は
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
が
朝
鮮
統
治

に
成
功
し
な
い
な
ら
ば
、
何
隣
で
も
、
独
逸
や
英
國
や
米
闘
や
空
際
な
ど
が
、

日
本
か
ら
朝
鮮
を
と
り
上
げ
る
権
利
が
あ
る
、
と
い
う
事
に
な
る
。
朝
鮮
の

よ
う
な
長
い
歴
史
と
伝
統
を
持
っ
た
一
民
族
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
植
民

地
化
し
て
し
ま
っ
て
、
果
し
て
統
治
に
成
功
し
得
る
か
と
い
う
点
が
、
浮
田

の
憂
慮
す
る
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
以
上
要
す
る
に
、
大
逆
事
件
と
韓
国
併
舎
は
浮
田
の
危
機
感
を
一
層
深
刻

な
ら
し
め
、
そ
の
故
に
、
危
機
へ
の
対
応
と
し
て
の
罠
本
主
義
に
対
す
る
儒

念
を
一
層
強
め
さ
せ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
浮
田
和
民
の
人
格
主
義
と
社
会
主
義
観

　
さ
き
に
浮
田
が
一
応
労
働
潜
側
に
身
を
遣
い
で
考
え
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
言
い
か
え
れ
ば
、
浮
田
が
労
働
者

の
主
張
を
全
面
的
に
是
認
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
彼
等
の
主
張

の
中
に
幾
分
の
正
当
性
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
社
会
主
義
の
中
に
も
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
（
こ

の
こ
と
は
、
、
罵
本
主
義
が
、
祉
会
主
義
を
真
理
と
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
き
た
所
に
生
れ
た
、
受
け
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
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よ
い
で
あ
ろ
う
）
。
彼
は
前
掲
「
社
会
主
義
及
無
政
府
主
義
に
対
す
る
憲
政

上
の
疑
義
」
で
、
現
在
の
欧
米
諸
国
思
想
界
の
二
大
潮
流
と
し
て
、
社
会
主

義
と
個
人
主
義
を
あ
げ
た
が
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示

し
て
い
る
。

　
　
天
下
に
流
行
し
て
勢
力
と
な
る
に
は
必
ず
多
少
の
真
理
が
あ
る
。
故
に

　
個
人
主
義
や
社
会
主
義
の
中
に
危
険
思
想
が
あ
る
と
し
て
も
、
之
を
撲
滅

　
す
る
最
良
の
方
法
は
個
人
主
義
若
し
く
は
社
会
主
義
の
中
に
あ
る
其
の
真

　
理
を
発
揮
す
る
よ
り
善
き
手
段
は
な
い
。

民
本
主
義
が
、
い
か
に
し
て
社
会
主
義
の
真
理
を
発
揮
し
得
る
の
か
と
い
う

問
題
は
別
問
題
と
し
て
、
民
本
主
義
が
社
会
主
義
勢
力
に
対
抗
し
得
る
た
め

に
は
、
つ
ま
り
社
会
主
義
陣
営
に
走
る
で
あ
ろ
う
労
働
者
・
農
昆
を
自
己
の

陣
営
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
に
は
、
　
「
社
会
主
義
の
中
に
あ
る
其
の
真

理
を
発
揮
す
る
よ
り
善
き
手
段
」
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
社
会
主
義
・
懸
人
主
義
（
弊
館
は
個
人
主
義
の
も
っ
と
も
極

端
な
形
が
無
政
府
主
義
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
）
の
中
に
含
ま
れ
る
真
理
と

は
何
か
。
浮
田
に
よ
れ
ば
一
一
者
は
と
も
に
人
格
の
絶
対
的
価
値
を
認
識
す
る

所
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
二
者
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の

人
格
の
観
念
か
ら
出
発
し
て
居
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
中

に
、
浮
田
の
人
格
主
義
的
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
人
格
主
義
は
、

喉
日
本
人
の
道
徳
観
念
篇
　
（
『
太
陽
隠
明
治
四
二
年
一
一
月
号
）
　
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
人
格
と
は
何
ぞ
や
。
倫
理
的
定
義
に
よ
れ
ば
辞
義
と
は
人
間
の
価
廼
を

　
認
識
し
て
其
の
事
物
と
異
な
る
所
以
を
自
覚
す
る
の
謂
な
り
。
才
も
不
才

　
も
筍
く
も
人
た
る
老
は
事
物
の
主
と
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
全
然
器
具
の

　
用
を
な
し
奴
隷
の
如
く
使
役
せ
ら
る
る
は
人
間
の
堪
ゆ
る
所
に
非
ざ
る
な

　
り
。
貴
と
な
く
賎
と
な
く
彼
れ
も
人
な
り
、
我
も
人
な
り
。
彼
れ
に
奪
う

　
可
か
ら
ざ
る
意
志
あ
れ
ば
戯
れ
に
も
馳
つ
可
か
ら
ざ
る
良
心
あ
り
。
人
た

　
る
の
価
値
に
於
て
は
男
女
平
等
、
貧
冨
無
差
別
な
り
。
古
へ
の
忠
臣
義
士

　
は
君
主
の
前
に
脆
坐
平
伏
せ
る
場
合
に
於
て
も
其
の
精
神
は
撮
然
と
し
て

　
直
立
せ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曜

右
の
よ
う
な
浮
田
の
人
格
主
義
は
、
一
枚
労
働
者
側
に
身
を
置
い
て
考
え
る

彼
の
姿
勢
の
哲
学
的
表
明
で
あ
り
、
問
時
に
「
東
洋
人
は
其
の
根
本
思
想
に

於
て
未
だ
入
格
の
価
値
を
認
識
し
居
ら
ざ
る
な
り
」
（
「
東
西
文
明
の
融
和
」
『
太

陽
』
明
治
四
二
年
十
二
月
尋
）
と
い
う
、
旧
思
想
に
対
す
る
批
判
の
表
明
で
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
桑
木
厳
翼
や
左
右
田
喜
一
郎
の
文
化
主
義
、
或

は
阿
部
次
郎
の
人
格
主
義
に
つ
な
が
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
（
桑
木
・
左
右
田
・
阿
部
な
ど
、
或
は
他
に
も
朝
永
三
十
郎
・
大
島
正

徳
な
ど
の
、
重
心
会
に
参
加
し
た
哲
学
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
、
民

本
主
義
対
社
会
主
義
の
戦
い
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
民
本
主
義
者

と
言
う
場
合
、
当
然
彼
等
を
も
そ
．
の
中
に
含
め
て
考
え
な
け
れ
球
な
ら
な
い
。
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浮
田
の
活
躍
は
、
哲
学
的
分
野
を
も
含
め
て
の
民
本
主
義
の
先
駆
的
役
割
を

果
し
た
と
考
え
た
い
。
哲
学
的
分
野
の
み
に
限
れ
ば
桑
木
厳
翼
も
そ
の
一
人

で
あ
ろ
う
）
。

　
さ
て
、
浮
田
は
そ
の
人
格
主
義
的
立
場
か
ら
、
社
会
主
義
に
真
理
が
存
す

る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が
求
め
る
も
の
は
、
既
に
見
て
来
た
よ

う
に
具
体
的
な
社
会
問
題
の
解
決
策
で
あ
る
。
社
会
主
義
は
こ
の
点
か
ら
ど

の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
び
「
社
会
主
義
及
無
政
府
主

義
に
対
す
る
憲
政
上
の
疑
義
」
を
見
よ
う
。
彼
は
社
会
主
義
の
根
本
要
素
を

次
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。

　
イ
、
労
働
を
以
て
社
会
組
織
の
原
則
と
な
し
、
凡
べ
て
健
全
な
る
男
女
は

　
　
労
働
者
た
る
こ
と
。

　
ロ
、
社
会
の
窟
を
生
産
す
る
に
必
要
な
る
土
地
及
び
資
本
の
私
有
を
廃
し
、

　
　
之
を
社
会
の
共
有
た
ら
し
む
る
こ
と
。

　
ハ
、
生
産
の
経
営
は
全
く
資
本
家
の
手
を
離
れ
て
、
社
会
の
共
有
た
ら
レ

　
　
む
る
こ
と
。

　
二
、
生
産
せ
ら
れ
た
る
富
の
分
配
は
、
現
今
の
如
く
自
由
競
争
及
び
賃
金

　
　
制
度
に
よ
ら
ず
、
正
義
の
標
準
に
よ
り
て
公
平
に
分
配
し
、
而
し
て
所

　
　
得
の
大
部
分
は
各
人
の
私
有
た
ら
し
む
る
事
。

そ
し
て
浮
田
に
よ
れ
ば
、
右
の
如
き
社
会
主
義
の
根
本
要
素
は
必
ず
し
も
日

本
の
国
体
又
は
政
体
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
主
義
が
国
体
と
棺

容
れ
な
い
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
　
「
国
家
の
社
会
主
義
に
対
す
る
其
の

態
痩
及
び
取
り
扱
い
方
如
何
に
よ
る
も
の
」
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
日
本
は

国
体
と
し
て
は
君
主
国
体
で
あ
り
、
政
体
と
し
て
は
立
憲
政
体
（
斑
主
主
義
）

で
あ
る
が
、
祉
会
主
義
は
主
権
の
所
在
を
問
う
も
の
で
は
な
く
、
政
体
と
し

て
の
民
主
主
義
を
要
求
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
　
（
イ
）
は
倫
理

的
理
想
で
あ
っ
て
貴
族
や
私
有
財
産
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
（
ロ
）

の
国
有
か
私
有
か
は
絶
灼
的
な
も
の
で
な
く
公
議
与
論
で
動
き
得
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
土
地
・
資
本
の
国
有
を
唱
え
る
こ
と
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
な

い
。
　
（
ハ
）
は
経
済
上
の
民
主
主
義
で
あ
っ
て
将
来
の
実
現
は
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
（
一
一
）
の
正
義
の
標
準
に
よ
る
公
平
な
分
配
は
実
現
困
難
で
あ
ろ
う
。

と
言
う
の
が
浮
田
の
見
解
で
あ
っ
た
。
右
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
社
会
主
義

は
、
有
害
な
も
の
で
あ
ろ
う
筈
は
な
く
、

　
　
其
の
長
所
は
若
し
現
在
の
制
度
を
根
本
的
に
改
造
す
可
き
必
要
あ
り
と

　
せ
ば
、
其
の
代
り
と
な
る
べ
き
一
の
考
察
を
提
供
し
、
而
し
て
其
の
強
点

　
と
い
う
可
き
は
鏡
在
の
社
会
制
度
を
批
評
し
て
其
の
短
所
を
指
摘
す
る
所

　
に
あ
る
。

と
言
う
こ
と
に
な
る
。
現
下
の
社
会
聞
題
の
あ
り
か
を
正
し
く
指
摘
し
、
解

決
の
た
め
の
理
想
目
標
を
示
し
て
い
る
の
が
社
会
主
義
で
あ
る
と
言
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
後
に
附
議
次
郎
が
森
戸
事
件
に
関
連
し
て
、
理
想
と
し
て
の
無

政
府
主
義
・
社
会
主
義
は
有
用
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
浮
田
と
同
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じ
考
え
方
で
あ
る
α
た
だ
阿
部
が
人
格
主
義
を
唱
え
た
大
正
九
年
は
、
堺
利

彦
の
書
を
用
い
れ
ば
禰
田
徳
三
時
代
か
ら
河
上
肇
隣
代
に
移
っ
た
後
の
こ
と

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
大
逆
事
件
直
後
に
お
け
る
、
右
の
よ
う
な
浮
田
の
発

雷
は
、
た
し
か
に
社
会
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か

も
浮
田
の
社
会
主
義
に
対
す
る
理
解
は
、
右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
階
級
闘

．
争
を
抜
き
玄
つ
た
社
会
主
義
の
中
に
莫
理
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ま
さ
し
く
民
本
主
義
の
立
場
か
ら
社
会
主
義
の
真
理
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

五
　
結
　
び
（
民
本
主
義
の
誕
生
・
凋
落
・
終
焉
・
復
活
）

　
民
本
主
義
は
保
守
主
義
（
反
動
と
一
応
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
）
と
考
え

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
別
の
機
会
に
も
述
べ
た
こ
と
で

あ
る
が
、
浮
田
の
思
想
に
於
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。

即
ち
彼
の
民
本
主
義
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
危
機
が
感
ぜ
ら
れ
た
蒔
に
、
社

会
主
義
勢
力
や
軍
慮
独
立
運
動
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
立
憲
制
の
実
現

と
発
展
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
危
機
が
畢
質
的
に
あ
ら
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
が
帝
国
主
義
段
階
に
入
っ

て
早
々
に
、
早
く
も
国
内
的
・
国
際
的
矛
盾
の
激
化
が
予
想
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
危
機
感
は
痛
切
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
　
「
帰
一
協
会
の
創
立
に
就
て
」
　
（
珊
太
陽
』
明
治
四
五
年
差
月
琴
）

の
次
の
言
に
も
う
か
が
わ
れ
る
α

　
　
立
憲
政
治
の
効
果
来
だ
十
分
な
ら
ざ
る
に
早
く
既
に
其
の
弊
害
は
百
出

　
し
、
女
子
教
育
の
端
緒
さ
え
ま
だ
手
に
着
か
ざ
る
に
婦
人
闇
道
議
さ
に
実

　
際
上
の
問
題
た
ら
ん
と
し
、
工
業
緯
織
潮
嵐
に
し
て
一
国
の
資
力
薄
弱
な

　
る
に
同
盟
罷
工
頻
り
に
起
り
、
社
会
問
題
亦
た
避
く
可
か
ら
ざ
る
時
勢
と

　
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
危
機
に
対
癒
す
べ
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
…
の
進
展
を
阻

止
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
、
逆
に
そ
れ
を
前
進
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
か
が
、
反
動
と
保
守
と
の
分
れ
途
で
あ
る
。
保
守
主
義
で
あ
る
民

本
主
義
は
、
そ
の
故
に
、
社
会
主
義
勢
力
と
対
抗
し
つ
つ
、
他
方
反
動
的
勢

力
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
民
本
主
義
潜
に
特
色
的
な
こ

と
は
、
基
本
的
に
は
支
配
階
級
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
一

応
被
支
配
階
級
の
立
場
に
身
を
澱
い
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
姿
勢

で
あ
る
。
そ
れ
が
民
本
主
義
者
の
「
良
心
的
」
な
所
で
あ
り
、
主
観
的
に
は

彼
等
に
申
立
を
以
て
任
ぜ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
良
心
的
な
中
立
の
立
場
か

ら
出
さ
れ
る
政
策
が
、
社
会
政
策
に
外
な
ら
ず
、
ま
た
平
和
的
・
倫
理
的
帝

国
主
義
の
主
張
で
あ
る
。

　
民
本
主
義
を
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
保
守
主
義
と
規
定
す
る
と
き
、
そ
の

誕
生
は
ど
の
時
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
回

る
年
代
に
明
確
な
一
線
を
引
く
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
が
、
も
し
或
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る
年
代
を
求
め
る
と
す
な
ら
る
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
大
逆
事
件
と
韓
国
併
合

の
年
で
あ
る
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
求
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
或
は
今
少
し
さ
か
の
ぼ
る
と
す
れ
ば
、
日
露
戦
争
後
の
労
働
運
動
の
高

ま
り
に
そ
れ
を
求
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
の
末
期
に
誕
生
し
た
畏
本
主
義
者
の
活
動
は
、
大
正
七
年
十
二
月
の

黎
現
会
の
結
成
に
よ
っ
て
一
応
そ
の
頂
点
に
達
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

黎
明
会
結
成
の
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
も
の
が
吉
野
作
造
と
浪
人
会
と
の

対
決
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
会
そ
の
も
の
は
、
禰
田
徳
三
が
明
確
に
述
べ
て
い

た
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
に
終

っ
た
時
に
、
主
観
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
も
プ
ρ
レ
タ
リ

ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
も
な
い
真
正
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場
を
と
る
も
の

と
し
て
、
客
観
的
に
は
、
福
田
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・

デ
モ
ク
ラ
ン
ー
の
立
場
か
ら
、
社
会
主
義
に
対
決
す
る
も
の
と
し
て
結
成
さ

れ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
（
勿
論
、
反
動
と
も
対
決
す
る
が
）
。

し
か
も
そ
の
黎
明
会
の
活
議
な
運
動
が
見
ら
れ
た
大
正
八
年
は
、
既
に
述
べ

て
お
い
た
よ
う
に
幅
田
徳
三
時
代
か
ら
河
上
肇
時
代
に
移
っ
た
と
さ
れ
た
年

で
あ
る
。
　
「
吉
野
博
士
ら
の
繁
三
階
級
の
た
め
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
、

第
四
階
級
の
デ
モ
ク
ラ
シ
…
の
主
張
が
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
の
も
、
今
年
の

特
色
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
」
と
は
『
木
佐
木
日
記
』
大
正
八
年
十
二
月
廿

五
日
の
記
事
で
あ
る
。
当
時
の
木
佐
木
は
吉
野
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
右
の

日
記
を
記
し
た
の
で
あ
る
が
、
民
本
主
義
運
動
が
頂
点
に
達
し
た
大
正
八
年

は
、
既
に
思
想
界
に
於
い
て
は
凋
落
の
徴
を
示
し
始
め
た
蒔
期
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
　
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
の
一
つ
と
し
て
阿
鶴
次
郎
著

『
人
格
主
義
燥
を
あ
げ
る
こ
と
が
繊
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
阿
部
も
黎

明
会
の
一
員
で
あ
る
が
、
警
部
の
思
想
の
一
応
の
完
成
と
見
ら
れ
る
「
人
格

主
義
」
の
主
張
は
、
大
正
九
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
阿
部
次
郎
も
亦
、
浮

田
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
天
下
の
読
書
生
の
渇
仰
の
中
心
」
で
あ
っ
た

が
、
し
か
も
読
書
生
が
愛
好
し
た
の
は
『
三
太
郎
の
日
記
』
つ
ま
り
未
完
成

の
附
記
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
完
成
さ
れ
た
阿
部
の
凋
．
人
格
主
義
』
に
対
し

て
で
は
な
か
っ
た
。
民
本
主
義
凋
落
期
の
産
物
で
あ
る
『
人
格
主
義
憾
は
、

最
早
、
若
い
読
書
生
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
を
失
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
民
本
主
義
老
の
活
躍
は
勿
論
こ
れ
以
後
衰
退
し
て
行
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
吉
野
作
造
の
精
力
的
な
活
躍
に
も
明
ら

か
で
あ
り
、
例
え
ば
彼
の
貴
族
院
論
で
は
、
明
治
憲
法
の
改
正
を
要
求
す
る

ま
で
に
、
彼
の
民
本
主
義
が
前
進
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
民
本
主
義
が
思
想
界

の
王
座
の
地
位
を
失
い
か
け
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
畏
本
主
義
が

前
進
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
反
動
と
区
別
さ
れ
る
保
守
主
義
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
罠
本
主
義
が
思
想
界
の
王
座
の
地
位
を
失
い
か
け
る
ま
で

に
鮭
会
堂
義
の
前
進
が
見
ら
れ
た
時
に
、
よ
う
や
く
政
治
界
が
混
本
主
義
的
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色
彩
を
帯
び
て
来
る
こ
と
と
な
る
。
普
選
が
実
施
さ
れ
、
労
働
組
会
法
案
が

作
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
界
に
於
け
る
民
本
主
義
的
な
色
彩
を
代
表
す

る
も
の
は
憲
政
会
↓
民
政
党
で
あ
り
、
外
交
に
於
け
る
幣
原
外
交
で
あ
る
。

昭
和
に
入
っ
て
の
浜
口
内
閣
は
一
応
そ
の
頂
点
に
達
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
浜
口
内
閣
に
つ
づ
く
若
槻
内
閣
が
倒
れ
た
こ
と
は
、
民
本
主
義
の

終
焉
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
次
大
戦
の
結
果
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
需
の
受
諾
に
よ
っ
て
、
解
謂
戦
後
の

「
民
主
化
」
が
開
始
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
国
内
的
に
見
れ
ば
、
民
本
霊
義
の

復
活
で
あ
っ
た
。
出
版
界
で
そ
れ
を
示
す
一
つ
の
指
標
は
、
敗
戦
礁
後
の
昭

和
二
一
年
に
於
け
る
糟
吉
野
作
造
博
士
異
心
主
義
論
集
篇
全
八
巻
の
刊
行
で

あ
る
、
そ
し
て
こ
の
論
集
に
は
、
平
和
懸
家
摂
本
に
ふ
さ
わ
し
く
、
墨
袋
の

帝
園
主
義
的
な
論
説
は
殆
ん
ど
除
か
れ
て
い
る
。
勿
論
、
民
本
主
義
が
帝
国

主
義
で
あ
る
以
上
、
除
き
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
雑
誌
『
東
方

時
論
、
儲
に
載
せ
ら
れ
た
藤
野
の
中
躍
政
策
を
語
っ
た
論
説
は
一
篇
も
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。
戦
後
に
於
け
る
民
本
主
義
の
復
活
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
沿

う
べ
く
、
帝
国
主
義
と
社
会
政
策
と
い
う
二
つ
の
課
題
の
内
か
ら
、
一
応
帝

国
主
義
を
と
り
除
い
て
、
社
会
主
義
に
対
抗
す
る
ブ
ル
ジ
窒
ア
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
前
進
さ
せ
る
と
い
う
蒲
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
附
記
斑
本
虫
義
に
つ
い
て
は
、
信
夫
清
三
郎
氏
の
『
大
悟
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
』
に

　
　
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
こ
の
旨
、
特
に
附
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
山
大
学
助
教
授
〉

民本主義の艇生（宮靖ζ）
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Staatenwelt　die　lntiative－die　，，　latente　Hegemonie“一一festhalten．

Die　FUhrer　des　，，　Neuen　Kurses“　haben　diese　Verhaltnisse　leicht’fertig

initsverstanden　und　sogleich　die　leltende　Stellung　Deutschlands　von

selbst”　aufgegeben，　die　Bismarck　zurttckgelassen　hatte．

Birth　of　Democracy

through　the　Kaeattami　Ufeita’s浮田禾轟畏thought

by

Matahisa　Miyamoto

　　In　th量s　artic16，　through　the　examination　of　Kazutami　l［ノゐ髭α　浮田禾ロ民

as　the　managing　editor　of　the　magazine，“Taiyo太陽”，　we　consider

£he　birth　of　MimPon－shugi民本主義or　democracy。　His　idea　of　democracy

consists　of　two　opinions，　one　is　execution　and　development　of　consti一・

tutional　government　as　a　prosecuting　method　of　administrative　power，

and　the　other　execution　of　social　policy　and　imperialistic　development

as　a　prosecuting　object　of　power．　At　the　crisis　of　Japanese　imperialism，

his　opinion　is　a　conservatism　to　meet　the　crisis　by　the　development　of

constitutional　government，　against　the　reactionary　power　on　one　side

and　against　the　soclalistic　power　on　the　other．　Such　idea　of　Uhitds　is・

thought　to　be　strengthened　through　his　keen　feeling　Qf　the　crisis　of　Ja－

panese　imperialisrn，　the　High　Treason　case　and　the　Korean　Annexation．

　　From　the　view－point　of　the　conservatism　confronting　the　crisis，　the

birth　of　democi“acy　can　be　temporarily　settled　in　the　forty－thlrd　of’

Meiji明治，　the　year　of　the　H量gh　Treason．　Democracy　had　a　tendency．

to　decay　after　the　peak　in　the　e圭ghth　of　Taisho大正，　and　came　to　an．

end　in　the　Second　Waflatsufli若槻Cabinet，　the　revival　of　which　is　con．

sidered　to　be　post－war　“　deinocratizatioR　”．
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