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丸
山
思
想
史
に
お
け
る
帝
国
日
本

― 

戦
時
期
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
作
為
」

弓　

谷　
　
　

葵

は
じ
め
に 

― 

問
題
提
起

本
論
で
は
、
丸
山
眞
男
（
一
九
一
四
―
一
九
九
六
）
の
戦
時
期
の
テ
ク
ス
ト
を
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
を
中
心
軸
と
し
て
考
察

す
る
。
戦
後
に
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
一
九
五
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
丸
山

の
近
世
思
想
史
研
究

１は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
丸
山
の
近
代
性
・
近
代
観
の
表
出
で
あ
り
、
語
り
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
見
事
に
完
成
さ
れ
た
、
日
本
の
〈
内
発
的
な
〉
近
代
化
の
過
程
の
物
語
で
あ
り
、
丸
山
自
身
の
歴
史
哲
学
の
「
ま
っ
た
く
の

相コ
ン
ラ
ー
ト
関
」（
子
安
宣
邦
『「
事
件
」
と
し
て
の
徂
徠
学
』）
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る２
。

そ
の
恣
意
的
な
思
想
史
の
物
語
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
、
丸
山
の
方
法
的
な
対
立
図
式
で
あ
る
。

こ
の
二
項
対
立
の
枠
組
み
は
、
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
移
行
を
、「
自
然
」
か
ら
「
作
為
」
へ
、
と
い
う
図
式
で
描
き
き
る
こ
と
を
可
能
に

し
た
。
し
か
し
、
丸
山
の
テ
ク
ス
ト
を
詳
細
に
み
て
ゆ
く
と
、「
自
然
」
及
び
「
作
為
」
と
い
う
概
念
は
、
丸
山
に
よ
っ
て
、
ま
た
事
後
的

な
読
み
手
に
よ
っ
て
、
広
義
に
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
、
余
剰
を
持
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、『
日
本
政
治
思

想
史
研
究
』
第
二
論
文
に
は
、「
制
度
観
の
対
立
と
し
て
の
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
は
、「
秩
序
思
想
」

に
よ
っ
て
前
近
代
と
近
代
と
を
別
つ
た
め
の
、
対
立
図
式
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
丸
山
の
論
理
に
お
い
て
、「
自
然
」
的
秩
序
思
想
と
は
、
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己
の
周
囲
を
と
り
ま
く
社
会
的
情
況
を
、
自
然
発
生
的
に
〈
あ
る
〉
も
の
、
所
与
の
も
の
と
し
て
受
け
容
れ
る
態
度
を
さ
す
。
反
対
に
「
作

為
」
的
秩
序
思
想
と
は
、
そ
の
よ
う
な
情
況
に
対
し
て
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
秩
序
と
い
う
も
の
を
、「
作
為
」
さ
れ
た

も
の
、「
作
為
」
し
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
態
度
を
、
丸
山
は
「
思
惟
様
式
」
の
発
展
的
段
階
と
み
な
し
て

分
離
し
た
。
丸
山
は
こ
の
「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
二
極
を
立
て
、「
作
為
」
を
政
治
的
な
る
も
の
の
条
件
と
し
た
。「
思
惟
様
式
」
の
変
容

を
発
展
と
捉
え
る
丸
山
に
と
っ
て
、
近
代
性
と
は
政
治
意
識
の
有
無
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

「
自
然
」
及
び
「
作
為
」
と
い
う
図
式
は
、
近
代
化
と
い
う
主
題
を
先
行
さ
せ
て
思
想
史
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
自
然
」
及
び
「
作
為
」
と
い
う
概
念
が
余
剰
を
持
つ
と
い
っ
た
の
は
、
丸
山
の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
持
つ
歴
史
性
・

時
代
性
を
越
え
て
、「
自
然
」
か
ら
「
作
為
」
へ
、
と
い
う
「
思
惟
様
式
」
の
発
展
的
変
容
の
語
り
が
強
靭
に
生
き
延
び
得
た
と
い
う
点
に

あ
る
。
構
成
さ
れ
肥
大
化
す
る
丸
山
思
想
史
と
い
う
大
系
の
な
か
で
、
テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
た
当
時
に
お
い
て
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と

い
う
図
式
化
が
担
わ
さ
れ
て
い
た
役
割
、
丸
山
の
思
想
史
と
い
う
方
法
自
体
が
担
っ
て
い
た
機
能
性
は
、
う
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。本

論
で
は
、
ま
ず
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
構
成
す
る
三
論
文
を
中
心
に
考
察
し
、
戦
時
期
の
丸
山
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
政
治

思
想
史
」、「
自
然
」
対
「
作
為
」
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
、
そ
れ
ら
の
時
局
的
な
意
味
と
機
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
戦
時

期
丸
山
の
も
っ
て
い
た
西
洋
近
代
社
会
へ
の
視
点
、
福
沢
諭
吉
論
を
考
察
の
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
を
「
自
然
」
対
「
作
為
」
と
い
う
枠
組
み

の
拡
大
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、「
思
惟
様
式
」
の
思
想
史
が
、
丸
山
の
世
界
史
的
な
視
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
し
か

し
紛
れ
も
な
く
、
帝
国
日
本
と
い
う
特
権
的
立
場
へ
と
集
約
す
る
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
あ
き
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
帝
国

日
本
と
い
う
足
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
普
遍
的
な
説
得
力
を
も
ち
得
る
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
、「
自
然
」
対
「
作

為
」
の
図
式
は
戦
時
期
の
知
識
人
丸
山
を
支
え
た
の
で
あ
る
。

戦
時
期
の
丸
山
に
と
っ
て
、
思
想
史
と
い
う
方
法
は
、
現
状
へ
の
明
確
な
抵
抗
的
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
帝
国

内
部
に
あ
る
自
己
の
生
を
、
統
御
し
て
ゆ
く
作
業
で
も
あ
っ
た
。「
自
然
」
対
「
作
為
」
と
い
う
方
法
的
枠
組
み
は
、
ま
ず
、
丸
山
の
戦
略
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的
な
方
法
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
時
局
に
向
か
う
日
本
知
識
人
丸
山
の
〈
戦
時
性
〉
そ
の
も
の
を
、
映
し
出
す
も

の
で
も
あ
る
。

一
．「
自
然
」
と
「
作
為
」

「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
二
つ
の
「
秩
序
思
想
」
の
型
は
、『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
第
一
論
文
及
び
第
二
論
文
に
お
い
て
、
丸

山
が
立
て
た
方
法
的
枠
組
み
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
は
丸
山
に
と
っ
て
、
時
局
に
対
す
る
批
判
的
立
場
と
希
望
と
し
て
の
日
本
的
「
近
代
」

を
提
示
す
る
た
め
に
、
戦
略
上
、
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
排
除
さ
れ
る
対
象
と
、「
作
為
」
と
い
う
言
葉

を
も
っ
て
「
政
治
」
の
条
件
と
認
め
ら
れ
る
対
象
、
丸
山
の
「
政
治
思
想
史
」
は
、
そ
の
両
極
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

丸
山
が
「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
分
別
に
よ
っ
て
為
そ
う
と
し
た
の
は
、
自
ら
の
提
示
す
る
「
政
治
」
の
条
件
を
、
近
代
日
本
に
と
っ

て
の
歴
史
的
必
然
と
し
て
論
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
丸
山
の
「
思
惟
様
式
」
の
思
想
史
に
お
い
て
、
実
際
に
、「
自
然
」
及
び

「
作
為
」
と
い
う
言
葉
が
ふ
く
み
込
む
内
容
の
豊
富
さ
・
柔
軟
さ
は
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
対
立
す
る
二
つ
の
言
葉
は
、
主
に
は
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
第
二
論
文
で
使
用
さ
れ
た
、「
制
度
観
の
対
立
と
し
て
の
」
概
念

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
項
は
「
思
惟
様
式
」
と
し
て
敷
衍
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
図
式
と
し
て
普
遍
化
し
て
ゆ
く
。
図
式
の
普

遍
性
は
戦
中
／
戦
後
を
生
き
延
び
、
丸
山
の
思
想
史
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
が
、
丸
山
の

思
想
史
の
も
つ
普
遍
的
な
力
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。「
思
惟
様
式
」「
思
惟
構
造
」
が
ま
ず
抽
出
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
徂
徠
を
は
じ
め
広
範
囲
に
わ
た
る
思
想
家
た
ち
が
、
ま
る
で
ゲ
ー
ム
の
コ
マ
の
よ
う
に
丸
山
の
「
思
想
史
」

上
に
配
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
丸
山
の
提
示
す
る
「
思
惟
様
式
」
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
自
然
」
か
「
作
為
」
か
と
い
う
二
つ
の

極
で
あ
る
。

丸
山
の
「
思
想
史
」
の
完
成
度
の
高
さ
は
、
あ
る
べ
き
「
近
代
」
を
、「
作
為
」
＝
政
治
的
主
体
を
も
と
め
る
と
い
う
明
確
な
目
標
へ
の
、

強
い
引
力
に
比
例
す
る
。
し
か
し
、
意
味
を
拡
大
し
普
遍
的
な
枠
組
み
と
化
し
た
「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
は
、
丸
山
が
「
政
治
思
想
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史
」
に
込
め
た
時
局
的
な
意
図
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
。

二
．
徂
徠
と
宣
長
の
間

丸
山
の
出
発
点
は
、「
自
然
」
的
秩
序
思
想
と
し
て
の
「
朱
子
学
的
合
理
主
義
」
で
あ
る
。
秩
序
を
「
自
然
で
あ
る
と
同
時
に
当
然
」３

の

こ
と
と
捉
え
、
秩
序
そ
の
も
の
が
規
範
と
な
っ
て
人
々
の
倫
理
観
を
縛
る
。
朱
子
学
的
な
「
理
」
は
、
丸
山
に
よ
っ
て
、「
自
然
」
的
秩
序

思
想
と
し
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
、
社
会
に
対
す
る
受
動
的
な
、
従
属
の
態
度
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。「
天
理
」
に
基
づ
い
て
「
人
欲
」
を
乗
り

越
え
ん
と
す
る
「
リ
ゴ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
一
方
で
、
こ
の
規
範
主
義
は
、
絶
対
的
な
道
徳
と
し
て
の
「
理
」
に
す
べ
て
が
従
属
し
て
い
る
限

り
、
秩
序
が
壊
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
で
も
あ
る
。
丸
山
に
お
け
る
「
朱
子
学
的
合
理
主
義
」
と
は
、「
人
欲
」

を
排
除
す
る
「
天
理
」
が
唯
一
絶
対
的
な
価
値
と
し
て
あ
り
、
主
体
と
し
て
の
個
人
の
確
立
が
圧
し
と
ど
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
成
立
す
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
思
惟
様
式
」
を
解
体
し
た
も
の
と
し
て
、
丸
山
は
、
荻
生
徂
徠
を
価
値
づ
け
る
。
丸
山
に
と
っ
て
の
徂
徠
の
役
割
は
、「
朱
子
学

的
合
理
主
義
」
を
二
つ
の
側
面
に
分
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
つ
は
「
政
治
的
思
惟
の
優
位
」、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
、「
情

欲
」
の
「
リ
ゴ
リ
ズ
ム
よ
り
の
解
放
」
で
あ
る
。
丸
山
は
前
者
を
「
公
的
」、
後
者
を
「
私
的
」、
と
言
い
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
論
理
を

す
す
め
て
ゆ
く
。
第
一
論
文
に
お
い
て
、
徂
徠
の
「
政
治
的
思
惟
」
を
証
明
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、「
赤
穂
義
士
」
裁
判
に
関
す
る
徂

徠
の
進
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
丸
山
は
こ
こ
で
、
徂
徠
に
お
け
る
「
公
」「
私
」
の
対
立
を
、「
作
為
」
論
に
よ
る
「
自
然
」
的
秩
序
思

想
の
破
壊
と
し
て
意
義
づ
け
る
。

こ
の
事
件
は
封
建
的
主
従
関
係
―
そ
れ
は
幕
府
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
基
礎
で
も
あ
る
―
と
幕
府
の
統
一
政
権
と
し
て
の
政
治
的
立
場

と
の
端
的
な
衝
突
で
あ
っ
た

４

こ
の
よ
う
に
赤
穂
義
士
討
ち
入
り
事
件
を
規
定
し
た
う
え
で
、
丸
山
は
儒
教
道
徳
に
お
け
る
「
君
臣
道
徳
」
を
「
国
家
規
範
」
に
、「
父
子

夫
婦
兄
妹
朋
友
」
の
倫
理
を
「
個
人
道
徳
」
と
、
読
み
換
え
る
。
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「
彼
の
心
を
以
て
」
論
ず
る
場
合
と
「
法
律
に
拠
て
」
論
ず
る
場
合
と
を
別
つ
の
は
個
人
道
徳
と
国
家
規
範
と
を
「
理
」
に
よ
っ
て

連
続
せ
し
め
る
朱
子
学
的
な
思
惟
が
、
も
は
や
朱
子
学
の
本
家
自
ら
に
お
い
て
破
綻
し
て
い
る
こ
と
を
暴
露
し
た
も
の
で
は
な
い
か
５

こ
の
読
み
換
え
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
に
よ
っ
て
、
近
世
と
、
丸
山
に
と
っ
て
の
現
在
と
を
二
重
写
し
に
さ
せ
て
行
わ
れ
た
、

時
局
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
自
然
」
と
「
作
為
」
は
、
単
に
社
会
に
対
し
て
受
動
的
か
能
動
的
か
と
い

う
、態
度
の
差
だ
け
を
表
現
す
る
言
葉
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
徂
徠
に
よ
っ
て
「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
分
離
を
可
能
に
し
た
丸
山
は
、

「
個
人
道
徳
」
＝
「
私
」、「
国
家
規
範
」
＝
「
公
」
と
い
う
読
み
換
え
を
行
っ
た
。
前
者
を
優
先
す
れ
ば
「
自
然
」
的
秩
序
は
保
守
さ
れ
る
、

従
っ
て
、
後
者
を
優
先
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
政
治
」
で
あ
る
と
、
丸
山
は
考
え
て
い
た
。
分
離
さ
れ
た
「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
対
立
項
は
、

政
治
的
情
況
に
お
け
る
選
択
肢
を
二
分
す
る
基
準
と
な
る
。「
自
然
」
か
「
作
為
」
か
の
、
ど
ち
ら
の
「
思
惟
様
式
」
を
取
る
か
と
い
う
一

点
が
、
非
／
政
治
の
条
件
と
な
る
。「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
は
、
政
治
的
情
況
に
お
け
る
「
公
」
と
「
私
」
の
単
な
る
〈
住
み
分
け
〉

に
と
ど
ま
ら
ず
、「
作
為
」
的
秩
序
思
想
の
内
部
に
常
に
抱
え
込
ま
れ
る
対
立
分
子
を
、「
自
然
」
的
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
し
て

ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
丸
山
が
政
治
思
想
史
に
お
い
て
「
自
然
」
的
な
る
も
の
と
し
て
対
象
化
す
る
の
が
、
宣
長
国
学
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
丸
山
は
「
作
為
」
の
契
機
が
継
承
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
、
荻
生
徂
徠
と
本
居
宣
長
を
連
続
さ
せ
た
。
こ
の
連
続

は
、
単
純
に
、「
思
惟
様
式
」
の
近
代
的
発
展
を
論
証
す
る
た
め
に
、「
作
為
」
論
と
い
う
糸
を
つ
む
い
だ
結
果
で
は
な
い
。
丸
山
が
、「
作

為
」
論
に
常
に
孕
ま
れ
る
ひ
と
つ
の
〈
選
択
肢
〉
を
「
自
然
」
的
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
「
政
治
」
か
ら
排
除
し
て
み
せ
る

段
階
な
の
で
あ
る
。

宣
長
国
学
の
位
置
づ
け
を
み
る
前
に
、
丸
山
の
徂
徠
像
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
作
為
」
が
、
何
を
示
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
丸
山
の
政
治
思
想
史
に
ひ
と
つ
の
頂
点
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
の
が
、
徂
徠
の
「
聖
人
」
概
念
で
あ
る
。
丸
山
は
、
徂
徠
に
よ
っ
て

定
義
さ
れ
た
「
聖
人
」
が
、「
天
理
」
と
い
う
「
自
然
」
的
な
倫
理
体
系
か
ら
解
放
さ
れ
た
歴
史
的
実
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
い
、
こ
こ
に

日
本
思
想
史
上
初
め
て
、「
作
為
」
的
秩
序
思
想
の
主
体
と
い
う
概
念
が
現
れ
た
と
み
な
す
。
こ
う
し
て
「
政
治
思
想
史
」
上
に
構
成
さ
れ

た
「
作
為
」
的
主
体
と
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
分
離
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
個
人
道
徳
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
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主
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
に
お
い
て
丸
山
が
「
自
然
」
的
な
る
も
の
と
み
な
し
た
「
私
」
と
は
、
排
除
の
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
さ
き
の
引
用
で
、
丸
山
は
「
個
人
道
徳
」
を
「
私
」
的
な
る
も
の
の
領
域
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る

か
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、「
個
人
道
徳
」
が
「
私
」
的
領
域
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
作
為
」
的
主
体
の
近
代
性

と
し
て
、
主
体
の
個
別
具
体
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
丸
山
は
ま
た
、
こ
う
も
述
べ
る
。「（
徂
徠
の
論
理
は
）
進
ん
で
個
人
道
徳

0

0

0

0

を
政
治
の
手
段
化
し
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」６

。「
政
治
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
個
人
道
徳
」
は
「
作
為
」
的
な
も
の
へ
と
転
換
す
る
。
こ
れ

は
「
作
為
」
的
主
体
と
し
て
権
力
を
も
つ
た
め
の
「
個
人
道
徳
」
で
あ
り
、「
作
為
」
的
主
体
の
必
要
条
件
で
さ
え
あ
る
。「
自
然
」
と
「
作

為
」
の
分
離
を
経
て
丸
山
が
得
た
「
作
為
」
的
主
体
と
は
、
自
己
の
個
別
具
体
性
に
基
づ
い
た
倫
理
観
を
「
自
然
」
的
に
有
し
、
そ
の
「
自

然
」
を
「
作
為
」
化
し
う
る
主
体
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
「
自
然
」
は
、
解
放
さ
れ
た
、
自
由
な
る
主
体
の
近
代
性
を
、
主

体
の
内
側
か
ら
支
え
る
可
能
性
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
解
放
さ
れ
た
「
作
為
」
的
主
体
は
、
ま
も
な
く
、
厳
し
く
抑
圧
さ
れ
る
対
象
へ
と
転
化
す
る
。
丸
山
の
「
政

治
思
想
史
」
に
お
い
て
は
、「
作
為
」
的
な
る
も
の
へ
と
昇
華
さ
れ
得
な
い
「
自
然
」
が
、（
徂
徠
に
お
い
て
「
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
」
と
さ
れ
る
）「
私
的
領
域
」
へ
と
く
く
り
込
ま
れ
て
い
る
。
丸
山
は
「
作
為
」
的
主
体
の
権
力
を
、
あ
く
ま
で
も
「
政
治
性
」
で
あ
る

と
し
、「
私
的
領
域
」
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
徂
徠
に
よ
っ
て
分
岐
さ
せ
た
二
方
向
の
う

ち
、「
リ
ゴ
リ
ズ
ム
よ
り
の
解
放
」
と
い
う
側
面
を
、
宣
長
と
の
連
続
と
し
て
描
く
の
で
あ
る
。
丸
山
が
「
文
芸
の
私
的
領
域

0

0

0

0

へ
の
帰
属
性
」７

を
強
調
し
、
詩
歌
・
文
学
を
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
し
て
政
治
か
ら
切
り
離
す
の
も
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
分
別
を
徹
底
し
て
ゆ

く
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
。

丸
山
に
と
っ
て
の
宣
長
国
学
は
、
徂
徠
が
問
題
と
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
「
私
的
領
域
」
が
、
生
長
し
た
姿
で
あ
る
。
宣
長
の
「
政
治

性
」
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
基
準
に
照
ら
し
て
抽
出
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
「
自
然
」
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



丸山思想史における帝国日本 ― 戦時期における「自然」と「作為」

（ 59 ）

三
．「
作
為
」
と
し
て
選
択
さ
れ
た
「
自
然
」

「
作
為
」
の
契
機
の
継
承
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
宣
長
の
役
割
は
、「
作
為
」
に
対
す
る
単
純
な
反
対
物
と
し
て
の
「
自

然
」
の
体
現
で
は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
徂
徠
を
「
政
治
」
の
発
見
と
し
て
位
置
づ
け
た
丸
山
は
、
あ
く
ま
で
も
「
自
然
」
と
「
作

為
」
の
分
離
自
体
に
意
義
を
み
て
い
た
。「
公
」「
私
」
の
領
域
的
〈
住
み
分
け
〉
が
な
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
、「
作
為
」
的
な
「
思
惟
様
式
」

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
自
然
」
は
単
に
非

－

「
作
為
」
で
あ
り
、〈
住
み
分
け
〉
が
な
さ
れ
た
領
域
を
冒
さ
な
い
限
り
、「
私

的
領
域
」
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
宣
長
国
学
を
「
自
然
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
丸
山
は
、
そ
れ
を
排
除
の
対
象
と
し
て
、

「
作
為
」
に
対
立
さ
せ
た
。
丸
山
の
政
治
思
想
史
に
お
け
る
宣
長
国
学
と
は
、「
政
治
的
思
惟
の
優
位
」
を
脅
か
す
「
自
然
」、「
作
為
」
と
し

て
〈
選
択
〉
さ
れ
た
「
自
然
」
で
あ
る
。

徂
徠
か
ら
宣
長
へ
の
、「
作
為
」
の
契
機
の
継
承
は
、「
否
定
的
関
連
」８

と
し
て
語
ら
れ
る
。
宣
長
の
徂
徠
批
判
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」

の
分
離
と
い
う
徂
徠
の
方
法
を
継
承
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
丸
山
は
「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
二
項
に
よ
っ
て
朱
子
学
的

「
理
」
を
解
体
し
、
徂
徠
の
「
聖
人
」
概
念
を
「
作
為
」
的
主
体
の
発
見
と
し
て
、
自
ら
の
思
想
史
の
ひ
と
つ
の
頂
点
に
置
い
た
。
そ
し
て
、

「
作
為
」
的
主
体
の
権
力
こ
そ
を
「
政
治
」
と
し
て
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
宣
長
国
学
を
、
否
定
す
べ
き
「
自
然
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
丸
山
の
思
想
史
に
お
け
る
宣
長
の
役
割
は
、
以
下
の
よ
う
な
部
分
か
ら
あ
き
ら
か
に
な
る
。

こ
う
し
た
道
の
外
在
化
に
よ
っ
て
一
応
ブ
ラ
ン
ク
と
な
っ
た
個
人
的
＝
内
面
的
領
域
を
奔
流
の
様
に
満
す
も
の
は
、
朱
子
学
の
道
学

的
合
理
主
義
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
人
間
の
自
然
的
性
情
よ
り
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い

９

封
建
的
社
会
秩
序
（
乃
至
そ
の
観
念
的
紐
帯
）
が
「
作
為
」
の
産
物
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
必
然
に
疎
外
さ
れ
る
「
自

然
」
を
な
ん
ら
か
の
形
で
自
己
の
拠
り
所
と
し
て
、
そ
う
し
た
秩
序
乃
至
観
念
的
紐
帯
に
対
す
る
思
想
的
抵
抗
を
試
み
た
の
で
あ
る
10

宣
長
に
お
け
る
「
自
然
」
は
、「
人
間
の
自
然
的
性
情
」
と
表
さ
れ
、「
私
」
的
な
も
の
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
宣
長
国
学
の
位
置
づ
け
に

お
い
て
、「
自
然
」
は
政
治
と
も
「
個
人
道
徳
」
と
も
切
り
離
さ
れ
、「
私
的
」
な
る
も
の
の
氾
濫
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
徂
徠
か
ら
宣
長
へ
の
連
続
が
語
ら
れ
る
な
か
で
、「
自
然
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
対
象
は
、
転
換
さ
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
。
徂
徠
に
お
い
て
丸
山
が
「
自
然
」
と
名
付
け
た
も
の
は
、
い
わ
ば
、「
作
為
」
の
残
余
で
あ
っ
た
。「
自
然
」
は
〈
本
来
的
に
は
〉

「
政
治
性
」
を
も
た
ず
、
持
た
な
い
ゆ
え
に
そ
の
自
由
性
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、「
個
人
道
徳
」
が
「
私
」
的
領
域
に
由
来
す
る
こ

と
が
近
代
性
と
し
て
提
示
さ
れ
、「
作
為
」
的
主
体
に
内
在
す
る
「
自
然
」
は
、
倫
理
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
し
か
し
、
宣
長
の
体

現
す
る
「
自
然
」
は
、
明
確
に
「
作
為
」
と
同
じ
高
み
に
置
か
れ
、
対
立
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
朱
子
学
的
倫
理
観
が
抑
圧
し
て
い
た

「
人
欲
」
が
、「
人
間
の
自
然
的
性
情
」
と
し
て
解
放
さ
れ
た
と
き
、
丸
山
は
そ
れ
自
体
を
「
自
然
」
と
名
付
け
る
。「
作
為
」
的
主
体
の
自

由
性
を
表
す
も
の
の
よ
う
に
み
え
た
「
自
然
」
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
作
為
」
の
対
立
物
と
な
る
。「
自
然
」
の
こ
の
転
換
は
、「
作
為
」
的

主
体
に
「
私
的
領
域
」
の
抑
制
を
強
い
る
、
新
た
な
倫
理
の
提
示
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
宣
長
の
「
自
然
」
的
秩
序
思
想
が
政
治
的
な
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
上
で
、
警
戒
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。「「
自
然
」
を
な
ん
ら
か
の
形
で
自
己
の
拠
り
所
と
し
て
」
な
さ
れ
た
徂
徠
批
判
の
「
典
型
」
と
し
て
、
丸
山
は
安
藤
昌
益

と
宣
長
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
昌
益
は
「
作
為
の
論
理
的
価
値
の
単
純
な

0

0

0

否
定
者
」11

で
あ
っ
て
、「
作
為
」
論
を
転
覆
し
う
る
に
は
到
ら
な

か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
宣
長
は
「
自
然
」
を
、
絶
対
的
地
位
に
置
き
、
自
ら
そ
れ
に
従
属
し
て
ゆ
く
と
い
う
立
場
、
つ
ま
り

主
体
的
に
「
自
然
」
を
選
び
取
る
者
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
宣
長
国
学
は
単
に
、
徂
徠
と
の
発
展
的
継
承
の
文
脈
で
置
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。「
作
為
」
論
の
発
展
を
さ
ま
た
げ
る
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、
丸
山
は
、「
自
然
」
的
秩
序
が
主
体
的
に
選
び
取
ら
れ
る
こ

と
の
危
険
性
を
み
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、「
自
然
」
と
い
う
言
葉
で
く
く
ら
れ
、
排
除
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
さ
き
の

引
用
の
語
に
従
え
ば
、「
自
己
の
拠
り
所
」
を
求
め
る
欲
望
で
あ
る
。

四
．「
作
為
」
的
主
体

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
で
二
極
化
さ
れ
た
政
治
思
想
史
は
、「
拠
り
所
」
を
も
と
め
る
主
体
の
帰
属
へ
の
欲

望
を
、
厳
し
く
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
は
、
戦
時
に
お
け
る
丸
山
の
現
状
批
判
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
丸
山
の
政

治
思
想
史
と
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
二
つ
の
「
思
惟
様
式
」
に
よ
っ
て
、
近
世
日
本
と
帝
国
日
本
と
を
連
続
的
に
捉
え
る
も
の
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で
あ
っ
た
。「
思
惟
様
式
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
近
世
日
本
と
、
思
想
史
と
い
う
線
上
に
お
い
て
二
重
写
し
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
丸
山
に

と
っ
て
の
帝
国
日
本
が
そ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。「
自
然
」
と
「
作
為
」
は
、
そ
の
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
丸
山
は
帝
国
日
本
と
い
う
既

存
の
秩
序
を
、「
作
為
」
さ
れ
た
「
自
然
」
と
い
う
状
態
と
し
て
捉
え
、
そ
の
よ
う
な
「
自
然
」
の
「
政
治
性
」
を
反
近
代
的
な
る
も
の
と

し
て
「
政
治
思
想
史
」
か
ら
排
除
し
た
。「
作
為
」
の
主
張
と
は
、
帝
国
日
本
に
没
批
判
的
に
帰
属
し
下
支
え
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
、
丸

山
の
立
場
表
明
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
に
よ
る
「
政
治
思
想
史
」
は
、
そ
の
よ
う
な
丸
山
の
〈
抵
抗
〉
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
問
い
に
付
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
丸
山
の
抵
抗
的
立
場
の
あ
り
方
を
問
題
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
す
な
わ

ち
、「
政
治
思
想
史
」
が
可
能
性
と
し
て
提
示
し
た
「
作
為
」
的
主
体
の
、
時
局
的
な
意
味
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

前
節
ま
で
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、「
作
為
」
論
の
継
承
と
い
う
糸
で
連
続
す
る
徂
徠
と
宣
長
の
間
に
は
、「
自
然
」
に
対
す
る
丸
山
の
態

度
の
転
換
と
い
う
べ
き
過
程
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
が
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
思
惟
様

式
」
の
型
と
し
て
装
置
の
役
割
を
果
た
す
の
み
で
あ
っ
た
二
項
が
、
さ
ら
に
「
自
然
」
対0

「
作
為
」
と
し
て
図
式
化
さ
れ
、
枠
組
み
と
し
て

の
機
能
を
拡
大
し
て
い
く
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。

「
政
治
思
想
史
」
に
お
い
て
描
か
れ
る
徂
徠
と
宣
長
の
対
立
は
、
政
治
的
情
況
に
お
け
る
〈
選
択
肢
〉
の
対
立
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
と
し
て
読

ま
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
が
簡
潔
な
対
立
図
式
と
し
て
み
な
さ
れ
る
場
合
、
丸
山
の
「
自
然
」
に
対
す

る
態
度
は
、
と
く
に
変
容
や
転
換
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
看
過
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
自
然
」
と
「
作
為
」
は
本
来
、
対
立
項
と

し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
認
識
は
、
既
に
図
式
と
し
て
定
着
し
た
「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
枠
組
み
か
ら
は
導
き
出
さ
れ

な
い
。
従
っ
て
、「
作
為
」
的
主
体
を
最
後
的
な
価
値
と
し
て
論
証
す
る
た
め
に
、
丸
山
の
「
政
治
思
想
史
」
が
そ
ぎ
落
と
し
て
き
た
、
次

の
よ
う
な
点
が
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
一
に
、
徂
徠
に
お
け
る
「
自
然
」、
す
な
わ
ち
「
作
為
」
の
発
見
の
地
点
に
お
け
る
「
自

然
」
が
持
ち
得
て
い
た
、
積
極
的
な
意
味
を
、
丸
山
が
排
除
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
そ
れ
と
連
続
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
宣

長
の
「
政
治
性
」
が
、「
作
為
」
と
同
列
に
置
く
べ
き
政
治
的
な
〈
選
択
肢
〉
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
形
で
、「
自
然
」
と
名
付
け
ら
れ
て
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い
る
こ
と
。「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
二
項
は
、
単
に
分
離
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
倫
理
を
自
己
の
「
私
的
領
域
」
と
し
て
自
由

に
行
使
し
得
る
主
体
を
登
場
さ
せ
て
い
た
。
丸
山
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
を
相
容
れ
な
い
対
立
項
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
自
然
」
を
「
作
為
」
に
従
属
さ
せ
た
。「
作
為
」
に
よ
っ
て
超
克
さ
れ
る
べ
き
「
自
然
」
と
い
う
構
図
を
、
近
代
の
必
然
的
発
展
と
し
て
丸

山
が
語
り
き
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
、「
私
的
領
域
」
の
自
由
を
全
く
保
障
さ
れ
な
い
「
作
為
」
的
主
体
だ
け
が
、
存
在
を
許
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

五
．「
国
民
」
と
し
て
の
自
己
承
認
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

帰
属
へ
の
欲
望
を
牽
制
す
る
主
体
の
条
件
と
な
る
一
方
で
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
は
、
そ
の
出
発
点
が
帝
国
日
本
の
特
殊
な
歴

史
的
位
置
に
あ
る
、
と
い
う
前
提
を
も
つ
。
主
体
と
な
る
べ
き
個
人
は
、「
作
為
」
す
る
対
象
と
し
て
帝
国
日
本
と
い
う
国
家
を
持
つ
こ
と

が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
節
以
降
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
は
対
立
図
式
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世

界
史
的
に
普
遍
化
さ
れ
、
適
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
構
造
の
う
ち
に
は
、
帝
国
日
本
と
い
う
帰
属
先

を
宿
命
の
よ
う
に
持
つ
、「
国
民
」
と
い
う
特
権
的
な
主
体
だ
け
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
も
つ

特
殊
日
本
論
的
要
素
と
い
う
べ
き
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

丸
山
は
「
日
本
に
お
け
る
近
代
的
な
る
も
の
の
持
つ
二
面
的
性
格
」
を
「
後
進
性
」
と
「
非0

停
滞
性
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る12
。「
後

進
性
」
は
西
洋
近
代
に
、「
非0

停
滞
性
」13

は
中
国
に
反
射
さ
せ
て
見
た
、
帝
国
日
本
の
世
界
史
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
帝
国

日
本
の
歴
史
的
位
置
は
、
丸
山
思
想
史
の
な
か
で
「
外
国
勢
力
」
と
い
う
モ
メ
ン
ト
、「
内
憂
」
と
「
外
患
」
と
い
う
問
題
を
扱
う
場
面
に

お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
た
。

徂
徠
に
お
け
る
「
私
的
領
域
」
の
解
放
は
宣
長
の
「
非
政
治
的
態
度
」
つ
ま
り
「
私
的
」
な
る
も
の
の
氾
濫
と
い
う
結
果
に
繋
げ
ら
れ
、

そ
れ
は
、「
自
然
」
が
政
治
性
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
丸
山
の
警
告
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
商
業
の
発
展
と
元
禄
文
化
の
開

花
が
、「
生
活
欲
望
の
向
上
」14

と
い
う
、
や
は
り
「
私
的
」
な
る
も
の
、「
人
間
自
然
性
」
の
単
な
る
解
放
に
過
ぎ
な
い
と
評
価
さ
れ
る
。
丸
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山
は
、
政
治
的
権
力
に
経
済
的
権
力
が
先
行
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
む
。
こ
れ
は
、
日
本
的
近
代
の
「
後
進
性
」
と
い
う
意
識
が
、
丸
山
の

思
想
史
に
、
被
支
配
的
地
位
へ
の
抜
き
が
た
い
不
信
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

近
代
の
「
後
進
性
」
と
い
う
特
殊
日
本
論
的
要
素
が
丸
山
に
強
い
た
の
は
、「
作
為
」
的
主
体
が
ま
ず
は
絶
対
的
権
力
を
も
つ
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。「
内
憂
」
と
「
外
患
」
す
な
わ
ち
「
国
家
的
危
機
」
は
、「
国
民
主
義
」
と
い
う
近
代
国
家
形
成
の
重
要
な
フ
ァ

ク
タ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
を
発
展
と
捉
え
る
限
り
で
、
そ
れ
は
「
危
機
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
飛
躍
の

チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。
丸
山
の
論
理
は
こ
の
「
危
機
」
に
際
し
て
、「
作
為
」
的
主
体
の
権
力
性
を
強
力
に
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
「
後
進

性
」
を
可
能
性
へ
と
転
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
内
憂
」
と
「
外
患
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
政
治
思
想
史
が
幕
末
か
ら
明
治
維
新
へ
と
及
ぶ
、
第
二
論
文
の
後

半
、
そ
し
て
同
じ
く
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
所
収
の
論
考
「
国
民
主
義
の
「
前
期
的
」
形
成
」（
一
九
四
四
年
）
に
み
ら
れ
る
。
第
一

論
文
と
第
二
論
文
と
は
続
編
で
あ
る
が
、
つ
づ
く
第
三
論
文
と
し
て
位
置
す
る
こ
の
論
考
は
、
書
か
れ
た
時
期
に
間
隔
が
あ
る
こ
と
、
丸
山

の
出
征
に
よ
っ
て
、
明
治
維
新
直
後
を
扱
っ
た
部
分
で
途
絶
し
て
い
る
と
い
う
事
情
、
そ
れ
ら
の
理
由
か
ら
考
え
て
、
明
確
に
続
編
で
あ
る

と
い
う
規
定
は
で
き
な
い
。
ま
た
、「
自
然
」
あ
る
い
は
「
作
為
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、「
自
然
」
対

「
作
為
」
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
こ
れ
を
読
ん
で
い
く
こ
と
で
、
図
式
が
前
提
と
す
る
特
殊
日
本
論
的
要
素
が
あ
き
ら
か
に
浮
か
び
上
が
る
の

で
あ
る
。さ

ら
に
作
為
の
論
理
を
停
滞
せ
し
め
、
む
し
ろ
自
然
的
秩
序
思
想
の
復
活
を
許
し
た
現
実
的
な
事
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら

ぬ
外
国
勢
力
の
脅
威
に
対
す
る
国
内
的
一
致
の
要
請
で
あ
る

15

丸
山
の
い
う
「
国
民
主
義
の
「
前
期
的
」
形
成
」
と
は
、
幕
末
に
お
け
る
「
作
為
」
的
主
体
の
登
場
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て

は
、「
作
為
」
的
主
体
の
権
力
性
が
、
ま
ず
固
定
的
な
一
君
主
に
よ
っ
て
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
、
丸
山
は
論
じ
て
い
る
。

「
作
為
」
論
を
継
承
し
た
支
配
層
が
、
自
ら
の
権
力
を
担
保
す
る
に
は
「
自
然
」
的
秩
序
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
こ
そ
、
丸
山
に
と
っ
て
の
、
日
本
的
近
代
の
「
後
進
性
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
後
進
性
」
を
示
す
支
配
層
を
、
丸
山
は
「
中
間
勢
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力
」「
仲
介
勢
力
」
と
呼
ぶ
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
「
作
為
」
論
の
継
承
者
で
あ
り
、「
純
被
治
者
」
と
い
う
「
自
然
」
の
脅
威
に
敏

感
に
反
応
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
自
然
」
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
自
己
を
「
政
治
」
化
す
る
道
を
選
び
取
る
。
か
れ
ら
は
、

さ
き
に
み
た
宣
長
国
学
と
同
様
、
近
代
国
家
形
成
に
と
っ
て
の
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

封
建
権
力
は
外
を
恐
れ
る
よ
り
ま
ず
内
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。
い
な
、
内
を
恐
れ
た
が
故
に
こ
そ
外
を
恐
れ
た
と
い
い
う
る
で
あ

ろ
う
。
と
く
に
純0

被
治
者
と
し
て
の
庶
民
に
対
し
て
は
、
幕
府
諸
藩
を
通
ず
る
、
封
建
支
配
者
一
般
の
深
い
疑
懼
が
集
中
し
た
16

一
般
庶
民
に
し
て
も
一
切
の
政
治
的
能
動
性
を
否
定
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
統
治
の
客
体
と
し
て
私
生
活
の
狭
隘
さ
に
追
込
め
ら
れ
て
来

た
彼
等
に
卒
然
と
し
て
国
民
的
責
任
意
識
を
期
待
し
う
る
筈
が
な
い

17

こ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
、
実
体
と
し
て
の
「
作
為
」
的
主
体
で
あ
る
。
丸
山
は
徂
徠
の
「
聖
人
」
概
念
に
み
た
「
作
為
」
的
主
体
を
近

代
天
皇
制
と
い
う
制
度
へ
と
繋
げ
、
そ
の
権
力
性
に
、「
国
家
的
危
機
」
を
打
開
す
る
可
能
性
を
み
た
。
こ
こ
に
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の

図
式
が
も
つ
、
戦
時
性
と
も
い
え
る
性
格
が
あ
る
。
丸
山
が
近
世
思
想
史
に
描
き
込
ん
だ
「
内
憂
」
と
「
外
患
」
は
、
帝
国
日
本
の
お
か
れ

た
「
内
憂
」
と
「
外
患
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
自
然
」
的
秩
序
自
体
の
変
革
を
可
能
に
す
る
「
作
為
」
は
、「
単
な
る
覇
者
的
存
在
以
上
の
伝
統
と
神
聖
性
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
要
請

さ
れ
る
」18

と
丸
山
は
述
べ
る
。
こ
こ
に
近
代
天
皇
制
は
、
日
本
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
た
、
実
体
と
し
て
の
「
作
為
」
的
主
体
と
い
う
意
義

を
持
た
さ
れ
て
い
る
。

仲
介
勢
力
の
自
立
的
存
在
が
国
家
と
国
民
の
内
面
的
結
合
の
桎
梏
を
な
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
克
服
者
と
し
て
の
国
民
主
義
理
念
は

当
然
に
、
こ
の
様
な
集
中
化

0

0

0

と
拡
大
化

0

0

0

と
い
う
両
契
機
を
同
時
的
に
内
包
し
つ
つ
、
そ
の
い
わ
ば
弁
証
法
的
な
統
一
過
程
に
於
て
自

己
を
具
体
化
す
る
。
こ
の
政
治
的
集
中
の
方
向
は
富
国
強
兵
論
に
於
て
絶
対
主
義
的
体
制
と
し
て
決
定
的
に
強
化
さ
れ
、
や
が
て
そ

の
集
中
が
最
後
的
に
帰
属
す
べ
き
主
体
を
求
め
て
尊
王
論
を
政
治
面
に
登
場
せ
し
め
た

19

こ
こ
に
至
っ
て
丸
山
は
、
あ
く
ま
で
も
「
作
為
」
さ
れ
た
制
度
と
し
て
、
近
代
天
皇
制
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。「
自
然
」
対
「
作
為
」
の

図
式
で
描
か
れ
る
政
治
思
想
史
に
お
い
て
、
近
代
天
皇
制
の
登
場
は
必
然
的
で
あ
り
、
肯
定
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
丸
山
の
、
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時
局
へ
の
抵
抗
的
な
立
場
が
あ
る
。
近
代
天
皇
制
を
「
作
為
」
の
産
物
と
し
て
暴
露
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
自
然
」
的
秩
序
と
な
る
こ
と

で
力
を
発
揮
し
臣
民
を
動
員
し
得
て
い
た
、
軍
国
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
真
っ
向
か
ら
衝
突
す
る
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
体
と
い
う
、

「
自
然
」
を
装
っ
た
「
作
為
」
に
、
実
体
と
し
て
の
国
家
が
諾
々
と
牽
引
さ
れ
て
ゆ
く
。
丸
山
は
そ
の
関
係
を
顛
倒
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、「
外
患
」
を
つ
ね
に
「
内
憂
」
の
克
服
と
し
て
問
題
化
す
る
こ
と
は
、「
国
民
主
義
」
を
理
想
と
し
て
立
て
る
丸
山
に
と
っ
て
、
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。「
外
患
」
を
「
内
憂
」
と
い
う
問
題
に
回
収
し
て
、
具
体
的
な
問
題
群
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
、
他
地
域
の
侵

略
と
い
う
対
外
的
膨
張
を
ひ
と
ま
ず
不
問
に
付
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
近
世
思
想
史
に
お
け
る
「
国
内
的
一
致
」
と
、
帝
国
日
本
に
お
け

る
「
国
内
的
一
致
」
と
は
、「
内
憂
」
と
い
う
危
機
感
で
の
み

0

0

二
重
写
し
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
丸
山
が
不
問
に
付
し
た
の
は
、
近
世

思
想
史
に
お
け
る
「
外
患
」
で
は
な
く
、
帝
国
日
本
に
お
け
る
「
外
患
」
の
方
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
国
民
主
義
の
「
前
期
的
」
形
成
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
（「
皇
室
」）
の
権
力
性
が
「
作
為
」
的
主
体
と
な
り
、「
国
民
」
の
精
神

的
な
帰
属
先
と
な
っ
た
、
日
本
的
近
代
の
特
性
を
指
し
て
い
た
。「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
は
近
世
と
帝
国
日
本
と
を
二
重
写
し
に
す

る
た
め
の
装
置
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
ら
ま
れ
た
特
殊
日
本
論
的
な
丸
山
の
近
代
性
は
、「
後
進
性
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
認
識
で
あ

る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
、
図
式
自
体
を
構
成
す
る
た
め
の
重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
政
治
思
想
史
が
帝
国
日
本
に
示
し
た
、「
国
家
的
危
機
」
打
開
の
方
法
と
は
何
か
。
丸
山
は
、「
作
為
」

的
主
体
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
、
日
本
的
近
代
に
と
っ
て
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
そ
の
よ
う
な
主
張
は
、「
自
然
」
の

政
治
性
に
対
す
る
丸
山
の
強
迫
観
念
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
さ
き
の
引
用
に
戻
れ
ば
、「
作
為
」
論
を
持
た
な
い
国
家
構
成
員
に
は

ま
ず
は
「
内
面
的
結
合
」
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
内
面
的
結
合
」
と
は
、
一
体
、
ど

の
よ
う
な
あ
り
方
な
の
だ
ろ
う
か
。
秩
序
に
対
し
て
受
動
的
従
属
的
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
丸
山
の
「
国
民
」
と
は
程
遠

い
。
近
代
天
皇
制
と
い
う
「
作
為
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
作
為
」
を
通
し
て
国
家
を
認
識
す
る
こ
と
が
、「
自
然
」
の
克
服
で
あ

り
、
課
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、「
作
為
」
と
し
て
の
「
内
面
的
結
合
」
と
い
う
、
帝
国
日
本
の
「
国
民
主
義
」
が
あ
き
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ら
か
に
な
る
。

丸
山
の
提
示
し
た
「
国
民
」
は
、
帰
属
先
を
既
存
の
秩
序
に
も
と
め
る
こ
と
を
厳
し
く
抑
制
す
る
条
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
に

は
、「
作
為
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
、
国
家
と
の
「
内
面
的
結
合
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
理
は
戦
時
期
に
あ
っ
て
、

帝
国
日
本
の
内
部
で
生
き
る
自
己
の
生
を
、「
国
民
」
と
し
て
昇
華
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
主
体
的
に
「
国
民
」
と
な

る
者
に
の
み
、
希
望
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
枠
組
み
が
、「
思
惟
様
式
」
の
対
立
図
式
と
し
て
単
純
化

し
、
普
遍
的
な
可
能
性
と
し
て
拡
大
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
暴
力
性
は
発
揮
さ
れ
る
。「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
は
、
帝
国
日
本
の
構
成

員
を
「
自
然
」
的
秩
序
か
ら
自
由
に
す
る
。
と
同
時
に
、
帝
国
日
本
以
外
に
も
と
め
ら
れ
る
帰
属
の
欲
望
を
、
こ
と
ご
と
く
「
自
然
」
と
し

て
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
民
族
性
や
国
民
性
と
い
っ
た
個
人
の
帰
属
の
あ
り
方
は
、
こ
れ
を
一
旦
捨
て
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。「
作
為
」

さ
れ
た
制
度
と
し
て
の
「
国
民
主
義
」
は
、「
自
然
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
的
で
あ
り
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
、
何
人
に
も
平

等
に
開
か
れ
た
。

丸
山
の
「
作
為
」
の
主
張
は
、「
自
然
」
的
秩
序
を
装
う
こ
と
で
個
人
の
生
を
動
員
し
よ
う
と
す
る
、
帝
国
日
本
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
対
し
、
批
判
的
立
場
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
「
国
民
」
と
い

う
「
作
為
」
的
主
体
は
、
動
員
と
い
う
よ
り
以
上
に
主
体
的
積
極
的
な
、
帝
国
日
本
の
構
成
員
と
な
る
道
が
、
唯
一
の
希
望
と
し
て
見
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

六
．「
弁
証
法
的
全
体
主
義
」
か
ら
「
国
民
主
義
」
へ

以
上
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
が
も
つ
、
次
の
よ
う
な
両
義
性
で
あ
る
。
ま
ず
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
を

装
置
と
し
て
思
想
史
を
書
き
き
る
こ
と
は
、
丸
山
に
と
っ
て
、
時
局
に
対
す
る
抵
抗
的
立
場
と
し
て
の
「
作
為
」
的
主
体
を
た
て
る
作
業
で

あ
っ
た
。
そ
の
戦
略
性
は
、「
作
為
」
の
主
張
を
、
主
体
的
に
国
家
へ
と
帰
属
す
る
「
国
民
」
の
主
張
へ
と
、
導
く
こ
と
と
な
っ
た
。
民
族

性
・
土
着
性
と
い
っ
た
個
人
の
帰
属
へ
の
欲
求
を
い
っ
た
ん
「
自
然
」
的
秩
序
と
し
て
破
棄
し
、
自
覚
的
に
「
国
民
」
た
ろ
う
と
す
る
こ
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と
。
こ
の
論
理
が
帝
国
日
本
の
内
部
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
き
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
が
は
ら
む
帝
国
の
暴
力
性
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
同
時
に
、
丸
山
自
身
の
、
個
人
の
生
を
模
索
す
る
作
業
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
。

以
下
で
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
と
い
う
思
想
史
の
方
法
が
、
戦
時
期
丸
山
の
世
界
史
的
視
点
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を

考
え
た
い
。
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
「
思
惟
様
式
」
の
対
立
項
は
、
丸
山
が
戦
時
期
の
変
動
す
る
時
局
を
見

つ
め
な
が
ら
、
戦
略
的
に
構
成
し
て
き
た
装
置
な
の
で
あ
る
。
丸
山
が
論
理
上
で
結
実
さ
せ
る
「
主
体
」
と
は
、
帝
国
日
本
の
内
部
に
足
場

を
固
定
し
、
そ
こ
か
ら
希
望
を
見
出
し
て
ゆ
く
、
丸
山
自
身
の
〈
選
択
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
九
三
六
年
の
論
文
「
政
治
学
に
於
け
る
国
家
の
概
念
」
に
お
い
て
、
丸
山
は
「
弁
証
法
的
全
体
主
義
」
と
い
う
道
を
提
示
し
て
い
る
。

西
洋
近
代
の
分
析
に
よ
る
時
事
論
、
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
の
論
考
は
、
丸
山
が
「
思
惟
様
式
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
世
界
史
的
地
図
を

描
き
、
そ
の
な
か
に
帝
国
日
本
の
あ
る
べ
き
道
を
見
出
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

丸
山
は
、「
思
惟
様
式
」
の
抽
出
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
、
何
が
可
能
だ
と
述
べ
て
い
る
か
。
自
ら
の
歴
史
性
を
規
定
と
し
て
も
つ
「
社

会
的
存
在
」
が
、
あ
る
「
政
治
理
論
」「
国
家
観
」
の
担
い
手
と
な
る
と
き
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
が
「
思
惟
様
式
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

思
惟
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
は
決
し
て
利
害
心
理
を
以
て
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
層
が
そ
の
存
在
構
造
に
照
応
し
た
思
惟

形
式
を
担
う
と
き
は
、
寧
ろ
利
害
心
理
の
介
入
す
る
余
地
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
利
害
心
理
は
没
落
期
の
社
会
層
が
自
己
の
存
在
連

関
と
必
然
的
関
係
に
立
た
な
い
思
惟
様
式
を
採
用
す
べ
く
迫
ら
れ
た
と
き
に
最
も
露
骨
に
侵
入
す
る

20

理
論
が
「
隠
蔽
」「
修
飾
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
機
能
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
利
害
心
理
」
す
な
わ
ち
諸

「
社
会
層
」
の
存
在
の
条
件
が
先
行
し
、逆
に
「
思
惟
様
式
」
を
規
定
し
よ
う
と
働
く
と
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
観
」

の
理
論
が
ま
さ
に
こ
の
状
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
全
体
主
義
」
と
い
う
世
界
的
潮
流
が
、「
個

人
主
義
国
家
観
」
の
「
窮
極
の
形
態
」
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
丸
山
が
、「
思
惟
様
式
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
対
象
と
し
て
据
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
特
殊
日
本
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

丸
山
に
よ
れ
ば
、
西
洋
近
代
的
な
「
市
民
社
会
」
の
「
ヂ
レ
ン
マ
」
と
は
、「
国
家
」
と
「
個
人
」
と
の
調
和
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、



愛知県立大学大学院国際文化研究科（日本文化専攻）論集第 12 号（2011）

（ 68 ）

こ
れ
は
「
個
人
主
義
国
家
観
に
本
来
内
在
す
る

0

0

0

0

0

0

二
元
的
対
立
」21

が
表
面
化
し
た
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。「「
自
由
独
立
」
な
個
人
の
私

的
生
産
が
実
は
社
会
的
生
産
で
あ
る
と
い
う
市
民
社
会
の
基
礎
構
造
の
忠
実
な
反
映
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」22
。「
市
民
社
会
」
に
お
け
る

「
個
人
」
は
、
自
己
の
存
在
の
条
件
に
従
っ
て
、「
国
家
権
力
と
の
抱
合
関
係
」
を
欲
望
す
る
た
め
、「
個
人
主
義
国
家
観
」
の
理
論
が
そ
の

存
在
の
条
件
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
、「
市
民
社
会
」
を
支
え
て
い
た
「
思
惟
様
式
」
で
あ
る
「
合
理
主
義
」
が
効
力
を
失

い
、「
中
世
の
模
倣
」
と
し
て
の
「
非
合
理
主
義
」「
神
秘
主
義
」
と
い
う
「
権
力
国
家
」
を
支
え
る
た
め
の
「
思
惟
様
式
」
が
台
頭
す
る
。

こ
の
場
合
に
「
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
の
「
国
家
観
」
が
現
れ
る
。
丸
山
は
「
全
体
主
義
国
家
観
」
が
世
界
的
に
流
行
す
る
情
況

を
、
そ
の
よ
う
に
分
析
し
た
上
で
、
ご
く
短
い
「
む
す
び
」
の
部
分
で
、
日
本
の
と
る
べ
き
道
を
「
弁
証
法
的
全
体
主
義
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
す
る
。

個
人
は
国
家
を
媒
介
と
し
て
の
み
具
体
的
定
立
を
え
つ
つ
、
し
か
も
絶
え
ず
国
家
に
対
し
て
否
定
的
独
立
を
保
持
す
る
ご
と
き
関
係

に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。し
か
も
そ
う
し
た
関
係
は
市
民
社
会
の
制
約
を
受
け
て
い
る
国
家
構
造
か
ら
は
到
底
生
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
弁
証
法
的
な
全
体
主
義
を
今
日
の

0

0

0

全
体
主
義
か
ら
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
23

こ
こ
で
は
、
さ
き
に
論
じ
た
特
殊
日
本
論
的
要
素
、
す
な
わ
ち
日
本
的
近
代
の
「
後
進
性
」
が
、
逆
手
に
取
ら
れ
、
あ
る
べ
き
「
全
体
主
義
」

へ
の
可
能
性
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。「
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
「
国
家
観
」
そ
の
も
の
が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

そ
の
状
態
が
「
今
日
の
全
体
主
義
」
で
あ
る
と
丸
山
は
結
論
し
た
。
社
会
的
存
在
と
「
国
家
観
」
を
媒
介
す
る
「
思
惟
様
式
」
を
統
御
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
だ
「
個
人
主
義
国
家
観
」
の
台
頭
を
経
験
し
て
い
な
い
我
が
日
本
は
、「
国
家
」
と
「
個
人
」
の
二
元
的
対
立
を
昇

華
し
う
る
、
丸
山
は
そ
の
よ
う
な
確
信
を
経
て
、
方
法
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
洋
近
代
の
轍
を
ふ
む
こ
と
の
否
定

と
、特
殊
日
本
論
と
が
絡
み
合
う
か
た
ち
で
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
日
本
思
想
史
、そ
し
て
帝
国
日
本
の
目
指
す
べ
き
「
国
民
主
義
」
は
、

導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



丸山思想史における帝国日本 ― 戦時期における「自然」と「作為」

（ 69 ）

七
．「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
世
界
史
的
拡
大

「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
に
は
、
帝
国
日
本
が
世
界
史
的
に
特
殊
な
位
置
に
あ
る
こ
と
、
特
殊
な
道
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ

の
認
識
が
前
提
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
が
、
世
界
史
的
に
拡
大
さ
れ
、
機
能
し
て
い
る
現
場
が
、
丸
山
の
福

沢
諭
吉
論
で
あ
る
。
丸
山
の
福
沢
評
価
の
、
境
界
線
と
も
い
う
べ
き
点
に
お
い
て
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
は
世
界
史
的
に
敷
衍
さ

れ
、
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
沢
と
い
う
人
物
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
は
、
当
然
、
戦
時
期
と
い
う
「
国
家
的
危
機
」
の
時
代
に
あ
っ
て
、
帝
国
日
本
に
お
け
る

立
場
性
の
表
明
と
容
易
に
直
結
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
福
沢
評
価
の
境
界
線
と
は
、
簡
潔
に
い
え
ば
、
帝
国
日
本
の
ジ
レ
ン
マ
そ
の
も
の

で
あ
る
。
強
硬
的
な
対
外
膨
張
と
「
国
内
的
一
致
」
を
要
請
す
る
国
家
と
、
個
人
と
の
間
の
矛
盾
か
ら
生
ま
れ
る
、
日
本
的
近
代
の
ジ
レ

ン
マ
で
あ
る
。「
国
家
」
か
「
個
人
」
か
と
い
う
窮
極
の
問
題
は
、
ま
た
、
丸
山
が
「
弁
証
法
的
全
体
主
義
」
そ
し
て
後
に
導
き
出
さ
れ
た

「
国
民
主
義
」
に
よ
っ
て
、
越
え
よ
う
と
し
た
課
題
そ
の
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
思
惟
様
式
」
と
い
う
方
法
は
、
こ
の
課

題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
と
い
え
る
。
丸
山
に
お
け
る
福
沢
像
が
、「
作
為
」
的
主
体
と
い
う
理
念
の
具
現
化
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
福
沢
と
い
う
理
念
型
が
こ
の
境
界
線
に
置
か
れ
る
と
き
、
丸
山
の
政
治
思
想
史
が
も
つ
機
能
性

は
、
は
っ
き
り
と
姿
を
現
す
こ
と
と
な
る
。

第
一
に
、
四
節
及
び
五
節
で
も
ふ
れ
た
「
主
体
」
の
あ
り
方
の
規
定
に
か
か
わ
っ
て
、「
国
民
主
義
」
の
内
容
が
福
沢
像
に
よ
っ
て
語
ら

れ
た
こ
と
を
み
て
お
き
た
い
。
一
九
四
三
年
、『
三
田
新
聞
』
に
寄
せ
た
短
い
論
考
「
福
沢
に
於
け
る
秩
序
と
人
間
」
で
、
丸
山
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

国
家
を
個
人
の
内
面
的
自
由
に
媒
介
せ
し
め
た
こ
と
―
福
沢
諭
吉
と
い
う
一
個
の
人
間
が
日
本
思
想
史
に
出
現
し
た
こ
と
の
意
味
は

か
か
っ
て
此
処
に
あ
る
と
す
ら
い
え
る

24

丸
山
は
、「
個
人
主
義
者
」
と
し
て
の
福
沢
像
と
「
国
家
主
義
者
」
と
し
て
の
福
沢
像
が
相
争
う
こ
と
を
避
け
、「
彼
は
言
い
う
べ
く
ん

ば
、
個
人
主
義
者
た
る
こ
と
に
於
て
ま
さ
に
国
家
主
義
者
だ
っ
た
」25

と
い
う
評
価
を
与
え
る
。
丸
山
自
身
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
「
後
記
」



愛知県立大学大学院国際文化研究科（日本文化専攻）論集第 12 号（2011）

（ 70 ）

（
一
九
七
六
年
）
は
、『
三
田
新
聞
』
の
こ
の
号
が
「
学
徒
出
陣
の
記
念
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
予
想
さ
れ
る
福
沢
の
国
権
論
、
大
陸
進

出
へ
の
肯
定
的
側
面
の
強
調
と
は
、
異
な
っ
た
見
方
が
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
に
応
え
て
、
こ
の
福
沢
論
を
寄
せ
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。

丸
山
の
福
沢
論
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
か
ら
導
か
れ
る
政
治
思
想
史
の
文
脈
か
ら
、
少
し
も
外
れ
て
は
い
な
い
。
次
の
よ
う
な

規
定
は
、
福
沢
像
が
「
作
為
」
的
主
体
と
い
う
価
値
そ
の
も
の
の
体
現
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。「
国
民
一
人
々
々
が
国
家
を

ま
さ
に
己
れ
の
も
の
と
し
て
身
近
に
感
触
し
、
国
家
の
動
向
を
ば
自
己
自
身
の
運
命
と
し
て
意
識
す
る
国
家
に
非
ず
ん
ば
、
如
何
に
し
て
苛

烈
な
る
国
際
場
裡
に
確
固
た
る
独
立
性
を
保
持
し
え
よ
う
か
」26
。
丸
山
は
「
作
為
」
的
主
体
と
い
う
唯
一
の
可
能
性
を
提
出
し
、
国
権
拡
張

論
や
植
民
地
侵
略
論
へ
と
流
れ
な
い
帝
国
日
本
に
望
み
を
繋
げ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
作
為
」
論
に
と
っ
て
、「
国
家
」
は
「
単
な
る
外
部

的
強
制
」
で
は
な
く
、「
国
民
」
に
よ
る
「
個
人
個
人
の
自
発
的
な
決
断
」
が
「
国
家
」
を
動
か
す
の
で
あ
る
か
ら
。「
学
徒
出
陣
」
と
い

う
、
す
ぐ
に
も
手
が
触
れ
そ
う
な
時
局
の
最
前
線
に
向
け
て
、
丸
山
の
政
治
思
想
史
は
「
全
体
的
秩
序
へ
の
責
任
な
き
依
存
の
方
が
は
る
か

に
安
易
な
の
で
あ
る
」27

と
呼
び
か
け
た
。「
国
家
」
と
「
個
人
」
の
間
の
矛
盾
を
、「
作
為
」
的
主
体
の
主
張
が
、
昇
華
し
得
た
と
は
思
わ
な

い
。
丸
山
が
そ
れ
を
本
当
に
実
現
可
能
と
み
て
い
た
か
も
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
形
で
発
せ
ら
れ
る
「
作
為
」
の
主
張
を
、

「
思
惟
様
式
」
の
思
想
史
が
も
っ
た
機
能
性
、
戦
時
性
と
し
て
、
捉
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
論
考
に
付
さ
れ
た
戦
後
丸
山
の
短
い

回
顧
は
、
福
沢
像
を
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
利
用
す
る
戦
時
期
の
福
沢
評
価
と
、
自
ら
の
そ
れ
と
を
差
異
化
し
う
る
と
い
う
こ
と

に
、
疑
い
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
一
九
七
六
年
と
い
う
時
点
で
、「
作
為
」
の
主
張
の
正
当
性
が
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
「
後
記
」

の
記
述
を
可
能
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
二
に
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
図
式
が
拡
大
さ
れ
、
世
界
史
的
に
通
用
す
る
思
想
史
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
。

一
九
四
二
年
の
論
考
「
福
沢
諭
吉
の
儒
教
批
判
」
を
み
て
み
た
い
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
、「
作
為
」
的
主
体
と
い
う
「
思
惟
様
式
」
の
具

現
化
で
あ
る
福
沢
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
の
な
か
で
、「
思
惟
範
型
」28

と
し
て
の
儒
教
を
排
撃
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
儒

教
は
、「
体
系
」
そ
の
も
の
の
儒
教
で
は
な
い
。
歴
史
的
妥
当
性
を
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
倫
理
と
し
て
定
着
し
、「
慣
習
的
」
と
な
っ
た
、

「
自
然
」
的
秩
序
で
あ
る
。「
も
し
ひ
と
が
近
世
儒
教
を
包
括
的
に
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
儒
教
が
こ
う
し
た
視
座
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構
造
を
な
し
て
い
た
と
い
う
意
味
に
於
て
の
み
正
当
な
規
定
と
い
い
う
る
」29
。
丸
山
は
福
沢
の
儒
教
論
を
前
期
・
後
期
に
区
分
け
し
、「
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
暴
露
」
か
ら
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
へ
と
、
そ
の
性
質
が
変
容
し
た
と
す
る
。
ま
ず
前
期
は
、
前
近
代
性
を
支
え
る
「
思
惟
範

型
」
と
し
て
儒
教
を
見
出
し
、
悉
く
そ
の
「
思
惟
」
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
。
後
期
に
至
っ
て
、
そ
の
批
判
は
、
近
代
へ
の
移
行
を
阻
む
形

で
現
れ
た
「「
敵
性
」
分
子
」30

そ
の
も
の
を
、
儒
教
的
「
思
惟
範
型
」
の
残
滓
と
し
て
排
撃
す
る
方
法
へ
と
変
わ
る
と
い
う
。
前
者
か
ら
後

者
へ
と
い
う
こ
の
方
法
は
、
福
沢
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
丸
山
の
方
法
で
あ
る
。
ま
ず
儒
教
は
、「
思
惟
範
型
」
と
し
て
見
出
さ
れ
、
排
撃

の
対
象
と
な
る
。
そ
の
後
、
日
本
と
い
う
足
場
が
近
代
化
の
方
向
へ
固
ま
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
情
況
の
変
化
に
従
っ
て
、「「
敵
性
」
分

子
」
と
い
う
「
主
体
」
そ
の
も
の
へ
と
批
判
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
る
。
儒
教
は
そ
の
批
判
の
正
当
性
を
担
保
す
る
根
拠
へ
と
転
化
す
る
の
で

あ
る
。
丸
山
は
「
後
期
」
福
沢
の
特
徴
を
「
儒
教
そ
の
も
の
よ
り
は
、
是
を
そ
の
主
体
に
関
係
づ
け
て
儒
者
の
社
会
的
機
能
を
暴
露
す
る
方

法
」31

と
表
し
て
い
る
。
日
本
の
封
建
的
残
滓
を
徹
底
批
判
す
る
福
沢
が
、
儒
教
の
「
主
体
」
と
し
て
の
中
国
を
批
判
の
対
象
と
す
る
に
至
っ

た
こ
と
を
、
丸
山
は
論
じ
、
こ
の
変
容
を
「
ヨ
リ
非
政
治
的
な
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
に
ま
で
の
成
熟
」32

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
繰
り

返
そ
う
。
こ
れ
は
福
沢
の
方
法
で
は
な
く
、
丸
山
の
方
法
で
あ
る
。「
思
惟
様
式
」
の
発
展
的
段
階
を
追
う
と
い
う
丸
山
の
思
想
史
の
方
法

は
、
論
考
最
後
の
部
分
に
お
い
て
、
帝
国
日
本
の
歴
史
的
位
置
づ
け
と
い
う
作
業
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

攘
夷
主
義
乃
至
排
外
主
義
的
思
潮
に
対
し
て
は
終
始
一
貫
抗
争
し
た
諭
吉
も
、
対
朝
鮮

0

0

・
支
那

0

0

の
外
交
問
題
に
関
し
て
は
是
ま
た
終

始
一
貫
、
最
強
硬
の
積
極
論
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
表
見
的
に
は
矛
盾
す
る
態
度
を
諭
吉
の
心
裡
に
於
て
一
つ
の
統
一
的
な
志

向
に
ま
で
結
び
付
け
て
い
た
も
の
が
外
な
ら
ぬ
彼
の
反
儒
教
意
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
い
い

33

「
朝
鮮
近
代
化
運
動
へ
の
我
国
の
後
援
」
と
そ
れ
に
伴
う
日
清
関
係
の
緊
張
の
な
か
で
、
福
沢
は
、
日
本
内
部
に
お
け
る
「「
敵
性
」
分
子
」

と
同
列
に
、「
支
那
」
と
い
う
対
象
を
「
保
守
反
動
勢
力
の
最
後
の
牙
城
」
と
み
な
し
た
と
さ
れ
る
。
丸
山
は
「
反
儒
教
意
識
」
と
い
う
名

に
お
い
て
、
こ
れ
を
「
き
わ
め
て
自
然
で
あ
っ
た
」
と
す
る
の
で
あ
る34
。

こ
こ
に
諭
吉
が
嘗
て
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
や
『
文
明
論
之
概
略
』
に
於
て
過
去
の

0

0

0

日
本
に
向
け
ら
れ
た
峻
烈
な
批
判
が
そ
の
ま
ま
支

那
を
対
象
と
し
て
複
写
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
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「
支
那
」
の
超
克
、「
朝
鮮
の
近
代
化
」
は
、「
過
去
の

0

0

0

日
本
」
の
超
克
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
、
す
な
わ
ち

「
思
惟
様
式
」
の
発
展
的
段
階
と
い
う
基
準
に
基
づ
い
た
思
想
史
の
方
法
が
、
支
え
導
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に 

―
「
思
惟
様
式
」
の
思
想
史
と
は
何
か

丸
山
思
想
史
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、
戦
中
／
戦
後
に
お
け
る
丸
山
の
連
続
性
あ
る
い
は
非
連
続
性
と
い
う
争
点
が
常
に
含
ま
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
丸
山
が
「
敗
戦
」
を
歴
史
的
転
換
点
と
み
な
し
て
、
自
覚
的
に
「
戦
後
」
を
出
発
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
丸
山
の
そ
の
枠
組

み
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
八
・
一
五
」
の
神
話
性
は
解
体
さ
れ
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
共
通
了
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
、
丸
山
の
歴
史

性
・
限
界
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

本
論
の
主
張
は
、
戦
中
戦
後
と
い
う
分
断
に
関
わ
り
な
く
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
枠
組
み
が
丸
山
思
想
史
を
規
定
し
続
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
枠
組
み
が
戦
時
期
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
へ
と
遡
る
こ
と
で
、「
自
然
」
対

「
作
為
」
と
い
う
二
極
的
な
対
立
図
式
の
普
遍
化
が
、
丸
山
思
想
史
と
い
う
大
系
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
普
遍
化
・
拡
大
化
の
過
程
は
、
丸
山
自
身
の
意
図
と
は
必
ず
し
も
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
思

惟
様
式
」
と
い
う
方
法
へ
の
こ
だ
わ
り
は
丸
山
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
思
惟
様
式
」
と
は
す
な
わ
ち
、
戦
時
期
に
お
い
て

「
自
然
」
と
「
作
為
」
が
、「
国
民
主
義
」
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
た
め
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
、
そ
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な

い
。「

自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
は
、
戦
中
戦
後
と
い
う
、
丸
山
の
認
識
的
な
断
絶
と
は
全
く
無
関
係
に
生
き
延
び
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
図
式
は
丸
山
の
一
貫
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
丸
山
が
戦
時
期
の
思
想
史
的
立
場
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
戦
後
に
連
続

し
得
た
と
い
う
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

丸
山
思
想
史
が
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
を
も
っ
て
読
み
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
す
る
本
論
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
枠

組
み
の
戦
時
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
今
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
丸
山
思
想
史
と
い
う
大
系
の
限
界
点
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
在
に
お
い
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て
、「
国
民
主
義
」
が
時
局
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
も
、「
作
為
」
的
主
体
の
も
つ
普
遍
性
は
時
代
的
制
約
を
越
え
る
と
言
い

う
る
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。「
作
為
」
的
主
体
と
は
、
戦
時
期
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
地
理
的
・
歴
史
的
条
件
を
平
ら
に

な
ら
し
て
、「
近
代
」
を
共
有
す
る
た
め
の
主
体
で
あ
る
。
徂
徠
に
拠
っ
て
構
成
さ
れ
た
自
由
・
平
等
な
る
「
作
為
」
的
主
体
が
、
徐
々
に

特
権
的
性
質
を
付
与
さ
れ
、
主
体
化
の
た
め
の
厳
し
い
規
定
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
、
本
論
は
見
て
き
た
の
で
あ
る
。

戦
時
期
の
丸
山
が
主
体
化
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
窮
極
的
に
は
、
時
局
に
規
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
個
人
の
生
を
、
ど
こ
ま
で
個
人
の
生

と
し
て
保
持
し
う
る
の
か
、
と
い
う
限
界
性
の
模
索
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
最
も
純
粋
理
念
的
な
主

体
が
、
さ
き
に
述
べ
た
、「
政
治
思
想
史
」
に
お
い
て
丸
山
が
徂
徠
を
「
作
為
」
の
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
る
そ
の
一
瞬
に
現
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。「
作
為
」
の
可
能
性
＝
政
治
性
を
持
ち
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
自
然
」
的
な
る
個
人
の
倫
理
を
自
由
に
内
在
さ
せ
て
い
る
、
そ

の
よ
う
な
主
体
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
理
念
的
な
主
体
、
い
わ
ば
主
体
の
原
型
に
お
い
て
は
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
が
と
も
に
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
主
体
論
は
個
人
の
生
の
自
由
を
保
証
す
る
も
の
と
な
り
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
体
の
原
型
は
、
現
実
に
引
き
下
ろ
さ

れ
た
場
合
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
抗
す
る
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
引
き
下
ろ
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
主
体
の
普
遍
妥
当
性
、
価
値
の
絶

対
性
だ
け
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
越
え
て
生
き
延
び
た
の
で
あ
る
。「
作
為
」
的
主
体
は
自
由
・
平
等
な
る
近
代
的
主
体
と
し
て
、
帝
国
日
本

の
特
権
的
位
置
を
隠
蔽
す
る
か
た
ち
で
、
世
界
史
的
に
敷
衍
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
普
遍
妥
当
性
が
帝
国
日
本
か
ら
言
い
出
さ
れ
る
こ

と
の
暴
力
性
で
あ
り
、「
作
為
」
的
主
体
が
そ
の
原
型
に
お
い
て
持
っ
て
い
た
暴
力
性
が
、
発
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
丸
山

が
「
自
然
」
を
脅
威
と
し
て
の
み
扱
っ
て
い
く
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
が
主
体
の
原
型
か
ら
の
変
容
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
す
な
わ

ち
、
丸
山
は
時
局
に
照
ら
し
て
、
倫
理
が
個
人
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
脅
威
と
み
な
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
「
作

為
」
的
主
体
の
生
の
自
由
は
、
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、「
作
為
」
的
主
体
の
生

の
自
由
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
の
国
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
丸
山
は
国
家
を
媒
介
物
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
、
生
の
自
由
性
の

限
界
を
賭
け
た
の
で
あ
る
。
丸
山
が
求
め
て
い
た
の
は
、
自
ら
「
国
民
」
と
な
る
こ
と
を
〈
選
択
〉
さ
せ
得
る
よ
う
な
、
倫
理
的
存
在
と
し

て
の
国
家
で
あ
る
。
戦
時
期
丸
山
が
可
能
性
を
み
て
い
た
の
は
、「
作
為
」
的
主
体
と
し
て
の
「
国
民
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
体
の
「
自
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然
」
す
な
わ
ち
倫
理
を
吸
収
し
得
る
、
自
由
・
平
等
な
る
帝
国
日
本
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
所
収
の
第
一
論
文
及
び
第
二
論
文
は
、「
自
然
」
対
「
作
為
」
の
図
式
が
も
つ
普
遍
的
な
可
能
性
を
内
包
し
て

い
た
と
い
う
意
味
で
、
丸
山
思
想
史
と
い
う
大
系
が
も
つ
意
義
を
集
約
し
う
る
「
思
想
史
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
意
義
は
、「
自
然
」
と

「
作
為
」
と
い
う
言
葉
に
刻
印
さ
れ
た
戦
時
期
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
抜
き
に
し
て
、
見
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
帝
国
日
本
に
足
場
を

固
め
る
こ
と
を
論
理
的
帰
結
と
し
た
、
丸
山
の
〈
選
択
〉
が
、「
思
想
史
」
と
い
う
方
法
を
通
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
を
ま
と
い
つ
か
せ
た
「
作
為
」
的
主
体
が
、
戦
後
に
、
ま
し
て
や
帝
国
日
本
へ
の
帰
属
が
「
作
為
」
的
に
押
し
つ

け
ら
れ
た
場
所
に
、
連
続
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
に
丸
山
思
想
史
の
普
遍
的
な
力
を
な
お
読
み
取
ろ
う

と
す
れ
ば
、「
作
為
」
的
主
体
が
は
ら
む
国
家
へ
の
帰
属
の
正
当
性
を
、
現
在
に
お
い
て
反
復
す
る
語
り
が
、
わ
ず
か
に
可
能
と
な
る
だ
け

で
あ
る
。

注1　

  『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』所
収
の
三
論
文
は
、い
ず
れ
も
一
九
四
〇
〜
一
九
四
四
年
に『
国
家
学
会
雑
誌
』の
連
載
と
し
て
初
出
。
本
論
で
は
便
宜
上「
近

世
儒
教
の
発
展
に
お
け
る
徂
徠
学
の
特
質
並
に
そ
の
国
学
と
の
関
連
」（
一
九
四
〇
年
）
を
第
一
論
文
、
そ
の
続
編
で
あ
る
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に

お
け
る
「
自
然
」
と
「
作
為
」
―
制
度
観
の
対
立
と
し
て
の
―
」（
一
九
四
一
年
）
を
第
二
論
文
と
表
現
す
る
。
な
お
丸
山
の
論
考
の
引
用
は
す
べ
て
『
丸

山
眞
男
集
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

2　

  

丸
山
の
語
り
の
恣
意
性
が
引
き
起
こ
し
た
部
分
的
な
過
誤
に
つ
い
て
は
、
近
世
思
想
史
の
領
域
か
ら
多
く
の
反
論
、
再
検
討
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
部
分
的
な
解
体
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
恣
意
性
の
指
摘
に
よ
っ
て
も
、
丸
山
の
物
語
が
生
み
だ
し
た
ひ
と
つ
の
大
き
な
体
系
を
崩
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
部
分
的
な
解
体
は
そ
れ
自
体
が
、
丸
山
の
思
想
史
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
物
語
の
再
構
成
と
い
う
共
犯
関

係
に
さ
え
つ
な
が
り
う
る
。
ま
た
、
丸
山
の
恣
意
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
丸
山
思
想
史
の
近
代
性
を
批
判
的
に
検
討
す
る
た
め
の
重
要
な
前

提
で
あ
る
が
、
す
で
に
完
成
さ
れ
た
物
語
自
体
を
く
つ
が
え
す
こ
と
は
な
い
。
こ
の
強
靭
さ
の
基
盤
は
、「
思
惟
様
式
」「
思
惟
構
造
」
の
抽
出
に
よ
る

思
想
史
、
と
い
う
丸
山
の
方
法
に
こ
そ
あ
る
。
本
論
で
い
う
丸
山
思
想
史
と
は
、
丸
山
の
テ
ク
ス
ト
自
体
と
、
事
後
的
な
丸
山
論
、
丸
山
自
身
に
よ
る



丸山思想史における帝国日本 ― 戦時期における「自然」と「作為」

（ 75 ）

語
り
直
し
な
ど
が
、
矛
盾
を
含
み
な
が
ら
肥
大
化
し
、
構
成
し
て
き
た
大
系
と
し
て
の
丸
山
思
想
史
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
、
丸
山
批
判
は
も
ち
ろ

ん
、
戦
後
日
本
の
共
通
課
題
と
し
て
丸
山
を
扱
う
こ
と
に
は
、
既
に
新
し
い
意
味
は
な
い
と
論
者
は
考
え
て
い
る
。
丸
山
思
想
史
の
も
つ
普
遍
的
な
力

を
問
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
時
期
か
ら
現
在
ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
た
帝
国
日
本
論
と
し
て
、
展
開
す
る
こ
と
が
本
論
の
狙
い
で
あ
る
。

3　

 『
丸
山
眞
男
集
』
第
一
巻
（
以
下
①
と
示
す
。
同
じ
く
②
は
第
二
巻
を
示
す
）
一
四
九
頁

4　

 

①
一
九
五
頁

5　

 

①
一
九
五
―
一
九
六
頁

6　

 

①
二
〇
四
頁
（
括
弧
内
引
用
者
、
傍
点
原
文
）

7　

 

①
二
三
一
頁
（
傍
点
原
文
）

8　

 

①
二
七
一
頁

9　

 

①
二
二
九
頁

10　

 

②
五
九
頁

11　

 

②
七
一
頁
（
傍
点
原
文
）

12　

 

①
三
〇
一
頁
（
傍
点
原
文
）

13　

  「
非0

停
滞
性
」
と
は
、
朱
子
学
的
思
惟
を
「
道
学
的
」
価
値
と
「
文
化
的
」
価
値
に
分
裂
さ
せ
得
た
日
本
の
近
代
性
を
、〈
本
家
〉
中
国
に
比
し
て
、

主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。「
か
く
て
政
治
は
修
身
斉
家
の
単
な
る
延
長
た
る
地
位
を
、
歴
史
は
教
訓
の
「
か
が
み
」
た
る
地
位
を
、
文
学
は
勧
善
懲
悪

の
手
段
た
る
地
位
を
そ
れ
ぞ
れ
脱
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」（
①
三
〇
四
頁
）。
こ
の
「
分
裂
」
は
、
戦
後
丸
山
が
日
本
文
化
批
判
と
し
て
名
付
け
る
「
タ

コ
ツ
ボ
型
」（「
思
想
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
一
九
五
七
年
『
図
書
』）
を
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
こ
で
は
中
国
に
対
す
る
日
本
の
近
代
性
を
ま
さ
に
担
保

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

14　

 

①
二
三
八
頁

15　

 

②
一
〇
九
頁

16　

 

②
二
三
九
頁
（
傍
点
原
文
）

17　

 

②
二
四
〇
頁

18　

 

②
二
五
二
頁
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19　

 

②
二
六
四
頁
（
傍
点
原
文
）

20　
 

①
八
頁

21　
 

①
十
六
頁

22　

 
①
十
五
頁

23　

 

①
三
一
頁
（
傍
点
原
文
）

24　

 

②
二
一
九
―
二
二
〇
頁

25　

 

②
二
一
九
頁

26　

 

②
二
二
〇
頁

27　

 

②
二
二
一
頁

28　

 

②
一
四
〇
頁

29　

 

②
一
四
〇
頁

30　

 

②
一
五
五
頁

31　

 

②
一
四
七
頁

32　

 

②
一
五
六
頁

33　

 

②
一
五
七
頁
（
傍
点
原
文
）

34　

 

②
一
五
八
頁
（
傍
点
原
文
）




