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こ
こ
数
年
︑
日
韓
の
文
化
や
生
活
様
式
の
相
互
浸
透
が
劇
的
に
進
み
つ
つ

あ
る
な
か
で
︑
逆
に
近
代
を
め
ぐ
る
日
韓
の
歴
史
意
識
︑
も
し
く
は
歴
史
感

覚
の
乖
離
が
か
つ
て
な
く
目
立
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
捩
れ
現
象
は
︑﹁
村

山
談
話
﹂
や
﹁
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言
﹂
な
ど
︑
植
民
地
支
配
の
道

義
的
な
責
任
が
確
認
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
代
の
達
成
を
思
う
と
隔
世
の
感
を

否
め
な
い
︒

　
こ
の
間
︑
日
本
で
は
︑
植
民
地
支
配
の
法
的
な
責
任
ど
こ
ろ
か
道
義
的
な

責
任
す
ら
認
め
な
い
歴
史
修
正
主
義
の
主
流
化
が
明
ら
か
に
な
る
一
方
︑
韓

国
で
は
植
民
地
支
配
の
法
的
責
任
を
問
う
︑
二
〇
一
八
年
韓
国
大
法
院
の
徴

用
工
判
決
が
国
民
的
な
支
持
を
得
た
︒
日
韓
の
歴
史
問
題
を
め
ぐ
る
危
う
い

均
衡
が
く
ず
れ
て
︑
日
韓
関
係
は
明
ら
か
に
新
し
い
局
面
を
迎
え
た
か
に
み

え
る
︒
韓
国
の
近
代
史
研
究
で
も
︑
植
民
地
支
配
の
過
酷
な
実
態
を
問
い
︑

こ
れ
に
対
す
る
民
族
的
抵
抗
の
軌
跡
を
論
じ
て
や
ま
な
い
多
数
派
と
︑
歴
史

修
正
主
義
に
迎
合
す
る
少
数
派
の
植
民
地
近
代
化
論
の
対
立
が
あ
ら
た
め
て

浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
︒

　
だ
が
︑
そ
う
い
う
な
か
で
︑
こ
う
し
た
二
項
対
立
を
超
え
て
︑
日
本
の
近

代
の
歩
み
を
︑
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
々
の
思
惟
や
論
理
に
着
目
し
て
︑
い

わ
ば
よ
り
﹁
内
在
的
﹂
な
視
角
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
研
究
者
も
着
実
に
そ

の
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
る
︒
本
書
の
著
者
は
︑
ま
さ
に
︑
そ
う
い
う
韓
国
で

の
日
本
研
究
を
代
表
す
る
研
究
者
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　
著
者
の
張
寅
性
は
︑
東
京
大
学
で
朝
鮮
開
港
期
の
日
朝
の
国
際
政
治
思
想

に
関
す
る
比
較
研
究
で
学
位
を
得
て
︑
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
︑﹃
近
代
韓

国
の
国
際
観
念
に
現
れ
た
道
徳
と
権
力
﹄（
二
〇
〇
六
年
）︑﹃
明
治
維
新
﹄

（
二
〇
〇
七
年
）︑﹃
東
ア
ジ
ア
国
際
社
会
と
東
ア
ジ
ア
想
像
﹄（
二
〇
一
七
年
）
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な
ど
幅
広
い
分
野
で
業
績
を
あ
げ
︑
日
韓
の
知
的
交
流
の
第
一
線
で
の
役
割

が
注
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
︒

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
本
書
は
︑
著
者
が
﹁
批
判
的
保
守
主
義
者
﹂
と
呼
ぶ
福
田
恆
存
︑
江
藤
淳
︑

西
部
邁
（
以
下
︑
三
者
）
の
批
評
テ
キ
ス
ト
の
分
析
を
通
じ
て
︑
戦
後
日
本

の
保
守
主
義
の
心
理
と
論
理
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒
韓
国
で

日
本
の
保
守
と
い
え
ば
︑
保
守
右
翼
や
排
他
的
な
国
家
主
義
が
想
定
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
い
︒
だ
が
︑
著
者
に
よ
れ
ば
﹁
批
判
的
保
守
主
義
者
﹂
は
︑

進
歩
主
義
の
理
念
に
対
峙
す
る
と
と
も
に
︑﹁
保
守
右
翼
﹂
の
国
家
主
義
的

な
理
念
に
も
批
判
的
な
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
本
書
を
通
し
て
︑

そ
う
い
う
三
者
に
通
底
す
る
﹁
保
守
的
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂（p. 7

）
を
浮
き
彫
り

に
す
る
こ
と
で
︑
戦
後
日
本
の
各
時
代
の
問
題
状
況
に
対
応
す
る
保
守
的
思

考
の
内
容
と
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
︒

　
本
書
は
︑
本
文
の
み
で
も
五
百
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
浩
瀚
の
書
で
あ
り
︑
短

い
紙
幅
で
著
者
の
意
図
や
論
理
を
正
確
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な

い
︒
以
下
は
︑
あ
く
ま
で
も
評
者
が
読
み
取
っ
た
範
囲
で
の
本
書
の
概
要
で

あ
る
︒

　﹁
第
一
章
　
現
代
日
本
の
思
想
空
間
と
保
守
主
義
﹂
で
は
︑
上
述
し
た
よ

う
な
本
書
の
意
図
が
あ
ら
た
め
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
近
代
日

本
の
保
守
主
義
を
︑
英
国
の
憲
政
秩
序
の
維
持
を
主
眼
と
す
る
エ
ド
モ
ン

ド
・
バ
ー
ク
の
保
守
思
想
の
受
容
と
個
別
化
（
脱
バ
ー
ク
化
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ

ン
憲
法
の
皇
統
と
継
承
の
原
理
の
受
容
）
と
い
う
観
点
か
ら
説
か
れ
る
︒
さ
ら

に
本
章
で
は
︑
三
者
の
﹁
批
評
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
﹂
が
戦
後
日
本
の
各
時
代

を
特
徴
づ
け
る
形
で
示
さ
れ
る
︒
戦
中
世
代
の
福
田
は
︑
敗
戦
と
民
主
化
か

ら
安
保
闘
争
に
至
る
時
期
（
安
保
空
間
）
の
思
想
課
題
に
向
き
合
い
︑﹁
新

世
代
﹂
の
江
藤
は
︑
主
に
﹁
一
九
六
〇
年
代
~
八
〇
年
代
﹂
の
経
済
成
長
時

代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
対
応
す
る
︒
戦
後
世
代
の
西
部
は
︑
脱
冷
戦
時
代
の

争
点
や
思
想
課
題
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
︑
三
者
の
批
評
意
識
が
根
差
す

時
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
︿
民
主
=
安
保
空
間
﹀︿
経
済
=
成
長
空
間
﹀︿
脱

冷
戦
=
歴
史
空
間
﹀
と
し
て
設
定
さ
れ
る
︒

　﹁
第
二
章
　「
平
和
」
と
「
民
主
」
︱
︱
民
主
=
安
保
空
間
の
日
本
と
福
田

恆
存
の
保
守
主
義
﹂
で
は
︑
こ
の
時
代
の
言
説
世
界
を
主
導
し
た
進
歩
主
義

の
虚
構
を
︑
孤
立
を
も
の
と
も
せ
ず
攻
撃
す
る
福
田
の
批
評
が
論
じ
ら
れ
る
︒

福
田
の
拠
り
所
は
生
身
の
生
活
者
の
感
覚
や
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
り
︑﹁
人
間

悪
︱
︱
エ
ゴ
イ
ズ
ム
︑
生
存
欲
︑
人
間
の
欲
望
︑
醜
悪
な
人
間
性
︱
︱
を
肯

定
す
る
こ
と
を
要
求
し
﹂（p. 130

）︑
進
歩
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
批

判
し
た
︒
さ
ら
に
進
歩
主
義
の
﹁
二
項
的
価
値
を
特
定
の
理
念
と
目
的
論
的

志
向
を
動
員
し
て
一
気
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
一
元
的
志
向
を
拒
否
し

た
﹂（p. 234

）︒
福
田
は
︑
こ
の
﹁
二
項
対
立
﹂
を
解
消
す
る
術
を
︑
理
念

で
は
な
く
︑﹁
平
衡
感
覚
﹂
や
︑
日
常
生
活
で
共
有
さ
れ
る
共
通
感
覚
と
し

て
の
﹁
常
識
﹂
に
求
め
た
︒
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だ
が
︑
こ
の
福
田
も
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
現
実
の
﹁
二
項
対
立
﹂
を

超
え
る
“
絶
対
者
”
と
し
て
の
“
天
”
を
想
定
し
︑﹁
相
対
主
義
が
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
陥
る
の
を
抑
止
し
よ
う
と
し
た
﹂（p. 239

）︒
時
代
が
﹁
消
費
と
廃

棄
の
時
代
﹂
の
︿
経
済
=
成
長
空
間
﹀
と
も
な
る
と
︑﹁
歴
史
と
伝
統
﹂
に

根
差
す
﹁
文
化
共
同
体
と
し
て
の
国
家
﹂
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
と

は
い
え
︑
福
田
に
と
っ
て
﹁
国
家
﹂
の
存
在
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の

に
過
ぎ
ず
︑﹁“
善
良
な
人
間
”
は
良
心
に
か
け
て
“
善
良
な
国
民
”
に
対
立

す
る
自
由
が
あ
る
﹂（p. 245

）
と
さ
れ
る
︒

　﹁
第
三
章
　「
成
長
」
と
「
喪
失
」
︱
︱
経
済
=
成
長
空
間
の
日
本
と
江
藤

淳
の
保
守
主
義
﹂
で
は
︿
経
済
=
成
長
空
間
﹀
で
の
江
藤
淳
が
論
じ
ら
れ
る
︒

︿
民
主
=
安
保
空
間
﹀
の
終
わ
り
に
評
論
活
動
を
始
め
た
江
藤
は
︑﹁
ア
メ
リ

カ
ニ
ズ
ム
を
土
台
に
構
築
さ
れ
た
進
歩
的
概
念
世
界
を
解
剖
す
る
こ
と
で
現

実
世
界
と
の
乖
離
を
な
く
そ
う
と
し
た
﹂（p. 374

）
と
さ
れ
る
︒
福
田
に
似

て
︑
進
歩
的
な
概
念
や
理
念
の
虚
構
性
を
追
求
す
る
根
拠
は
生
活
者
の
﹁
体

験
﹂
と
﹁
常
識
﹂
だ
っ
た
︒
若
い
江
藤
は
個
々
人
の
具
体
的
な
体
験
や
﹁
一

人
の
市
民
の
素
朴
な
常
識
﹂
に
拘
り
な
が
ら
︑
国
家
に
対
す
る
個
人
の
自
立

性
を
説
い
た
︒

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
江
藤
は
六
〇
年
安
保
や
そ
の
後
の
ア
メ
リ

カ
滞
在
を
経
て
︑
明
治
国
家
を
理
想
形
と
す
る
国
家
主
義
者
に
変
貌
す
る
︒

こ
の
頃
に
江
藤
が
取
り
組
ん
だ
の
は
︑
米
国
の
押
し
付
け
憲
法
と
検
閲
が
生

ん
だ
戦
後
日
本
の
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
言
語
空
間
﹂
を
解
体
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒

著
者
は
︑
江
藤
が
そ
う
し
た
﹁
言
語
空
間
を
解
体
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
自
身

の
言
語
空
間
に
自
閉
す
る
﹂
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
（p. 377

）︑
と

推
論
す
る
︒
こ
の
“
自
閉
”
の
過
程
で
第
二
次
大
戦
の
三
百
万
人
の
死
者
が

召
喚
さ
れ
て
死
者
と
生
者
が
往
来
す
る
日
本
の
伝
統
=
皇
統
を
体
現
す
る
国

体
=C

onstitution

が
目
指
す
べ
き
価
値
と
し
て
説
か
れ
る
︒
政
治
家
の
靖

国
神
社
参
拝
も
こ
の
文
脈
で
正
当
化
さ
れ
る
︒

　
著
者
は
こ
う
し
た
江
藤
の
変
貌
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
形
骸
化
を
も
た
ら
し
︑

﹁
江
藤
の
批
判
的
保
守
主
義
は
︑
脱
冷
戦
=
歴
史
空
間
で
も
は
や
有
効
で
は

な
く
な
っ
た
﹂
と
言
い
切
る
︒

　﹁
第
四
章
　「
脱
戦
後
」
と
「
反
近
代
」﹂
で
は
︑
脱
冷
戦
状
況
で
﹁
進
歩

が
没
落
し
﹂︑
戦
後
体
制
の
虚
構
が
露
わ
と
な
る
な
か
で
﹁
攻
勢
的
保
守
﹂

と
し
て
登
場
し
た
西
部
邁
が
論
じ
ら
れ
る
︒
西
部
は
︑
進
歩
主
義
へ
の
批
判

を
超
え
て
︑
近
代
へ
の
﹁
懐
疑
﹂︑﹁
産
業
主
義
と
民
主
主
義
の
過
剰
を
も
た

ら
し
た
高
度
大
衆
社
会
に
対
す
る
懐
疑
を
主
張
﹂（p. 508

）
し
た
︒
さ
ら
に

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
共
同
体
的
な
価
値
を
重
視
す
る
伝
統
に
対
す
る
信

仰
を
求
め
て
﹁
保
守
の
幻
想
﹂﹁
保
守
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
を
夢
見
た
︒

　
西
部
は
︑
国
家
や
天
皇
制
を
絶
対
的
な
価
値
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
が
︑

個
人
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
共
同
体
や
秩
序
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
に

拘
っ
た
︒
こ
う
し
た
﹁
共
同
体
志
向
の
保
守
主
義
﹂（p. 509

）
を
福
田
や
江

藤
の
﹁
批
判
的
保
守
主
義
﹂
の
系
譜
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
果
し
て
適
切
な

の
か
︑
と
い
っ
た
疑
問
も
生
じ
る
︒
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　﹁
第
五
章
　
批
判
的
保
守
主
義
と
保
守
的
主
体
化
︱
︱
批
判
的
保
守
主
義

の
心
理
と
論
理
﹂
は
本
書
の
纏
め
に
あ
た
る
章
で
あ
り
︑﹁
懐
疑
す
る
保

守
﹂﹁
名
分
と
実
際
の
間
﹂﹁
浪
漫
と
リ
ア
リ
テ
ィ
の
間
﹂︑
そ
し
て
﹁
自
閉

す
る
保
守
﹂
の
四
つ
の
論
点
に
即
し
て
三
者
が
比
較
検
証
さ
れ
る
︒

　﹁
懐
疑
す
る
保
守
﹂
で
は
︑﹁
保
守
的
批
判
精
神
の
核
心
は
懐
疑
主
義
も
し

く
は
懐
疑
精
神
（skepticism

）
で
あ
る
﹂（p. 520

）
と
い
う
見
地
か
ら
︑
信

仰
や
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
の
保
守
主
義
を
嫌
い
︑
気
質
や
態
度
と
し
て
保
守

的
で
あ
る
こ
と
（to be conservative
）
を
擁
護
し
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト

（M
ichael O

akeshott

）
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
本
書
に
登
場

す
る
保
守
主
義
者
た
ち
は
︑
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
嫌
う
信
仰
や
理
念
へ
と
向

か
う
﹁“
熱
狂
”
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
﹂（p. 525
）
と
さ
れ
る
︒

　﹁
名
分
と
実
際
の
間
﹂
で
は
︑
相
対
主
義
や
二
元
論
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
宿

す
﹁
戦
後
体
制
の
宿
命
﹂
か
ら
の
脱
却
へ
の
模
索
が
論
じ
ら
れ
る
︒
三
者
は

各
時
代
の
思
想
空
間
で
こ
の
﹁
宿
命
﹂
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
︒
と
く
に

︿
脱
冷
戦
=
歴
史
空
間
﹀
の
保
守
主
義
者
（
江
藤
と
西
部
）
は
西
欧
的
な
近
代

を
否
定
し
つ
つ
日
本
の
歴
史
と
伝
統
︑
共
同
体
／
国
家
へ
回
帰
し
︑﹁
耐
え

忍
ぶ
主
体
か
ら
闘
争
す
る
主
体
へ
と
変
貌
し
た
﹂（p. 533

）
と
さ
れ
る
︒

　﹁
浪
漫
と
リ
ア
リ
テ
ィ
の
間
﹂
で
は
現
代
日
本
の
批
判
的
保
守
主
義
者
は
︑

﹁
近
代
﹂
に
発
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
（
福
田
）︑
喪
失
感
（
江
藤
）︑
そ
し
て
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
（
西
部
）
を
克
服
す
る
た
め
の
術
を
伝
統
に
求
め
た
こ
と
が
あ
ら
た

め
て
論
じ
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
日
本
的
伝
統
の
核
心
的
価
値
と
し
て
の
﹁
天

皇
﹂
に
つ
い
て
は
︑
福
田
・
西
部
が
天
皇
を
絶
対
化
し
な
か
っ
た
の
に
対
し

て
︑
江
藤
の
天
皇
へ
の
﹁
尊
崇
の
信
条
﹂
は
﹁
昭
和
の
終
焉
﹂
に
よ
っ
て
さ

ら
に
深
ま
っ
た
︒
江
藤
が
﹁
若
き
日
に
み
せ
た
鋭
利
な
批
評
感
覚
は
鈍
﹂
り
︑

﹁「
死
者
」
を
記
憶
す
る
空
間
と
し
て
の
靖
国
神
社
を
積
極
的
に
擁
護
し
た
の

も
こ
れ
に
照
応
す
る
﹂（p. 542

）
と
さ
れ
る
︒

　﹁
自
閉
す
る
保
守
﹂
で
は
︑
脱
冷
戦
期
と
な
っ
て
保
守
主
義
が
浪
漫
や
伝

統
に
自
閉
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
が
形
骸
化
し
て
い
く
状
況
が
論
じ
ら
れ
る
︒
保

守
の
倫
理
観
念
や
文
芸
的
教
養
が
衰
え
て
﹁
文
化
的
保
守
主
義
の
凋
落
﹂

（p. 547

）
が
明
ら
か
と
な
る
︒
そ
う
い
う
な
か
で
あ
ら
た
め
て
福
田
が
﹁
日

本
の
保
守
主
義
の
原
点
と
し
て
吟
味
す
る
価
値
が
あ
る
﹂（p. 549

）
と
さ
れ

る
︒
保
守
主
義
を
め
ぐ
る
著
者
の
思
い
を
確
か
め
る
か
の
よ
う
に
︑﹁
保
守

派
は
見
と
ほ
し
を
も
つ
て
は
な
ら
な
い
﹂
に
始
ま
る
﹁
私
の
保
守
主
義
観
﹂

（﹃
福
田
恆
存
全
集
五
巻
﹄）
か
ら
の
長
文
が
引
用
さ
れ
る
︒

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
本
書
で
著
者
は
︑
あ
く
ま
で
も
三
者
の
遺
し
た
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
論
述

に
徹
し
︑
著
者
自
身
の
歴
史
問
題
に
ま
つ
わ
る
立
ち
位
置
や
主
張
は
ほ
と
ん

ど
語
っ
て
い
な
い
︒
そ
れ
で
も
著
者
が
バ
ー
ク
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
援
用

し
つ
つ
﹁
批
判
的
保
守
主
義
﹂
の
意
義
を
語
り
︑
こ
れ
に
い
た
く
共
鳴
し
て

い
る
こ
と
を
本
書
か
ら
う
か
が
う
こ
と
は
難
し
く
な
い
︒
本
書
の
そ
う
し
た

論
調
は
︑
日
本
の
進
歩
や
革
新
の
潮
流
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
韓
国
で
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も
い
わ
ゆ
る
﹁
運
動
圏
﹂
を
中
心
と
し
た
進
歩
派
の
﹁
巨
大
談
論
（
大
き
な

物
語
）﹂
が
色
あ
せ
て
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
な
か
で
︑
従
来
の
反
共
保
守
と

は
区
別
さ
れ
る
﹁
合
理
的
保
守
﹂
の
潮
流
が
政
治
や
言
説
の
世
界
で
台
頭
し

つ
つ
あ
る
状
況
に
も
符
合
し
て
い
る
︒

　
だ
が
︑
い
う
ま
で
も
な
く
個
へ
の
拘
り
や
リ
ア
リ
ズ
ム
は
進
歩
主
義
や
右

派
の
国
家
主
義
へ
の
批
判
に
は
有
効
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
自
体
が
﹁
主
義
﹂

と
し
て
の
体
を
な
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
︒
敗
戦
後
の
丸
山
真
男
が
﹁
国
民

主
義
﹂
に
基
づ
く
﹁
近
代
的
国
民
国
家
形
成
﹂
を
主
張
し
た
よ
う
に
︑
個
人

と
公
を
結
ぶ
回
路
が
何
ら
か
の
形
で
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
本
書

で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
私
の
保
守
主
義
感
﹂（
一
九
六
〇
年
）
の

頃
の
福
田
は
︑﹁
保
守
主
義
﹂
は
見
通
し
や
大
義
名
分
を
も
っ
て
は
な
ら
な

い
︑
と
あ
る
種
の
居
直
り
と
も
と
れ
る
言
い
方
を
し
て
い
た
︒
だ
が
︑
こ
の

福
田
も
結
局
︑
伝
統
に
回
帰
し
﹁
文
化
共
同
体
と
し
て
の
国
家
﹂
を
構
想
す

る
に
至
っ
た
︒

　
三
者
が
公
へ
の
回
路
を
模
索
す
る
過
程
で
行
き
着
い
た
の
は
“
明
治
”
と

い
う
時
代
だ
っ
た
︒
こ
の
三
者
に
限
ら
ず
︑
丸
山
真
男
な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
派

も
含
め
て
︑
戦
後
日
本
の
言
説
の
世
界
で
明
治
人
の
発
揮
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム

や
倫
理
観
に
こ
の
上
な
い
共
感
や
日
本
人
と
し
て
矜
持
を
見
出
す
も
の
が
少

な
く
な
い
︒
だ
が
︑
い
う
ま
で
も
な
く
︑“
明
治
”
と
は
︑
朝
鮮
や
ア
ジ
ア

の
視
点
か
ら
す
れ
ば
“
征
韓
”
や
“
脱
亜
”
と
い
っ
た
侵
略
的
な
ア
ジ
ア
・

朝
鮮
観
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
時
代
で
も
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
本
書

で
そ
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る
﹁
批
判
的
保
守
主
義
﹂
と
排
外
的
な
国
家
主
義

の
関
係
は
い
わ
ば
﹁
紙
一
重
﹂︑
も
し
く
は
﹁
地
続
き
﹂
の
関
係
に
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
︒
本
書
は
そ
う
い
う
危
う
さ
を
踏
ま
え
て
﹁
批
判
的
保
守
主

義
﹂
の
意
義
や
可
能
性
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
追
求
し
た
稀
有
の
業
績
で
あ
る
と

い
え
る
︒




