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明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

　
１
、
な
ぜ
、「
自
由
・
平
等
」
を
問
題
に
す
る
の
か

　
福
沢
諭
吉
ら
明
治
啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
、
明
治
維
新
を
「
四
民
平
等
」
を
実

現
し
た
革
命
の
よ
う
に
論
じ
た
が
、
黒
船
シ
ョ
ッ
ク
が
引
き
お
こ
し
た
倒
幕
運

動
は
、
開
国
か
、
尊
王
攘
夷
か
が
争
わ
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
尊
王
開
国
に

落
ち
着
い
た
も
の
で
、
そ
の
過
程
で
政
治
の
自
由
や
四
民
平
等
が
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
あ
が
っ
た
こ
と
は
な
い
。
す
で
に
、
江
戸
時
代
の
う
ち
に
、
い
の
ち
の
自

由
・
平
等
思
想
が
ひ
ろ
が
り
、
身
分
制
度
も
金
の
力
で
グ
ズ
グ
ズ
に
な
っ
て
い

た
た
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
の

だ
っ
た
。
明
治
新
政
府
は
、
一
八
七
三
年
一
月
に
徴
兵
令
の
告
諭
を
発
し
、
国

民
の
自
由
・
平
等
を
認
め
）
1
（

、
そ
れ
と
引
き
か
え
に
「
国
家
の
災
害
を
防
ぐ
」
た

め
に
、
西
洋
で
い
う
「
血
税
」
と
し
て
、
二
十
歳
に
達
し
た
男
子
に
三
年
の
兵

役
義
務
を
課
し
た
）
2
（

。「
国
民
皆
兵
」
制
度
は
、
国
民
各
自
が
自
分
の
権
力
の
一

部
を
国
家
に
提
供
し
、
秩
序
を
維
持
し
、
各
人
の
安
全
の
保
障
を
え
る
と
い
う

自
然
権
思
想
に
立
つ
も
の
だ
が
、
明
治
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
思
想
に
お
い
て
は
、

自
由
、
平
等
が
未
分
化
で
、
自
然
権
思
想
や
社
会
契
約
説
の
定
着
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
恣
意
的
な
分
析
し
か
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
）
3
（

。

　
そ
の
理
由
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
各
種
の
「
自
由
・
平

等
」
思
想
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
、
天
賦
人
権
論
と
し
て
受
け
と
め
た
こ
と
、

そ
れ
ら
の
リ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
公
認
さ
れ
て
い
た
朱
子
学
の

「
天
理
」
や
、
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
た
天
道
思
想
が
働
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
の
通
念
で
は
、
い
の
ち
の
自
由
と
平
等
と
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
た
た
め
、
天
賦
人
権
論
者
た
ち
は
、
あ
ら
た
め
て
自
由
と
平
等
の

関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
社
会
や
国
家
と
関
係
づ
け
な
が
ら
考
え
よ
う
と

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
人
の
諸
権
利
に
つ
い
て
も
、
い
の

ち
に
お
け
る
、
社
会
に
お
け
る
、
国
家
に
お
け
る
そ
れ
が
切
り
分
け
ら
れ
な
い

ま
ま
、
個
人
、
社
会
、
国
家
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
時
ど
き
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の
状
況
に
よ
り
、
ま
た
論
者
の
立
場
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
変
化
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
自
由
」「
平
等
」
が
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら

れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
個
々
人
の
社
会
論
、
国
家
論
を
考

え
て
み
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の
概
念
を
セ
ッ
ト
に
し

て
扱
う
方
法
、
お
よ
び
西
洋
の
概
念
を
受
け
取
る
際
に
働
く
リ
セ
プ
タ
ー
と
い

う
分
析
概
念
を
用
い
る
）
4
（

。
こ
れ
ら
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
個
々
の
概
念
史
研
究

に
は
、
必
要
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
あ
わ
せ
て
概
念
編
成
（co
n
cep
-

tu
al  system

）
の
編
み
か
え
の
過
程
を
究
明
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
な
お
、

こ
の
問
題
の
追
究
に
関
し
て
、
一
般
に
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
を
セ
ッ
ト
に

し
て
近
代
民
主
主
義
思
想
を
論
じ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、「
博
愛
」
に

あ
た
る
観
念
は
、
儒
学
の
「
仁
」
や
仏
教
の
「
生
き
物
を
慈
し
む
」
考
え
な
ど
、

範
囲
や
質
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
度
外
視
し
て
も
、
問
題
が
生
じ
な

い
と
判
断
す
る
。

　　
２
、
翻
訳
語
と
し
て
の
「
自
由
」

　
英
語
の
リ
バ
テ
ィ
（lib
erty

）
や
フ
リ
ー
ダ
ム
（freed

o
m

）
の
訳
語
と
し

て
「
自
由
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
に
は
経
緯
が
あ
る
。「
自

由
」
を
含
め
、「
権
利
」
な
ど
の
言
葉
が
、
従
来
の
意
味
と
は
別
の
意
味
で
、

急
速
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
欧
諸
国
が
東
ア
ジ
ア
の
門
を
た
た

き
は
じ
め
た
と
き
か
ら
だ
っ
た
。

　
江
戸
幕
府
が
外
国
と
結
ん
だ
条
約
な
ど
に
、
外
国
人
に
対
し
て
、
寺
院
市
店

見
物
は
「
勝
手
た
る
べ
し
」
か
ら
、「
市
中
近
辺
自
由
ニ
徘
徊
す
る
事
を
許

す
」
へ
と
変
化
が
見
ら
れ
る
）
5
（

。
西
洋
側
が
要
求
す
る
信
教
の
「
自
由
」
に
対
し

て
も
、
そ
の
相
互
尊
重
を
条
約
の
な
か
に
盛
り
込
ん
で
ゆ
く
が
、
こ
こ
に
も
居

宅
内
に
礼
拝
堂
を
建
て
る
の
は
「
勝
手
た
る
べ
き
事
」
か
ら
「
宗
旨
を
自
由
に

奉
ず
る
こ
と
を
免
し
有
る
べ
し
」
へ
と
変
化
が
見
ら
れ
る
）
6
（

。
ま
た
こ
の
こ
ろ
の

取
り
決
め
に
は
、
役
人
が
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
「
自
由
の
交
易
」
や

「
自
由
交
易
」
の
語
も
見
ら
れ
る
）
7
（

。
つ
ま
り
、
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
の
訳

語
と
し
て
の
「
自
由
」
は
、
ま
ず
は
外
交
文
書
な
ど
の
公
用
語
で
、「
取
り
締

ま
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
他
の
分
野
に
も
ひ
ろ
が
っ
て

い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
簡
便
な
単
語
帳
の
よ
う
な
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』

（
初
版
、
一
八
六
二
）
に
は
、free

に
「
自
由
ナ
ル
」、lib

erty

に
「
自
由
」

を
、
ま
ず
あ
て
て
い
る
。

　
他
方
、
一
八
三
〇
年
代
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
香
港
な
ど
で
、
華
英
辞

典
、
英
華
辞
典
な
ど
を
つ
く
り
は
じ
め
て
い
た
が
、
新
興
都
市
上
海
で
は
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
た
ち
が
布
教
の
助
け
に
す
る
た
め
に
、
自
然
科
学
な
ど

の
最
新
知
中
国
の
若
手
知
識
人
の
協
力
を
え
て
翻
訳
出
版
し
た
。
こ
れ
ら
の
書

物
は
幕
末
の
日
本
に
流
れ
こ
ん
だ
。
一
八
六
四
年
に
は
北
京
で
、
国
家
間
の
条

約
の
問
題
を
中
心
に
し
た
雑
誌
『
万
国
公
法
』
が
創
刊
さ
れ
、
こ
れ
を
徳
川
幕

府
は
一
八
六
五
年
に
翻
訳
出
版
し
て
い
る
。
中
国
で
つ
く
ら
れ
た
辞
典
や
法
律

の
文
書
な
ど
で
は
、
言
語
に
よ
く
通
じ
た
人
び
と
が
訳
語
を
定
め
て
、
英
語
の

多
義
牲
に
も
よ
く
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
ロ
ブ
シ
ャ
イ
ド
英
華
辞

典
』（
一
八
六
六
）
で
は

freed
o
m

、lib
erty

と
も
に
、
ま
ず
「
自
主
」
を
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明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

置
き
、「
自
由
」
以
下
多
様
な
意
味
を
解
説
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
向
け

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
必
要
上
、
一
般
の
人
に
意
味
が
取
り

や
す
い
言
葉
が
選
ば
れ
や
す
い
こ
と
も
あ
り
、
同
じ
単
語
に
様
ざ
ま
な
訳
語
が

飛
び
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
日
本
と
諸
外
国
の
通
商
条
約
で
は
、
外
国
人
の
市
中
徘
徊
や
住
居
内
に
礼
拝

堂
を
建
て
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
勝
手
を
許
す
」
か
ら
「
自
由
を
許

す
」
へ
と
用
語
の
推
移
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
役
人
が
関
与
し
な
い
と
い
う

意
味
で
「
自
由
交
易
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
中
国
の
諸
外
国

と
の
通
商
条
約
の
用
語
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
外
交
な
ど
の
実
務
で
官
僚
が
用
い
る
語
が
、
官
報
や
政
府
の
動
き
を

伝
え
る
『
郵
便
報
知
』
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
御
用
新
聞
」
を
通
じ
て
、
公
用
語

と
し
て
ひ
ろ
ま
っ
て
ゆ
く
が
、
こ
こ
で
も
概
念
の
理
解
は
二
の
次
に
な
り
が
ち

だ
っ
た
。
言
葉
が
ひ
ろ
ま
る
に
は
使
い
や
す
さ
が
大
き
く
働
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
に
つ
い
て
も
、
な
か
な
か
訳
語
が
決
ま

ら
な
か
っ
た
。

　
福
沢
諭
吉
は
「
自
主
、
自
専
、
自
得
、
自
若
、
自
主
宰
、
任
意
、
寛
容
、
従

容
等
の
字
を
用
い
た
れ
ど
も
、
未い

ま

だ
原
語
の
意
義
を
尽
く
す
に
足
ら
ず
）
8
（

」（『
西

洋
事
情
』
二
編
巻
ノ
一
「
例
言
」、
一
八
七
〇
）
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼

自
身
は
、
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
に
「
自
主
任
意
」
や
「
自
由
」
と
い
う
訳

語
を
当
て
る
の
は
適
当
で
な
い
と
感
じ
て
い
た
。『
西
洋
事
情
』（
初
編
「
政

治
」、
一
八
六
六
）
に
「
自
主
任
意
、
自
由
の
字
は
、
我わ

が

儘ま
ま

放ほ
う

蕩と
う

に
て
、
国
法
を

も
恐
れ
ず
と
の
義
に
非あ

ら
ず
。
総す
べ

て
そ
の
国
に
居お

り
人
と
交
ま
じ
わ
つて
気
兼
ね
遠
慮
な

く
自
力
丈だ

け
存
分
の
こ
と
を
な
す
べ
し
と
の
趣
意
な
り
。（
中
略
）
未
だ
的
当

の
訳
字
あ
ら
ず
）
9
（

」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
本
文
中
に
割
注
を
い
れ
て
、
法
を
犯
し
た
り
、

秩
序
を
無
視
し
た
り
す
る
意
味
で
は
な
い
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。「
自
由
」
の

定
義
に
つ
い
て
述
べ
た
最
後
の
と
こ
ろ
で
も
「
自
由
と
我わ

が

儘ま
ま

と
は
動や

や

も
す
れ
ば

そ
の
義
を
誤
り
易や

す

し
。
学
者
宜よ

ろ

し
く
こ
れ
を

審
つ
ま
び
ら
か

に
す
べ
し
」
と
書
い
て
い
る
。

そ
の
点
、
学
者
が
、
ぜ
ひ
と
も
は
っ
き
り
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
）
10
（

。
福
沢

は
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
の
訳
語
を
「
自
由
」
と
す
る
こ
と
に
懸
念
を
示
し

て
い
た
。「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意
味
、
ま
た
当
時
の
知
識
人
の
理

解
で
は
、
好
き
勝
手
に
す
る
こ
と
や
、
我
ま
ま
と
い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
11
（

。

　　
３
、「
自
由
」
の
東
と
西

　
漢
語
の
「
自
由
」
は
、
も
と
仏
教
用
語
と
も
い
わ
れ
る
が
、
外
か
ら
支
配
や

規
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
意
味
し
、

古
い
漢
籍
で
は
、
大
き
く
わ
け
る
と
「
思
う
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
、
専
恣
横
暴
」

も
し
く
は
「
制
約
・
拘
束
を
受
け
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
。
古

代
の
文
献
で
は
、
権
力
者
や
そ
の
地
位
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
に
出
て
く
る
。

日
本
の
奈
良
時
代
の
文
献
で
は
、
権
力
を
奪
お
う
と
し
た
人
に
用
い
ら
れ
る
例

が
目
立
つ
）
12
（

。

　
中
国
、
春
秋
戦
国
時
代
に
編
ま
れ
た
『
列
子
』
は
、
老
荘
思
想
に
連
な
る
も

の
で
、
不
老
長
寿
を
獲
得
し
た
仙
人
な
ど
が
活
躍
す
る
本
だ
が
、
そ
の
な
か
に

楊よ
う

朱し
ゆ

と
い
う
思
想
家
が
「
思
う
ま
ま
に
行
動
す
る
の
が
よ
い
」
と
説
い
た
と
記
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さ
れ
て
い
る
。
大
昔
の
人
は
、
こ
の
世
の
生
は
つ
か
の
間
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
、
無
理
を
し
て
、
寿
命
の
長
さ
や
名
誉
や
利
益
を
追

い
求
め
た
り
せ
ず
、
欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に
生
き
る
の
が
よ
い
と
説
い
た
の

だ
。
と
い
っ
て
も
、
腐
っ
た
肉
を
食
う
よ
う
な
、
わ
ざ
わ
ざ
生
命
を
危
う
く
す

る
こ
と
は
避
け
よ
、
と
教
え
て
い
る
。
個
人
の
生
の
欲
望
の
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
、
自
律
の
思
想
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
孔
子
と
と
も
に
古
代
儒
教
を
代
表
す
る
孟も
う

子し

は
、
こ
の
よ
う
な

考
え
を
「
為い

我が

」、
利
己
主
義
と
退
け
て
い
る
。
個
人
の
欲
望
に
対
し
て
公
共

の
秩
序
、
す
な
わ
ち
「
義
」
を
重
ん
じ
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
「
義
」
は
、
役

人
な
ど
が
「
公
」
＝
天
下
す
な
わ
ち
人
び
と
を
治
め
る
立
場
か
ら
い
う
言
葉
で
、

そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
「
私
」
の
「
自
由
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
13
（

。
こ
う
し
て

東
ア
ジ
ア
で
は
「
自
由
」
は
、「
公
」
を
重
ん
じ
る
立
場
か
ら
非
難
さ
れ
る
構

図
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
）
14
（

。
い
ま
で
も
中
国
語
で
は
「
我
」
に
比
べ
て
「
私
」

に
は
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、「
自
由
」
の
語
は
、
そ
れ
こ
そ
自
由
勝

手
に
用
い
ら
れ
、
便
所
の
こ
と
を
「
自
由
」
と
呼
ぶ
用
例
ま
で
あ
る
）
15
（

。
誰
に
も

見
ら
れ
な
い
場
所
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
台
所
を
意
味
す
る
「
勝
手
」
に

対
応
さ
せ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
古
代
と
江
戸
時
代
と
で
は
、

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
の

「
自
由
」
の
用
法
は
、
ほ
ぼ
ふ
た
つ
の
傾
向
に
わ
け
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

武
士
の
兵
術
を
説
く
際
に
、
敵
に
対
し
て
戦
略
、
戦
術
を
「
自
由
」
に
駆
使
す

る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
仏
教
で
釈

の
境
地
を
意
味
し
た

「
自
由
」
が
、
と
く
に
禅
宗
で
、
何
か
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
こ
だ
わ
る
こ
と
の

な
い
境
地
と
い
う
意
味
に
な
り
、
そ
れ
が
武
芸
に
転
用
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
れ

は
特
定
の
身
分
の
、
そ
れ
も
限
ら
れ
た
場
面
に
用
い
ら
れ
る
用
法
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
生
活
を
便
利
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
井
原
西
鶴
が
『
日

本
永
代
蔵
』
で
、
船
は
全
国
の
物
資
の
流
通
を
「
自
由
」
に
す
る
と
用
い
て
い

る
。
こ
れ
も
仏
教
の
用
法
か
ら
転
じ
て
、
一
般
的
に
何
か
に
束
縛
さ
れ
な
い
状

態
を
い
い
、
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
不
便
な
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
語
に
な
っ
た
。
と
く
に
都
市
で
は
、
金
さ
え
あ
れ
ば
何
で
も
手
に
入
る
、

「
自
由
」
に
で
き
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
）
16
（

。
庶
民
が
手
に
す
る
艶

本
に
も
、
十
八
世
紀
の
う
ち
か
ら
、
遊
女
を
抱
い
て
「
自
由
」
に
し
て
み
た
い

な
ど
と
い
う
用
法
が
見
ら
れ
る
）
17
（

。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
奴
隷
で
な
い
人
を
「
自
由
人
」
と
い

い
、
こ
の
「
自
由
」
が
英
語
リ
バ
テ
ィ
の
語
源
で
あ
る
）
18
（

。
中
世
以
降
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
場
合
、
ど
ん
な
に
「
自
由
」
に
ふ
る
ま
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
全
知

全
能
の
神
の
前
で
の
「
自
由
」
が
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
に
そ
む
く
と
罰
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、「

を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」「
正
直
で
あ
る
こ

と
」
な
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
ラ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

を
つ
い
て
は
い
け

な
い
こ
と
な
ど
、
儒
教
で
も
、
仏
教
で
も
基
本
的
な
モ
ラ
ル
だ
が
、
東
洋
に
は

全
知
全
能
の
神
が
見
張
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
な
い
。
日
本
で
は
八
百
万
の

神
な
ど
神
が
大
勢
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
見
張
り
手
が
多
い
分
、
た
い

へ
ん
だ
な
ど
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
が
根
本
的
に
ち
が
う
。

　
ま
た
、
西
洋
に
は
個
人
の
勝
手
気
ま
ま
な
感
情
を
抑
え
る
も
の
と
し
て
理
性

(12)380



381

明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

が
あ
る
が
、
そ
の
理
性
も
、
も
と
は
、
す
べ
て
を
創
造
し
た
全
能
の
神
の
理
性

を
人
間
が
分
け
て
も
ら
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
は
、
み
ん
な

が
共
通
に
も
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
く
ら
い

に
な
る
と
、
か
な
り
様
が
わ
り
が
見
ら
れ
、
全
能
の
神
に
よ
っ
て
六
日
間
に
天

地
が
創
造
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
い
わ
ば
神
話
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
、
神
の
奇

蹟
な
ど
も
信
じ
な
い
知
識
人
が
増
え
て
く
る
。
こ
れ
が
迷
信
を
退
け
、
人
間
の

理
性
で
も
の
ご
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
狭
義
の

d
eism

、
合
理
主
義
（ratio
-

n
alism

）
だ
が
、
お
お
も
と
の
考
え
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

合
理
主
義
者
た
ち
が
知
恵
を
出
し
あ
っ
て
つ
く
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言

（
一
七
七
六
）
で
は
、
政
治
や
結
社
の
自
由
も
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
19
（

。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
自
然
権
」
思
想
も
、
神
が
つ
く
っ
た
ま
ま
の
自
然
状
態
で
、

人
間
は
も
と
も
と
「
自
由
・
平
等
」
に
生
き
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と

い
う
考
え
だ
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
た
え
ず
暴
力
的
な
対
立
が
起
き
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
個
々
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
の
一
部
を
寄
せ
あ
い
、
権
力
を
つ
く
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
暴
力
沙
汰
を
取
り
締
ま
り
、
ま
た
外
か
ら
や
っ
て
く
る
敵
に

そ
な
え
る
暴
力
装
置
を
つ
く
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
。
そ
れ
は
教
会
の
権
威

と
は
別
の
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
政
治
の
自
由
」
は
「
宗
教
か
ら

の
自
由
」
と
い
う
意
味
に
な
る
）
20
（

。

　　
４
、「
平
等
」
の
東
と
西

　「
平
等
」
に
つ
い
て
は
、
ど
う
か
。「
平
等
」
は
仏
教
の
考
え
方
か
ら
ひ
ろ
が

っ
た
も
の
で
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
階
級
制
の
上
に
立
つ
バ
ラ
モ
ン
教
で
バ
ラ
モ

ン
階
級
が
「
解
脱
」
を
い
わ
ば
独
占
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
シ
ャ
カ
・
ム

ニ
が
誰
に
で
も
「
解
脱
」
が
で
き
る
と
説
き
、
仏
教
が
大
き
な
勢
力
に
な
っ
た
。

い
わ
ば
「
い
の
ち
」
を
も
つ
こ
と
に
お
け
る
対
等
、「
平
等
」
の
思
想
で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
教
が
中
国
に
入
る
と
祖
先
崇
拝
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
が
日
本
に
も

伝
え
ら
れ
、
古
代
か
ら
天
皇
家
の
祖
先
を

る
行
事
に
用
い
ら
れ
た
。
儒
学
も
、

個
々
人
は
生
ま
れ
つ
き
同
質
で
、
そ
の
意
味
で
対
等
、「
平
等
」
と
い
う
考
え

に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
「
い
の
ち
」
に
お
け
る
平
等
も
、
日
本

で
は
、
身
分
と
は
無
関
係
で
、
む
し
ろ
身
分
差
別
や
家
制
度
な
ど
の
秩
序
を
維

持
す
る
よ
う
に
働
い
た
。

　
徳
川
幕
府
は
忠
孝
の
教
え
を
強
め
た
儒
教
（
朱
子
学
）
を
武
士
の
正
式
の
学

問
と
し
、
民
衆
は
家
ご
と
に
寺
の
檀
家
と
な
り
、
村
は
神
社
に
よ
っ
て
結
束
し

た
。
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
「
士
農
工
商
エ
タ
非
人
」
と
い
う
身
分
制
度
は
、

職
業
に
よ
る
身
分
を
も
と
に
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
階
層
と
貧
富
が
あ
る
。

大
名
や
旗
本
の
よ
う
な
武
家
か
ら
貧
農
に
近
い
貧
し
い
武
士
ま
で
い
た
。
農
民

も
庄
屋
層
か
ら
水

み
百
姓
ま
で
。
職
人
も
商
人
も
親
方
や
店
主
の
も
と
に
徒

弟
制
度
で
働
い
て
い
た
。
職
種
に
よ
る
上
下
関
係
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
職
種
の
な
か
に
身
分
の
上
下
関
係
が
あ
る
と
い
う
し
く
み
で
、
こ
れ
は
、

王
候
貴
族
や
領
主
、
事
業
家
、
農
民
、
職
人
や
労
働
者
と
、
ほ
ぼ
財
産
に
よ
っ

て
段
階
的
に
な
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
階
級
と
は
、
か
な
り
ち
が
う
。

　
そ
の
よ
う
な
し
く
み
の
な
か
で
、
江
戸
時
代
に
民
衆
教
化
に
活
躍
し
た
儒
者
、

た
と
え
ば
『
養
生
訓
』（
一
七
一
三
）
で
知
ら
れ
る
貝
原
益
軒
や
、
庶
民
に
生
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活
道
徳
を
説
い
た
石
田
梅ば
い

岩が
ん

ら
は
、
人
間
が
手
足
を
動
か
し
、
言
葉
を
発
す
る

「
自
由
」
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
万
人
の
「
平
等
」
の
お
お
も
と

と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
の
ち
に
お
け
る
「
自
由
・
平
等
」
の
考
え
で

あ
り
、
益
軒
に
し
て
も
梅
岩
に
し
て
も
、
身
分
制
に
は
反
対
し
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
石
田
梅
岩
は
、
な
が
い
あ
い
だ
商
家
に
つ
と
め
て
い
た
人
で
、
儒
学
を

中
心
に
し
た
神
・
儒
・
仏
の
三
教
一
致
論
に
よ
り
、
人
び
と
の
こ
こ
ろ
と
か
ら

だ
が
天
候
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
の
運
行
と
個
々
人
の
か
ら
だ
の
は
た
ら

き
は
一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
町
人
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
説
き
、
天
道

に
し
た
が
い
、
道
徳
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
太
陽
が
等
し
く
人
び
と
を
照
ら
す

よ
う
に
、
士
農
工
商
の
身
分
を
こ
え
て
行
う
べ
き
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
、
み

な
対
等
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。

　
こ
れ
は
江
戸
時
代
な
か
ご
ろ
に
民
衆
教
化
に
と
も
な
い
さ
か
ん
に
な
る
天
道

思
想
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
天
道
は
、
も
と
儒
学
で
天
の
運
行
を
い
う
天
命

に
と
も
な
う
考
え
）
21
（

で
、
天
道
思
想
は
、
オ
テ
ン
ト
ウ
サ
マ
に
神
格
を
与
え
、
天

の
恵
み
に
感
謝
し
、
拝
む
習
慣
で
あ
る
。
梅
岩
の
思
想
は
、
こ
れ
に
依
拠
し
、

ま
た
ア
マ
テ
ラ
ス
な
ど
と
重
ね
て
、
こ
れ
を
定
着
さ
せ
る
の
に
寄
与
し
た
。
商

人
の
道
徳
と
し
て
は
、
信
用
が
第
一
、
も
う
け
主
義
に
走
っ
て
は
な
ら
な
い
と

説
き
、
女
性
に
も
ひ
ろ
く
勉
学
の
機
会
を
与
え
た
。
梅
岩
は
武
家
の
心
得
な
ど

も
説
き
、
そ
の
流
儀
は
石
門
心
学
と
称
さ
れ
た
。

　
梅
岩
歿
後
、
老
中
、
田
沼
意
次
の
時
期
に
、
田
沼
自
身
に
責
任
が
あ
る
か
ど

う
か
は
と
も
か
く
、
賄
賂
な
ど
「
私
利
私
慾
」
が
横
行
、
失
脚
後
も
天
明
か
ら

寛
政
に
か
け
て
（
一
七
八
〇
　
九
〇
）
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
揺
り
戻

し
の
よ
う
に
し
て
石
門
心
学
が
人
気
を
集
め
、
幕
府
、
諸
藩
の
後
ろ
盾
を
得
、

全
国
各
地
に
根
づ
い
て
い
っ
た
。
一
八
二
〇
年
前
後
で
、
保
護
奨
励
し
た
藩
は

七
十
四
、
奨
励
な
し
に
普
及
し
た
藩
も
五
十
一
を
数
え
る
。
あ
わ
せ
て
全
国
の

約
半
数
に
お
よ
ぶ
と
い
う
）
22
（

。

　
江
戸
幕
府
の
体
制
で
は
、
職
種
と
身
分
に
よ
る
差
別
は
厳
格
だ
っ
た
が
、
婚

姻
な
ど
に
よ
っ
て
、
養
子
に
な
れ
ば
、
身
分
を
移
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
ま
り

血
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
抜
け
道
が
で
き
て

い
た
。
さ
ら
に
江
戸
後
期
に
は
幕
府
に
仕
え
る
旗
本
の
身
分
が
金
で
買
え
る
よ

う
に
な
る
ま
で
崩
れ
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
江
戸
城
を
討
幕
軍
に
無
血
開
城
し
た

勝
海
舟
、
彼
の
祖
父
は
、
金
で
旗
本
身
分
を
買
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
な

か
で
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
、「
士
農
工
商
」
に
分
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

本
来
、
社
会
的
に
対
等
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。
そ

れ
に
は
金
の
力
だ
け
で
は
な
く
、
天
道
思
想
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
）
23
（

。

　
欧
米
の
場
合
の
平
等
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
も
と
で
の
平
等
を
基
盤
に
、

生
活
権
の
平
等
と
な
り
、
国
家
が
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
。

明
治
初
期
に
入
っ
た
思
想
と
し
て
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
著
『
セ
ル

フ
・
ヘ
ル
プ
』（
一
八
五
九
）、
中
村
敬
宇
訳
『
西
国
立
志
編
』
十
一
冊
（
一
八

七
〇
　
七
一
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
レ
ッ

セ
・
フ
ェ
ー
ル
、
国
家
は
人
民
の
生
活
を
保
護
す
る
だ
け
で
よ
い
、
そ
れ
以
上

の
こ
と
を
す
る
な
、
と
い
う
の
が
最
も
大
き
な
勢
い
を
も
っ
て
い
た
。

　
次
に
、
明
治
啓
蒙
思
想
家
の
う
ち
、
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
を
取
り

上
げ
て
、
順
に
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。
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５
、
福
沢
諭
吉
の
場
合

　
福
沢
諭
吉
『
学
問
ノ
ス
ゝ
メ
』（
一
八
七
二
　
七
六
）
の
最
初
に
で
て
く
る

「
天
は
人
の
上
に
人
を
つ
く
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
つ
く
ら
ず
」
は
、
四
民
平

等
を
説
い
た
名
言
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
に
「
〜
と
い
へ
り
」

と
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
が
、
い
っ
た
い
誰
が
い
っ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

政
治
の
「
自
由
」
も
人
権
の
「
平
等
」
も
、
神
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ア

メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
考
え
な
の
か
、
そ
れ
と
も
教
会
の
秩
序
と
は
別
の
自
然
権

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
福
沢
は
、
い
ろ
い
ろ
勉
強

し
て
、
そ
の
両
方
の
考
え
方
を
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
彼
自
身
、
は
っ
き
り

区
別
が
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
も
、
わ
か
ら
な
い
。

　
福
沢
は
「
政
治
の
自
由
」
に
つ
い
て
、「
天
道
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、「
天

道
自
然
の
通
義
」（『
西
洋
事
情
』
二
編
巻
ノ
一
「
例
言
」）
と
説
い
て
い
る
。
こ

れ
は
天
が
与
え
た
道
理
で
、
み
ん
な
が
自
然
に
共
有
す
る
真
理
で
、
侵
し
て
は

な
ら
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
分
け
て
考
え
る
天
（
神
）

と
自
然
と
を
一
致
さ
せ
、
天
で
も
自
然
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
が
与
え
て
く
れ

る
道
理
だ
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
政
治
の
自

由
」
も
人
間
の
平
等
も
、
福
沢
は
天
道
思
想
で
受
け
と
め
、
な
い
し
は
天
道
思

想
に
よ
っ
て
説
い
た
こ
と
に
な
る
。「
〜
と
い
へ
り
」
は
、
必
ず
し
も
西
洋
で

は
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ず
、「
よ
く
人
も
い
う
よ
う
に
」
く
ら
い
の
軽
い
意

味
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
考
え
方
は
当
時
の
日
本
の
民
衆
に
と
て
も
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
天
道
、
す
な
わ
ち
オ
テ
ン
ト
ウ
サ
マ
が
与
え
て
く

れ
る
真
理
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
の
が
よ
い
、
と
い
う
考
え
が
江
戸
時
代
に
ひ

ろ
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
天
道
思
想
、
そ
し
て
石
門
心
学
と
い
う
一
種
の
平
等

思
想
が
か
な
り
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
黒
船
が
門
戸
を
開
放
せ
よ
、
と

迫
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
倒
幕
運
動
が
巻
き
お
こ
っ
た
。
そ
れ
は
「
尊
王

攘
夷
」
か
ら
、
い
わ
ば
「
尊
王
開
国
」
に
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
も
そ
も
身
分
制

度
を
打
破
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
革
命
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当

然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
四
民
平
等
の
実
現
に
む
か
っ
た
。
西
洋
の
民
主
主
義
を

真
似
し
な
け
れ
ば
、
遅
れ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
よ
り
、
熟
し
柿
が
、
ち
ょ
っ

と
つ
つ
い
た
だ
け
で
、
木
か
ら
落
ち
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
、
平
等
思
想
が
ひ

ろ
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
福
沢
諭
吉
ら
は
天
道
思
想
に
の
っ
と
っ
て
「
平
等
」
を
説
く

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
い
の
ち
に
お
け
る
「
自
由
・
平
等
」
思

想
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
平
等
」
を
説
く
こ
と
は
で
き
て
も
、「
自
由
」
の
意

味
が
説
け
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
「
自
由
」
と
「
平
等
」
と
が
、
ど
の
よ
う
に

関
連
す
る
の
か
も
説
明
で
き
な
い
。
天
道
思
想
は
身
分
の
対
等
を
示
す
こ
と
は

で
き
て
も
、
身
分
を
こ
え
た
政
治
や
経
済
の
「
自
由
」
は
主
張
し
な
か
っ
た
。

「
自
由
」
は
、
も
と
も
と
個
々
人
に
自
然
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
、
主
張
し
た
り
、
勝
ち
と
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
だ
。
福
沢
だ
け
で
は
な
く
、
天
賦
人
権
論
　
　
人
権
は
天
か
ら
与
え

ら
れ
る
も
の
と
説
い
た
人
び
と
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
う
い
え
る
。

　
福
沢
は
、
新
政
府
が

長
の
藩
閥
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
な
か
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っ
た
。
な
に
し
ろ
、「
私
す
れ
ば
門
閥
政
治
は
親
の
敵か
た

でき

こ
ざ
る
」（『
福
翁
自

伝
』
一
八
九
九
）
と
い
っ
た
人
だ
。「
私
」
の
領
域
で
い
え
ば
、
親
の
代
か
ら
門

閥
に
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
彼
自
身
も
、
九
州
・
中

津
の
小
藩
の
出
で
は
、
い
か
に
優
秀
で
も
、
新
政
府
の
指
導
者
に
は
な
れ
な
か

っ
た
。
身
分
の
上
下
を
徹
底
し
て
嫌
い
、
家
柄
に
し
ば
ら
れ
な
い
、「
自
由
」

で
独
立
し
た
個
人
に
よ
る
「
一
身
独
立
、
一
国
独
立
」
を
説
い
て
や
ま
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
富
豪
す
な
わ
ち
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
育
成
す
る
こ
と
を
目

標
に
し
た
。
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
に
産
業
革
命
が
お
こ
り
、
産
業
資
本
家
が
台
頭

し
、
世
界
経
済
を
支
配
し
て
い
る
現
実
を
眼
の
あ
た
り
に
し
た
福
沢
諭
吉
の
考

え
る
健
全
な
近
代
国
民
国
家
の
姿
だ
っ
た
。

　『
文
明
論
之
概
略
』（
一
八
七
五
）
で
は
、
権
力
の
偏
重
も
否
定
す
る
。
徳
川

時
代
の
「
家
」
制
度
を
否
定
し
、
男
女
同
権
に
近
い
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
と

て
も
リ
ベ
ラ
ル
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、『
学
問
ノ
ス
ゝ
メ
』
で
は
、

愛
情
が
高
ま
っ
て
夫
婦
に
な
る
「
自
由
恋
愛
」
は
社
会
秩
序
を
乱
す
の
で
よ
く

な
い
と
し
て
い
る
。
福
沢
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
制
に
は
賛
同
し
て
お
ら
ず
、

彼
の
思
い
描
く
日
本
の
理
想
像
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
王
室
を
政
治
の
外
に

お
き
、
し
か
も
貴
族
の
い
な
い
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
民
主
主
義
を
実
現
す
る
と

い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
が
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ュ
ー
ダ

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
議
論
を
勉
強
し
、
日
本
の
「
封
建
制
」
に
は
藩
が
競
争
す

る
自
由
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
自
治
の
精
神
」
と
藩
に
対
す
る
「
報
国
心
」
を
育

ん
で
い
た
、
こ
れ
が
日
本
の
「
報
国
心
」
の
も
と
に
な
り
、
中
国
や
朝
鮮
と
ち

が
っ
て
、
西
洋
の
よ
う
な
国
民
国
家
を
建
設
し
え
た
理
由
で
あ
る
、
と
論
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
（『
通
俗
国
権
論
』
一
八
七
八
）。
藩
が
競
争
す
る
「
自

由
」
と
い
う
の
は
、
殖
産
興
業
や
寺
子
屋
な
ど
の
教
育
を
奨
励
し
、
力
を
つ
け

よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
福
沢
は
、
個
人
の
自
由
競
争
、
自
治
集

団
の
自
由
競
争
、
そ
し
て
国
家
の
自
由
競
争
と
い
う
具
合
に
同
心
円
的
な
関
係

が
成
り
た
つ
は
ず
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
間
に
齟
齬
が
起
こ
る
と
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
そ
し
て
、
福
沢
諭
吉
は
一
八
八
五
年
に
は
「
脱
亜
論
」
を
発
表
す
る
。
日
本

は
「
亜
細
亜
東
方
の
悪
友
を
謝
絶
」
し
、「
脱
亜
入
欧
」
の
道
を
進
む
べ
き
だ

と
説
き
は
じ
め
、
日
清
戦
争
時
に
は
中
国
蔑
視
の
姿
勢
を
む
き
出
し
に
し
て
い

る
。
帝
国
主
義
に
同
調
し
た
の
だ
。
た
だ
し
、
日
清
戦
争
の
こ
ろ
、
帝
国
主
義

を
批
判
す
る
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
力
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
自
由
競
争

で
、
優
れ
た
国
家
が
勝
ち
残
っ
て
ゆ
け
ば
、
や
が
て
世
界
連
邦
の
よ
う
な
も
の

が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論

が
流
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
自
由
放
任
で
い
け
ば
、
最
適
者
が
勝
ち
残
り
、
淘

汰
が
進
ん
で
、
よ
い
も
の
だ
け
が
残
る
は
ず
、
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
方
で
、

文
明
発
達
史
観
に
立
つ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』（
一

八
二
八
　
三
〇
）
の
英
訳
本
（
一
八
七
〇
）
を
読
ん
で
い
た
福
沢
諭
吉
の
思
想
も
、

こ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
は
、
封
建
領
主
が
領
内
に
支
配
権
を
確

立
し
て
い
る
制
度
に
対
し
て
、
特
権
を
も
ち
、
余
暇
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る

貴
族
階
級
が
、
よ
く
理
性
を
働
か
せ
、
知
恵
を
集
め
て
政
治
の
運
営
に
取
り
組

む
制
度
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
経
済
的
な
利
益
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
人
び
と
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や
、
あ
く
せ
く
生
活
の
た
め
に
働
く
だ
け
の
人
び
と
が
、
政
治
の
運
営
に
携
わ

る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
立
憲
君
主
制
に
せ
よ
、

共
和
制
に
せ
よ
、
法
律
の
も
と
で
国
民
の
平
等
を
保
障
す
る
国
民
国
家
の
方
が

産
業
の
発
展
に
も
戦
争
に
も
、
封
建
制
よ
り
は
る
か
に
有
利
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
次
つ
ぎ
に
国
民
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
資
本
家
が
台
頭

し
、
議
会
に
も
力
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
政
治
が
「
経
済
の
自

由
」
に
侵
さ
れ
は
じ
め
る
）
24
（

。
日
本
で
も
、
殖
産
興
業
を
掲
げ
る
門
閥
政
治
が
資

本
家
と
結
び
つ
く
の
は
必
至
だ
っ
た
）
25
（

。
だ
が
、
福
沢
は
門
閥
政
治
の
方
だ
け
、

目
の
敵
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　　
６
、
西
周
の
場
合

　
西
周
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
法
の
考
え
を
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
で

学
び
、
こ
れ
に
「
性
法
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
た
（「
自
伝
草
稿
」）。
自
然

権
を
、
天
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
人
間
の
本
性
に
も
と
づ
く
権
利
と
考
え
て
い
た

わ
け
で
、
世
俗
的
な
社
会
契
約
説
で
は
な
く
、
中
世
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
説

く
自
然
権
の
思
想
を
朱
子
学
の
「
性
即
理
」
で
受
け
と
め
た
も
の
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
西
周
『
百
一
新
論
』（
一
八
七
四
）
は
、
人
権
の
根
本
を
「
自
愛
自
立

ノ
心
」
と
説
き
、
二
人
の
人
間
の
あ
い
だ
の
権
（
利
）
と
義
（
務
）
の
関
係
を

論
じ
、「
自
愛
自
立
ノ
心
」
が
度
を
過
ぎ
て
、「
権
義
ノ
大
和
ヲ
破
ル
ニ
至
ル
」

こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
「
教
」（
哲
学
や
道
徳
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
人
間

に
守
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
の
が
「
法
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
世

俗
的
な
社
会
契
約
論
に
近
い
考
え
方
に
見
え
る
が
、
そ
の
「
教
」
と
「
法
」
の

根
拠
が
同
じ
道
理
に
発
し
て
い
る
と
い
う
「
性
法
」
の
考
え
方
が
破
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。「
天
」
と
「
人
」
と
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
と
述
べ
た
徂

徠
の
思
想
（『
弁
名
』）
を
尊
重
し
て
い
た
点
で
は
、「
天
賦
の
自
由
に
人
為
の

法
」
と
説
い
た
福
沢
諭
吉
（『
西
洋
事
情
』
二
編
巻
之
一
「
人
間
の
通
義
」）
と
同

じ
だ
が
、
西
周
の
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
実
証
主
義
に
学
ん
で
、
さ
ら
に

「
天
」
と
自
然
と
を
分
け
、
人
間
の
世
界
と
対
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
へ
進
み
、
こ

の
「
教
」
と
「
法
」
を
貫
く
道
理
を
人
間
の
「
心
理
」
と
、
人
間
の
力
の
お
よ

ば
な
い
「
物
理
」
と
の
ふ
た
つ
に
わ
け
て
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
「
文
明
」
で
あ

る
と
主
張
し
て
ゆ
く
。『
百
学
連
環
』
で
は
、
学
問
の
全
体
を
「
物
理
」
と

「
心
理
」
の
学
に
大
別
し
、
神
学
を
「
心
理
」
の
学
に
入
れ
、「
物
理
」
と
「
心

理
」
を
混
同
す
る
も
の
と
し
て
、
中
国
の
易
、
日
本
の
神
風
、
仏
教
説
話
、
神

道
説
話
な
ど
を
あ
げ
て
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
る
迷
信
の
類
と
し
て
き
っ

ぱ
り
と
退
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理
主
義
（ratio

n
alism

）

の
多
く
が
狭
義
の

d
eism

、
す
な
わ
ち
創
造
主
は
認
め
る
が
人
間
の
理
性
を

重
視
す
る
理
神
論
の
立
場
を
と
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
奇
蹟
や
伝
説
を
退
け
る
こ

と
に
学
ん
だ
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
西
周
が
学
問
の
区
分
、
す
な
わ
ち
知
の
体

系
の
整
理
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
理
由
も
、
こ
れ
で
了
解
で
き
る
。
た
だ
し
、

無
神
論
の
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
心
理
」
に
も
、
な
に
が
し
か
の

「
理
」（
法
則
性
）、
す
な
わ
ち
「
人
性
」
が
あ
る
こ
と
ま
で
、
否
定
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
次
に
見
る
加
藤
弘
之
『
真
政
大
意
』（
一

八
七
〇
）
と
似
て
い
る
。

　

(01)385
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７
、
加
藤
弘
之
の
場
合

　
明
治
初
期
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
が
、
み
な
福
沢
諭
吉
や
西
周
と
同
じ
よ
う
に

「
自
然
法
」
の
考
え
を
受
け
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
加
藤
弘
之
『
真
政
大

意
』
は
「
巻
上
」
の
初
め
の
方
で
、「
ひ
た
す
ら
安
民
を
眼
目
に
立
て
て
」、

「
人
性
・
天
理
と
い
ふ
も
の
を
知
る
が
治
術
の
大
基
本
」
と
す
る
こ
と
こ
そ
が

「
真
政
」、
す
な
わ
ち
真
の
政
治
で
あ
る
と
主
張
す
る
。「
ひ
と
り
国
君
が
威
権

を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
私
利
を
営
ま
ん
と
す
る
よ
う
な
政
事
」
と
訣
別
す
る

た
め
で
あ
る
。「
安
民
」
は
「
民
人
が
幸
福
を
得
て
そ
の
生
を
安
ん
ず
べ
き
」

こ
と
、「
人
性
」
は
「
人
の
天
性
」、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
本
性
の
意
味
で
あ
る
。

「
天
理
」
は
、
こ
の
場
合
、「
国
家
政
府
の
起
こ
る
ゆ
え
ん
」
を
指
し
て
い
る
。

「
治
術
」
は
、
も
ち
ろ
ん
国
政
の
こ
と
だ
。
加
藤
弘
之
は
「
人
性
」
の
第
一
に

「
不ふ

羈き

自
立
を
欲
す
る
情
」
を
あ
げ
る
。「
こ
れ
が
一
身
の
幸
福
を
招
く
」
も
と

で
あ
る
と
し
、「
こ
の
情
を
施ほ

ど

すこ

権
利
」
と
「
自
己
の
本
分
を
尽
く
し
て
、
他

人
の
権
利
を
敬
重
す
る
は
、
す
な
わ
ち
義
務
」
で
あ
る
と
説
く
。
彼
は
、
こ
の

よ
う
に
各
人
に
お
け
る
権
利
と
義
務
と
の
相
互
性
を
説
き
、
政
府
と
「
臣
民
」

と
の
あ
い
だ
に
も
、
こ
の
関
係
を
力
説
す
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
権
利
と
義
務

の
う
ち
の
第
一
に
「
臣
民
の
生
命
・
権
利
・
私
有
」
の
保
護
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
が
造
物
主
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
自
明
の
権
利

と
し
て
あ
げ
る
、
平
等
、
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
を
求
め
る
権
利
の
す
べ
て

が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
独
立
宣
言
は
集
団
を
つ
く
る
権
利
も
造
物
主
か
ら
あ
た
え

ら
れ
る
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
加
藤
弘
之
が
、
天
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
「
人

性
」
と
、「
天
理
」
に
よ
っ
て
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を
主
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

　『
真
政
大
意
』「
巻
下
」
で
は
、
そ
の
臣
民
の
「
不
羈
自
立
の
情
」
と
権
利
が

お
の
ず
か
ら
世
の
中
の
「
開
化
」
を
進
め
る
と
い
い
、「
そ
れ
ゆ
え
政
府
が
こ

の
情
と
権
利
を
束
縛
羈
縻き

び

せ
ず
し
て
、
人
々
が
相
競
う
て
そ
の
幸
福
を
求
め
ら

れ
る
や
う
に
任
せ
て
お
け
ば
、
自
然
と
い
は
ゆ
る
安
民
の
場
合
に
も
い
た
る
で

ご
ざ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
、
自
由
放
任
の
考
え
方
が
見

て
と
れ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
の
影
響

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
真
政
大
意
』
に
は
、「
人
と
申
す
も
の
は
、（
中
略
）
天

の
も
っ
と
も
愛
し
た
も
う
も
の
ゆ
え
、
人
に
限
り
て
は
、
万
福
を
与
え
た
も
う

天
意
と
見
え
て
」（
人
間
に
だ
け
幸
福
を
あ
た
え
る
の
が
天
意
の
よ
う
で
）
と
、
人

間
に
幸
福
を
あ
た
え
る
「
天
意
」
と
い
う
観
念
も
見
え
て
い
る
。

　
と
す
れ
ば
、「
天
理
」
に
よ
っ
て
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
加
藤
の
考
え

は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の

S
o-

cia
l S
ta
tics

（
社
会
静
学
、
一
八
五
一
）
が
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
功

利
主
義
を
鋭
く
批
判
し
て
、「
人
類
ノ
幸
福
ハ
天
意
ナ
リ
ト
云
フ
天
下
ノ
通

理
」
を
主
張
し
て
い
る
の
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
強
い
。
こ
の
こ
と
ば
は
、

実
際
は
松
島
剛
訳
『
社
会
平
権
論
』
全
六
巻
（
一
八
八
一
　
八
三
）
中
の
も
の

だ
が
、「
天
意
」
は
原
文
で
は

D
ivin
e 
W
ill

で
、
誰
で
も
「
天
意
」
と
訳

す
と
こ
ろ
だ
。

　
加
藤
弘
之
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
「
自
由
」
を
「
不
羈
自
立
の
情
」
と
翻
訳
し

た
。
朱
子
学
は
「
性
即
理
」
を
唱
え
る
が
、
加
藤
は
「
人
性
」
と
「
天
理
」
を

分
け
て
考
え
、「
人
性
」
の
発
現
を
「
情
」
に
見
た
。
そ
し
て
、
加
藤
は
『
国
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明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

体
新
論
』（
一
八
七
四
）
で
は
、
共
和
制
と
立
憲
君
主
制
と
が
「
天
理
」
に
も

と
づ
く
政
体
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
日
本
の
進
む
べ
き
道
で
あ
る
と
説
い
て
い

る
。
明
治
初
年
こ
ろ
の
加
藤
弘
之
の
発
言
は
自
由
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
、
し

ば
し
ば
共
和
主
義
寄
り
に
な
っ
て
い
る
。
自
身
、
共
和
制
支
持
だ
っ
た
と
回
想

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
人
性
」（
情
）
と
「
天
理
」
は
、「
心
即
理
」
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
裏
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
、「
心
即
理
」
を

唱
え
、
個
人
の
自
由
の
絶
対
的
な
尊
厳
を
説
く
陽
明
学
だ
ろ
う
。『
真
政
大

意
』
で
な
さ
れ
た
政
府
と
臣
民
、
そ
し
て
臣
民
相
互
間
の
権
利
義
務
の
相
互
性

の
強
調
は
、「
国
学
者
流
と
唱
う
る
輩
の
論
説
」
す
な
わ
ち
天
皇
を
神
聖
視
し
、

絶
対
視
す
る
国
体
論
に
対
し
て
「
天
皇
も
人
な
り
、
人
民
も
人
な
れ
ば
、
た
だ

同
一
の
人
類
中
に
お
い
て
尊
卑
上
下
の
分
あ
る
の
み
」
と
痛
撃
を
あ
た
え
る
と

こ
ろ
へ
進
む
。
そ
の
意
味
で
は
、
福
沢
諭
吉
や
西
周
よ
り
も
、
こ
の
こ
ろ
の
加

藤
弘
之
の
論
説
の
方
が
社
会
的
平
等
の
考
え
が
強
く
出
て
い
る
と
い
え
よ
う
）
26
（

。

　
天
皇
神
聖
視
や
神
が
か
っ
た
国
体
論
に
反
対
す
る
点
で
、
ま
た
、
他
者
の
権

利
の
相
互
尊
重
や
権
利
と
義
務
の
関
係
を
明
確
に
す
る
点
で
は
、
加
藤
弘
之
と

西
周
は
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
、
西
周
は
「
自
然
権
」
の
も
と
と
し
て
〈
自

愛
自
立
ノ
心
〉
を
論
じ
て
も
、
王
陽
明
の
心
学
で
は
世
の
中
は
治
ま
ら
な
い
と
、

こ
れ
を
退
け
て
い
る
。

　　
８
、
結
語

　
図
式
的
に
な
り
す
ぎ
る
こ
と
を
承
知
で
い
え
ば
、
福
沢
諭
吉
は
一
般
的
な
儒

学
な
い
し
は
天
道
思
想
で
、
西
周
は
、
ま
ず
は
朱
子
学
で
、
加
藤
弘
之
は
陽
明

学
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
由
」
の
観
念
を
受
け
と
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
の
自
由
と
平
等
が
未
分
化
な
の
は
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
自
由
を
問
題
に

し
さ
え
す
れ
ば
、
同
時
に
平
等
を
い
う
こ
と
に
な
る
と
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
源
を
彼
ら
に
尋
ね
て
も
答
え
は
得
ら
れ
そ
う

に
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
偏
り
は
あ
っ
て
も
、
社
会
的
平
等
の
観
念
を
も
た
な
い

儒
学
系
の
思
想
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
国

民
の
「
自
由
」
と
「
平
等
」
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
生
じ
る
　
　
政
治
権
力
者

や
経
済
活
動
の
自
由
を
野
放
し
に
す
れ
ば
社
会
的
不
平
等
が
生
じ
、
平
等
を
徹

底
し
よ
う
と
す
れ
ば
自
由
を
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
な
不
平
等
を
問
題
に
す
る
し
く
み
を
原
理

的
に
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
ご
都
合
主
義
的
に
古
今
東
西
の
普
遍
的
な
観
念
を
同
値
と
見
な
し
、

つ
ぎ
は
ぎ
し
た
り
、
ま
ぜ
あ
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
同

じ
で
あ
り
、
そ
の
結
び
つ
け
方
に
個
々
人
に
よ
る
ち
が
い
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
個
性
も
生
じ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
加
藤
弘
之
の
そ
の
後
の
思
想

の
展
開
は
、
彼
が
「
天
理
」
と
考
え
る
も
の
が
、
進
化
論
へ
、
さ
ら
に
は
、
そ

の
ご
都
合
主
義
的
な
解
釈
へ
と
置
き
か
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
万
法
無
比
の

「
忠
君
一
体
」
の
家
族
国
家
論
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
）
27
（

。

　
そ
れ
ゆ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
、
ど
の
思
想
を
、
伝
統
思
想
の
何

を
リ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
受
け
と
っ
た
の
か
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
生
じ
た
の
か
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
読
み
解
い
て
ゆ
く
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
自
由
・
平
等
」
に
限
ら
ず
、
一
般
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的
に
概
念
の
受
容
を
解
明
す
る
際
の
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
明
治
期
の
啓

蒙
思
想
家
た
ち
に
お
い
て
「
自
由
」
と
「
平
等
」
が
未
分
化
で
あ
る
こ
と
の
問

題
か
ら
、
そ
の
双
方
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
そ
の
組
み
か
え
の
問
題
を
探
っ
た
が
、

一
概
念
の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
編
成
自
体
の
編
み
か
え
の

過
程
を
解
明
す
る
こ
と
の
有
効
性
も
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
）
28
（

。

普
遍
的
規
範
（
天
理
）
が
存
在
す
る
と
い
う
観
念
と
そ
れ
が
解
体
し
て
ゆ
く
こ

と
、「
自
由
と
平
等
が
ほ
ぼ
同
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
、
徂
徠
学
の

影
響
を
受
け
、「
気
質
の
性
」
の
重
視
や
政
治
制
度
へ
の
関
心
が
高
い
こ
と
、

反
面
、
加
藤
弘
之
も
西
周
も
社
会
契
約
論
に
は
届
か
な
か
っ
た
こ
と
、
民
衆
の

主
体
性
の
涵
養
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、「
そ
の
虚
弱
性
」
を
指
摘

す
る
。
福
沢
諭
吉
を
い
た
ず
ら
に
「
巨
人
」
の
よ
う
に
あ
つ
か
う
の
も
ど
う
か

と
思
う
が
、
彼
ら
の
思
想
を
西
洋
近
代
思
想
と
伝
統
思
想
と
が
「
混
在
」
し
て

い
る
と
と
ら
え
て
い
る
た
め
、
伝
統
思
想
の
な
か
に
分
け
い
り
、
そ
れ
ら
の
結

び
つ
き
方
を
解
明
す
る
方
向
を
と
ら
ず
、
社
会
契
約
説
と
い
う
西
欧
近
代
の
ひ

と
つ
の
理
念
を
基
準
に
、
彼
ら
の
思
想
を
裁
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

植
手
は
加
藤
弘
之
の
「
不
羈
自
立
の
情
」
や
西
周
「
自
愛
自
立
の
心
」
を
朱
子

学
の
「
性
即
理
」
に
の
っ
と
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
か
ら
離
脱
し
て
ゆ
く
過
程
と

し
て
考
え
て
い
る
。
が
、
加
藤
弘
之
が
自
然
権
思
想
を
受
け
と
め
た
の
は
徂
徠

学
の
「
気
質
の
性
」
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
陽
明
学
の
「
心
即
理
」
の
原
理
に

よ
っ
て
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
儒
学
の
「
天
理
」
の
観
念
が
リ
セ
プ
タ
ー

と
し
て
働
い
た
か
ら
こ
そ
、
の
ち
に
加
藤
の
観
念
の
な
か
で
、
西
洋
の
宗
教
も

自
然
科
学
も
東
洋
の
宗
教
や
思
想
を
も
、
す
べ
て
を
包
含
す
る
よ
う
な
普
遍
原

理
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
４
）　
石
田
雄
「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
由
論
』
と
中
村
敬
宇
お
よ
び
厳
復
」（『
日

本
近
代
思
想
史
に
お
け
る
法
と
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
）
は
「
自
由
」

の
概
念
に
つ
い
て
、
受
け
て
の
素
養
を
考
慮
し
て
い
る
。
そ
の
検
討
を
ふ
く
め
、

リ
セ
プ
タ
ー
と
い
う
分
析
概
念
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
　

重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
七
）
五
四
　
五
六
頁
を
参
照

注（
１
）　
平
等
と
い
っ
て
も
華
族
制
度
は
残
し
た
し
、
被
差
別
部
落
も
残
っ
た
。
民

法
も
男
女
平
等
に
は
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
に
な
ら
っ
た

も
の
。

（
２
）　
た
だ
し
、
政
府
は
自
由
・
平
等
の
内
容
を
説
い
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
農

家
の
二
男
・
三
男
へ
の
負
担
が
重
く
の
し
か
か
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
維
新
政

府
が
次
つ
ぎ
に
打
っ
た
新
政
策
へ
の
不
満
と
結
び
つ
き
、
と
く
に
中
国
地
方
に

「
血
税
一
揆
」
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

（
３
）　
植
手
通
有
「
明
治
啓
蒙
思
想
の
形
成
と
そ
の
虚
弱
性
　
西
周
と
加
藤
弘
之

を
中
心
と
し
て
」（『
日
本
の
名
著
34
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
）
が
、
こ
れ

を
指
摘
し
て
い
る
。
植
手
は
福
沢
諭
吉
の
よ
う
な
「
巨
人
」
で
は
な
く
、
西
周

や
加
藤
弘
之
の
よ
う
な
「
群
小
」
思
想
家
を
あ
つ
か
う
の
は
、
彼
ら
の
思
想
に

明
治
啓
蒙
思
想
の
形
成
過
程
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
前
置
き
し
、
彼

ら
の
著
作
を
さ
ぐ
っ
て
、
西
洋
の
自
由
・
権
利
の
観
念
が
、
儒
学
、
と
く
に
朱

子
学
を
媒
介
に
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
た
と
し
、
自
然
法
が
「
性
法
」
と
し
て
受

け
と
め
ら
れ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
子
学
か
ら
の
離
脱
が
な
さ
れ
、
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さ
れ
た
い
。

（
５
）　
た
と
え
ば
各
国
条
約
（
一
八
五
五
）、
ロ
シ
ア
条
約
（
一
八
六
六
）。
維
新

史
学
会
編
『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成
』
第
二
巻
、
財
政
経
済
学
会
、
一
九
四

三
、
二
四
九
頁
、
二
七
八
頁
。

（
６
）　
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
条
約
付
録
（
一
八
四
七
）、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ト
ノ

条
約
第
八
条
（
一
八
五
八
）。
同
前
第
三
巻
、、
二
四
五
頁
、
五
五
三
頁
。
な
お
、

安
政
五
年
の
各
国
条
約
な
ど
で
は
、
宗
法
、
宗
旨
、
法
教
な
ど
の
語
が
用
い
ら

れ
、
一
八
六
七
年
、「
異
宗
信
仰
ノ
徒
改
心
ノ
者
人
別
名
前
書
・
参
考
書
」
に

「
宗
教
」
が
見
ら
れ
る
。
同
前
第
二
巻
、
八
一
頁
。

（
７
）　
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
約
定
書
（
一
八
六
二
）、『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集

成
』
第
三
巻
、
同
前
、
三
二
一
頁
。
な
お
、
こ
の
約
定
書
に
は
「
自
由
」
の
語

が
か
な
り
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
使
節
応
接
書
（
一
八
五
七
）。

同
前
第
三
巻
、
同
前
、
四
五
六
頁
。

（
８
）　『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
、
四
八
六
頁
。

（
９
）　
同
前
、
二
九
〇
頁
。

（
10
）　
他
人
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
独
立
し
た
個
々
人
の
権
利
と
義
務
、

そ
の
人
権
の
根
本
を
示
す
こ
と
ば
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
人
た
ち
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
使
わ
れ
て
い
る
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
の
内
容
を
盛
り
こ
ん
で
、「
自

愛
自
立
」（
西
周
）、「
不
羈
自
立
」（
加
藤
弘
之
）
な
ど
の
四
文
字
で
、
そ
の
意

味
を
表
す
工
夫
を
し
た
。
が
、
実
際
に
使
う
側
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
で
は
不

便
だ
か
ら
、
一
般
に
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
11
）　
ど
の
よ
う
な
訳
語
を
用
い
よ
う
と
、
ま
た
外
来
語
と
し
て
カ
タ
カ
ナ
で
記

述
し
よ
う
と
、
そ
の
概
念
を
受
け
取
る
側
の
価
値
観
に
よ
っ
て
内
容
の
理
解
に

バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
に
ち
が
い
は
な
い
が
、
在
来
の
言
葉
を
訳
語
と
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
を
一
層
、
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
12
）　
宮
村
治
雄
『
日
本
政
治
思
想
史
　
「
自
由
」
の
観
念
を
軸
と
し
て
』（
放

送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
。

（
13
）　
な
お
、
中
国
で
は
、
ま
た
近
代
以
前
の
日
本
で
も
、「
我
」
が
一
人
称
と

し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
私
」
と
い
う
語
は
、
個
人
で
あ
ろ
う
と
集

団
で
あ
ろ
う
と
、「
公
」
の
秩
序
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
領
域
、
自
分
ひ

と
り
、
な
い
し
は
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
利
害
を
考
え
る
立
場
の
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
た
。
中
国
の
儒
学
の
流
れ
、
と
り
わ
け
宋
代
に
成
立
し
た
朱
子
学

は
、
仏
教
も
「
私
」
の
立
場
を
重
ん
じ
る
も
の
と
考
え
、
非
難
す
る
。
イ
ン
ド

か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
た
大
乗
仏
教
は
、
み
ん
な
を
救
う
立
場
だ
が
、
仏
教
の
根

本
、
現
世
の
苦
を
逃
れ
る
悟
り
（
解げ

脱だ
つ

）
は
、
あ
く
ま
で
個
人
の
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
古
代
に
仏
教
は
祖
先
を
祀
る
儀
礼

に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、
朝
廷
行
事
に
と
り
い
れ
ら
れ

た
。

（
14
）　
こ
の
よ
う
な
考
え
を
日
本
流
に
翻
訳
し
た
歌
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
。
親

も
妻
子
も
捨
て
て
、
俗
世
に
背
を
向
け
、
行
方
を
く
ら
ま
し
た
人
に
翻
意
を
う

な
が
す
山
上
憶
良
の
も
の
で
、
長
歌
は
「
天あ

め

へ
行
か
ば
　
汝な

が
ま
に
ま
に
　
地

な
ら
ば
　
大
君
い
ま
す
　
…
…
　
聞
こ
し
め
す
　
国
の
ま
ほ
ら
ぞ
　
か
に
か
く

に
　
欲
し
き
ま
に
ま
に
　
然し

か

に
は
あ
ら
じ
か
」（
天
に
行
く
な
ら
、
お
好
き
な

よ
う
に
。
で
も
、
地
上
に
は
大
君
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
す
み
ず
み
ま
で
大
君
の

治
め
ら
れ
る
秀
れ
た
国
な
の
だ
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
自
分
勝
手
に
　
そ
ん
な
こ
と

を
し
て
は
な
ら
な
い
）
と
結
び
、
反
歌
は
「
ひ
さ
か
た
の
　
天あ

ま

路じ

は
遠
し
　
な
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ほ
な
ほ
に
　
家
に
帰
り
て
　
業な

り

を
し
ま
さ
に
」（
天
は
遠
い
よ
。
お
と
な
し
く

家
に
帰
っ
て
、
仕
事
に
専
念
し
な
さ
い
）と
呼
び
か
け
て
い
る
。
憶
良
は
唐
の

長
安
か
ら
帰
っ
た
人
で
、
儒
教
に
も
仏
教
に
も
神
仙
思
想
に
も
通
じ
た
律
令
官

人
だ
っ
た
。

（
15
）　『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
）
が
記
載
し
て
い

る
。

（
16
）　
同
注
５
。

（
17
）　
た
だ
し
、
こ
の
用
例
は
、
笑
山
筆
『
旅
枕
五
十
三
次
』
嘉
永
年
間
（
一
八

四
八
　
五
四
）「
吉
田
」
図
35
よ
り
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
早
川

聞
多
教
授
の
援
助
を
受
け
た
。

（
18
）　
日
本
の
古
代
に
も
奴
隷
【
奴
婢
】
は
い
た
。
中
国
の
律
令
制
に
な
ら
っ
て
、

人
の
所
有
物
と
さ
れ
る
奴
婢
に
つ
い
て
、
か
な
り
細
か
く
身
分
を
決
め
て
お
り
、

少
し
は
土
地
を
持
て
る
奴
婢
も
い
た
。
奴
隷
で
な
い
人
に
は
「
良
」
と
い
う
語

を
用
い
て
い
る
。

（
19
）　
そ
の
よ
う
な
合
理
主
義
者
の
あ
い
だ
で
も
無
神
論
は
危
険
思
想
と
さ
れ
、

い
ま
で
も
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
傾
向
が
強
い
。
ア
メ
リ
カ
と
ち
が

っ
て
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
教
会
に
行
か
な
い
人
び
と
が
急
速
に
増
え
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
モ
ラ
ル
の
お
お
も
と
は
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
こ
と
は
か
わ

り
な
い
。

（
20
）　
み
ん
な
の
権
利
を
寄
せ
あ
っ
て
つ
く
る
の
が
権
力
だ
か
ら
、
権
力
が
お
か

し
な
こ
と
を
し
た
ら
、
そ
の
政
府
を
み
ん
な
の
意
思
で
取
り
か
え
る
の
は
当
然

で
、
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が
説
い
た
革
命
の
思
想
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
政
治
権
力
、
す
な
わ
ち
国
家
な
ど
最
終
的
に
は
な
く
な
っ
た
方
が
よ

い
と
説
い
た
が
、
彼
の
場
合
、
道
徳
の
秩
序
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
安
心
し
て
政
治
革
命
が
で
き
る
し
く
み
で
、
そ
の
意
味
で
の

政
教
分
離
論
で
あ
る
。
そ
の
ロ
ッ
ク
の
考
え
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン

ス
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
考
え
た
国
家
の
あ
り
方
は
、
や
や
異
な

る
。
最
初
は
ス
イ
ス
の
小
さ
な
共
同
体
や
そ
の
連
合
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て

い
た
よ
う
で
、
直
接
民
主
主
義
だ
っ
た
が
、
代
議
制
に
移
っ
た
。
晩
年
に
は
憲

法
を
そ
な
え
た
国
民
国
家
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
が
変
化
し
た
が
、

一
貫
し
て
教
会
の
秩
序
と
は
別
に
人
び
と
の
意
思
に
よ
っ
て
政
治
の
共
同
体
を

つ
く
る
や
り
方
を
考
え
つ
づ
け
て
い
た
。
実
際
、
ル
ソ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神

を
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
彼
が
活
躍
し
た
時
期
、
フ

ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
に
は
、
神
を
軽
視
し
た
り
、
無
視
し
た
り
す
る
傾
向
が
か

な
り
見
ら
れ
る
。

（
21
）　
宋
学
、
と
り
わ
け
程
伊
川
（
一
〇
三
三
　
一
一
〇
七
）
の
「
道
」
の
観
念

が
寄
与
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
22
）　
石
川
謙
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
）
を
参
照
。

（
23
）　
も
う
ひ
と
つ
、
幕
末
に
か
け
て
、
と
く
に
農
村
の
庄
屋
層
や
地
方
都
市
の

事
業
家
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
ま
っ
た
二
宮
尊
徳
の
思
想
も
天
道
思
想
の
一
種
で
、

尊
徳
は
、
士
農
工
商
は
対
等
と
ま
で
言
っ
て
い
な
い
が
、
利
益
は
天
か
ら
さ
ず

け
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
余
分
な
利
益
が
で
た
ら
、
そ
れ
は
社
会
に
戻
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
こ
の
メ
セ
ナ
の
よ
う
な
考
え
は
経
済
的
な
公
共

思
想
の
一
種
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
庄
屋
層
は
飢
饉
に
備
え
て
、
倉
に
備
蓄
を
し
、

い
ざ
と
な
っ
た
ら
村
人
を
救
う
の
が
義
務
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
、
広
い
意
味

で
の
助
け
あ
い
の
精
神
を
ひ
ろ
め
た
と
思
え
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
宮
尊
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徳
の
精
神
は
、
十
九
世
紀
末
く
ら
い
ま
で
、
地
方
の
庄
屋
層
や
事
業
家
た
ち
の

あ
い
だ
に
生
き
て
い
た
。

（
24
）　
木
崎
喜
代
治
『
幻
想
と
し
て
の
自
由
と
民
主
主
義
　
反
時
代
的
考
察
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
）
を
参
照
。

（
25
）　
幸
田
露
伴
『
修
省
論
』（
刊
行
一
九
一
四
）
は
、
こ
の
弊
害
を
指
摘
し
て

い
る
。「
商
人
気
質
の
今
昔
」
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
信
用
第
一
を
モ
ッ
ト
ー

に
し
て
き
た
商
売
が
、
日
露
戦
争
後
に
様
が
わ
り
し
、「
進
歩
発
展
」、
何
よ
り

も
「
手
腕
」
が
第
一
で
、
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
と
「
商
業
道
」
の
混
乱

を
指
摘
し
、「
使
用
す
る
者
の
苦
楽
、
使
用
さ
る
ゝ
者
の
苦
楽
」
で
は
「
利
福

の
比
例
の
不
一
致
」
や
「
互
扶
互
持
の
対
等
関
係
」
を
説
き
、
私
有
財
産
は
本

来
、
野
蛮
思
想
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
最
後
の
「
生
産
力
及
び
生
産
者
」
で
は
、

資
本
主
義
の
し
く
み
、
資
本
家
が
議
会
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
、
ま
た
そ
の

国
際
性
な
ど
を
看
破
し
、「
資
力
の
圧
迫
に
対
し
て
個
人
の
自
体
を
保
た
ん
と

す
る
に
本
づ
く
思
想
や
感
情
が
何
の
危
険
思
想
で
あ
ろ
う
」
と
ス
ト
ラ
イ
キ
や

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
正
当
性
を
説
き
、
ま
た
日
本
は
帝
国
主
義
の
道
を
す
す
ん
で

は
な
ら
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
儒
学
的
な
公
益
、「
義
」
の
思
想
に
立
ち
な

が
ら
、
個
の
生
存
権
を
保
障
し
、
相
互
扶
助
に
よ
る
一
種
の
社
会
主
義
を
主
張

す
る
も
の
だ
っ
た
。

（
26
）　
加
藤
弘
之
は
『
隣
草
』（
一
八
六
一
）
の
直
後
に
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ

て
い
る
「
自
主
の
権
」「
君
臣
尊
卑
」
と
い
う
一
対
の
草
稿
の
う
ち
、
前
者
で

は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
フ
ラ
イ
へ
イ
ド
（V

rijh
eld
.  

英
語 freed

o
m

）
に
対
応
す

る
も
の
と
し
て
〈
自
由
自
在
と
か
勝
手
次
第
と
い
う
意
味
〉
を
あ
げ
、〈
国
中

の
万
民
に
み
な
自
由
自
在
の
権
〉
が
あ
る
、「
民
、
自
ら
主
た
る
権
を
も
つ
」

と
論
じ
て
い
る
。
ま
さ
に
民
主
主
義
の
思
想
で
あ
る
。「
真
政
大
意
草
稿
」
で

は
〈
人
間
に
は
天
賦
に
任
意
自
在
の
権
利
と
い
ふ
も
の
が
ご
ざ
り
て
〉
と
〈
任

意
自
在
〉
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
福
沢
諭
吉
『
西
洋
事
情
』
初
編
冒

頭
、「
備
考
」
欄
に
は
「
文
明
の
政
治
」
の
六
カ
条
の
要
訣
と
し
て
、
第
一
条

に
「
自
由
任
意
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
西
周
と
と
も
に
、
そ
の
講
義

を
受
け
た
オ
ラ
ン
ダ
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
法
学
博
士
、
ズ
ィ
ー
モ
ン
・
フ
ィ
セ

リ
ン
グ
に
よ
る
国
法
論
を
津
田
真
道
が
翻
訳
し
た
『
泰
西
国
法
論
』（
一
八
八

六
、
刊
行
は
一
八
六
八
）
の
訳
者
序
文
に
は
「
法
論
の
本
意
は
、
人
々
を
し
て

そ
の
自
立
自
主
の
権
を
保
た
し
む
に
あ
り
」
と
あ
る
（
西
周
自
身
に
よ
る
翻
訳

は
失
わ
れ
た
と
い
う
）。
こ
の
あ
た
り
を
参
照
し
て
、freed

o
m

の
訳
語
と

し
て
加
藤
弘
之
が
考
え
た
の
が
〈
不
羈
自
立
の
心
〉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ

の
こ
と
ば
つ
き
か
ら
し
て
、
陽
明
学
の
思
想
が
色
こ
い
と
判
断
し
て
よ
い
。

（
27
）　
鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な

お
、
こ
こ
に
あ
げ
た
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
の
天
賦
人
権
論
に
つ
い
て

も
同
書
で
論
じ
た
。
な
お
、
同
書
第
四
章
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｔ
・
ド
バ
リ

ー
『
朱
子
学
と
自
由
の
伝
統
』（
一
九
八
一
、
山
口
久
和
訳
、
平
凡
社
、
一
九

八
七
）
の
検
討
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
福
沢
諭
吉
の
政
体
論
に
つ
い
て
は
鈴
木

貞
美
『
自
由
の
壁
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
九
）
第
一
章
で
ふ
れ
た
。

（
28
）　
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
十
八
日
、
ソ
ウ
ル
大
（
英
語
）、
十
九
日
、

漢
陽
大
で
講
演
し
た
内
容
を
、
十
一
月
十
九
日
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
の
国
際
研
究
集
会
で
補
綴
、
そ
の
後
、
十
二
月
十
六
日
、
中
国
社
会
科
学
院

外
国
文
学
研
究
所
、
十
九
日
、

旦
大
学
外
国
語
学
院
で
の
講
演
を
経
て
、
再

編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

(07)391


