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本
書
は
︑
原
理
日
本
社
の
三
井
甲
之
（
一
八
八
三
～
一
九
五
三
）
と
蓑
田
胸

喜
（
一
八
九
四
～
一
九
四
六
）
の
思
想
と
行
動
を
︑
彼
ら
が
活
動
し
た
当
時
の

日
本
の
歴
史
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒
日
本

語
と
英
語
の
一
次
資
料
や
研
究
文
献
を
駆
使
し
︑
と
り
わ
け
︑
き
わ
め
て
読

解
の
難
し
い
三
井
と
蓑
田
の
著
作
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
の
研
究
は
驚
異
的

で
あ
る
︒
批
判
さ
れ
た
人
び
と
が
狂
信
的
と
黙
殺
し
た
彼
ら
の
思
想
と
行
動

が
︑
本
書
で
は
よ
り
広
い
文
脈
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑

近
代
日
本
の
知
的
文
脈
へ
の
よ
り
均
衡
の
取
れ
た
理
解
が
目
指
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒

　
第
一
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
︑
三
井
甲
之
の
主
に
文
学
的
な
活
動
で

あ
る
︒
正
岡
子
規
に
連
な
る
歌
人
と
し
て
︑
三
井
は
明
治
末
期
か
ら
︑
生
の

文
学
的
探
究
に
鋭
意
取
り
組
ん
で
い
た
︒
最
先
端
の
文
学
的
・
哲
学
的
諸
潮

流
を
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
に
も
求
め
︑
感
情
や
宗
教
的
体
験
を
重
視
し
て
︑

自
己
の
内
面
生
活
の
全
体
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
決

し
て
三
井
の
孤
立
し
た
試
み
で
は
な
く
︑
仏
教
思
想
の
再
評
価
や
ド
イ
ツ
思

想
の
受
容
も
含
め
て
︑
大
正
生
命
主
義
と
も
呼
ば
れ
る
当
時
の
日
本
の
大
き

な
知
的
潮
流
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
著
者
は
強
調
し
て
い
る

（p. 26

）︒

　
こ
の
試
み
は
発
展
し
て
︑
日
本
へ
の
信
仰
に
帰
着
し
た
︒
人
間
の
内
面
生

活
の
文
学
的
な
探
求
が
︑
人
間
存
在
の
前
提
と
さ
れ
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
崇

拝
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
三
井
の
発
展
の
理
路
は
必
ず
し
も
分

明
で
は
な
い
︒
著
者
は
︑
三
井
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
根
本
的
に
個
人
的
で

情
動
的
で
あ
り
︑
し
か
も
社
会
的
で
教
義
的
で
あ
る
と
し
︑
こ
れ
ら
を
言
語

や
表
現
の
力
へ
の
信
仰
︑
帝
国
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
運
命
へ
の
信
仰
と
い
う
ロ
マ

書 
評ジ

ョ
ン
・
パ
ー
ソ
ン
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ン
主
義
的
な
観
念
が
つ
な
げ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（p. 40

）︒
こ
れ
は
原
理
日

本
社
史
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
︑
日
本
語
の
力
や
日
本
帝
国
の
歴
史
的
使
命
に

対
す
る
信
仰
が
︑
個
人
と
社
会
︑
感
情
と
教
義
を
統
一
し
︑
日
本
ネ
イ
シ
ョ

ン
の
一
体
性
を
各
構
成
員
に
示
現
さ
せ
る
と
い
う
結
社
の
論
理
の
成
立
経
緯

と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
も
と
よ
り
こ
の
論
理
は
︑
現
実
に
そ
う

な
っ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
︒
し
か
し
結
社
の
同
人
は
︑
信

仰
の
欠
陥
を
認
め
ず
︑
誰
か
が
ど
こ
か
で
妨
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
︒
三

井
や
蓑
田
た
ち
原
理
日
本
社
同
人
は
︑﹁
真
の
愛
国
心
の
裁
定
者
﹂
を
自
認
し

て
（p. 9

）︑
信
仰
を
共
有
し
な
い
他
者
を
弾
劾
し
続
け
る
の
で
あ
る
︒

　
た
だ
し
著
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
原
理
日
本
社
に
特
徴
的
な
姿
勢
よ
り
も
︑

三
井
や
蓑
田
が
他
の
知
識
人
と
共
有
す
る
部
分
や
︑
日
本
主
義
（Japanism

）

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
権
力
と
の
微
妙
な
関
係
の
方
に
重
点
を
置
い
て
い
る
︒

三
井
や
蓑
田
を
同
時
代
の
知
識
人
か
ら
孤
立
し
た
存
在
と
し
て
で
は
な
く
︑

世
界
の
最
先
端
の
知
的
諸
潮
流
に
関
心
を
持
ち
︑
日
本
の
知
的
状
況
に
連
動

す
る
知
識
人
と
し
て
把
握
す
る
一
方
︑
昭
和
戦
前
期
の
治
安
当
局
の
調
査
報

告
書
を
追
跡
し
て
﹁
右
翼
思
想
犯
罪
﹂
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
注
目
し
︑
当

局
と
日
本
主
義
者
と
が
競
合
し
対
立
す
る
局
面
に
注
目
す
る
の
で
あ
る

（p. 7

）︒

　
第
二
章
は
︑
敗
戦
後
の
三
井
が
民
主
主
義
に
理
解
を
示
し
た
挿
話
か
ら
始

ま
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
三
井
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
顛
末
を
踏
ま
え
て
︑

大
衆
の
政
治
参
加
が
戦
争
の
勝
利
に
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
す
る
な
ど
︑
大

正
期
に
も
決
し
て
時
代
の
潮
流
の
外
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

（pp. 54

― 59

）︒
そ
れ
で
は
三
井
の
思
想
の
独
自
性
と
は
何
な
の
か
︒
そ
れ
は
︑

経
済
的
正
義
や
政
治
的
権
利
よ
り
も
道
徳
的
是
正
を
重
視
し
︑
そ
の
実
現
を

学
問
の
力
に
求
め
る
こ
と
に
あ
る
（p. 59

）
維
新
と
は
﹁
学
術
維
新
﹂
な
の

で
あ
り
︑
そ
の
主
た
る
戦
場
は
大
学
と
論
壇
な
の
で
あ
る
︒
大
学
と
論
壇
の

維
新
は
︑
三
井
に
と
っ
て
知
識
人
の
責
務
で
あ
り
︑
こ
れ
は
蓑
田
胸
喜
も
同

様
で
あ
る
︒
学
問
の
力
を
信
じ
て
政
治
的
変
革
を
主
導
し
よ
う
と
す
る
こ
の

意
欲
は
︑
第
五
章
で
蓑
田
と
三
木
清
に
共
通
す
る
部
分
と
し
て
把
握
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
︒

　
第
三
章
か
ら
は
蓑
田
が
論
述
の
主
軸
と
な
る
︒
三
〇
代
の
蓑
田
が
戦
闘
的

に
突
出
し
た
の
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
の
言
論
活
動
で
あ
っ
た
︒
蓑
田
は

三
井
と
と
も
に
︑
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
の
心
理
学
を
き
わ
め
て
高
く
評

価
し
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
間
理
解
や
科
学
性
に
は
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
と

批
判
す
る
（p. 70

）︒
蓑
田
は
さ
ら
に
︑
ヴ
ン
ト
に
学
ん
だ
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・

ド
・
マ
ン
の
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
を
翻
訳
し
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
大
衆

政
治
の
新
し
い
情
動
的
な
基
礎
に
な
る
と
の
主
張
も
紹
介
す
る
（p. 76

）︒
こ

の
よ
う
な
蓑
田
の
活
動
が
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
の
学
生
運
動
に
悩
む
文
部
省
と

の
間
に
便
宜
的
な
協
力
関
係
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
著
者
が
便
宜
性
を
強
調
す
る
の
は
︑
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸

形
態
と
国
家
権
力
と
の
関
係
を
︑
従
来
の
研
究
よ
り
も
丁
寧
に
解
明
し
よ
う

と
す
る
か
ら
で
あ
る
（p. 7

）︒
著
者
は
序
論
で
︑
右
翼
と
左
翼
の
二
項
対
立
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を
分
析
の
前
提
と
す
る
こ
と
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
︑
右
翼
と
い
う
日
本
語

の
歴
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行
な
う
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
た

（p. 5

）︒
そ
の
う
え
で
著
者
は
︑
こ
の
言
葉
が
大
正
末
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
政

治
的
対
立
軸
と
し
て
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
原
理
日
本
社
の

一
九
二
五
年
の
設
立
は
︑
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
該
当
す
る
と
指
摘
す
る
︒
そ

の
後
︑
左
翼
運
動
の
衰
退
と
と
も
に
右
翼
急
進
主
義
へ
の
警
戒
を
強
め
た
治

安
当
局
が
︑
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
し
て
右
翼
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
よ
う

に
な
り
（p. 7

）︑
反
革
命
の
旗
幟
を
鮮
明
に
す
る
原
理
日
本
社
も
当
局
と
微

妙
な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
︑
と
す
る
の
で
あ
る
︒

　
第
四
章
の
表
題
は
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
右
翼
の
監
視
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
本
章

の
主
題
は
︑
天
皇
機
関
説
事
件
か
ら
國
體
明
徴
運
動
へ
と
進
む
政
治
情
勢
と

言
論
空
間
の
変
化
で
あ
る
︒
そ
れ
は
進
歩
的
・
自
由
主
義
的
勢
力
の
衰
退
で

あ
る
と
同
時
に
︑﹁
右
翼
思
想
犯
罪
﹂
と
い
う
言
葉
が
当
局
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
時
期
で
も
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
愛
国
心
の
裁
定
者
﹂
を
自
認
す
る

﹁
新
世
代
の
思
想
犯
罪
者
た
ち
﹂
は
︑
政
府
を
幕
府
と
呼
び
官
吏
を
幕
吏
と
呼

ん
で
そ
の
國
體
へ
の
忠
誠
に
疑
問
符
を
突
き
つ
け
る
（p. 90

）︒
上
田
閑
照
が

戦
時
期
の
西
田
幾
多
郎
の
努
力
を
日
本
主
義
者
に
抗
す
る
﹁
意
味
の
争
奪

戦
﹂
と
呼
ん
だ（

1
）

こ
と
に
倣
え
ば
︑
国
家
権
力
と
日
本
主
義
者
と
の
間
で
裁
定

者
の
地
位
争
奪
戦
が
行
な
わ
れ
た
︑
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
第
五
章
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
︑
西
田
を
執
拗
に
批
判
し
た
蓑
田
と
︑
西
田

の
愛
弟
子
で
あ
る
三
木
清
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
思
想
の
力
を
信
じ
て
戦
時
期
に
行

な
っ
た
努
力
の
軌
跡
で
あ
る
︒
政
治
を
指
導
し
よ
う
と
す
る
知
識
人
の
努
力

は
︑
軍
人
や
官
僚
に
も
支
持
者
を
得
て
︑
一
九
三
〇
年
代
に
は
な
お
持
続
し

て
い
た
︒
人
間
の
全
体
も
国
家
の
全
体
も
把
握
し
う
る
綜
合
的
な
原
理
に
基

づ
い
て
︑
複
雑
で
流
動
す
る
現
実
を
把
握
し
︑
日
本
か
ら
東
ア
ジ
ア
へ
と
広

が
る
未
来
を
指
し
示
す
こ
と
は
︑
蓑
田
と
三
木
に
共
通
す
る
意
欲
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
意
欲
は
成
功
を
収
め
ず
︑
一
九
四
五
年
に
三
木
は
獄
死
し
︑

一
九
四
六
年
に
蓑
田
は
自
決
す
る
︒
昭
和
研
究
会
の
み
な
ら
ず
原
理
日
本
社

の
側
で
も
︑
知
識
人
の
指
導
力
は
夢
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
本
書
は
︑﹁
右
翼
﹂
と
い
う
日
本
語
の
歴
史
的
な
検
証
を
行
な
う
と
同

時
に
︑﹁
右
翼
学
者
﹂
と
し
て
三
井
と
蓑
田
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
と

は
い
え
︑
明
治
期
や
大
正
期
の
三
井
の
活
動
は
右
翼
と
い
う
言
葉
が
政
治
的

に
一
般
化
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
り
︑
合
法
路
線
を
堅
持
す
る
原
理
日
本
社

の
活
動
は
︑
右
翼
思
想
犯
罪
を
構
成
し
な
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
︒

本
書
の
視
座
は
︑﹁
右
翼
﹂
と
い
う
言
葉
を
政
治
状
況
の
中
に
限
界
付
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
実
は
む
し
ろ
︑
日
本
主
義
と
い
う
思
想
潮
流
を
時
代
状
況
の

中
で
再
検
証
す
る
方
向
に
進
み
う
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
︒

　
こ
の
視
座
は
︑
著
者
が
紹
介
す
る
小
松
茂
夫
の
見
通
し
（p. 31

）
を
発
展

さ
せ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
小
松
は
︑﹁「
伝
統
」
す
な
わ
ち
「
日
本
」
を
原

理
と
す
る
そ
の
思
想
構
造
の
な
か
へ
「
近
代
」
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
契
機

化
し
て
い
く
﹂
試
み
と
し
て
︑
陸
羯
南
や
三
宅
雪
嶺
︑
志
賀
重
昂
の
日
本
主

義
を
分
析
し
た
︒
小
松
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
政
論
的
な
日
本
主
義
の
後
に
出
現
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し
た
形
態
が
︑
高
山
樗
牛
の
美
学
的
な
日
本
主
義
で
あ
り
︑
そ
の
さ
ら
に
後

の
形
態
が
︑
三
井
甲
之
や
五
百
木
良
三
の
歌
学
的
日
本
主
義
で
あ
る
︒
そ
れ

ぞ
れ
︑﹁
保
守
的
︑
反
動
的
︑
反
革
命
的
﹂
な
政
治
的
機
能
を
果
た
し
つ
つ
︑

﹁「
思
想
原
理
」
と
し
て
の
「
日
本
」﹂
が
問
わ
れ
続
け
た
と
小
松
は
総
括
し
て

い
る（

2
）

︒

　
本
書
は
︑
こ
の
第
三
の
形
態
を
分
析
す
る
と
同
時
に
︑
昭
和
戦
前
期
の
戸

坂
潤
に
よ
る
日
本
主
義
分
析
を
前
進
さ
せ
う
る
も
の
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
戸
坂
は
﹁
ニ
ッ
ポ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
を
論
じ
て
蓑
田
の
名
を
挙

げ
︑
無
内
容
な
日
本
主
義
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
﹁
勝
手
に
﹂
押
し
込
め
ら

れ
る
と
揶
揄
す
る（

3
）

︒
さ
ら
に
﹁
文
化
統
制
の
本
質
﹂
を
論
じ
て
︑
日
本
の

﹁
統
制
﹂
が
﹁
積
極
的
な
対
立
的
な
構
成
﹂
へ
進
ん
で
い
く
と
推
測
す
る（

4
）

︒

一
九
四
五
年
に
獄
死
し
た
戸
坂
に
不
可
能
で
あ
っ
た
分
析
を
︑
著
者
は
客
観

的
な
立
場
で
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
著
者
の
視
座
は
ま
た
︑
ド
イ
ツ
の
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

つ
い
て
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ッ
セ
の
分
析
と
連
動
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る（
5
）

︒
同
書
の
英
語
表
題
は
︑Th

e Crisis of G
erm

an Ideology: Intellectual O
rigins 

of the Th
ird Reich 

で
あ
る
︒
他
方
︑
日
本
主
義
の
思
想
と
運
動
に
お
い
て
︑

言
論
弾
劾
に
熱
心
な
原
理
日
本
社
は
建
設
的
な
側
面
の
代
表
者
と
は
言
い
難

い
の
で
は
な
い
か
︒
大
川
周
明
や
北
一
輝
︑
神
兵
隊
事
件
関
係
者
な
ど
へ
の

分
析
の
広
が
り
が
︑
官
憲
に
は
従
順
な
原
理
日
本
社
と
の
対
比
の
た
め
に
必

要
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
知
識
人
全
体
を
視
野
に
収
め
る
著
者
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
︑
戸

坂
潤
の
再
検
討
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
︒
高
山
岩
男
は
昭
和
の
初
め
頃
︑

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
離
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

戸
坂
に
指
摘
し
て
︑﹁
ス
タ
ー
リ
ン
が
言
っ
て
る
か
ら
︑
そ
れ
は
真
理
な
の

だ
！
﹂
と
反
論
さ
れ
た
と
回
想
し
て
い
る（

6
）

︒
戸
坂
の
立
場
で
の
﹁
狂
信
﹂
も

ま
た
︑
現
在
の
学
問
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
︒

注（
1
）  

上
田
閑
照
﹃
西
田
幾
多
郎
と
は
誰
か
﹄
岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
三
八

～
二
三
九
頁
︒

（
2
）  

小
松
茂
夫
﹃
歴
史
と
哲
学
と
の
対
話
︱
︱
同
時
代
批
判
の
視
座
を
求
め
て
﹄
平
凡
社
︑

一
九
七
四
年
︑
七
三
頁
︒

（
3
）  

戸
坂
潤
﹃
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
七
七
年
︑
一
四
七
頁
︒

（
4
）  

﹃
同
﹄︑
一
九
三
頁
︒

（
5
）  

ジ
ョ
ー
ジ
・
L
・
モ
ッ
セ
︑
植
村
和
秀
・
大
川
清
丈
・
城
達
也
・
野
村
耕
一
訳
﹃
フ
ェ

ル
キ
ッ
シ
ュ
革
命
︱
︱
ド
イ
ツ
民
族
主
義
か
ら
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
へ
﹄
柏
書
房
︑

一
九
九
八
年
︒

（
6
）  

高
山
岩
男
﹃
京
都
哲
学
の
回
想
︱
︱
旧
師
　
旧
友
の
追
憶
と
わ
が
思
索
の
軌
跡
﹄

一
燈
園
燈
影
舎
︑
一
九
九
五
年
︑
八
七
頁
︒


