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［
１　

問
題
の
所
在
］

　

波
多
野
精
一
（
明
治
十
年
～
昭
和
二
十
五
年
）
は
、『
宗
教
哲
学
』（
昭
和
十
年
）、

『
時
と
永
遠
』（
昭
和
十
八
年
）
と
い
っ
た
作
品
の
著
者
と
し
て
、
斯
界
で
は
著
名

な
学
者
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
波
多
野
に
つ
い
て
、
従
来
蓄
積
さ
れ
て
き
た
論
考

と
は
異
な
っ
た
視
角
か
ら
す
る
考
察
を
、
既
に
試
み
た
こ
と
が
あ 
る 
。
（

）

　

具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
か
く
、
神
学
的
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
的
な
観
点
か

ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
波
多
野
精
一
そ
の
人
を
、
何
よ
り
も
ま
ず
、「
時

代
」
を
生
き
た
一
人
の
思
想
家
と
し
て
、
よ
り
ト
ー
タ
ル
な
視
点
か
ら
捉
え
直
す

契
機
を
得
た
い
と
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
波
多
野
研
究
で
等
閑
視
さ
れ
て
き

た
、
彼
の
社
会
認
識
・
時
代
認
識
に
肉
迫
す
べ
く
、
全
集
第
六
巻
に
集
録
さ
れ
た
、

主
と
し
て
敗
戦
前
後
の
書
簡
に
着
目
し
、
論
究
を
行
っ
た
。

　

む
ろ
ん
、
前
稿
に
て
、
論
点
の
す
べ
て
を
論
究
で
き
た
わ
け
で
な
く
、
脱
稿
後

に
見
え
て
き
た
問
題
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
か
つ
て
論
じ
切
れ
な

か
っ
た
若
干
の
論
点
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
前
稿
同
様
、
従
来
の
「
波

多
野
論
」
へ
の
新
た
な
問
題
提
起
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

い
ま
だ
「
資
料
紹
介
」
の
域
を
出
な
い
小
論
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は

「
神
学
者
」
な
い
し
「
宗
教
哲
学
者
」
と
し
て
で
は
な
い
、
波
多
野
の
別
個
な
相
貌

を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
近
現
代
日
本
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
者
の
あ

り
よ
う
を
論
じ
て
い
く
た
め
の
、
さ
さ
や
か
な
場
の
提
示
を
企
図
し
て
い
る
。

［
２　

歴
史
・
伝
統
へ
の
言
及
と
そ
の
特
質
］

　

前
稿
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
正
午
、
昭
和
天
皇
に

よ
る
「
玉
音
放
送
」
を
耳
に
し
た
波
多
野
は
、
爾
来
、
間
も
な
く
知
人
に
宛
て
て
、

胸
奥
を
吐
露
す
る
手
紙
を
し
た
た
め
て
い
た
。
そ
の
書
簡
は
既
に
紹
介
し
た
が
、

こ
こ
で
は
波
多
野
が
戦
後
日
本
の
進
路
を
問
う
な
か
で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
祖
国
の

歴
史
」
を
重
ん
じ
て
い
た
事
実
を
、
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
該
当
部
分

を
再
録
す
る
。

波
多
野
精
一
の
時
代
認
識

村　

松　
　
　

晋

―146―



（24）

聖学院大学論叢　第１９巻　第２号

　

こ
れ
か
ら
ど
ん
な
困
難
が
わ
れ
柿
鈎
の
行
く
へ
を
遮
り
現
は
れ
る
で
せ
う

か
。
し
か
し
ど
ん
な
困
難
で
も
そ
れ
を
克
服
し
得
べ
き
途
は
開
か
れ
、
復
興

と
発
展
と
の
望
み
は
わ
れ
柿
鈎
の
進
路
を
照
し
て
を
り
ま
す
。
御
持
論
通
り
、

国
体
と
歴
史
と
に
基
ゐ
を
据
ゑ
、
精
神
と
道
義
と
に
生
命
の
中
心
を
置
く
、

わ
が
国
の
文
化
の
建
設
は
、
わ
れ
柿
鈎
の
た
ふ
と
き
、
よ
ろ
こ
び
に
充
ち
た

る
、
新
し
き
任
務
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ 
ん 
（

）

　

注
目
す
べ
き
は
、「
玉
音
」放
送
終
了
後
、
波
多
野
が
戦
後
日
本
の
使
命
に
関
し
、

開
口
一
番
、
述
べ
て
い
る
こ
と
が
ら
が
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
で
も
「
神
」
で
も
な
く
、

「
国
体
と
歴
史
と
に
基
ゐ
を
据
ゑ
、
精
神
と
道
義
と
に
生
命
の
中
心
を
置
く
、
わ
が

国
の
文
化
の
建
設
」
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
波
多
野
に
お
け
る
、
祖
国
日
本
の
歴
史
へ
の
、
強
い
自
負
心
が
見
ら

れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
本
書
簡
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
で
あ

る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
手
紙
が
あ
る
。

　
（
波
多
野
の
早
稲
田
時
代
に
お
け
る
教
え
子
で
、『
本
居
宣
長
』
等
の
著
書

が
あ
る
日
本
思
想
史
学
者
・
村
岡
典
嗣
を
悼
み
つ
つ
）
同
君
は
時
勢
に
こ
び

る
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
ゆ
ゑ
、
わ
が
国
の
変
り
は
て
た
姿
に
も
別
に

動
ず
る
こ
と
な
く
、
民
主
々
義
や
ア
メ
リ
カ
の
ご
機
嫌
を
と
る
心
持
も
な
く
、

相
変
わ
ら
ず
の
、
お
ち
つ
い
た
、
た
ゞ
真
理
に
忠
実
な
学
問
的
良
心
と
情
熱

と
に
よ
つ
て
動
か
さ
れ
て
、
掉
尾
の
大
著
述
を
完
成
し
得
た
に
ち
が
ひ
あ
り

ま
せ
ん
。
…
小
生
は
、
か
う
い
ふ
時
勢
に
こ
そ
、
日
本
の
過
去
の
真
の
姿
を

知
る
た
め
に
、
一
層
力
を
入
れ
て
宣
長
の
著
書
な
ど
を
読
む
べ
き
だ
と
さ
へ

思
ふ 
… 
。
（

）

　

目
下
の
世
相
に
は
、
な
ん
と
嘆
く
べ
き
悲
し
む
べ
き
も
の
が
多
い
こ
と
で

せ
う
。
食
糧
問
題
等
々
を
申
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
が
国
の
歴
史
を
顧

み
ず
、
わ
が
国
民
の
文
化
を
も
棄
て
て
、
た
ゞ
新
し
き
も
の
を
追
ひ
、
ほ
ん

と
う
に
わ
か
つ
て
も
ゐ
な
い
民
主
主
義
云
々
の
御
題
目
を
口
先
で
唱
へ
て
ゐ

る
も
の
の
多
い
の
は
、
何
と
い
ふ
痛
嘆
事
で
せ
う
。
公
平
無
私
で
あ
る
べ
き

ラ
ジ
オ
で
さ
へ
、
わ
が
国
の
過
去
の
歴
史
と
の
聯
繋
を
主
張
す
る
政
党
な
ど

を
一
概
に
反
動
的
呼
ば
り
し
て
ゐ
る
の
で
す
か 
ら 
。
（

）

　

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
波
多
野
は
敗
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
風
潮
に
異
を

唱
え
、「
か
う
い
ふ
時
勢
に
こ
そ
、
日
本
の
過
去
の
真
の
姿
」
や
「
わ
が
国
の
歴
史

を
顧
み
」
る
べ
き
だ
と
、
自
国
の
歴
史
や
伝
統
を
軽
視
す
る
傾
向
を
戒
め
た
。
思

う
に
新
日
本
の
理
想
と
し
て
、「
国
体
と
歴
史
と
に
基
ゐ
を
据
ゑ
、
精
神
と
道
義
と

に
生
命
の
中
心
を
置
く
、
わ
が
国
の
文
化
の
建
設
」
を
説
く
波
多
野
に
と
っ
て
、

戦
後
日
本
の
様
相
が
、
己
の
足
下
を
見
失
い
、「
た
ゞ
新
し
き
も
の
を
追
」
う
も
の

と
映
じ
た
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
波
多
野
が
自
国
の
「
伝
統
」
を
重
視
し
て

い
た
事
実
以
上
に
、
そ
の
時
事
的
な
言
説
に
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
刻
印
が
乏

し
く
見
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
同
じ
頃
、
南
原
繁
や

矢
内
原
忠
雄
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
講
演
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
を
意
識
し
つ
つ
、

民
族
の
理
想
を
鼓
舞
す
べ
く
、
建
国
神
話
や
本
居
宣
長
に
説
き
及
び
、
託
さ
れ
た

意
味
世
界
を
評
価
す
る
一
方
で
、
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
視
点
を
失
わ

ず
、
そ
の
神
観
念
と
厳
格
に
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
後
日
本
の
進
路
を
問
い

か
け
よ
う
と
す
る
、
強
靭
な
構
え
を
見
せ
て
い 
た 
。
（

）
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こ
う
し
た
姿
勢
に
比
べ
る
と
、
歴
史
や
伝
統
を
め
ぐ
る
波
多
野
の
主
張
は
、
一

般
的
・
抽
象
的
な
物
言
い
に
留
ま
っ
て
お
り
、「
国
体
と
歴
史
と
に
基
ゐ
を
据
ゑ
、

精
神
と
道
義
と
に
生
命
の
中
心
を
置
く
、
わ
が
国
の
文
化
の
建
設
」
を
主
張
す
る

み
ず
か
ら
は
、
神
に
と
ら
わ
れ
た
者
と
し
て
、
日
本
の
歴
史
の
い
か
な
る
部
位
を
、

い
か
な
る
目
線
で
見
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
、
右
の
文
中
、「
一
層
力
を
入
れ
て

宣
長
の
著
書
な
ど
を
読
む
べ
き
だ
と
さ
へ
思
ふ
」
と
述
べ
る
以
外
、
具
体
的
な
こ

と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

書
簡
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
右
記
の
よ
う
な
論
評
は
、「
な
い
も
の
ね
だ

り
」
に
も
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
波
多
野
の
時
事
的
な
言
説
に
、
キ
リ

ス
ト
者
と
し
て
の
内
面
的
な
必
然
性
が
、
い
さ
さ
か
希
薄
な
傾
向
は
、
歴
史
や
伝

統
を
め
ぐ
る
言
説
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
次
節
で
検
討
す
る
。

［
３　

占
領
軍
に
向
け
る
視
座
］

　

波
多
野
の
現
実
認
識
を
う
か
が
う
う
え
で
、
示
唆
に
富
む
資
料
と
し
て
は
、
彼

が
占
領
軍
た
る
米
軍
に
言
及
し
た
い
く
つ
か
の
書
簡
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
例
を
あ

げ
る
。

　

進
駐
軍
の
態
度
は
頗
る
堂
々
た
る
立
派
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
兵
士
た

ち
は
い
か
に
も
無
邪
気
な
ほ
が
ら
か
な
あ
か
る
い
生
活
を
し
て
ゐ
る
さ
う
で
、

心
あ
る
者
は
尊
敬
の
念
を
禁
じ
得
な
い
や
う
で
す
。
…
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
総
司

令
部
の
命
令
や
言
論
に
は
ア
メ
リ
カ
式
の
ド
グ
マ
チ
ズ
ム
の
片
影
は
た
し
か

に
さ
し
て
ゐ
ま
せ
う
が
、
わ
が
政
府
や
当
局
が
な
す
べ
く
し
て
な
す
べ
き
勇

気
と
誠
意
と
力
と
を
欠
い
て
ゐ
る
や
う
な
点
を
、
あ
た
か
も
医
師
が
メ
ス
を

も
つ
て
膿
で
も
出
し
て
く
れ
る
や
う
に
一
々
突
い
て
く
れ
る
の
は
、
あ
り
が

た
い
事
で
す
。
私
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
を
わ
が
国
の
救
済
者
と
し
て
感
ぜ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ 
ん 
。
（

）

　

波
多
野
は
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
も
と
も
と
米
国
に
は
高
い

評
価
を
し
て
お
ら
ず
、
あ
る
書
簡
の
な
か
で
は
「
米
国
はP

h
ilo
lo
gie

 
 
   
  
   

の
見
地
よ

り
はZ

ero

 
   

に 
候 
」と
ま
で
断
言
し
て
憚
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
右
に
見
ら
れ
る
よ

（

）

う
に
、
敗
戦
後
二
カ
月
を
経
て
の
手
紙
で
は
、「
ア
メ
リ
カ
軍
」
を
「
わ
が
国
の
救

済
者
と
し
て
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　

時
お
り
し
も
昭
和
二
十
年
十
月
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
、
治
安
維
持
法
の
撤
廃
や

政
治
犯
の
釈
放
等
、
数
々
の
指
令
が
出
さ
れ
た
月
で
も
あ
っ
た
。
波
多
野
は
、
丸

山
眞
男
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、「
昭
和
に
な
っ
て
急
に
横
合
か
ら
軍
部
と
い
う

乱
暴
者
が
出
て
き
」
た
せ
い
で
、「
あ
ん
な
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
日 
本 
」、
具
体
的

（

）

に
は「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ 
た 
」
（

）

日
本
が
、「
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に 
 

」さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
だ
け
に
、
一
連
の
改
革
を
、

「
軍
部
と
い
う
乱
暴
者
」
を
一
掃
し
、
も
っ
て
「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主

義
の
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
明
治
時
代
の
理
想
」
を
復
活
せ
し
め
る
も

の
と
し
て
、
熱
く
歓
迎
し
た
の
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
書
簡
も
あ
る
。

　

軍
司
令
部
の
指
令
は
実
に
う
れ
し
く
又
感
謝
に
堪
へ
な
い
事
柄
で
す
。
実

に
わ
れ
柿
鈎
は
米
国
に
よ
つ
て
救
は
れ
た
の
だ
と
申
し
て
も
過
言
で
あ
り
ま

せ
ん
。
…
進
歩
と
改
善
、
否
精
神
的
革
命
の
警
鐘
が
打
た
れ
、
目
標
は
道
の

行
く
へ
に
高
く
あ
ざ
や
か
に
掲
げ
ら
れ
、
実
現
の
第
一
歩
は
確
実
に
踏
み
出

（　

）
１０
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さ
れ
、
生
れ
か
は
つ
た
新
し
き
世
の
希
望
の
曙
光
が
輝
き
そ
め
た
の
で
す
か

ら
、
私
の
や
う
な
老
人
も
こ
の
新
し
き
生
き
が
ひ
の
あ
る
御
世
に
あ
ふ
を
得

た
幸
福
を
感
謝
し
つ
ゝ
生
を
お
は
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
う 
 

。

　

昭
和
二
十
年
十
二
月
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
農
地
解
放
指
令
や
神
道
指
令
の
出

さ
れ
た
月
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
の
執
筆
時
期
は
、
師
走
も
押
し
詰
ま
っ
た
頃
だ
け

に
、
波
多
野
は
、
激
動
の
「
昭
和
二
十
年
」
を
振
り
返
り
、
敗
戦
以
来
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
施
策
を
顧
み
て
「
救
済
者
」
と
し
て
の
思
い
を
強
く
し
た
の
に
相
違
な
い
。

　

た
だ
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
真
に
見
る
べ
き
は
、
波
多
野
が
占
領
軍

た
る
米
軍
を
、
礼
賛
し
て
い
た
事
実
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
こ

の
一
点
、
す
な
わ
ち
波
多
野
の
感
慨
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
当
時
の
共
産
党
に
お

け
る
、「
占
領
軍
＝
解
放
軍
」
規
定
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
当

時
の
一
般
的
な
感
覚
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
刻
印
は
、

歴
史
を
め
ぐ
る
言
説
同
様
、
や
は
り
希
薄
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
先
述
し
た
矢
内
原
・
南
原
た
ち
は
、
敗
戦
を
神
の
裁
き
と
受
け
止
め

る
点
で
は
、
波
多
野
と
共
通
し
て
い
た
も
の
の
、
し
か
し
彼
ら
は
み
ず
か
ら
の
信

仰
に
基
づ
い
て
、
祖
国
日
本
の
現
状
を
、
ユ
ダ
の
「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
に
重
ね
合

わ
せ
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
に
、
占
領
軍
た
る
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
も
、
等
し
く
、

神
の
前
な
る
存
在
と
し
て
、
批
判
・
相
対
化
す
る
目
線
を
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た 
 

。

両
者
に
お
い
て
は
、
日
本
・
ア
メ
リ
カ
い
ず
れ
の
国
も
、
あ
く
ま
で
も
「
地
の
国
」

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
手
放
し
で
礼
賛
す
る
こ
と
は
、
断
じ
て
あ
り
え
な
か
っ
た
。

こ
の
点
、
彼
ら
は
超
越
的
普
遍
者
に
連
な
る
者
と
し
て
、
同
時
代
の
言
説
と
は
、

一
線
を
画
す
る
こ
と
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

（　

）
１１

（　

）
１２

　

こ
の
よ
う
な
事
実
を
ふ
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
、
波
多
野
の
書
簡
を
見
つ
め
る
と
、

彼
は
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
と
し
て
、
稀
有
な
目
線
と
力
量
を
た
ず
さ
え
て
は
い
た
も

の
の
、
眼
前
の
時
事
的
な
問
題
を
、
信
仰
的
批
判
原
理
に
恃
む
こ
と
に
よ
り
、
問

い
直
そ
う
と
す
る
契
機
に
は
、
い
さ
さ
か
乏
し
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
か
る
波
多
野
の
相
貌
は
、
こ
れ
ま
で
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
だ
け
に
、
波
多
野
精
一
そ
の
人
を
、
今
後
、「
時
代
」
を
生
き
た
一
人
の
思
想
家

と
し
て
、
よ
り
ト
ー
タ
ル
な
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
い
く
た
め
に
は
、
対
峙
す
る

こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
一
面
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

［
４　

お
わ
り
に
―
晩
年
の
波
多
野
に
お
け
る
可
能
性
―
］

　

本
稿
で
は
、
前
稿
で
の
試
み
と
同
様
に
、
波
多
野
の
時
代
認
識
・
社
会
認
識
に

焦
点
を
あ
て
て
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
結
論
と
し
て
い
い
う
る
こ
と
は
、
波
多
野
は

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
現
実
を
超
越
し
た
地
点
に
立
脚
す
る
者
で
あ
り
な
が
ら
、

現
に
あ
る
通
俗
的
な
見
解
を
、
ま
さ
に
自
己
の
立
脚
す
る
超
越
的
・
普
遍
的
な
立

場
か
ら
、
批
判
・
相
対
化
す
る
姿
勢
に
お
い
て
、
弱
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
波
多
野
の
ま
な
ざ
し
を
、
い
か
に
捉
え
て
い
く
べ
き
か
、
こ
の
こ
と

は
前
稿
で
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
戦
時
下
に
お
け
る
波
多
野
の
あ
り
方
を
考
慮
に

い
れ
た
、
主
要
著
作
の
再
読
と
も
ど
も
、
今
後
の
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
と
称

し
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
論
ず
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
波

多
野
の
、
い
わ
ば
「
可
能
性
」
を
う
か
が
わ
せ
る
書
簡
を
紹
介
し
、「
波
多
野
論
」

―143―



（27）

波多野精一の時代認識

と
は
い
さ
さ
か
毛
色
の
変
わ
っ
た
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
そ
れ
は
敗
戦

か
ら
一
年
あ
ま
り
、
疎
開
先
か
ら
近
況
を
し
た
た
め
た
、
次
の
手
紙
の
こ
と
で
あ

る
。　

私
の
方
は
別
に
こ
れ
と
い
つ
て
申
し
上
げ
る
や
う
な
波
瀾
も
な
き
、
い
つ

も
な
が
ら
の
平
安
な
、
し
か
し
平
凡
な
い
か
に
も
老
人
ら
し
き
隠
遁
の
生
活

を
、
こ
の
静
か
な
同
じ
く
平
安
平
凡
な
田
舎
町
に
つ
ゞ
け
て
を
り
ま
す
。

た
ゞ
時
折
幾
分
の
さ
ゞ
な
み
を
こ
の
安
ら
か
な
平
面
に
呼
び
起
す
の
は
、
当

地
方
の
二
三
の
人
々
の
来
訪
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
農
家
の
主
人
、
農
場

に
働
い
て
ゐ
る
青
年
、
国
民
学
校
の
校
長
、
画
家
と
い
う
や
う
な
人
々
で
、

そ
の
画
家
が
今
年
特
選
に
這
入
つ
た
と
い
ふ
の
を
除
い
て
は
一
人
も
世
に
名

を
知
ら
れ
て
ゐ
る
人
も
な
く
又
学
者
も
あ
り
ま
せ
ん
。
画
家
と
申
す
人
も
、

当
地
の
最
も
由
緒
あ
る
旧
家
の
な
れ
の
果
て
で
、
今
は
殆
ど
純
然
た
る
農
夫

で
す
。
話
題
も
世
間
話
し
、
身
の
上
話
し
、
体
験
談
、
素
人
人
生
観
の
た
ぐ

ひ
で
、
や
ゝ
念
入
り
な
の
で
、
私
の
「
時
と
永
遠
」
を
数
回
も
わ
か
ら
ぬ
な

が
ら
に
熟
読
し
た
校
長
さ
ん
の
幼
稚
な
、
し
か
し
、
素
直
な
、
無
邪
気
な
、

真
心
の
あ
ふ
れ
た
質
問
と
感
想
、
一
農
家
の
主
人
の
、
二
十
年
に
亙
つ
て
、

殆
ど
何
等
の
進
歩
も
見
せ
ず
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
聖
書
に
か
じ
り
つ
い
て
ゐ

た
人
の
幼
稚
な
、
し
か
し
時
と
し
て
は
専
門
家
を
も
瞠
若
せ
し
め
る
や
う
な

適
切
な
鋭
い
質
問
ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
す
。
私
は
七
十
歳
の
今
日
、
は
じ
め
て

一
つ
の
別
天
地
に
接
し
て
、
今
ま
で
に
味
は
な
い
や
う
な
よ
ろ
こ
び
を
覚
え

て
を
り
ま
す
。
多
く
の
新
し
い
人
生
の
真
理
を
知
り
味
ひ
を
味
ひ
ま
し
た
。

こ
の
体
験
は
私
の
老
年
に
あ
か
る
さ
と
あ
た
ゝ
か
み
と
を
加
へ
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
の
二
年
近
く
の
田
舎
住
ひ
は
私
に
と
つ
て
実
に
た
ふ
と
き
体
験
を
与

へ
て
く
れ
ま
し
た
。
感
謝
あ
る
の
み
で
す 
 

　

や
や
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
波
多
野
が
疎
開
先
で
出

会
っ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
「
農
家
の
主
人
、
農
場
に
働
い
て
ゐ
る
青
年
、
国
民
学

校
の
校
長
、
画
家
と
い
う
や
う
な
人
々
」
と
の
交
流
を
顧
み
て
、
そ
れ
を
「
今
ま

で
に
味
は
な
い
や
う
な
よ
ろ
こ
び
を
覚
え
」「
多
く
の
新
し
い
人
生
の
真
理
を
知
り

味
ひ
を
味
」
っ
た
と
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

時
お
り
し
も
敗
戦
後
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
論
壇
は
、
近
代

主
義
的
な
潮
流
に
覆
わ
れ
て
、
農
村
な
ら
び
に
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々
の
あ
り
よ

う
は
、「
封
建
遺
制
の
残
存
」
な
ど
と
、
糾
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
現
実
的
に

も
、
都
市
部
の
食
糧
不
足
を
あ
て
こ
ん
だ
闇
取
引
等
々
、
農
村
に
疎
開
し
て
い
れ

ば
こ
そ
、「
純
然
た
る
農
夫
」
を
め
ぐ
る
、
芳
し
く
な
い
噂
話
も
、
少
な
か
ら
ず
そ

の
耳
に
入
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
波
多
野
は
疎
開
先
に
て
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
見
聞
を
経
な
が
ら
も
、

書
簡
を
見
る
限
り
、
農
村
の
人
々
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
、
あ
る
い
は
「
社
会
的
関
心

の
欠
如
」
を
指
弾
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
逆
に
波
多
野
は
右
の
文
中
、

「
素
直
な
、
無
邪
気
な
、
真
心
の
あ
ふ
れ
た
質
問
と
感
想
」
と
、
た
た
み
か
け
る
形

容
詞
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
疎
開
先
で
ふ
れ
あ
っ
た
「
純
然
た
る
農
夫
」
た
ち
の

誠
実
さ
、
そ
の
真
摯
さ
に
こ
そ
、
心
打
た
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

波
多
野
の
そ
う
し
た
感
性
こ
そ
、「
オ
ー
ル
ド
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
「
限
界
」
だ

と
問
題
視
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
田
舎
町
」
で
暮
ら
す

「
純
然
た
る
農
夫
」
の
こ
と
ば
に
、「
あ
か
る
さ
と
あ
た
ゝ
か
み
」
を
見
出
し
て
、

（　

）
１３
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「
今
ま
で
に
味
は
な
い
や
う
な
よ
ろ
こ
び
を
覚
え
」
る
と
言
い
得
た
そ
の
精
神
に
、

筆
者
な
ど
は
、
波
多
野
の
新
た
な
可
能
性
を
見
出
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

　

顧
み
て
、
波
多
野
は
厳
格
な
学
究
と
し
て
、
大
学
人
と
し
て
の
生
涯
を
貫
い
て

き
た
だ
け
に
、
交
流
圏
は
決
し
て
広
く
は
な
く
、
そ
の
殆
ど
は
、
同
様
の
ア
カ
デ

ミ
シ
ャ
ン
で
占
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
波
多
野
は
「
平
安
平
凡
な

田
舎
町
」
で
の
生
活
を
「
別
天
地
」
と
表
現
し
、
そ
こ
で
の
日
々
を
「
今
ま
で
に

味
は
な
い
」
と
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
換
言
す
れ
ば
、
波
多
野
自
身
、「
七

十
歳
の
今
日
」
に
至
る
ま
で
、「
農
家
の
主
人
、
農
場
に
働
い
て
ゐ
る
青
年
、
国
民

学
校
の
校
長
、
画
家
と
い
う
や
う
な
人
々
」
と
、
親
し
く
「
世
間
話
し
、
身
の
上

話
し
、
体
験
談
、
素
人
人
生
観
の
た
ぐ
ひ
」
を
取
り
交
わ
す
機
会
が
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
波
多
野
は
、
疎
開
先
で
の
生
活
を
、
窮
屈
な
、
度
し
難
い
も
の
と
し
て

否
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
逆
に
「
こ
の
二
年
近
く
の
田
舎
住
ひ
は
私
に
と

つ
て
実
に
た
ふ
と
き
体
験
を
与
へ
て
く
れ
ま
し
た
。
感
謝
あ
る
の
み
で
す
」
と
述

べ
る
事
実
は
、
波
多
野
が
「
農
家
の
主
人
、
農
場
に
働
い
て
ゐ
る
青
年
、
国
民
学

校
の
校
長
、
画
家
と
い
う
や
う
な
人
々
」
と
の
交
流
を
、「
今
ま
で
」
の
自
己
の
世

界
を
開
放
し
、
そ
の
視
座
や
価
値
観
を
拡
大
な
い
し
鍛
造
す
る
一
契
機
と
な
し
え

た
こ
と
を
、
如
実
に
証
拠
だ
て
る
も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
同
時
期
の
波
多
野
の
手
紙
を
仔
細
に
見
る
と
、
右
の
書
簡
に
反
す
る

ご
と
き
文
言
が
、
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
言
葉
も

見
出
せ
る
。

　

我
が
国
の
政
治
も
、
よ
ほ
ど
注
意
し
て
か
ゝ
り
ま
せ
ん
と
、
民
主
々
義
の

声
に
圧
倒
さ
れ
て
、
所
謂
中
流
の
知
識
階
級
の
没
落
、
所
謂
大
衆
乃
至
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
の
専
制
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
今
日
の
形
勢
で
は
、
或
は
労
働
者
の
月
収
が
頭
脳
勤
労
者
の
そ
れ

を
凌
駕
し
、
後
者
は
最
も
き
び
し
い
生
活
難
に
陥
り
、
子
弟
の
教
育
、
従
つ

て
、
次
の
世
代
の
知
識
階
級
の
育
成
を
至
難
の
業
と
す
る
こ
と
に
な
り
は
し

ま
す
ま
い
か
。
素
人
眼
に
は
憂
慮
す
べ
き
事
柄
の
や
う
に
映
じ
ま
す 
 

　
「
所
謂
大
衆
」
を
疑
問
視
す
る
波
多
野
の
こ
う
し
た
文
章
は
、
読
み
よ
う
に
よ
っ

て
は
、
時
勢
の
変
化
を
認
め
ず
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
そ
の
境
遇
の
動
揺
を
、
危

惧
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、
疎
開
生
活
を
回
顧
す
る
、
波
多
野
の

先
の
目
線
に
は
、
未
知
の
世
界
に
向
け
ら
れ
た
、
開
放
的
な
志
向
性
が
は
ら
ま
れ

て
い
る
だ
け
に
、
波
多
野
は
「
中
流
の
知
識
階
級
」
に
し
て
「
頭
脳
労
働
者
」
た

る
己
の
立
場
、
さ
ら
に
「
今
ま
で
」「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩
沢

に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
」
続
け
て
き
た
自
身
の
状
況
を
、
時
代
の
な
か
で
反
芻

し
、
新
た
な
地
平
に
到
達
し
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

歴
史
に
仮
定
が
禁
物
な
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
「
田
舎
町
」
で
暮
ら
す

「
純
然
た
る
農
夫
」
の
こ
と
ば
に
「
あ
か
る
さ
と
あ
た
ゝ
か
み
」
を
見
出
し
て
、
そ

こ
に
「
今
ま
で
に
味
は
な
い
や
う
な
よ
ろ
こ
び
を
覚
え
」
て
い
た
波
多
野
が
、
戦

後
、
も
う
し
ば
ら
く
存
命
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
彼
は
、
新
時
代
に
ふ

さ
わ
し
い「
あ
か
る
さ
と
あ
た
ゝ
か
み
」を
た
ず
さ
え
た
言
説
を
、「
農
家
の
主
人
、

農
場
に
働
い
て
ゐ
る
青
年
、
国
民
学
校
の
校
長
、
画
家
と
い
う
や
う
な
人
々
」
に

と
ど
く
か
た
ち
で
、
必
ず
や
紡
ぎ
出
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
全
集
巻
頭
に
収
録

（　

）
１４
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さ
れ
た
波
多
野
の
相
貌
、
こ
と
に
疎
開
先
で
の
、
い
か
に
も
好
々
爺
然
と
し
た
一

枚
（
全
集
第
六
巻
巻
等
参
照
）
が
、
筆
者
に
そ
の
確
か
さ
を
確
信
さ
せ
る
の
で
あ

る
。（

注
）

（
１
）
拙
稿
「
波
多
野
精
一
と
敗
戦
」（『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
十
九
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
六
年　

所
収
）

（
２
）
香
川
鉄
蔵
宛　

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日　
『
波
多
野
精
一
全
集
』
第
六
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
九
（
以
下
、
本
巻
か
ら
の
引
用
は
、『
波
多
野
』
と
略

記
）、
三
五
七
頁

（
３
）
佐
藤
洽
六
宛　

昭
和
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日
（『
波
多
野
』
四
二
一
頁
）

（
４
）
佐
藤
洽
六
宛　

昭
和
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日
（『
波
多
野
』
四
二
二
頁
）

（
５
）
敗
戦
直
後
の
南
原
お
よ
び
矢
内
原
と
い
っ
た
人
々
に
お
け
る
、
伝
統
へ
の
言

及
を
考
察
し
た
論
考
と
し
て
は
、
大
濱
徹
也
「
矢
内
原
忠
雄
に
み
る
日
本
精

神
」（『
無
教
会
研
究　

聖
書
と
現
代
』
第
七
号
、
二
〇
〇
四
年
）
が
示
唆
に

富
む
。

（
６
）
山
谷
省
吾
宛　

昭
和
二
十
年
十
月
十
八
日
（『
波
多
野
』
一
二
四
～
一
二
五

頁
）

（
７
）
村
岡
典
嗣
宛　

大
正
十
年
六
月
五
日
（『
波
多
野
』
七
五
頁
）

（
８
）
丸
山
眞
男
「
座
談
会　

日
本
の
運
命
―
興
廃
の
岐
路
」（『
世
界
』
昭
和
二
十

五
年
三
月
号
［『
丸
山
眞
男
座
談
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
、
二

三
八
頁
］）

（
９
）
石
原
謙
宛　

昭
和
二
十
年
八
月
二
十
三
日
（『
波
多
野
』
二
四
九
頁
）。

（　

）
前
掲
⑻
と
同
じ

１０
（　

）
山
谷
省
吾
宛　

昭
和
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日
（『
波
多
野
』
一
二
六
～
一

１１

二
七
頁
）

（　

）
内
村
鑑
三
に
連
な
る
人
々
の
敗
戦
認
識
、
特
に
矢
内
原
忠
雄
の
そ
れ
に
関
し

１２

て
は
、
将
棋
面
貴
巳
「
矢
内
原
忠
雄
と
『
平
和
国
家
』
の
思
想
」（『
思
想
』

第
九
三
八
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
第
六
号
）
が
示
唆
に
富
む
。
拙
著

『
三
谷
隆
正
の
研
究
―
信
仰
・
国
家
・
歴
史
―
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
一

年
）
も
参
照
の
こ
と

（　

）
安
部
能
成
宛　

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
九
日
（『
波
多
野
』
四
五
五
頁
）

１３
（　

）
香
川
鉄
蔵
宛　

昭
和
二
十
一
年
三
月
十
日
（『
波
多
野
』
三
六
八
頁
）

１４
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Recognition of the Times in Seiichi Hatano

Susumu MURAMATSU

　This study assumes that to elucidate recognition of the times is one of the purposes in Seiichi 

Hatano.  This paper primarily investigates recognition of tradition and secondarily deals with recogni

tion of the occupation a situation.  As seen through his life, the characteristics of a Christian are 

slightly weak in the recognition of the times in Hatano.  However, if he had continued writing as he 

did after evacuating to Tohoku during the war, he might have become more widely accepted.

 
Key words:　Christianity, Tradition, the Pacific War, Intellectual, Seiichi Hatano, Tadao Yanaihara
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