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日
本
思
想
史
学
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究

ー
ー
ー
方
法
論
の
問
題
を
中
心
に
|
|

鵜

沼

裕

子

日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
(
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
限
る
)
の
研
究
は
、
戦
後
生
ま
れ
の
比
較
的
若
い
学
問
分
野
で
は
あ
る
が
、
草
創

( 9 ) 

期
以
来
質
量
と
も
に
次
第
に
厚
み
を
増
し
、
よ
う
や
く
学
問
と
し
て
の
市
民
権
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
方
法
論
的
に
も
、
キ
リ

ス
ト
教
学
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
教
義
学
、
教
会
史
、
歴
史
神
学
等
の

H

日
本
部
門
H

と
し
て
扱
う
と
い
う
正
攻
法
に
よ
る
研
究
を
初
め

と
し
て
、
宗
教
学
や
社
会
学
、
さ
ら
に
は
政
治
思
想
史
、
社
会
経
済
史
的
視
点
に
立
つ
も
の
、
あ
る
い
は
最
も
一
般
的
に
は
、
実
証
的
な

日
本
史
学
の
立
場
で
扱
う
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
視
点
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
研
究
者
自
身
の
主
体

的
な
問
題
意
識
と
も
か
ら
ま
せ
な
が
ら
歴
史
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
多
様
な
方
法
的
視
点
が
あ
る
中
で
、
思
想
そ
の
も
の
の
研
究
に
限
っ
て
言
え
ば
、
最
も
立
ち
遅
れ
て
い
る
の
は

日
本
思
想
史
学
の
立
場
か
ら
の
研
究
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
を
研
究
の
対

象
と
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
教
義
学
あ
る
い
は
純
粋
に
理
論
体
系
と
し
て
扱
う
場
合
(
そ
の
よ
う
な
扱
い
方
が
可
能
か
否
か
は
別
と
し
て
)

を
除
け
ば
、
多
か
れ
少
か
れ
日
本
の
近
・
現
代
史
の
流
れ
と
の
関
わ
り
で
見
て
い
く
と
い
う
視
点
は
不
欠
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
日
本
の



プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
広
義
に
は
日
本
思
想
史
の
範
障
に
入
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
従
来
の
研
究
の

主
流
は
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
史
、
と
り
わ
け
近
代
西
欧
社
会
で
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
主
体
と
し
て
そ
の
日
本
的
展
開
を
追

う
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
文
化
的
精
神
的
伝
統
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
か
か
わ
り
方
が
関
わ
れ

る
場
合
に
も
、
多
く
は
西
欧
近
代
型
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
あ
り
方
を
基
軸
と
し
て
、
そ
れ
が
日
本
の
伝
統
文
化
と
の
相
魁
の
中
で

異
質
の
精
神
風
土
の
中
に
い
か
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
主
な
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
日

本
思
想
史
学
の
本
来
の
課
題
は
、
日
本
に
お
け
る
諸
思
想
の
特
質
そ
の
も
の
を
そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
キ

リ
ス
ト
教
研
究
の
場
合
に
も
、
こ
れ
を
日
本
思
想
史
学
の
主
題
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
対
象
を
日
本
思
想
の
流
れ
の
中
で
、

そ
れ
自
体
の
あ
り
方
に
そ
く
し
て
認
識
す
る
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ
う
し
た
狭
義
の
日
本
思
想
史
学
の
立
場
か

ら
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
を
行
な
お
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
論
的
態
度
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
思
想
史
学
の
成
立
に
と
っ
て
先
駆
的
な
役
割
を
果
し
た
学
者
と
し
て
記
憶
さ
れ
、
し
ば
し
ば
並
び
称
せ
ら
れ
る
の
は
村
岡
典
嗣
、

(10) 

津
田
左
右
吉
、
和
辻
哲
郎
の
名
で
あ
ろ
う
。
村
岡
と
津
田
は
文
献
学
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
日
本
思
想
の
研
究
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
学
問

的
地
平
を
拓
い
た
が
、
こ
こ
で
は
和
辻
哲
郎
の
日
本
思
想
史
学
を
と
り
上
げ
、
そ
の
方
法
的
立
場
か
ら
す
る
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
こ
で
数
あ
る
方
法
論
上
の
可
能
性
の
中
か
ら
あ
え
て
和
辻
の
場
合
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
筆
者
自
身
が
こ
れ
ま
で
、
和
辻
哲
郎
に

よ
っ
て
基
礎
を
据
え
ら
れ
た
日
本
思
想
史
学
の
方
法
論
的
考
え
方
に
多
く
を
学
び
つ
つ
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
こ
と
に

よ
る
。
筆
者
が
和
辻
の
日
本
思
想
史
学
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
考
え
方
の
中
か
ら
こ
れ
を
意
識
的
に
選
び
と
っ
た

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
半
ば
偶
然
的
な
出
会
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
拙
著
『
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思

想
家
た
ち
』
の
序
章
そ
の
他
で
触
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
た
と
え
偶
然
の
き
っ
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
果



的
に
は
、
筆
者
は
和
辻
思
想
史
学
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
学
究
た
ち
の
研
究
姿
勢
か
ら
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
そ
の
固
有
の
意
義
に

お
い
て
認
識
す
る
上
で
数
々
の
貴
重
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
研
究
を

行
っ
て
き
た
中
で
、
と
く
に
和
辻
思
想
史
学
か
ら
得
た
も
の
を
中
心
に
、
日
本
思
想
史
学
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
方
法
と
意
義
に

つ
い
て
日
頃
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
端
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

和
辻
哲
郎
の
業
績
は
、
倫
理
学
体
系
の
樹
立
を
中
心
に
、
ギ
リ
シ
ャ
、
原
始
仏
教
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
文
化
の
源
流
の
探
求
、
日

本
文
化
の
研
究
な
ど
、
き
わ
め
て
広
い
範
囲
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
日
本
思
想
史
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
和
辻
の
日
本
思

想
史
研
究
は
、
内
容
そ
の
も
の
の
価
値
と
と
も
に
、
方
法
論
的
な
考
え
方
の
独
自
性
に
よ
っ
て
、
日
本
思
想
史
学
の
歩
み
の
中
に
ひ
と
つ

(
1
)
 

の
新
し
い
道
を
拓
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
湯
浅
泰
雄
氏
の
論
考
「
和
辻
哲
郎
の
日
本
思
想
史
研
究
の
方
法
」
に
よ
り

な
が
ら
、
和
辻
の
日
本
思
想
史
研
究
の
基
礎
に
あ
る
方
法
論
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
本
稿
の
主
題
に
か
か
わ
り
の
あ
る
点
を
中
心
に
概
観

す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。
(
湯
浅
氏
の
同
論
考
の
主
旨
は
、
前
期
に
属
す
る
『
日
本
精
神
史
研
究
』

〈
大
正
十
五
年
〉
お
よ
び

、、，ノ
4
E
i
 

''i 
f
t
¥
 

『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
〈
昭
和
十
年
〉
の
方
法
と
、
第
二
次
大
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
「
日
本
倫
理
思
想
史
』
〈
昭
和
二
十
七
年
〉
に
み
ら

れ
る
後
期
の
方
法
と
を
比
較
し
つ
つ
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
変
化
を
吟
味
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
共
同
体
国
家
の
理
念
」
を
め
ざ
す

後
期
の
研
究
の
は
ら
む
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
自
体
は
本
稿
の
主
題
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
)

湯
浅
氏
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
思
想
史
研
究
に
対
す
る
和
辻
の
も
っ
と
も
重
要
な
貢
献
は
、
日
本
文
化
の
伝
統
的
特
性
に
た
い
す
る
学
問
的

認
識
の
道
を
は
じ
め
て
開
拓
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
(
傍
点
原
著
者
)
。
ま
ず
前
期
に
属
す
る
研
究
に
は
『
日
本
精
神
史
研
究
』
や
『
続
日

本
精
神
史
研
究
』
の
よ
う
な
狭
義
の
日
本
思
想
史
研
究
の
ほ
か
に
、
「
古
寺
巡
礼
』
や
『
日
本
古
代
文
化
』
の
よ
う
な
日
本
文
化
論
が
含
ま

れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
基
礎
に
あ
る
方
法
的
態
度
は
、
「
歴
史
的
生
の
内
面
的
理
解
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
和
辻
の
日
本
思
想
史
研
究

の
出
発
点
に
お
い
て
最
初
の
研
究
素
材
と
な
っ
た
の
は
「
文
化
遺
産
と
し
て
の
芸
術
作
品
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
、
和
辻
は
、
「
専
門



的
な
古
代
史
研
究
者
や
芸
術
研
究
者
の
よ
う
に
、
冷
静
な
分
析
的
態
度
で
日
本
文
化
を
観
察
す
る
よ
り
も
、
素
人
の
美
的
享
受
者
と
し
て

古
代
文
化
に
陶
酔
し
た
」
o

そ
し
て
そ
の
陶
酔
を
通
し
て
和
辻
は
、
「
そ
う
い
う
文
化
を
生
み
出
し
た
古
代
人
の
心
、
あ
る
い
は
古
代
人
の

「
文
化
を
歴
史
的

「
生
』
に
お
け
る
体
験
の
「
表
現
」
と
し
て
と
ら
え
る
歴
史
認
識
の
態
度
」
が
生
ま
れ
て
く
る
o

そ
れ
は
歴
史
を
現
代
人
の
知
性
や
思
想
的

「生』

に
ふ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
。

そ
う
し
た
態
度
が
方
法
論
的
に
鍛
え
上
げ
ら
れ
て
い
く
と
き
、

そ
こ
か
ら

立
場
か
ら
客
体
化
対
象
化
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
「
歴
史
を
生
み
出
し
た
「
生
』
の
体
験
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
ひ

だ
を
舟
側
か
か
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
態
度
」
で
あ
る
(
傍
点
原
著
者
)
o

こ
れ
は
W
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
の
解
釈
学
」
の
方
法
に
通
じ

る
も
の
で
あ
る
が
、
和
辻
の
歴
史
理
解
の
方
法
は
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
中
に
自
分
の
考

え
方
と
の
親
近
性
を
見
出
し
た
た
め
に
、
の
ち
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

で
は
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
見
ら
れ
る
後
期
の
方
法
論
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
前
期
と
後
期
の
思
想
史
研
究
の
間
に
成

(12) 

立
し
た
倫
理
学
体
系
が
関
係
し
て
く
る
。
同
書
の
冒
頭
に
お
い
て
和
辻
は
ま
ず
、
人
間
存
在
を
普
遍
的
に
支
配
す
る
先
験
的
な
理
法
(
倫

理
)
の
存
在
を
前
提
し
、
倫
理
思
想
を
、
時
代
的
社
会
的
制
約
の
下
で
一
定
の
行
動
様
式
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
理
法
が
「
ロ
ゴ
ス
的
に

自
覚
せ
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
定
義
す
る
o

倫
理
(
普
遍
的
理
法
)
と
倫
理
思
想
の
関
係
の
こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
、
そ
の
ま
ま
和
辻

の
『
日
本
思
想
史
』
の
方
法
論
的
基
礎
と
な
る
o

す
な
わ
ち
日
本
倫
理
思
想
の
研
究
は
、
「
人
間
存
在
の
理
法
た
る
倫
理
」
が
日
本
の
古
代

か
ら
近
代
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
限
定
の
下
で
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
倫
理
思
想
を
形
成
し
た
か
を
探
る
作
業
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
和
辻
が
人
間
存
在
の
普
遍
的
理
法
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
基
本
的
な
説
明
は
何
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
湯
浅
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
倫
理
学
』
第
二
章
第
六
節

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
他
者
へ
の
「
信
頼
と
真
実
」
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
和
辻
倫
理
学
の
出
発
点
は
、

西
欧
近
代
が
発
見
し
た
孤
立
的
個
人
に
で
は
な
く
「
間
柄
」
と
し
て
そ
の
人
間
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
間
柄
」
と
し
て
の
人
間
関
係
を



支
配
し
て
い
る
基
本
的
な
行
動
様
式
が
他
者
に
対
す
る
「
信
頼
と
真
実
」
で
あ
る
。
「
日
本
倫
理
思
想
史
』
で
は
日
本
の
思
想
史
が
六
つ
の

時
代
に
区
分
さ
れ
、
こ
の
普
遍
的
理
法
と
し
て
の
倫
理
が
日
本
の
各
時
代
と
い
う
時
空
の
制
約
の
下
で
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
自
覚
さ

れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
解
き
明
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
和
辻
哲
郎
の
日
本
思
想
史
研
究
の
、
方
法
論
的
な
考
え

方
の
素
描
で
あ
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
湯
浅
氏
に
よ
れ
ば
「
日
本
思
想
史
研
究
に
対
す
る
和
辻
の
も
っ
と
も
重
要
な
貢
献
は
、
日
本
文
化
の
伝
統

的
特
性
に
対
す
る
学
問
的
認
識
の
道
を
は
じ
め
て
開
拓
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
。
そ
の
よ
う
に
言
え
る
と
す
れ
ば
、
和
辻
の
思
想
史
学
の
方

法
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
に
と
っ
て
、

H

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
特
性
に
対
す
る
学
問
的
認
識
の
道
H

を
提
示
す
る
可
能
性

を
も
つ
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
和
辻
の
思
想
史
学
の
方
法
に
学
ぶ
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
和
辻
の
思
想
史
学
の
方
法
の
基
本
的
特
質
で
あ
る
「
歴
史
的
生
の
内
面
的
理
解
」
と
い
う
こ
と

か
ら
考
え
て
み
た
い
。
歴
史
的
生
の
内
面
的
理
解
と
い
う
研
究
態
度
と
対
置
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
を
「
現
代
人
の
立
場
か
ら
」
、
客
体
化
対
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象
化
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

一
般
の
研
究
分
野
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
現
代
の
知
性
を
尺
度
と
し
て
歴
史
に
価
値
判
断
を

加
え
る
と
か
、
特
定
の
政
治
的
視
点
か
ら
思
想
の
保
守
性
や
進
歩
性
を
評
価
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
研
究
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
史
の
場
合
で
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
そ
の
社
会
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
予
め
一
定
の
モ
デ
ル
を
も
ち
、

そ
れ
に
従
っ

で
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
問
題
を
整
理
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
多
く
の
場
合
、
そ
の
モ
デ
ル
は
西
洋
キ
リ
ス
ト
教

の
伝
統
の
中
に
求
め
ら
れ
た
が
、
と
り
わ
け
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
の
出
会
い
に
直
接
の
媒
体
と
な
っ
た
米
国
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
キ

リ
ス
ト
教
に
み
ら
れ
る
福
音
的
信
仰
と
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
育
成
さ
れ
た
民
主
主
義
社
会
の
諸
理
念
が
い
わ
ば
モ
デ
ル
と
さ
れ
、
そ
れ

ら
を
規
範
と
し
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
を
整
理
し
、
か
つ
そ
れ
に
た
い
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
評
価
を
加
え
て
い
く
と
い
う
の
が
、
多
く
の

研
究
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
研
究
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
研
究
は
、
近
代
日
本
の
形
成
期
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
果
し
た



啓
蒙
的
警
世
的
役
割
を
、
日
本
近
代
史
の
中
に
正
当
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
ず
か
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
て
「
歴
史
的
生
の
内
面
的
理
解
」
を
め
ざ
す
キ
リ
ス
ト
教
研
究
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
想

を
対
象
と
す
る
研
究
に
お
い
て
そ
の
「
内
面
的
理
解
」
を
め
ざ
す
と
い
う
こ
と
は
、
思
想
の
価
値
や
そ
の
機
能
の
社
会
的
な
功
罪
に
つ
い

て
評
価
す
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
そ
の
内
面
的
構
造
そ
の
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
方
法
的
態
度
は
、

予
め
特
定
の
評
価
基
準
を
も
つ
こ
と
な
く
、
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
前
提
を
取
り
去
っ
て
対
象
そ
の
も
の
の
発
す
る
声
に
聴
き
、
そ
の
あ
り
方
を

理
解
し
尽
そ
う
と
す
る
姿
勢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
研
究
者
と
し
て
の
課
題
は
、
既
成
の
尺
度
に
基
づ
い
て
対
象
を
分
析
し

た
り
、
自
ら
の
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
対
象
を
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
対
象
と
一
体
と
な
り
対
象
自
身
に
語
ら

せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
研
究
者
は
植
村
正
久
や
内
村
鑑
三
に
つ
い
て
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
側
に
虚
心
に
入
り
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
内
面
的
統
一
の
あ
り
方
が
お
の
ず
と
あ
ら
わ
れ
る
の
を
待
つ
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
海
老
名
弾
正
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
上
、
福
音
主
義
の
正
道
か
ら
は
外

(14) 

れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
思
想
上
も
国
家
主
義
へ
の
癒
着
な
ど
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
位
置
づ
け
や

評
価
は
、

い
ず
れ
も
特
定
の
信
仰
上
の
立
場
や
政
治
的
視
点
に
も
と
づ
く
見
方
と
し
て
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
指
摘
を
総

合
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
海
老
名
の
生
の
内
面
的
構
造
そ
の
も
の
を
立
体
的
に
解
き
明
か
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
か
の
植
村
正
久

と
の
論
争
そ
の
他
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
海
老
名
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
骨
子
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
内
な
る
神
性
を
覚
醒
さ
れ
、
キ
リ

ス
ト
の
ご
と
く
「
神
我
れ
に
在
り
、
我
れ
神
に
在
り
」
と
い
う
「
神
人
合
一
」
の
境
に
達
す
る
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
的
実
践
の
究
極
目
標

を
見
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
十
字
架
に
よ
る
罪
の
購
い
の
信
仰
も
イ
エ
ス
の
神
性
へ
の
告
白
も
存
在
せ
ず
、
こ
の
点
が
植

村
の
批
判
の
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
と
古
神
道
と
は
「
神
観
に
於
て
同
一
の
宗
教
な
る
こ
と
が
出
来
よ
う
と
思
う
」

と
い
う
よ
う
な
主
張
は
、
国
家
主
義
へ
の
癒
着
と
か
当
時
流
行
の
国
民
道
徳
論
へ
の
迎
合
で
あ
る
な
ど
の
批
判
を
受
け
て
き
た
。
こ
う
し



た
海
老
名
の
信
仰
と
思
想
に
た
い
し
、
西
欧
の
自
由
主
義
神
学
の
影
響
を
見
た
り
、
政
治
的
視
点
か
ら
そ
の
保
守
性
を
指
摘
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
思
想
史
学
に
と
っ
て
の
関
心
は
、

そ
う
し
た
信
仰
と
思

想
の
内
面
的
な
構
造
連
関
を
問
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
内
容
の
詳
細
は
前
記
の
拙
著
そ
の
他
に
述
べ
た
の
で
、
要
点
だ
け
を
か
い

つ
ま
ん
で
述
べ
れ
ば
、
海
老
名
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
出
発
点
に
は
若
い
日
の
特
異
な
宗
教
的
体
験
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
己
の
魂
の

内
奥
に
「
神
の
赤
子
」
の
誕
生
を
自
覚
す
る
と
い
う
、
半
ば
神
秘
主
義
的
な
体
験
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
の
独
特
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
、

生
涯
に
わ
た
る
思
想
と
行
動
と
を
方
向
づ
け
る
確
信
の
根
拠
と
な
っ
た
。
こ
の
体
験
は
、
自
己
の
内
に
発
見
さ
れ
た
神
性
の
種
子
と
も
い

う
べ
き
も
の
を
養
い
育
て
、

つ
い
に
は
神
と
同
化
し
た
「
神
人
合
ご
の
境
に
達
す
る
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
終
局
目
標
で
あ
る
と

い
う
確
信
に
彼
を
導
い
た
。
そ
の
さ
い
「
神
人
合
ご
と
は
、
出
世
間
的
忘
我
的
状
態
で
神
人
合
一
の
法
悦
感
に
浸
る
こ
と
で
は
な
く
、

道
義
的
意
志
に
お
い
て
神
と
一
体
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
理
想
的
人
格
の
確
立
を
は
か
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
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社
会
、
国
家
、
世
界
へ
と
外
に
向
か
っ
て
限
り
な
く
拡
大
し
、
地
上
に
神
の
国
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
め
ざ
す
べ
き
究
極

目
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
神
と
の
同
化
を
め
ざ
す
ま
で
に
無
限
に
高
揚
し
た
「
自
我
」
は
、

一
方
で
は
人
格
の
尊
厳
を
鼓
吹
す
る
活
力
源
と
し
て
吉
野

作
造
ら
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
も
う
一
方
で
は
、
神
の
域
を
め
ざ
す
ほ
ど
に
高
揚

し
、
も
は
や
己
れ
を
規
定
す
る
何
も
の
を
も
も
た
ぬ
ま
で
に
肥
大
し
た
「
自
我
」
は
、
内
な
る
確
信
に
絶
対
の
権
威
を
お
い
た
故
に
、
そ

の
確
信
の
赴
く
ま
ま
に
、
時
に
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
共
同
体
の
倫
理
と
は
明
ら
か
に
あ
い
容
れ
ぬ
価
値
体
系
ま
で
も
怒
意
的
に
手
元
に
引

き
入
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
先
述
の
、
キ
リ
ス
ト
教
も
古
神
道
も
、

い
ず
れ
も
正
義
公
道
の
根
源
と
し
て
の
神
を
敬
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
同
一
の
宗
教
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
や
、
大
日
本
帝
国
の
二
千
有
余
年
の
歴
史
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
摂
理
の
内
に
あ

り
、
そ
の
国
体
は
神
の
聖
旨
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
類
の
主
張
も
、

い
ず
れ
も
そ
う
し
た
肥
大
し
た
「
自
我
」
の
産
物
で
あ
っ



た
の
で
あ
る
。
同
一
の
思
想
家
が
一
方
に
お
い
て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
よ
う
な
進
歩
的
思
潮
に
影
響
を
与
え
、
他
方
で
は
き
わ
め
て
保

守
的
と
も
み
え
る
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
視
点
か
ら
は
矛
盾
と
見
ら
れ
よ
う
が
、
信
仰
お
よ
び
思
想
と
、
そ
の

外
化
と
し
て
の
行
為
の
原
理
と
の
立
体
的
な
構
造
連
関
に
目
を
向
け
る
な
ら
、

い
ず
れ
の
主
張
も
彼
の
内
的
確
信
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
方
法
が
提
示
す
る
問
題
に
移
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
和
辻
は
倫
理
思
想
を
普
遍
的
理
法
と
し
て
の
倫
理

の
具
体
化
と
と
ら
え
、
日
本
倫
理
思
想
史
の
研
究
を
、
普
遍
的
理
法
の
日
本
に
お
け
る
具
体
化
の
相
の
解
明
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
彼
は

人
間
関
係
を
律
す
る
普
遍
的
な
理
法
を
他
者
へ
の
「
信
頼
と
真
実
」
に
見
(
諸
家
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
見
方
自
体
に
す
で
に
日
本

的
な
人
間
関
係
の
と
ら
え
方
の
特
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
当
面
の
問
題
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
て
『
日
本
倫
理
思
想
史
』

に
お
い
て
、
こ
れ
が
日
本
の
古
代
か
ら
近
代
へ
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
制
約
の
下
に
い
か
に
具
現
さ
れ
た
か
を
あ
と

e
つ
け
た
。
こ
の
考
え

方
に
従
え
ば
、

日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
の
研
究
は
、
聖
書
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
の
言
が
日
本
の
近
・
現
代
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
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現
実
の
下
で
い
か
に
具
体
化
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
の
解
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
そ
の
作
業
は
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
仕
方
で
行
わ
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
考
え
方
に
も
と
づ
く
研
究
は
、
福
音
の
歴
史
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う

か
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
と
の
出
会
い
に
直
接
の
媒
体
と
な
っ
た
の
は
、
近
代
西
欧
社
会
で
形
成
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
イ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
米
国
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
か

ら
考
え
て
い
く
こ
と
は
、

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
性
格
を
と
ら
え
る
上
で
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
史
を
神
の
言
の
日
本
に
お
け
る
具
現
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
欧
米
キ
リ
ス
ト
教
の
移
入
の
歴
史
と
し
て

見
る
の
で
は
な
く
、
聖
書
に
啓
示
さ
れ
た
神
の
言
に
日
本
人
が
い
か
に
応
答
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
探
ろ
う
と
す
る
目
を
も
た
ね
ば
な
ら



な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
対
象
の
中
の
「
日
本
の
伝
統
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
(
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
対

象
そ
の
も
の
の
発
す
る
声
に
聴
く
と
い
う
研
究
姿
勢
を
と
る
と
き
に
は
当
然
視
野
に
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
、
第
一
の
「
歴
史
的
生
の
内
面
的
理
解
」
と
い
う
方
法
態
度
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
課
題
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
)
。
超
越
と
の

出
会
い
と
い
う
信
仰
体
験
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
真
に
魂
の
内
奥
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
文
化
的
社
会
的
差
異
を
超
え
た
普

遍
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
体
験
の
内
容
が
一
個
の
人
間
あ
る
い
は
共
同
体
の
信
仰
と
し
て
ロ
ゴ
ス
的
に
自
覚
さ
れ
、

現
実
社
会
へ
の
倫
理
的
態
度
と
し
て
そ
れ
自
身
を
現
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
主
体
の
属
す
る
社
会
の
文
化
的
伝
統
と
切
り
離
し

て
行
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
、
日
本
と
い
う
社
会
の
文
化
的
伝
統
は
、
単
に
西
欧
的
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
の
さ
い

の
外
的
な
条
件
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
超
越
体
験
が
ロ
ゴ
ス
的
倫
理
的
に
現
実
と
な
る
場
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
も
、
伝
統
の
そ
う
し
た
意
味
を
ふ
ま
え
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

再
び
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
相
良
亨
氏
は
「
日
本
人
の
心
」
を
追
っ
た
一
書
の
中
で
武
士
の
人
倫
観
の
特
性
を
「
対
崎
的
人
倫
観
」
と

(17) 

と
ら
え
ら
れ
、
内
村
鑑
三
の
宗
教
的
寛
容
の
思
想
に
見
ら
れ
る
「
他
者
を
敬
う
」
と
い
う
姿
勢
が
、
武
士
の
「
対
崎
的
人
倫
観
」
に
根
ざ

(
2
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す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
「
対
峠
的
人
倫
観
」
と
は
、
自
ら
を
敬
す
る
に
値
す
る
武
将
と
し
て
鍛
え
上
げ
る
と
と
も
に
、
他
者

(
敵
)
を
敬
い
つ
っ
こ
れ
と
対
峠
す
る
精
神
を
い
い
、
こ
れ
が
武
士
の
独
立
の
精
神
を
育
ん
だ
が
、
こ
の
、
自
他
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
を
認
め

る
精
神
は
「
人
は
人
た
り
、
我
は
我
た
り
」
と
い
う
言
葉
に
結
晶
し
た
。
「
爾
は
爾
た
り
、
我
は
我
た
り
」
は
、
も
と
は
『
孟
子
』
の
柳
下

恵
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
幕
末
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
と
ら
え
か
え
さ
れ
、
近
代
に
至
っ
て
福
沢
諭
吉

に
も
受
け
継
が
れ
て
彼
の
主
張
す
る
近
代
流
の
独
立
の
精
神
の
素
地
を
形
成
し
た
と
い
う
。
と
り
わ
け
「
「
人
は
人
た
り
、
我
は
我
た
り
』

と
い
う
考
え
方
を
思
想
的
に
も
っ
と
も
実
り
あ
る
も
の
と
し
て
示
し
た
の
は
内
村
鑑
三
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
内
村
が
、
自
ら
は
真
理
の
一

隅
を
占
め
る
に
過
ぎ
ぬ
者
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
諸
教
派
や
諸
宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
意
義
を
認
め
た
の
は
「
人
は
人
た
り
、
我
は
我



た
り
」
と
い
う
武
士
の
伝
統
精
神
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
宗
教
的
寛
容
と
い
う
姿
勢
が
、
近
代
西
欧
社
会

で
形
成
さ
れ
た
理
念
の
受
容
と
し
て
で
は
な
く
、
深
く
日
本
の
伝
統
精
神
か
ら
養
分
を
吸
い
上
げ
つ
つ
独
自
の
仕
方
で
整
え
ら
れ
た
事
実

を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
植
村
正
久
に
お
い
て
も
、
「
志
」
と
い
う
武
士
の
精
神
的
遺
産
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
購
罪
信
仰
の
主

体
化
の
素
地
と
な
っ
て
お
り
、
逢
坂
元
吉
郎
の
場
合
に
は
、
若
き
日
の
参
J

禅
の
体
験
で
培
わ
れ
た
心
身
一
如
的
人
間
観
が
、
そ
の
特
異
な

福
音
理
解
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
視
点
や
方
法
か
ら
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
を
扱
う
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
湯
浅
泰
雄
氏
は
、

日
本
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
こ
の
(
日
本
の
伝
統
文
化

が
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
固
有
の
特
質
を
そ
な
え
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
)
問
い
は
、
視
点
を
か
え
て
い
え
ば
、
日
本
民
族
は

ど
の
よ
う
に
し
て
人
類
文
明
の
諸
潮
流
に
参
加
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
文
化
は
『
日

(18) 

本
固
有
の
特
質
』
を
育
て
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
諸
文
化
の
中
に
一
定
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
の

諸
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
に
固
有
の
特
質
を
も
っ
た
文
化
を
形
成
す
る
と
き
、
そ
こ
に
未
開
的
思
惟
の
普
遍
性
と
は
異
な
る
多
様
な
特

殊
性
を
も
っ
た
歴
史
的
文
明
世
界
が
展
開
し
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
広
い
国
際
的
文
明
世
界
に
お
け
る
日
本
文
化
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と

(
3
)
 

は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
思
想
史
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
」
。
日
本
思
想
史
学
の
立
場
か
ら
日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
研
究
を
志
す
者
に
と
っ

て
、
湯
浅
氏
の
言
わ
れ
る
日
本
思
想
史
の
課
題
は
、
ま
さ
に
日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
研
究
課
題
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
内
村
鑑
三
、
植
村
正
久
、
逢
坂
元
吉
郎
ら
の
信
仰
と
思
想
は
、
神
の
言
の
日
本
に
お
け
る
具
体
化
、

H

受
肉
H

で
あ
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
一
つ
の
新
し
い
創
造
で
あ
る
。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
う
し
た

H

日
本
の
キ
リ
ス
ト

教
固
有
の
特
質
H

を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
形
成
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
を
そ
の
固
有
の
相
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
と
な



る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
福
音
史
へ
の
参
与
を
あ
と
。
つ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ

る。
こ
の
課
題
は
ま
た
、

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
今
後
の
歩
み
に
と
っ
て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
真
の
創
造
は

伝
統
と
の
深
い
結
び
つ
き
か
ら
生
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、

そ
の
固
有
の
あ
り
方
を
正
し
く
認
識
し
、
そ
の
中
か

ら
真
に
価
値
あ
る
も
の
を
継
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
に
お
け
る
福
音
宣
教
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
湯
浅
泰
雄
氏
は
、
啓
蒙
的
近
代
社
会
の
諸
理
念
と
民
族
や
国
家
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
た
と
え

ば
近
代
西
洋
の
民
主
主
義
の
諸
理
念
は
、
各
民
族
社
会
の
文
化
伝
統
と
民
族
性
の
中
に
根
を
下
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
変
容
を
加
え
ら
れ
る
こ

(
4
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と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
現
実
政
治
の
場
に
お
け
る
機
能
を
発
揮
で
き
る
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
政
治
レ
ベ
ル
の
こ
と
が
ら
に
関
し
て
言
わ

れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
普
遍
性
を
め
ざ
す
理
念
と
民
族
や
国
家
の
伝
統
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
考
え
れ
ば
、
宗
教
に
関
し
て
も
同

(19) 

様
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
そ
の
下
に
形
成
さ
れ
た
社
会
的
理
念
も
単
な
る
知
的
理
解
の
域
を
脱
し
て
伝
統
の

中
に
根
を
下
ろ
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
現
実
に
お
い
て
力
を
発
揮
し
得
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
反
し
て
西
欧
近
代

社
会
で
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
理
念
を
未
消
化
の
ま
ま
振
り
か
ざ
す
な
ら
、
そ
れ
は
パ
ウ
ロ
の
言
う
「
空
を
打
つ
よ
う
な
拳
闘
」

に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
中
か
ら
真
に
価
値
あ
る
創
造
と
し
て
継
承
に
値
す
る
も
の
を
掘
り

だ
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
将
来
に
と
っ
て
も
、
意
義
あ
る
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

v

つ。
さ
て
、
さ
き
に
日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
研
究
は
、
神
の
言
の
日
本
に
お
け
る
具
体
化
の
相
の
解
明
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、

日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
「
固
有
の
特
性
」
と
は
、
無
制
限
、
無
条
件
の
固
有
性
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
神
の
言
の

H
E
X
肉
H

と
し
て
の
固
有
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
で
あ
る
思
想
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
福
音
の
歴



史
に
と
っ
て
真
に
価
値
あ
る
創
造
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
聖
書
の
示
す
救
済
論
に
か
な
い
、
そ
の
方
向
に
正
し
く
そ
う
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
の
判
定
は
い
か
に
し
て
な
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
当
面
は
、
筆
者

は
そ
の
判
定
を
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
ひ
と
つ
に
は
、
究
極
の
判
定
基
準
が
聖
書
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

聖
書
学
の
門
外
漢
と
し
て
は
他
者
の
福
音
理
解
の
正
否
を
判
定
す
る
力
は
持
ち
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
う
ひ
と

つ
の
理
由
は
、
こ
の
こ
と
の
真
の
判
定
は
人
の
な
し
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
神
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
こ
と
に
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
研
究
者
と
し
て
は
常
に
自
ら
の
世
界
を
深
め
る
努
力
を
怠
る
こ
と
な
く
、
こ
と
が
ら
の
真
実
を
見
通

す
目
を
養
い
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
有
限
な
人
間
の
体
験
や
知
識
に
も
と
づ
く
判
断
基
準
を
も
っ
て
他
者
の
生
を

評
価
し
裁
断
す
る
こ
と
は
、
信
仰
の
名
を
も
っ
て
す
る
知
性
の
越
権
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
な
し
う
る
も
の
は
神
、
あ
る
い
は
一
歩

を
譲
っ
て

H

神
の
目
H

と
し
て
の
「
歴
史
」
の
み
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

お
わ
り
に
、
い
さ
さ
か
私
的
な
こ
と
に
も
わ
た
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
文
を
認
め
る
気
に
な
っ
た
動
機
に
つ
い
て
ひ
と
言
述
べ
て
お
き

(20) 
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こ
れ
ま
で
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
に
関
す
る
論
文
を
い
く
つ
か
発
表
し
て
き
た
中
で
、

そ
の
つ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ご
感
想
を
い
た
だ

い
た
。
そ
の
多
く
は
厚
意
あ
る
お
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
卒
直
に
言
え
ば
筆
者
の
研
究
姿
勢
に
つ
い
て
充
分
な
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
上
で

の
ご
批
評
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
こ
と
に
拙
著
『
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
た
ち
』
で
は
、
方
法
的
な
こ
と
や

問
題
意
識
の
説
明
に
か
な
り
の
紙
面
を
割
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
証
的
な
裏
づ
け
を
欠
く
と
い
う
よ
う
な
ご
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
に

は
正
直
に
言
っ
て
当
惑
し
た
し
、
ま
た
逆
に
お
褒
め
の
言
葉
の
場
合
で
も
、
筆
者
の
研
究
意
図
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
た
も
の
に

た
い
し
て
は
必
ず
し
も
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
経
験
を
と
お
し
て
、
研
究
方
法
論
と
い
う
も
の
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
さ

せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
研
究
方
法
と
い
う
も
の
は
、
研
究
対
象
の
中
の
ど
う
い
う
問
題
に
関
心
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
に
従
っ
て
定
ま



る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
単
に
研
究
素
材
を
整
理
し
て
一
定
の
記
述
に
も
た
ら
す
た
め
の
技
術
的
な
枠
組
み
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で

は
な
く
、
研
究
者
の
問
題
意
識
、
さ
ら
に
は
生
へ
の
主
体
的
な
姿
勢
と
直
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
自
分
の
考
え

と
は
あ
い
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
他
者
の
研
究
姿
勢
を
そ
れ
と
し
て
容
認
す
る
と
い
う
態
度
は
、
研
究
者
と
し
て
は
不
可
欠
の
も
の

で
あ
る
と
思
う
。
他
者
の
研
究
姿
勢
を
否
定
す
る
こ
と
は
、

そ
の
人
の
生
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

二
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
方
法
論
が
学
問
的
に
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
方
法
論
と
し
て
理
論
的
に
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
批
判
さ
れ
修
正
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歴
史
の
研
究
に
と
っ
て
、

H

実
像
H

に
迫
る
た
め
の
唯
一

の
正
し
い
方
法
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
神
の
目
を
も
た
ぬ
人
間
に
は
、
歴
史
の

H

実
像
H

を
知
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
各
研
究
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
問
題
意
識
と
関
心
か
ら
選
び
と
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
対
象
に
迫
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
互
い
の
研
究
姿
勢
を
そ
れ
ぞ
れ
に
尊
重
し
つ
つ
、
他
者
の
成
果
の
中
に
自
己
の
研
究
に
と
っ
て
示
唆
的
な
も
の
を
認
め
れ
ば
、
そ
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れ
ら
に
学
び
つ
つ
自
ら
の
研
究
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
同
一
の
対
象
に
た
い
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
存
在
す
る
こ

と
の
意
義
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
点
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
思
想
史
学
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
研
究
に
か
か
わ
っ
て
き
た
こ

と
に
よ
り
、
同
じ
和
辻
思
想
史
学
の
流
れ
を
汲
む
日
本
思
想
史
の
学
究
た
ち
と
の
聞
に
対
話
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
研
究
仲
間
同
士
と
い
っ
て
も
、
筆
者
は
専
ら
彼
ら
に
学
ぶ
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
研
究
ク
ル
!
プ
に
は
こ
れ
ま
で
キ

リ
ス
ト
教
を
研
究
テ
l
マ
と
す
る
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
ま
た
彼
ら
の
方
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
積
極
的
に
目
を
向
け
る
と
い
う
こ

と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
た
と
え
っ
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
筆
者
の
研
究
成
果
を
彼
ら
と
分
か
ち
合
え
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
日

本
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
世
界
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
何
ほ
ど
か
の
貢
献
を
な
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
研
究
対
象
は
同
じ
で

あ
っ
て
も
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
全
く
異
な
る
研
究
者
同
士
で
は
、
必
ず
し
も
相
互
に
と
っ
て
実
り
の
あ
る
対
話
が
成
り
立
つ
と
は
限
ら



な
い
。
反
対
に
研
究
対
象
は
異
な
っ
て
も
研
究
姿
勢
を
共
有
す
る
者
同
士
の
方
が
、
か
え
っ
て
相
互
に
と
っ
て
益
の
あ
る
対
話
を
期
待
で

き
る
の
で
あ
る
o

い
さ
さ
か
大
風
百
敷
と
言
わ
れ
よ
う
が
、
こ
れ
か
ら
も
日
本
思
想
史
学
と
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
研
究
と
の
交
流

に
何
ほ
ど
か
の
貢
献
が
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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