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平
川
祐
弘
著

『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』

を
め
ぐ
っ
て

300 

鵜

沼

裕

子

本
稿
は
、
去
る
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
主
催
の
「
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
文
脈
に
お
け
る
総
合
的
日
本

研
究
」
第
二
回
研
究
会
に
お
け
る
発
表
要
旨
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
書
評
と
い
う
よ
り
は
、
参
加
者
に
よ
る
共
同

討
議
へ
の
発
題
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
予
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
テ
キ
ス
ト
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
は
、
筆
者

自
身
が
選
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
主
催
者
か
ら
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
の
も
つ
問
題
意
識
や
方
法
的
視
点
は
筆
者
自

身
の
そ
れ
と
は
異
な
る
の
で
、

で
き
る
限
り
内
在
的
な
読
み
に
徹
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
も
し
も
的
は
ず
れ
な
指
摘

や
誤
っ
た
理
解
な
ど
が
あ
れ
ば
、
ご
海
容
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

本
書
は
、
書
名
か
ら
想
像
さ
れ
が
ち
な
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
和
魂
漢
才
以
来
の
和
魂
洋
才
思
想
の
流
れ
を
歴
史
的
に
あ
と
づ
け
た
も
の
で

は
な
く
、
近
代
日
本
(
明
治
〉

の
一
断
面
図
を
比
較
文
化
の
手
法
に
よ
っ
て
描
き
だ
し
た
書
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
森
鴎
外
の
場
合

が
主
な
ケ

i
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
あ
と
が
き
」
に
、
「
狭
義
の
国
文
学
や
比
較
文
学
の
研
究
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
お
そ

れ
て
、
森
鴎
外
の
名
前
は
表
に
出
さ
ず
、
第
一
部
の
「
和
魂
洋
才
の
系
譜
」
を
も
っ
て
本
書
の
総
題
と
す
る
こ
と
と
し
た
」
(
本
書
第
三



(
似
)
「
二
つ
の
」
は
底
本
で
は
欠
落
す
る
が
、
論
旨
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
ウ
ェ
イ
ン
ラ
イ
ト
版
を
基
に
こ
れ
を
補
っ
た
。

(
臼
)
底
本
で
は
「
コ
リ
ン
ト

I
二
了
目
、

H
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
上
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ハ
侃
)
底
本
で
は
「
お
節
に
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
上
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
釘
)
「
あ
る
人
に
罪
過
が
ふ
り
か
か
っ
た
な
ら
」
は
、
口
語
訳
で
は
「
あ
る
人
が
罪
過
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
な
ら
」
と
な
る
。

(
侃
)
「
霊
」
は
、
口
語
訳
で
は
「
心
」
と
な
る
。

(ω)
「
か
ら
れ
は
し
な
い
か
と
」
は
、
口
語
訳
で
は
「
陥
る
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
」
と
な
る
。

(
刊
)
底
本
で
は
一
四
・

2
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
上
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
礼
)
「
こ
ん
な
に
大
き
な
手
紙
を
」
は
、
口
語
訳
で
は
「
こ
ん
な
に
大
き
な
字
で
」
と
な
る
。

(η)
「
こ
の
世
は
わ
た
し
に
対
し
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
わ
た
し
も
こ
の
世
に
対
し
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
は
、
口

語
訳
で
は
「
こ
の
世
は
私
に
対
し
て
死
に
、
私
も
こ
の
世
に
対
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
な
る
。

(
刀
〉
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
」
は
、
口
語
訳
で
は
欠
落
す
る
。

(
日
)
「
思
寵
」
は
、
口
語
訳
で
は
「
恵
み
」
と
な
る
。

(
お
)
こ
の
一
節
は
口
語
訳
で
は
欠
落
す
る
。

(
苅
)
底
本
で
は
、
ロ
節
の
注

(
3
)
は
こ
の
日
節
の
末
尾
に
付
さ
れ
る
が
、

そ
れ
が
内
容
上
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

〈
付
記
〉

こ
の
翻
訳
の
完
成
に
あ
た
っ
て
は
、
既
に
草
稿
の
段
階
か
ら
永
岡
薫
教
授
、
権
谷
浩
教
授
、
荒
木
忠
義
講
師
(
い
ず
れ
も
聖
学
院
大
学
)

に
様
々
な
点
で
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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版
・
四
二
六
頁
、
以
下
、
頁
数
の
み
記
す
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
単
な
る
鴎
外
の
作
品
論
や
人
物
論
で
は
な
い
。
近
代
の
繋
明
期
に
西
洋
文
化

の
衝
撃
の
も
と
で
「
日
本
人
と
は
な
に
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
へ
の
聞
い
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
明
治
人
の
心
理
の
解
明
と
、
西

洋
人
の
目
線
で
西
洋
研
究
を
行
う
と
い
う
戦
後
の
学
問
的
雰
囲
気
の
中
で
、

日
本
人
研
究
者
と
し
て
の
立
脚
点
を
模
索
し
て
い
た
著
者
自
身

の
知
的
努
力
の
意
味
へ
の
聞
い
と
を
「
無
意
識
裡
」
(
以
上
、

に
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
「
西
欧
化
す
る
こ
の
国
の
和
魂
の
行
方
を
探

四
二
六
)

る
こ
と
」
(
一
一
)
を
め
、
ざ
し
た
書
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
明
治
日
本
の
比
較
文
化
的
研
究
そ
れ
自
体
を
最
終
目
的
と
す
る
と
い

う
よ
り
は
、
そ
う
し
た
考
察
を
通
し
て
日
本
人
と
し
て
の
望
ま
し
い
対
外
姿
勢
の
あ
り
方
を
追
求
す
る
と
い
う
主
体
的
な
関
心
に
裏
づ
け
ら

れ
た
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

か
な
り
大
部
の
書
で
あ
り
、

し
か
も
個
々
の
問
題
の
吟
味
検
討
も
詳
細
を
極
め
て
い
る
の
で
、
内
容
を
逐
一
あ
と
寺
つ
け
る
こ
と
は
せ
ず
、

筆
者
自
身
の
関
心
に
従
っ
て
い
く
つ
か
の
点
に
絞
っ
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
蛇
足
で
あ
る
が
、
本
研
究
会
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
「
超
越
」
の
問
題
は
(
少
な
く
と
も
本
書
に
関

す
る
限
り
)
著
者
の
関
心
に
は
な
い
の
で
、

い
わ
ゆ
る
H

な
い
も
の
ね
だ
り
μ

の
批
評
と
な
ら
な
い
よ
う
、
心
が
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。

方
法
的
態
度
に
つ
い
て

ま
ず
本
書
の
方
法
的
視
点
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
本
書
で
は
と
く
に
研
究
方
法
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
な
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
随
所
に
垣
間
見
え
る
そ
れ
へ
の
言
及
を
拾
い
集
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
般
に
研
究
の
基
本
姿
勢
を
飲
み
込
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ん
で
お
く
こ
と
は
、
書
物
の
理
解
に
と
っ
て
も
、
ま
た
不
毛
な
議
論
や
見
当
は
ず
れ
な
批
評
の
迷
路
に
迷
い
込
ま
な
い
た
め
に
も
必
要
と
思

わ
れ
る
。

302 

第
一
は
、
本
書
全
体
に
通
底
す
る
、

い
わ
ゆ
る
H

学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
H

と
い
う
手
法
で
あ
る
。
著
者
は
既
往
の
縦
割
り
的
な
閉
ざ
さ
れ

た
学
問
世
界
の
あ
り
方
を
、
密
室
の
鏡
の
中
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
同
志
と
錯
覚
す
る
「
一
種
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
(
一
七

O
)
で
あ
る
と

手
厳
し
く
批
判
し
つ
つ
そ
の
枠
を
自
在
に
分
断
す
る
。
そ
れ
は
、
「
文
学
作
品
を
単
に
純
文
学
と
い
う
視
点
や
一
国
文
学
史
の
枠
内
だ
け
で

見
る
の
で
は
な
く
、
政
治
と
交
錯
す
る
部
分
や
歴
史
と
重
な
る
部
分
に
お
い
て
見
る
の
も
ま
た
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
か
と
思
う
」
ゆ

え
で
あ
る
。
更
に
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

日
本
国
内
に
止
ま
ら
ず
、
諸
外
国
の
作
家
や
作
品
と
の
比
較
考
察
に
も
及
ん
で
い
く
。
例
え

ば
、
鴎
外
の
短
編
『
普
請
中
』
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
を
「
作
品
そ
れ
自
体
に
限
定
し
て
、
あ
る
い
は
鴎
外
全
集
に
限
定
し
て
、
取

り
扱
う
」

の
で
は
な
く
、
「
鴎
外
の
蔵
書
の
書
込
み
を
調
査
中
に
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
レ
ン
ジ
ェ
ル
の
戯
曲
『
臆
風
』
を
介
し
て
「
普
請
中
』

の
著
者
鴎
外
に
近
づ
く
」
(
以
上
、
二
四
九
)
と
い
う
類
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
古
今
東
西
の
文
化
に
関
す
る
豊
か
な
学
識
を
縦

横
に
駆
使
し
つ
つ
、
詩
や
彫
刻
等
を
も
含
め
た
多
彩
な
対
象
の
解
明
に
執
劫
に
迫
る
と
い
う
、
著
者
自
身
の
関
心
と
才
能
が
十
全
に
発
揮
さ

れ
る
手
法
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
は
、
本
書
は
単
な
る
印
象
批
評
で
は
な
く
、
地
道
な
実
証
的
作
業
に
も
と
づ
く
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
研
究
対
象
を
単
に
出
来
上
が
っ
た
作
品
と
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
「
な
ぜ
」
、
「
ど
の
よ
う
に
し

て
」
書
か
れ
た
か
と
い
う
成
立
過
程
の
実
証
的
な
解
明
を
土
台
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
森
鴎
外
の
小
品

『
花
子
』
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
著
者
は
、

日
本
側
の
文
献
に
は
、
こ
の
作
品
の
成
立
過
程
の
解
明
を
通
じ
て
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な



把
握
を
試
み
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
指
摘
し
、
そ
う
し
た
操
作
を
経
な
い
論
評
の
多
く
は
、
「
作
品
を
外
か
ら
撫
で
た
」
だ
け
の
恋
意

プ

チ

ト

ア

ナ

コ

的
な
印
象
批
評
の
域
を
出
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
高
村
光
太
郎
の
手
に
な
る
「
小
さ
い
花
子
」
を
始
め
と
し
て
、
昭
和
一
五
年
に
朝

日
新
聞
に
載
っ
た
、
花
子
自
身
に
よ
る
ロ
ダ
ン
の
思
い
出
話
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
l
ン
の
「
花
子
」
論
な
ど
花
子
に
つ
い
て
の
内
外
の
多
く
の

「
興
味
あ
る
証
言
」
を
引
証
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
示
さ
れ
た
事
実
と
鴎
外
の
『
花
子
』

の
記
述
と
を
丹
念
に
比
較
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、

こ
の
短
編
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
、

か
つ
ど
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
か
を
示
し
て
い
く
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

第
三
は
、
こ
う
し
た
実
証
操
作
の
土
台
の
上
に
、
心
理
的
考
察
と
い
う
方
法
が
併
せ
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、

日
本
人

の
心
の
中
に
は
、
外
来
の
事
物
に
対
す
る
同
一
の
心
理
的
パ
タ
ー
ン
が
時
代
を
超
え
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
周
知
の
よ
う

に
本
居
宣
長
は
、
漢
籍
の
尊
重
を
漢
意
(
か
ら
ご
こ
ろ
)
と
し
て
排
斥
し
た
が
、
著
者
は
、
宣
長
が
批
判
し
た
他
華
思
想
に
傾
斜
す
る
儒
者

の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
「
後
代
の
日
本
人
西
洋
研
究
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
言
い
、
「
十
八
世
紀
と

二
十
世
紀
と
い
う
こ
百
年
の
聞
を
中
に
置
い
て
な
お
こ
の
よ
う
な
並
行
比
較
が
成
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
人
の
心
中
に
同
一
の
型
の

心
性
が
引
続
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
」
(
以
上
、

四
七
〉
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
心
性
は
、
外
的
状
況
や
本

人
の
意
識
の
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
変
化
の
心
理
の
型
と
し
て
残
存
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
心
理
的
パ
タ
ー
ン
へ
の
認
識
を
導

入
し
て
歴
史
を
見
る
と
き
、
例
え
ば
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
に
対
す
る
シ
ナ
と
日
本
と
の
態
度
の
違
い
は
、
国
策
の
違
い
と
し
て
よ
り
も
、
両

国
の
外
国
に
対
す
る
心
理
的
パ
タ
ー
ン
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
、

日
本
で
は
新
し
い

教
え
を
説
き
に
来
た
人
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
が
、
中
国
で
は
逆
に
、
聖
人
の
道
を
学
び
に
来
た
人
と
し
て
居
住
を
認
め

ら
れ
た
が
、
こ
の
違
い
は
国
策
か
ら
出
た
と
い
う
よ
り
も
、
「
中
華
的
と
他
華
的
と
い
う
中
日
両
国
の
国
民
の
伝
統
的
心
理
に
よ
っ
て
決
定

平川祐弘著『和魂洋才の系譜』をめぐって303 



さ
れ
た
外
国
人
の
立
場
の
差
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
(
四
九
〉
と
い
う
、
鮮
や
か
に
し
て
か
つ
適
切
な
指
摘
が
導
き
だ
さ
れ
る
こ

304 

と
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
は
、
歴
史
の
内
在
的
理
解
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
過
去
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
事
物
に
内
在
す
る
論
理
そ
の
も
の

の
発
展
を
追
う
仕
方
で
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
今
日
的
な
価
値
観
や
先
験
的
な
原
理
か
ら
一
方
的
に
過
去
を
裁
断
す
る
よ
う
な
や
り
方
を
と

る
べ
き
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
「
現
在
の
道
徳
基
準
に
照
ら
し
て
過
去
の
歴
史
を
律
す
る
よ
う
な
行
き
方
は
、
歴
史
そ
れ
自
体
の
性
質
を

理
解
す
る
上
に
は
必
ず
し
も
有
効
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」
(
二
二
八
)
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
種
問
題
(
黄
禍
論
)
と
の
関
連
で

述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
歴
史
の
内
在
的
理
解
と
い
う
立
場
は
、
筆
者
も
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら
基
本
的
に
共
有
す
る
姿

勢
で
あ
る
の
で
、
方
法
に
関
し
て
は
も
っ
と
も
共
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
た
部
分
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら

言
え
ば
、
あ
る
特
定
の
価
値
観
か
ら
す
る
思
想
の
超
越
的
評
価
は
、
思
想
そ
の
も
の
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

特
定
の
価
値
観
に
も
と
づ
く
シ
ナ
リ
オ
を
先
行
さ
せ
る
類
い
の
歴
史
記
述
は
、
筆
者
の
専
攻
す
る
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
の
分
野
に
も
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
鵜
沼
裕
子
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
叙
述
の
一
視
点
」
聖
学
院
大
学
編
「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
」
第
一
一
号
、

九
九
六
年
一

O
月
参
照
)
、
そ
う
し
た
研
究
は
記
述
者
自
身
の
自
己
主
張
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
自
体
の
解
釈
や
理
解
と
は
な
ら
な
い
場
合
が

多
い
の
で
あ
る
。

第
五
は
、
第
四
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
特
定
の
史
観
の
遵
奉
が
斥
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
特
定
の
師
説
や
史

観
を
自
動
的
に
奉
じ
て
、
そ
の
線
に
沿
っ
た
史
実
だ
け
を
拾
う
と
い
う
行
き
方
は
、
知
的
誠
実
に
相
反
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

(
一
九
三
)
と
、
そ
う
し
た
歴
史
構
成
の
仕
方
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
著
者
の
よ
う
な
多
角
的
で
柔
軟
性
に
富
む
研
究
姿
勢
に
と
っ



て
は
、
特
定
の
史
観
の
原
理
的
な
適
用
に
よ
る
歴
史
解
釈
は
硬
直
し
て
い
て
な
じ
ま
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
筆
者
は
、
史
観
と
そ
れ
に

も
と
づ
く
歴
史
記
述
の
方
法
と
い
う
も
の
は
、
単
に
資
料
を
整
理
す
る
た
め
の
技
術
的
な
枠
組
み
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研

究
者
の
主
体
的
な
問
題
意
識
と
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
や
り
方
も
、

少
な
く
と
も
研
究
者
の
主
観
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
「
知
的
誠
実
」
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
方
法
的
態
度
に
も
と
づ
く
考
察
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
「
明
治
日
本
像
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
、
本
書
全
体
に
と
っ
て
意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
絞
っ
て
、

い
く
つ
か
の
点
に
触
れ
て
み
た
い
。

日
本
人
の
心
理
的
パ
タ
ー
ン

方
法
的
視
座
に
つ
い
て
の
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
著
者
は
、

日
本
人
の
心
の
中
に
は
外
来
の
事
物
に
対
す
る
同
一
の
心
理
的
パ
タ
ー
ン

が
時
代
を
超
え
て
存
在
す
る
と
い
う
。

で
は
そ
れ
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
は
、
「
周
辺

文
化
の
国
と
中
心
文
化
の
国
」
と
の
対
比
と
い
う
と
ら
え
方
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
各
時
代
各
集
団
が
、
そ
の
当
時
に
西
洋
で
有
力
な
地
位

を
占
め
た
国
あ
る
い
は
思
想
と
そ
れ
ぞ
れ
横
に
つ
な
が
っ
て
、
閉
鎖
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
を
つ
く
り
上
げ
る
」
と
い
う
、
日
本
の
思
想
の
あ

り
方
に
つ
い
て
の
丸
山
真
男
の
指
摘
(
『
日
本
の
思
想
』
岩
波
書
庖
〉
を
引
き
つ
つ
、
「
こ
の
よ
う
な
思
想
状
況
は
日
本
固
有
の
「
伝
統
」
と

い
う
よ
り
も
、
周
辺
文
化
の
国
々
に
見
ら
れ
る
文
化
現
象
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
比
較
の
一
例
と
し
て

著
者
は
、

イ
タ
リ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
か
ら
、
逆
に
イ
タ
リ
ア
の
眼
が
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
学
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f
タ
l
ン

界
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
最
近
百
年
の
状
況
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
「
「
日
本
人
の
外
来
文
化
受
容
の
心
理
の
型
」
は
、
よ
り
大
き

な
「
周
辺
文
化
の
国
民
の
外
来
文
化
受
容
の
心
理
」
の
一
つ
の
場
合
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
以
上
、
六
九
)
、
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
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文
化
の
あ
り
方
に
対
す
る
こ
う
し
た
巨
視
的
な
理
解
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
へ
の
多
彩
な
博
識
を
駆
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
著
者
な
ら
で
は

の
見
方
で
あ
る
と
思
わ
さ
れ
た
。

さ
て
文
化
受
容
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
付
随
す
る
も
の
は
、
そ
の
時
々
の
い
わ
ゆ
る
中
心
国
に
対
す
る
周
辺
国
の
、

一
種
の
屈
折
し
た

心
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
明
国
(
近
代
日
本
の
場
合
は
欧
米
〉
に
対
す
る
劣
等
感
と
優
越
感
と
の
交
錯
、
あ
る
い
は
併
存
で
あ
り
、
前

者
は
軽
薄
な
西
欧
一
辺
倒
と
し
て
、
後
者
は
逆
に
頑
迷
な
国
粋
主
義
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
。
例
え
ば
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か

け
て
の
日
本
の
対
西
欧
姿
勢
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

日
本
人
の
対
西
洋
の
感
情
は
「
二
重
的
」
で
あ
り
、
「
一
つ
は
文
明
開
化
の
国
へ
の
崇

拝
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
東
亜
侵
略
の
毛
唐
の
国
へ
の
嫌
悪
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
両
者
は
い
わ
ば
相
互
に
裏
返
し
の
関
係
に
あ
り
、
こ

う
し
た
反
応
は
、
現
わ
れ
方
に
は
時
代
に
よ
る
差
が
あ
る
も
の
の
、
和
魂
漢
才
の
時
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
人
の
対
外
姿
勢
の

ア
ン
ピ
ウ
ア
レ
ス

中
に
法
則
的
と
も
い
え
る
仕
方
で
継
続
し
て
見
ら
れ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
愛
憎
併
存
」
、
「
劣
等
感
と
優
越
感

と
が
交
錯
す
る
」
現
象
も
、

日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
「
フ
ラ
ン
ス
文
明
を
崇
敬
す
る
と
と
も
に
蔑
視
す
る
ド
イ
ツ
知
識
人
、
旧
宗
主

国
の
文
明
を
評
価
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
に
も
か
わ
ら
ず
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
主
張
す
る
新
興
国
家
の
指
導
者
、
社
会
主
義
体
制
を
誇
り
な
が

ら
も
西
欧
に
憧
れ
る
東
欧
の
知
識
人
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
見
か
け
ら
れ
る
」
(
以
上
、

八
六
)
と
い
う
よ
う
に
、
中
心
国
と
周
辺
国
と
に
共

通
し
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

著
者
の
言
う
よ
う
に
、

日
本
人
の
屈
折
し
た
対
外
姿
勢
が
、
時
代
と
場
所
を
超
え
て
継
続
す
る
心
理
的
パ
タ
ー
ン
に
起
因
す
る
と
言
え
る



な
ら
ば
、
そ
の
克
服
は
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

和
魂
洋
才
の
行
方
ー
ー
な
ぜ
「
森
鴎
外
」
な
の
か
|
|

さ
て
、
著
者
が
ケ
i
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
森
鴎
外
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
単
に
文
学
史
的
、
あ
る
い
は
比
較
文
化
史
的
興
味
か
ら
で
は

な
く
、
西
欧
文
明
に
対
す
る
鴎
外
の
姿
勢
に
、
著
者
自
身
が
理
想
と
す
る
対
西
欧
文
明
姿
勢
を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
森
鴎
外
」
に
対
す
る
著
者
の
深
い
思
い
入
れ
、
執
念
の
ご
と
き
探
求
心
は
、
作
品
と
し
て
の
価
値
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、

そ
こ
に
著
者
自
身
の
個
性
や
理
想
と
響
き
合
う
も
の
を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
以
下
に
あ
げ
る
著
者

の
鴎
外
観
は
、
単
に
鴎
外
そ
の
人
の
見
識
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
外
国
文
明
に
対
し
て
日
本
人
が
と
る
べ
き
姿
勢
に
つ
い
て
の
、
著
者
自
身

の
主
張
で
も
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
鴎
外
自
身
の
見
識
、
生
へ
の
姿
勢
を
め
ぐ
る
著
者
の
見
解
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
。

第
一
は
、
西
洋
精
神
史
に
お
け
る
「
物
」
と
「
心
」
の
問
題
へ
の
着
目
で
あ
る
。
近
代
日
本
は
西
洋
の
「
物
」
だ
け
を
移
入
し
、
「
心
」

の
方
は
切
り
捨
て
た
と
は
、

よ
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
鴎
外
は
、
「
単
に
西
洋
の
「
物
」
に
だ
け
興
味
を
寄
せ
た
人
で

は
な
く
、
西
洋
の
「
心
」
に
も
深
い
関
心
を
寄
せ
た
人
で
あ
っ
た
」
(
二
八
)
。

た
だ
し
著
者
に
よ
れ
ば
鴎
外
は
、
即
物
的
思
考
型
の
人
と
し

て
、
物
と
心
の
統
合
な
ど
と
い
う
「
無
証
明
の
説
」
に
は
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
。

物
心
の
有
機
的
一
体
の
問
題
に
よ
り
深
い
理
解
を
示
し
た
人
と
し
て
著
者
が
肯
定
的
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
西
国
幾
多
郎
と
阿
部
次
郎
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で
あ
る
。
ま
ず
西
田
に
つ
い
て
は
、
『
知
識
の
客
観
性
』
お
よ
び
『
日
本
文
化
の
問
題
』

の
中
の
数
節
を
引
用
し
つ
つ
、
西
国
は
「
魂
と
才
、
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精
神
と
技
術
は
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
説
」
を
と
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
非
西
洋
諸
国
の
具
体
的
な
近
代
化
の
過
程
で
は
、
ま

ず
技
術
や
制
度
な
ど
の
物
的
側
面
が
移
入
さ
れ
る
の
は
「
ほ
と
ん
ど
法
則
的
な
現
象
」
な
の
で
、
「
自
然
科
学
は
自
然
科
学
の
精
神
を
有
っ

た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
「
我
々
は
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
に
珍
て
捉
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
消
化
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

西
田
の
「
命
令
的
な
発
言
」
は
、
「
学
生
た
ち
に
た
い
す
る
訓
戒
と
し
て
は
有
効
で
あ
ろ
う
が
」
、
現
実
の
技
術
化
や
技
術
導
入
に
つ
い
て
の

発
言
と
し
て
は
「
観
念
的
な
当
町
民
E
H，
F
E
E認
に
な
っ
て
し
ま
う
」
(
六
五
〉
と
、
そ
の
現
実
的
な
有
効
性
に
対
し
て
は
否
定
的
な
見

解
を
示
し
て
い
る
。
学
問
世
界
に
お
け
る
哲
学
者
の
原
理
的
な
発
言
は
関
心
の
的
で
な
い
著
者
と
し
て
は
、
こ
れ
は
当
然
の
見
解
な
の
で
あ

ろ
う
。こ

れ
に
対
し
、
「
「
和
魂
洋
才
」
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
心
理
的
な
洞
察
を
示
し
た
学
者
」
と
し
て
-
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
阿
部
次
郎
で
あ

る
。
著
者
は
ま
ず
、
阿
部
の
『
日
本
文
化
と
外
国
文
化
と
の
交
渉
』
(
昭
和
一
五
年
〉
か
ら
、
「
安
直
な
折
衷
主
義
」
に
対
す
る
「
警
一
告
」
と

し
て
次
の
よ
う
な
一
節
を
引
用
す
る
。
「
:
:
:
西
洋
文
化
の
精
神
を
除
外
し
て
西
洋
文
化
の
技
術
の
み
を
吸
収
す
る
こ
と
は
、
問
題
が
深
入

り
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
益
々
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。
ゆ
ゑ
に
わ
が
国
に
お
い
て
古
く
か
ら
套
語
の
や
う
に
使
用
さ

れ
て
来
た
『
和
魂
漢
才
』
や
『
和
魂
洋
才
』
な
ど
と
い
ふ
折
衷
主
義
は
、
異
系
の
文
化
の
接
触
に
根
本
的
な
調
和
を
費
す
こ
と
が
出
来
よ
う

と
は
思
は
れ
な
い
。
『
漢
才
』
は
『
漢
魂
』

に
基
づ
き
、
『
洋
才
』
は
『
洋
魂
』

に
基
づ
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
異
系
文
化
の
接
触
に
あ
っ

て
は
、
魂
と
魂
と
の
折
衝
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
(
六
五
)
。
そ
し
て
、
「
和
魂
」
を
生
成
発
展
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
た
阿
部
次

郎
の
柔
軟
さ
が
、
彼
の
主
張
を
排
他
的
・
復
古
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
に
陥
ら
せ
る
こ
と
か
ら
救
っ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、



「
阿
部
次
郎
は
こ
の
よ
う
に
修
身
教
科
書
を
暗
譜
す
る
よ
う
な
愛
国
主
義
の
偏
狭
を
排
し
つ
つ
、
他
方
で
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や

普
遍
主
義
の
名
に
よ
る
国
籍
脱
出
の
錯
覚
を
戒
め
た
の
で
あ
る
」
(
六
七
〉
と
、
彼
の
柔
軟
な
姿
勢
に
対
し
て
共
感
に
満
ち
た
理
解
を
示
し

て
い
る
。

第
二
は
、
鴎
外
の
留
学
観
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
鴎
外
は
、
坪
内
遁
蓬
の
「
定
見
を
持
し
て
の
洋
行
」
(
九
二
〉
説
に
断
固
反

対
し
、
外
国
か
ら
虚
心
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
鴎
外
の
真
意
は
、
外
国
文
化
の
表
層
的
な
受
容
で
な
な
く
「
感
受
性
そ
れ

自
体
の
変
化
の
要
」
を
説
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
既
得
の
価
値
判
断
の
体
系
に
従
っ
て
西
洋
の
文
物
を
早
急
に
評
価
す
る
こ
と
な

く
、
外
国
体
験
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
判
断
の
体
系
そ
れ
自
体
に
変
化
が
起
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
ま
た
、
著
者
自
身
の
体
験
的
な
留
学
観
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
学
問
摂
取
の
態
度
に
つ
い
て
の
鴎
外
の
姿
勢
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
は
留
学
以
来
、
外
国
の
学
問
摂
取
の
問
題
に
大

き
な
関
心
を
寄
せ
、
「
(
日
本
に
お
い
て
)
学
問
研
究
の
果
実
を
教
え
る
時
期
は
去
っ
た
。
学
問
研
究
そ
の
も
の
を
こ
れ
か
ら
は
教
え
る
べ
き

だ
」
(
一
二
ハ
)
と
主
張
し
て
い
た
。

つ
ま
り
彼
は
、

ベ
ル
ツ
が
東
大
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、

H

日
本
人
は
従
来
、
洋
学
の
果
実
を
輸
入
し
た

が
、
西
洋
に
お
け
る
学
問
的
精
神
は
遠
く
ギ
リ
シ
ャ
に
源
を
発
し
た
も
の
で
一
朝
一
夕
に
成
っ
た
も
の
で
は
な
い
μ

と
語
っ
た
の
と
同
じ
問

題
意
識
を
、
す
で
に
ベ
ル
ツ
よ
り
も
一
四
年
も
前
に
抱
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。
鴎
外
は
、
外
国
の
単
な
る
「
才
」
、
知
識
や
技

術
の
移
入
よ
り
も
、

日
本
に
お
け
る
学
問
的
雰
囲
気
醸
成
の
必
要
、
「
勉
励
模
倣
」
で
は
な
く
「
勉
励
創
作
」
を
深
く
心
に
か
け
て
い
た
の

で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
鴎
外
が
著
者
に
よ
っ
て
「
複
眼
」
を
持
つ
「
偉
大
な
知
識
人
」
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
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「
彼
の
生
き
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
日
本
で
は
も
と
よ
り
、
世
界
で
も
有
数
の
東
西
両
洋
の
知
識
の
持
ち
主
」
(
一
一
一
六
)

で
あ
り
、
複
数

の
語
学
に
通
じ
、
複
眼
的
に
物
事
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
「
二
本
足
の
学
者
」
で
あ
っ
た
。
「
二
本
足
の
学
者
」
と
い
う
言
い
方
は
、
鴎
外

310 

自
身
が
田
口
卯
吉
の
追
悼
文
の
中
で
述
べ
た
言
葉
だ
そ
う
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
の
名
称
は
「
誰
に
も
ま
し
て
、
鴎
外
そ
の
人
に
あ
て
は

ま
る
呼
び
名
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
(
二
二
二
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
自
ら
「
偉
大
な
知
識
人
」
を
目
指
し
た
著

者
自
身
の
理
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
五
は
、
第
四
の
点
と
も
つ
な
が
る
が
、
鴎
外
が
柔
軟
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
言

う
、
「
森
鴎
外
に
は
世
界
の
中
に
お
け
る
日
本
の
歴
史
的
位
置
へ
の
は
っ
き
り
し
た
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
に
無
用
の
強
が
り
は

い
わ
ず
、
自
信
喪
失
の
自
己
卑
下
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
(
一
五

O
V
ま
た
、
「
森
鴎
外
が
当
時
の
安
直
な
西
洋
主
義
者
と
異
な
っ

た
点
は
、
彼
が
西
洋
を
深
く
知
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
し
て
日
本
に
つ
い
て
も
自
覚
的
に
学
ん
だ
が
ゆ
え
に
、
歴
史
的
相
対
性
へ
着
目
し
、

日
本
の
進
歩
発
展
に
つ
い
て
現
実
主
義
的
な
改
良
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
」
(
一
五
回
〉
と
言
う
。
そ
し
て
、
鴎
外
が

「
西
洋
一
辺
倒
の
近
代
主
義
に
も
、
ま
た
反
動
的
な
国
家
主
義
に
も
お
ち
い
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
た
め
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
」
(
二
七
八
)
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
柔
軟
な
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
精
神
と
豊
か
な
知
識
を
も
っ
て
世
界
と
日
本
と
を
鳥

敵
す
る
こ
と
の
で
き
た
眼
が
、
強
が
り
か
自
己
卑
下
の
い
ず
れ
か
に
陥
る
硬
直
し
た
態
度
を
防
い
だ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

こ
に
も
、
著
者
自
身
が
そ
う
し
た
人
間
像
に
理
想
的
な
近
代
日
本
人
の
姿
を
見
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
六
は
、
鴎
外
は
官
人
と
文
学
者
と
い
う
こ
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
高
所
か
ら
も
の
を
見
る
眼
を
持
つ
こ
と
の
で
き
た
人
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
は
在
野
の
立
場
で
政
府
批
判
を
し
た
人
は
多
い
が
、
鴎
外
は
、
官
途
に
就
く
こ
と
に
よ



っ
て
自
ら
近
代
日
本
国
家
の
「
普
請
」
に
内
部
か
ら
参
画
し
た
人
で
あ
っ
た
の
で
、
大
所
高
所
か
ら
も
の
を
見
る
眼
を
持
っ
て
お
り
、
単
に

こ
れ
を
外
部
か
ら
批
判
し
た
知
識
人
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

し
か
も
文
学
者
と
し
て
も
優
れ
、
そ
の
意
味
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
か
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
!
か
を
超
越
し
た
ご
段
と
高
い
視
点
か
ら
事
態
を
観
察
し
て
い
る
赴
き
」
(
二
七
五
)

の
あ
る
人
で
あ
っ
た
、
と
高
い
評
価
を
与
え
ら

れ
て
い
る
。
(
こ
の
こ
と
は
、
本
書
の
最
終
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
鴎
外
の
遺
言
状
の
一
節
、
「
余
ハ
石
見
人
森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン

ト
欲
ス
」
の
解
釈
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
触
れ
な
い
。
〉

最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
乃
木
大
将
の
殉
死
以
後
の
鴎
外
の
姿
勢
を
著
者
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
鴎
外
の
「
体
内
に
ひ
そ
む
日
本
的
伝
統
」
と
「
血
肉
と
化
し
た
西
欧
体
験
」
(
三
二
二
)
と
の
関
わ
り
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
の
体
内
に
は
、
乃
木
大
将
の
殉
死
を
き
っ
か
け
に
噴
出
し
た
よ
う
な
武
士
の
子
の
エ
ー
ト
ス
が
流
れ
て
い
た
。

し
同
時
に
彼
の
中
に
は
、
若
き
日
の
留
学
体
験
に
よ
っ
て
血
肉
化
さ
れ
た
西
欧
的
教
養
が
備
わ
っ
て
い
た
。
従
っ
て
著
者
は
、
乃
木
の
殉
死

以
後
の
鴎
外
を
「
先
祖
返
り
」
と
見
る
見
方
、

た
と
え
ば
唐
木
順
三
の
、
「
両
股
の
学
者
(
鴎
外
)
は
、

一
挙
に
一
方
の
足
に
力
を
こ
め
た
。

一
本
足
に
な
っ
た
」
(
三
二
五
)
と
い
う
よ
う
な
説
に
反
対
す
る
。
大
正
期
以
後
の
鴎
外
の
姿
勢
は
、
決
し
て
一
部
の
評
論
家
が
主
張
す
る

よ
う
な
偏
狭
な
国
家
主
義
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
彼
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
「
二
本
足
の
学
者
」
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は

こ
う
し
た
鴎
外
の
姿
に
、
東
洋
の
倫
理
の
上
に
接
ぎ
木
さ
れ
た
真
の
西
洋
の
精
神
を
見
る
。
そ
し
て
、
『
地
下
の
蘭
化
が
心
』
と
い
う
短
文

に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
人
爵
」
と
い
う
言
葉
に
触
れ
た
く
だ
り
で
、
「
:
:
:
東
洋
の
倫
理
を
良
し
と
し
、

し
か
も
そ
の
上
に
学
問
芸
術
を
尊

び
精
神
の
自
由
を
尊
ぶ
西
洋
の
風
が
す
な
お
に
接
木
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
新
し
い
活
力
が
芽
ば
え
、
そ
こ
に
森
鴎
外
の
生
涯
を
貫
徹
し
た
よ

う
な
強
靭
な
精
神
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
(
四
二
一
二
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
偏
狭
な
国
粋
主
義
で
も
軽
薄
な
西
洋
か

し
か
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ぶ
れ
で
も
な
い
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
「
和
魂
洋
才
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、
著
者
自
身
が

理
想
と
す
る
現
代
日
本
人
の
対
外
姿
勢
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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四

感
想
|
|
思
い
つ
く
ま
ま
l
ーー

最
後
に
、
全
体
を
と
お
し
て
の
感
想
を
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
く
つ
か
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
実
証
的
操
作
に
も
と
づ
く
比
較
文
化
的
研
究
と
い
う
方
法
自
体
が
、
筆
者
が
長
年
親
し
ん
で
き
た
思
想
史
研
究
の
そ
れ
と
基
本
的
に

異
な
る
た
め
、
著
者
の
思
考
パ
タ
ー
ン
や
論
述
の
仕
方
に
な
じ
む
の
に
、
率
直
に
言
っ
て
初
め
は
か
な
り
苦
労
し
た
。

し
か
し
、
著
者
平
川

祐
弘
氏
が
綿
密
な
実
証
的
作
業
に
も
と
づ
い
て
鴎
外
の
内
に
読
み
取
ら
れ
た
対
西
洋
姿
勢
は
、
国
際
化
を
迫
ら
れ
る
現
代
の
日
本
人
が
同
種

の
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
も
、
学
ぶ
べ
き
多
く
の
示
唆
に
満
ち
て
お
り
、
こ
の
面
に
お
け
る
著
者
の
主
張
は
、
基
本
的
に
は
す
べ
て

首
肯
し
た
い
と
考
え
る
。
な
お
筆
者
は
鴎
外
研
究
に
は
門
外
な
の
で
、
こ
の
こ
と
は
鴎
外
観
の
当
否
と
し
て
で
は
な
く
、

日
本
人
の
対
外
姿

勢
の
あ
る
べ
き
姿
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
こ
と
を
、
念
の
た
め
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
な
お
も
う
一
言
つ
け
加
え
れ
ば
、
本
稿
の
発
表
の

あ
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
で
、

一
部
の
参
加
者
の
中
か
ら
、
鴎
外
の
評
価
と
し
て
は
少
し
高
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
率
直

な
感
想
が
出
さ
れ
た
。
(
ち
な
み
に
こ
の
会
の
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
近
代
日
本
の
専
門
的
研
究
者
で
は
な
い
の
で
、
印
象
的
な
感
想
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
)
筆
者
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
直
接
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
る
資
格
は
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
著
者
平
川
氏
自
身
の
実

存
が
、
鴎
外
の
中
か
ら
そ
の
も
っ
と
も
良
い
部
分
を
引
き
出
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
想
を
も
っ
た
こ
と
を
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
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し

お
わ
り
に
、
著
者
の
研
究
方
法
に
関
し
て
は
、
共
感
し
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
一
方
で
、

お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
た
い
部
分
も
あ
っ
た
。

ま
ず
共
感
的
に
受
け
止
め
た
こ
と
と
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

H

歴
史
は
現
在
の
政
治
的
情
念
に
従
っ
て
解
釈
し
た
り
、
特
定

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
道
徳
基
準
に
よ
っ
て
裁
断
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
論
理
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
H

と
い
う
著
者

の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
筆
者
の
周
囲
の
日
本
思
想
史
研
究
者
の
間
で
は
共
有
さ
れ
て
い
る
姿
勢
で
あ
る
が
、

日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研

究
者
に
は
超
越
批
判
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
な
立
場
に
立
つ
人
も
少
な
く
な
い
の
で
、
我
が
意
を
得
た
り
、
と
い
う
思
い
で
受
け
止
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、
倦
越
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
豊
富
な
実
証
的
資
料
の
縦
横
な
扱
い
、
と
く
に
人
間
の
心
の
ひ
だ
の
解
読
な
ど

に
は
、
著
者
の
独
自
の
才
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。

次
に
、
筆
者
は
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
を
専
攻
す
る
も
の
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
者
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
か
が
気
に
か
か

り
意
識
し
て
読
ん
だ
が
、
「
ニ
コ
ラ
イ
主
教
と
内
村
鑑
三
」
(
一
二
二

i
二
二
六
)
や
、
内
村
と
正
宗
白
鳥
の
関
係
に
つ
い
て
な
ど
わ
ず
か
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
宗
教
的
超
越
の
問
題
は
本
書
の
視
野
に
は
な
い
の
で
、
そ
の
わ
ず
か
な
キ
リ
ス
ト
者
へ
の
言

及
の
仕
方
に
つ
い
て
云
々
す
る
の
は
本
質
的
で
な
い
部
分
を
つ
つ
く
こ
と
に
な
る
が
、
例
え
ば
、
鴎
外
の
白
禍
論
と
内
村
や
新
渡
戸
稲
造
の

人
種
平
等
論
を
比
較
し
た
く
だ
り
の
、
鴎
外
は
、
内
村
や
新
渡
戸
の
よ
う
に
「
キ
リ
ス
ト
教
に
依
拠
し
て
人
種
平
等
を
説
き
は
し
な
か
っ

た
」
(
傍
点
筆
者
)
と
い
う
表
現
な
ど
は
、
少
し
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
信

キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
鴎
外
と
違
っ
て
、

仰
が
そ
の
実
存
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た
彼
ら
の
場
合
、

キ
リ
ス
ト
教
は
単
に
時
事
評
論
の
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
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る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
点
批
判
が
ま
し
い
こ
と
を
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
文
学
の
読
解
は
、
実
証
的
な
調
査
・
分
析
を
抜
き
に
し
て
は
行
な
わ

314 

れ
難
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
「
森
鴎
外
の

『
花
子
』
」

の
章
で
、
あ
ま
り
に
も
丹
念
な
実
証
的
分
析
は

芸
術
作
品
を
味
気
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
を
意
識
し
て
、
「
:
:
:
(
こ
う
し
た
分
析
や
調
査
は
)
裁
判
に
た

と
え
る
と
証
拠
調
べ
の
操
作
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
文
学
史
上
の
正
し
い
裁
定
は
こ
の
よ
う
な
操
作
を
抜
き
に
し
て
は
行
な
わ
れ

が
た
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
種
の
分
析
は
怒
意
的
な
文
芸
評
論
の
濫
用
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著

者
の
主
張
は
そ
れ
自
体
は
尤
も
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
、
実
証
的
分
析
な
し
に
は
作
品
の
正
し
い
裁
定
は
行
な
わ
れ
難
い
、
と
い
う
主
張
は
、

い
さ
さ
か
断
定
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
特
に
芸
術
的
作
品
な
ど
の
場
合
に
は
、
「
怒
意
的
な
文
芸
評
論
」
に
陥
る
こ
と
へ

の
あ
ま
り
に
も
禁
欲
的
な
姿
勢
が
、
逆
に
、
研
究
者
の
個
性
に
よ
る
自
由
な
読
解
を
妨
げ
る
面
も
な
し
と
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

我
々
は
、
「
イ
デ
ー
を
見
る
眼
」
(
谷
川
徹
三
に
よ
る
和
辻
哲
郎
の
文
化
史
評
)
と
い
う
、
対
象
の
意
味
へ
の
直
観
的
洞
察
力
と
そ
う
し
た
才

に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
を
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尤
も
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
個
性
に
の
み
可
能
な
こ
と
で
は
あ

ろ
う
が
。

ま
こ
と
に
断
片
的
な
感
想
で
稿
を
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
最
初
に
お
こ
と
わ
り
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
研
究
会
の
た
め
の
発
題
で

あ
る
の
で
ご
海
容
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

最
後
に
、
私
事
に
わ
た
る
こ
と
を
一
言
書
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。



私
自
身
は
平
川
祐
弘
氏
に
お
会
い
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
私
の
実
家
の
母
が
生
前
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
母
は
平
川
氏
の
母
堂

と
若
い
頃
か
ら
親
し
い
お
つ
き
合
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
平
川
氏
の
母
堂
も
す
で
に
故
人
と
な
ら
れ
た
が
、
二
人
の
母
は
、
そ
の

息
子
と
娘
の
間
に
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
接
点
が
生
じ
た
こ
と
を
、
天
上
で
微
笑
ま
し
く
語
り
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
な
ど
と

想
像
し
て
み
た
。
(
私
の
母
は
、
大
先
生
の
著
書
に
対
し
て
倦
越
な
こ
と
を
書
く
娘
の
厚
か
ま
し
き
に
、
恐
ら
く
赤
面
し
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
)
本
稿
を
し
た
た
め
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
感
慨
に
耽
っ
た
こ
と
を
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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