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■
　
前

言

こ
こ
数
年
へ
私
は
日
本
に
お
け
る
国
民
国
家
(
n
a
t
i
o
n
-
s
t
a
t
e
)
　
の
発
現

と
'
そ
こ
に
お
け
る
「
儒
学
知
」
　
の
変
容
・
再
構
成
の
す
が
た
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
き
た
　
(
こ
こ
に
と
-
た
て
て

「
儒
学
知
」
と
称
す
る
の
は
、
教
説
と
し
て
の
儒
教
の
中
身
の
み
に
止
ま
ら

ず
へ
そ
の
変
容
・
再
編
成
を
発
生
さ
せ
る
社
会
内
的
「
知
」
の
質
、
そ
れ

自
体
を
考
察
の
対
象
と
し
て
考
え
る
た
め
に
設
定
し
た
用
語
で
あ
る
。
ま

た
へ
本
発
表
中
に
お
い
て
「
儒
教
」
「
儒
学
」
は
、
個
々
の
日
本
語
文
脈
上
へ

慣
用
的
な
か
た
ち
で
適
宜
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
別
に
こ
と
さ
ら

の
意
味
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
。
私
が
そ
う
し
た
問
題
に
特
に
関

心
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
'
我
々
の
　
「
も
の
の
見
え
方
」
を
規
定
す
る

「
近
代
知
」
そ
の
も
の
が
'
「
国
民
国
家
」
　
の
成
立
と
深
-
関
連
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
'
近
年
痛
感
す
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の

「
こ
の
近
代
」
を
構
成
す
る
知
的
諸
制
度
が
、
一
九
世
紀
以
降
の
、
新
造
物

「
国
民
(
n
a
t
i
o
n
)
」
と
し
て
自
己
認
識
・
他
者
認
識
と
底
の
と
こ
ろ
で
深
く

関
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
今
日
ほ
ど
へ
歴
史
的
人
造
物
と
し
て
の
「
国
家
」
や

「
国
民
」
概
念
の
内
実
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
時
は
な
い
。
仕
界
シ
ス
テ
ム

の
全
般
的
な
組
み
替
え
に
否
応
な
-
直
面
さ
せ
ら
れ
る
な
か
で
、
近
代
に

「
創
造
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
伝
統
」
の
強
制
力
や
認
識
の
枠
組
み
に

い
ま
だ
に
補
足
さ
れ
続
け
る
内
な
る
意
識
と
、
経
済
や
情
報
の
圧
倒
的
な

ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
の
進
行
に
象
徴
さ
れ
る
'
多
文
化
化
や
文
化
複
合
化
の

進
展
と
の
狭
間
で
、
私
た
ち
は
明
確
な
見
通
し
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
へ
両

者
の
問
の
裂
け
目
を
埋
め
か
ね
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
裂
け
目
か
ら

噴
出
す
る
よ
う
に
し
て
、
世
界
各
地
で
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
　
(
エ
ス

ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
e
t
h
n
o
-
n
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
)
　
が
発
生
し
'
ま
た
私
た
ち

個
々
人
内
部
に
お
い
て
も
、
内
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
「
国
民
意
識
」
を

い
か
に
制
御
す
る
か
が
、
重
要
な
問
題
と
な
-
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
現

状
を
省
み
る
と
き
'
今
日
も
我
々
の
意
識
を
束
縛
し
続
け
る
近
代
の
諸
言

説
の
「
創
造
-
想
像
」
性
を
露
わ
に
し
へ
そ
の
拘
束
か
ら
い
か
に
脱
し
て

い
-
か
'
あ
る
い
は
そ
の
拘
束
性
を
い
か
に
横
和
し
て
い
く
か
を
考
え
る

こ
と
は
、
思
想
史
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
重
要
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
民
国
家
」
や
「
国
民
」
と
い
っ
た
近
代
特
有
の
「
創
造
物
」
の
成
立
過



程
が
、
思
想
史
研
究
上
に
あ
ら
た
に
内
省
的
検
討
課
題
と
し
て
浮
上
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
し
ば
ら
く
、
そ
の
問
題
を
私
は
特
に
、
日

本
に
お
け
る
<
「
国
民
国
家
」
の
成
立
と
儒
学
知
の
変
容
∨
と
い
う
視
角
か

ら
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
「
近
代
知
」
と
は
い
か
な
る
知
的
制
度
で
あ
っ

た
の
か
へ
近
代
的
「
知
識
人
」
は
い
か
に
成
立
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ

ら
啓
蒙
的
「
知
識
人
」
　
に
よ
っ
て
新
造
物
「
国
民
」
は
い
か
な
る
も
の
と

し
て
形
象
化
さ
れ
、
中
味
が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
、

儒
学
知
の
変
質
・
再
構
成
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
回
は
'
以
上
述
べ
た
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
昨
年
度
中
　
(
一
九
九
九

年
四
月
-
二
〇
〇
〇
年
三
月
)
　
に
発
表
し
た
三
論
文
を
基
に
、
共
通
す
る

問
題
構
図
を
取
-
出
し
'
特
に
①
「
知
識
人
」
　
の
成
立
と
儒
学
知
の
変
容
へ

②
「
国
民
」
形
象
化
と
儒
教
表
象
と
い
う
二
側
面
に
限
定
し
て
論
じ
て
み

た
い
　
(
「
思
想
史
の
脱
構
築
と
「
知
識
人
」
論
の
発
生
」
『
江
戸
の
思
想
』

1
0
号
、
ペ
-
か
ん
社
へ
　
「
「
東
洋
倫
理
」
と
い
う
思
想
　
-
　
西
晋
一
郎
の
所

説
を
め
ぐ
っ
て
　
-
　
」
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
8
号
へ
広
島
大
学
、
「
「
知
識

人
」
　
の
自
立
・
「
知
」
の
領
分
　
-
　
明
六
社
同
人
に
お
け
る
　
-
　
」
『
日
本

学
報
』
1
9
号
、
大
阪
大
学
)
。
こ
こ
で
は
、
上
記
の
各
論
文
で
展
開
し
た
事

例
検
討
の
詳
細
よ
-
'
む
し
ろ
問
題
構
図
を
鮮
明
化
す
る
こ
と
に
重
点
を

置
き
た
い
と
思
う
。

■
　
東
ア
ジ
ア
近
代
に
お
け
る
「
国
民
国
家
」
成
立
と
儒
教

Ⅱ

そ
も
そ
も
日
本
へ
　
そ
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
現

は
'
「
西
洋
の
衝
撃
」
に
対
す
る
反
応
と
し
て
発
生
し
た
。
ま
さ
し
-
西
洋

か
ら
移
植
さ
れ
、
し
か
し
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
西
洋
に
対
抗
す
る
枠
組

み
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
国
民
国
家
」
や
「
国
民
」
と
い
う
新

概
念
も
西
洋
か
ら
移
植
さ
れ
、
さ
ら
に
は
戊
成
政
変
に
破
れ
た
梁
啓
超
が

日
本
亡
命
か
ら
帰
国
後
に
「
国
民
」
意
識
の
形
成
を
提
唱
し
た
例
に
も
兄

い
だ
せ
る
よ
う
に
、
日
本
を
1
つ
の
媒
介
と
し
て
東
ア
ジ
ア
に
広
が
る
形

で
も
伝
播
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
わ
け
で
'
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
　
「
国
民
国
家
」
形
成
の
運
動
は
へ
　
そ
の
流
行
は
時
間
に
お

い
て
ズ
レ
は
あ
る
も
の
の
、
共
有
す
る
枠
組
み
の
下
に
展
開
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
的
独
自
性
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
言
う
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
言
説
の
性
格
上
、
中
国
へ
韓
国
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
は
相
当
に
異
な
っ
た
姿
を
と
っ
て
表
出
さ
れ
た
。
今
日
へ
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
や
近
代
国
民
の
あ
-
方
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
に
際
に
も
'
往
々

そ
れ
ら
個
別
の
歴
史
性
、
事
情
ば
か
-
が
摘
出
さ
れ
て
'
個
々
の
特
殊
主

義
そ
れ
自
体
が
批
判
の
中
心
と
な
と
共
通
す
る
問
題
構
成
(
国
民
国
家

請
)
　
か
ら
の
議
論
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
あ

る
。
そ
う
し
た
個
別
性
、
特
殊
性
に
還
元
さ
れ
な
い
'
思
想
史
研
究
上
の

視
野
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
個
々
の
思
想
家

間
の
影
響
関
係
や
伝
達
関
係
か
ら
多
-
が
論
じ
ら
れ
た
'
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
「
西
洋
」
受
容
に
関
し
て
も
、
最
近
な
さ
れ
た
日
本
の
研
究
例
で
言

え
ば
'
山
室
信
1
氏
の
提
唱
す
る
「
思
想
連
鎖
」
と
い
う
観
点
や
'
刊
行
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さ
れ
た
ば
か
り
の
　
『
共
同
研
究
・
梁
啓
超
』
　
(
狭
間
直
樹
編
、
み
す
ず
書

戻
)
の
よ
う
に
'
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
「
共
通
す
る
問
題
構
成
」
が
(
時

と
し
て
日
本
を
媒
介
と
し
つ
つ
)
　
い
か
に
展
開
し
、
ま
た
い
か
に
異
な
る

問
題
を
発
生
さ
せ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
議
論
が
出
現
し
っ
つ
あ
る
の

は
'
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。
1
9
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
体
験
を
'

共
通
す
る
問
題
構
成
か
ら
批
評
し
て
い
-
こ
と
が
'
今
ま
さ
に
求
め
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
東
ア
ジ
ア
思
想
史
」
と
い
う
も
の
を
今
あ
ら
た
め
て
語
り

得
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
か
つ
て
多
-
な
さ
れ
た
、
ア
ジ
ア
論
的
主
題
に
吸
収
さ
れ
る
も
の

や
、
相
互
間
の
影
響
史
的
な
分
析
へ
あ
る
い
は
ま
た
個
々
の
地
域
へ
歴
史

の
類
型
化
を
結
論
と
し
て
導
-
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
成
立
し
得
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
問
題
設

定
を
構
想
す
る
際
、
一
九
世
紀
末
ア
ジ
ア
の
思
想
世
界
が
'
「
国
民
国
家
」

論
を
経
た
'
今
日
の
近
代
批
判
の
視
座
か
ら
あ
ら
た
め
て
主
題
化
さ
れ
得

る
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
、
l
九
世
紀
東
ア
ジ
ア

知
識
人
社
会
に
お
け
る
個
々
の
知
的
経
験
を
'
「
国
民
化
」
と
知
の
再
編
と

い
う
共
通
の
問
題
構
成
か
ら
批
評
し
て
ゆ
-
可
能
性
で
あ
る
。

か
つ
て
私
は
近
年
の
「
儒
教
文
化
園
」
論
・
「
漢
字
文
化
圏
」
論
へ
の
批

判
的
分
析
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
'
今
回
の
一
連
の
「
論
争
」

を
'
近
代
ア
ジ
ア
「
国
民
国
家
」
像
を
巡
る
再
検
討
の
大
き
な
流
れ

の
中
に
必
然
的
に
発
生
し
た
、
1
エ
ピ
ソ
ー
ド
(
「
空
き
わ
ざ
」
)
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
へ
そ
う
し
た
「
語
-
」
を
も

派
生
さ
せ
る
「
近
代
」
　
の
言
説
の
問
題
と
し
て
'
す
な
わ
ち
、
他
の

諸
言
説
と
「
問
-
言
説
」
的
に
産
出
さ
れ
へ
近
代
の
制
度
(
「
近
代
の

文
法
」
)
に
関
与
し
て
い
っ
た
も
の
と
し
て
の
内
容
'
プ
ロ
セ
ス
を
明

ら
か
に
す
る
か
た
ち
で
の
、
儒
教
的
言
説
の
再
検
討
が
、
新
た
に
射

程
内
に
入
っ
て
-
る
で
あ
ろ
う
。
(
「
情
報
化
と
儒
教
社
会
の
イ
メ
ー

ジ
」
へ
青
木
保
・
梶
原
景
昭
編
『
情
報
化
と
ア
ジ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
』
東

大
出
版
会
、
l
九
九
九
年
)

同
論
文
中
に
お
い
て
私
は
ま
た
へ
「
儒
教
文
化
圏
」
論
争
の
派
生
物
と
し
て
'

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
初
め
て
「
ア
ジ
ア
と
は
何
か
」
が
ア
ジ
ア
内
部
か
ら

請
-
だ
さ
れ
た
端
緒
と
し
て
『
フ
ォ
ー
リ
ン
ア
フ
ェ
ア
1
-
ズ
』
誌
に
お

け
る
リ
ー
・
ク
ア
ン
・
ユ
ー
と
金
大
中
の
対
話
を
例
に
あ
げ
た
が
'
そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
l
連
の
議
論
の
中
身
に
生
産
的
価
値
を
見
出
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
議
論
が
「
ア
ジ
ア
内
部
か
ら
」
初
め
て
発
生
し

た
こ
と
に
〓
疋
の
歴
史
的
意
味
を
見
出
し
へ
そ
れ
が
結
局
は
　
(
論
者
の
意

図
と
は
別
に
)
、
実
体
と
し
て
の
「
ア
ジ
ア
論
」
的
視
野
を
解
体
さ
せ
へ
そ

の
先
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
共
有
す
る
問
題
構
成
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
へ

と
つ
な
が
る
端
緒
と
な
る
で
あ
ろ
う
へ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
際
へ
共
有
す
る
大
き
な
問
題
構
成
と
し
て
立
ち
表
れ
て
-
る
は
ず
の

も
の
と
し
て
私
が
想
定
し
た
の
が
、
先
述
の
'
東
ア
ジ
ア
の
t
九
世
紀
と

「
国
民
国
家
」
「
国
民
化
」
　
の
問
題
で
あ
っ
た
。

「
国
民
国
家
」
「
国
民
化
」
の
課
題
は
'
東
ア
ジ
ア
が
「
外
か
ら
」
の
緊

急
課
題
と
し
て
共
有
し
た
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
へ
そ
れ
へ
の
対
応
の
過

r/i1
3



程
が
'
現
代
に
つ
な
が
る
東
ア
ジ
ア
の
諸
問
題
に
反
映
し
た
も
の
だ
か
ら

で
あ
-
'
ま
た
　
「
国
民
化
」
と
い
う
課
題
は
ア
ジ
ア
に
お
い
て
い
ま
も

生
々
し
い
今
日
的
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
近
代
知
」
を

対
象
化
す
る
際
に
、
「
国
民
化
」
に
同
伴
す
る
「
知
」
の
再
編
の
あ
り
よ
う

は
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
-
、
そ
こ
で
は
そ
れ
ま
で
東
ア
ジ
ア
に
共

通
の
「
言
語
」
で
あ
っ
た
儒
教
の
再
編
、
そ
れ
を
発
生
さ
せ
る
「
儒
学
知
」

の
変
質
へ
さ
ら
に
は
　
(
時
と
し
て
近
代
に
再
生
さ
れ
る
)
「
表
象
」
と
し
て

の
儒
教
が
へ
そ
の
本
質
的
な
論
点
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

近
代
的
「
知
の
編
制
」
を
問
題
と
し
へ
「
問
題
構
成
」
そ
れ
自
体
の
成
立

過
程
を
検
討
主
題
と
す
る
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
手
法
が
思

想
史
研
究
に
介
入
す
る
可
能
性
も
、
そ
こ
で
初
め
て
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
た
に
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
研
究
の
視
野

か
ら
の
問
題
提
起
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
、
"
I
n
t
e
r
-
A
s
i
a
C
u
l
t
u
r
a
l
S
t
u
d
i
e
s
"

第
言
す
が
へ
特
集
と
し
て
E
'
P
r
o
b
l
e
m
a
t
i
z
i
n
g
.
:
A
s
i
a
'
"
を
掲
げ
へ
冒
頭
に

孫
歌
氏
の
論
文
「
ア
ジ
ア
と
は
何
か
」
を
載
せ
る
の
も
ち
そ
う
し
た
へ
新

た
な
課
題
と
し
て
の
　
「
ア
ジ
ア
」
論
の
可
能
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
同
誌
を
主
導
す
る
1
人
へ
台
湾
在
住
の
学
者
、
陳
光
興
氏
は
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
雑
誌
の
表
題
に
触
れ
、
「
ア
ジ
ア
を
ひ
と
つ
の
主
体
概
念
と
し

て
考
え
る
言
説
に
対
抗
す
る
た
め
」
　
に
'
そ
も
そ
も
従
来
知
的
連
動
が

長
-
不
在
で
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
知
的
空
間
に
、
「
批
判
的
知
性
の
相
互
交

流
の
場
」
を
設
け
る
た
め
、
あ
え
て
そ
う
題
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
(
『
週

刊
読
書
人
』
二
〇
〇
〇
へ
九
へ
八
)
。
孫
歌
氏
の
巻
頭
論
文
は
ま
さ
に
、
そ

う
し
た
同
誌
編
集
の
意
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

Ela
以
上
の
よ
う
な
、
「
国
民
国
家
」
論
以
後
の
新
た
な
「
東
ア
ジ
ア
思
想

史
」
　
の
可
能
性
模
索
の
中
で
、
私
が
具
体
的
に
今
考
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
'
繰
-
返
す
こ
と
に
な
る
が
'
そ
れ
ら
「
国
民
化
」
の
場
面
に
お
け

る
近
世
以
来
の
儒
教
の
変
容
へ
あ
る
い
は
近
代
知
識
人
発
生
の
場
面
で
の

儒
学
知
の
変
質
、
「
国
民
」
形
象
化
と
表
象
と
し
て
の
儒
教
の
関
連
(
い
か

に
内
的
に
動
員
さ
れ
た
か
)
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。
東
ア
ジ

ア
の
知
識
人
社
会
に
と
っ
て
'
仝
-
新
し
い
体
験
で
あ
っ
た
「
国
民
」
「
国

民
国
家
」
と
い
う
主
題
が
、
　
　
世
紀
の
知
的
世
界
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
言
説
化
さ
れ
変
容
し
て
い
っ
た
か
'
そ
れ
を
特
に
、
そ
れ
ま
で
東
ア

ジ
ア
の
共
通
の
「
普
遍
的
言
語
」
で
あ
っ
た
「
儒
学
知
」
　
の
変
容
、
再
生

の
問
題
と
し
て
、
日
本
と
い
う
場
か
ら
検
討
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
と
い
う
わ
け
で
、
本
報
告
で
は
ま
ず
そ
の
端
緒
と
し
て
、
江
戸
期
末

か
ら
明
治
初
に
か
け
て
の
「
知
識
人
」
発
現
の
様
相
か
ら
述
べ
て
い
き
た

い
。

■
　
「
知
識
人
」
の
成
立
と
儒
学
知
の
変
容

日
本
に
「
知
識
階
級
」
と
い
う
用
語
が
出
現
し
た
の
は
大
正
期
に
お
い

て
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
的
意
味
で
の
「
知
識
人
」
発
生
の
端
緒
が
、
明

93



治
初
期
へ
森
有
礼
の
提
言
を
き
っ
か
け
に
、
自
覚
的
に
、
純
粋
な
学
問
交

流
・
対
話
を
め
ざ
し
て
政
府
「
外
部
」
に
結
成
さ
れ
た
「
明
六
社
」
同
人

た
ち
の
活
動
に
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
な
か
で
も
'
結
社
早
々
'

そ
の
機
関
誌
『
明
六
雑
誌
』
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
「
学
者
職
分
論
争
」

は
'
日
本
近
代
の
入
-
ロ
で
な
さ
れ
た
黄
初
の
本
格
的
「
知
識
人
論
」
と

し
て
、
近
代
知
識
人
の
成
立
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
せ
な
い
出
来
事
で
あ

る
.
こ
の
論
争
は
、
『
学
問
の
す
す
め
』
第
四
編
と
し
て
明
治
七
年
(
一
八

七
四
)
　
に
刊
さ
れ
た
福
沢
論
告
「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
に
端
を
発
L
へ

『
明
六
雑
誌
』
第
二
号
に
同
人
か
ら
の
反
論
が
載
る
と
い
う
形
で
推
移
し
た

も
の
で
あ
る
。
私
が
こ
の
論
争
に
興
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
、
日
本
に

お
け
る
「
知
識
人
」
成
立
の
条
件
や
'
彼
ら
が
背
負
っ
た
思
想
的
課
題
を

露
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
自
体
が
近
代
「
知
識
人

論
」
　
の
先
駆
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う

に
「
近
代
知
」
へ
あ
る
い
は
近
代
「
知
識
人
」
の
自
明
性
や
社
会
内
的
意
味

が
、
「
国
民
国
家
」
の
揺
ら
ぎ
と
共
に
'
根
底
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
い
る
今

日
へ
　
最
初
期
に
お
け
る
そ
の
あ
り
よ
う
を
探
る
こ
と
は
'
近
代
日
本
に
お

い
て
「
知
識
人
」
成
立
の
条
件
が
何
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

福
沢
の
「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
は
、
西
欧
列
強
に
対
す
る
「
日
本
国
」

の
自
立
と
い
う
大
命
題
に
際
L
へ
「
学
者
」
が
独
立
し
た
「
職
分
」
を
有
す

る
こ
と
が
い
か
に
重
要
事
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
政

府
」
「
人
民
」
両
面
か
ら
の
協
調
に
よ
る
「
l
国
全
体
の
独
立
」
を
い
う
福

沢
は
、
「
文
明
」
を
進
め
る
た
め
に
は
た
だ
政
府
に
頼
る
の
み
な
ら
ず
へ
民

間
に
お
け
る
独
立
領
域
と
し
て
の
　
「
学
者
の
職
分
」
　
の
確
立
が
必
須
で
あ

る
こ
と
を
説
-
も
の
で
あ
っ
た
。
「
外
部
の
刺
衝
(
外
部
か
ら
の
刺
激
)
」

と
し
て
の
役
割
を
全
う
す
る
こ
と
で
'
旧
幕
以
来
の
沈
滞
し
た
　
「
気
風
」

の
刷
新
が
は
か
ら
れ
、
真
の
　
「
国
民
化
」
が
達
成
さ
れ
る
と
論
じ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
福
沢
も
そ
の
一
員
で
あ
る
明
六
社
同
人
た
ち
か
ら
、

反
論
が
1
斉
に
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
o
そ
れ
ら
議
論
の
中
味
は
多
様
で

あ
る
が
、
批
判
の
ボ
イ
ン
-
は
三
見
し
て
お
り
へ
学
者
が
官
途
に
就
-
こ

と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
絞
ら
れ
る
。
そ
し
て
　
「
論
争
」
は
'

結
局
へ
私
学
か
官
学
か
と
い
う
、
燥
小
化
さ
れ
た
論
点
に
集
約
さ
れ
て
し

ま
い
、
福
沢
が
提
出
し
た
、
文
明
論
の
視
座
か
ら
の
「
学
者
の
領
分
」
　
の

提
言
は
、
十
分
顧
み
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
'
明
治
初
年
に
お
け
る
、
知
識
人
の
社
会
内
的
存
在
の
不
安
定

さ
が
'
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
知
識
人
」
創
出
の
問
題
を
考
え
る
際
、
日
本
に

お
け
る
場
合
が
中
国
へ
朝
鮮
と
明
白
に
異
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
l
八
世

紀
日
本
に
お
い
て
「
読
書
人
」
や
「
両
班
」
　
の
如
き
へ
　
目
に
見
え
る
か
た

ち
で
の
　
「
教
養
的
社
会
身
分
階
層
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
へ
近
代
知
識
人
の
成
立
に
当
た
っ
て
も
、
か
つ
て
の
江
戸
期
の

「
芸
者
」
の
如
き
「
御
儒
者
」
の
境
遇
(
熊
沢
蕃
山
)
か
ら
の
脱
皮
が
、
当

事
者
間
に
強
-
意
識
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
社
会
内
的
存
在
様

態
が
不
明
な
中
で
'
「
知
識
人
」
と
し
て
の
自
立
を
果
た
そ
う
と
し
た
明
六

社
同
人
た
ち
の
混
乱
が
、
こ
の
「
論
争
」
　
に
は
、
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
'
啓
蒙
的
「
知
識
人
」

と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
、
近
代
に
特
有
の
特
権
的
な
歴
史
的
存
在
、
社

会
内
存
在
で
あ
-
、
そ
う
し
た
事
実
は
中
国
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
変
わ
ら

0
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な
い
。
中
国
に
お
い
て
も
、
「
読
書
人
」
が
「
近
代
知
識
人
」
　
へ
の
脱
皮
に

際
し
て
、
華
夷
秩
序
的
自
己
認
識
の
桂
櫓
か
ら
容
易
に
脱
し
得
ず
'
近
代

文
明
論
的
自
己
認
識
へ
の
転
回
に
苦
闘
し
た
こ
と
が
、
す
で
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
(
佐
藤
慎
一
『
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文
明
』
東
大
出
版
会
)
。

す
な
わ
ち
へ
「
近
代
知
識
人
」
　
へ
の
脱
皮
に
お
け
る
「
蹟
き
の
石
」
が
何
で

あ
っ
た
か
は
'
個
々
の
歴
史
的
条
件
に
よ
-
異
な
る
部
分
が
大
き
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
個
別
条
件
の
異
な
-
を
超
え
て
'
中
国
へ
　
日
本

と
も
に
、
近
代
「
知
識
人
」
　
へ
の
脱
皮
に
当
た
っ
て
存
在
し
た
最
大
の
問

題
は
'
そ
れ
ま
で
の
自
ら
の
学
問
(
と
い
う
よ
-
社
会
全
体
を
説
明
す
る

装
置
・
全
体
の
学
た
る
)
儒
教
を
'
あ
ら
た
め
て
い
か
に
意
味
づ
け
る
か

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
私
に
と
っ
て
の
関
心
事
は
、
む
し
ろ

そ
う
し
た
課
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
「
知
識
人
」
の
自
立
が
ど
の
よ
う
な

共
有
す
る
知
的
生
地
を
母
胎
に
し
て
発
生
し
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
へ
　
そ

し
て
彼
ら
が
「
知
識
人
」
と
し
て
自
立
し
社
会
内
に
意
味
を
有
し
て
い
く

過
程
で
'
「
国
民
」
の
「
知
」
へ
　
い
わ
ゆ
る
近
代
的
「
均
質
な
知
」
が
、
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
何
を
素
材
に
'
彼
ら
の
手
に
よ
り
紡
ぎ
出

さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
'
そ
れ
ら
を
近
代
に
お
け
る
儒
教
再
構
成
と
い

う
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

中
国
に
お
け
る
「
知
識
人
」
　
の
自
立
と
そ
れ
ま
で
の
儒
教
と
の
関
連
に

っ
い
て
、
中
国
学
者
山
口
久
和
氏
は
、
氏
自
身
き
わ
め
て
近
代
主
義
的
な

立
場
か
ら
'
章
学
誠
ら
清
朝
知
識
人
の
意
識
形
態
の
変
化
に
へ
そ
の
内
在

的
展
開
の
跡
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
氏
は
、
中
国
に
お
け
る
「
儒
者

(
経
世
家
)
か
ら
学
者
(
私
的
な
知
的
活
動
の
実
践
者
)
　
へ
」
の
変
質
を
、

清
朝
乾
嘉
期
に
顕
著
と
な
る
儒
教
の
脱
政
治
化
の
延
長
線
上
に
捉
え
、
彼

ら
の
儒
学
説
の
内
的
変
質
の
解
読
を
通
じ
て
も
近
代
知
識
人
成
立
へ
の
発

端
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
　
(
『
章
学
誠
の
知
識
論
』
創
文
社
)
。

翻
っ
て
見
た
場
合
へ
近
代
日
本
に
お
け
る
「
知
識
人
」
　
の
自
立
に
お
い
て

顕
著
だ
っ
た
の
は
'
過
去
の
儒
者
の
境
遇
か
ら
の
決
別
宣
言
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
多
-
、
旧
制
度
と
l
緒
に
儒
教
的
伝
統
を
批
判
、
唾
棄
L
へ
そ
れ

ま
で
の
　
(
多
-
の
場
合
自
ら
も
そ
う
で
あ
っ
た
)
儒
者
を
「
腐
儒
」
と
切

-
捨
て
る
こ
と
で
も
自
ら
の
位
置
づ
け
を
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
過

去
の
儒
教
と
の
決
別
宣
言
は
'
「
学
者
は
学
者
に
て
私
に
事
を
行
う
」
べ
き

だ
と
し
た
福
沢
や
、
「
一
国
の
独
立
、
国
民
の
独
立
」
に
は
「
必
ず
先
ず
其

の
学
問
を
独
立
さ
せ
」
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
小
野
梓
ら
に
止
ま
ら
ず
、

全
般
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
'
も
ち
ろ
ん
「
知
識

人
」
　
の
自
立
と
そ
れ
ま
で
の
儒
教
的
教
養
と
の
間
の
連
絡
は
、
「
決
別
宣

言
」
に
言
う
よ
う
に
簡
単
な
も
の
で
は
あ
-
得
な
い
。
同
じ
-
明
六
社
同

人
、
中
村
正
直
の
発
言
に
代
表
さ
れ
る
積
極
的
な
儒
教
活
用
論
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
の
錯
綜
の
中
に
、
そ
う
し
た
意
志
的
「
決
別
宣
言
」
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
決
別
宣
言
」
の
「
宣
言
」
と
し
て
の
重

み
は
そ
れ
と
し
て
'
1
方
、
彼
ら
の
知
的
教
養
の
大
部
分
が
儒
教
の
学
習

に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
へ
近
代
「
知

識
人
」
　
の
自
立
を
な
さ
~
し
め
た
儒
教
的
教
養
の
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
'
依
然
重
要
な
論
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

「
知
」
の
変
容
が
常
に
過
去
の
再
構
成
を
伴
う
以
上
へ
そ
こ
に
は
'
江
戸
期

儒
教
が
新
た
な
学
問
内
に
い
か
に
配
置
、
あ
る
い
は
再
生
さ
れ
た
の
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第
1
の
問
題
に
関
し
て
私
が
着
目
し
て
い
る

の
ほ
う
一
八
世
紀
以
降
の
江
戸
期
儒
教
(
特
に
反
狙
棟
学
以
降
)
　
の
質
的
　
4
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変
容
が
、
彼
ら
に
共
通
す
る
知
的
素
地
を
提
供
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
教
義
」
と
し
て
の
儒
教
か
ら
「
教
養
」
と
し
て
の
儒
教

へ
の
転
換
が
'
一
八
世
紀
中
期
日
本
に
お
い
て
あ
-
、
そ
れ
が
近
代
知
識

人
発
生
の
生
地
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
が
(
「
素
読
」
的

儒
学
教
養
と
は
何
か
へ
そ
れ
ら
は
江
戸
後
期
の
儒
学
と
ど
う
連
続
し
'
ま

た
切
断
す
る
か
と
い
っ
た
諸
課
題
)
、
今
回
は
そ
の
点
は
省
略
す
る
。
第
二

点
へ
す
な
わ
ち
へ
彼
ら
が
過
去
と
「
決
別
」
し
っ
つ
'
そ
れ
ま
で
の
儒
教

教
養
を
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
内
に
潜
在
化
、
意
味
づ
け
し
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
点
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
国
民
化
」
　
の
言
説
に
儒
教
表
象
が

い
か
に
動
員
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
も
繋
が
り
、
「
近
代
知
」
の
1
性
格

に
も
関
わ
る
問
蓮
で
あ
る
。
新
造
物
た
る
「
国
民
」
　
の
内
実
を
先
導
的
に
、

論
理
画
か
ら
埋
め
て
い
こ
う
と
す
る
近
代
啓
蒙
「
知
識
人
」
　
の
言
説
内
部

で
'
自
ら
の
教
養
と
し
て
江
戸
期
か
ら
持
ち
越
し
た
「
儒
学
知
」
は
、
は

た
し
て
い
か
な
る
変
成
を
遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

前
に
触
れ
た
「
学
者
職
分
論
争
」
　
で
福
沢
に
反
駁
し
た
西
周
は
、
同
じ

-
『
明
六
雑
誌
』
に
「
知
説
」
と
称
す
る
論
文
を
連
載
し
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
彼
は
'
儒
学
の
学
問
方
法
を
批
判
し
っ
つ
、
啓
蒙
的
知
の
確
立
を

説
い
て
い
る
の
だ
が
'
彼
は
論
理
学
者
ら
し
-
「
知
」
を
細
分
化
L
へ
さ

ら
に
「
学
術
」
「
学
城
」
と
い
っ
た
用
語
の
再
定
義
を
な
し
つ
つ
、
自
ら
の

知
的
来
歴
、
江
戸
期
儒
教
を
'
「
学
術
」
領
域
内
部
の
問
題
と
し
て
'
再
編

成
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
の
は
、
功
利
主
義
的

観
点
か
ら
な
さ
れ
る
孔
子
以
来
の
「
儒
教
史
」
　
の
再
編
で
あ
る
が
'
同
時

に
そ
こ
で
は
'
江
戸
期
儒
教
も
同
様
の
観
点
か
ら
再
評
価
へ
再
整
理
が
な

さ
れ
(
根
株
学
が
高
-
評
価
さ
れ
、
思
想
史
上
に
再
配
置
さ
れ
る
な
ど
)
、

「
学
術
」
領
域
内
部
に
新
た
な
位
置
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
の
で

あ
る
　
(
『
百
l
新
論
』
　
『
百
学
連
環
』
)
。
そ
し
て
へ
　
こ
う
し
た
例
は
西
周
1

人
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
-
の
自
立
し
た
「
知
識
人
」
た
ち

に
と
っ
て
江
戸
期
儒
教
は
、
独
立
領
域
と
し
て
の
「
学
問
」
を
新
た
に
構

築
す
る
上
で
の
第
t
の
批
判
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
ら
に
よ
-
新
た

に
近
代
的
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
対
象
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ら
は
多
分
に
、
近
代
日
本
「
国
民
」
像
の
形
成
に
相
応
す
る
体
で
の

「
江
戸
儒
教
史
の
再
構
成
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
「
倫
理
学
」
を

成
立
さ
せ
た
井
上
曹
次
郎
が
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
を
書
き
、
「
陽
明

学
派
」
と
い
う
(
架
空
の
)
「
実
在
」
を
立
ち
上
げ
た
の
も
そ
の
顕
著
な
一

例
で
あ
る
。
彼
ら
は
'
新
た
な
学
問
領
域
内
の
一
部
門
と
し
て
、
江
戸
期

儒
教
の
再
構
成
を
行
っ
た
の
だ
が
へ
　
こ
の
再
構
成
の
言
説
は
新
造
物
た
る

「
国
民
」
概
念
の
内
部
を
埋
め
る
べ
-
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
は
へ
ま
も
な
-
「
国
民
道
徳
論
」
　
の
骨
格
的
部
分
と
し
て
'
明
治
～
大

正
期
日
本
の
道
徳
教
育
の
根
幹
と
な
っ
て
い
-
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
か

ら
考
え
る
と
'
儒
教
は
い
わ
ば
「
国
民
」
的
教
養
と
し
て
、
む
し
ろ
へ
明

治
期
以
降
に
1
股
化
・
血
肉
化
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
お

い
て
は
む
し
ろ
へ
一
九
世
紀
こ
そ
が
儒
教
的
教
養
(
た
だ
し
近
代
の
産
物

と
し
て
の
)
が
喧
伝
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
儒
教
回
顧
、
_
再
構
成
の
運
動
は
'
そ
れ
以
後
も
、
相
異
な

る
場
面
で
の
「
国
民
」
化
形
象
の
際
に
'
有
効
な
基
盤
と
し
て
動
員
さ
れ

続
け
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
残
さ
れ
た
時
間
で
へ
　
そ
の
t
場
面
と
し
て
、
1
九
三
〇
年
代

の
l
事
象
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ち
な
み
に
t
 
t
九
三
〇
年
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代
と
は
、
「
満
州
国
」
建
国
を
契
機
と
す
る
日
本
の
「
多
民
族
国
家
化
」

(
新
た
な
段
階
で
の
「
国
民
化
」
)
が
図
ら
れ
た
時
期
で
あ
-
、
ま
た
へ
今

日
研
究
史
上
に
「
古
典
」
と
し
て
残
る
津
田
左
右
吉
、
和
辻
哲
郎
、
武
内

義
雄
ら
の
重
要
著
作
が
著
さ
れ
、
「
国
体
明
徴
」
と
と
も
に
「
東
洋
精
神
」

が
鼓
吹
さ
れ
た
、
思
想
史
上
重
要
な
l
時
期
で
あ
り
、
懇
意
的
に
選
び
取

ら
れ
た
随
意
の
一
時
期
と
し
て
こ
こ
に
提
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

m
一
九
三
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
「
国
民
化
」
の
言
説
と
儒
教
表
象

思
想
史
家
、
橋
川
文
三
は
か
つ
て
「
な
ぜ
本
来
歴
史
も
国
情
も
異
に
す

る
数
千
年
前
の
古
代
中
国
思
想
が
、
特
殊
な
日
本
と
い
う
政
治
社
会
の
本

体
(
-
国
体
)
を
擁
護
す
る
も
の
と
し
て
た
え
ず
回
顧
さ
れ
へ
引
用
さ
れ

た
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
へ
そ
れ
に
対
す
る
自
ら
の
「
答
案
」
を
考
え

て
い
る
　
(
『
昭
和
維
新
試
論
』
朝
日
新
聞
社
)
。
今
は
、
橋
川
の
議
論
の
詳

細
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
が
、
考
え
て
み
れ
ば
'
1
見
あ
ま
り
に
も

素
朴
に
見
え
る
こ
の
「
問
い
」
は
、
日
本
近
代
と
儒
教
再
解
釈
と
の
連
関

を
つ
-
重
要
な
問
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
日
本
に
お
い
て
'
な
ぜ
儒
教
へ
漢

学
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
動
機
の
下
に
再
生
さ
れ
続
け
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、

近
代
の
各
場
面
に
お
け
る
日
本
人
の
自
己
認
識
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
こ

と
で
あ
り
、
同
時
に
'
明
治
以
来
へ
連
綿
と
「
国
民
国
家
」
化
を
内
か
ら

構
成
し
続
け
る
私
た
ち
の
へ
ま
さ
し
-
近
代
的
な
要
請
か
ら
見
出
さ
れ
た
、

自
ら
の
儒
教
の
来
歴
=
江
戸
期
儒
教
史
の
再
編
の
姿
を
あ
ぶ
-
出
す
作
業

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

昭
和
初
期
に
活
躍
し
た
倫
理
学
者
へ
中
国
哲
学
研
究
者
に
'
西
晋
l
郎

と
い
う
人
物
が
い
る
。
西
洋
哲
学
研
究
か
ら
入
-
、
「
支
那
哲
学
」
研
究
を

経
て
'
中
江
藤
樹
を
顕
彰
す
る
に
至
っ
た
こ
の
倫
理
学
者
は
、
今
や
ほ
と

ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
で
あ
る
が
'
在
世
時
は
時
代
精
神
を

担
う
思
想
家
と
し
て
、
ま
た
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
教
育
者
と
し
て
著
名

な
学
者
で
あ
-
、
l
九
二
1
0
年
代
の
思
想
状
況
を
特
徴
的
に
示
す
存
在
で

あ
っ
た
.
1
九
三
七
年
へ
　
「
国
体
明
徴
運
動
」
　
の
総
本
山
と
も
い
う
べ
き

「
国
民
精
神
文
化
研
究
所
」
か
ら
発
刊
さ
れ
た
'
彼
の
『
礼
の
意
義
と
構

造
』
と
い
う
大
部
な
実
証
的
研
究
書
は
'
そ
の
学
問
的
体
裁
や
実
証
的
記

述
と
は
裏
腹
に
、
実
に
へ
日
本
の
「
国
体
」
と
は
異
な
る
「
支
那
の
特
殊

な
国
体
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
満
州

国
」
建
国
、
日
中
開
戦
の
時
局
に
参
与
す
る
研
究
と
し
て
、
彼
の
多
-
の

研
究
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
彼
に
、
『
東
洋
倫
理
』
と
題
す
る
一
冊
の

書
が
あ
る
(
岩
波
全
書
へ
　
t
九
三
四
年
)
そ
こ
で
彼
に
、
「
東
洋
倫
理
」
と

し
て
取
-
出
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
儒
教
な
の
で
あ
る
が
、
彼
は
書
中
、

「
東
洋
の
学
」
は
「
西
洋
の
倫
理
学
」
と
異
な
り
修
己
治
人
の
実
学
で
あ
り
'

そ
れ
は
宋
学
(
朱
子
学
)
　
に
お
い
て
大
き
く
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
言

う
。
そ
し
て
、
倫
理
が
真
に
生
命
を
得
る
の
は
へ
そ
の
「
民
族
的
」
生
地

に
支
え
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
し
'
朱
子
学
の
民
族
主
義
的
傾
向
を
完

成
さ
せ
た
も
の
と
し
て
'
日
本
的
「
忠
孝
」
を
言
う
に
至
る
の
で
あ
る
。

「
東
洋
倫
理
」
と
は
'
そ
れ
が
実
地
の
民
族
的
精
神
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
、

(
中
国
で
は
な
-
)
日
本
に
お
い
て
「
普
遍
化
」
さ
れ
た
儒
教
思
想
の
こ
と

3

-
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以
外
に
な
い
、
と
西
は
す
る
の
だ
。
も
と
「
漢
人
の
国
民
道
徳
」
た
る
儒

教
か
ら
、
「
漠
」
的
特
殊
を
去
-
普
遍
化
を
な
し
た
も
の
と
し
て
'
朱
子
学

が
取
-
出
さ
れ
へ
そ
の
完
全
形
と
し
て
'
江
戸
中
期
の
崎
門
派
朱
子
学
が
、

近
代
日
本
の
「
国
家
道
徳
」
　
の
源
流
と
し
て
発
掘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
時
期
多
用
さ
れ
だ
し
た
「
東
洋
思
想
」
「
東
洋
倫
理
」
と
い
っ
た
称
呼
と

も
関
連
し
て
、
当
時
加
速
度
的
に
対
外
膨
張
し
、
「
大
日
本
帝
国
」
内
部
が

多
民
族
化
さ
れ
る
な
か
、
新
た
に
拡
張
さ
れ
た
「
国
民
」
形
象
化
の
手
段

と
し
て
、
古
典
的
儒
教
教
説
が
へ
そ
の
普
遍
性
と
共
に
改
め
て
取
-
出
さ

れ
、
結
果
へ
中
心
と
し
て
の
「
日
本
」
を
語
-
出
す
言
語
と
な
っ
た
の
で

&
.
w
-

以
上
1
例
だ
け
述
べ
た
も
の
は
へ
そ
の
問
題
性
が
顕
著
な
例
だ
が
'
こ

れ
に
限
ら
ず
'
近
代
日
本
に
お
け
る
「
国
民
」
形
象
化
の
諸
場
面
で
、
儒

教
が
表
象
と
し
て
い
か
に
動
員
さ
れ
、
我
々
の
教
養
に
内
在
し
て
い
っ
た

か
は
、
そ
の
相
違
面
も
含
め
て
な
お
考
え
る
べ
き
余
地
が
多
い
。
今
後
そ

ぅ
し
た
個
々
の
検
討
を
通
じ
て
へ
最
初
に
述
べ
た
大
き
な
も
く
ろ
み
に
展
　
幽

閉
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
課
題
へ
の
取
-
組
み
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
へ

東
ア
ジ
ア
に
新
概
念
と
し
て
「
国
民
」
が
移
入
さ
れ
、
そ
の
中
味
が
近
代

的
要
請
に
よ
-
埋
め
ら
れ
て
い
-
中
で
'
そ
れ
ま
で
の
普
遍
的
言
語
「
儒

教
」
が
表
象
と
し
て
い
か
に
動
員
(
あ
る
い
は
潜
在
)
　
し
て
い
っ
た
か
t

と
い
う
共
通
の
　
「
問
い
」
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
、
と

も
私
は
予
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

[
本
稿
は
、
　
年
に
北
京
へ
中
国
社
会
科
学
院
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
　
近
代
日
本
哲
学
の
意
義
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
の
発
表
原
稿
で
あ
る
。
最
小
限
の
修
正
へ
補
遺
を
施
し
た

ほ
か
は
'
発
表
時
の
ま
ま
で
あ
る
。
]




