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「
日
本
」
を
論
ず
る
こ
と
は
ど
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か

―
「
内
部
」
の
自
明
化
と
「
普
遍
」
的
な
も
の

―

桒

原

丈

和

一

現
状
分
析

表
現
お
よ
び
思
考
に
関
わ
る
制
度
を
こ
こ
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
・
教
育
と
区
分
け
し
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
区
分
け
は
粗
雑
な

も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
区
分
か
ら
は
み
で
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
区
分
に
重

な
り
合
っ
て
関
係
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
当
然
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
区
分

を
行
う
た
め
に
引
か
れ
た
境
界
線
自
体
が
表
現
や
思
考
を
制
限
す
る
制
度
で
あ

る
と
い
う
批
判
も
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
あ
え
て
こ
の
区
分
か
ら
始
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
区
分
に
実
体

が
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
そ
れ
が
様
々
な
場
面
で
実
際
に
機
能
し
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
守
り

つ
つ
お
互
い
を
批
判
し
あ
う
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う

関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
共
通
の
価
値
・
本
質

を
自
明
の
前
提
と
し
て
お
互
い
を
根
拠
づ
け
つ
つ
機
能
し
、
ま
た
根
拠
づ
け
つ

つ
機
能
す
る
こ
と
で
共
通
の
価
値
・
本
質
の
自
明
性
を
再
生
産
し
続
け
て
い

る
。も

う
少
し
具
体
的
に
考
え
る
た
め
に
狭
義
の
文
学
を
例
に
し
よ
う
。
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
属
す
る
出
版
社
か
ら
あ
る
作
家
が
書
い
た
小
説
が
出
版
さ
れ
る
。

ま
ず
、
そ
の
小
説
と
小
説
家
は
出
版
さ
れ
る
過
程
で
出
版
社
や
編
集
者
に
よ
っ

て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
評
論

家
や
他
の
作
家
に
批
評
さ
れ
一
定
の
価
値
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
小

説
と
作
家
に
関
す
る
評
価
・
価
値
づ
け
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
大
学
の
文
学
の
研
究
者
が
論
文
の
中
で
取
り
上
げ
、
文
学
史
的
に

位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
し
、
ま
た
教
科
書
に
収
め
る
教
材
と
し
て
採

用
さ
れ
、
小
中
高
の
国
語
の
授
業
で
扱
わ
れ
る
中
で
教
師
に
よ
っ
て
一
定
の
読

み
・
価
値
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
大
学
の
研
究
者
や
小
中
高
の
教
員
が

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
批
評
を
行
っ
た
り
教
科
書
の
編
集
に
大
学
の
研
究
者

が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
以
上
の
記
述
は
か
な
り
単
純
化
し
た
も

の
な
の
だ
が
）
。
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こ
の
よ
う
に
区
分
別
に
そ
の
中
で
作
家
や
小
説
を
扱
う
だ
け
で
は
な
く
、
他

の
区
分
を
お
互
い
に
批
判
し
あ
う
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
批
評
家
や
作
家
、

そ
れ
に
研
究
者
は
国
語
教
育
の
制
度
性
を
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
国
語
の
教
師
、

そ
れ
に
批
評
家
や
作
家
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
研
究
が
現
場
か
ら
遊
離
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
研
究
者
、
そ
れ
に
国
語
の
教
師

は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
商
業
主
義
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
批
判
は
ど
れ
も
自
ら
の
存
在
意
義
・
批
評
性
を
社
会
の
中
で
示
す
こ

と
と
、
批
判
の
中
で
自
明
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
も
の
（
そ
れ
は
各
区
分
の
存

在
意
義
と
も
か
か
わ
る
）
を
追
認
し
て
い
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
自
明
の

前
提
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
は
ま
ず
「
文
学
」
「
小
説
」
「
作
家
」
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
出
版
」「
研
究
」「
教
育
」
で
あ
り
、
細
か
く
見
れ
ば
「
批
評
」「
文

学
史
」
「
国
語
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
質
的
と
見
な
さ
れ
て
い
る
価
値
は
、

実
際
に
は
特
に
根
拠
も
な
い
の
に
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
間
の
価
値
ま

で
も
保
証
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
は
「
文
学
」
に
か
か
わ
る
領
域
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
（
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
い
く
ら
か
の
各
区

分
間
の
関
係
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
）
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

在
多
く
の
場
所
・
ジ
ャ
ン
ル
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
こ
う
い
う
状
況
が
常
に
存
在
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
過
去
の

時
点
で
現
状
の
よ
う
な
状
態
が
作
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
本
論
は
日
本
で

そ
れ
が
起
こ
っ
た
時
と
し
て
一
八
八
〇
年
代
と
い
う
時
期
を
取
り
上
げ
る
こ
と

に
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
・
教
育
と
い
っ
た
区
分
が

現
状
に
つ
な
が
る
よ
う
な
形
で
確
立
し
た
の
は
ず
っ
と
後
の
時
期
で
あ
る
し
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
が
同
時
に
確
立
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
一
八
八
〇
年
代

に
は
そ
れ
ら
は
ま
だ
明
ら
か
に
区
分
さ
れ
て
す
ら
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
本
論
で
は
現
在
と
同
じ
状
況
そ
の
も
の
が
確
立
し
た
時
期
を
見
出
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
。
注
目
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区

分
・
ジ
ャ
ン
ル
で
現
在
前
提
と
な
っ
て
い
る
実
現
す
べ
き
（
だ
と
見
な
さ
れ
て

い
る
）
理
想
が
設
定
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
現
在
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
・
教
育
は
、
あ
る
理
想
（
た
と
え
ば
「
真
実
」
「
真
理
」
「
個
人
」
な

ど
）
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
自
体
も
い
つ
か
は
十
全
な
形
を
得
て
理
想

の
姿
を
取
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
い
つ
か
実
現
す
べ
き

理
想
・
普
遍
的
な
価
値
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し
て
表
現
や
思
考
が
行
わ
れ
る

イ

デ

ア

よ
う
に
な
っ
た
状
況
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
一
八
八
〇
年
代
と
い
う
時
期
は
そ
れ
以
前
の
時
期
と
ど
の
よ
う

に
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二

「
内
部
」
の
自
明
化

一
八
八
〇
年
代
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
こ
の
時
期
に
表
現
・
思
考
に
関

す
る
活
動
を
始
め
た
陸
羯
南
（
一
八
五
七
～
一
九
〇
七
）
を
例
に
取
っ
て
み
よ

う
。
陸
羯
南
は
「
近
時
政
論
考
」
の
中
で
、
明
治
と
い
う
新
し
い
元
号
が
採
用

*1

さ
れ
て
以
降
の
時
期
の
「
政
論
」
の
推
移
を
回
顧
・
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
近
代
「
第
一
期
」
を
「
道
理
を
講
明
し
て
人
心
を
教
化
す
る
所
の
学
者
」

が
「
政
論
」
を
担
っ
て
い
た
時
代
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
「
学
者
」
の
う
ち

*2

「
国
富
論
派
」
の
代
表
と
し
て
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
四
～
一
九
〇
一
）
の
名
前
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を
あ
げ
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
「
吾
輩
は
今
日
よ
り
回
想
す
る
に
、
福
沢

諭
吉
氏
は
一
方
の
巨
擘
に
し
て
国
富
論
派
を
代
表
し
た
る
や
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。

同
氏
は
元
と
政
治
論
者
に
あ
ら
ず
、
重
も
に
社
交
上
に
向
つ
て
改
革
を
主
張
し

た
り
。
然
れ
ど
も
社
交
的
改
革
の
必
要
よ
り
し
て
自
然
政
治
上
に
論
究
す
る
は

免
る
べ
か
ら
ず
。
有
名
な
る
其
の
著
書
「
西
洋
事
情
」
の
如
き
は
間
接
に
新
政

論
を
惹
起
し
た
る
や
明
か
な
り
」
と
語
っ
て
い
る
。

*3

福
沢
諭
吉
や
も
う
一
方
の
「
国
権
論
派
」
と
し
て
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
加

藤
弘
之
（
一
八
三
六
～
一
九
一
六
）
・
箕
作
麟
祥
（
一
八
四
六
～
一
八
九
七
）

・
津
田
真
道
（
一
八
二
九
～
一
九
〇
三
）
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
家
た
ち
の
言

説
は
、
陸
羯
南
だ
け
で
は
な
く
、
一
八
八
〇
年
代
に
表
現
や
思
考
に
か
か
わ
る

活
動
を
始
め
た
近
代
初
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
官
僚
・
研
究
者
た
ち
に
、「
西

洋
」
の
価
値
観
を
「
普
遍
」
的
な
価
値
観
と
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
る
の
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
。
近
代
以
前
の
言
説
で
は
前
提
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
も

の
が
、
自
明
の
前
提
と
し
て
彼
ら
の
言
説
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、「
啓

蒙
」
し
た
者
た
ち
と
「
啓
蒙
」
さ
れ
た
者
た
ち
は
全
く
同
じ
位
置
に
身
を
置
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

福
沢
諭
吉
の
「
西
洋
事
情
」
は
、
「
西
洋
」
の
有
形
無
形
の
諸
制
度
を
紹
介

*4

す
る
こ
と
で
、
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
に
お
い
て
新
た
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を

作
り
確
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
「
西
洋
事
情
」
の
「
初
編
巻
之
一
」
で
は
「
政
治
」
「
収
税
法
」
「
国

債
」
と
い
っ
た
政
治
・
経
済
の
制
度
に
始
ま
り
、
「
学
校
」
「
新
聞
紙
」
「
博
物

館
」
な
ど
の
教
育
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
関
係
す
る
制
度
が

今
後
日
本
に
も
導
入
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
う
ち
「
新
聞
紙
」
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
の
末
尾
に
あ
る
「
新
聞
紙
の
説

は
、
其
国
に
由
り
其
人
の
意
見
に
従
て
偏
頗
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
元

と
官
許
を
受
け
出
版
す
る
も
の
に
て
、
其
議
論
公
平
を
趣
旨
と
し
、
国
の
政
事

を
是
非
し
人
物
を
褒
貶
す
る
こ
と
妨
な
し
。
故
に
世
人
皆
之
を
重
ん
じ
、
其
大

議
論
に
由
て
は
一
時
人
心
を
傾
け
、
政
府
の
評
議
も
之
が
為
め
変
革
す
る
こ
と

あ
り
。
譬
へ
ば
此
国
に
て
師
を
起
し
彼
国
を
攻
め
ん
と
の
評
議
あ
る
と
き
、
彼

国
の
人
、
理
非
曲
直
を
弁
論
し
、
之
を
新
聞
紙
に
載
て
世
上
に
布
告
す
れ
ば
、

師
を
止
る
の
一
助
と
も
な
る
べ
し
」
と
い
う
記
述
は
、
陸
羯
南
が
新
聞
『
日
本
』

を
創
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
書
い
た
次
の
よ
う
な
文
章
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

新
聞
紙
た
る
も
の
は
政
権
を
争
ふ
の
機
関
に
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
私
利
を
射

る
の
商
品
た
り
。
機
関
を
以
て
自
ら
任
ず
る
も
の
は
党
議
に
偏
す
る
の
謗
を

免
れ
難
く
、
商
品
を
以
て
自
ら
居
る
も
の
は
或
は
流
俗
を
趁
ふ
の
嘲
を
招
く
。

今
の
世
に
当
り
新
聞
紙
た
る
も
の
ゝ
位
置
亦
た
困
難
な
ら
ず
や
。
（
略
）
我

が
「
日
本
」
は
固
よ
り
現
今
の
政
党
に
関
係
あ
る
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
亦

た
商
品
を
以
て
自
ら
甘
ず
る
も
の
に
も
あ
ら
ず
。
吾
輩
の
採
る
所
既
に
一
定

の
義
あ
り
。「
日
本
」
の
趣
旨
を
特
に
掲
出
し
て
初
刊
の
緒
言
に
代
ふ
。（
略
）

「
日
本
」
は
批
評
諷
刺
の
方
法
に
依
り
常
に
善
悪
邪
正
の
分
を
明
か
に
せ

ん
こ
と
を
勉
む
べ
し
。
蓋
し
今
日
百
般
改
良
の
実
を
挙
げ
ん
に
は
政
治
法
律

の
力
よ
り
も
寧
ろ
社
会
の
公
徳
を
啓
発
す
る
に
如
く
も
の
な
し
と
信
ず
れ
ば

な
り
。
要
す
る
に
「
日
本
」
は
内
外
に
向
て
共
に
信
義
を
旨
と
し
我
が
「
君

子
国
」
の
称
を
回
復
発
揚
す
る
に
外
な
ら
ず
。*5

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
発
行
さ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
大
新
聞
・
小
新
聞
と

『
日
本
』
を
差
別
化
し
、
ま
た
「
新
聞
紙
」
の
存
在
す
る
意
義
を
語
り
、
『
日
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本
』
が
「
新
聞
紙
」
の
あ
る
べ
き
姿
に
近
い
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
引

用
し
た
個
所
の
う
ち
、
例
え
ば
「
批
評
諷
刺
の
方
法
に
依
り
常
に
善
悪
邪
正
の

分
を
明
か
に
せ
ん
こ
と
を
勉
む
べ
し
」
と
い
う
記
述
は
、「
西
洋
事
情
」
の
「
国

の
政
事
を
是
非
し
人
物
を
褒
貶
す
る
」
「
理
非
曲
直
を
弁
論
し
」
と
い
っ
た
記

述
を
受
け
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
沢
諭
吉
が
紹
介
し
た
「
新
聞
紙
」

を
日
本
に
お
い
て
実
現
す
る
べ
く
『
日
本
』
は
創
刊
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
紹
介
と
実
現
の
間
に
は
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
。

こ
の
引
用
の
末
尾
に
あ
る
「
内
外
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
の
個
所
で
は
「
「
日

本
」
は
外
部
に
向
て
国
民
精
神
を
発
揚
す
る
と
同
時
に
、
内
部
に
向
て
は
「
国

民
団
結
」
の
鞏
固
を
勉
む
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
開
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。
言

い
換
え
る
と
、
「
外
部
」
す
な
わ
ち
こ
の
時
代
に
外
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

「
西
洋
」
に
向
か
っ
て
「
国
民
精
神
」
の
存
在
や
そ
の
特
性
を
表
明
し
、
か
つ

「
内
部
」
す
な
わ
ち
日
本
の
国
内
に
お
い
て
「
国
民
団
結
」
を
実
現
す
る
よ
う

に
方
向
づ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
外
部
」
と
「
内
部
」

が
自
明
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
西
洋
事
情
」
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
「
新
聞
紙
」
の
部
分
を
見
て
も
、
新
聞
の
目
的
・
意
義
と
し
て

「
外
部
」
に
向
け
て
「
国
民
精
神
を
発
揚
す
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
は
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
福
沢
諭
吉
が
「
外
部
」
す
な
わ
ち
「
西
洋
」
を
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
通
俗
国
権
論
」
の
「
第
二
章

*6

国
権
を
重
ん
ず
る
こ
と
」
で
は
、
「
此
国
風
を
守
る
も
此
国
風
を
変
ず
る
も
、

今
日
こ
れ
を
変
じ
て
明
日
又
こ
れ
を
改
る
も
、
自
由
自
在
勝
手
次
第
に
し
て
、

聊
も
他
国
人
の
差
図
す
可
き
所
に
非
ず
。
之
を
一
国
の
権
と
云
ふ
。
若
し
も
他

よ
り
之
を
犯
し
て
我
国
の
邪
魔
を
す
る
者
あ
れ
ば
、
之
を
国
権
を
犯
す
の
無
礼

と
云
ふ
。
無
礼
者
は
之
を
打
払
て
可
な
り
。
遠
慮
に
及
ば
ざ
る
こ
と
な
り
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
「
国
」
の
「
外
部
」
に
あ
る
「
他
国
」
が
「
国
権
を
犯
す
」

可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
西
洋
事

情
」
に
お
い
て
「
外
部
」
と
し
て
の
「
西
洋
」
が
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
の
に

は
、
そ
も
そ
も
の
成
り
立
ち
と
し
て
こ
れ
が
「
翻
訳
」
（
「
西
洋
事
情

巻
之

一

小
引
」
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も

と
も
と
「
西
洋
」
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
「
翻
訳
」
し
て
い
る
以
上
、

「
外
部
」
と
し
て
「
西
洋
」
が
意
識
さ
れ
て
い
な
く
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
陸
羯
南
の
言
説
と
比
較
し
た
時
に
、
こ
の
「
翻
訳
」

と
い
う
こ
と
が
両
者
の
間
に
大
き
な
ず
れ
を
生
ん
で
い
る
の
が
見
え
て
く
る
。

福
沢
諭
吉
た
ち
が
「
翻
訳
」
を
行
う
上
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、「
外
部
」

に
は
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
身
近
に
は
な
い
も
の
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
「
西
洋
事
情
」
を
初
め
と
す
る
「
西
洋
」
紹
介
の
仕
事
に
お

い
て
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
使
わ
れ
て
い
た
語
彙
を
流
用
し
た
り

新
た
な
言
葉
を
作
る
な
り
し
て
「
西
洋
」
に
あ
る
も
の
を
「
日
本
」
の
中
に
作

る
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
前
提
に
で
き
な
か
っ
た
の
は
「
外

部
」
で
は
な
く
、
「
外
部
」
に
対
応
す
る
「
内
部
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
中
に

あ
る
「
国
風
」
や
「
国
権
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
は
「
翻
訳
」
を
通
し
て
「
内
部
」
、
す
な
わ
ち
「
日
本
」
を
新
た
に

作
り
出
す
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

*7

そ
れ
に
対
し
て
陸
羯
南
（
や
同
時
期
に
表
現
を
始
め
た
人
々
）
に
と
っ
て
は

そ
の
よ
う
な
「
翻
訳
」
の
必
要
は
既
に
無
か
っ
た
。
「
外
部
」
と
対
応
し
、
か

つ
普
遍
的
な
も
の
や
価
値
（
た
と
え
ば
「
新
聞
紙
」
、
た
と
え
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
）
を
「
外
部
」
と
共
有
し
て
い
る
「
内
部
」
が
、
自
ら
「
翻
訳
」
＝
創
造
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＝
想
像
す
る
ま
で
も
な
く
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
彼
（
ら
）

は
福
沢
諭
吉
た
ち
と
違
う
位
置
、
現
在
の
人
間
と
変
わ
ら
な
い
位
置
で
思
考
・

表
現
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
一
八
八
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
状
況
に
つ
い

て
考
察
す
る
中
で
、
場
所
・
時
間
を
超
え
て
共
通
す
る
価
値
・
本
質
や
理
想
、

つ
ま
り
普
遍
的
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
制
度
が
自
明
化
す
る
上
で
大
き

な
役
割
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
き
た
。
次
節
・
次
々
節
で
は
そ
れ
ら
の

「
普
遍
」
的
な
価
値
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

三

「
世
界
」
に
お
け
る
「
日
本
」

以
前
、
拙
論
「
ど
の
よ
う
に
文
化
の
固
有
性
は
保
証
さ
れ
て
い
く
か

―
「
自

然
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

―
」
に
お
い
て
、
日
本
の
文
化
が
固
有
の
価
値

*8

を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
近
代
初
期
の
日
本
の
様
々
な
言
説
の
中
で
、
ど
の
よ

う
に
自
明
の
前
提
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
た
が
、
そ
の
時
に
は
「
文
化
」

の
「
普
遍
性
」
が
自
明
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

酒
井
直
樹
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
本
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
同
一

性
は
、
西
洋
と
い
う
普
遍
的
場
に
突
出
し
た
特
殊
な
対
象
と
い
う
か
ぎ
り
で
の

み
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
西
洋
の
普
遍
主
義
に
統
合
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
日

本
は
ひ
と
つ
の
特
殊
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
こ
と
が

ま
ず
言
え
る
。
「
固
有
」
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

*9

実
際
は
そ
れ
だ
け
が
単
独
で
価
値
を
持
つ
こ
と
は
な
く
「
普
遍
」
性
を
持
つ
価

値
と
つ
な
が
る
こ
と
で
価
値
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
文
化
」
と

い
う
概
念
が
「
普
遍
」
の
も
の
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
日

本
文
化
」
が
価
値
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
「
固
有
」
性
を
主
張
す
る
も

の
は
、
自
ら
が
他
に
は
な
い
特
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
な
が
ら
、
同
時

に
自
ら
が
ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
の
一
部
分
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
固
有
」
の
も
の
は
常
に
「
普
遍
」
の
も
の
と

結
び
つ
く
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。

近
代
初
期
の
日
本
に
お
い
て
「
普
遍
」
性
を
持
っ
た
価
値
は
「
西
洋
」
、
す

*10

な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
今
述
べ
た
よ
う

に
、「
文
化
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
初
め
と
し
て
「
政
治
」「
経
済
」「
国
家
」

「
国
民
」
「
芸
術
」
「
文
学
」
と
い
っ
た
、
本
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
の

*11

ロ
ー
カ
ル
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
価
値
観
が
「
普
遍
」
的
な
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ

た
。
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
で
生
じ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
価
値
観
が
「
普
遍
」
的
な
、

*12あ
ら
ゆ
る
場
所
で
通
用
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ

も
「
西
洋
」
で
作
り
出
さ
れ
た
「
進
歩
」
を
軸
と
す
る
「
世
界
」
の
分
節
化
の

仕
方
と
関
係
し
て
い
る
。
「
世
界
」
の
中
で
最
も
「
進
歩
」
し
た
地
域
で
あ
る

「
西
洋
」
で
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
価
値
観
は
、

他
の
未
だ
「
進
歩
」
の
十
分
で
は
な
い
地
域
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
過
剰
な
意
味
づ
け

を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

前
節
で
名
前
を
挙
げ
た
福
沢
諭
吉
な
ど
の
近
代
初
期
の
啓
蒙
家
と
呼
ば
れ
て

い
る
人
々
は
、
「
世
界
」
や
「
西
洋
」
に
つ
い
て
の
知
識
を
紹
介
す
る
様
々
な

著
書
の
中
で
、
「
西
洋
」
こ
そ
が
最
も
「
進
歩
」
し
「
開
化
」
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
。
福
沢
諭
吉
の
言
葉
を
引
け
ば
、
「
世
界
第

一
学
問
の
世
話
行
届
き
、
人
情
お
と
な
し
く
し
て
兵
力
強
く
、
礼
儀
正
し
く
し
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て
国
富
み
、
天
然
の
産
物
は
少
け
れ
ど
も
人
の
工
夫
に
て
物
を
造
り
、
陸
に
は

蒸
気
車
を
用
ひ
海
に
は
蒸
気
船
に
乗
り
、
何
事
も
便
利
を
尽
し
文
武
と
も
に
盛

な
る
は
、
欧
羅
巴
と
亜
米
利
加
と
に
限
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

*13

そ
の
最
も
「
進
歩
」
し
「
開
化
」
し
た
「
西
洋
」
に
近
づ
く
こ
と
が
、
日
本
と

い
う
「
国
家
」
、
日
本
人
と
い
う
「
国
民
」
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
そ
の
「
世
界
」
観
は
、
自
然
の
境
界
に
沿
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

な
が
ら
実
は
政
治
的
に
区
別
さ
れ
た
五
つ
の
「
洲
」
と
い
う
地
域
の
分
類
や
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
洲
」
で
生
き
る
「
人
種
」
の
違
い
・
「
智
愚
」
の
違
い
に
関
連

づ
け
た
「
渾
沌
」
「
野
蛮
」
「
未
開
又
は
半
開
」
「
文
明
開
化
」
と
い
う
階
層
を

*14

基
準
と
し
た
差
別
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
差
別
的
な
「
世
界
」
観
と
、「
西
洋
」

で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
が
「
世
界
」
す
べ
て
に
広
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

発
想
と
は
本
来
対
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
に
お
い
て
は
生
来

の
「
智
愚
」
の
差
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
「
文
明
開
化
」
に
行
き
着
く

こ
と
の
で
き
な
い
地
域
・
人
々
が
い
る
の
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
差
別
的
に
表

象
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
常
に
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
、
ひ
と
ま
ず
日
本
に
関
し

て
言
え
ば
、
「
半
開
・
未
開
」
の
状
況
か
ら
「
文
明
開
化
」
に
移
行
す
る
た
め

に
、
様
々
な
有
形
・
無
形
な
制
度
お
よ
び
制
度
的
な
思
考
を
取
り
入
れ
る
こ
と

で
、
「
西
洋
」
で
生
み
出
さ
れ
た
概
念
・
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
た
。「
進
歩
」
と
は
「
未
開
又
は
半
開
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
状
態
か
ら
、

「
文
明
開
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
状
態
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
の
変
化
の
可
能
性
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
「
文
明
開

化
」
の
状
態
を
支
え
て
い
た
本
節
の
冒
頭
に
あ
げ
た
様
々
な
概
念
、
す
な
わ
ち

「
普
遍
」
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
る
こ
と
で
、
「
西
洋
」
か
ら
導
入

さ
れ
た
制
度
に
思
考
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
「
固
有
」
「
特
殊
」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
一
般
」
「
普
遍
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
価
値
観
も
ま
た
同
じ
く
「
西
洋
」
で
生
ま
れ
た
、
他
の

地
域
に
は
元
々
無
い
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
自
明
の
も

の
と
し
て
使
っ
て
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
持
っ
て
い
る
価
値
づ
け
・
政
治
性
を
避

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
代
初
期
以
来
の
日
本
の
言
説
を
相
対
化
す
る
た
め

に
は
、
ま
わ
り
く
ど
い
言
い
方
に
な
る
の
を
恐
れ
ず
に
問
い
を
立
て
直
す
必
要

が
あ
る
。

四

あ
る
「
共
犯
」
関
係

あ
ら
ゆ
る
も
の
（
こ
と
）
に
あ
て
は
ま
る
性
質
と
、
限
ら
れ
た
も
の
（
こ
と
）

に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
性
質
の
間
に
あ
る
境
界
線
は
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

あ
ら
た
め
て
近
代
初
期
、
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
、

そ
こ
で
は
、
日
本
と
い
う
国
家
、
日
本
人
と
い
う
国
民
ま
た
は
民
族
、
日
本
・

日
本
人
が
担
っ
て
い
る
文
化
に
つ
い
て
、
日
本
列
島
以
外
の
地
域
に
存
在
し
て

い
る
国
家
・
国
民
・
民
族
・
文
化
と
共
通
す
る
性
質
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
語

り
つ
つ
、
同
時
に
共
通
し
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
語
る
、
と
い

う
両
面
作
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
。
当
時
世
界
で
も
っ
と
も
「
進
歩
」
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
西
洋
」
と
共
通
す
る
も
の
を
「
日
本
」
が
持
っ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
い
つ
か
日
本
と
い
う
国
家
、
日
本
人
と
い
う
国
民
、
日
本
の
文

化
は
「
西
洋
」
の
そ
れ
と
同
じ
と
こ
ろ
に
ま
で
行
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

も
し
「
日
本
」
「
日
本
人
」
「
日
本
文
化
」
に
、
例
え
ば
「
イ
ギ
リ
ス
」
「
イ
ギ

リ
ス
人
」
「
イ
ギ
リ
ス
文
化
」
と
区
別
で
き
る
よ
う
な
特
別
な
性
質
が
な
い
の
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で
あ
れ
ば
、
よ
り
優
れ
た
も
の
の
中
に
取
り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
も
か
ま
わ
な

い
、
い
や
取
り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

し
か
し
、
「
日
本
」
「
日
本
人
」
「
日
本
文
化
」
に
他
の
国
家
・
国
民
（
民
族
）

・
文
化
と
は
共
通
し
な
い
性
質
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
両
面
作
戦
は
、
現
在
も
続
い
て
お
り
、
実
際
に
「
日
本
」
「
日
本

人
」
「
日
本
文
化
」
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
が
薄
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
中
に
存
在
す
る
矛
盾
・
無
理
が
見
え
に
く
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

矛
盾
・
無
理
と
い
う
の
は
、
共
通
す
る
性
質
に
つ
い
て
語
る
に
せ
よ
、
共
通

し
な
い
性
質
に
つ
い
て
語
る
に
せ
よ
、
扱
う
も
の
（
こ
と
）
は
同
じ
だ
と
い
う

こ
と
か
ら
ま
ず
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
も
の
（
こ
と
）
か
ら
、
一
方

で
は
他
の
地
域
・
国
家
に
あ
る
も
の
（
こ
と
）
と
共
通
し
て
い
る
点
を
取
り
だ

し
、
同
時
に
他
の
地
域
・
国
家
に
な
い
点
を
取
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ

け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
扱
う
も
の
（
こ
と
）
を
変
え
て
、
あ
る
も
の
（
こ
と
）
を
取
り

上
げ
た
時
に
は
共
通
す
る
性
質
に
つ
い
て
語
り
、
他
の
も
の
（
こ
と
）
を
取
り

上
げ
た
場
合
は
共
通
し
な
い
性
質
に
つ
い
て
語
れ
ば
、
こ
の
矛
盾
・
無
理
に
は

つ
き
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
度
は
そ
れ
ら
の
複
数
の
も
の
（
こ
と
）
が
ど

う
し
て
同
じ
一
つ
の
「
日
本
」
「
日
本
人
」
「
日
本
文
化
」
と
し
て
共
通
す
る

も
の
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
き
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
、
通
常
の
感
覚
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
本
質
の
存
在
が
要
請
さ

*15れ
、
様
々
な
「
日
本
」
の
、
「
日
本
人
」
の
、
「
日
本
文
化
」
の
本
質
を
語
る

も
の
が
出
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
節
の
冒
頭
で
立
て
た
問
い
に
戻
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
（
こ
と
）
に
あ

て
は
ま
る
性
質
と
、
限
ら
れ
た
も
の
（
こ
と
）
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
性
質

の
間
に
あ
る
境
界
線
は
、
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
時
に
必
要
に
応
じ
て
引
か
れ

る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
根
拠
と
い
う
も
の
は
な
い
。
消
極
的
な

答
え
？
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
あ
の
問
い
に
積
極
的
な
答
え
を
与
え
る
の
は
本

質
を
前
提
に
し
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
本
論
は
そ
う
い
う
立
場
に
は
立
た
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
の
後
で
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
い
く

の
は
、
明
治
初
期
に
お
い
て
そ
う
い
う
矛
盾
・
無
理
を
抱
え
こ
み
つ
つ
、
ど
の

よ
う
に
「
日
本
」
「
日
本
人
」
「
日
本
文
化
」
が
他
と
共
通
し
な
い
性
質
を
持

っ
て
い
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
前
々

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
西
洋
」
に
関
す
る
知
識
・
情
報
を
最
も
早
い
時
期
に

受
け
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
世
代
に
は
、
そ
の
矛
盾
・
無
理
が
見
え
て
は
い
な

い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
教
育
・
研
究
と
い
っ
た
分
野
で
現
在
の
基
礎
と
な
り
、

現
在
に
続
い
て
い
る
制
度
は
「
内
部
」
の
不
在
と
い
う
葛
藤
を
見
失
っ
た
と
こ

ろ
で
創
始
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
固
有
」
な
も
の
（
こ
と
）
の
価
値
づ
け
や
そ
の
存
続
を
求
め
る

主
張
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
「
普
遍
」
的
な
（
し
か
し
実
は
ロ
ー
カ
ル
な
）

様
々
な
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
そ
れ
ら
を
網
の
目
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
い
る

知
の
大
系
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
一
見

対
立
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
内
側
を
向
い
た
「
固
有
」
「
特
殊
」
な
も
の

へ
の
視
線
（
た
と
え
ば
「
国
粋
主
義
」
）
と
、
外
側
に
向
い
た
「
一
般
」
「
普

遍
」
な
も
の
へ
の
視
線
（
た
と
え
ば
「
国
際
主
義
」
）
は
、
同
じ
「
固
有
」
／

「
普
遍
」
と
い
う
二
項
対
立
を
前
提
に
し
て
い
る
以
上
、
全
く
対
立
な
ど
し
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
た
と
え
ば
酒
井
直
樹
の
よ
う
に
「
普
遍
主
義
と
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特
殊
主
義
」
の
「
共
犯
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際

*16

に
「
共
犯
」
し
て
い
る
の
は
主
義
・
立
場
で
は
な
く
、
仮
想
さ
れ
た
「
固
有
」

な
も
の
（
こ
と
）
と
「
普
遍
」
的
な
も
の
（
こ
と
）
な
の
で
あ
る
。
「
普
遍
主

義
と
特
殊
主
義
」
は
「
共
犯
」
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
元
々
前
提
を
共
有

し
初
め
か
ら
対
立
な
ど
し
て
は
い
な
い
。

こ
の
「
共
犯
」
関
係
に
よ
っ
て
、
「
普
遍
」
の
も
の
（
こ
と
）
と
「
固
有
」

の
も
の
（
こ
と
）
は
そ
れ
ぞ
れ
に
価
値
の
あ
る
も
の
（
こ
と
）
と
し
て
流
通
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
論
は
、
百
年
以
上
前
の
近
代
初
期
の
言
説
を
扱
い
な
が

ら
、
現
在
も
様
々
な
分
野
で
続
い
て
い
る
「
普
遍
」
的
な
も
の
へ
と
結
び
つ
く

こ
と
を
求
め
る
思
考
・
指
向
へ
の
批
判
を
目
指
し
て
い
る
。

五

「
日
本
」
と
「
日
本
人
」
の
位
置

あ
ら
た
め
て
陸
羯
南
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
陸
羯
南
は
、
こ
れ
か
ら
扱
っ

て
い
く
他
の
言
説
の
書
き
手
た
ち
と
共
に
、
近
代
初
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

教
育
者
・
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
「
西
洋
」
の
価
値
観
を
「
普
遍
」
的
な
価

値
観
と
し
て
身
に
つ
け
、
か
つ
そ
れ
を
自
明
の
前
提
と
し
て
広
め
る
の
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
。
さ
ら
に
、
「
世
界
」
の
中
に
一
つ
の
位
置
・
地
位
を
占

め
る
日
本
と
い
う
「
国
家
」
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
啓
蒙
家

た
ち
の
認
識
が
、
日
本
に
予
め
「
国
家
」
と
し
て
「
世
界
」
の
中
に
存
在
す
る

に
足
る
重
要
な
意
義
・
理
由
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
「
国
民
論
派
」
の
発
想

へ
と
ず
れ
て
い
っ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

世
界
と
国
民
と
の
関
係
は
猶
ほ
国
家
と
個
人
と
の
関
係
に
同
じ
。
個
人
と
云

へ
る
思
想
が
国
家
と
相
容
る
ゝ
に
難
か
ら
ざ
る
か
如
く
、
国
民
的
精
神
は
世

界
即
ち
博
愛
的
感
情
と
固
よ
り
両
立
す
る
に
余
り
あ
り
。
個
人
が
国
家
に
対

し
て
竭
す
べ
き
の
義
務
あ
る
が
如
く
、
国
民
と
云
へ
る
高
等
の
団
体
も
亦
た

世
界
に
対
し
て
負
ふ
へ
き
の
任
務
あ
り
。
世
界
の
文
明
は
猶
ほ
社
会
の
文
明

の
如
く
、
各
種
能
力
の
協
合
及
び
各
種
勢
力
の
競
争
に
因
り
て
以
て
其
の
発

達
を
致
す
も
の
た
る
や
疑
な
し
。
国
民
天
賦
の
任
務
は
世
界
の
文
明
に
力
を

致
す
に
在
り
と
す
れ
ば
、
此
の
任
務
を
竭
さ
ん
が
為
に
国
民
た
る
も
の
其
の

固
有
の
勢
力
と
其
の
特
有
の
能
力
と
を
勉
め
て
保
存
し
及
び
〔
し
め
〕
発
達

せ
ざ
る
べ
か
ら
す
。*17

「
国
家
」
は
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
世
界
」
の
中
で
負

う
べ
き
「
義
務
」
「
任
務
」
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
国
家
」
が
「
義
務
」
「
任

務
」
を
果
た
す
事
で
「
世
界
の
文
明
」
は
「
発
達
」
し
て
い
く
。
こ
の
認
識
は

「
個
人
」
と
「
国
家
」
の
関
係
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
同
時
に
あ
る
「
国
家
」
に
属
す
る
「
個
人
」
、
す
な
わ
ち
「
国
民
」
が

「
国
家
」
に
対
し
て
「
義
務
」
を
持
つ
、
と
い
う
当
時
と
し
て
は
新
し
い
認
識

を
広
め
て
も
い
る
。
比
喩
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
比
喩
す
る
も
の
も
ま

た
未
だ
自
明
で
は
な
く
、
比
喩
し
比
喩
さ
れ
る
中
で
両
方
が
自
明
の
も
の
と
し

て
定
着
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
近
代
初
期
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、

こ
の
「
世
界
」
―
「
国
家
」
、
「
国
家
」
―
「
個
人
」
に
関
す
る
言
説
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

現
在
も
継
続
し
て
い
る
こ
の
「
世
界
」
に
対
す
る
「
国
家
」
の
任
務
と
い
う

認
識
は
、
「
世
界
」
の
中
で
「
日
本
」
が
特
別
の
位
置
・
地
位
を
占
め
て
い
る

こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
位
置
・
地
位
の
ゆ
え
に
「
国
家
」
と
し
て
存
在
し
続
け
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る
の
を
保
証
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
が
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、
こ
こ
で
い
う
「
世
界
」
や
「
国
家
」
が
「
普
遍
」
な
も
の
の
よ
う
に
語

ら
れ
な
が
ら
、
実
は
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
・
階
層
だ
け
を
表
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
文
明
」
と
は
前
々
節
で
も
述
べ
た
と
お
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
発
生
し
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
他
の
地
域
と
の
関
連
の
中
で

生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
「
固
有
」
の
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
）
、
こ
の
時

期
に
他
の
地
域
に
も
広
が
り
始
め
た
ロ
ー
カ
ル
な
思
考
の
制
度
の
こ
と
で
あ

り
、
「
世
界
」
と
は
実
際
に
は
「
西
洋
」
の
こ
と
だ
け
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
「
国
家
」
の
「
任
務
」
を
承
認
し
、
そ
の
成
果
を
認
め
る
も
の
と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
「
西
洋
」
な
の
で
あ
る
。

陸
羯
南
よ
り
も
少
し
若
い
三
宅
雪
嶺
（
一
八
六
〇
～
一
九
四
五
）
の
「
真
善

美
日
本
人
」
に
は
具
体
的
な
「
任
務
」
の
内
容
も
含
め
て
そ
の
こ
と
が
も
っ
と

*18

明
ら
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。

国
家
を
成
す
者
多
し
、
彼
れ
皆
各
々
其
特
能
を
尽
し
て
其
の
特
色
を
秀
絶
せ

し
む
る
の
任
務
を
負
て
而
し
て
立
て
り
。
今
や
欧
米
諸
国
の
勢
力
強
盛
に
し

て
、
向
ふ
所
前
な
く
、
日
月
に
波
及
し
て
殆
ん
ど
将
さ
に
寰
宇
を
挙
げ
て
氾

濫
の
中
に
没
せ
ん
と
す
、
没
す
、
則
ち
其
の
旧
の
特
色
を
泯
滅
し
て
、
其
の

自
ら
の
特
能
を
伸
ぶ
る
あ
る
の
み
。
是
れ
所
謂
真
を
極
め
、
善
を
極
め
、
美

を
極
む
る
所
以
に
於
て
、
果
し
て
損
傷
す
る
所
な
し
と
せ
ん
か
。
自
然
が
冥

々
裏
に
其
の
不
測
の
勢
力
を
応
用
す
る
や
、
亜
細
亜
諸
国
敗
亡
相
踵
ぐ
の
際

に
在
て
、
絶
海
の
東
、
蕞
爾
た
る
島
国
猶
ほ
屹
然
と
し
て
独
立
の
日
本
帝
国

と
称
す
る
を
得
る
、
是
れ
故
無
く
し
て
然
る
べ
か
ら
ず
意
ふ
に
将
さ
に
大
に

其
の
特
色
を
用
ゐ
ら
る
ゝ
あ
ら
ん
と
す
る
乎
、
日
本
人
が
大
に
其
の
特
能
を

伸
べ
て
、
白
人
の
欠
陥
を
補
ひ
、
真
極
り
、
善
極
り
、
美
極
る
円
満
幸
福
の

世
界
に
進
む
べ
き
一
大
任
務
を
負
担
せ
る
や
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り

「
日
本
人
」
が
「
特
能
」
を
伸
ば
し
発
揮
す
る
こ
と
で
、
「
白
人
の
欠
陥
を

補
」
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
表
現
は
、
「
欧
米
諸
国
」
を
最
も

「
進
歩
」
し
た
地
域
で
あ
る
と
認
め
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
「
欧
米
」
と
「
日
本
」
と
の
間
に
「
文
明
開
化
」
と
「
未
開
又
は
半
開
」
と

い
う
決
定
的
な
差
を
見
出
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、

た
と
え
ば
彼
ら
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
説
明
で
き
る
こ

と
で
は
な
い
。
福
沢
諭
吉
た
ち
の
語
っ
て
い
た
「
西
洋
」
の
優
位
性
は
こ
こ
で

も
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
先
程
の
引
用
の
「
白
人
の
欠
陥
を
補
ひ
」
と
い
う
言

葉
に
し
て
も
、
「
白
人
」
が
占
め
る
役
割
が
大
き
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

し
、
こ
の
後
の
「
日
本
人
の
任
務
」
と
い
う
章
で
は
「
欧
米
人
の
優
等
人
種
に

し
て
我
の
輙
く
企
及
し
難
き
を
危
ま
ざ
る
は
尠
か
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
「
世
界
」
や
「
人

類
」
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
「
西
洋
」
や
「
東
洋
」
を
含
み
こ
む

大
き
な
概
念
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ど
ち
ら
も
全
体
の
た
め
に
奉

仕
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
そ
の
間
に
あ
る
差
異
は
解
消
さ
れ
る
。

さ
ら
に
「
日
本
人
の
能
力
」
の
章
で
は
、
「
欧
米
人
」
が
明
ら
か
に
優
れ
て

い
る
「
体
格
」
が
「
開
化
」
に
関
係
な
い
こ
と
、
重
要
な
「
智
力
」
に
つ
い
て

「
日
本
人
」
が
「
欧
米
人
」
に
劣
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
「
西
洋
」
の
歴
史
の

知
識
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
て
い
く
。
ま
た
、
伊
能
忠
敬
・
曲
亭
馬
琴
・
紫
式
部

と
い
っ
た
「
日
本
人
」
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
「
蒙
古
人
種
」
の
業
績
ま
で
が
、

そ
の
「
人
種
」
全
体
の
中
で
「
最
高
の
地
に
居
る
を
得
ざ
る
も
、
第
二
流
よ
り
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下
る
者
」
で
は
な
い
「
日
本
人
」
の
「
智
力
」
を
証
し
立
て
る
も
の
と
し
て
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
そ
う
い
う
論
理
の

飛
躍
で
は
な
く
、
「
日
本
」
や
「
東
洋
」
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
そ
の
論
拠

に
し
て
い
る
の
が
「
世
界
」
の
歴
史
や
「
人
種
」
と
い
っ
た
「
西
洋
」
か
ら
導

入
さ
れ
た
知
識
や
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の

個
所
で
は
「
黄
河
近
傍
」
「
亜
刺
比
亜
」
「
印
度
埃
及
」
に
お
け
る
生
産
・
生

活
の
変
化
を
「
開
化
」
と
呼
ば
れ
る
概
念
で
す
べ
て
同
じ
も
の
と
し
て
語
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
域
に
よ
る
変
化
の
仕
方
の
違
い
を
消
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
「
文
明
」
「
開
化
」
を
「
普
遍
」
の
も
の
と

と
ら
え
る
発
想
の
元
に
、
「
近
世
欧
洲
の
開
化
を
以
て
ア
リ
ア
ン
人
種
の
能
力

に
出
づ
る
と
為
す
も
、
蒙
古
種
は
猶
実
蹟
に
於
て
彼
れ
と
頡
抗
す
る
を
得
る
な

り
」
と
い
う
宣
言
が
謳
わ
れ
て
い
く
。

そ
の
「
蒙
古
種
」
と
い
う
「
人
種
」
の
一
員
と
し
て
、
「
世
界
」
「
人
類
」

の
た
め
に
「
日
本
人
」
が
果
た
す
「
円
満
幸
福
の
世
界
に
進
む
べ
き
一
大
任
務
」

の
筆
頭
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
「
東
洋
政
治
史
な
り
、
東
洋
商
業
史
な
り
、

東
洋
工
芸
史
な
り
、
東
洋
哲
学
史
な
り
、
東
洋
文
学
史
な
り
、
若
く
は
地
誌
、

風
俗
誌
、
動
植
物
誌
、
又
若
く
は
豪
傑
の
事
、
名
家
の
事
、
大
変
動
の
事
、
斬

新
な
る
筆
鋒
を
以
て
之
を
叙
述
し
之
を
描
写
し
之
を
批
判
し
て
討
究
」
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
「
任
務
」
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
先
程
の
引
用
に
あ

っ
た
、
「
亜
細
亜
諸
国
」
の
中
で
唯
一
「
猶
ほ
屹
然
と
し
て
独
立
の
日
本
帝
国

と
称
」
し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
歴
史
的
な
経
緯
は
あ
る
も
の
の
、

多
分
に
偶
然
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
の
状
況
を
、「
日
本
人
」
の
「
思
想
精
緻
、

悟
性
明
敏
」
な
性
質
と
結
び
つ
け
、
「
亜
細
亜
」
に
お
け
る
「
日
本
」
の
特
別

な
位
置
・
地
位
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
任
務
」
、
「
未
だ
世
に
知
ら
れ
ざ
る
東
洋
の
事
物
を
研
究

し
て
、
新
材
料
を
学
術
界
に
供
給
」
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
、「
日
本
人
」

は
「
学
術
世
界
に
一
頭
地
を
放
出
」
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
も
言
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
世
」
や
「
学
術
界
」
は
あ
た
か
も
「
普
遍
」
的
な
「
学

術
」
の
世
界
の
こ
と
を
指
向
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
、「
普
遍
」

的
な
「
人
類
」
の
知
の
進
歩
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
を
担
う
「
学
術
」
の
世

界
も
地
域
を
超
え
て
「
世
界
」
に
広
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
現
在
で
あ

れ
ば
一
応
自
明
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
東

洋
の
事
物
」
を
「
未
だ
」
知
ら
な
い
「
世
」
と
は
「
西
洋
」
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
「
学
術
界
」
と
呼
べ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
は
「
学
術
」

と
い
う
制
度
が
作
り
出
さ
れ
た
「
西
洋
」
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な

対
象
に
つ
い
て
学
び
、
調
べ
、
考
え
て
い
る
人
々
や
そ
の
人
々
が
集
ま
っ
た
組

織
は
他
の
地
域
、
た
と
え
ば
日
本
に
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「
学
術
」
と
は
本
論
で
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
、
大
学
・
学
会
・
研
究
誌
、
さ
ら

に
研
究
誌
を
舞
台
に
し
た
議
論
な
ど
有
形
・
無
形
の
制
度
か
ら
構
成
さ
れ
た
地

域
的
・
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
西
洋
」
で

整
え
ら
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
教
育
な
ど
を
構
成
す
る
他
の
諸
制
度
と
同
様

に
近
代
に
な
っ
て
そ
れ
以
外
の
地
域
に
広
が
っ
て
い
き
、
「
普
遍
」
的
な
価
値

を
持
つ
も
の
と
し
て
捏
造
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
「
普
遍
」
的
な
知
を
「
進
歩
」
さ
せ
て
い
き
、
ま
た
「
世
界
」
と
つ
な

が
っ
て
い
る
「
学
術
界
」
は
、
日
本
に
お
い
て
も
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、

ま
た
制
度
と
し
て
確
立
・
整
備
さ
れ
て
い
く
。
最
後
の
節
で
は
、「
日
本
文
学
」

と
「
日
本
美
術
」
の
研
究
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
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六

「
日
本
」
の
「
学
問
」

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
「
東
洋
学
会
」
と
い
う
名
前
の
学
会
、
つ
ま

り
「
学
術
」
の
た
め
の
組
織
が
創
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
機
関
誌
『
東
洋
学
会

雑
誌
』
で
三
上
参
次
（
一
八
六
五
～
一
九
三
九
）
が
「
泰
西
」
に
お
け
る
「
東

洋
学
会
」
の
活
動
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

*19

東
洋
の
人
に
し
て
如
此
其
固
有
の
学
問
を
蔑
視
す
る
も
の
あ
る
に
泰
西
の
人

と
し
て
却
て
こ
れ
を
尊
敬
す
る
も
の
あ
る
は
ま
た
奇
な
ら
ず
や
泰
西
の
人
々

か
哲
学
。
科
学
。
法
学
。
な
ど
ヽ
同
等
に
其
所
謂
古
文
学
則
ち
希
臘
羅
馬
の

学
問
を
研
究
す
る
の
み
な
ら
ず
東
洋
の
学
問
事
物
を
も
精
討
検
覈
す
る
に
熱

心
な
る
我
々
東
洋
人
を
も
愧
死
せ
し
む
る
に
足
る
も
の
あ
り
其
是
を
研
究
す

る
決
し
て
好
事
の
意
に
出
る
に
非
ず
全
く
其
実
際
の
利
益
を
看
破
し
た
る
に

基
け
る
こ
と
言
を
待
た
ず
是
を
以
て
余
か
本
題
に
入
り
東
洋
学
問
の
価
値
を

計
量
す
る
に
当
り
先
づ
泰
西
の
人
か
如
何
ば
か
り
東
洋
の
学
問
を
尊
重
せ
る

か
を
観
察
せ
ん
と
す
る
な
り

こ
の
「
東
洋
学
問
の
価
値
」
に
お
い
て
「
泰
西
」
に
お
け
る
「
東
洋
」
に
つ

い
て
の
「
学
問
」
の
状
況
を
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
「
東
洋
学
問
」
の
必
要
性

・
根
拠
を
「
進
歩
」
し
た
「
泰
西
」
に
求
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

こ
で
は
「
日
本
」
の
国
内
に
向
け
て
「
東
洋
学
問
」
の
必
要
性
を
主
張
し
つ
つ
、

日
本
に
お
け
る
「
東
洋
」
に
つ
い
て
の
「
学
問
」
を
「
世
界
」
の
「
学
術
」
と

接
続
さ
せ
る
こ
と
を
も
目
指
し
て
い
る
。
い
く
ら
「
東
洋
」
や
「
日
本
」
に
つ

い
て
の
研
究
が
「
内
部
」
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
外
部
」
と
つ
な

が
っ
て
い
な
け
れ
ば
「
普
遍
」
的
な
価
値
は
獲
得
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ

の
場
合
必
要
な
の
は
実
際
に
「
泰
西
」
の
研
究
・
学
会
で
評
価
を
受
け
る
こ
と

よ
り
も
、
自
明
化
さ
れ
た
「
内
部
」
に
お
い
て
「
普
遍
」
的
な
価
値
と
関
係
し

て
い
る
（
は
ず
の
）
制
度
（
学
会
や
大
学
）
と
つ
な
が
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三
上
参
次
は
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
日
本
で
最
初
の
「
日
本
文
学
」

の
通
史
で
あ
る
『
日
本
文
学
史
』
（
金
港
堂
）
を
高
津
鍬
三
郎
（
一
八
六
四
～

一
九
二
一
）
と
の
共
著
で
出
版
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
前
年
発
表
し
た
「
日

本
文
学
史
緒
論
」
を
「
泰
西
史
学
の
講
究
法
の
開
け
て
よ
り
、
東
洋
に
真
史
な

*20

し
と
云
ふ
語
は
、
屡
、
聞
く
所
な
る
が
、
如
何
に
も
因
果
の
理
法
を
明
に
せ
し

史
書
は
、
殆
、
無
き
が
如
し
」
と
い
う
一
文
で
始
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
元

々
「
泰
西
」
で
生
ま
れ
た
「
史
学
」
が
そ
の
基
本
原
理
で
あ
る
「
因
果
の
理
法
」

も
合
わ
せ
て
、「
日
本
」
に
お
い
て
も
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
普
遍
」

的
な
も
の
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
論
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
な
「
普
遍
」
的
な
価
値
を
持
っ
た
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
文

明
開
化
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
証
し
立
て
る
要
素
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
特
に
「
近
頃
所
謂
真
史
と
称
す
べ
き
者
も
、
追
々
世
に
出
づ
る

様
な
れ
ど
、
文
学
史
の
方
は
一
向
に
進
ま
ず
」
と
い
う
状
況
で
、
「
日
本
文
学

史
」
を
書
く
こ
と
は
「
史
学
」
だ
け
で
は
な
くliterature

を
翻
訳
し
た
概
念
で

あ
る
「
文
学
」
と
い
う
「
普
遍
」
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
「
日
本
」
で
そ
れ
ま

*21

で
書
か
れ
て
き
た
も
の
（
た
と
え
ば
「
徳
川
氏
の
世
」
に
お
け
る
「
稗
史
、
小

説
、
俳
諧
、
狂
歌
、
浄
瑠
璃
文
、
狂
言
文
、
川
柳
、
狂
句
等
」
）
を
つ
な
げ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
獲
得
・
捏
造
さ
れ
た
「
普
遍
」
性
は
、
「
日
本
文
学
」

そ
れ
自
体
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
区
分
に
お
い
て
「
日
本
文
学
」
を
作
り
、
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ま
た
論
じ
、
「
日
本
文
学
史
」
を
記
述
す
る
も
の
ま
で
も
「
普
遍
」
的
な
価
値

に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
き
た
。
こ

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
し
に
は
、
「
日
本
文
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
現
在
ま
で

続
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
日
本
文
学
」
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

お
よ
そ
日
本
の
芸
術
理
想
の
歴
史
な
る
も
の
は
、
そ
の
芸
術
が
い
わ
ば
宝
石

の
よ
う
に
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
多
種
多
彩
な
る
環
境
と
、
た
が
い
に
相
関
的

な
種
々
の
社
会
現
象
と
に
、
西
洋
が
か
く
も
無
知
で
い
る
か
ぎ
り
は
、
ほ
と

ん
ど
企
て
及
ば
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

岡
倉
天
心
（
一
八
六
二
～
一
九
一
三
）
の
「
東
洋
の
理
想
」
の
一
節
で
あ
る

*22

が
、
三
宅
雪
嶺
の
「
真
善
美
日
本
人
」
と
同
様
こ
こ
で
も
「
日
本
の
芸
術
理
想

の
歴
史

history
of
Japanese

art-ideals

」
が
記
述
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
日

*23

本
」
に
つ
い
て
「
無
知

unaw
are

」
な
「
西
洋

the
W
estern

w
orld

」
（
だ
け
）

が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

「
真
善
美
日
本
人
」
の
中
で
は
、「
東
洋
の
事
蹟
を
研
究
す
る
」
た
め
に
「
帝

国
博
物
館
」
の
充
実
が
必
要
で
あ
り
、
「
東
洋
の
材
料
を
蒐
集
」
す
る
た
め
に

「
亜
細
亜
大
陸
に
学
術
探
征
隊
を
派
遣
す
る
」
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
主
張
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
帝
国
博
物
館
」
の
後
進
で
あ
る
現
在
の
東

京
国
立
博
物
館
を
初
め
と
す
る
日
本
の
博
物
館
・
美
術
館
の
「
東
洋
」
関
連
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
れ
ば
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
施
設
の
基
礎
を
作

り
、
ま
た
自
ら
清
（
一
八
九
三
年
）
、
イ
ン
ド
（
一
九
〇
一
年
）
へ
と
「
学
術
」

調
査
に
出
か
け
て
い
る
の
が
、
岡
倉
天
心
な
の
で
あ
る
。
岡
倉
天
心
が
「
日
本

美
術
史
」
「
泰
東
工
藝
史
」
を
研
究
す
る
上
で
、
前
提
に
し
て
い
た
の
も
や
は

*24

*25

り
「
美
術
」
「
工
芸
」
と
い
う
輸
入
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
当
然
、

彼
が
「
日
本
」
や
「
東
洋
」
の
「
美
術
」
に
つ
い
て
語
る
時
に
も
、
「
西
洋
」

の
「
学
術
界
」
に
向
け
て
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
「
東
洋
の

理
想
」
が
元
々
英
語
で
書
か
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
未
だ
」

「
東
洋
」
を
「
知
ら
」
な
い
「
西
洋
」
な
の
で
あ
る
。

「
東
洋
の
理
想
」
の
叙
述
の
多
く
は
「
日
本
美
術
」
の
歴
史
を
語
る
こ
と
に

費
や
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
の
「
一

理
想
の
範
囲
」
（TH

E
R
A
N
G
E

O
F

ID
EA
LS

）
で
は
「
日
本
美
術
」
の
位
置
・
地
位
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
、
二
つ
の
強
大
な
文
明
、
す

な
わ
ち
、
孔
子
の
共
同
社
会
主
義
を
も
つ
中
国
文
明
と
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
個
人

主
義
を
も
つ
イ
ン
ド
文
明
と
を
、
た
だ
強
調
す
る
た
め
に
の
み
分
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
雪
を
い
た
だ
く
障
壁
さ
え
も
、
究
極
普
遍
的
な
る
も
の
を
求

め
る
愛
の
広
い
ひ
ろ
が
り
を
、
一
瞬
た
り
と
も
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
愛
こ
そ
は
、
す
べ
て
の
ア
ジ
ア
民
族
に
共
通
の

思
想
的
遺
伝
で
あ
り
、
か
れ
ら
を
し
て
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出

す
こ
と
を
得
さ
せ
、
ま
た
、
特
殊
に
留
意
し
、
人
生
の
目
的
で
は
な
く
し
て

手
段
を
さ
が
し
出
す
こ
と
を
好
む
地
中
海
や
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
諸
民
族
か
ら

か
れ
ら
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
（
略
）

け
だ
し
、
も
し
ア
ジ
ア
が
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
の
諸
民

族
が
力
強
い
単
一
の
組
織
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
真
で
あ
る
。

（
略
）
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
複
雑
の
中
な
る
統
一
を
と
く
に
明
白
に
実
現
す
る

こ
と
は
、
日
本
の
偉
大
な
る
特
権
で
あ
っ
た
。
こ
の
民
族
の
イ
ン
ド
・
韃
靼

的
な
血
は
、
そ
れ
自
身
に
於
て
、
こ
の
民
族
を
、
こ
れ
ら
二
つ
の
源
泉
か
ら

汲
み
取
り
、
か
く
し
て
ア
ジ
ア
の
意
識
の
全
体
を
映
す
も
の
と
な
る
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
の
遺
伝
で
あ
っ
た
。
万
世
一
系
の
天
皇
を
い
た

だ
く
と
い
う
比
類
な
き
祝
福
、
征
服
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
民
族
の
誇
ら
か
な

自
恃
、
膨
張
発
展
を
犠
牲
と
し
て
祖
先
伝
来
の
観
念
と
本
能
と
を
守
っ
た
島

国
的
孤
立
な
ど
が
、
日
本
を
、
ア
ジ
ア
の
思
想
と
文
化
を
託
す
真
の
貯
蔵
庫

た
ら
し
め
た
。
王
朝
の
覆
滅
、
韃
靼
騎
兵
の
侵
入
、
激
昂
し
た
暴
民
の
殺
戮

蹂
躙

―
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
が
何
回
と
な
く
全
土
を
襲
い
、
中
国
に
は
、

そ
の
文
献
と
廃
墟
の
ほ
か
に
、
唐
代
帝
王
た
ち
の
栄
華
や
、
宋
代
社
会
の
典

雅
を
偲
ぶ
べ
き
何
ら
の
標
識
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
略
）

か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
日
本
は
ア
ジ
ア
文
明
の
博
物
館
に
な
っ
て
い
る
。

い
や
博
物
館
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

「
ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る

A
sia
is
one

」
「
日
本
は
ア
ジ
ア
文
明
の
博
物
館

Japan
is
a
m
useum

of
A
siatic

civilisation

」
と
い
う
岡
倉
天
心
の
名
文
句
と

し
て
耳
慣
れ
た
言
葉
が
出
て
来
る
個
所
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
を
成
り
立
た
せ

て
い
る
の
は
、
「
西
洋
」
的
・
「
文
明
」
的
な
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
積
み
重

ね
で
あ
る
。

最
初
の
段
落
で
は
、「
究
極
普
遍
的
な
る
も
の

the
U
ltim

ate
and

U
niversal

」

を
求
め
る
指
向
を
「
ア
ジ
ア
民
族
に
共
通
の
思
想
的
遺
伝

the
com

m
on

thought-inheritance
of
every

A
siatic

race

」
と
し
て
語
り
出
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
指
向
を
差
別
化
・
卓
越
化
す
る
た
め
に
、
比
較
さ
れ
る
他
の
地
域

と
し
て
「
地
中
海
や
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
諸
民
族

the
M
editerranean

and
the

B
altic

」
、
す
な
わ
ち
「
西
洋
」
の
「
文
明
」
の
起
源
と
見
な
さ
れ
て
い
た
も
の

を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
「
西
洋
」
が
「
日
本
」
に
対
し
て
「
学

術
」
に
お
い
て
優
位
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
現
状
認
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
「
普
遍
」
性
を
求
め
る
こ
と
を
「
ア
ジ
ア
民
族
」
の
指
向
と
し

て
語
っ
て
い
る
の
は
、
前
節
の
三
宅
雪
嶺
と
同
じ
く
潜
在
的
な
知
的
能
力
に
関

し
て
「
日
本
人
」
は
「
西
洋
」
の
人
間
に
劣
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主

張
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
三
宅
雪
嶺
が
「
悲
い
哉
、
我
が
日
本
人
は
理
義

究
明
の
能
力
、
未
だ
遂
に
白
人
に
譲
る
者
な
ら
ざ
る
に
、
彼
れ
は
猶
ほ
遮
へ
ら

る
ゝ
所
あ
り
て
、
充
分
に
其
の
能
力
を
展
ぶ
る
こ
と
能
ざ
る
な
り
」
と
語
っ
て

*26

い
る
の
に
比
べ
る
と
、
よ
り
強
い
主
張
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
発
表
さ
れ
た

時
期
や
想
定
し
て
い
る
読
者
の
違
い
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
「
ア
ジ
ア
民
族
」
の
傾
向
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
「
日

本
」
を
語
る
た
め
の
前
提
に
す
ぎ
な
い
。
「
真
善
美
日
本
人
」
と
同
様
に
こ
こ

で
も
「
日
本
」
は
「
ア
ジ
ア
」
の
中
で
「
特
権

privilege

」
的
な
地
位
を
与
え

ら
れ
て
い
る
。
引
用
の
二
段
落
目
で
は
冒
頭
の
「
ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る
」
と

い
う
最
初
の
宣
言
を
裏
切
る
よ
う
に
、
「
ア
ジ
ア
」
の
他
の
地
域
と
「
日
本
」

を
差
別
す
る
「
固
有
」
性
・
「
特
殊
」
性
が
語
ら
れ
て
い
く
。
「
万
世
一
系

unbroken
sovereignty

」「
征
服
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
民
族

unconquered
race

」

「
島
国
的
孤
立

insular
isolation

」
と
い
っ
た
「
民
族
」
や
「
国
家
」
な
ど
の

近
代
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
前
提
と
し
た
歴

史
が
語
ら
れ
、
「
ア
ジ
ア
の
思
想
と

文
化
を
託
す
真
の
貯
蔵
庫

the
realrepository

of
the

trustof
A
siatic

thought

and
culture

」
と
い
う
本
命
の
宣
言
が
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
も
そ
も
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
自
明
の
前
提
に
す
る
こ
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と
自
体
が
政
治
で
あ
る
。
「
東
洋
の
理
想
」
は
「
ア
ジ
ア
」
の
多
様
性
・
「
複

雑

com
plexity

」
を
語
り
つ
つ
、
ア
ジ
ア
の
「
単
一

single

」
性
・
「
統
一

unity

」

を
前
面
に
出
し
、
ま
た
「
ア
ジ
ア
」
の
「
単
一
」
性
を
語
り
つ
つ
、
「
日
本
」

の
固
有
性
・
「
特
権
」
を
前
面
に
出
す
。
近
代
初
期
の
啓
蒙
家
た
ち
以
来
の
両

面
作
戦
が
こ
こ
に
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
未
だ
存
在
し

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
「
内
部
」
と
し
て
の
「
日
本
」
は
、
既
に
明
ら
か
に

存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
ま
た
「
西
洋
」
だ
け
で
は
な
く
「
ア
ジ

ア
」
を
含
め
た
「
外
部
」
と
何
の
抵
抗
も
な
く
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
無
抵
抗
さ
が
現
在
の
「
日
本
」
を
語
る
状
況
と
共
通
し
て
い
る
の
は
今

ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
は
「
日
本
」
以
外
の
地
域
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
問
題
に
し
た

り
、
「
文
学
」
「
美
術
」
や
「
文
化
」
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
人
文
系
以
外
の
様

々
な
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
で
も
成
立
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
現
在
も
生
み
出
さ
れ
続
け
、
受
け
継
が
れ

続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
思
考
・
表
現
に
対
し
て
高
い
生
産
性
を
持
ち
つ
つ
、
思

考
・
表
現
の
可
能
性
を
狭
め
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
地
域
、
扱
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
、
そ
し
て
そ
れ

ら
を
扱
っ
て
い
る
分
野
・
区
分
に
よ
っ
て
、
様
々
な
差
異
は
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

本
論
で
論
じ
て
き
た
言
説
の
間
に
も
書
い
た
人
間
ご
と
の
、
ま
た
そ
の
人
間
が

属
し
て
い
る
区
分
ご
と
の
差
異
は
当
然
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
点
も
別
の
機
会
に

論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
そ
の
差
異
の
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
様

々
な
ジ
ャ
ン
ル
・
区
分
（
に
お
け
る
言
説
）
を
可
能
に
し
て
い
る
前
提
の
方
に

重
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
一
八
八
〇
年
代
と
現

在
の
差
異
を
あ
え
て
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
差
異
を
無
視
し

た
こ
と
で
、
そ
の
前
提
自
体
が
避
け
ら
れ
な
い
「
普
遍
」
的
な
も
の
で
あ
る
か

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
個
所
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
決
し
て
そ

う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
普
遍
」
の
も
の
と
「
固
有
」
の
も
の
の
関
係
は
、

あ
る
時
期
に
あ
る
地
域
か
ら
始
ま
り
、
そ
し
て
い
つ
か
は
そ
れ
が
絶
対
的
な
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
本
論
は
そ
れ
を
目

指
す
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

引
用
に
際
し
て
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。
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『
日
本
』
一
八
九
〇
年
七
月
二
〇
日
～
九
月
二
日
。
引
用
は
『
陸
羯
南
全
集
第
一
巻
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
る
。

*1

『
日
本
』
七
月
二
十
五
日
掲
載
分
。

*2

『
日
本
』
七
月
二
十
二
日
掲
載
分
。

*3

初
編
一
八
六
六
年
、
外
編
一
八
六
七
年
、
二
篇
一
八
七
〇
年
。
引
用
は
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
一
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
に
よ
る
。

*4

陸
羯
南
「
〔
創
刊
の
辞
〕
」
『
日
本
』
第
一
号
、
一
八
八
九
年
二
月
十
一
日
。
引
用
は
『
陸
羯
南
全
集
第
二
巻
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
）
に
よ
る
。

*5

慶
応
義
塾
出
版
社
、
一
八
七
八
年
。
引
用
は
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
四
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
に
よ
る
。

*6

こ
こ
で
の
「
翻
訳
」
と
い
う
語
は
、
「
西
洋
事
情
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
同
時
に
酒
井
直
樹
『
日
本
思
想
と
い
う
問
題

翻
訳
と
主
体
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

*7
九
七
年
）
を
ふ
ま
え
て
使
用
し
て
い
る
。

『
国
語
国
文
研
究
』
百
号
、
一
九
九
五
年
七
月
。

*8

「
近
代
の
批
判:

中
絶
し
た
投
企
」
『
現
代
思
想
』
一
九
九
四
年
一
月
号
。
引
用
は
『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人

「
日
本
」
の
歴
史
―
地
政
的
配
置
』
（
新

*9
曜
社
、
一
九
九
六
年
五
月
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
八
八
〇
年
代
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
酒
井
直
樹
の
よ
う
に
「
日
本
は
西
洋
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
と
き
に

は
じ
め
て
自
己
を
与
え
ら
れ
、
自
己
の
同
一
性
に
目
覚
め
る
」
と
い
う
言
い
方
し
て
い
る
の
は
「
西
洋
」
を
実
体
的
に
と
ら
え
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
自

己
の
同
一
性
」
の
「
目
覚
め
」
に
必
要
な
の
は
「
普
遍
」
性
を
担
う
べ
く
仮
想
・
想
定
さ
れ
た
「
西
洋
」
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
に
お
い
て
も
同
じ

こ
と
だ
ろ
う
。

本
論
の
中
で
「
西
洋
」
と
表
記
す
る
時
に
は
、
地
域
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
初
期
の
日
本
に
お
い
て
過
剰
に
意
味

*10
づ
け
ら
れ
、
価
値
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
が
「
西
洋
」
と
し
て
振
る
舞
う
と
同
時
に
、
「
西
洋
」
以
外
の
地
域
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ

・
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
本
来
欧
米
の
語
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
用
い
て
い
る
の
は
そ
れ
に
対
し
て
あ
て
ら
れ
た
翻
訳
語
で
あ
る
。

*11

こ
れ
は
「
文
明
」
を
「
西
洋
」
「
欧
米
」
に
「
特
殊
」
「
固
有
」
な
「
文
化
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
た
と
え
ば
「
近

*12
代
科
学
」
は
「
西
洋
と
い
う
き
わ
め
て
特
定
の
思
想
・
文
化
圏
に
お
い
て
、
西
洋
的
な
思
想
・
文
化
を
基
盤
と
し
て
」
作
り
出
さ
れ
た
と
語
る
渡
辺
正
雄
『
文
化

と
し
て
の
近
代
科
学

歴
史
的
・
学
際
的
視
点
か
ら
』
（
丸
善
、
一
九
九
一
年
。
引
用
は
講
談
社
学
術
文
庫
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
）
と
は
立
場
を
異
に
し
て

い
る
。
「
文
明
」
が
持
っ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
価
値
観
は
他
の
地
域
・
時
代
に
も
要
素
と
し
て
見
出
せ
る
し
、
逆
に
「
西
洋
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
地
域
の



福
沢
諭
吉
「
西
洋
旅
案
内
」
尚
古
堂
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
）
。
引
用
は
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
二
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
に
よ
る
。

*13

福
沢
諭
吉
「
世
界
国
尽
」
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
。
引
用
は
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
二
巻
』
に
よ
る
。

*14
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
（
こ
と
）
の
間
に
あ
る
差
異
が
、
別
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
（
こ
と
）
同

*15
士
の
間
に
あ
る
差
異
よ
り
も
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
は
定
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
ど
の
よ
う
に
文
化
の
固
有
性
は
保
証
さ
れ
て
い
く

か
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
近
代
の
批
判
：
中
絶
し
た
投
企
」
（
前
出
）
。

*16

「
近
時
政
論
考
」
（
前
出
）
。
『
日
本
』
一
八
九
〇
年
九
月
一
日
掲
載
分
。

*17

政
教
社
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
三
月
。
引
用
は
明
治
文
学
全
集

『
三
宅
雪
嶺
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
）
に
よ
る
。

*18

33

「
東
洋
学
問
の
価
値
」
『
東
洋
学
会
雑
誌
』
第
一
編
、
一
八
八
九
（
明
治
二
一
）
年
十
月
。
な
お
署
名
は
「
三
上
三
次
」
と
な
っ
て
い
る
。

*19

『
日
本
文
学
』
第
十
号
、
一
八
八
九
（
明
治
二
一
）
年
五
月
。
こ
の
論
は
、
基
本
的
に
『
日
本
文
学
史
』
の
「
総
論

第
一
章

文
学
史
と
は
何
ぞ
」
と
共
通

*20
す
る
記
述
が
多
い
の
だ
が
、
『
日
本
文
学
史
』
に
は
引
用
と
同
じ
部
分
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
「
文
学
」
と
い
う
語
は
近
代
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は

literature

と
い
う
語
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
「
文
学
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

*21
転
換
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
な
お
、
「
日
本
文
学
緒
論
」
に
は
「
先
年
、
史
学
協
会
雑
誌
に
て
、
日
本
文
学
史
と
題
し
た
る
文
章
を
見
た
れ
ど
、
こ
れ
は
我

輩
の
所
謂
文
学
史
と
は
、
甚
し
く
観
察
の
点
の
違
へ
る
も
の
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
三
上
参
次
た
ち
は
自
分
た
ち
の
語
る
「
文
学
」
を
転
換
以
前
の
も
の

と
差
別
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

原
題
は"The

Ideals
of
the

Eastw
ith
EspecialR

eference
to
the
A
rtof

Japan"

で
、
一
九
〇
三
年
二
月
に
ロ
ン
ド
ン
のJohn

M
urray

C
o.

か
ら
出
版
さ
れ
た
。

*22
引
用
は
明
治
文
学
全
集

『
岡
倉
天
心
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）
所
収
の
富
原
芳
彰
訳
に
よ
る
。

38

英
文
の
引
用
は"The

Ideals
of
the
Eastw

ith
EspecialR

eference
to
the
A
rtof

Japan"
IC
G
M
use,Inc.N

ew
Y
ork

2000

に
よ
る
。

*23

岡
倉
天
心
が
一
八
九
〇
年
に
東
京
美
術
学
校
で
行
な
っ
た
講
義
の
記
録
に
付
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
（
『
岡
倉
天
心
集
』
の
宮
川
寅
雄
に
よ
る
「
解
題
」
）

*24

岡
倉
天
心
が
一
九
一
〇
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
で
行
な
っ
た
講
義
の
記
録
に
付
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
（
『
岡
倉
天
心
集
』
「
解
題
」
）
。

*25

「
偽
悪
醜
日
本
人
」
政
教
社
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
。
引
用
は
『
三
宅
雪
嶺
集
』
に
よ
る
。

*26
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中
で
も
様
々
な
差
異
が
見
出
せ
る
。
こ
こ
で
ロ
ー
カ
ル
で
歴
史
的
と
い
う
の
は
、
「
文
明
」
お
よ
び
そ
こ
に
い
た
る
「
進
歩
」
が
「
普
遍
的
」
な
価
値
と
し
見
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
た
ま
た
ま
あ
る
地
域
で
生
じ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。


