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同内村鑑三の歴史意識

"論"

"説;;
内

村

鑑

主投
済
史
観
の
形
成

じ

め

一一一

歴

史
ニ由主

，思、

識

内
村
の
、
自
己
の
深
刻
な
救
い
の
「
実
験
」
を
ふ
ま
え
た
個
人
の
救
済
論
は
、

救
済
史
観
の
転
廻

救
済
史
観
の
形
成

の

I
E
〈
第
十
七
巻
第
四
四
方
U

E

(
第
十
八
巻
第
一
号
〉

W

ハ

本

号

〉

(続〉W 

(三)

松

沢

ヲム

陽

り
、
実
質
上
三
部
作
の
意
味
を
も
っ
、
相
互
に
内
面
的
に
関
連
し
た
作
品

1
1騒
罪
信
仰
へ
の
回
心
に
い
た
る
内
面
の
プ
ロ
セ
ス
を
か
え

一
八
九
三
・
四
年
の
こ
ろ
一
つ
の
完
成
ま
で
に
い
た
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説

り
み
た
「
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
」

「
求
安
録
」
、

お
よ
び
キ
リ
ス
ト
の
蹟
罪
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
の

北法19(4・2)682

論

苦
難
の
神
義
論
と
い
う
性
格
を
お
び
た
「
基
督
信
徒
の
慰
め
」

l
lー
に
よ
っ
て
、
古
典
的
な
表
現
を
与
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し

て
内
村
は
、
神
の
前
に
罪
を
赦
さ
れ
た
予
言
者
的
な
「
義
人
」
な
い
し
「
志
土
」
と
し
て
日
本

1
l世
界
の
中
の
日
本
1
1
に
た
ち
向
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
場
合
、

日
本
お
よ
び
世
界
は
、
固
で
見
た
よ
う
な
、
完
成
へ
と
向
う
進
歩
の
普
遍
史
と
い
う
枠
に
お
い
て
理

解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
警
世
」
の
努
力
を
重
ね
る
中
に
内
村
の
こ
の
よ
う
な
普
遍
史
像
は
微
妙
な
変
化
を
始
め
る
に
い
た

り
、
一
九

O
O
l
一
九

O
一
年
に
か
け
て
の
時
期
に
は
早
く
も
、
「
基
督
再
来
」
論
的
な
終
末
観
が
、
ま
だ
萌
芽
的
な
素
朴
な
形
に
お
い

て
で
は
あ
る
が
、
自
覚
的
に
示
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
一
九
一

0
年
代
の
あ
の
強
烈
な
再
臨
論
の
予
表
と
も
い
え
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
一
九

O
O
i
一
九

O
一
年
の
交
に
か
け
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
た
「
再
来
」
論
が
、
そ
の
後
の
内
村
の
歩
み
の
中

で
幾
度
と
な
く
く
り
返
し
て
主
張
さ
れ
な
が
ら
、
次
第
に
そ
の
深
さ
、
包
括
性
を
ま
し
て
い
っ
た
、

そ
の
到
達
点
が
、

一
九
一

0
年
代
の

再
臨
論
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
つ
に
は
一
九
1
二
O
世
紀
の
交
に
お
け
る
世
界
政
治
の
帝

国
主
義
へ
の
転
廻
ま
た
日
清
戦
争
後
早
く
も
あ
ら
わ
に
な
り
始
め
た
明
治
国
家
体
制
の
全
構
造
的
な
額
廃
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
、
内
村

結
論
を
先
取
し
て
云
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
思
想
の
畏
聞
を
促
し
た
の
は
、

自
身
を
含
む
「
社
会
改
良
」
の
運
動
の
発
展
と
ゆ
き
づ
ま
り
で
あ
り
、
他
は
、
内
村
の
状
況
へ
の
こ
の
よ
う
な
対
応
の
し
か
た
を
内
的
に

条
件
づ
け
る
根
本
的
な
要
因
だ
っ
た
、
彼
の
救
済
論
そ
の
も
の
の
特
質
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

o
N
で
は
、
内
村
の
思
想
の
歩
み
の
、

皿
ま
で
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
の
始
め
に
は
形
成
さ
れ
終
っ
て
い
た
彼
の
救
済
論
が

E
に
見
た
よ
う
な
彼

の
究
極
的
世
界
像
と
の
関
連
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
て
い
た
か
、
そ
の
よ
う
な
救
済
論
が
現
実
社
会
へ
の
対
応
を
ど
の
よ
う

と
し
て
の
一
九

O
プ
年
頃
の
終
末
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

に
規
定
し
て
い
た
か
、
こ
う
し
た
社
会
へ
の
対
応
を
通
じ
て
彼
の
歴
史
理
解
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
一
応
の
到
達
点

と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。



す
で
に
日
で
ふ
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
内
村
の
思
想
形
成
の
き
わ
め
て
早
い
時
期
に
生
ま
れ
た
、
神
の
創
造
と
保
持
に
な
る
究
極
的
実
在

と
し
て
の
、
有
機
的
に
成
長
す
る
「
宇
宙
」
と
い
う
観
念
は
、
内
村
の
信
仰
と
思
想
に
お
け
る
諸
観
念
の
特
質
を
深
く
規
定
し
て
い
た
。

内
村
の
深
刻
な
経
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
救
済
論
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
内
村
に
お
い
て
、
個
人
の
救
済
は
、
無
宇
宙
的
、
無
時

間
的
な
個
に
の
み
か
か
わ
る
、
瞬
間
的
な
出
来
事
と
は
お
よ
そ
異
質
な
、

ど
こ
ま
で
も
こ
う
し
た
「
宇
宙
」
と
い
う
究
極
的
な
客
観
的
に

実
在
す
る
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
が
ら
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
関
心
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
、
内

村
の
救
済
論
に
お
い
て
、

と
い
う
よ
り
は
、

「
宇
宙
」
内
の
個
の
救
済
と
「
宇
宙
」
全
体
の
救
済
と
が
必
然
的
に
関
連
し
、
個
そ
の
も
の
の
運
命
へ
の
関
心

「
宇
宙
の
法
則
」
と
し
て
の
神
の
公
義
の
貫
徹
を
求
め
て
や
ま
ぬ
神
義
論
的
関
心
が
強
く
現
わ
れ
、

ま
た
「
進
化
の
字

宙
」
の
構
成
要
素
と
し
て
の
個
に
お
け
る
救
い
が
、
有
機
的
成
長
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
時
の
問
題
が
大
き
な
意
味
を
も

っ
、
と
い
っ
た
諸
点
で
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

神
義
論
で
あ
り
、

内
村
の
三

O
代
初
期
に
お
い
て
、
彼
の
放
済
論
を
古
典
的
に
表
現
し
た
三
部
作
に
共
通
す
る
の
は
、
時
に
対
す
る
強
い
関
心
と
苦
難
の

と
く
に
「
求
安
録
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
契
機
が
嬰
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
文
学
的

類
型
の
面
か
ら
見
た
だ
け
で
も
、

「
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
」
は
、
彼
の
受
洗
前
史
か
ら
回
心
に
い
た
る
、
魂
の
「
成

同

長
」
に
つ
い
て
の
、

日
記
を
土
台
に
し
た
自
伝
的
記
述
で
あ
り
、
同
じ
対
象
に
つ
い
て
、
よ
り
組
織
的
な
考
察
を
試
み
た
「
求
安
録
」
も

や
は
り
グ
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
構
成
を
と
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
叙
述
の
か
た
ち
が
と
ら
れ
た
原
因
に
は
、
内
村
自
身
、
前
者
の
「
緒
一
言
」

内村鑑三の歴史意識

で
の
べ
て
い
る
よ
う
な
「
理
論
化
」
す
る
能
力
の
弱
さ
や
そ
の
他
偶
然
的
な
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
論
点
を
先
取
し
て
い
え
ば
、
や
は
り
、

彼
の
思
想
の
核
心
に
根
ざ
し
た
、
よ
り
必
然
的
な
要
因
を
無
視
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
内
村
が
試
み
た
よ
う
な
、
自
己

の
魂
そ
の
も
の
を
成
長
の
。
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
観
察
し
、
自
伝
あ
る
い
は
告
白
録
と
い
っ
た
形
式
で
表
現
す
る
と
い
う
態
度
は
、
時
に
対

す
る
一
定
の
関
心
の
成
熟
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
こ
と
に
決
定
的
な
役
割
を
営
ん
だ
。
「
基
督

北法19(4・3)683



説

信
徒
の
慰
め
」
を
貫
く
基
調
が
、
個
人
の
苦
難
の
意
味
を
問
う
神
義
論
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
ベ
た
。

論

「
求
安
録
」
に
お
い
て
は
、
受
洗
か
ら
回
心
に
い
た
る
ま
で
の
時
の
経
過
1
l
l
救
い
を
求
め
て
え
ら
れ
ず
さ
ま
よ
う
魂
に
と
っ
て
の
、

か
し
ら

「
罪
人
の
長
な
る
余
も
終

救
い
の
遷
延
が
も
た
ら
す
苦
し
み

l
lの
意
味
が
、
神
義
論
的
な
角
度
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
る

に
此
歴
史
上
の
大
事
実
を
忽
が
せ
に
す
る
能
は
ざ
る
に
至
れ
り
、
洗
礼
を
受
け
て
後
十
数
年
、
種
々
の
馬
鹿
ら
し
き
経
験
と
失
敗
の
後
天

た
の
み

賦
の
体
力
と
脳
力
と
を
物
に
も
あ
ら
ぬ
も
の
の
為
め
に
消
費
せ
し
後
、
余
は
余
の
罪
の
有
の
憧
に
て
、
叉
の
慈
悲
の
み
を
頼
に
て
父
の
家

あ

か

な

ひ

ょ

理
屈
を
述
べ
ず
義
を
立
て
ず
、
唯
余
の
神
が
余
の
為
め
に
世
の
始
め
よ
り
備
へ
に
し
神
の
小
羊
の
賠
に
恐
ら
ざ
る
を
得
ざ

に
帰
り
来
り
、

る
に
至
れ
り
」

(
岩
波
文
庫
版
、
九
凶
頁
)
。

こ
の
、
渦
中
に
あ
っ
て
は
失
望
と
苦
し
み
の
連
続
の
、
今
か
え
り
み
て
も
そ
の
意
味
を
理
解
し
が
た
い
、

「
洗
礼
を
受
け
て
後
十
数

年
」
が
な
ぜ
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
に
は
何
ら
か
の
積
極
的
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
つ
い
に
自
己
を
放
っ
た
神

の
救
済
の
意
志
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
。

「
読
者
は
余
に
問
て
言
は
ん
、

『
基
督
の
十
字
架
て
ふ
も
の
は
推
理
法
に
依
て
知
る
べ

か
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
な
ら
ば
、
汝
の
之
を
信
ず
る
に
至
り
し
こ
と
の
何
ぞ
遅
き
ゃ
、
是
れ
小
児
も
信
じ
得
る
真
理
な
り
、
十
数
年
前
の

一
三
一
〉
。
ま
た
、

昔
汝
が
洗
礼
を
授
か
り
し
時
此
単
元
な
る
真
理
を
信
じ
能
は
ざ
り
し
か
』
と
」
(
同
前
「
鳴
呼
神
よ
爾
は
何
故
に
余
が

繭
を
求
め
つ
つ
あ
り
し
に
門
を
聞
き
て
余
を
迎
へ
ざ
り
し
ゃ
、
余
の
路
頭
に
迷
ひ
し
状
は
繭
の
憐
偶
を
惹
か
ざ
り
し
か
、
余
が
真
理
を
見

る
能
は
ざ
る
よ
り
苦
痛
に
苦
痛
を
加
へ
つ
つ
あ
り
し
を
見
て
爾
は
手
を
束
ね
て
傍
観
す
る
に
堪
へ
し
ゃ
」
(
同
前
、
二
三
一
〉
。

時
の
意
味
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
に
総
括
的
な
聞
い
は
、

こ
の
「
十
数
年
」
聞
の
個
々
の
経
験
に
発
し
た
、
同
様
な
問
い
を
ふ
ま
え
て

一
八
八
三
年
五
月
第
三
回
基
督
信
徒
大
会
前
後
の
大
リ
パ
イ
パ
ル
の
経
験
に
か
か
わ
り
、

に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
」
は
と
も
に
そ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

、
R
-
o

、
し
み
れ

一
つ
は
、

「
求
安
録
」
と
「
余
は
如
何

「
脱
罪
」
を
渇
望
す
る
内
村
は
、

「
時
の
教
勢
」
と
し
て
多

く
の
友
を
と
ら
え
た
大
リ
バ
イ
パ
ル
の
中
で
、
彼
自
ら
も
「
全
心
全
力
を
尽
し
神
に
槌
り
付
て
祈
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
霊
の
降
臨
を

北法19(4・4)684



受
け
、
「
心
中
に
一
種
異
様
の
変
動
を
生
じ
」
(
間
前
、
二
一
)
、
「
心
中
の
罪
は
飛
散
し
:
:
:
忽
ち
に
し
て
無
事
快
楽
の
身
と
な
」
(
同
前
、
ニ
二
、

る
こ
と
を
期
待
し
た
。
し
か
も
「
帥
き
か
っ
胸
を
打
つ
こ
と
連
続
三
日
の
後
に
:
:
:
旧
態
依
然

そ
の
結
巣
教
会
か
ら
は
蹴
わ
れ
、
自

傍
点
松
沢
、
以
下
こ
と
わ
ら
ぬ
限
り
同
様
〉

た
る
同
じ
堕
落
の
子
」
(
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
、
岩
波
文
庫
版
、
九
八
〉

に
と
ど
ま
り
、

ら
も
神
に
捨
て
ら
れ
し
如
く
思
っ
て
:
:
:
懐
疑
前
日
に
十
倍
せ
り
」
(
求
安
録
、
二
二
)
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
「
流
鼠
」
の
地
米
国
で
内
村
は
、

エ
ヴ
ア

γ
ジ
ェ
リ
カ
ル
な
海
外
伝
道
熱
に
と
ら
え
ら
れ
て
、

「
一
国
民
が
↑
日
の
中
に
回
心

ぜ
ら
れ
得
る
」

〈
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
、
二
二
四
)

ド
ラ
マ
テ
ィ
ヅ
ク
な
突
如
の
回

か
の
よ
う
に
思
い
こ
ん
だ
人
々
か
ら
、

心
の
告
白
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
い
う
経
験
を
重
ね
、

〉
彼
は
、
あ
ら
た

め
て
呉
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
の
「
初
穂
」
の
、
回
心
ま
で
の
内
面
的
苦
闘
の
プ
ロ
セ
ス
の
意
味
を
か
え
り
み
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

「
一
日
で
は
回
心
し
な
か
っ
た
」

(
同
前
、
七

「
余
は

如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
」
は
、
そ
の
序
文
が
一
不
す
よ
う
に
、
こ
う
し
た
突
変
的
回
心
の
期
待
に
対
す
る
、

的
。
プ
ロ
セ
ス
」
(
序
文
、
七
〉
を
経
て
は
じ
め
て
到
り
え
た
回
心
の
弁
証
と
い
う
面
を
も
っ
。

ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
サ
ー
カ
ス
マ
ン

内
村
に
対
し
て
、
日
本
人
の
リ
バ
イ
バ
リ
ス
ト
と
「
外
国
伝
道
軽
業
師
」
と
は
、
正
し
い
信
仰
の
証
拠
と
し
て
、
突
変
的
な
回
心
を
期

待
す
る
無
時
間
的
・
非
歴
史
的
態
度
に
お
い
て
共
通
す
る
論
難
者
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
く
、
両

寸
遅
々
た
る
漸
次

日

者
は
と
も
に
一
九
世
紀
末
の
ア
ジ
ア
宣
教
運
動
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
世
界
的
な
リ
バ
イ
パ
リ
ズ
ム
の
潮
流
の
波
頭
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
吋
庁
村
が
時
の
問
題
を
自
ら
の
信
仰
の
中
核
的
な
問
題
と
し
て
意
識
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
お
い
て
で

あ
っ
た
に
三

北法19(4・5)685

内村鑑三の歴史意識

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
と
ら
え
ら
れ
、

ま
た
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
認
め

こ
の
よ
う
な
、
回
心
に
い
た
る
ま
で
の
時
の
経
過
は
、

ら
れ
た
か
。

内
村
が
、
救
い
を
求
め
る
魂
に
と
っ
て
の
時
の
経
過
を
描
く
時
好
ん
で
用
い
た
の
は
、

「
種
子
か
ら
穂
に
み
ち
る
穀
物
に
な
る
ま
で
の



説

発
生
学
的
な
過
程
」

〈
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
、
一
一
〉
と
い
う
ひ
ゆ
で
あ
り
、
こ
れ
と
も
関
連
し
て
、
好
ん
で
引
い
た
聖
句

は
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
四
章
二
八
節
あ
る
い
は
マ
タ
イ
に
よ
る
一
福
音
書
二
三
平
一
一
二
節
で
あ
っ
た
。
回
心
へ
の
苦
闘
の
さ
な
か
に
あ
る

北法19(4・6)686

論

内
村
が
リ
パ
イ
パ
ル
に
つ
い
て
の
べ
た
次
の
一
言
葉
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
内
村
の
初
期
の
思
想
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
余
は
曾
て
リ
パ
イ
パ
ル
に
就
て
論
じ
て
臼
く

土
日
時
未
だ
科
学
の
進
歩
せ
ざ
る
時
に
当
て
は
宇
宙
万
物
の
進
化
変
動
を
了
解
せ
ん
と
す
る
に
悉
く
急
変
的
の
顕
象
を
以
で
せ
り
:
-

然
る
に
今
世
紀
の
中
頃
に
当
て
英
国
の
碩
学
到
引
斗
州
民
は
地
質
学
上
急
変
説
の
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
の
理
由
を
論
じ
:
:
・
、
而
し
て
進
化
論
は
実
に
思
想

界
を
一
変
し
、
延
て
神
学
界
に
及
び
、
彼
の
ベ
判
川
氏
の
一
派
別
ち
チ
ュ

l
ピ
ン
ゲ
ン
派
の
神
学
の
如
き
は
進
化
説
を
神
学
上
に
応
用
せ
し
極
端
と
称
す

る
も
の
な
り
。

地
質
学
上
生
物
学
上
急
変
説
は
排
撃
せ
ら
れ
た
り
、
急
変
説
は
社
会
学
よ
り
も
歴
史
学
よ
り
も
退
け
ら
れ
た
り
、
而
し
て
余
輩
は
思
考
の
結
果
と
し
て
、

観
察
の
結
果
と
し
て
、
心
霊
上
実
験
の
結
果
と
し
て
、
宗
教
上
に
於
て
も
急
変
説
に
価
値
を
置
か
ざ
る
も
の
な
り
。

基
督
の
『
初
に
は
苗
つ
ぎ
に
穂
い
で
穂
の
中
に
熟
し
た
る
穀
を
結
ぶ
』
(
馬
可
四
章
二
十
八
節
)
な
る
語
は
心
霊
の
発
達
を
以
て
植
物
発
生
の
順
序
に
比
べ

た
る
も
の
に
し
て
全
く
急
劇
的
の
変
動
に
反
せ
り
、
馬
太
十
一
-
一
章
一
二
十
一
節
以
下
芥
種
の
時
V

弁
に
麹
酵
の
警
は
共
に
進
化
的
発
達
を
示
す
も
の
に
し
て
急

変
的
の
意
の
存
す
る
な
し
:
・
:
、
熟
思
以
て
四
福
音
奮
を
削
究
す
る
人
は
基
督
自
身
の
語
よ
り
心
霊
一
耳
井
に
教
会
の
進
歩
に
関
し
て
、
菌
類
の
一
夜
に
生
ず

る
が
如
き
、
富
士
山
の
一
夜
に
突
出
せ
し
が
如
き
、
一
時
速
急
の
生
長
を
示
せ
る
'
誌
を
解
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。

真
理
は
余
輩
の
呼
吸
す
る
空
気
の
如
く
、
余
翠
の
日
常
飲
用
す
る
水
の
如
く
、
其
効
果
は
確
固
な
る
と
同
時
に
其
働
ら
き
は
静
か
に
し
て
遅
き
も
の
な
り

真
理
は
劇
薬
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

真
理
は
芥
積
の
如
く
に
し
て
永
遠
に
迄
生
長
す
る
も
の
な
り
」

(
求
安
録
、
二
二

l
二
回
、
圏
点
、
傍
点
は
原
文
〉
。



空
気
や
水
の
よ
う
に
「
其
効
果
は
確
固
な
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
け
い
れ
ん
的
突
変
で
は
な
く
、
「
静
か
に
し
て
遅
」
い
「
働
ら
き
」

と
「
生
長
」
と
い
う
表
象
は
、
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
自
己
義
認
の
努
力
に
よ
っ
て
進
む
の
で
は
な
く
、
自
己
を
こ
え
た
所
か
ら
注
ぐ
生
命
と

し
て
、
自
己
の
中
に
、
自
ら
そ
れ
と
意
識
せ
ぬ
う
ち
に
救
い
が
進
む
と
い
う
福
音
信
仰
の
理
解
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
、
終
生
く

り
返
し
て
現
わ
れ
る
。
と
と
も
に
こ
こ
で
は
「
心
霊
の
発
達
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
地
質
学
・
一
生
物
学
に
お
け
る
経
験
法
則
の
域
を
こ
え
て

一
つ
の
世
界
解
釈
の
原
理
に
ま
で
た
か
め
ら
れ
た
、
「
哲
学
」
と
し
て
の
「
進
化
説
」
の
背
景
の
も
と
に
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
魂
の
「
生
長
」
の
時
は
し
か
し
、
そ
の
。
プ
ロ
セ
ス
の
途
上
に
あ
っ
て
努
め
る
者
の
自
己
意
識
に
お
い
て
は
、
救
い
を
求
め

る
努
力
の
破
綻
と
失
望
の
反
復
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
真
理
が
既
定
で
あ
る
の
に
、

は
苦
し
み
の
中
に
時
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

そ
れ
を
慕
い
求
め
る
者
の
前
に
直
ち
に
一
不
さ
れ
ず
、
彼

「
恵
あ
る
芦
は
答
て
日
く
。
神
の
忍
耐
は
偉
大
な
る
か
な
、
彼
は
彼
の
子
供
が
苦
し
む

を
見
て
忍
び
得
る
な
り
、
神
が
汝
を
救
は
ざ
り
し
は
汝
を
救
は
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
、
半
生
聞
の
汝
の
漂
泊
煩
悶
は
汝
を
し
て
自
己
の
念

よ
り
解
脱
せ
し
め
全
て
我
に
頼
ら
し
め
ん
が
為
な
り
、
汝
を
苦
し
め
し
も
の
は
汝
自
身
な
り
、
我
に
究
た
れ
よ
わ
れ
汝
の
罪
を
賠
ひ
善
よ

り
善
に
汝
を
導
き
、
汝
を
し
て
我
の
為
に
世
を
救
ふ
の
力
と
な
さ
し
め
ん
と
」
(
同
前
‘
一
一
一
一
一
一
)

0

同

人
聞
に
根
源
的
な
、
罪
か
ら
の
自
力
救
済
の
努
力
を
、

そ
の
あ
ら
ゆ
可
Q

「
方
策
」
1
ー
さ
ま
ざ
ま
の
「
脱
罪
術
」
「
忘
界
術
」
等
々
ー
ー
を

内村鑑三の歴史意識

「
失
敗
に
失
敗
を
重
ね
、
失
望
に
失
望
を
加
へ
し
後
、
万
折
れ
矢
尽
き
て
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
に
至
」
(
同
前
、
二
二
一
)

ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
本
的
に
砕
き
と
り
除
い
て
、
一
方
的
恩
恵
と
し
て
の
義
認
の
真
理
を
体
得
さ
せ
る
た
め
に
こ
そ
、
こ
の
よ
う

北法19(4・7)687

尽
く
さ
せ
、

な
、
真
理
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
の
苦
し
み
の
時
が
必
要
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
時
の
経
過
は
一
方
的
恩
恵
と
し
て
の
救
い

の
信
仰
に
と
っ
て
、
本
質
的
な
こ
と
が
ら
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
は
、
神
の
救
済
意
志
と

の
関
連
で
は
、
神
の
愛
に
お
け
る
「
忍
耐
」
あ
る
い
は
「
努
力
」
の
時
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
時
の
理
解
も
ま
た
、



説

(
4
 

こ
れ
以
後
終
生
変
ら
な
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
今
・
こ
こ
で
救
い
が
終
っ
た
と
い
う
完
了
の
意
識
と
は
異
な
り
、

ま
た
、

キ
リ
ス
ト
と
の
無
時
間
的
・
直
接
的
一
体
化

北法19(4・8)688

論

し
か
も
回
心
ま
で
の
魂
の
苦
闘
の
歴
史
を
か
え
り
み
る
と
こ
ろ
に
生
れ
た
時
の
理
解
は
、
回
心
し
た
魂
の
歩
み
に
つ
い
て
も
続
い
て
い

る
。
内
村
に
お
け
る
回
心
は
、
あ
の
精
神
症
を
も
た
ら
す
ば
か
り
の
深
刻
な
実
存
的
な
罪
意
識
と
の
長
い
苦
闘
か
ら
の
解
放
の
歓
喜
に
も

と
い
っ
た
こ
と
が
ら
で
も
決
し
て
な
か
っ
た
。
内
村
に
お
け
る
回
心
の
歓
喜
は
、
自
己
義
認
の
努
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
神
の
力
に
と

ら
え
ら
れ
て
、
必
ず
や
救
い
の
完
成
に
い
た
る
べ
き
約
束
の
道
に
ひ
き
上
げ
ら
れ
、
自
ら
の
も
の
な
ら
ぬ
力
に
よ
っ
て
そ
の
道
を
走
ら
し

め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
、

と
い
う
自
覚
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

「
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
」
と
「
求
安
録
」
と
が
、
閏
自

頭
に
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
三
掌
二
一
ー
ー
一
四
節
を
掲
げ
、

ま
た
は
そ
れ
を
ふ
え
ん
し
て
語
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
自
覚
の
告
白
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
求
安
録
」
や
「
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
」
の
数
年
後
、
内
村
は
自
己
の
救
い
の
完

成
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
た
。
「
全
能
全
智
の
神
様
に
対
し
ま
し
て
は
私
は
深
い
罪
人
で
御
座
い
ま
す
。
:
:
:
、
然
る
を
神
は
其
限
り

な
き
恩
恵
を
以
て
神
の
子
に
し
て
人
類
の
主
な
る
イ
エ
ス
、
キ
リ
ス
ト
に
依
て
私
の
為
め
に
救
済
の
途
を
聞
か
れ
ま
し
た
。
故
に
私
は
感

謝
し
つ
つ
日
々
其
思
恵
に
泳
浴
し
て
居
る
者
で
御
座
い
ま
す
。
然
し
斯
く
申
せ
ば
と
て
私
は
既
に
完
全
無
快
の
人
と
成
っ
た
と
云
ふ
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
罪
に
依
て
生
れ
し
私
の
事
な
れ
ば
私
が
天
の
使
の
や
う
な
純
白
無
垢
の
人
と
成
り
得
る
は
尚
ほ
永
き
後
の
事
で
あ
り
ま

し
て
、
多
分
私
の
肉
体
が
腐
敗
に
帰
し
た
後
の
事
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
然
し
快
復
時
期
の
既
に
私
の
心
中
に
始
ま
り
し
事
は
私
の
牽

(
宗
教
座
談
、
一
九
O
O
、
Z
1
、
三
七
五
〉
。
こ
の
文
章
は
す
で
に
、
内
村
に
お
け
る
救
い
の
、
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
の
理
解
が
、
死
お
よ
び
死
後
の
生
命
と
い
う
問
題
に
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
で
あ
る
。
内
村
の
、
霊
魂
不
滅
、
肉
体
の
復

も
疑
は
な
い
処
で
あ
り
ま
す
」

活
を
ふ
ま
え
た
「
永
世
」
の
観
念
は
、

「
宇
宙
」
を
支
配
す
る
神
の
義
の
貫
徹
を
求
め
て
や
ま
ぬ
神
義
論
的
関
心
と
、
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
た
。

一
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
個
人
の
救
い
の
完
成
に
い
た
る
。
プ
ロ
セ
ス
の
観
念
と
、

ま
た

一
つ
に
は



こ
の
後
次
第
に
成
熟
し
て
、
彼
の
五

O
代
の
初

一
九
一

0
年
代
後
半
に
は
、
義
認
・
聖
化
・
栄
化
と
い
う
段
階
的
理
解
に
ま
で
展
開
き
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
終
局
の
像

は
次
第
に
輝
き
を
ま
し
、
か
つ
ま
た
、
個
人
の
救
い
は
そ
れ
が
「
宇
宙
万
物
」
の
救
い
に
令
体
す
る
終
末
の
日
に
お
い
て
「
宇
宙
万
物
」

の
「
完
成
」
と
と
も
に
は
じ
め
て
完
成
す
る
と
い
う
、
普
遍
主
義
的
な
特
質
が
よ
り
一
層
強
く
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
完
成
の
待
望
は
よ

り
強
烈
に
な
っ
て
ゆ
く
。
一
九
二

0
年
代
の
キ
リ
ス
ト
再
臨
論
的
終
末
論
は
、
こ
の
よ
う
な
発
展
の
上
に
現
わ
れ
た
。
と
と
も
に
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
、
完
成
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
前
提
と
し
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
、
成
り
烹
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
村
に
お
け
る
、

こ
の
よ
う
な
完
成
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
救
い
の
理
解
は
、

め

さ
ら
に
内
村
に
お
い
て
個
人
の
救
い
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
神
の
義
の
支
配
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
「
宇
宙
」
の
中
で
生
じ
る
こ
と
が
ら

と
し
て
、
客
観
的
な
神
の
義
の
支
配
、

ま
た
「
宇
宙
」
を
構
成
す
る
諸
要
素
全
体
の
有
機
的
結
合
と
い
う
表
象
と
の
関
連
に
お
い
て
、

と

ら
え
ら
れ
て
い
た
。

内
村
個
人
の
罪
の
意
識
の
強
い
内
面
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
罪
は
決
し
て
主
観
的
意
識
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
「
求
安

「
神
の
公
義
」
に
対
す
る
背
反
と
し
て
客
観
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
「
神
の
公
義
」
と
は
、

H
で
見
た
よ
う

録
」
で
は
、

な
彼
の
世
界
像
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、

お
そ
ら
く
究
板
的
世
界
と
し
て
の
「
宇
宙
を
支
配
す
る
神
の
法
則
」
を
指
す
も
の
だ
っ
た
と
考
え

同

ら
れ
る
。

内村鑑三の歴史意識

そ
し
て
全
人
類
は

ま
た
罪
の
除
去
に
つ
い
て
も
、
緊
密
な
「
連
帯
責
任
」
の
関
係
に
結
び
つ

こ
の
よ
う
な
罪
の
結
果
に
つ
い
て
も
、

け
ら
れ
て
い
る
。

「
我
は
我
た
り
爾
は
爾
た
り
と
の
無
情
な
る
世
界
の
精
神
は
基
督
教
の
許
さ
ざ
る
所
な
り
:
・
:
・
、
兄
弟
が
罪
を
犯
す
は

北法19(4・9)689

我
等
が
罪
を
犯
す
な
り
、
人
類
連
帯
責
任
論
は
基
督
教
の
教
義
に
し
て
近
世
社
会
学
の
結
論
な
り
」
(
求
安
録
、

一
八
三
ニ
の
よ
う
な
結
合

に
お
い
て
、
罪
の
除
去
は
、
罪
な
き
者
の
代
苦
、
代
賠
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
代
苦
・
代
賠
に
お
い
て
社
会
の
「
連

す
ベ

「
余
輩
は
先
づ
諸
て
の
善
人
は
賄
罪
的
の
性
を
有
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
認
め
ざ

帯
責
任
」
は
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
。



説

一
国
の
失
政
は
高
国
の
損
害

こ
ぞ
っ

と
な
る
、
我
の
兄
弟
が
罪
を
犯
し
て
我
は
責
任
な
し
と
謂
ふ
を
得
ず
、
我
が
同
胞
若
し
損
害
を
他
国
民
に
加
ふ
れ
ば
国
民
は
挙
て
其
責
に

る
べ
か
ら
ず
、
人
類
は
聯
帯
責
任
を
以
て
共
に
繋
が
る
る
も
の
な
り
、

こ
ぞ
っ

一
人
の
罪
は
人
類
挙
て
之
を
感
じ
、

北法19(4・10)690

論

当
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
罪
な
き
も
の
が
罪
あ
る
も
の
の
罪
を
負
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
罪
は
消
滅
せ
ざ
る
べ
し
と
は
天
下
普
通
の
道
理
な

'
も
と

り
」
(
同
前
、
一
一
七
三
そ
し
て
「
無
限
の
慈
悲
な
る
神
が
何
故
に
人
の
血
を
人
よ
り
要
め
給
ふ
か
は
深
遠
な
る
秘
密
と
し
て
存
す
ベ
け

れ
ど
も
、
人
を
人
と
聯
結
し
、
人
類
を
以
て
推
察
的
の
組
織
体
と
な
さ
ん
が
為
め
に
は
此
聯
帯
責
任
こ
そ
人
類
の
最
大
必
要
な
る
事
は
日

に
な

を
見
る
よ
り
も
明
か
な
り
:
:
:
、
然
り
、
我
は
他
人
の
罪
を
負
ふ
べ
く
し
て
、
他
人
は
我
の
労
を
任
ひ
く
れ
る
な
り
、
(
加
投
太
書
第
六
章

、
我
は
之
に
依
て
我
は
我
一
人
の
我
に
あ
ら
ず
し
て
我
身
に
人
類
全
体
の
責
任
を
負
ふ
も
の
な
る
こ
と
を
知
る
、
我
は
我
が
隣
人

二
節
〉

の
受
く
べ
き
答
を
我
が
身
に
受
け
、
隣
人
の
痛
を
減
じ
得
る
を
以
て
我
は
人
た
る
の
無
上
の
栄
光
を
有
す
る
な
り
」
(
同
前
、
二
八
)
0

こ

う
し
た
賄
罪
H

「
連
帯
責
任
」
の
自
覚
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
賠
わ
れ
た
者
の
意
識
に
即
し
て
い
え
ば
、
自
己
に
代
っ
て
賠
う
者
の
苦
し
み
を

わ
き
ま
え
知
り
、
そ
こ
に
働
く
「
感
化
力
」
に
よ
っ
て
悔
悟
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
神
の
恩
恵
と
し
て
の
人
類
社
会
の
保
持
は
、
不
断
に
義
人
を
送
っ
て
代
贈
の
わ
ざ
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
来
た
。
そ
し
て
人
類
は
一
度
全
面
的
に
罪
に
堕
ち
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
救
い
の
道
は
、
人
な
ら
ざ
る
神
自
身
の
代
苦

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
聞
か
れ
た
。
代
苦
・
代
暗
の
普
遍
的
な
働
き
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
そ
の
原
点
と
し
て
い
る
。

し
か
も
「
連
帯
責
任
」
的
結
合
の
つ
ら
ぬ
く
社
会
に
お
い
て
、
個
々
人
の
救
い
は
自
己
目
的
で
は
な
く
、
他
に
よ
る
代
臆
の
効
果
は
そ

の
個
人
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
「
恵
あ
る
戸
は
:
日
く
、
:
・
我
に
先
た
れ
よ
わ
れ
汝
の
罪
を
臆
ひ
善
よ
り
善
に
汝
を
導
き
、
汝
を
し

て
我
の
為
に
世
を
救
ふ
の
力
と
な
さ
し
め
ん
と
」
〈
同
前
、
一
一
一
一
二
三

「
求
安
録
」
の
冒
頭
に
「
爾
(
正
に
)
帰
ら
ん
時
其
兄
弟
た
堅
く
せ

よ
」
と
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
二
二
章
一
一
一
一
一
節
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
「
恵
あ
る
声
」
に
対
す
る
応
答
の
告
白
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
個
々
人
の
救
い
は
、
神
の
普
遍
的
な
救
い
へ
の
意
志
に
お
け
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
の
面
を
も
っ
て
い
た
。
だ
か
ら



「
基
督
教
の
教
義
に
由
れ
ば
自
己
の
み
を
救
は
ん
と
勉
む
る
も
の
は
滅
亡
に
至
る
の
人
な
り
」

「
連
帯
責
任
」
の
社
会
に
お
い
て
、
自
己
完
結
的
な
個
人
主
義
の
否
定
が
、
個
人
の
救
い
と
い
う
信
仰
の
核
心
に
ま
で
貫
い
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

し
て
、

〈
同
前
、
一
七
〉
と
さ
れ
た
の
で
あ

り

こ
の
頃
の
書
簡
で
内
村
は
、
「
罪
と
は
己
の
た
め
の
み
を
お
込
う
こ
と
で
あ
り
、
天
国
の
生
活
と
は
己
を
忘
れ
る
生
活
」
で
あ
る
と
信

じ
る
む
ね
の
ベ
、
続
い
て
「
万
民
救
済
説
に
お
け
る
が
ご
と
き
神
の
特
別
な
力
の
あ
ら
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
一
同
の
待
ち
望
む
と
こ
ろ
で

〈
一
八
九
回
年
四
月
一
二
日
付
、
ベ
ル
あ
て
、

D
5
、
二
七
九
〉

と
告
白
し
た
。
こ
こ
に
は
内
村
が
こ
の
八
年
後
公
け
に
す
る
に
い
た
り
、

一
九
一

0
年
代
の
再
臨
論
の
一
つ
の
柱
に
な
っ
た
普
遍
的
救
済
論
の
繭
芽
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
村
の
普
遍
的
救
済
論
は
、

す」以
上
に
見
た
と
こ
ろ
を
念
頭
に
お
く
な
ら
、
彼
の
救
済
論
が
「
宇
宙
」

の
観
念
と
結
び
つ
い
て
成
立
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

同

す
で
に

H
で
、
内
村
の
世
界
像
に
お
い
て
、
「
天
職
」
の
観
念
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。
受
洗
直
後
か

ら
、
内
村
の
、
自
己
を
含
め
た
キ
リ
ス
ト
者
一
般
の
規
定
に
は
、
神
の
た
め
に
働
き
、
神
の
仕
事
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
神
あ
る
い
は
キ

リ
ス
ト
の
「
兵
士
」
、
神
の
「
労
働
者
」
と
い
う
表
現
が
、
そ
し
て
現
世
に
つ
い
て
は
「
神
の
職
工
場
(
の
。
門

F

Z件
関
山
丘
町
ロ
こ
と
い
う

表
現
が
頻
繁
に
現
わ
れ
る
。
右
の
よ
う
な
内
村
の
告
白
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
.

こ
の
よ
う
な
、
現
世
へ
の
強
力
な
働
き
か
け
を
動
機
づ
け

内村鑑三の歴史意識

る
も
の
は
、

た
と
え
ば
セ
キ
ュ
ラ
l
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
の
よ
う
に
、
福
音
信
仰
の
核
心
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
次
元
に
と
ど
ま
ら

ず
、
福
音
信
仰
に
お
い
て
よ
り
核
心
的
な
救
済
論
の
次
元
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
現
世

l
i世
界
お
よ
び
世
界
の
中
の
日
本
1
1
1
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
の
動
機
が
彼
個
人
の
救
済
論
の
次
元
に
さ
か
の
ぼ

り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

そ
の
場
合
の
、
諸
国
民
の
世
界
史
お
よ
び
そ
の
中
で
の
日
本
の
理
解
に
つ
い
て
の
諸
観
念
は
、
個
人

北法19(4・11)691



説

の
救
済
論
に
お
け
る
基
礎
的
な
観
念
と
必
ず
し
も
整
合
的
で
は
な
か
っ
た
。
「
聖
書
之
研
究
」
を
創
刊
し
て
こ
れ
に
拠
る
ま
で
活
殺
に
時

論
を
展
開
し
た
時
期
の
内
村
の
思
想
的
模
索
と
困
難
は
一
つ
に
は
こ
こ
か
ら
発
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

論

一九
O

T
一二、

S
1
、
一
二
六
二
)

彼
自
身
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、

「
日
本
の
教
育
界
よ
り
逐
は
」
(
余
の
従
事
し
つ
つ
あ
る
社
会
改
良
事
業

れ
た
内
村
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
り
「
一
警
世
」
の
筆
を
ふ
る
っ
て
「
社
会
改
良
」
の
任
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
場
合
内
村
の
「
社

会
改
良
」
の
対
象
は
い
う
ま
で
も
な
く
祖
国
日
本
|
|
世
界
の
中
の
日
本
ー
ー
で
あ
っ
た
o
八

ご
O
H

官
官
三
官
官
口
問
。
:
宮
君
主
全

H
，
}
同
町
巧

R
E

向
。
円

(urHEu
〉
昆
区
戸
内
2
0
0
L
Vと
い
う
、
彼
の
回
心
の
頃
生
れ
た
周
知
の
定
式
、
あ
る
い
は
八
司
H
o
n
F
5
2

司伊丹江田
V
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
内
村
に
お
い
て
「
隣
人
」

「
世
」

は
っ
き
り
し
た
方
向
づ
け
を

へ
の
働
き
か
け
は
、

与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
理
論
の
歴
史
に
お
い
て
、
国
家
は
も
っ
ぱ
ら
暴
力
に
よ
る
強
制
の
制
度
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
、

そ
の
存
在
の
正
当
性
を
弁
証
す
る
た
め
に
苦
心
が
払
わ
れ
、

あ
る
い
は
逆
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
勺
た

が
、
日
本
の
初
代
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
は
一
般
に
、

日
本
国
は
、
そ
の
存
在
の
理
由
に
つ
い
て
は
じ
め
か
ら
疑
う
余
地
の
な
い
、

い
わ
ば
創
造
の
秩
序
に
属
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
内
村
に
と
っ
て
も
日
本
国
が
神
の
普
遍
史
に
新
し
い
「
天
職
」
を
与

え
ら
れ
て
召
し
出
さ
れ
た
輝
か
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
信
じ
ら
れ
、

日
本
国
に
と
っ
て
の
危
険
の
原
因
は
、
内

村
の
初
期
に
は
、

日
本
国
内
部
の
腐
敗
よ
り
は
む
し
ろ
外
部
の
腐
朽
し
た
強
大
国
の
圧
迫
に
も
と
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
は

弱
少
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
「
天
職
」
を
託
さ
れ
て
い
る
そ
の
ゆ
え
に
、
危
機
を
経
て
倒
れ
る
こ
と
な
く
興
隆
す
る
と
、
内
村

は
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
念
が
、
世
俗
史
と
救
済
史
と
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
一
体
化
し
た
、
諸
国
民
の
普
通

史
の
進
歩
と
い
う
世
界
史
理
解
の
枠
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に

E
で
見
た
。
同
じ
く
神
の
創
造
で
あ
り
な
が
ら
、
内

十
』

e
ミ
、

・拡句、刀

人
聞
に
つ
い
て
何
よ
り
も
自
己
に
つ
い
て
抱
い
た
深
い
罪
性
の
認
識
・
他
者
の
代
臆
に
よ
る
救
い
・
救
わ
れ
た
者
の
未
だ
救
わ
れ

日
本
国
と
い
う
社
会
に
つ
い
て
の
理
解
と
が
か
な
り
異
質
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ぬ
者
の
た
め
の
代
賠
、

と
い
う
理
解
と
、

北法19(4・12)692



こ
の
よ
う
な
日
本
国
の
内
部
に
顧
廃
が
生
じ
、
こ
れ
に
対
し
て
「
社
会
改
良
」
を
唱
え
る
に
い
た
っ
た
時
、
自
己
を
含
め
た
「
社
会
改

良
」
の
主
体
は
「
士
山
土
」
あ
る
い
は
「
義
人
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

ま
た
「
社
会
改
良
」
の
方
法
と
し
て
と
ら
れ
た
の
は
セ
キ
ュ
ラ
l

な
手
段
、
主
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
時
論
で
あ
り
、

奨
励
す
る
」
よ
り
は
、

そ
の
内
容
は
、
後
の
反
省
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
「
慰
む
る
」
よ
り
「
善
を

「
公
平
な
る
態
度
を
以
て
社
会
の
暗
黒
的
半
面
に
鉄
槌
を
加
え
」
(
一
九
0
0
、
九
、

z
m、
四
)
る
に
あ
っ
た
。

の
当
時
の
「
声
あ
り
、

日
く
『
罵
れ
よ
、
罵
れ
よ
、
汝
罵
て
弛
む
勿
れ
、
是
れ
腐
敗
死
に
至
ら
ん
と
す
る
の
社
会
な
り
、
其
全
癒
の
希
望

は
単
に
痛
罵
に
あ
り
、
罵
る
べ
き
者
を
罵
ら
ず
ば
天
罰
或
は
汝
自
身
に
及
ば
ん
、
汝
罵
雪
の
言
の
過
激
に
渉
ら
ん
こ
と
を
恐
る
る
勿
れ
、

蓋
は
汝
若
し
世
界
の
凡
て
の
言
語
よ
り
罵
雪
の
語
を
借
り
来
り
て
此
民
を
罵
る
も
未
だ
悉
く
其
罪
悪
を
数
へ
尽
す
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
な

り
:
:
:
、
汝
宜
し
く
人
道
の
為
め
に
罵
る
べ
し
、
然
り
汝
の
愛
す
る
斯
民
の
為
め
に
罵
る
べ
し
』
と
、
我
即
ち
答
へ
て
日
く
『
我
之
を
勉

〈
篤
一
一
一
日
の
命
、
一
九
0
0
・
て

S
3
、
三
八
九
〉
と
い
う
宣
言
は
彼
の
「
警
世
」
の
特
徴
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

め
ん
』
と
」

国

の
よ
う
な
「
志
士
」
の
立
場
か
ら
す
る
「
破
壊
」
的
批
判
は
、
自
己
の
回
心
に
つ
い
て
の
告
向
・
の
う
ち
に
の
べ
ら
れ
た
、

よ
っ
て
救
わ
れ
た
罪
人
・
未
だ
救
い
の
実
質
の
完
う
さ
れ
ぬ
者
と
い
う
砕
か
れ
た
自
己
認
識
、
そ
し
て
「
義
人
ア
ベ
ル
が
兄
カ
イ
ン
の
毒

手
に
探
れ
て
よ
り
以
来
社
会
の
腐
蝕
は
常
に
義
人
の
宝
血
を
以
て
の
み
止
め
ら
れ
た
り
」
ハ
求
安
録
、
二
九
)
と
い
い
「
人
類
社
会
は
実
に
義

士
仁
人
の
功
徳
に
依
て
成
立
す
る
も
の
な
る
如
し
」
(
同
前
、
二
八
〉
と
い
う
、
献
身
と
代
臆
の
発
展
に
よ
っ
て
の
み
社
会
の
保
持
が
可
能

一
方
的
恩
恵
に

内村鑑三の歴史意識

と
な
る
と
い
う
認
識
と
は
希
離
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
の
内
村
の
「
神
の
国
」
論
に
見
ら
れ
る
特
徴
も
、
以
上
の
よ
う
な
「
社
会
改
良
」
論
の
特
質
と
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。

「
東
京
独
立
雑
誌
」
に
か
か
げ
ら
れ
た
四
篇
の
聖
書
講
解
の
三
つ
ま
で
が
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
・
六
章
を
と
り
あ
げ
た
が
、
そ

こ
で
は
、
六
章
一

O
節
「
爾
の
国
を
臨
ら
せ
給
へ
、
爾
の
旨
の
天
に
成
る
如
く
地
に
も
成
ら
せ
給
へ
」
に
つ
い
て
「
即
ち
人
類
の
社
会
が

道
徳
的
に
発
達
し
て
終
に
天
国
の
如
く
な
ら
ん
こ
と
を
。
市
し
て
是
れ
夢
想
家
の
希
願
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
神
意
は
徐
々
と
し
て
此
地
に

〉色

、ー
ヲF

」
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説

行
は
れ
つ
つ
あ
る
な
り
。
未
だ
甚
だ
不
完
全
な
る
人
類
の
社
会
な
り
と
雌
も
過
去
六
千
年
を
通
過
し
て
是
に
偉
大
の
進
歩
あ
り
し
こ
と
は

論

何
人
も
疑
ふ
能
は
ざ
る
所
な
り
。
奴
隷
制
度
は
廃
せ
ら
れ
た
り
、
多
妻
の
蛮
風
は
年
毎
に
人
の
忌
避
す
る
所
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
三
百
年

前
の
昔
、
若
し
軍
備
廃
止
の
提
議
を
為
す
者
あ
る
も
何
人
か
耳
を
傾
け
し
者
あ
ら
ん
や
、
此
地
の
化
し
て
天
国
の
如
く
に
成
ら
ん
こ
と
は

決
し
て
希
望
な
き
の
希
望
に
非
ず
。
吾
人
が
革
新
を
唱
ふ
る
は
其
終
に
事
実
と
な
り
て
世
に
行
は
れ
ん
こ
と
を
確
信
す
れ
ば
な
り
。
此
希

望
と
此
確
信
と
な
く
し
て
何
人
が
起
て
社
会
の
更
革
を
叫
ぶ
者
あ
ら
ん
や
」

一
二
五
)

(
耶
蘇
の
祈
躍
と
其
註
解
、
一
八
九
九
・
七
、

7
L
広
J

、

語
っ
て
、
人
類
の
道
徳
的
「
発
達
」

「
進
歩
」
に
よ
っ
て
理
想
社
会
が
漸
進
的
に
実
現
す
る
と
い
う
明
る
い
希
望
を
の
べ
て
い
た
。
し

か
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
け
る
社
会
の
「
更
卒
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
『
尊
ま
せ
給
へ
』
宮
松
山
田

Fma-
『臨

ら
せ
給
へ
』
己
岳
伯
仲
。

m
巾ロ巾丹市
5
・
悉
く
受
動
詞
な
り
、
其
意
蓋
し
神
が
吾
人
を
援
け
て
善
事
を
為
し
遂
げ
し
め

給
は
ん
こ
と
を
祈
る
に
あ
る
な
る
べ
し
。
吾
人
の
欲
す
る
所
は
神
が
圧
制
的
に
世
を
改
造
し
給
は
ん
事
に
あ
ら
ず
し
て
、
彼
先
づ
吾
人
々

類
に
高
潔
な
る
意
志
を
給
ひ
、
而
し
て
吾
人
奮
勉
の
結
果
と
し
て
此
地
が
神
の
固
と
な
ら
ん
こ
と
な
り
。
革
進
の
貴
き
は
草
進
其
物
の
為

に
は
非
ず
し
て
、
其
之
を
実
行
す
る
に
当
て
吾
人
自
身
を
練
磨
す
る
が
為
な
り
。
尊
め
給
へ
と
云
は
ず
し
て
尊
ま
せ
給
へ
と
云
ひ
、
臨
し

『
成
ら
せ
給
へ
』
、

給
へ
と
云
は
ず
し
て
臨
ら
せ
給
へ
と
云
ひ
、
成
し
給
へ
と
云
は
ず
し
て
成
ら
せ
給
へ
と
云
ふ
。
耶
蘇
の
教
訓
が
常
に
重
き
を
吾
人
祈
持
者

の
意
志
に
置
く
は
吾
人
の
注
意
す
べ
き
事
実
な
り
と
す
。
即
ち
耶
蘇
は
草
進
に
勝
て
革
進
の
意
志
(
精
神
)
を
求
め
し
な
り
」
(
耶
蘇
の
祈

穏
と
其
註
解
、

一
八
九
九
・
七

Z 

5 

一
二
五
)
。

「
人
類
の
高
潔
な
る
意
志
」
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

に
も
せ
よ
、
一
ニ
つ
の
「
:
;
:
せ
給
へ
」
に
つ
い
て
か
な
り
強
引
な
解
釈
を
し
て
ま
で
、
神
の
働
き
と
そ
の
対
象
に
お
け
る
神
の
働
き
の
成

就
の
聞
に
、
人
間
の
意
思
を
挿
入
し
た
の
は
や
は
り
、
神
の
直
接
的
介
入
に
対
し
て
、

し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

「
革
進
」
に
お
け
る
人
間
の
意
思
の
役
割
を
強
調

他
方
で
は
ま
た
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
三
節
お
よ
び
一

O
節
の
「
天
国
」
に
つ
い
て
の
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
「
天
国
は
既
に
其
人
の

北法19(4・14)694
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有
な
れ
ば
な
り
」
と
自
訳
し
、

「
既
に
の
一
字
に
注
意
せ
よ
。
天
国
若
し
五
日
人
心
中
の
和
楽
を
謂
は
ん
乎
、
謙
遜
の
人
は
既
に
之
を
有
せ

り
。
若
し
未
来
の
栄
光
を
調
は
ん
乎
、
之
れ
亦
既
に
彼
の
掌
中
に
あ
り
。
要
は
先
づ
へ
り
く
だ
る
に
あ
り
、
全
く
神
に
僑
り
頼
む
に
あ
り

然
れ
ば
宇
宙
万
物
皆
我
物
な
り
」

(
美
訓
と
其
註
解
、
一
八
九
九
年
五
月
、
Z
5
・
四
五
〉
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
、

「
天
国
」
の
現
在
性
を
強
調
し
、
し
か
も
「
天
国
の
市
民
」
の
資
格
と
し
て
の
「
謙
遜
」

を
藤
樹
の
修
徳
論
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
人
に
と
っ
て
、

「
無
欲
の
心
」

「
吾
人
心
中
」
に
お
け
る

(
五
章
八
節
の
「
・
清
き
心
」
を
こ

の
よ
う
に
解
し
た
)

へ
り
く
だ
り
、
節
欲
す
ら
神
の
力
を
あ
お
い
で
は
じ
め
て
可

能
、
と
す
る
立
場
に
比
較
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
社
会
お
よ
び
自
己
の
改
革
に
お
い
て
、

か
な
り
の
程
度
、
人
間
の
意
思
と
努
力
の
役
割

を
重
視
す
る
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
、
先
の
主
の
祈
り
に
ふ
れ
て
説
か
れ
た
「
革
進
」
論
と
な
ら
べ
て
見
る
時
、

こ
う
し
た
特
徴
は
注
目
に

値
す
る
と
い
え
よ
う
。

」
の
よ
う
に
、
自
身
の
深
刻
な
恩
恵
に
よ
る
救
い
の
経
験
を
へ
て
、

「
社
会
改
良
」
の
「
志
士
」
と
し
て
起
っ
た
内
村
に
お
い
て
、

「
社
会
改
良
」
の
理
論
は
、
彼
個
人
の
救
済
に
お
け
る
徹
底
し
た
神
の
主
権
と
恩
恵
、
そ
し
て
代
苦
・
代
臆
の
連
鎖
と
い
う
あ
の
思
想
か

ら
離
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
彼
自
身
の
回
心
の
告
白
の
う
ち
に
現
わ
れ
た
「
余
は
キ
リ
ス
ト
と
彼
の
使
徒
た
ち
か
ら
は
如

何
に
し
て
余
の
霊
魂
を
救
う
べ
き
か
を
学
ん
だ
。
し
か
し
予
言
者
た
ち
か
ら
は
、
如
何
に
し
て
余
の
国
を
救
う
べ
き
か
を
学
ん
だ
」

同

は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
、
一
五
一
〉
と
い
う
言
葉
が
示
す
、

霊
魂
の
救
い
の
方
法
と
国
の
救
い
の
方
法
と
の
併
立
、

そ
し
て
前

内村鑑三の歴史意識

者
は
「
キ
リ
ス
ト
と
彼
の
使
徒
」
が
、

し
か
し
後
者
は
「
予
言
者
た
ち
」
が
教
え
る
と
い
う
対
置
は
、
こ
の
よ
う
な
手
離
の
傾
向
を
自
ら

も
の
語
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
「
志
士
」
と
し
て
世
界
に
お
け
る
日
本
の
寸
社
会
改
良
」
に
た
ち
向
っ
た
内
村
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
経
験
を
通
じ
て
、

普
遍
史
の
進
歩
に
つ
い
て
い
だ
い
た
明
る
い
期
待
を
次
々
に
裏
切
ら
れ
失
望
せ
ざ
る
を
え
ず
、

ま
た
こ
の
よ
う
な
進
歩
観
の
背
景
に
は
世 (余
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説

俗
史
と
救
済
史
の
あ
い
ま
い
な
同
一
視
が
あ
っ
た
の
だ
が
そ
れ
に
も
区
別
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
世
俗
史
と
救
済
史
と
の
分
化
の
反
面
で

は
、
こ
と
救
済
に
関
し
て
は
世
界
と
諸
国
民
の
そ
れ
に
お
い
て
も
、
個
人
の
霊
魂
の
そ
れ
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
被
造
物
の
根
源
的
罪
性
の

論

ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
の
代
臆
に
現
わ
れ
た
神
の
思
恵
と
彼
に
な
ら
う
代
賠
の
連
鎖
の
み
が
そ
れ
を
推
し
進
め
う
る
、

と
い
う
思
想
が
は
ぐ
く

ま
れ
る
。
そ
こ
に
現
わ
れ
た
の
が
、
「
改
革
者
唯
一
の
慰
藷
」
(
第
二
回
夏
期
講
談
会
に
於
て
読
ま
れ
し
聖
書
の
部
分
並
に
其
略
註
、
一
九
O
一
・
八
、

zm-
一
O
四
)
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
審
判
と
い
う
終
末
論
で
あ
っ
た
。

内
村
が
日
清
戦
争
の
本
質
を
世
界
の
進
歩
の
た
め
の
聖
戦
と
し
、

西
欧
世
界
に
向
っ
て
弁
護
の
筆
を
と
っ
た
直
後
か
ら
、
戦
争
目
的
は

そ
れ
を
離
れ
る
こ
と
遠
く
、
勝
利
の
結
果
は
日
本
の
物
質
的
繁
栄
と
道
徳
的
退
行
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
次
第
に
あ
ら
わ
に
な
っ
た
。
こ

う
し
て
日
清
戦
争
義
認
論
の
二
年
後
の
「
時
勢
の
観
察
」
で
は
、
内
村
は
明
治
国
家
体
制
の
全
面
に
拡
が
っ
た
制
廃
を
糾
弾
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
こ
で
は
か
つ
て
日
本
人
の
精
神
的
特
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
長
所
に
数
え
ら
れ
た
同
じ
こ
と
が
ら
が
、
欠
陥
と
し
て
評
価
さ
れ
る
ま

で
に
、

日
本
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
見
解
が
現
わ
れ
て
い
る
。

「
凡
て
真
に
日
本
を
愛
す
る
者
に
と
り
、
其
危
機
は
遠
き
彼
方
に
あ
ら
ず
。
成
る
程
支
那
が
塵
灰
を
被
り
て
あ
る
今
日
、

の
外
敵
は
な
し
。
然
れ
共
其
内
部
の
敵
は
多
数
に
し
て
強
力
な
り
」

日
本
に
直
接

(』弓

E
J
E
t
s
-円

E
P
一∞回吋
lω

・
N

一
?
鈴
木
訳
S
3
・
一
一
一
一
〉
。
日
本

固
に
と
っ
て
の
脅
威
は
外
の
野
蛮
よ
り
も
、
自
国
内
の
、
文
明
の
衣
を
ま
と
っ
た
野
蛮
に
あ
る
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
場
合
、
制

廃
が
社
会
の
上
層
か
ら
進
行
し
て
も
な
お
多
く
の
「
平
氏
」
が
そ
れ
に
毒
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
と
期
待
し
た
内
村
は
、
当
初
「
改
革
」

の
主
体
を
彼
ら
に
求
め
、
蘇
峯
と
陣
営
を
と
も
に
し
て
「
平
民
主
義
」
を
唱
え
た
の
だ
っ
た
が
、

や
が
て
「
名
は
平
民
で
あ
り
な
が
ら
実

は
貴
族
の
末
派
」
で
「
貴
族
の
生
涯
を
羨
む
」
者
が
多
い
と
い
う
事
実
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
国
の
危
険
が
国
の
内
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、

し
か
も
国
民
自
身
に
よ
る
改
革
に
対
す
る
失
望
を
深
め
て
ゆ
く
時
、
内
村
に
と

っ
て
、

日
本
の
進
歩
へ
の
希
望
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
額
廃
と
反
動
を
圧
し
て
余
り
あ
る
「
世
界
の
進
歩
の
大
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あ
り
、

「
内
よ
り
の
大
改
革
は
到
底
望
む
べ
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も
幸
に
し
て
世
界
の
大
勢
の
徐
々
と
し
て
吾
人
に
改
革
を
迫
る

日
本
人
は
独
り
自
ら
内
よ
り
改
む
る
の
民
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
文
大
勢
に
従
は
ざ
る
の
民
に
も
あ
ら
ず
、
吾
人
改
革
の
希
望
は

(
人
の
質
問
に
答
へ
て
、
一
八
八
九
・
七
、

S
3
・
三
四
七
)
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

勢
」
で
あ
っ
た
。

唯
此
一
事
に
存
す
」

「
世
界
の
大
勢
」
に
切
実
な
関
心
を

ょ
せ
た
内
村
は
、
次
々
に
も
た
ら
さ
れ
る
一
九
世
紀
末
の
世
界
史
の
諸
事
件
の
報
道
を
い
わ
ば
「
時
の
し
る
し
」
と
し
て
深
い
関
心
を
も

っ
て
追
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
、
内
村
が
世
界
の
進
歩
の
担
い
手
と
し
て
最
も
期
待
し
た
の
は
、

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
リ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

イ
ズ
ム
の
英
米
両
国
で
あ
り
、
特
に
米
国
の
対
ス
ペ
イ
ン
戦
争
に
は
熱
心
な
声
援
を
送
っ
た
。

し
か
し
、
彼
の
世
界
史
へ
の
開
眼
と
と
も
に
育
っ
て
来
た
、
英
米
両
国
に
ょ
せ
た
期
待
は
、

こ
の
時
期
に
大
き
な
破
綻
を
経
験
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
米
商
戦
争
を
ス
ペ
イ
ン
王
国
領
諸
植
民
地
の
解
放
、
と
い
う
観
点
か
ら
義
認
し
た
内
村
は
、
共
和
国
米
国
の
帝
国
主
義
的

フ
ィ
リ
ピ
ン
政
策
に
幻
滅
を
な
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
英
国
へ
の
期
待
は
、
英
国
が
内
村
に
と
っ
て
は
宗
教
改
革
者
の
共
和
国
オ
ラ
ン
ダ

ボ
l
ア
人
の
両
共
和
国
を
侵
略
す
る
に
い
た
っ
て
裏
切
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
帝
国
主
義
へ
の

の
末
奇
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、

圧
倒
的
な
流
れ
に
抗
し
て
ボ
l
ア
人
が
起
ち
上
っ
た
時
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
の
ベ
た
。
「
人
類
の
希
望
は
一
時
は
西
方
に
あ
り
き
、
華

リ
ン
コ
ル

γ
の
米
国
は
過
去
百
年
間
自
由
の
唯
一
の
隠
家
な
り
き
、
然
れ
ど
も
ガ
リ
ソ
ン
、
ホ
ヰ
ッ
チ
ャ
ル
の
偉
物

盛
頓
、

ロ

l

エ
ル
、

同

の
失
せ
尽
せ
し
今
日
、
此
自
由
の
郷
土
も
殆
ど
全
く
物
質
化
し
去
ら
ん
と
す
る
に
当
て
自
由
は
其
居
住
の
地
を
南
半
球
に
転
ぜ
ん
と
す
る

ア
ロ
ピ
デ
ン
ス

が
如
し
、
西
を
以
て
東
を
救
ひ
し
摂
理
は
今
や
南
を
以
て
北
を
救
は
ん
と
し
つ
つ
あ
る
が
如
し
、
余
輩
が
満
腔
溢
る
る
ば
か
り
の
同
情
を

以
て
ボ
l

ア
人
の
成
功
を
祈
る
は
人
類
全
体
の
救
済
を
祈
れ
ば
な
り
。
日
本
は
終
に
日
本
を
以
て
救
ふ
能
は
ず
、
是
れ
悲
し
む
べ
く
し
て

内村鑑三の歴史意識

而
も
亦
た
否
む
べ
か
ら
ざ
る
事
実
な
り
と
す
、
然
れ
ば
と
て
俗
化
せ
る
英
米
の
宣
教
師
が
如
何
に
彼
等
の
死
的
基
督
教
を
伝
播
す
る
と
も

此
国
民
の
復
活
す
べ
き
筈
な
し
、
余
輩
の
希
望
は
南
亜
非
利
加
一
』
白
川
の
地
に
存
す
:
:
:
是
れ
自
由
が
新
た
に
全
地
球
を
潤
さ
ん
が
為
め
に

湧
き
出
る
の
処
に
あ
ら
ず
や
、
精
金
と
金
剛
石
と
の
多
量
を
世
界
に
供
す
る
の
地
は
亦
黄
金
の
思
想
を
吾
人
に
供
す
る
の
自
由
の
郷
土
に
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説

非
ず
や
」

(
輿
敗
録
、
一
八
九
九
・
一
二
、
S
3
、
一
一
一
八

O
l一一一八一〉

こ
こ
で
は
、
内
村
の
世
界
史
理
解
の
骨
格
を
な
し
て
来
た
、
進
歩
の
西

論

漸
と
い
う
枠
が
否
定
さ
れ
、
南
に
よ
っ
て
北
を
救
う
と
い
う
観
念
に
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
進
歩
の
方
向
の
転
移

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
世
界
の
進
歩
と
い
う
像
の
終
り
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

一
時
一
般
の
予
期
に
反
し
て
善
戦
し
た
ボ

ー
ア
軍
に
も
つ
い
に
敗
北
が
必
至
と
な
っ
た
時
、
内
村
は
、

「
余
輩
は
正
義
は
最
終
の
勝
利
者
で
あ
る
と
確
信
し
て
居
る
。
然
し
正
義
が

勝
利
を
得
る
の
方
法
は
世
人
の
期
す
る
処
と
は
全
く
違
ふ
て
居
る
、
正
義
は
決
し
て
腕
力
に
訴
へ
て
勝
つ
者
で
は
な
い
、
正
義
は
常
に
負

け
て
勝
つ
も
の
で
あ
る
、
是
れ
正
義
の
正
義
と
し
て
顕
は
れ
ん
為
で
あ
っ
て
、
若
し
正
義
以
外
の
カ
を
借
り
て
勝
つ
な
ら
ば
世
に
正
義
の

実
力
を
信
ず
る
者
は
無
き
に
至
る
で
あ
ら
ふ
、

丁
度
義
人
が
賛
に
居
り
世
に
努
め
ら
れ
て
其
光
輝
を
放
つ
や
う
に
、
正
義
も
腕
力
の
保
護

す
る
所
な
き
に
至
っ
て
始
め
て
其
真
正
の
価
値
を
顕
は
す
も
の
で
あ
る
」

(
正
義
と
腕
力
、

一九
0
0
・
三
、
-
S
3
・
四
O
コ
一
)
と
の
べ
た
の
で

あ
っ
た
。

内
村
の
「
社
会
改
革
」
論
の
破
綻
は
、
世
界
と
日
本
の
現
実
へ
の
失
望
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、

「
志
士
」
と
し
て
の
「
社
会
改
革
」

の
行
動
自
体
の
ゆ
き
づ
ま
り
か
ら
も
来
た
。
日
清
戦
争
後
、
明
治
国
家
体
制
の
ほ
と
ん
ど
全
面
に
わ
た
り
そ
の
諸
領
域
に
拡
が
っ
た
「
改

革
」
の
諸
運
動
は
、
内
村
の
限
に
は
、
短
期
的
な
実
利
・
実
効
を
追
い
、
方
法
に
お
い
て
制
度
改
革
の
「
運
動
」
に
傾
き
、

「
身
を
殺
し

て
仁
を
為
す
」
態
の
徹
底
性
を
欠
い
た
妥
協
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
中
途
で
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
真

宗
の
宗
門
革
新
運
動
、
仏
教
国
教
化
を
意
図
す
る
仏
教
復
興
運
動
と
い
っ
た
宗
教
運
動
も
こ
の
例
外
で
は
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派

の
「
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
」
も
こ
う
し
た
立
場
か
ら
懐
疑
的
な
限
で
眺
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
「
改
革
」
が
意
図
さ
れ
た
よ
う
な
実
を
結

ば
な
い
時
、
社
会
と
個
人
と
の
現
世
を
こ
え
る
目
的
を
知
ら
ず
、
運
動
に
現
世
を
こ
え
た
希
望
を
示
し
え
ぬ
「
改
革
」
論
は
、

「
燦
慨
の

外
何
事
を
も
為
し
得
ざ
る
」
態
の
「
棟
慨
家
」

(
様
慨
家
、
一
八
八
九
・
一
、
S
3
・
二
八
O
)、
全
て
を
罵
り
全
て
の
「
改
革
」
を
要
求
し
て

た
だ
自
己
の
み
は
か
え
り
み
ね
「
不
平
家
」

「
平
氏
主
義
」
の
首
領
蘇
峯
の
「
変
節
」
と
ほ
ぼ
閉
じ
頃
に

「
批
評
家
」
、

を
生
み
出
す

Q
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「
万
朝
報
」
に
登
場
し
、

響
を
呼
ん
だ
の
は
、

や
が
て
自
ら
「
東
京
独
立
雑
誌
」
に
拠
っ
て
論
陣
を
張
っ
た
内
村
の
時
論
が
、
彼
自
身
す
ら
思
い
も
か
け
ぬ
反

お
そ
ら
く
一
八
九

0
年
代
の
言
論
界
を
リ
ー
ド
し
た
蘇
峯
の
「
変
節
」
の
あ
と
に
残
っ
た
「
不
平
」
の
空
気
に
投
じ

た
た
め
で
あ
ろ
う
c

と
同
時
に
、
罵
っ
て
う
む
こ
と
な
き
内
村
の
周
囲
に
集
る
も
の
も
ま
た
多
く
は
「
不
平
家
」

「
煉
慨
家
」
で
あ
っ

た
。
す
で
に
一
八
九
八
年
、

「
東
京
独
立
雑
誌
」
創
刊
の
た
め
に
「
万
朝
報
」
を
去
る
内
村
は
、

と
し
て
と
ら
え
、

「
万
朝
報
」
を
「
世
の
不
遇
者
の
結
合

体
Lー

(
退
社
の
辞
一
八
九
八
・
五
、
S
3
・
一
八
一
)

「
憤
怒
に
溢
れ
て
汝
自
身
の
重
職
を
汚
す
勿
れ
、
社
界
を
責
む
る
と

(
同
前
、
S
3
・
・
一
八
一
一
)
と
忠
告
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

同
時
に
汝
自
身
を
責
め
よ
、
罵
て
卑
言
を
発
す
る
勿
れ
」

「
東
京
独
立
雑
誌
」

の
同
人
も
ま
た
、

「
皆
な
独
想
自
信
の
人
な
り
、
彼
等
は
正
理
と
信
ず
れ
ば
天
下
を
敵
と
し
て
立
つ
を
辞
せ
ず
、
矧
ん
や
社
長
の
言
の
如

「九
0
0
・
七
、
S
3
・
四
一
一
一
五
)

0

そ
の
多
く
が
内
村
の
肉
親
や
内
村
が
世
に
出
し
た
人
々
で
あ
り

き
に
於
て
を
や
」

(
独
立
雑
誌
の
最
後

な
が
ら
、
同
人
は
責
め
て
ゆ
づ
ら
ぬ
「
野
猪
の
群
に
似
た
」

ハ
坂
井
義
三
郎
、
終
刊
の
辞
、
東
京
独
立
雑
誌
、
七
二
号
〉
内
紛
に
よ
っ
て
自
壊
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
内
村
の
世
界
史
の
進
歩
の
観
念
は
次
第
に
変
調
の
兆
を
一
不
す
。
す
で
に
の
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ

(斗

は
、
形
成
さ
れ
た
は
じ
め
の
頃
か
ら
、

セ
キ
ュ
ラ
!
な
進
歩
観
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

神
の
保
持
の
恩
恵
|
|
「
摂
理
」

l
i
に

内村鑑三の歴史意識

支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

坦
々
た
る
直
線
的
進
歩
で
は
な
く
、
転
換
の
「
ク
ラ
イ
シ
ス
」
を
へ
て
飛

躍
的
に
進
む
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
社
会
改
革
」
の
奪
闘
の
経
験
を
へ
て
、

こ
う
し
た
歴
史
の
理
解

に
お
い
て
も
「
人
類
全
然
墜
落
説
」
が
ま
た
確
認
さ
れ
て
(
失
望
中
の
希
望
、
一
八
九
八
・
一

O
、
S
3
・
二
二
四
〉
、

改
革
と
進
歩
は
「
恩
恵

(
同
前
)

「
世
界
以
上
、
人
類
以
外
の
も
の
」
に
倣
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
強
調

さ
れ
(
腐
敗
せ
る
も
の
、
二
八
九
九
・
六
、
S
3
・
一
一
三
五
〉
、
ま
た
そ
れ
と
併
行
し
て
進
歩
に
お
け
る
「
ク
ラ
イ
シ
ス
」
の
内
容
に
も
転
換
が

的
事
業
」

と
し
て
、
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説

現
わ
れ
る
。

来
常
に
秩
序
と
進
歩
の
先
鋒
」

(出
E
-
5
0吊
丹
巾
一
∞

B
・
M
-
N
5
・
鈴
木
訳
、

S
3
・
一
一
〉
と
し
、

「
我
等
、

亜
細
亜
的
専
制
の
東
端
に
坐

北法19(4・20)700

論

ク
レ
タ
島
キ
リ
ス
ト
教
徒
問
題
に
発
す
る
、
対
ト
ル
コ
戦
争
に
お
け
る
敗
北
と
、
こ
れ
に
対
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
帝
国
主
義
列
強
の
権
力
政
治
的
現
状
維
持
の
た
め
の
共
同
干
渉
に
直
面
し
て
、
内
村
は
ギ
リ
シ
ャ
を
「
ソ
ロ
ン
・
ベ
リ
グ
レ
ス
以

一
八
九
七
年
、

ギ
リ
シ
+
の
、

す
る
者
、
其
西
端
に
坐
す
る
汝
に
我
等
の
挨
拶
と
愛
を
送
る
」
「
(
同
前
、

S
3
・一

O
i
一
!
〉
と
同
情
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、

ギ
リ
シ
ャ
が

つ
い
に
間
服
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
内
村
は
こ
う
の
ベ
た
。

「
回
教
徒
の
土
耳
古
人
に
依
て
陸
上
に
破
ら
れ
、
基
督
教
徒
の
英
人
独
人
露
人
に
依
て
海
上
に
破
ら
れ
た
る
や
。
憐
れ
な
る
勇
敢
な
る
小
国
希
臓
の
、
何
た

る
光
栄
な
る
哉
〆

汝
は
往
昔
、
テ
ル
モ
ピ
レ
、
サ
ラ
ミ
ス
、
プ
ラ
テ
イ
ア
に
於
け
る
勇
敢
な
る
抵
抗
に
依
り
、
直
細
亜
的
侵
入
に
止
め
を
刺
し
、
知
識
的
欧
緩
巴
を
全
滅
よ

り
救
へ
り
。
而
て
今
や
此
『
光
栄
あ
る
』
第
十
九
世
紀
の
末
期
に
、
汝
は
カ
ネ
ア
、
セ
ツ
サ
リ
、
エ
ピ
ラ
ス
に
於
け
る
敗
北
に
依
り
、
精
神
的
欧
緩
巴
の
救

援
の
為
に
途
を
開
き
た
り
と
余
設
は
信
ず
。

汝
の
勇
壮
な
る
青
年
の
一
回
汝
の
浜
辺
を
イ
デ
ア
の
烏
に
向
ひ
て
船
出
し
、
他
の
一
団
セ
ツ
サ
リ
ア
国
境
防
禦
の
為
に
其
首
府
を
出
発
せ
し
時
、
汝
は
、

欧
羅
巴
の
罪
と
土
耳
古
的
支
配
の
下
に
附
く
数
百
万
の
不
幸
と
を
担
ひ
て
、
独
り
カ
ル
ヴ
ア
リ
イ
に
登
り
し
に
あ
ら
ず
や
。
而
て
土
耳
古
人
の
仮
月
刀
汝
の

少
年
を
貫
き
、
英
人
の
砲
部
汝
の
娘
を
粉
砕
せ
る
時
、
汝
は
欧
緩
巴
の
数
世
紀
に
渉
る
罪
悪
を
聖
丘
の
上
に
腹
ひ
つ
つ
あ
り
し
に
非
ず
や
。
是
れ
小
国
民
が

人
類
に
大
な
る
利
益
を
与
ふ
る
の
途
、
唯
一
の
途
な
り
、
即
ち
彼
等
の
た
め
に
死
す
こ
と
な
り
。
天
に
感
謝
す
、
今
世
紀
の
歴
史
は
悉
く
は
不
名
誉
に
あ
ら

ざ
る
こ
と
を
。
二
百
万
人
を
越
え
ざ
る
小
国
、
敗
北
を
熟
知
し
、
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
孤
独
の
中
に
、
全
く
絶
望
的
な
る
希
望
を
以
て
、
戦
ひ
に
赴
く
ノ
:
・

是
れ
ダ
ピ
デ
よ
り
大
な
る
者
が
パ
リ
サ
イ
人
の
諸
国
に
依
て
立
て
ら
れ
し
十
字
架
に
上
る
の
場
面
な
り
/
・
訟
も
亦
た
殺
さ
る
る
は
、
疑
ひ
な
し
。
汝
は
兄
弟

を
救
は
ん
と
努
力
し
て
、
汝
自
身
を
救
ひ
得
ざ
り
し
な
り
。
土
身
古
人
は
汝
を
槍
に
て
刺
す
者
、
基
督
教
徒
の
英
人
独
人
露
人
は
其
の
土
耳
古
人
の
犯
罪
行

為
の
連
累
沓
に
し
て
、
利
害
関
係
を
有
す
る
見
物
人
な
り
〆
:

正
し
き
事
の
為
め
に
破
る
る
は
、
恥
障
に
あ
ら
ず
。
正
し
か
ら
ざ
る
事
の
為
め
に
勝
つ
は
、
恥
戸
時
な
り
。
世
界
を
今
猶
ほ
救
ひ
つ
つ
あ
る
は
、
十
字
架
な



り
。
基
督
教
的
欧
羅
巴
は
、
回
教
的
土
耳
古
と
協
力
し
て
、
完
全
に
汝
を
殻
減
し
た
ら
ん
こ
と
を
/
・
汝
の
勇
敢
な
る
子
等
の
死
せ
る
死
こ
そ
、
必
ず
や
新
生

欧
緩
巴
の
生
命
た
る
べ
し
。
・
・
:
・
力
弱
く
し
て
柔
和
な
る
者
が
力
強
き
者
の
獣
力
の
下
に
押
し
演
さ
る
る
の
光
景
に
ま
さ
り
て
天
下
に
組
問
高
な
る
も
の
な

し
。
「
己
が
子
の
苦
難
を
見
守
り
得
る
神
の
愛
は
、
驚
く
べ
き
か
な
』
」
(
年
ヨ
宮
子
可
『
2

0百
2
0・
s
u
u
J
?
N
-
?
鈴
木
訳
、
S
3
・
五
五
l
五
六
〉

そ
の
翌
年
、

(
雑
感
、

一
八
九
八
・
一
一
、
S
2
・

日
本
を
ふ
く
め
た
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け
る
「
保
守
主
義
の
勝
利
と
進
歩
主
義
の
敗
北
」

二
回
O
)
の
進
行
を
前
に
し
て
は
、

不
義
は
勝
ち
て
亡
ぶ
。

是
れ
歴
史
の
恒
則
に
し
て
、

「
正
義
は
敗
れ
て
輿
り
、

過
去
六
千
年
間
の
人

類
の
実
験
に
徴
し
て
明
か
な
り
。
暴
者
一
時
の
勝
利
は
彼
の
一
段
の
衰
滅
と
堕
落
と
を
招
き
、
義
者
一
時
の
瑳
朕
は
其
一
層
の
隆
起
と
昇

進
と
を
促
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
鵡
毒
に
死
し
て
、
伎
の
教
義
は
時
の
文
明
世
界
に
普
く
、

期
の
今
日
、
彼
は
王
の
王
と
し
て
泰
西
億
兆
の
崇
敬
を
繋
ぐ
。
什
れ
て
呑
を
放
つ
も
の
は
腕
檀
な
り
、
死
し
て
光
を
揚
ぐ
る
も
の
は
正
義

キ
リ
ス
ト
十
字
架
に
探
せ
ら
れ
て
、

十
九
世
紀
末

な
り
」

(
弛
む
勿
れ
、

一
八
九
八
・
一
一
、
S
3
・
二
三
八
〉
と
語
ら
れ
た
。

か
つ
て
内
村
の
日
清
戦
争
義
認
論
の
中
の
引
照
に
お
い
て
は
対
野
蛮
の
大
国
ベ
ル
シ
ャ
と
い
う
文
脈
で
、

そ
し
て
今
度
は
、
対
「
亜
細

亜
的
専
制
」
ト
ル
コ
お
よ
び
「
基
督
教
国
」
の
権
力
政
治
と
い
う
文
脈
で
、
同
じ
正
義
の
小
国
ギ
リ
シ
ャ
と
同
固
に
と
っ
て
の
「
グ
ラ
イ

シ
ス
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
内
村
の
歴
史
像
に
お
け
る
転
移
が
そ
れ
だ
け
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
っ
て
い
る
。

か
っ
て

t工

(
日
清
戦
争
の
義
、

(三4

「
人
類
の
進
化
歴
史
に
於
て
、
摂
理
は
、
常
に
小
を
し
て
新
を
代
表
せ
し
め
、
大
を
し
て
旧
を
代
表
ぜ
し
め
」

八
九
四
・
九
、
S
2
・
コ
一
O
〉
そ
し
て
「
勝
利
の
冠
は
常
に
小
に
し
て
新
た
な
る
も
の
の
上
に
落
ち
」
(
同
前
、
三
O
l一二一〉

る
と
さ
れ
、
野

内村鑑三の歴史意識

蛮
な
旧
大
国
の
暴
威
と
い
う
「
ク
ラ
イ
シ
ス
」
を
く
ぐ
っ
て
で
は
あ
れ
、
小
国
は
正
義
に
立
つ
が
ゆ
え
に
必
ず
勝
利
を
お
さ
め
て
「
興
国
」

の
栄
誉
を
受
け
る
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は
正
義
の
支
配
の
前
進
と
い
う
救
済
史
の
線
と
一
国
の
興
隆
と
世
界
史
の
主
導
と
い
う
世
俗

史
の
線
と
は
合
体
し
て
い
た
。
し
か
し
今
、
力
点
は
、
正
義
は
必
ず
し
も
勝
利
を
意
味
し
な
い
こ
と
、
正
義
の
た
め
の
敗
北
は
不
名
誉
で

は
な
い
こ
と
、
に
移
っ
て
い
る
。
正
義
の
貫
徹
と
い
う
救
済
史
の
線
と
世
界
政
治
に
お
け
る
諸
国
民
興
亡
の
世
俗
史
の
線
と
は
分
化
を
始

北法19(4・21)701



説

め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
世
界
の
救
い
の
進
展
は
、
世
俗
史
に
お
け
る
勝
利
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
敗
北
|
|
諸
国
民
の
世
界
史

に
お
け
る
弱
少
な
義
者
の
代
苦
・
代
賠
と
い
え
よ
う
ー
ー
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
さ
れ
、
内
村
に
お
い
て
、
個
人
の
救
い
の
原
理
と
世
界

の
救
い
の
原
理
と
の
聞
に
見
ら
れ
た
手
離
の
傾
向
は
、
前
者
1

1

「
十
字
架
」
|
|
の
方
に
統
一
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
後
に
も
ふ
れ

諭

る
よ
う
に
、
世
界
史
の
進
歩
と
い
う
観
念
は
こ
れ
以
後
も
続
い
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
の
意
味
内
容
は
転
換
を
始
め
、
世
界
史
の
進
歩
の
い

わ
ば
キ
リ
ス
ト
論
的
な
基
礎
づ
け
が
模
索
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

さ
ら
に
次
の
年
、
す
で
に
見
た
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ

l
ル
共
和
国
の
滅
亡
不
可
避
と
い
う
一
つ
の
決
定
的
時
点
に
お
け
る
文
章
で
は
こ
う
の

べ
ら
れ
た
。

「
正
義
は
依
然
た
る
正
義
で
あ
っ
て
、
縦
し
負
け
て
も
正
義
で
あ
る
。
勿
論
我
々
の
普
通
の
人
情
と
し
て
我
々
は
正
義
が
腕
力
に
訴
へ
て
も
勝
た
ん
事
を
望

む
け
れ
ど
も
、
是
は
正
義
其
物
の
為
を
思
ふ
て
の
葉
望
で
は
な
い
、
正
義
の
為
を
思
へ
ば
正
義
は
一
度
決
さ
れ
る
方
が
宜
い
、
是
は
正
義
必
勝
の
方
法
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
、
俗
人
に
は
未
だ
不
義
に
負
け
て
世
に
勝
っ
と
一
五
ふ
大
真
理
は
解
ら
な
い
、
是
は
茶
一
督
教
の
奥
義
で
あ
っ
て
畢
克
は
人
類
の
救
済
と
か
社
会

の
改
善
と
か
云
ふ
事
も
皆
な
此
深
い
真
理
の
中
に
箆
っ
て
居
る
の
で
あ
る
・
:

英
士
日
利
と
て
も
同
じ
結
果
を
見
る
に
至
る
で
あ
ら
ふ
、
彼
の
如
き
強
大
な
る
国
家
は
腕
力
を
以
て
は
到
底
之
を
演
す
事
は
出
来
な
い
、
然
し
神
は
英
国
の

強
を
挫
か
ん
為
に
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ル
の
や
う
な
小
園
女
起
し
て
、
之
に
正
義
を
唱
へ
し
め
て
、
而
し
て
後
に
英
国
の
決
す
所
と
な
ら
し
め
給
ふ
の
で
あ
る
。

英
国
勝
ち
杜
国
破
れ
て
而
し
て
後
に
社
国
の
唱
へ
し
自
由
独
立
の
主
義
は
持
く
世
界
在
感
化
す
る
に
主
り
、
英
国
は
其
天
の
定
め
し
壊
滅
の
境
に
臨
む
の
で

あ
る
、
余
輩
が
斯
く
云
ふ
の
は
今
や
社
国
の
運
命
の
日
一
タ
に
迫
る
の
を
見
て
負
惜
み
に
云
ふ
の
で
な
い
、
且
止
は
確
乎
動
す
べ
か
ら
ざ
る
摩
史
上
の
事
実
で
あ

っ
て
、
而
か
も
亦
人
生
の
一
大
秘
義
で
あ
る
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
(
正
義
と
腕
力
、
一
九
0
0
・三、

S
3
・
四

O
四
J
四
O
五
〉
。

前
年
の
文
章
に
お
け
る
「
正
義
は
敗
れ
て
興
り
、
一
小
義
は
勝
ち
て
亡
ぶ
」
と
い
う
立
場
は
さ
ら
に
つ
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
。

事
の
為
め
に
破
る
は
恥
辱
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
か
つ
て
の
消
極
的
主
張
か
ら
、

「
正
し
き

「
普
通
の
人
情
」
と
「
正
義
其
物
の
為
を
思
」
う
こ
と
と
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を
般
別
し
対
置
し
た
上
で
、
後
の
立
場
か
ら
は
「
正
義
は
一
度
潰
さ
れ
る
方
が
よ
い
」
と
い
う
よ
り
積
極
的
な
、

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
に

変
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
救
済
史
と
世
俗
史
の
分
化
は
さ
ら
に
徹
底
し
、
神
の
救
済
は
個
人
の
「
人
生
」
と
諸
国
民
の
「
歴
史
」
と
に
お

い
て
同
じ
原
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
「
負
惜
み
に
云
ふ
の
で
は
な
い
」
と
云
う
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
の
希
望
が
ま
た
砕
か
れ
る
シ

リ
ア
ス
な
事
態
に
直
面
し
た
苦
衷
の
な
か
で
の
思
考
の
逆
説
的
な
展
開
を
、
白
か
ら
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

あ
た
か
も
こ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
、

「
最
も
高
尚
な
る
政
治
書
」
と
し
て
の
予
言
書
か
ら
は
「
如
何
に
し
て
余
の
国

と
い
う
旧
約
と
新
約
と
の
こ
元
的
把
握
に
か

を
救
う
べ
き
か
」
を
、
新
約
諸
書
か
ら
は
「
如
何
に
し
て
余
の
霊
魂
を
救
う
べ
き
か
」
を
、

さ
ら
に
旧
約
全
体
を
貫
く
主
題
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
を
予
言
す
る
、
と
い
う
キ

リ
ス
ト
の
代
苦
と
代
臆
に
よ
る
旧
約
と
新
約
と
の
統
一
的
把
握
が
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
の
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。

わ
っ
て
、

イ
サ
ク
の
献
供
の
物
語
や
ヤ
ハ
ウ
エ
の
僕
の
詩
、

伺

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
進
歩
の
像
の
変
化
に
併
行
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
ぐ
忠
誠
の
対
象
「
日
本
国
」
の
観
念
に
も
微
妙
な
変
化
が
現
わ
れ

る
。
一
八
九
九
年
一

O
月
、
内
村
は
「
日
本
国
と
日
本
人
」
と
題
し
て
こ
う
の
ベ
た
。
「
余
輩
は
日
本
国
の
為
め
に
日
本
人
を
愛
す
る
を

得
ベ
し
、
日
本
人
の
為
め
に
日
本
国
を
愛
す
る
能
は
ず
、
日
本
国
は
或
る
明
瞭
な
る
理
想
と
天
職
、
を
帯
び
て
存
在
す
る
、
不
l
シ
ョ
ン
(
国

家
と
訳
す
べ
か
ら
ず
)
に
し
て
純
清
無
垢
の
処
女
の
如
き
者
な
り
、
是
に
反
し
て
日
本
人
な
る
者
:
:
:
彼
等
の
目
的
は
卑
賎
に
し
て
日

本
国
の
理
想
に
及
ば
ざ
る
や
遠
し
、
彼
等
は
掠
奪
を
愛
し
、
虚
名
を
好
み
、
仁
義
を
街
ひ
、
強
者
に
脂
び
て
弱
者
を
圧
す
、
余
輩
彼
等
を

愛
せ
ん
と
す
る
も
得
ん
や
」

内村鑑三の歴史意識

(
S
3
・
三
七
O
〉
。
翌
年
五
月
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
美
し
き
名
二
つ
」
お
よ
び
「
日
本
」
と
題
す
る
文
章
で
次

の
よ
う
に
語
っ
た
。

は
理
想
の
国
な
り
、
吾
人
彼
と
是
と
の
為
め
に
尽
し
て
吾
人
の
生
涯
は
理
想
的
な
ら
ざ
る
を
得
ず
」

「
二
つ
の
美
は
し
き
名
あ
り
、
其
一
は
基
督
に
し
て
其
二
は
日
本
な
り
、
前
な
る
者
は
理
想
の
人
に
し
て
後
な
る
者

北法19(4・23)703

(
Z
ロ
・
五
一
)
。

ま
た
「
日
本
国
は

英
王
室
に
あ
ら
ず
、

王
室
は
日
本
の
頭
脳
な
り
、

日
本
国
は
其
富
士
山
に
あ
ら
ず
、
富
士
山
は
日
本
の
頭
額
な
り
、

日
本
国
は
琵
琶
湖
に

あ
ら
ず
、
琵
琶
湖
は
日
本
の
眼
昨
な
り
、

日
本
国
は
ま
た
其
民
衆
に
あ
ら
ず
、
民
衆
は
日
本
の
手
足
な
り
、

日
本
国
は
山
に
あ
ら
ず
、
河



説

に
あ
ら
ず
、
湖
水
に
あ
ら
ず
、
亦
其
民
に
あ
ら
ず
、

日
本
国
は
精
神
に
し
て
ソ

l
ル
な
り
、
五
日
人
は
先
づ
彼
に
忠
実
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず

論

然
ら
ば
彼
に
属
す
る
総
て
の
も
の
に
向
て
真
正
に
忠
実
な
る
を
得
べ
し
」

「
国
家
」
と
区

(
同
前
、
五
一

l
l
五
二
)

O

「ネ
l
シ
ョ
ン
」
が

別
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
そ
れ
が
権
力
追
求
の
主
体
で
も
、
権
力
組
織
で
も
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
唱
)
こ
の
よ
う
な
「
ネ
l

シ
ョ
ン
」
と
し
て
の
「
日
本
」
は
現
実
の
堕
落
し
き
っ
た
「
日
本
人
」
に
対
し
て
「
理
想
と
天
職
」
の
担
い
手
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
「

理
想
」
ま
た
「
精
神
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
神
の
側
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
「
摂
理
」
に
お
け
る

ン
」
と
し
て
の
「
日
本
国
」
と
、
世
俗
史
の
現
実
に
お
け
る
「
日
本
人
」
や
「
国
家
」
と
し
て
の
日
本
の
分
化
と
い
う
合
意
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
局
面
で
終
末
論
的
存
在
と
し
て
の
日
本
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
い
も
、

「ネ

l

シ
ョ

こ
う
し
た
「
日
本
」
観
念
の
変
化
と
発

展
の
帰
結
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
徐
々
に
進
ん
だ
転
換
が
、

一
九

O
)
年
七
月
の
第

ま
だ
素
朴
な
形
で
は
あ
っ
た
が
、
始
め
て
系
統
的
に
の
べ
ら
れ
た
の
は
、

二
回
夏
期
講
談
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

一
O
日
聞
に
わ
た
る
こ
の
集
会
に
お
い
て
、
内
村
の
多
く
の
講
演
を
一
貫
し
た
テ

l
マ
は
苦
難

の
神
義
論
、

し
か
も
単
な
る
個
人
の
受
苦
と
い
う
よ
り
は
、
進
み
出
て
世
の
悪
に
戦
い
を
挑
む
「
義
人
」

「
改
革
者
」
の
そ
れ
で
あ

り

こ
れ
を
ま
と
め
る
の
に
与
っ
て
力
あ
っ
た
の
は
、

「
今
年
読
ん
だ

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
親
友
ベ
ル
か
ら
送
ら
れ
て
く
り
返
し
読
み
、

全
て
の
本
の
中
で
こ
の
本
ほ
ど
私
を
益
し
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
」

ド
ン
の
、
急
岡
山
内
ロ
巾
〈
巾
ロ
ル
片
山
ゲ
巾
r
o
E
Y巾
S
E
E
r
-
H
∞∞。

.
1

で
あ
っ
た
。 (

一
九
O
一・一

一、

z
m
・
三
七
三
〉

と
感
謝
し
た
、

A
・
J
・
ゴ

l

「
義
人
ヨ
ハ
ネ
と
姦
婦
へ
ロ
デ
ャ
、
若
し
正
法
を
以
て
律
す
べ
く
ん
ば
勿
論
殺
さ
る
べ
き
者
は
後
者
に
し
て
前
者
た
る
べ
か
ら
ざ
る
な

り
、
然
れ
ど
も
事
実
は
之
に
反
し
、
義
人
の
首
は
例
ね
ら
れ
て
姦
婦
は
女
王
の
位
に
座
せ
り
、
誰
か
社
会
の
不
公
平
を
憤
ら
ざ
る
者
ぞ
あ

る
。
然
れ
ど
も
是
れ
此
世
の
習
慣
な
り
、

(
第
二
回
夏
期
講
談
会
に
於
て
読
ま
れ

キ
リ
ス
ト
の
時
代
に
於
て
然
り
、
今
の
世
に
於
て
亦
然
り
」

し
聖
書
の
部
分
並
に
其
略
註
、

一九
O
一
・
八
、

Z
旧
・
九
八
)
。
こ
の
「
正
法
」
の
顛
倒
に
つ
い
て
説
明
す
る
答
え
が
、

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
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の
現
世
の
無
・
来
世
の
全
て
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
対
置
で
あ
り
、

再
会
の
慰
め
と
い
う
個
人
的
意
味
に
お
い
て
よ
り
は
、

活
論
が
、
全
面
的
に
、

そ
の
は
じ
め
か
ら
個
人
の
救
い
の
完
成
や
死
別
し
た
愛
す
る
者
と
の

「
現
世
」
の
不
公
平
へ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
説
か
れ
て
来
た
内
村
の
復

「
義
人
」
の
受
難
と
い
う
神
義
論
的
聞
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

原
則
で
あ
る
、
・
・
:
・
現
世
に
於
て
義
の
為
に
命
を
棄
つ
る
も
の
が
、
未
来
に
於
て
栄
誉
を
受
く
る
は
不
動
の
天
則
で
は
な
い
か
、
其
天
則

「
善
悪
応
報
の
関
係
は
人
生
の

を
暖
昧
に
附
す
れ
ば
こ
そ
妄
に
天
を
怨
み
人
を
答
め
て
、
失
望
悲
哀
の
生
涯
を
送
る
に
至
る
の
で
は
芯
い
か
、
神
は
善
人
を
殺
す
と
の
み

見
て
、
原
因
結
果
の
理
窟
は
頗
る
解
し
難
い
、
神
が
善
人
を
殺
す
は
殺
す
様
に
見
ゆ
る
の
で
あ
っ
て
、
其
実
、
真
に
善
人
を
殺
し
給
ふ
の

で
は
な
い
」

(
第
二
回
夏
期
講
談
会
講
演
大
要

第
二
席

基
督
教
と
は
何
ぞ
や
、

zm-
一
一
六
l
一
一
七
〉
。

そ
れ
ま
で
の
内
村
を
特
徴
づ
け
る
「
未
来
」
「
来
世
1

一

う
性
格
を
強
く
持
ち
な
が
ら
も
、
死
後
の
生
命
の
実
在
と
い
う
面
に
傾
い
て
、

「
、
氷
遠
」
と
い
っ
た
諸
観
念
が
、

地
上
の
社
会
の
革
新
と
完
成
と
し
て
の
「
神
の
国
」
の
観

「
義
人
」
の
神
義
論
と
い

そ
う
し
て
、

念
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

「
社
会
改
良
」
の
実
践
を
く
ぐ
っ
た
こ
の
頃
に
い
た
っ
て
、
両
者
は
合
体
す
る
。
講
談
会

に
併
行
し
て
書
か
れ
た
、

コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
の
講
解
に
お
い
て
、
復
活
の
時
期
の
問
題
に
つ
い
て
、
歴
史
の
終
末
の
日
に
お

伺

け
る
「
末
日
復
活
」
と
い
う
主
張
が
始
め
て
現
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
内
村
は
、
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
自
身
は
「
末
日
復
活
」
を
説
き
つ
つ
も

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
の
ベ
た
上
、
こ
の
理
由
に
つ
い
て
の
自
ら
の
解
釈
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
吾
等

内村鑑三の歴史意識

死
し
て
直
に
再
び
生
れ
来
る
も
何
の
益
が
あ
る
、
吾
等
は
既
に
一
度
び
は
此
悲
惨
の
世
を
闘
ひ
通
せ
し
者
、
何
を
好
ん
で
再
び
此
修
羅
の

街
に
生
れ
来
ら
ん
や
、
吾
等
は
生
命
其
物
の
た
め
に
復
活
を
望
む
者
に
非
ず
、
吾
等
は
正
義
の
王
国
に
於
て
再
び
生
涯
せ
ん
こ
と
を
望
む

北法19(4・25)705

者
な
り
、
故
に
吾
等
の
復
活
の
キ
リ
ス
ト
再
来
の
時
に
あ
る
を
聴
て
吾
等
は
歓
喜
の
上
に
更
に
歓
喜
を
感
ず
る
な
り
」

九
O
一
・
九
、

Z
7
・
二
二
一
二
l
一一一一四)。

(
復
活
の
希
望
、

「
末
日
復
活
」
観
が
「
正
義
」
の
支
配
と
い
う
神
義
論
的
要
請
か
ら
来
、

そ
し
て
、
個
人
の
「

永
生
」
と
普
遍
的
完
成
と
し
て
の
「
神
の
国
」
と
を
結
び
つ
け
る
か
な
め
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。



説

地
上
の
社
会
の
革
新
と
完
成
に
つ
い
て
、
神
の
摂
理
に
よ
る
保
持
と
い
う
枠
内
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
改

革
者
の
意
志
と
行
為
に
力
点
を
お
い
て
語
ら
れ
、
他
方
で
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
や
審
判
の
観
念
は
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

そ
し
て
、

こ
れ
ま
で
、

北法19(4・26)706

論:

す
で
に
こ
の
少
し
前
「
或
時
は
心
緒
快
悩
の
中
に
終
日
を
送
る
こ
と
が
あ
る
:
:
:
彼
我
執
れ
を
見
て
も
失
望
の
種
な
ら
ざ
る
は
な
い
。
.

然
し
な
が
ら
巽
望
は
何
時
も
な
が
ら
上
よ
り
来
る
:
:
:
何
時
か
此
社
会
も
天
然
の
法
則
に
随
て
嬢
れ
て
了
ふ
で
あ
ら
う
:
・
:
正
義
発
顕
の

日
は
此
度
来
る
。
神
の
裁
判
の
日
は
必
ず
来
る
、
我
等
は
忍
ん
で
其
佳
節
の
到
来
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
」

(
閤
裡
の
光
明
、

一九
0
0
・四、

論
じ
た
。

S
2
・
回
一

O
〉
と
の
ベ
た
内
村
は
、
こ
の
講
談
会
で
は
そ
の
一
日
を
あ
げ
て
キ
リ
ス
ト
再
来
の
弁
証
に
あ
て
、
聖
書
の
典
拠
を
列
挙
し
て

「
キ
リ
ス
ト
の
再
来
は
改
革
者
の
希
望
な
り
、
若
し
比
事
な
し
と
す
れ
ば
世
の
完
全
な
る
改
新
は
到
底
望
む
べ
か
ら
ず
、
苦
人

の
改
革
な
る
者
は
単
に
一
部
的
た
る
に
止
る
、
且
つ
一
方
を
改
む
れ
ば
他
の
方
面
に
害
を
及
さ
ざ
る
を
得
ず
、
人
類
全
体
を
改
む
る
が
如
き

は
是
れ
神
以
下
の
実
在
者
の
完
成
し
得
る
事
業
に
あ
ら
ず
」
(
第
二
回
夏
期
講
談
会
に
於
て
読
ま
れ
し
聖
書
の
部
分
並
に
其
略
註
、
Z
旧・一

O
一
己
。

「
改
革
者
の
希
望
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
内
村
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
再

こ
こ
で
「
キ
リ
ス
ト
の
再
来
」
が
、

臨
論
的
終
末
論
の
特
質
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
合
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
歴
史
へ
の
参
加
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ

で
の
神
学
的
思
索
の
所
産
で
は
な
く
、
社
会
の
救
い
へ
の
関
心
に
お
し
出
さ
れ
た
「
社
会
改
良
」
の
実
践
を
へ
、
そ
の
経
験
を
ふ
ま
え
て

始
め
て
生
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

「
社
会
改
良
」
に
お
け
る
人
間
の
努
力
に
よ
る
進
歩
へ
の
単
な
る
失
望
や
、
歴
史
的
社
会
へ
の

関
心
の
後
退
に
と
も
な
っ
て
生
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
人
間
の
努
力
に
よ
る
進
歩
へ
の
期
待
が
破
れ
つ
つ
も
な
お
、
歴
史
的
な
社
会
の
運

命
に
深
い
関
心
を
ょ
せ
、
そ
の
革
新
と
完
成
を
望
ん
で
や
ま
ぬ
心
の
う
ち
に
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
社
会
の
全
体
的
な
改
革
は
さ
ら
に

「
宇
宙
万
物
の
調
和
」
の
「
恢
復
」

〈
復
活
の
希
望
、

Z
7
、
ニ
二
八
)

の
一
環

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、

「
神
の
国
」
の
表
象
は
、
あ
の
神
の
創
造
に
か
か
わ
る
究
極
的
実
在
と
し
て
の
「
宇
宙
」
と
の
関
連
で
と

ら
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

か
つ
て
「
天
国
」
を
「
吾
人
心
中
の
和
楽
」
と
し
て
内
固
化
し
て
と
ら
え
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
既
に



始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
面
を
強
調
し
た
内
村
は
、

そ
の
自
説
を
修
正
補
足
し
て
、
そ
の
歴
史
的
社
会
の
終
末
に
お
け
る
一
新
と

こ
の
頃
、

い
う
側
面
を
説
き
、
歴
史
の
終
末
を
待
望
す
る
と
い
う
思
想
を
強
く
前
面
に
押
し
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
キ
リ
ス
ト
再
臨
論
に
お
い
て
は
、
ま
だ
漸
進
的
進
歩
と
い
う
観
念
と
結
び
つ
い
v

て
、
終
末
は
徐
々
に
近
づ
き
、

し
か
し
、
必
ず
、
到
来
す
る
と
い
う
観
念
が
う
か
が
わ
れ
、
後
の
そ
れ
の
よ
う
な
、
全
く
人
間
の
判
断
を
こ
え
る
時
突
如
と
し
て
臨
み
、

一
切
の
人
間
の
文
化
を
く
つ
が
え
す
と
い
う
緊
迫
感
・
破
局
感
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
不
義
の
社
会
の
全
面
的
な
変
革
と
破
邪

顕
正
が
、
歴
史
の
終
末
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
再
来
と
い
う
か
た
ち
で
、
歴
史
外
か
ら
の
、
唯
一
図
的
・
決
定
的
な
介
入
に
よ
っ
て
完
成

そ
れ
ま
で
の
歴
史
理
解
か
ら
一
歩
ふ
み
出
し
て
い
た
。

い
つ
か
、

さ
れ
る
、

と
い
う
終
末
観
は
、

歴
史
の
進
歩
の
理
解
が
こ
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
と
併
行
し
て
、
「
改
革
」
の
主
体
お
よ
び
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
考
え
も
転
換
し
て
ゆ

く
。
先
ず
、

こ
の
世
の
悪
を
「
罵
言
」
を
も
っ
て
む
ち
う
つ
「
志
士
」
・
「
義
人
」
も
や

セ
キ
ュ
ラ

l
な
、
講
演
や
評
論
と
い
う
方
法
に
よ
り

は
り
「
罪
人
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
ー
ー
ー
自
己
を
腐
敗
の
社
会
を
こ
え
て
そ
れ
に
対
す
る
「
義
人
」
と
し
て
意
識
す
る
ま
さ
に
そ
の
時
彼

は
罪
に
お
ち
る
こ
と
、
が
か
え
り
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

「
此
腐
敗
せ
る
社
会
に
棲
息
し
て
、
其
腐
気
に
触
れ
ざ
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
常

に
科
な
き
低
な
き
、
完
全
無
扶
の
人
な
る
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
と
共
に
在
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
:
:
:
。
我
が
罪
に
陥
る
時
は
、
我
が
道
徳
念
の

伺

織
な
ら
ざ
る
時
に
非
ず
し
て
、
我
が
我
が
主
を
離
れ
、
独
り
白
か
ら
君
子
た
り
、
義
人
た
ら
ん
と
欲
す
る
時
な
り
」

0
0
・一

O
、
Z
口
、

(
日
々
の
生
涯
、

内村鑑三の歴史意識

一
一
)
、
ま
た
「
我
は
知
る
我
が
衷
に
何
の
善
き
も
の
の
あ
ら
ざ
る
を
、
凡
て
の
善
賜
と
全
き
賜
は
皆
な
上
よ
り
降
る
な

り
、
基
督
信
者
は
そ
の
有
す
る
富
と
智
識
と
の
為
め
に
誇
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
其
抱
懐
す
る
主
義
の
為
め
其
履
行
す
る
徳
の
為
め
に

誇
ら
ず
、
我
に
罪
の
ほ
か
何
物
も
な
き
を
了
て
吾
人
は
始
め
て
基
督
の
僕
た
る
を
得
る
な
り
」

(
同
前
、

Z
口、

ご
ニ
)
と
い
う
「
東
京
独
立

雑
誌
」
同
人
の
内
紛
と
分
裂
の
直
後
に
記
さ
れ
た
言
葉
は
、
「
腐
敗
せ
る
社
会
」
に
対
す
る
「
改
革
」
の
「
義
人
」
を
も
っ
て
自
ら
任
じ
た
人
々

1
1
1
あ
る
い
は
内
村
自
身
を
も
含
む
ー
ー
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
生
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
ゆ
る
さ
れ
た
罪
人
と
い
う 九

北法19(4・27)707



説

自
覚
に
立
っ
て
、
個
々
人
の
内
面
へ
、
端
的
に
罪
の
ゆ
る
し
の
福
音
そ
の
も
の
の
慰
め
と
励
ま
し
を
も
っ
て
訴
え
る
態
度
へ
と
、
方
向
転

論

換
が
な
さ
れ
、
福
音
信
仰
の
個
人
性
・
内
面
性
が
強
調
さ
れ
る
に
い
た
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
像
の
変
化
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
前
面
に
お
し
出
さ
れ
て
来
た
福
音
信
仰
の
内
面
性
・
個
人
性
の

主
張
も
、
数
年
に
わ
た
る
真
剣
な
「
社
会
改
良
」
の
奮
闘
の
経
験
を
通
じ
て
、
「
社
会
改
良
」
の
思
想
を
つ
き
つ
め
、
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
に

生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
、
初
め
か
ら
の
無
関
心
や
回
避
、
あ
る
い
は
挫
折
に
よ
る
そ
こ
か
ら
の
隠
退
の
結
果
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
二
回
夏
期
講
談
会
最
終
日
の
講
演
で
は
、

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
一
六
章
一
五
節
を

テ
ク
ス
ト
と
し
て
、

「
吾
等
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
ず
る
は
特
に
吾
等
自
身
が
救
は
れ
ん
が
為
に
非
ず
、
神
が
我
等
を
救
ひ
給
ひ
し
は
吾
等

(
第
二
問
夏
期
講

が
世
の
人
を
救
は
ん
為
也
、
伝
道
は
基
督
信
者
の
身
に
添
ふ
義
務
な
り
、
伝
道
せ
ざ
る
者
は
基
督
信
者
に
非
ざ
る
な
り
」

談
会
に
於
て
読
ま
れ
し
聖
書
の
部
分
並
に
其
略
註
、

z
m、一
O
六
〉
と
語
ら
れ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
内
村
の
「
社
会
改
良
」
へ
の
熱
心
は
、

深
刻
な
救
い
の
経
験
を
ふ
ま
え
た
、
彼
一
身
の
た
め
に
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
救
い
の
た
め
に
こ
そ
彼
が
救
わ
れ
た
、
と
い
う
信
念
と
結

び
つ
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
救
い
に
つ
い
て
の
こ
れ
と
同
じ
形
の
信
念
が
、
「
社
会
改
良
」
の
理
論
と
努
力

が
破
れ
た
時
、
福
音
信
仰
の
個
人
性
・
内
面
性
の
名
に
お
い
て
社
会
の
救
い
の
問
題
を
放
棄
し
て
一
個
人
の
救
い
の
世
界
に
隠
退
す
る
の

で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
救
い
へ
の
道
を
、
新
た
な
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
問
い
、

こ
れ
に
た
ち
む
か
お
う
と
す
る
に
い
た
っ
た
そ
の
態

度
の
、
背
後
に
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
聖
書
之
研
究
」
創
刊
以
来
の
紙
面
を
特
徴
づ
け
た
、
神
に
対
し
あ
く
ま
で
従
順
に
、

た
だ
神
の
み
と
深
く
交
わ

る
個
人
性
の
強
調
は
、
し
か
し
、
霊
の
こ
と
と
世
の
こ
と
と
の
二
元
論
の
上
に
立
つ
、
社
会
に
対
す
る
無
関
心
や
黙
従
で
は
な
か
っ
た
。

「
宗
教
は
個
人
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
個
人
的
な
ら
ざ
る
宗
教
は
基
礎
な
き
、
根
底
な
き
宗
教
な
り
。
宗
教
は
社
会
的
な
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
、
社
会
的
な
ら
ざ
る
宗
教
は
私
人
的
宗
教
と
成
り
易
し
、
根
底
を
深
き
個
人
性
に
据
え
、
幹
と
枝
と
を
以
て
広
く
社
会
の
生
気
に
触
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る
る
者
、
是
れ
渇
く
も
枯
れ
ず
、
揺
る
も
倒
れ
ざ
る
宗
教
な
り
」
(
強
健
な
る
宗
教
、

一九
O
一
・
五
、

z口
五
四
)
。

「
神
に
対
し
て
は
受
動
的

な
れ
、
人
に
対
し
て
は
活
動
的
な
れ
、
汝
の
宗
教
を
以
て
単
に
汝
の
身
を
修
む
る
の
要
具
と
の
み
な
す
勿
れ
、
宗
教
は
社
会
的
勢
力
な
り
、

国
家
的
生
命
な
り
、
伸
び
て
隣
人
に
及
ば
ざ
る
宗
教
は
死
せ
る
宗
教
な
り
」
(
死
せ
る
宗
教
、
同
前
〉
。
内
村
の
個
人
的
・
内
面
的
福
音
信

仰
は
、
自
己
を
「
私
人
的
宗
教
」
と
は
っ
き
り
区
別
し
た
、
「
社
会
」
と
「
国
家
」
に
働
き
か
け
て
や
ま
ぬ
、

そ
の
い
み
で
「
活
動
的
」
な
「
社
会

的
」
・
「
国
家
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
救
い
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
者
の
本
質
が
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
者
の
集
団
形
成
が
問
題

に
な
る
の
は
自
然
で
あ
っ
た
。
第
二
回
夏
期
講
談
会
に
お
い
て
語
ら
れ
た
「
少
数
義
人
」
と
い
う
観
念
は
こ
の
問
題
の
所
在
を
鋭
く
示
し
て

か
つ
て
は
「
我
国
日
下
の
急
務
」
と
し
て
「
志
士
の
同
盟
」
(
同
志
の
同
盟
、
一
八
九
九
・
六
、
S
3
、
一
三
一
六
)
を
唱
え
も
し
、

い
た
。
内
村
は
、

こ
の
講
談
会
の
直
前
に
は
、
足
尾
鉱
毒
問
題
解
決
期
成
同
志
会
の
一
員
と
し
て
活
動
し
、
ま
た
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
す
る
社

会
主
義
者
を
も
含
め
た
「
理
想
団
」
の
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
現
に
こ
の
講
談
会
に
も
足
尾
鉱
毒
問
題
の
運
動
の
中
で
知
っ
た
青
年
が
参
加

こ
の
頃
に
い
た
っ
て
内
村
は
、
社
会
改
革
の
た
め
に
も
、
セ
キ
ュ
ラ
!
な
次
元
で
の
改
革
者
一
般
の
結
合
に
対

し
て
、
福
音
信
仰
そ
の
も
の
に
よ
る
同
志
的
結
合
が
、
よ
り
重
要
な
役
割
を
も
つ
こ
と
を
説
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
同
時
代
に
現
わ
れ

し
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、

同

た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
派
の
教
会
形
成
や
大
挙
運
動
の
場
合
と
異
な
り
、
原
理
的
に
「
少
数
」
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
と
解
さ
れ

内村鑑三の歴史意識

て
い
た
。

講
談
会
第
九
日
、
内
村
は
山
上
の
垂
訓
中
の
「
地
の
塩
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
講
解
を
試
み
た
。

「
社
会
改
良
な
る
も
の
に
就
て
も
今

の
人
は
大
変
誤
解
し
て
居
る
様
で
あ
る
、
現
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
多
数
が
矢
張
り
同
じ
誤
謬
に
陥
っ
て
居
る
、

そ
れ
は
何
か
と
い
ふ
に
彼

等
は
社
会
の
多
数
を
基
督
信
者
や
正
義
の
土
に
な
さ
ね
ば
社
会
の
改
良
策
は
到
底
行
は
れ
ぬ
と
諦
め
て
居
る
こ
と
で
あ
る
」

(
第
二
回
夏
期

講
談
会
講
演
大
要

第
五
席

少
数
義
人
の
勢
力
、

zm-
二
一
へ
)
。
さ
ら
に
「
予
輩
を
し
て
謂
は
し
む
れ
ば
善
人
大
多
数
を
占
む
る
世
界
は
試

北法19(4・29)709



説

錬
の
世
の
中
で
は
な
い
:
:
:
。
そ
ん
な
結
構
な
処
は
未
来
の
王
国
、
神
の
王
座
に
限
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
此
世
に
在
て
吾
人
の
望
む
べ
き

の
の
し

も
の
で
は
な
い
、
現
世
と
は
義
し
き
人
や
情
き
人
の
話
一
一
詳
ら
れ
、
践
み
つ
け
ら
る
る
修
羅
場
で
あ
る
:
:
・
。
乍
併
こ
れ
が
現
世
の
面
白
い

論

こ
れ
だ
か
ら
こ
そ
吾
々
に
奮
戦
勇
闘
の
気
慨
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
、
鳴
呼
『
同
士
の
集
合
』
、

予
輩
は
己
に
幾
度

と
こ
ろ
で
あ
る
、

か
此
語
に
厭
き
果
て
た
り
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
、
多
数
を
頼
む
と
い
ふ
は
決
し
て
基
督
信
者
其
人
の
本
領
で
は
な
い
:
・
:
。
諸
君
の
志

も
し
神
の
業
を
助
く
る
に
在
ら
ば
願
く
は
此
講
談
会
に
会
す
る
五
十
人
を
一
団
と
し
て
奮
闘
し
給
へ
、
正
義
一
団
の
勢
力
は
確
に
社
会
の

腐
敗
を
根
底
よ
り
排
除
す
る
に
足
り
る
の
で
あ
る
、
諸
君
は
自
分
一
個
の
平
和
を
求
め
ん
が
為
に
此
会
に
臨
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
、

一一一一一一
1
1

一三一二〉
0

こ
の
よ
う
な
、
救
わ
れ
た
個

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
大
責
任
を
尽
さ
ん
が
為
に
来
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
」

(
同
前
、

人
↓
「
少
数
義
人
」
↓
社
会
の
救
い
、

と
い
う
観
念
は
、
社
会
の
多
数
を
回
心
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
が
社
会
改
革
の
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
い
う
観
念
|
|
そ
れ
は
お
そ
ら
く
同
時
代
の
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
内
部
に
有
力
で
あ
り
、

ま
た
「
大
挙
」
的
伝
道
方
式
の

背
景
に
も
流
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ー
ー
と
は
っ
き
り
対
決
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、

」
こ
に
は
旧
約
予
言
者
に
お
け
る
「
残
り

の
者
」
の
観
念
を
お
も
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
一
般
の
伝
道
思
想
に
対
す
る
批
判
と
、

「
現
世
」
に
お
い
て
真
の

「
義
人
」
は
つ
い
に
少
数
者
で
し
か
あ
り
え
ぬ
と
い
う
思
想
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
な
歴
史
理
解
の
転
換
の
の
ち
に
現
わ
れ
た
、
来
る
べ
き

神
の
国
あ
る
い
は
「
来
世
」
と
「
現
世
」
と
の
鋭
い
対
置
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
、

こ
の
文
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
独
自

の
集
団
形
成
は
、

や
が
て
一
九

O
三
年
の
内
村
の
万
朝
報
退
社
、

一
九

O
五
年
の
各
地
「
聖
書
之
研
究
」
読
者
の
「
教
友
会
」
組
織
を
通
じ

て
明
確
な
形
を
と
る
に
い
た
る
。
こ
う
し
て
進
む
「
無
教
会
」
と
い
う
名
を
帯
び
た
独
自
の
集
団
形
成
は
、

こ
こ
に
見
た
よ
う
な
歴
史
認
識

と
深
く
関
連
し
て
お
り
、
集
団
形
成
の
形
を
め
ぐ
っ
て
の
教
会
諸
派
と
の
思
想
的
対
立
は
一
つ
に
は
こ
う
し
た
歴
史
理
解
に
か
か
わ
っ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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伺

(
1
)

こ
の
点
、
参
照
、
石
原
謙
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
論
、
一
九
六
七
年
、
山
、
七
|
一
O
、

ト
教
と
神
学
、
一
九
六
八
年
、
五
、
二
二
、
二
七

i
二
九
頁
。

ハ
2
)

こ
の
点
、
「
私
が
お
そ
れ
る
の
は
、
日
本
が
、
今
、
全
キ
リ
ス
ト
教
国
の
教
会
か
ら
霊
的
エ
ル
・
ド
一
ブ
ド
と
目
さ
れ
、
ほ
ん
の
わ
づ
か
の
労
働
だ
け

で
、
『
大
量
の
改
宗
者
』
を
刈
り
入
れ
う
る
と
夢
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
」
と
の
ベ
た
内
村
の
私
信
を
参
照
(
一
八
八
八
年
一
一
月
二
五
日
、
ベ
ル
宛

て、

z
m
・
一
九
四
〉
。
こ
こ
で
は
、
日
本
伝
道
に
お
い
て
、
霊
魂
を
一
挙
に
か
つ
束
に
し
て
刈
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
に
は
長

い
、
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
の
、
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
あ
り
、
収
穫
は
こ
の
よ
う
な
。
プ
ロ
セ
ス
の
後
に
、
「
信
仰
に
よ
っ
て
望
」
(
同
前
)
ま
ね
ば
な
ら
な
い

か
、
と
い
う
時
の
理
解
問
題
が
、
内
村
を
宣
教
師
た
ち
か
ら
わ
か
っ
一
つ
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

(
3
)

な
お
「
求
安
録
」
二
四
頁
の
ル
タ
l
、
パ
ン
ヤ
ン
の
回
心
に
つ
い
て
の
記
述
を
参
照
。
あ
る
決
定
的
な
成
就
の
た
め
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
準

備
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
だ
と
い
う
思
想
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(
4
)

「
忍
耐
」
(
一
九
O
一
・
七
、

S
5
・
一
九
)
、
「
漸
々
の
進
歩
」
(
一
九
O
五
・
二
一
、

zロ
、
二
七
九
〉
、
「
申
命
記
標
註
」
(
一
九
O
七
・

入、

Z
3
・
三
五
O
|
三
五
一
)
、
「
神
の
努
力
」
(
一
九
一

0
・
二
、

S
9、
二
二
八
|
二
三
一
八
〉
な
ど
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
内
村
の
時
間
観
は
、
〈
昨
吋
対
永
遠
〉
〈
永
遠
の
現
在
〉
と
い
っ
た
発
想
と
は
異
質
で
あ
っ
た
。
本
文
に
見
た
よ
う
な
時

間
観
は
終
生
一
貫
し
、
一
九
二

0
年
代
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
打
ち
出
さ
れ
た
終
末
論
も
、
あ
く
ま
で
こ
う
し
た
時
間
観
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
根
本
的
特
質
の
一
つ
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
回
心
へ
の
道
を
初
径
し
て
い
た
内
村
の
時
間
理
解
に
つ
い
て
の
「
彼
は
い
ま
、
地
上
の
国
と
天

上
の
国
と
が
互
に
緊
張
し
合
う
一
点
に
立
っ
て
、
時
間
と
永
遠
と
の
問
題
を
解
く
べ
く
う
な
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
:
・
:
。
彼
が
そ
の
内
面
的
探
求
に

お
い
又
遂
に
人
聞
に
つ
い
て
の
理
想
主
義
的
な
従
っ
て
楽
観
主
義
的
な
認
識
に
た
い
し
て
著
し
く
懐
疑
的
で
あ
り
激
し
い
絶
望
を
表
明
し
た
こ
と
か
ら
想

像
す
る
と
き
、
当
時
の
彼
が
理
解
し
た
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
が
た
が
い
に
相
容
れ
え
な
い
と
い
う
悲
劇
的
な
も
の
と
し
て
直
観
さ
れ
た
こ
と
は
理
解
す

る
に
か
た
く
な
い
と
思
う
。
永
遠
は
時
間
の
内
部
に
入
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
地
上
の
国
が
天
上
の
国
を
内
在
し
え
な
い
こ
と
は
、
彼
に
お
い
て
も
ま
た

真
理
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
永
遠
と
時
間
と
が
、
本
質
的
に
非
連
続
的
な
関
係
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
き
、
神
と
歴
史
と
の
遊
遁
は
、
ま
ず
時
間
と
時
間

と
の
間
に
あ
た
か
も
水
平
面
を
垂
直
面
が
切
断
し
遮
断
す
る
が
ご
と
き
形
式
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
さ
れ
る
:
:
:
」
(
阿
部
行
蔵
、
若
き
内
村
鑑
三
、
一

九
四
九
年
一
五
八

i
一
五
九
頁
)
と
い
う
見
解
は
、
内
村
の
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
資
料
と
し
て
引
き
出
さ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
筆

者
が
内
村
を
読
ん
だ
か
ぎ
り
で
は
、
内
村
の
時
間
観
と
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。

(
5
)

こ
の
点
、
な
お

E
(
一
七
巻
四
号
九
四
頁
〉
お
よ
び
本
号
二
五
頁
参
照
。
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一
九
七
、
二
O
七
|
九
頁
。
佐
藤
敏
夫
、
日
本
の
キ
リ
ス
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1m 

(
6
)

救
い
の
プ
ロ
セ
ス
の
段
階
的
理
解
が
は
じ
め
て
明
瞭
な
形
で
現
わ
れ
る
の
は
一
九
一
二
年
夏
の
札
幌
独
立
教
会
に
お
け
る
講
演
で
あ
る
。
「
札
幌
講

演
第
二
回
・
パ
ウ
ロ
の
救
極
観
」

(zm
・
五
六
四
以
下
〉
。
な
お
「
パ
ウ
ロ
の
救
採
一
観
(
一
九
二
了
一
二
、
S
日
・
一
八
以
下
)
、
「
人
類
の
救
掻
」

(
一
九
二
ニ
・
一
、

S
町
、
二
八
以
下
)
参
照
。

(
7
〉
普
遍
的
救
済
論
を
公
け
に
の
ベ
た
最
初
の
文
章
は
一
九

O
一
二
年
六
月
の
「
万
民
救
済
の
希
望
」

(
S
5
、
二
二
〉
で
あ
ろ
う
。
「
罪
人
の
首
」
と
し

て
自
己
を
意
識
す
る
内
村
に
お
い
て
「
余
自
身
の
救
済
」
が
「
万
民
救
済
」
の
一
環
と
し
て
は
じ
め
て
あ
り
え
た
所
以
が
簡
潔
に
諮
ら
れ
て
い
る
。

(
8
)

こ
の
点
、

M
・
ウ
ェ
I
パ

l
の
理
念
型
を
手
が
か
り
と
し
て
い
え
ば
、
「
神
の
容
器
」
と
し
て
神
と
一
体
化
す
る
「
模
範
予
言
」
に
対
す
る
、
「
神

の
道
具
」
と
し
て
現
世
に
神
意
を
実
現
し
、
現
世
を
変
え
る
べ
く
働
き
か
け
る
「
使
命
予
言
」
の
類
型
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
〈
m--

ロ。

ヨ
吋

z
n
Z
Z円

r
H
r
L
2
宅
内
一

EF問
H
E
l
l
J
H
W
H
E
r
-
E口
問
(
の

gヨ
2-R
〉
c
r
r
N
m
N
C吋
河
内
百
四
5
口
白

D
N
5
5
5・
E
・
ケ
ム
〉
己
『
一
-
二
宏
吋

)
ω
ω
-
M可
戸

(
9
〉
一
八
九

O
年
九
月
二
二
日
付
ベ
ル
あ
て
書
簡
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
言
葉
は
、
創
刊
号
か
ら
「
新
希
望
」
と
改
題
さ
れ
る
ま

で
、
六
三
口
す
ま
で
の
「
聖
書
之
研
究
」
表
紙
邦
文
誌
名
の
下
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
。

(
叩
)
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
内
村
研
究
で
す
で
に
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
沢
治
樹
、
若
き
内
村
鑑
三
、
一
九
五
八

年
、
六
五
頁
、
土
肥
昭
夫
、
内
村
鍛
一
一
一
、
一
九
六
三
年
、
六
九

i
七
O
、
八
八
|
八
九
頁
。
た
だ
、
土
肥
氏
の
指
摘
は
、
同
氏
の
か
な
り
完
結
的
な
内
村

解
釈
の
一
端
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
体
系
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
賛
成
し
が
た
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
た

、し
w

(
け
)
こ
の
点
な
お
、
「
人
の
改
良
は
彼
の
意
志
の
承
諾
を
得
て
後
始
め
て
実
行
す
る
を
得
ベ
し
。
武
力
を
用
ひ
て
改
善
を
強
ゆ
る
者
は
圧
制
家
な
り
。
而

し
て
圧
倒
家
は
ピ
ス
マ

l
p
に
ま
れ
ジ
ス
レ
リ

l
i
-
-
に
ま
れ
菩
の
芽
を
人
心
に
扶
植
し
得
る
者
に
あ
ら
ず
」
〈
失
望
中
の
希
望
、
一
八
九
八
・
一

O
、

S
三
・
二
二
四
)
と
い
っ
た
文
章
を
見
ょ
。
こ
こ
で
は
人
類
進
歩
の
原
動
力
と
し
て
超
人
間
的
「
勢
力
」
の
「
感
化
」
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

(
ロ
〉
な
お
参
照
、
「
春
暁
夢
」
(
一
八
九
九
・
四
、

S
3
・
二
九
七
!
二
九
九
)
。

(
門
川
)
幸
徳
秋
水
や
堺
利
彦
の
こ
の
当
時
の
日
記
「
時
至
録
」
(
塩
田
庄
兵
衛
編
「
増
補

論

幸
徳
秋
水
の
日
記
と
書
簡
」
所
収
)
、

「
三
十
歳
記
」

彦
全
集
」
第
一
巻
、
所
収
)
は
こ
の
よ
う
な
観
察
を
裏
づ
け
る
。
な
お
当
時
の
知
識
青
年
と
く
に
「
万
朝
報
」
記
者
た
ち
の
間
に
内
村
が
し
め
た
位
障
に

つ
い
て
は
、
堺
の
日
記
の
ほ
か
松
井
柏
軒
「
四
十
五
年
記
者
生
活
」
(
一
九
二
九
年
)
中
の
絞
述
が
参
考
に
な
る
。

(
川
門
)
一
九

O
一
年
七
月
「
聖
脅
之
研
究
」
に
の
せ
ら
れ
た
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
一
五
章
の
講
解
「
復
活
の
希
望
」
の
中
、
第
三
節
に
関
す
る
部

北法19(4・32)712

(
堺
利



同

分

(
Z
7
・
二
一
一
一
一
)
。

(
日
〉
一
八
九
九
年
三
月
の
「
『
国
家
』
H
想
像
」

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
同
)
一
九

O
七
年
一
月
「
聖
書
之
研
究
」
に
発
表
さ
れ
た
短
文
「
初
夢
」
は
そ
の
最
も
早
い
例
で
あ
り
ま
た
典
型
的
で
あ
る
。

(
行
)
こ
の
本
は
内
村
の
一
九
一

0
年
代
の
再
臨
提
唱
の
さ
い
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
な
お
ベ
ル
か
ら
は
一
八
九
四
年
一
月
に
も
キ
リ
ス
ト

再
臨
を
説
い
た
去
三

gam--)Eg
を
送
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
年
、
内
村
の
復
活
を
論
じ
た
文
章
二
焦
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
に
値
し
よ
う
(
同

年
三
月
二
一
日
付
、
ベ
ル
あ
て
書
簡
、

z
m、
二
七
七
)
。

(
m
m
)

一
八
九
一
年
は
、
内
村
が
、
個
人
と
し
て
は
教
育
勅
語
事
件
の
渦
中
で
「
愛
す
る
者
」
妻
加
寿
子
を
失
い
(
そ
の
経
験
と
復
活
信
仰
と
の
関
連
に
つ

い
て
、
一
八
九
一
年
七
月
九
日
付
ス
ト
ラ
ザ
l
ス
宛
書
簡
、

s
m、
二
七
四
1
5
二
七
五
)
な
が
ら
、
他
方
で
は
ま
だ
幼
い
日
本
の

a

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
陣
営

を
早
く
も
撹
乱
す
る
に
い
た
っ
た
自
由
主
義
神
学
に
対
し
て
疋
統
教
義
擁
護
の
筆
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
~
の
も
と

に
、
こ
の
年
内
村
の
「
最
初
の
宗
教
論
文
」
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
「
未
来
観
念
の
現
世
に
於
け
る
事
業
に
於
ぼ
す
勢
力
」

(
Z
2
・
一
五
二

i
二
三
一
〉

お
よ
び
「
我
が
信
仰
の
表
白
」
(
向
前
、
一
一
一
一
九

l
一
四
八
)
、
さ
ら
に
「
基
督
信
徒
の
慰
め
」
、
「
永
世
の
輩
、
望
」
(
一
八
九
六
・
一
一

-
Z
2、一-一

六
八

l
二
一
七
二
)
に
は
霊
魂
の
不
滅
・
肉
体
の
復
活
を
ふ
ま
え
た
、
永
遠
の
生
命
お
よ
び
「
来
世
」
・
「
未
来
」
の
実
在
と
い
う
思
想
が
一
貫
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
背
長
か
ら
生
れ
た
内
村
の
復
活
信
仰
は
単
な
る
教
義
で
は
な
く
、
深
刻
な
経
験
に
発
す
る
生
き
生
き
し
た
実
感
に
一
一
泉
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
死
別
し
た
「
愛
す
る
者
」
と
の
再
会
と
い
う
個
人
的
慰
さ
め
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
「
未
来
」
実
在
の
信
仰
が
現
世
に
お

け
る
善
行
を
励
ま
す
と
い
う
効
果
が
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
あ
く
ま
で
「
実
利
を
離
れ
て
」

1

1
「
来
世
」
に
お
け
る
応
報
・
の
信
仰
か
ら
「
勧
善
懲

悪
」
の
「
実
利
」
を
期
待
す
る
一
一
一
般
の
功
利
主
義
を
離
れ
て
1

1
も
っ
ぱ
ら
「
宇
宙
の
真
理
と
し
て
」
「
此
世
の
隠
語
を
解
せ
ん
が
た
め
に
」
(
以
上
の

引
用
、
「
永
世
の
繋
望
」
)
問
わ
れ
て
い
た
。
「
神
の
義
」

l
「
天
道
」

l
「
宇
宙
の
真
理
」
と
い
っ
た
一
連
の
観
念
は
、

E
で
見
た
と
こ
ろ
と
同
じ
よ
う

に
、
神
の
創
造
に
な
る
究
極
的
世
界
と
、
そ
こ
に
お
け
る
神
の
義
の
支
配
を
示
し
て
お
り
、
「
未
来
永
世
の
翼
望
」
は
、
こ
う
し
た
客
観
的
神
の
義
の
支

配
に
対
す
る
問
い

l
「
造
化
の
隠
語
」
と
し
て
の
「
現
世
の
不
調
」
ー
ー
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
悶
〉
な
お
講
演
会
第
四
日
の
講
演
で
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
基
督
教
は
明
白
に
未
来
永
一
速
の
実
在
を
説
く
、
基
督
教
は
人
生
五
十
年
を
以

て
存
在
の
範
囲
と
見
倣
さ
ず
、
基
督
教
は
復
活
を
信
じ
、
来
ら
ん
と
す
る
神
の
壬
国
を
望
む
、
:
:
:
地
は
永
久
に
俗
人
に
依
っ
て
検
さ
る
べ
き
者
に
あ
ら

ず
、
正
義
の
壬
国
は
終
に
此
地
上
に
建
設
ぜ
ら
る
べ
し
と
の
約
束
な
り
、
者
等
は
俗
人
に
採
み
附
け
ら
れ
て
永
遠
に
此
世
を
逝
る
べ
き
者
に
あ
ら
ず
L
(
第

二
回
夏
期
講
談
会
に
於
て
読
ま
れ
し
聖
書
の
部
分
並
に
其
略
註
、

z
m
・一

O
一

一

)

。

(

一

九

六

九

・

ニ

・

一

一

一

)

北法19(4・33)713

(
S
3
・
二
八
八

l
二
八
九
)
参
照
。
こ
こ
で
は
「
国
家
」
は
、
赤
裸
な
支
配
機
構
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

内村鑑三の歴史意識



Vol. XIX No. 4 The Hokkaido Law Review 

THE HOKKAIDO LAW REVIEW 

Vol. XIX No. 4 

SUMMARY OF ARTICLES 

Uchirnura Kanzo's View of History (3) 
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Uchimura's "philosophy" of salvation was deeply related to his con-

cept of the world as evergrowing organic "Cosmos" as aforesaid. He 

thought of society in terms of an organic "solidarity" of mankind. Thus 

salvation of a man was to be achieved only under the influence of the 

vicarious suffering and redemption of the good man other than himself， 

and a man thus redeemed was to serve and sacrifice himself for others 

and ultimat巴lyfor universal salvation. In another aspect， Uchimura 

viewed salvation of a soul as an organic process of growth. In his 

view， progress of "time" was always necessary to conversion. Probably 

from such view of salvation， he was very earnest for salvation of his 

own nation， and was one of the eminent writer and orator in the "Social 

Reform" which pervaded after Sino-Japanese War Japan. As a "Reform-

er"， he laid much more stress on severe charge against a dark side 

of the society than on encouraging souls with the gospel. He believed 

the society was to be perfected through human endeavour of reform. 

一In forming this belief in progress and perfection of the society， Uchiト

mu旧1町raexpected vigour and virtue of the "Common Peopμ1巴" (t電"Heimin"

of his country and impact of the world一widecurrent of progress upon 

his own nation， which in his opinion was particularly represented by 

Summary 1 北法19(4・118)798
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Anglo-Saxon protestant nations-一一GreatBritain and Am巴rica But 

many events ran counter to his expectations. Uchimura was disappoi-

nted at degradation of the "Common People" of his country， and above 

all at American occupation of Phillippine and British conquest of two 

Boer republics. 

After successive serious disi1lusions mainly caused by the change of 

world politics toward imperialism， Uchimura was beginning to give up 

belief in progress of the world history. About 1900ー1901he obviously 

admitted that to maintain God's justice was one thing and rise of a 

nation or success of a man was quite different thing， and that in brutal 

power politics a nation following God's justice necessarily had to fall. 

Why should an innocent "Reformer" be defeated and a good nation 

be overthrown by wicked powers--this was a difficult question to 

Uchimura at the beginning of the twentieth century. He answered this 

question by the belief as follows. 1. Progress of God's justice and sal-

vation through history was possible only under the influence of selfsac-

rifice of those innocent nation or individuals which had been persecuted 

and defeated by evil powers. 2. The secular human history was to end 

some day by the Second Coming of Christ， when the world would be 

perfected and the suffered innocent nations and individuals would be 

amply rewarded once and for all by Devine intervention. 

We may say that Uchimura began to distinguish the history of salva 

tion(Heilsgeschichte)from any secular human history (Weltgeschichte)， 

to hold an eschatological view of history， which he himself called "the 

only hope of the Reformer". 
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