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jj論 1;

j¥説;;
文
明
論
に
お
け
る

「
始
造
」

と

「
独
立
」

l
l『
文
明
論
之
概
略
』
と
そ
の
前
後
1
1
1
(
一〉

松

弘

沢

陽

福
沢
諭
士
口
の
思
想
的
生
涯
を
劃
す
る
苦
心
の
傑
作
『
文
明
論
之
概
略
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な

『
文
明
論
之
概
略
』
像
が
描
か
れ
て
来
た
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
一
つ
の
世
界
を
な
し
て
い
る
こ
の
本
の
広
が
り
と
奥
深
さ
を
芳
え
れ
ば
、
踏

み
残
さ
れ
た
領
域
は
ま
だ
広
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル

i
ト
か
ら
の
探
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
こ
の
本
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
読
解
自
体
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
行
論
の
配
線
は
周
到
に
張
り
廻
ら
さ
れ
、
回
路
が
巧
み
に

完
成
し
て
い
る
か
と
思
う
と
意
外
な
所
で
と
切
れ
て
い
る
。
意
図
的
か
否
か
、
簡
単
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
ば
が
そ
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
事

実
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
事
実
は
ど
れ
だ
け
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
次
第
に
進
ん
で
来
た
、
西
欧
の
著

ハ
1
)

作
の
福
沢
へ
の
〈
影
響
〉
を
跡
づ
け
る
作
業
、
と
く
に
手
沢
本
の
点
検
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
ま
た
、
本
書
草
稿
の
検
討
も

漸
く
緒
に
つ
き
、
執
筆
を
中
断
し
て
原
書
を
読
み
、
読
ん
で
は
ま
た
書
い
ば
と
い
う
加
筆
塗
抹
縦
横
の
苦
心
の
さ
ま
に
接
す
る
こ
と
が
可
能

ハ
3
)

に
な
っ
た
が
、
数
次
に
わ
た
る
草
稿
か
ら
成
稿
に
か
け
て
の
変
化
が
何
を
意
味
す
る
か
読
み
取
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
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説

こ
の
本
を
読
解
す
る
作
業
は
最
後
の
所
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
背
景
、
本
書
執
筆
の
頃
の
福
沢
の
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い

だ
ろ
う
。

孟A‘
百岡

第
二
に
、
し
か
し
本
書
執
筆
当
時
の
福
沢
の
世
界
に
つ
い
て
、
福
沢
自
身
が
語
っ
て
い
る
史
料
は
ご
く
少
な
い
。
そ
れ
ま
で
西
欧
の
書
物

の
翻
訳
編
纂
を
中
心
と
し
て
西
洋
文
明
紹
介
の
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
を
次
々
に
世
に
送
っ
て
来
た
福
沢
が
、
一
八
七
四
年
春
に
は
「
ウ
カ
/
¥

い
た
し
居
候
て
は
次
第
に
ノ
l
レ
ジ
を
狭
く
す
る
や
う
可
相
成
」
と
い
う
知
的
危
機
を
意
識
し
、
「
最
早
翻
訳
に
念
は
無
之
、
当
年
は
百
事
を

止
め
読
書
払
一
鵬
」
に
専
念
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
。
本
書
は
こ
の
頃
起
稿
さ
れ
た
の
だ
が
、
や
は
り
、
「
洋
書
誼
に
和
漢
の
書
を
読
む
こ
と

(
5
V
 

甚
狭
」
い
た
め
に
苦
し
み
、
書
い
て
は
読
み
読
ん
で
は
書
い
て
成
っ
た
。
本
書
刊
行
後
に
お
い
て
「
儒
教
流
の
故
老
に
訴
へ
て
其
賛
成
を
得

本
書
執
筆
前
後
の
書
簡
を
通
じ
て
、

西
洋
諸
国
の
強
圧
に
次
第
に
危
機
感
を
深
め
そ
の
「
文
明
」
に
幻
滅
を
募
ら
せ
る
に
い
た
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
o
i
l
-本
書
の

直
接
の
背
景
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
以
上
の
程
度
に
つ
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
意
味
す
る
か
、
そ
れ

る
こ
と
」
(
「
福
沢
全
集
諸
言
」

1

・六

O
頁
〉
に
ね
ら
い
を
定
め
て
い
た
と
自
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

ら
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
は
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
占
…
に
つ
い
て
、

小
論
に
お
け
る
関
心
は
二
つ
で
あ
る
。

福
沢
は
、
『
文
明
論
之
概
略
』
の
「
緒
言
」
で
本
書
の
執
筆
の
背
景
に
つ
い
て
「
紛
擾
雑
駁
」

〈

6

)

(

7

)

る
。
こ
れ
ら
や
「
脳
中
に
大
騒
乱
」
、
「
マ
イ
ン
ド
の
騒
動
」
と
い
っ
た
一
連
の
こ
と
ば
は
、
こ
の
時
期
の
福
沢
の
思
想
の
中
心
に
あ
る
問
題

を
示
し
て
お
り
、
一
云
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
に
と
っ
て
西
欧
世
界
と
の
接
触
の
衝
撃
が
も
た
ら
し
た
結
果
を
表
現
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の

「
人
心
の
騒
乱
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い

場
合
問
題
な
の
は
、
福
沢
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
危
機
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
、
西
欧
の
目
に
見
え
る
事
物
や
制
度
の
世
界
だ
け
で
な
く
、

彼
が
読
ん
で
来
た
、
西
欧
で
著
さ
れ
た
書
物
の
一
群
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
に
な
わ
れ
た
諸
観
念
と
イ
デ
寸
ロ
ギ
!
の
世
界
で
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
文
明
論
之
概
略
』
に
一
歩
先
立
っ
て
書
か
れ
た
『
学
問
の
す
』
め
』
第
十
編
で
は
西
洋
と
日
本
の
聞
の
「
智
戦
」
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に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
た
。

福
沢
に
お
け
る
西
欧
の
諸
観
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
世
界
と
の
接
触
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
ふ
れ
ら
れ
た
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し

特
定
の
書
物
を
読
む
と
い
う
形
で
の
接
触
の
具
体
相
に
つ
い
て
い
え
ば
、
従
来
の
研
究
は
、
原
拠
本
を
探
し
出
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
福
沢
の

翻
訳
・
醗
案
の
い
わ
ば
対
応
点
を
見
つ
け
、
福
沢
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
い
か
に
「
感
激
的
に
傾
倒
」
し
た
り
「
示
唆
と
鼓
黙
」
を
受
け
た
か
指

『
文
明
論
之
概
略
』
に
つ
い
て
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
沢
が
読
ん
だ
書
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に

摘
す
る
傾
向
が
一
般
で
あ
っ
た
。

固
有
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
福
沢
が
〈
共
感
〉
し
た
り
八
影
響
〉
を
受
け
た
点
は
、
そ
の
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
福
沢
が

こ
れ
ら
の
構
造
自
体
に
つ
い
て
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
り
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
さ
ら
に
、
彼
が
読
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
書

物
の
聞
に
は
共
通
の
文
化
的
背
景
の
も
と
で
の
所
産
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
相
互
関
連
が
存
在
し
た
。
福
沢
は
『
文
明
論
之
概
略
』
を
書
く

た
め
に
バ
ッ
ク
ル
、
ギ
ゾ
l
や
ミ
ル
を
読
む
に
先
立
っ
て
、
英
・
米
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た
書
物
1
1
!大
学
か
ら
小
学
校
ま
で
の
、
ま
た

文明論における「始造」と「独立J( 1) 

民
衆
教
育
用
の
教
科
書
・
啓
蒙
書
類
を
か
な
り
の
数
読
み
こ
な
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
接
触
の
上
で
彼
は
、
バ
ッ
ク
ル
の
『
英
国
文
明

史
』
、
ギ
ゾ
l
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
や
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
「
代
議
政
論
』
『
経
済
学
原
理
』
と
い
っ
た
西
欧
世
界
の
〈
大
著
〉
に
接

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
一
群
の
書
物
が
福
沢
を
知
的
に
ゆ
す
ぶ
っ
て
八
共
感
〉
さ
せ
た
り
八
影
響
〉
を
与
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
書
物
が
も
た
ら
し
た
衝
撃
は
、
そ
れ
に
接
す
る
も
の
の
思
想
的
発
展
を
促
す
親
和
的
な
方
向
で
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
敵
対
的
な
そ
れ

で
も
あ
っ
た
。
見
通
し
を
先
廻
り
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
受
け
い
れ
る
側
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
必
ず
し
も
自
覚
さ
せ
ぬ
態
の
も
の
で
あ
っ
た
。
『
学
問
の
す
』
め
』
第
五
編
の
表
現
を
転
用
す
れ

ば
、
西
欧
世
界
は
カ
や
生
産
力
に
よ
っ
て
受
け
い
れ
る
側
の
「
カ
を
挫
」
く
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
思
想
に
よ
っ
て
そ
の
「
心
を

奪
」
い
「
内
を
制
す
」
〈
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
様
〉
る
も
の
だ
っ
た
。

北法31(3-4・II.349)1735 



説

『
文
明
論
之
概
略
』
執
筆
前
後
の
福
沢
の
世
界
に
つ
い
て
、
小
論
で
注
目
し
た
い
他
の
一
つ
は
、
西
欧
世
界
の
学
芸
を
日
本
に
受
容
し
播

布
す
る
担
い
手
と
な
っ
た
西
欧
派
知
識
人
集
団

l
l
『
文
明
論
之
概
略
』
の
前
後
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
た
「
洋
学
者
」
・
「
改
革

者
」
た
ち
1

1
の
存
在
で
あ
る
。
福
沢
が
『
文
明
論
之
概
略
』
に
よ
っ
て
訴
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
「
儒
教
流
の
故
老
」
も
『
文
明
論
之
概

略
』
自
体
の
記
述
の
中
で
は
「
漢
学
者
」
と
し
て
、
日
本
社
会
に
お
い
て
「
洋
学
者
」
と
対
偶
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
『
文
明
論
之
概
略
』
執
筆
の
頃
か
ら
『
通
俗
国
権
論
』
『
民
情
一
新
』
『
時
事
小
言
』
の
時
期
に
か
け
て
こ
の
よ
う
な
「
洋
学
者
」

論

の
動
向
は
福
沢
の
関
心
の
中
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
以
下
、

『
文
明
論
之
概
略
』
中
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し
て
、
本
書
執
筆
前

後
の
福
沢
と
同
輩
「
洋
学
者
」
グ
ル
ー
プ
と
の
交
渉
を
た
ど
り
、
そ
の
上
で
、
福
沢
が
『
文
明
論
之
概
略
』
前
後
を
通
じ
て
西
欧
の
書
物
を

ど
う
読
み
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ど
の
よ
う
に
対
し
た
か
、
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

1 

『
文
明
論
之
概
略
』
第
二
章
冒
頭
の
文
章
は
、
本
書
執
筆
の
頃
、
日
本
の
知
識
人
が
直
面
し
た
思
想
的
問
題
の
所
在
l
l
t
そ
し
て
小
論
の

主
題
ー
ー
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
て
い
る
。
「
今
世
界
の
文
明
を
論
ず
る
に
、
欧
羅
巴
諸
国
並
に
亜
米
利
加
の
合
衆
国
を
以
て
最
上
の
文

明
国
と
為
し
、
土
耳
古
、
支
那
、
日
本
等
、
亜
細
亜
の
諸
国
を
以
て
半
聞
の
国
と
称
し
、
阿
非
利
加
及
び
喚
太
利
亜
等
を
目
し
て
野
蛮
の
国

と
云
ひ
、
此
名
称
を
以
て
世
界
の
通
論
と
な
し
、
:
:
:
」

ず
)
。
そ
れ
は
欧
米
を
頂
点
と
し
、

(
一
六
真
。
以
下
『
文
明
論
之
概
略
』
か
ら
の
引
用
は
、
全
集
第
四
巻
の
頁
数
の
み
を
示

「
文
明
」

Sai--N
即
位
。
ロ
の
進
歩
・
発
達
の
〈
普
遍
史

V
5芝
2
s
-
r
E
0
4
の
像

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
世
界
に
わ
た
る
諸
文
明
に
つ
い
て
の
、
一
方
文
明
進
歩
の
諸
「
段
階
」
|
帥

g
m
g
lと
い
う
歴
史
的
観
点
か
ら
と
、
他
方

地
理
的
に
分
布
す
る
タ
イ
プ
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
と
の
把
握
が
一
体
と
な
っ
て
い
た
。
立
ち
入
っ
た
検
討
は
小
論
の
む
す
び
に
ゆ
ず
る

全
世
界
に
わ
た
る

北法31(3-4・II-350)1736 



九

9
V

こ
と
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
明
論
を
、
進
歩
日
比
較
的
文
明
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
れ
一
九
世
紀
に

入
っ
て
そ
の
盛
期
を
迎
え
た
、
こ
の
よ
う
な
文
明
論
は
一
九
世
紀
中
葉
に
は
ア
メ
リ
カ
に
も
波
及
し
、
そ
の
影
響
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
世
界
地

理
や
世
界
歴
史
の
教
科
書
を
通
じ
て
英
米
の
社
会
に
広
く
渉
透
し
て
い
た
。

福
沢
と
同
世
代
の
洋
学
派
知
識
人
は
西
欧
世
界
と
の
接
触
と
同
時
に
こ
の
よ
う
な
世
界
文
明
論
の
動
き
に
さ
ら
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
福
沢

の
『
西
洋
事
情
』
、
中
村
敬
宇
の
『
西
国
立
志
編
』
と
と
も
に
そ
の
影
響
の
大
き
さ
か
ら
「
明
治
の
聖
書
」
と
称
さ
れ
る
内
田
正
雄
の
『
奥

地
誌
略
』
、
福
沢
の
『
掌
中
万
国
一
覧
』
や
『
世
界
国
尽
』
と
い
っ
た
、
文
明
開
化
期
の
知
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
は

い
ず
れ
も
こ
う
し
た
西
欧
の
文
明
進
歩
の
段
階
H
比
較
論
の
影
響
が
著
し
か
っ
川
い
い
、

『
文
明
論
之
概
略
』
第
二
章
官
頭
の
文
明
の
三
つ
の

「
階
級
」
の
比
較
論
も
、
こ
れ
に
先
立
つ
「
唐
人
往
来
」
や
『
掌
中
万
国
一
覧
』

『
世
界
国
尽
』
の
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
上
で
発
展
さ
せ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
通
路
を
通
り
、

「
洋
学
者
」
か
ら
始
ま
っ
て
日
本
社
会
の
す
み
ず
み
ま
で

文明論における「始造」と「独立J(1) 

渉
透
し
た
こ
の
よ
う
な
文
明
論
、
特
に
そ
の
中
で
の
ア
ジ
ア
論
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
で
あ
る
。

「
西
洋
諸
国
の
人
民
独
り
白
か
ら
文
明
を
誇
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
半
開
野
蛮
の
人
民
も
、
白
か
ら
此
名
称
の
謹
ひ
ざ
る
に
服
し
、
白
か

ら
半
開
野
蛮
の
名
に
安
ん
じ
て
、
敢
て
自
国
の
有
様
を
誇
り
西
洋
諸
国
の
右
に
出
る
と
思
ふ
者
な
し
」
ハ
同
前
三
本
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
れ

た
こ
の
文
明
論
は
西
欧
諸
文
明
を
中
心
に
構
想
さ
れ
、
そ
れ
の
優
位
性
を
弁
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
非
西
欧
圏
で
こ
れ
に
接
し
た
も
の

も
こ
の
文
明
論
の
前
に
精
神
的
に
降
服
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
官
に
と
れ
を
思
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
精
や
事
物
の
理
を
知
る
者
は
、
其
理

を
知
る
こ
と
愈
深
き
に
従
ひ
、
愈
自
国
の
有
様
を
明
に
し
、
愈
こ
れ
を
明
に
す
る
従
ひ
、
愈
西
洋
諸
国
の
及
ぶ
可
ら
ざ
る
を
悟
り
、
こ
れ
を

患
ひ
、
こ
れ
を
悲
し
み
、
或
は
彼
に
学
て
こ
れ
に
倣
は
ん
と
し
、
或
は
白
か
ら
勉
め
て
こ
れ
に
対
立
せ
ん
と
し
、
亜
細
亜
諸
国
に
於
て
識
者

終
身
の
憂
は
唯
此
一
事
に
在
る
が
如
し
」
ハ
向
前
)
。
「
識
者
終
身
の
憂
は
唯
此
事
に
在
る
が
如
し
」
と
い
う
一
句
に
福
沢
は
、
『
文
明
論
之
概

略
』
執
筆
中
の
自
分
の
思
い
を
も
こ
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
引
用
を
受
け
て
「
半
開
」
段
階
を
説
明
す
る
一
節
「
今
支
那
の
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説

有
様
を
以
て
西
洋
諸
国
に
比
す
れ
ば
之
を
半
開
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
さ
れ
ど
も
此
国
を
以
て
南
阿
非
利
加
の
諸
国
に
:
:
:
」
は
、
草
稿
で

は
「
今
日
本
ノ
有
様
ヲ
以
テ
西
洋
諸
国
ニ
比
ス
レ
パ
残
念
ナ
ガ
ラ
コ
レ
ヲ
半
開
ト
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
サ
レ
ト
モ
、
我
国
ヲ
以
テ
南
阿
非
利
加

〈

uv

ノ
:
:
:
」
と
な
っ
て
い
た
。

論

草
稿
の
文
章
か
ら
は
、

「
半
開
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
く
や
し
い
け
れ
ど
も
許
さ
ざ
る
を
え
ぬ
と
い
う
、
や
り
切

れ
な
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
来
る
。
こ
の
文
章
が
定
稿
で
は
西
洋
の
文
明
と
シ
ナ
の
半
開
の
比
較
論
に
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
知
的
苦
境
に
思
い
悩
む
知
識
人
は
福
沢
の
身
近
に
こ
と
か
か
な
か
っ
た
。
『
文
明
論
之
概
略
』
を
起
草
し
た
頃
、
一
八
八
四
年

四
月
創
刊
さ
れ
た
『
明
六
雑
誌
』
第
一
号
巻
頭
の
西
周
の
論
説
「
洋
字
ヲ
以
テ
国
語
ヲ
書
ス
ル
ノ
論
」
は
そ
の
よ
う
な
苦
衷
の
告
白
、

輩
日
常
二
三
朋
友
ノ
蓋
轡
ニ
於
テ
偶
嘗
時
治
乱
盛
衰
ノ
故
、
政
治
得
失
ノ
跡
ナ
ト
凡
テ
世
故
ニ
就
一
ア
談
論
愛
一
一
及
フ
時
九
、
動
モ
ス
レ
ハ
カ

ノ
欧
洲
諸
国
ト
比
較
ス
ル
コ
ト
ノ
多
カ
ル
中
ニ
、
終
一
一
ハ
彼
ノ
文
明
ヲ
羨
ミ
我
カ
不
開
化
ヲ
歎
シ
、
果
テ
々
々
ハ
人
民
ノ
愚
如
何
ト
モ
ス
ル

ナ
シ
ト
云
フ
事
一
一
帰
シ
テ
亦
敬
飲
長
太
息
ニ
堪
サ
ル
者
ア
リ
」
で
始
ま
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
、

日
本
の
固
有
の
カ
ル
チ
ュ
ア
の
可
能
性
に

つ
い
て
最
も
否
定
的
で
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
評
価
に
つ
い
て
最
新
の
〈
理
論
的
武
装
〉
を
し
て
い
る
点
で
も
、
福
沢
の
好
敵
手
と
し
て
現

わ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
、
駐
米
弁
理
公
使
勤
務
か
ら
帰
国
早
々
明
六
社
結
成
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
た
新
帰
朝
者
森
有
礼
だ
っ
た
ろ
う
。

ワ
シ
ン
ト
ン
在
勤
中
ア
メ
リ
カ
の
当
代
一
流
の
知
識
人
に
近
づ
き
、
当
時
ア
メ
リ
カ
で
流
行
し
て
い
た
ス
ペ
ン
サ
l
の
「
哲
学
」
や
ミ
ル
の

ハ

ロ

)

ハ

uv

「
理
財
学
」
や
ト
ク
ピ
ル
の
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
』
に
親
し
み
、
白
か
ら
図
書
館
を
作
る
べ
く
書
物
を
故
国
に
送
っ
た
森
は
、
帰
国
の
途

〈

uv

「
保
守
的
な
助
言
」
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
森
が
日
本

次
ロ
ン
ド
ン
に
ス
ペ
ン
サ
ー
を
訪
ね
て
臼
本
の
改
革
に
つ
い
て
教
え
を
乞
い
、

語
の
言
語
と
し
て
の
質
に
つ
い
て
き
わ
め
て
低
い
評
価
を
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
語
は
言
語
と
し
て
余
り
に
も
貧
弱

で
あ
り
近
代
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
は
と
う
て
い
立
た
ぬ
、
そ
れ
ゆ
え
英
語
を
も
っ
て
国
語
と
せ
よ
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
ワ

シ
ン
ト
ン
在
勤
中
一
八
七
三
年
に
は
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
。
七
四
年
初
め
か
ら
同
志
と
と
も
に
演
説
の
練
習
を
重
ね
て
い
た
福
沢
が
、
そ

の
経
験
に
も
と
づ
い
て
明
六
社
で
も
こ
の
「
新
法
」
を
試
み
る
こ
と
を
提
案
し
た
時
、
他
の
同
人
は
こ
と
ご
と
く
懐
疑
的
だ
っ
た
。
森
有
礼 「吾

ゴヒ法31(3-4・II.352)1738 



は
反
対
論
の
先
鋒
で
、

そ
の
根
拠
は
福
沢
の
伝
え
る
所
に
よ
れ
ば
や
は
り
「
西
洋
流
の
ス
ピ
ー
チ
ュ
は
西
洋
語
に
非
ざ
れ
ば
叶
は
ず
、

日語
本は
語唯
認談
識話
に応
あ 対
つ tこ
た自適
。)す

る
の
み

公
衆
に
向
て
息
ふ
所
を
述
ぶ
可
き
性
質
の
語
に
非
ず
云
々
」
(
「
福
沢
全
集
緒
言
」

1
・
五
八
頁
)
と
い
う

一
八
七
四
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
学
問
の
す
』
め
』
第
四
編
「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
が
、
明
六
社
同
人
に
投
じ
た
波
紋
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
本
来
『
明
六
雑
誌
』
に
載
せ
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
も
の
が
『
学
問
の
す
』
め
』
シ
リ
ー
ズ
の
一
編
と
し
て
先
に
刊

行
さ
れ
た
ら
し
く
、
明
六
社
同
人
を
念
頭
に
お
く
こ
と
先
ず
疑
う
余
地
な
き
「
世
に
名
望
あ
る
大
家
先
生
」
を
含
む
、
西
洋
派
知
識
人
の
政

府
出
仕
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
だ
っ
た
。
同
年
四
月
刊
行
の
『
明
六
雑
誌
』
第
二
号
全
四
編
は
全
て
こ
れ
に
対
す
る
反
論
で
あ
列
。
注
目
に

値
す
る
の
は
、
福
沢
の
立
論
が
や
が
て
『
文
明
論
之
概
略
』
で
詳
し
く
展
開
さ
れ
る
国
民
の
「
気
風
」
論
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に

対
す
る
反
論
の
中
に
も
文
明
比
較
論
の
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
の
「
非
学
者
職
分
論
」
で
西
周
は
、
福
沢
の
「
政
府
は
依

文明論における「始造」と「独立J(1) 

然
た
る
専
制
の
政
府
、
人
民
は
依
然
た
る
無
気
無
力
の
愚
民
の
み
」
と
い
う
文
明
開
化
の
裏
面
に
つ
い
て
の
判
断
を
肯
定
し
た
上
で
、

レ
ト
モ
如
何
セ
ン
、
由
来
ス
ル
所
朝
夕
ノ
故
ニ
非
サ
レ
ハ
、
之
ヲ
改
メ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
恐
ク
ハ
一
旦
ノ
行
為
ヲ
以
テ
其
凱
捷
ヲ
得
ヘ
キ
ニ
非

ス
。
夫
本
邦
ノ
如
キ
創
ム
ル
ニ
神
教
政
府
ヲ
以
テ
シ
、
:
:
:
二
千
五
百
年
間
抑
圧
ト
卑
屈
ト
以
テ
常
食
ト
ナ
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
:
:
:
今
拠
カ
ニ

日
ニ
援
テ
其
楚
タ
ラ
ン
ハ
ヲ
)
求
ム
ト
モ
、
鳥
ヲ
見
テ
焚
ヲ
求
ム
ル
ノ
太
早
計
一
一
非
サ
ル
ヲ
得
ヤ
ハ
而
テ
是
特
ニ
本
邦
ヲ
然
リ
ト
ス
ル
耳
ナ
ラ

ス
、
雪
山
車
嶺
ノ
東
北
一
一
当
リ
今
古
未
タ
此
風
習
ヲ
脱
ス
ル
ノ
政
府
ト
人
民
ト
ア
ル
ヲ
観
ス
」
と
し
た
。
こ
の
文
章
の
論
旨
は
お
そ
ら
く
、

後
に
引
く
、
再
び
福
沢
の
「
無
気
力
の
人
民
」
論
に
ふ
れ
た
『
明
六
雑
誌
』
第
三
二
号
掲
載
の
彼
の
「
国
民
気
風
論
」
や
、
同
誌
三
号
掲
載

の
民
撰
議
院
尚
早
論
「
駁
旧
相
公
議
一
題
」
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
ア
ジ
ア
的
専
制
と
停
滞
と
い
う
文
明
比
較
論
が
そ
の
背
景
に
あ

り
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
政
府
と
人
民
を
変
え
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
文
明
論
之
概
略
』
の
中
に
は
っ
き
り
影
を
落
し
て
い
る
福
沢
と
洋
学
派
知
識
人
と
の
も
う
一
つ
の
、
そ
し
て
最
も
長
く
続
く
こ
と
に
な

日
本

ー「

然
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説

っ
た
対
立
は
民
撰
議
院
設
立
を
め
ぐ
っ
て
だ
っ
た
。
第
五
章
の
一
節
「
世
の
学
者
の
説
に
人
民
の
集
議
は
好
む
可
き
こ
と
な
れ
ど
も
無
智
の

人
民
は
気
の
毒
な
が
ら
専
制
の
下
に
立
た
ざ
る
を
得
ず
、
故
に
議
事
を
始
る
に
は
時
を
待
つ
可
し
と
云
ふ
も
の
丸
山
」
(
七
九
頁
〉
は
民
撰

一
八
七
四
年
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
に
対
し
て
、
明
六
社
同
人
は
『
明
六
雑
誌
』
第
三
、
四
両
号
に

Z命

議
院
尚
早
論
を
受
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

わ
た
っ
て
こ
れ
を
批
判
し
尚
早
論
を
唱
え
た
。
こ
こ
で
も
小
論
の
関
心
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
西
周
の
批
判
「
駁
旧
相
公
議
一
題
」
に
あ

げ
ら
れ
た
「
抑
余
聞
ク
西
洋
政
事
ノ
学
ニ
在
テ
ハ
人
民
開
化
ノ
度
ヲ
審
カ
ニ
シ
、
時
ニ
適
シ
地
ニ
適
シ
其
宜
シ
キ
ヲ
制
ス
ル
ニ
在
ル
ノ
ミ

フ

イ

夕

方

ル

ロ

方

ト
。
是
カ
ノ
物
理
ノ
諸
学
(
|
|
文
明
進
歩
の
度
に
関
係
な
く
普
遍
的
に
妥
当
す
る
)
ト
本
来
ノ
理
法
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
。
今
比
シ
テ
之

ヲ
一
ニ
セ
ム
ト
欲
ス
、
酌
昨
日
-
p
h
f
-
h
J
呆
れ
わ
れ
庁
や
一
ハ
ト
ん
い
」
。
と
い
っ
た
尚
早
論
主
張
の
根
拠
で
あ
る
。
西
周
に
お
い
て
「
西
洋
政
事
ノ

日
本
に
お
け
る
「
人
民
開
化
ノ
度
」
を
測
り
そ
こ
で
の
政
治
制
度
改
革
の
可
草
の
可
能
性
を
定
め
る
基
準
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
民
撰
議
院
設
立
論
は
こ
の
後
も
明
六
社
内
で
引
続
き
論
議
の
争
点
と
な
り
、
特
に
翌
七
五
年
五
月
一
日
の
定

学
」
が
そ
の
ま
ま
、

例
演
説
会
で
の
加
藤
弘
之
・
森
有
礼
と
福
沢
の
論
争
に
お
い
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。

激
し
く
き
り
結
ん
だ
論
争
の
昂
奮
が
醒
め
向
か
の
よ
う
に
、
福
沢
は
、
翌
六
月
『
民
間
雑
誌
』
に
長
篇
「
国
権
可
分
の
説
」
を
掲
げ
て
加

藤
の
立
論
を
逐
一
詳
細
に
反
駁
し
、
さ
ら
に
七
月
三
一
日
と
ど
め
を
刺
す
形
で
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
「
案
外
論
」
ハ
却
・
一
四
二
|
四
五
頁
)

を
寄
せ
た
。
日
本
に
お
い
て
「
民
権
の
問
屋
」
と
し
て
振
舞
い
な
が
ら
民
権
論
の
発
達
を
内
側
か
ら
そ
こ
ね
る
二
大
「
怪
物
」
の
}
つ
、

「
洋
学
者
流
」
に
つ
い
て
の
「
西
洋
諸
国
を
経
廻
り
、
西
洋
諸
家
に
交
わ
り
、
:
:
:
菅
に
衣
食
住
の
み
な
ら
ず
、
或
は
洋
語
を
用
ひ
、
洋
文

を
読
み
、
洋
説
を
唱
へ
、
洋
学
を
カ
ジ
り
、
純
然
た
る
洋
学
先
生
」
〈
却
・
一
四
四
頁
〉
と
い
う
形
容
が
当
時
も
っ
と
も
よ
く
あ
て
は
ま
る

の
が
、
明
六
社
同
人
特
に
留
学
・
洋
行
経
験
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
重
要
な
批
判
の
一
つ
は
「
専
制
独
裁
の
政
府
」
と
「
無
気
無
力
の
人
民
」
の
停
滞
、
ゆ
え
に
議
院
尚
早
と
い
う
判
断
を
支
え
る

「
西
洋
諸
国
を
雛
形
に
持
出
し
、
内
情
外
形
共
に
寸
分
も
違
は
ざ
る
西
洋
一
流
の
文
明
を
得
ん
と
し
」

(日目・五一ニ

O
頁〉

「
雛
形
に
販
を
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掩
は
れ
」

(ω
・
五
三
四
頁
〉
る
意
識
l
l
f西
洋
に
お
け
る
文
明
進
歩
の
コ

l
ス
を
日
本
に
お
け
る
そ
れ
の
唯
一

の
モ
デ
ル
か
つ
判
断
基
準

と
し
、
こ
れ
に
内
面
的
に
拘
束
さ
れ
る
l
l
l
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
日
本
の
現
実
に
対
す
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
「
内
情
外
形
共
に
寸

分
も
違
は
ざ
る
西
洋
一
流
の
文
明
を
得
ん
と
し
て
、
坐
し
て
事
の
成
行
を
待
」
(
印
・
五
三

O
頁
〉
つ
態
度
が
出
て
来
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
民
権
論
の
発
展
を
妨
げ
る
こ
の
「
怪
物
」
の
背
後
に
は
も
う
一
つ
の
「
怪
物
」
、
「
民
権
の
説
は
ま
だ
早
し
、
自
由
の
論
は
開
化

用
心
ら
し
き
説
を
唱
る
」
ハ
初
・
一
回
四
頁
〉
在
留
外
国
人
が
い
た
。
福
沢
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
言
説
は
、
「
必

の
度
に
不
似
合
な
ど
』
て
、

責
逐
円
奴
が
、
た
め
に
す
る
所
あ
り
て
遠
廻
は
、
し
に
俵
す
る
者
に
過
ぎ
ず
。
偲
令
或
は
た
め
に
す
る
所
あ
ら
ざ
る
も
、

日
本
に
在
留
せ
る
外

国
人
に
学
者
の
名
称
を
附
す
可
き
者
は
吉
中
一
に
過
ぎ
ず
。
霞
令
或
は
学
者
先
生
あ
る
も
、
三
、
五
年
の
在
留
に
て
日
本
の
事
情
を
知
る
可

き
理
な
し
。
結
局
外
国
人
の
用
心
説
は
取
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」

(
同
前
)
だ
っ
た
が
、

「
方
ム
7

我
邦
の
人
心
は
ト
ロ
り
と
舘
解
し
て
外
人

に
傾
き
た
る
世
の
中
な
れ
ば
、
位
令
語
一
一
一
言
妄
語
に
で
も
、
髭
の
は
へ
た
る
西
洋
人
の
口
よ
り
出
れ
ば
、
或
は
之
に
心
酔
す
る
者
な
き
を
期
す

文明論における「始造」と「独立J(1) 

可
ら
ず
。

案
外
の
禍
恐
る
可
き
な
り
」

(
同
前
〉
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
福
沢
が
こ
の
批
判
と
の
関
連
で
積
極
的
に
と
り
上
げ
よ
う
と
模
索

し
て
い
た
の
は
、

日
本
と
西
洋
と
の
聞
の
文
明
「
発
達
」
の
コ

l
ス
に
お
け
る
多
様
性
の
問
題
だ
っ
た
。

『
文
明
論
之
概
略
』
に
現
わ
れ
た
「
洋
学
者
」
批
判
で
、
福
沢
と
他
の
明
六
社
同
人
の
聞
の
意
見
の
対
立
が
民
撰
議
院
論
争
の
よ
う
に
公

然
た
る
も
の
に
な
っ
て
は
い
な
い
が
、
や
は
り
明
六
社
同
人
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
し
て
、
本
書
第
六
章
第
十
章
に
展
開
さ
れ
る
、
彼
ら

の
文
明
化
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
導
入
論
へ
の
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
番
近
い
も
の
と
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
『
明
六
雑
誌
』

第
三
号
(
一
八
七
四
年
四
月
)
に
寄
せ
ら
れ
た
津
田
員
道
の
「
開
化
ヲ
進
ム
ル
方
法
ヲ
論
ズ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
民
の
進
歩
が
未
だ
西

洋
文
明
の
域
に
至
ら
ぬ
「
東
南
方
ハ
!
世
界
の
東
方
と
南
方
)
ノ
諸
方
」
に
お
い
て
国
民
の
発
達
を
促
す
原
動
力
を
「
法
教
」
に
求
め
、
政

府
が
西
洋
人
の
キ
リ
ス
ト
教
教
師
を
雇
っ
て
国
民
教
化
を
行
わ
せ
よ
と
提
案
す
る
も
の
だ
っ
た
。
中
村
敬
字
の
一
八
七
五
年
二
月
、
明
六
社

で
の
演
説
「
人
民
ノ
性
質
ヲ
改
造
ス
九
都
」
の
結
論
も
こ
れ
に
近
い
。
敬
宇
が
か
な
り
早
く
、
七
二
年
に
、
「
擬
泰
西
人

L
割
」
を
著
し
て

北法31(3-4・II-355)1741 



説

キ
リ
ス
ト
教
の
国
教
化
を
説
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
の
べ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

論

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
批
判
・
対
立
ほ
ど
背
景
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
明
六
社
同
人
の
言
説
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
も
の
と
し
て
、
西
洋
文
明
と
の
対
比
に
お
け
る
日
中
文
明
比
較
論
。
福
沢
は
『
文
明
論
之
概
略
』
第
二
章
「
西
洋
の
文
明
を
目
的
と
す

る
事
」
の
執
筆
の
途
中
、
「
文
明
を
求
め
る
の
順
序
」
を
論
じ
、
「
天
性
自
ら
文
明
に
適
す
る
」
と
い
う
人
間
本
性
論
と
そ
れ
に
も
と
づ
い
た

文
明
進
歩
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
の
ベ
た
所
で
、
「
支
那
と
日
本
と
の
文
明
異
同
」
に
つ
い
て
の
そ
れ
ま
で
の
草
稿
に
な
か
っ
た
長
い
段
落

を
後
か
ら
挿
入
し
て
い
る
。

「
或
人
の
説
に
、
支
那
は
独
裁
政
府
と
臨
も
尚
政
府
の
変
革
あ
り
、

日
本
は
一
代
万
系
の
風
な
れ
ば
其
人
民
の

心
も
白
か
ら
国
植
な
ら
ざ
る
可
ら
ず
と
云
ふ
者
あ
れ
ど
も
、
此
説
は
唯
外
形
の
名
義
に
拘
泥
し
て
事
実
を
察
せ
ざ
る
も
の
な
り
。
よ
く
事
実

の
在
る
所
を
詳
に
す
れ
ば
果
し
て
反
対
を
見
る
可
し
」
と
(
二
五
頁
〉
紹
介
さ
れ
る
説
は
、

ナ
h
y
方
ナ
ル
ケ
レ
タ
ト
ル

論
説
「
国
民
気
風
論
」
に
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

『
明
六
雑
誌
』
三
二
号
に
掲
げ
ら
れ
た
西
周
の

「
余
普
テ
欧
洲
ノ
史
ヲ
読
ム
ニ
其
中

屡
々
亜
細
亜
風
ノ
宥
修
又
亜
細
亜
風
ノ
専
撞
等
ノ
語
ア
ル
ヲ
見
ル
。
:
:
:
中
ニ
就
テ
葱
嶺
以
東
ハ
人
種
モ
異
一
一
シ
テ
又
一
段
ノ
区
別
ア
ル
カ

如
シ
。
而
テ
其
中
又
大
小
数
個
ニ
分
ル
レ
ハ
従
テ
国
民
ノ
気
風
モ
異
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
然
ト
モ
概
シ
テ
之
ヲ
言
ハ
ハ
所
謂
専
撞
ノ
風
行
ハ

レ
、
其
下
一
一
立
ツ
国
民
ノ
気
風
ハ
君
ヲ
尊
ヒ
臣
ヲ
賎
ス
ル
ト
云
フ
秦
政
カ
範
囲
ヲ
出
テ
サ
ル
ナ
リ
。
就
中
我
カ
日
本
国
ニ
至
テ
ハ
神
武
創
業

以
来
皇
統
連
綿
救
ニ
二
千
五
百
三
十
五
年
君
上
ヲ
奉
戴
シ
テ
自
ラ
奴
隷
視
ス
ル
ハ
之
ヲ
支
那
一
一
比
ス
ル
ニ
尤
甚
シ
。
況
ヤ
中
世
以
来
天
下
武

臣
ノ
手
ニ
落
チ
封
建
ノ
制
ニ
変
シ
テ
救
ニ
殆
ト
七
百
年
以
来
:
:
:
民
ノ
気
醜
駕
ソ
卑
屈
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
得
ム
ヤ
」
。

「
或
人
」
の
日
中
文
明
比
較
論
に
反
対
し
て
、

日
本
の
方
が
「
多
事
」
に
し
て
「
思
想
の
運
動
」
に
富
み
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
西

福
沢
は
、

洋
の
文
明
を
取
る
に
日
本
は
支
那
よ
り
も
易
し
と
云
ふ
可
し
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
そ
の
よ
う
な
「
今
の
日
本
」
を
準
備
し
た
歴
史

的
条
件
と
し
て
福
沢
が
注
目
し
た
の
は
武
家
政
権
の
出
現
に
よ
っ
て
「
幕
政
七
百
年
」
を
通
じ
る
「
至
尊
の
芳
」
と
「
至
強
の
芳
」
の
二
元

構
造
が
成
立
し
た
と
い
う
事
実
だ
っ
た
。
日
本
の
封
建
体
制
に
対
す
る
批
判
を
動
機
と
し
て
筆
を
執
り
始
め
て
以
来
、

『
文
明
論
之
概
略
』
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に
お
い
て
も
、

日
本
の
伝
統
社
会
に
対
す
る
福
沢
の
ト

l
ン
は
ラ
ジ
カ
ル
な
批
判
の
そ
れ
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
こ
の
一
節
に
お
い
て
異
例
と

も
い
う
べ
き
武
家
政
権
再
評
価
論
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
は
、
先
に
引
い
た
西
の
日
中
文
明
比
較
論
に
お
け
る
武
家
政
権
論
に
対
応
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

他
方
、
西
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
論
は
、
そ
の
テ
l
マ
や
思
考
様
式
に
お
い
て
、
彼
が
こ
れ
に
先
立
っ
て
『
明
六
雑
誌
』
に
寄
せ

た
福
沢
の
学
者
職
分
論
に
対
す
る
批
判
や
民
撰
議
院
尚
早
論
に
通
じ
て
お
り
、
ま
た
福
沢
の
学
者
職
分
論
に
お
け
る
「
専
制
の
政
府
」
日
「
無

気
無
力
の
愚
民
」
論
を
受
け
て
西
の
立
場
か
ら
そ
れ
の
説
明
を
試
み
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
論
文
を
載
せ
た
『
明
六
雑
誌
』
は
、
福
沢
が

『
文
明
論
之
概
略
』
の
緒
言
を
記
し
た
の
と
同
じ
日
に
出
て
い
る
が
、
福
沢
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
何
か
の
形
で
、
西
周
の
西
洋
・
ア
ジ
ア
ま

円

nv

た
日
・
中
の
比
較
文
明
史
論
に
接
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
論
が
、
こ
こ
で
も
西
欧
産
の
比
較
文
明
史

文明論における「始造」と「独立J(1) 

ら
し
き
も
の
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
西
は
さ
ら
に
、
専
制
と
無
気
力
と
い
う
日
本
の
「
国
民
気
風
」
を

ポ

リ

チ

カ

ル

モ

ラ

ー

ル

ゼ

オ

グ

ラ

フ

ィ

カ

ル

構
成
す
る
も
の
と
し
て
歴
史
的
な
「
政
治
上
井
ニ
道
徳
上
ノ
気
風
」
と
と
も
に
自
然
条
件
に
属
す
る
「
地
質
上
ノ
気
風
」
を
あ
げ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

『
文
明
論
之
概
略
』
執
筆
の
前
後
に
か
け
て
、
福
沢
と
西
欧
派
知
識
人
特
に
西
欧
経
験
を
も
ち
西
欧
の
書
物
に
親
し
む
明
六
社
同
人
と
の

聞
に
こ
の
よ
う
に
応
酬
が
行
な
わ
れ
る
聞
に
、
『
明
六
雑
誌
』
そ
の
他
に
、
西
洋
の
文
明
論
の
翻
訳
が
現
わ
れ
た
。
小
論
の
関
心
か
ら
云
え

ば
先
ず
注
目
に
値
す
る
の
は
、
同
誌
第
四
、
五
号
ハ
一
八
七
四
年
四
月
〉
に
連
載
さ
れ
た
「
人
民
ノ
自
由
ト
土
地
ノ
気
候
ト
互
ニ
相
関
ス
ル
ノ

論
」
。
第
七
号
(
全
五
月
)
の
「
開
化
ノ
進
ム
ハ
政
府
ニ
因
ラ
ス
人
民
ノ
衆
論
ニ
因
ル
ノ
説
」
。
訳
者
は
何
れ
も
箕
作
麟
祥
。
前
者
は
「
仏
国

ク
リ
マ

大
学
土
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
所
著
『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
ヲ
フ
・
ロ
ウ
ス
』
抄
」
の
中
、
著
者
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
風
土
」
の
理
論
を
集
約
中
に

の
べ
た
箇
所
の
一
つ
、
第
三
部
の
主
と
し
て
ア
ジ
ア
的
専
政
と
隷
従
を
扱
っ
た
第
一
七
篇
「
政
治
的
奴
隷
制
の
法
は
風
土
の
性
質
と
い
か
に

関
係
す
る
か
」
全
八
章
の
殆
ん
ど
全
体
の
忠
実
な
訳
で
あ
る
。
後
者
は
、

「
バ
ッ
ク
ル
氏
ノ
英
国
開
化
史
」

町
U
『
な
円
。
「
-
Y
A
¥
円
札
H
U
H
N
H
N
Q

及
。
ぉ
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説

吉
岡
司

HhEsh出
第
一
巻
の
中
、
社
会
の
進
歩
に
お
け
る
宗
教
、
文
学
と
政
府
の
影
響
を
論
じ
た
第
五
章
で
、
穀
物
法
撤
法
や
選
挙
法
改
正
を

例
と
し
て
進
歩
に
お
け
る
政
府
の
役
割
は
第
二
義
的
で
し
か
な
い
こ
と
を
論
じ
た
札
一
別
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
箕
作
の
バ
ッ
ク
ル
翻
訳
に
つ
い
て
、
朗
蓋
坂
谷
素
が
『
明
六
雑
誌
』

自命

一
一
号
に
「
質
疑
一
則
」
を
寄
せ
て
、

日
本
に
受
容
さ
れ
た
パ

γ
ク
ル
の
文
明
進
歩
の
理
論
は
、
文
明
の
進
歩
を
目
指
す
主
体
的
な
努
力
に
水
を
さ
す
役
割
を
営
む
の
で
は
な
い

か
、
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
解
す
る
所
で
は
、
バ
ッ
ク
ル
の
説
は
本
来
「
世
ノ
功
ニ
斡
リ
自
得
ス
ル
者
及
古
人
所
調
首
ヲ
助
ケ
長
ス
ル

者
ノ
謬
妄
ヲ
戒
ム
ル
為
ニ
治
乱
ニ
関
セ
ス
形
勢
自
然
ノ
跡
ニ
ヨ
リ
教
ヲ
垂
レ
シ
者
」
だ
っ
た
。
そ
れ
が
日
本
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
、

化
ノ
度
イ
マ
ダ
至
ラ
ザ
ル
ヲ
口
実
ニ
シ
テ
衆
説
ヲ
用
ヒ
ズ
言
陽
一
一
開
テ
陰
ニ
鎖
ル
ノ
勢
方
ニ
盛
」
と
な
り
、
政
府
は
政
府
で
「
施
々
然
ト
シ

テ
日
々
開
化
ノ
進
ム
ハ
政
府
ニ
ヨ
ラ
ズ
人
民
ノ
衆
論
ニ
ヨ
ル
」
と
う
そ
ぶ
く
、
バ
ッ
ク
ル
に
籍
口
し
た
状
況
追
随
と
主
体
的
努
力
の
放
棄
が

現
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
欧
米
に
生
れ
た
理
論
が
日
本
に
受
容
さ
れ
る
と
却
っ
て
、
文
明
の
進
歩
や
民
撰
議
院
開
設
に
つ
い
て
の

状
況
追
随
と
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を
も
た
ら
す
に
い
た
る
、
と
い
う
の
は
、
坂
谷
が
こ
の
後
も
重
ね
て
主
張
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

バ
ッ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
箕
作
の
抄
訳
に
続
い
て
周
年
の
六
月
と
七
月
、
福
沢
が
主
宰
し
た
『
民
間
雑
誌
』
第
二
編
と
第
四
編
に
も
慶
応

〈

幻

)

義
塾
社
中
に
よ
る
抄
訳
が
現
わ
れ
た
。
さ
ら
に
同
年
九
月
に
は
、
ギ
ゾ

i
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
の
最
初
の
翻
訳
二
種
1

1
永
峰
秀
樹

の
『
欧
羅
巴
文
明
史
』
第
一
、
二
分
冊
と
荒
木
卓
爾
・
白
井
政
夫
訳
西
周
閲
『
泰
西
開
化
史
』
上
巻
1

1
が
刊
行
さ
れ
た
。
福
沢
が
『
文
明

論
之
概
略
』
第
八
章
末
で
参
照
を
求
め
た
「
文
明
史
の
訳
書
」
は
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
。

『
文
明
論
之
概
略
』
自
身
の
中
の
記
述
と
そ
れ
に
関
連
す
る
出
来
事
に
限
っ
て
見
た
だ
け
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
争
点
を
め
ぐ
る
福
沢
と
洋

学
派
知
識
人
た
ち
と
の
応
酬
の
流
れ
の
中
に
、
福
沢
を
含
め
た
彼
ら
全
体
の
上
に
一
八
世
紀
啓
蒙
か
ら
一
九
世
紀
の
実
証
主
義
の
思
潮
に
か

特
に
そ
こ
で
の
西
欧
対
ア
ジ
ア
の
文
明
進
歩
の
比
較
論
が
、
大
き
な
影
を
投
じ
、

ゼ
オ
グ
ラ
ヒ
カ
ル

い
る
こ
と
、
ま
た
文
明
の
タ
イ
プ
の
決
定
因
と
し
て
「
気
候
」

(in--B三
)
や
「
地
質
学
上
」
の
要
因
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

け
て
の
進
歩
H
比
較
文
明
論
、

彼
ら
の
心
を
と
ら
え
て 開
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わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
争
点
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
民
衆
の
進
歩
の
段
階
と
改
革
の
見
通
し
に
つ
い
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を

語
り
、
受
動
的
・
状
況
追
随
的
な
態
度
を
と
っ
て
福
沢
と
対
立
し
た
他
の
「
洋
学
者
」
た
ち
の
態
度
は
、
直
接
間
接
に
こ
の
よ
う
な
西
欧
の

文
明
論
の
影
響
と
関
係
し
て
い
た
。
福
沢
に
よ
れ
ば
、
日
本
在
留
の
西
洋
人
の
日
本
の
文
明
化
に
つ
い
て
の
診
断
も
こ
の
よ
う
な
西
洋
の
文

明
論
と
同
じ
方
向
に
動
い
て
い
た
。
『
文
明
論
之
概
略
』
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
着
想
さ
れ
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

2 

『
文
明
論
之
概
略
』
開
巻
努
頭
の
一
句
「
文
明
論
と
は
人
の
精
神
発
達
の
議
論
な
り
。
其
趣
意
は
一
人
の
精
神
発
達
を
論
ず
る
に
非
ず
、

天
下
衆
人
の
精
神
発
達
を
一
体
に
集
め
て
、
其
一
体
の
発
達
を
論
ず
る
も
の
な
り
」
は
、
福
沢
に
と
っ
て
の
当
面
緊
急
の
課
題
、
そ
し
て

文明論における「始造Jと「独立J(1) 

『
文
明
論
之
概
略
』
の
主
題
が
何
で
あ
る
か
を
宣
言
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
日
本
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
文
明
進
歩
の
コ

l
ス

を
見
通
し
、
そ
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
想
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
「
天
下
衆
人
の
精
神
発
達
」
を
「
一
体
に
集
め
て
」

i
l
一
つ
の
全
体

(

M

)

 

に
綜
合
し
て
1

1
と
ら
え
る
と
い
い
、
そ
の
「
衆
人
の
精
神
」
が
時
と
共
に
「
発
達
」
す
る
と
い
い
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
思
想
的
伝
統
に

と
っ
て
も
、
福
沢
個
人
の
教
養
に
お
い
て
も
全
く
新
し
い
革
命
的
な
観
念
だ
っ
た
。
こ
れ
が
バ
ッ
ク
ル
の
『
英
国
文
明
史
』
に
触
発
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
の
べ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
続
く
一
節
は
こ
の
知
的
作
業
が
当
時
の
日
本
に
お
い
て
い
か
に

困
難
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
を
語
る
。

「
紛
擾
雑
駁
の
際
に
就
て
僚
理
の
素
れ
ざ
る
も
の
を
求
め
ん
と
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
文
明
の
議
論
亦
難
し
と
云
ふ
可
し
」
。
前
半
の
一
節

は
バ
ッ
ク
ル
が
『
英
国
文
明
史
』
冒
頭
で
同
書
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
文
章
の
一
節
ぷ
-204巾
江
田
開
お
宮
ぽ
ロ
許
可

g
p和
吉
広
忠
弘

(

お

〉

口
O
ロH
C
回目。ロ

3

に
照
応
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
福
沢
に
と
っ
て
は
「
紛
擾
雑
駁
」
の
た
だ
中
で
、
状
況
が
「
紛
擾
雑
駁
」
で
あ
る
か
ら

北法31(3~4 ・ n-359)1745 



説

こ
そ
そ
の
中
に
「
僚
理
の
素
れ
ざ
る
も
の
」
、

論

確
実
な
も
の
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
他
方
バ
ッ
ク
ル
が
本
書
を
構
想
し
執
筆
し

た
英
国
に
お
い
て
も
、
急
速
に
拡
大
し
変
化
す
る
世
界
は

g
巳
5
5ロ
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
バ
ッ
ク
ル
は
世
界
が
因
果
法
則
に
支

ナ
チ
ユ
ラ
ル

え
ら
れ
た
秩
序
に
よ
っ
て
お
お
い
口
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
、
歴
史
も
ま
た
彼
に
と
っ
て
は
「
自
然
の
」
秩
序
に
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
信
念
に
も
と
づ
い
て
彼
は
、
西
欧
の
み
な
ら
ず
非
西
欧
の
諸
文
明
を
も
包
括
し
た
白
区

2
訴
え

E
2
0弓
を
構
想
し
、
文

サ
イ
エ
ン
ス

明
進
歩
の
諸
法
則

llSazi--を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
を
自
然
科
学
を
母
型
と
し
た
科
学
の
域
に
高
め
よ
う
と
し
た
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ

司
主
。
ミ
ミ

n
e
s
s
H
4
3
S
同
shzsh叫
は
普
遍
史
を
書
く
と
い
う
本
来
の
プ
ラ
ン
を
、
仕
事
の
膨
大
さ
を
知
る
に
い
た
っ

て
英
国
文
明
の
歴
史
に
限
る
こ
と
に
変
更
し
、
し
か
も
そ
の
序
論
の
段
階
で
思
い
が
け
ぬ
死
に
よ
っ
て
中
断
し
た
も
の
だ
っ
た
。

バ
ッ
ク
ル
の
文
明
史
の
背
景
や
問
題
と
福
沢
の
そ
れ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
を
異
に
し
な
が
ら
共
通
す
る
面
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
ま
た
そ
れ
が
福
沢
を
し
て
バ
ッ
ク
ル
に
共
感
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
福
沢
を
含
め
て
同
世
代
の
洋
学
派
知
識
人
た
ち
は
西
欧

世
界
と
ア
ジ
ア
・
日
本
と
の
巨
大
な
規
模
で
の
衝
突
が
も
た
ら
し
た
「
紛
擾
雑
駁
」
の
中
で
、
西
欧
・
ア
ジ
ア
の
中
に
日
本
文
明
の
コ

i
ス

を
位
置
づ
け
る
海
図
を
求
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
全
世
界
に
拡
大
す
る
西
欧
世
界
の
中
心
の
高
み
か
ら
全
世
界
を
烏
轍
し
よ
う
と
す
る
文
明
史

は
そ
れ
に
こ
た
え
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
海
図
を
た
し
か
な
も
の
に
す
る
進
歩
の
諸
法
則
と
、

そ
れ
を
発
見
す
る
実
証
的
方
法
も
ま
た

期
待
を
満
た
す
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
洋
学
派
知
識
人
の
中
で
も
福
沢
は
、
西
欧
産
の
文
明
史
を
「
翻
訳
」
的
に
受
容
し
た
の
で
は
、

れ
な
い
こ
と
を
い
ち
早
く
自
覚
す
る
に
い
た
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
文
明
論
之
概
略
』

日
本
に
と
っ
て
の
文
明
論
は
作

「
緒
舌
己
に
お
い
て
「
今
の
我
文
明
は
所

謂
:
:
:
無
よ
り
有
に
移
ら
ん
と
す
る
も
の
に
て
:
:
:
常
に
之
を
改
造
と
云
ふ
可
ら
ず
、
或
は
始
造
と
称
す
る
も
亦
不
可
な
き
が
如
し
」
と
の

べ
、
第
十
章
で
「
自
国
の
独
立
」
を
論
じ
た
表
現
を
転
用
す
れ
ば
、
福
沢
は
日
本
に
お
い
て
文
明
を
「
始
造
」
す
る
た
め
の
前
提
の
作
業
と

し
て
「
文
明
論
」
を
「
始
造
」
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
、
日
本
に
お
け
る
「
文
明
論
」
を
「
始
造
」
す
る
た
め
に
は
西

北法31(3-4・II.360)1746 



洋
の
文
明
論
に
拠
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
か
ら
「
独
立
」
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
も
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

福
沢
に
お
い
て
、
文
明
論
「
始
造
」
の
企
て
が
他
面
で
は
知
的
「
独
立
」
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
既
に
『
文
明
論
之
概
略
』
「
緒
言
」
の

中
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
紛
擾
雑
駁
の
際
に
就
て
」
「
文
明
の
議
論
を
立
て
保
理
の
素
れ
ざ
る
も
の
を
求
め

ん
と
す
る
は
、
学
者
の
事
に
於
て
至
大
至
難
の
課
業
と
云
ふ
可
し
」
と
自
覚
し
た
知
的
作
業
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
可
能
と
な
る
根
拠
を
、

(お〉

福
沢
は
「
紛
擾
雑
駁
」
と
い
う
歴
史
的
状
況
自
体
の
中
に
見
出
し
た
。
「
今
の
学
者
は
此
困
難
な
る
課
業
に
当
る
と
雄
ど
も
、
愛
に
亦
偶
然

の
傍
倖
な
き
に
非
ず
。
其
次
第
を
云
へ
ば
、
我
国
開
港
以
来
、
世
の
学
者
は
頻
に
洋
学
に
向
ひ
、
共
研
究
す
る
所
固
よ
り
粗
歯
狭
障
な
り
と

雄
ど
も
、
西
洋
文
明
の
一
斑
は
訪
徽
と
し
て
窺
ひ
得
た
る
が
如
し
。
又
一
方
に
は
此
学
者
な
る
も
の
、
二
十
年
以
前
は
純
然
た
る
日
本
の
文

明
に
浴
し
、
宮
に
其
事
を
聞
見
し
た
る
の
み
に
非
ず
、
現
に
其
事
に
当
て
共
事
を
行
ふ
た
る
者
な
れ
ば
、
既
往
を
論
ず
る
に
臆
測
推
量
の
暁

昧
に
陥
る
こ
と
少
な
く
し
て
、
直
に
白
己
の
経
験
を
以
て
之
を
西
洋
の
文
明
に
照
ら
す
の
便
利
あ
り
」
。
歴
史
的
激
変
を
背
景
と
し
た
八
一

文明論における「始造」と「独立J(1) 

人
両
身
〉
八
一
身
二
世
〉
の
世
代
と
し
て
自
己
の
「
身
に
得
た
る
」
日
本
と
西
洋
と
の
両
文
明
を
つ
き
あ
わ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
両
文

明
い
ず
れ
の
認
識
も
「
確
実
」
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
「
後
人
」

l
iこ
の
よ
う
な
文
明
交
替
の
経
験
を
自
己

の
う
ち
に
持
た
ね
後
世
代
|
|
に
対
し
て
語
ら
れ
た
い
わ
ば
世
代
的
な
「
偶
然
の
傍
倖
」
を
意
味
し
た
う
フ
。
し
か
し
、
「
今
の
学
者
」
の

「
此
一
事
に
就
て
は
、
彼
の
西
洋
の
学
者
が
既
に
体
を
成

こ
の
「
余
輩
の
正
に
得
て
後
人
の
復
た
得
べ
か
ら
ざ
る
好
機
会
」
は
、

「
偶
然
の
億
倖
」
を
述
べ
た
く
だ
り
は
、
さ
ら
に
以
下
の
一
節
を
導
い
て
い
る
。

し
た
る
文
明
の
内
に
居
て
他
国
の
有
様
を
推
察
す
る
者
よ
り
も
、
我
学
者
の
経
験
を
以
て
更
に
確
実
な
り
と
せ
ざ
る
可
ら
ず
」
。
「
彼
の
西
洋

の
学
者
が
既
に
体
を
成
し
た
る
文
明
の
内
に
居
て
他
国
の
有
様
を
推
察
す
る
」
は
、
先
ず
、

『
文
明
論
之
概
略
』
の
完
成
ま
で
繰
返
し
参
照

さ
れ
た
「
西
洋
諸
家
の
原
書
」

l
l世
界
の
文
明
進
歩
の
中
心
を
な
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
り
わ
け
英
国
文
明
の
一
高
み
に
立
っ
て
、

「ヨ

l

ロ
ッ
パ
外
(
巾
己
2
2円
円
。
何
回
『
O
宮
)
」
(
バ
ッ
ク
ル
)
や
「
ア
ジ
ア
」
「
東
洋
」
(
吾
叩
何
回
由
。
イ
ン
ド
、

シ
ナ
と
い
っ
た
そ
の
周
辺
を
見
下
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説

し
、
自
己
と
そ
れ
と
を
比
較
し
た
バ
ッ
ク
ル
、
ギ
ゾ
ー
さ
ら
に
ミ
ル
の
著
作
l
ー
ー
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま

論

た
、
既
に
引
い
た
第
二
章
冒
頭
の
欧
米
H
文
明
、
ア
ジ
ア
H
半
開
、
ア
フ
リ
カ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
H
未
聞
と
い
う
、
西
欧
か
ら
「
世
界
の

文
明
を
論
ず
る
」
世
界
像
に
も
関
連
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
既
に
体
を
成
し
た
る
文
明
」
が
、
文
明
進
歩
に
お
け
る
火
か
ら
水
へ
、

無
か
ら
有
へ
の
、
「
卒
突
の
変
化
」
日
「
始
造
」
段
階
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
ず
確
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
彼
の
西
洋
の
学
者
」

の
非
西
欧
圏
認
識
に
つ
い
て
云
わ
れ
た
「
推
察
」
は
、
「
臆
測
推
量
」

l
l
『
文
明
論
之
概
略
』
を
通
じ
る
基
本
観
念
の
一
つ

1
l
に
関
連

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

福
沢
は
、
西
欧
の
文
明
の
「
既
に
体
を
成
し
た
る
」
段
階
か
ら
世
界
を
見
渡
し
見
下
す
文
明
論
の
、

理
論
と
し
て
の
力
を
認
め
て
い
た
。

「
西
洋
諸
国
人
民
独
り
自
ら
文
明
を
誇
る
の
み
な
ら
ず
」
:
:
:
「
世
界
の
通
論
に
し
て
世
界
人
民

の
許
す
所
」
た
ら
ざ
る
を
え
ぬ
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
し
か
も
、
「
此
一
事
に
就
て
は
」

l
l
「
実
験
の
一
事
」
に
関
す
る
限
り

l
l
「
彼

の
西
洋
の
学
者
」
の
認
識
に
限
界
が
避
け
ら
れ
ね
こ
と
と
、
文
明
「
始
造
」
段
階
の
た
だ
中
に
あ
る
日
本
の
知
識
人
の
立
場
の
優
位
と
を
主

文
明
・
半
開
・
野
蛮
と
い
う
世
界
像
は
、

張
し
た
の
だ
っ
た
。

『
文
明
論
之
概
略
』
の
終
章
で
は
「
主
人
白
か
ら
論

「
実
験
」
日
「
自
己
の
経
験
」
対
「
推
察
」
と
い
う
テ
i
マ
は
、

ず
る
の
論
」
対
「
人
の
た
め
に
推
量
し
た
る
客
論
」
と
い
う
形
で
再
現
す
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況
の
中
と
外
か
ら
と
い
う
対
立
は
、
文
明
進

歩
に
お
け
る
段
階
の
差
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
「
実
験
」
論
は
、
福
沢
の
文
明
の
世
界
史
論
に
お
け
る
構
造

的
な
要
素
と
な
っ
た
。

「
彼
の
西
洋
の
学
者
」
の
外
か
ら
の
「
推
察
」
に
対
す
る
〈
一
身
二
生
〉
の
「
実
験
」
に
も
と
づ
く
批
判
は
、

明
論
之
概
略
』
本
論
の
中
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
い
な
か
っ
た
か
。

福
沢
の
「
彼
の
西
洋
の
学
者
」
に
対
す
る
異
議
申
立
て
は
、
西
欧
と
ア
ジ
ア
と
の
「
衆
心
」

l
l
l
「
全
国
人
民
の
気
風
」
を
分
つ
決
定
的

な
点
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
。
『
文
明
論
之
概
略
』
第
九
章
に
於
て
彼
は
、
「
撞
権
」

l
「
権
力
偏
重
」
の
「
気
風
」
が
、
日
本
を
ヨ

l
ロ
γ
パ
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か
ら
別
つ
決
定
的
な
「
分
界
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
は
、
西
欧
か
ら
の
文
明
論
の
中
で
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
古
来
云
わ
れ
続
け
て

来
た
こ
と
で
あ
り
、
一
九
世
紀
中
葉
に
は
極
め
て
ポ
ピ
ラ
フ
!
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
た
。
福
沢
も
日
本
社
会
に
お
け
る
自
ら
の
経
験
に

日
本
に
つ
い
て
そ
れ
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
何
が
こ
の
よ
う
な
「
揮
権
」
を
も
た
ら
し
た
か
で
あ
る
。

も
と
づ
い
て
、

「
今
愛
に
共
源
因
を
求
め
ざ
る
可
ら
ず
と
雄
ど
も
、
共
事
甚
だ
難
し
、
商
人
の
著
書
に
亜
細
亜
洲
に
撞
権
の
行
は
る
A

原
因
は
、
共
気
候
温
暖
に
し
て

土
地
肥
沃
な
る
に
由
て
人
口
多
き
に
過
ぎ
、
地
理
山
海
の
険
阻
洪
大
な
る
に
由
て
妄
想
恐
怖
の
念
甚
し
き
等
に
在
り
と
の
説
も
あ
れ
ど
も
、
此
説
を
取
て

直
に
我
日
本
の
有
様
に
施
し
、
以
て
事
の
不
審
を
断
ず
可
き
ゃ
、
未
だ
知
る
可
ら
ず
。
仮
令
ひ
之
に
由
て
不
審
を
断
ず
る
も
、
其
源
因
は
悉
皆
天
然
の
事

な
れ
ば
人
力
を
以
て
之
を
如
何
と
も
可
ら
ず
」
(
一
四
八
l
四
九
頁
)
。

文明論における「始造」と「独立J(1) 

「
西
人
の
著
書
」
が
バ
ッ
ク
ル
の
『
英
国
文
明
史
』
で
あ
り
、
紹
介
さ
れ
た
ア
ジ
ア
論
が
第
一
巻
第
二
章
「
物
理
的
諸
法
則
が
社
会
組
織

と
個
人
の
性
格
に
及
ぼ
す
影
響
」
の
中
心
命
題
の
的
確
な
要
約
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
バ
ッ
ク
ル
は
、
「
物
理
的

諸
法
則
」
を
構
成
す
る
要
因
と
し
て
気
候
・
食
物
・
土
壌
・
自
然
相
全
体
(
径
四
宮

5
5
-
M訪
問
足
立

o
h
E
E
B
)
の
四
つ
を
あ
げ
、
ア
ジ
ア

を
始
め
と
す
る
非
西
欧
世
界
に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
要
因
の
作
用
を
、
前
三
者
と
最
後
の
自
然
相
と
の
こ
つ
に
分
け
て
検
討
す
る
。
福
沢
の
紹

介
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
「
気
候
」
と
「
地
理
山
海
」
と
の
作
用
に
つ
い
て
ふ
れ
た
こ
つ
の
節
は
、
バ
ッ
ク
ル
が
「
気
候
」
以
下
の
諸
要
因
と

「
自
然
相
全
体
」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
を
扱
っ
た
、
二
つ
の
部
分
の
議
論
の
骨
子
を
的
確
に
伝
え
る
も
の
だ
っ
た
。
バ
ッ
ク
ル
は
二
グ
ル

l

プ
の
要
因
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
イ
ン
ド
を
も
っ
て
ア
ジ
ア
を
代
表
さ
せ
る
。
そ
こ
で
は
高
温
と
土
地
の
肥
沃
が
食
物
の
豊
富
を
、
食
物
の

豊
富
が
人
口
と
労
働
力
の
過
剰
と
富
お
よ
び
権
力
の
不
平
等
を
も
た
ら
す
。
か
く
し
て
「
イ
ン
ド
で
は
、
奴
隷
制
、
恥
、
つ
べ
き
永
遠
の
奴
隷

ハ
幻
)

制
が
、
大
多
数
の
人
に
と
っ
て
自
然
な
状
態
だ
っ
た
」
。
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
の
自
然
相
は
、
そ
こ
に
生
き
る
者
を
脅
か
し
て
「
恐
怖
」

Q
S
C

円

mv

と
「
迷
信
」
(
白
石
町
g
t
t
oる
で
満
た
す
。

福
沢
は
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
意
見
を
日
本
に
適
用
し
て
日
本
に
お
け
る
「
専
檀
」
の
原
因
を
説
明
出
来
る
か
、
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説

判
断
を
留
保
す
る
(
イ
ン
ド
自
体
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
す
る
か
、
に
は
思
い
及
ば
な
か
っ
た
だ
ろ
う
〉
。
も
し
説
明
が
出
来

る
と
す
る
と
、
原
因
が
自
然
条
件
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
専
制
と
隷
従
と
い
う
状
態
は
人
為
で
は
変
え
ら
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
事
実
バ
ッ
ク
ル

5命

は
、
福
沢
が
紹
介
し
た
イ
ン
ド
論
の
中
で
そ
の
こ
と
を
強
調
し
、
先
に
引
い
た
箇
所
に
直
ぐ
続
け
て
、

「
彼
ら

(ll大
多
数
の
人
〉
は
全
く

抗
し
難
い
物
理
的
諸
法
則
に
よ
っ
て
こ
の
状
態

(
l
l「
永
遠
の
奴
隷
制
」
)
に
と
ど
ま
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
あ
の
物
理
的
諸
法
則

の
カ
は
お
よ
そ
克
服
し
難
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
作
用
す
る
所
で
は
、
生
産
諸
階
級
は
永
遠
の
隷
従
に
と
ど
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
熱
帯
の

〈
ぬ
)

国
の
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
所
で
は
、
:
:
:
人
民
が
彼
ら
に
定
め
ら
れ
た
こ
の
運
命
か
ら
脱
れ
た
た
め
し
は
か
つ
て
な
い
の
で
あ
る
」

と
の
べ
て
い
た
。
バ
ッ
ク
ル
は
さ
ら
に
続
け
て
、
畳
み
か
け
る
よ
う
に
、

「
こ
う
し
た
諸
国
民
の
も
と
で
は
、
卑
屈
な
隷
従
が
彼
ら
の
歴
史

を
そ
の
始
め
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
彩
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
も
多
く
の
政
治
的
変
革
は
生
じ
た
け
れ
ど
も
全
て
が
よ
か
ら
で
あ

り
、
下
か
ら
の
た
め
し
は
な
か
っ
た
こ
と
、
宮
廷
革
命
や
王
朝
の
顛
覆
、
支
配
者
の
交
替
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
民
衆
の
蜂
起
や
、
人
民
の
中

か
ら
革
命
は
な
か
っ
た
こ
と
、
か
く
し
て
人
間
よ
り
は
む
し
ろ
自
然
が
彼
ら
に
定
め
た
苛
酷
な
運
命
が
い
さ
さ
か
で
も
和
ら
げ
ら
れ
る
こ
と

円
相
判
)

は
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
バ
ッ
ク
ル
に
お
け
る
〈
ア
ジ
ア
的
停
滞
論

V
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

福
沢
は
西
欧
の
文
明
論
が
指
摘
す
る
停
滞
の
事
実
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
「
或
る
西
人
の
著
書
に
、
亜
細
亜
諸
洲
の
諸
国
に
も
変
革
騒

乱
あ
る
は
欧
羅
巴
に
異
な
ら
ず
と
雄
ど
も
、
其
変
乱
の
た
め
に
国
の
文
明
を
進
め
た
る
こ
と
な
し
と
の
説
あ
り
。
蓋
し
謂
れ
な
き
に
非
ざ
る

な
り
。
(
政
府
は
新
旧
交
替
す
れ
ど
も
国
勢
は
変
ず
る
こ
と
な
し
と
(
一
五
三
頁
〉
。
「
概
し
て
之
を
評
す
れ
ば
、
尋
常
の

人
類
に
備
は
る
べ
き
一
種
の
運
動
力
を
欠
て
停
滞
不
流
の
極
に
沈
み
た
る
も
の
と
云
ふ
可
し
」
(
一
七
一
頁
)
。

日
本
国
の
人
は
、

ア
ジ
ア
に
生
き
る
者
が
、

ジ
ア
に
お
け
る
「
専
捜
」
と
「
停
滞
」
の
原
因
は
自
然
条
件
に
あ
り
そ
れ
ゆ
え
運
命
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
の
よ
う
な
見
方
を
受
け
い
れ
れ

ば
、
そ
こ
に
生
れ
る
の
は
自
己
の
文
明
の
進
歩
に
つ
い
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

福
沢
は
進
ん
で
専
制
と
隷
従
の
原
因
に
つ
い
て
、
バ
ッ
ク
ル
に
か
わ
る
理
解
を
積
極
的
に
打
ち
出
す
。

「
余
輩
は
唯
事
の
成
行
を
説
て
、
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撞
権
の
行
は
る
〉
次
第
を
明
に
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
其
次
第
既
に
明
な
れ
ば
亦
こ
れ
に
応
ず
る
の
処
置
も
あ
る
可
し
」
(
一
四
九
頁
)
。
「
撞

権
」
の
原
因
を
人
聞
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
ね
自
然
条
件
に
で
は
な
く
、
歴
史
的
条
件
に
求
め
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
「
撞
権
」
発
生
の
プ
ロ

セ
ス
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
応
じ
る
対
策
を
た
て
、
変
え
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
文
明
論
之
概
略
』
第
九
章
は
、
こ

の
立
場
に
従
っ
て
書
か
れ
た
日
本
に
お
け
る
「
権
力
偏
重
」
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
事
情

l
l
『
文
明
論
之
概
略
』
第
二
章
の
基
本
概
念
の

一
つ
を
引
け
ば
「
交
際
の
仕
組
」

l
lの
分
析
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
た
歴
史
的
な
「
気
風
」
を
支
配
し
変
え
て
ゆ
く
こ
と
へ
の

関
心
は
、
こ
の
本
全
体
を
一
貫
し
て
各
所
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
は
、

『
文
明
論
之
概
略
』
全
体
が
、
バ
ッ
ク
ル
さ
ら

に
彼
を
含
む
「
彼
の
西
洋
の
学
者
」
に
対
す
る
反
論
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

『
文
明
論
之
概
略
』
第
九
章
に
お
け
る
、
「
権
力
偏
重
」
の
「
気
風
」
の
分
析
が
、
ギ
ゾ
!
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
に
よ
っ
た
第
八
章

文明論における「始造」と「独立J(1) 

と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
ギ
ゾ
l
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
は
、
バ
ッ
ク
ル
の
『
英
国
文
明
史
』
に
二

O

年
乃
至
一
二

O
年
先
行
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
な
が
ら
、
共
通
の
知
的
背
景
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
そ
の
関
心
に
は
か
な
り
共
通
す
る
面

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
に
ア
ジ
ア
の
対
比
と
い
う
、
普
遍
史
的
な
比
較
の
枠
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
進
歩
が
論

が
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
先
頭
を
進
む
の
は
、

い
ず
れ
に
と
っ
て
も
英
国
だ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
進
歩
と
自
由
が
ア
ジ
ア
の
停
滞
や

じ
ら
れ
、

専
制
と
の
対
比
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
の
例
証
と
し
て
イ
ン
ド
、
ご
く
ま
れ
に
中
国
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
共
通
し
て

〈

幻

)

い
る
。
歴
史
を
少
数
の
個
人
の
歴
史
か
ら
解
放
し
、
概
括
的
把
握
を
導
入
し
た
点
で
も
似
て
い
る
。
し
か
し
、
ギ
ゾ
!
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
史
』
は
文
明
進
歩
の
歴
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
点
で
バ
ッ
ク
ル
と
大
き
く
異
っ
て
い
た
。
バ
ッ
ク
ル
が
、
と
く
に
文
明
未
発
達
の
段
階

の
社
会
に
つ
い
て
、
社
会
組
織
や
個
人
の
性
格
を
自
然
条
件
か
ら
説
明
し
た
の
に
対
し
て
、
ギ
ゾ
l
は
、
歴
史
を
動
か
す
も
の
と
し
て
、
入

門

m
M〉

聞
の
観
念
を
重
視
し
、
ま
た
個
人
の
あ
り
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
社
会
構
造
の
特
質
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
ギ
ゾ

l
の
場
合
に
は
、

、
、
、

説
明
の
か
ぎ
が
、
自
然
に
で
は
な
く
人
間
の
観
念
と
人
間
の
結
合
の
型
と
い
う
歴
史
的
な
要
因
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
福
沢
が
パ
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説

ッ
ク
ル
と
格
闘
す
る
中
で
ギ
ゾ
l
に
強
い
共
感
を
示
す
に
い
た
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
お
い
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。

論

「
壇
権
」
や
「
権
力
偏
重
」
が
歴
史
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
変
え
る
方
法
を
発
見
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
福
沢
が
日
本
に
お
け
る
「
撞
権
」
と
停
滞
と
い
う
過
去
に
縛
ら
れ
つ
つ
も
文
明
進
歩
の
可
能
性
を
構
想
し
た
、
そ
の
出

「
抑
も
人
生
の
働
に
は
際
限
あ
る
可
ら
ず
。
:
:
:
天
性
白
か
ら
文
明
に
適
す
る
も
の
な
れ
ば
:

発
点
に
あ
っ
た
の
は
人
間
本
性
論
だ
っ
た
。

:
・
」
(
二
二
頁
〉
。

蓋
し
偶
然
に
は
非
ず
。
之
を
造
物
主
の
深
意
と
云
ふ
も
可
な
り
」

(一一一一一

「
人
生
の
白
か
ら
文
明
に
適
す
る
所
以
に
し
て
、

頁
〉
。
「
元
来
人
類
は
相
交
る
を
以
て
其
性
と
す
。

独
歩
孤
立
す
る
と
き
は
共
才
智
発
生
す
る
に
由
な
し
。
:
:
:
世
間
相
交
り
人
民
相
触
れ
、

其
交
際
愈
広
く
其
法
愈
整
ふ
に
従
て
、

人
情
愈
和
し
智
識
愈
聞
く
可
し
」
(
コ
一
八
頁
〉

0

こ
れ
ら
の
文
章
が
同
じ
一
つ
の
事
を
指
し
示
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
第
三
の
文
章
は
『
文
明
論
之
概
略
』
第
三
章
の
文
明
の
定
義
の
中
の
一
節
で
あ
り
、
定
義
全
体
が
ギ
ゾ

l
の

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
第
一
講
の
文
明
本
質
論
を
忠
実
に
ふ
ま
え
た
も
の
だ
っ
た
。
ギ
ゾ
l
は
し
ば
し
ば
一
定
の
人
間
本
性
論
を
措
定
し

(
お
〉

そ
の
こ
と
が
、
彼
の
歴
史
記
述
の
特
徴
か
つ
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
り
、

他
方
福
沢
に
お
い
て
も
、
『
西
洋
事
情
初
編
』
に
始
ま
り
『
学
問
の
す
』
め
』
『
文
明
論
之
概
略
』
に
至
る
初
期
の
著
作
に
お
い
て
は
人
間

本
性
論
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
『
西
洋
事
情
』
か
ら
『
学
問
の
す
』
め
』
に
か
け
て
、
チ
ェ
ム
パ

1
ス
社
刊
行
の
、
。
~
千

料
払
町
と
司
円
。
言
。
遣
い
J
k
a
O
1
5同

S
h
n
F
0
0円

h
u
b
a
h
出
¥
号
、
立
H
U
Q
R
S
S
B
H
h町
立
。
誌
や
F
・
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の
同
E
3
3
H
h
ミ
.
3
0
3
N
M円札
S

R

の
影
響
の
も
と
に
、
展
開
さ
れ
た
人
間
本
性
論
は
、
天
賦
の
白
白
と
権
利
の
主
体
と
し
て
の
個
人
を
基
礎
ご
つ
け
て
い
た
。
『
文
明
論
之
概
略
』

で
は
一
転
し
て
、
福
沢
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
交
際
」
を
取
り
結
ぶ
存
在
、
「
交
際
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
明
を
進
め
る
べ
く
定
め
ら
れ

た
存
在
と
し
て
の
人
間
の
本
性
が
現
わ
れ
る
。
バ
ッ
ク
ル
も
人
間
聞
の
、
ま
た
国
家
聞
の
「
接
触
」
と
い
う
事
実
を
文
明
の
進
歩
一
側
面
と

(
M
V
 

し
て
重
視
し
て
い
る
が
、
人
間
本
性
論
は
追
放
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

〈
お
)

は
り
ギ
ゾ
l
の
影
響
が
大
き
い
と
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。

『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
人
間
本
性
論
に
は
、
や
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人
間
本
性
は
文
明
の
進
歩
の
担
い
手
た
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。

H
本
の
「
権
力
偏
重
」
の
「
気
風
」
も
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
、
と

い
う
主
張
は
、
先
に
見
た
福
沢
の
バ
ッ
ク
ル
批
判
の
中
に
既
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
力
で
動
か
す
こ
と
の
出
来
ぬ
「
天
然
」
と

人
力
が
動
か
せ
る
「
人
為
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
に
連
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
さ
ら
に
「
人
為
」
の
特
殊
な
形
と
し
て
の
「
習
慣
」
に

つ
い
て
の
議
論
が
関
連
し
て
い
た
。
単
純
な
「
人
為
」
と
「
天
然
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
ま
だ
容
易
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
習
慣
久
し
き
に

至
れ
ば
第
二
の
天
然
と
為
」
る
に
い
た
っ
て
事
情
は
変
っ
て
来
る
。

『
文
明
論
之
概
略
』

「
緒
一
プ
一
己
冒
頭
の
文
章
は
文
明
論
の
内
容
に
つ
い

て
「
天
下
衆
人
の
精
神
発
達
を
一
体
に
集
め
て
、
其
一
体
の
発
達
を
論
ず
る
も
の
な
り
」
と
定
義
し
た
上
、
す
ぐ
続
け
て
「
人
の
世
に
処
す

る
に
は
局
処
の
利
害
得
失
に
掩
は
れ
て
其
所
見
を
誤
る
も
の
甚
だ
多
し
。
習
慣
の
久
し
き
に
至
て
は
殆
ど
天
然
と
人
為
と
を
区
別
す
可
ら

ず
。
其
天
然
と
思
ひ
し
も
の
、
果
し
て
習
慣
な
る
こ
と
あ
り
。
或
は
其
習
慣
と
認
め
し
も
の
、
却
て
天
然
な
る
こ
と
な
き
に
非
ず
。
」
(
一
一
一
頁
)

と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
文
明
の
議
論
亦
難
し
」
と
い
う
困
難
の
理
由
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

文明論における「始造」と「独立J(1) 

福
沢
は
「
一
体
」
と
し
て
の
「
衆
人
の
精
神
」
な
い
し
一
国
の
「
気
風
」
と
「
習
慣
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
説
明
を
し
て

「
治
く
一
国
人
民
の
聞
に
浸
潤
し
て
広
く
全
国
の
事
跡
に
顕
は
る
』
」
も
の
と
し
て
の
「
衆
心
」
や
「
気
風
」
が
「
習
慣
」

『
文
明
論
之
概
略
』
全
体
の
行
論
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
「
習
慣
」
と
い
う
観
念
が
、

「
権
力
偏
重
」
が
も
た
ら
し
た

キ
J

晶、
F

ふ、。、喝、

s
t
u
f
u
-刀

と
重
な
り
合
う
観
念
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
と
ば
と
し
て
明
瞭
に
押
し
出
さ
れ
て
来
る
の
は
、

日
本
の
「
気
風
」
を
い
か
に
変
え
突
破
し
て
ゆ
く
か
、

「
気
象
」
と
「
勇
カ
」
の
欠
如
と
い
う
具
体
的
な
イ
シ
ュ

l
に
つ
い
て
具
体
的
な
方
策
を
と
り
あ
げ
る
箇
所
に
お
い
て
だ
っ
た
。

な
く
男
力
な
き
は
、
天
然
の
欠
点
に
非
ず
、
習
慣
に
由
て
失
ふ
た
る
も
の
な
れ
ば
、
之
を
恢
復
す
る
の
法
も
亦
習
慣
に
由
ら
ざ
れ
ば
叶
ふ
可

習
慣
を
変
ず
る
こ
と
大
切
な
り
と
云
ふ
可
し
」
(
八
一
一
員
)
。

「
其
気
象

「
天
然
の
欠
点
」
で
は
な
い
か
ら
「
人
力
を
以
て
之
を
如
何
と
も
す
可

ら
ず
」
と
す
る
に
は
及
ば
ぬ
。
既
に
見
た
文
明
の
後
進
性
と
人
民
の
無
知
日
を
理
由
に
民
撰
議
院
尚
早
を
主
張
す
る
洋
学
派
知
識
人
に
対
す
る

(
お
)

批
判
は
、
こ
の
「
習
慣
」
の
変
革
論
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
習
慣
」
は
「
第
二
の
天
然
」
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
変

ら
ず
。
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説

え
る
に
も
相
応
の
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
朝
一
夕
の
偶
然
に
白

「
全
国
人
民
の
気
風
を
一
変
す
る
が
知
き
は
其
事
極
め
て
難
く
、

て
功
を
奏
す
可
き
に
非
ず
。
独
り
政
府
の
命
を
以
て
強
ゆ
可
ら
ず
、
独
り
宗
門
の
教
を
以
て
説
く
可
ら
ず
、
況
や
僅
に
衣
食
住
居
等
の
物
を

「
此
気
風
は
売
る
可
き
も
の
に
非
ず
、
買
ふ
可
き
も
の
に
非
ず
、
又
人
力
を
以
て
蓮

害
を
除
き
故
障
を
去
り
、
白
か
ら
人
民
一
般
の
智
徳
を

論

改
革
し
て
外
よ
り
之
を
導
く
可
け
ん
や
」
(
一
二
頁
)
。

に
作
る
可
き
も
の
に
も
非
ず
」
(
二

O
頁〉。

「
唯
其
一
法
は
人
生
の
天
然
に
従
ひ
、

発
生
せ
し
め
、
自
ら
其
意
見
を
高
尚
の
域
に
進
ま
し
む
る
に
在
る
の
み
」
(
一
二
頁
)
。

こ
こ
に
は
人
間
の
八
自
然
〉
の
内
発
的
な
八
成
長
〉
の
観
念
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
別
な
文
脈
で
は
「
人
の
智
恵
は
夏
の
草
木
の
如
く
一

夜
の
間
に
成
長
す
る
も
の
に
非
ず
、
偲
令
ひ
或
は
成
長
す
る
こ
と
あ
る
も
習
慣
に
由
て
用
る
に
非
ざ
れ
ば
功
を
成
し
難
し
。
習
慣
の
カ
は
頗

る
強
盛
な
る
も
の
に
て
、
之
を
養
へ
ば
其
働
に
際
限
あ
る
可
ら
ず
」

(
七
九
l
入

O
頁
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

)
方
、
本
来
「
人

為
」
の
一
種
で
あ
る
「
習
慣
」
を
「
天
然
」
と
誤
認
し
た
改
革
へ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
、
他
方
、
性
急
な
強
制
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
注
入
や
外

か
ら
の
移
植
と
の
双
方
に
、

は
っ
き
り
と
対
立
す
る
も
の
だ
っ
た
。
福
沢
が
、
西
欧
世
界
に
お
け
る
知
性
の
進
歩
を
論
じ
て
、

「
天
然
、
の
物

に
就
て
は
既
に
共
性
質
を
知
り
又
共
働
き
を
知
り
、
共
性
に
従
て
之
を
御
す
る
の
定
則
を
発
明
し
た
る
も
の
甚
だ
多
し
、
人
事
に
就
て
も
亦

斯
の
如
し
。
人
類
の
性
質
と
働
と
を
推
究
し
て
漸
く
共
定
則
を
窺
ひ
、
其
性
と
働
と
に
従
て
之
を
御
す
る
の
法
を
得
ん
と
す
る
の
勢
い
進
め

バ
ッ
ク
ル
の
『
英
国
文
明
史
』
も
、
自
然
科
学
の
進
歩
に
促

さ
れ
て
そ
の
成
果
と
方
法
と
を
社
会
と
歴
史
に
も
適
用
発
展
さ
せ
、
人
間
行
動
の
法
則
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
の

『
英
国
文
明
史
』
は
発
見
し
た
法
則
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
記
述
し
、
英
国
文
明
の
達
成
し
た
優
位
の
説
明
を
試
み
る
も
の
だ
っ
た

の
に
対
し
、
福
沢
の
文
明
論
は
人
間
行
動
の
「
定
則
」
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
支
配
し
操
作
す
る
見
通
し
ま
で
を
含
む
、
将
来
に
向

つ
て
の
現
状
変
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
わ
た
る
も
の
だ
っ
た
。

「
壇
権
-
の
「
気
風
」
や
「
停
滞
」
は
、
実
は
「
西
人
」
の
決
定
論
的
な
理
解
と
は
異
な
り
、
自
然
条
件
に
よ
る
不
可
抗
な
も
の
で
は
な

り
L... 

(
二
三
一
一
頁
)
と
の
べ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
関
連
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
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い
と
い
う
福
沢
の
主
張
は
、
バ
ッ
ク
ル
批
判
と
し
て
、
福
沢
が
明
示
的
に
の
べ
る
以
上
の
あ
る
い
は
彼
が
意
識
す
る
以
上
の
、
意
味
を
も
っ

て
い
た
。
そ
れ
は
バ
ッ
ク
ル
の
世
界
像
の
根
本
、
『
英
国
文
明
史
』
の
構
成
の
基
本
構
造
に
ふ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

本
来
文
明
の
普
遍
史
と
し
て
構
想
さ
れ
た
『
英
国
文
明
史
』
を
貫
く
世
界
理
解
の
枠
組
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
二
元

論
だ
っ
た
。
『
英
国
文
明
史
』
は
、
一
方
か
ら
の
、
膨
大
な
史
実
を
こ
な
し
た
け
れ
ど
も
そ
れ
を
構
成
す
る
の
に
失
敗
し
た
と
い
う
批
判
と
、

他
方
か
ら
の
、
歴
史
に
つ
い
て
無
知
な
図
式
倒
れ
と
い
う
非
難
と
の
、
狭
撃
に
あ
っ
た
。
し
か
し
『
英
国
文
明
史
』
の
中
で
も
全
体
へ
の
序

(
幻
)

論
と
し
て
の
性
格
の
著
し
い
最
初
の
五
章
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
シ
ス
テ
ム
・
メ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
明
確
で
堅
固
な

構
成
が
う
か
が
わ
れ
る
。
構
成
の
-
つ
の
テ
i
マ
が
、
地
理
的
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
諸
文
明
公

zai--N目
立

0
5

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
前
諸
文
明

(
p
o
m開
口
4
己
紅
白
伸
一

0
5

同

-HH
町
江
。
『
件
。
開

s
g回以内〉と、

歴
史
的
な
、

同

}
Oロ
江
田
}
M

町円山

当
日
比

nr

円
相
支
局
立
。
「
同
0
4
4
r三
自
国
一
司

σ伺
ロ
巳

-ap巾開口円。回以内田口
8
0
n
r
o円

H
F
m
rロ
ヨ
同
ロ

5
5仏・

あ
る
い
は

同r白

ai--N一
同
氏
。
ロ
凹
お
お
円
四
「
芯
「

文明論における「始造Jと「独立J(1) 

と
い
う
比
較
と
区
別
の
二
元
論
だ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
区
別
対
照
は
さ
ま
ざ
ま
な
文

何
回
』
円
。
官
等
)
(
イ
タ
リ
ッ
ク
、
引
用
者
)

脈
で
繰
り
返
し
現
わ
れ
、
行
論
の
細
部
に
ま
で
持
ち
こ
ま
れ
た
二
分
論
は
時
と
し
て
不
自
然
な
感
じ
を
与
え
さ
せ
る
態
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
『
英
国
文
明
史
』
に
お
け
る
文
明
進
歩
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
、
二
分
論
的
命
題
l

|
歴
史
は
自
然
に
よ
る
人
間
の
変
容

と
人
間
に
よ
る
自
然
の
変
容
と
の
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
な
り
、
人
間
の
行
動
は
物
理
的
諸
法
則
と
精
神
的
諸
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
。
そ
れ
故
研
究
の
対
象
は
二
種
類
の
法
則
で
あ
る

l
!と
重
な
り
あ
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
前
の
文
明
は
自
然
に
よ

っ
て
物
理
的
法
則
を
通
じ
て
支
配
さ
れ
、
真
に
文
明
の
名
に
値
す
る
唯
一
の
文
明
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
、
人
間
の
自
然
支
配
を
通
じ
る
不
断

の
進
歩
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
精
神
的
諸
法
則
が
作
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
『
英
国
文
明
史
』
の
第
一
章
「
物
理
的
諸
法
則
の
社
会

組
織
と
個
人
の
性
格
に
及
ぼ
す
影
響
」
は
、
実
質
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
で
あ
る
。
他
方
、
精
神
的
諸
法
則
と
そ
れ
を
構
成
す
る
道
徳
的
諸
法

則
と
知
的
諸
法
則
と
の
社
会
の
進
歩
に
お
け
る
作
用
に
つ
い
て
論
じ
る
第
三
、
四
章
は
、
事
実
上
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
で
あ
っ
て
、
以
下
に
続
く
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説

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
諸
国
に
お
け
る
知
性
進
歩
の
歴
史
の
導
入
部
を
な
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
対
比
は
第
二
章
の
各
所
で
繰
り
返
さ
れ
、
第
三
章
に
い
た
っ
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
巨
大
な
差
異

(
叩
拍
〉

は
歴
史
哲
学
の
基
礎
で
あ
る
」
こ
と
を
鮮
明
に
し
た
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
優
越
の
秘
密
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
、
本

英
国
、

フ
ラ
ン
ス
、

ス
ペ
イ
ン
、

論

書
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る

『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
け
る
バ
ッ
ク
ル
へ
の
論
及
か
ら
推
し
て
も
、

『
英
国
文
明
史
』
手
沢
本
へ
の
書
き
込
み
か
ら
見
て
も
、
こ
の
部

分
を
読
ん
で
わ
が
物
と
し
て
い
た
福
沢
が
、

『
英
国
文
明
史
』
の
行
論
の
こ
の
よ
う
な
構
造
や
バ
ッ
ク
ル
の
世
界
像
に
気
づ
か
ぬ
と
い
う
こ

と
は
ま
ず
芳
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
福
沢
が
、
バ
ッ
ク
ル
の
指
摘
す
る
ア
ジ
ア
の
「
檀
権
」
や
「
停
滞
」
と
い
う
現
実
は
認
め
つ
つ

も
、
そ
れ
を
自
然
条
件
に
決
定
さ
れ
た
運
命
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
明
瞭
か
つ
首
尾
一
貫
し
た
批
判
を
打
出
し
た
こ
と
は
、
こ

の
よ
う
な
世
界
像
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
を
含
意
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、

『
文
明
論
之
概
略
』
第
四
、
五
章
「
一
国
人
民
の

『
英
国
文
明
史
』
第
四
章
を
と
っ
て
使
い
こ
な
し
た
も
の
だ
っ
た
。
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
歴
史
の
研
究
に
お
い
て

は
、
そ
こ
で
は
人
聞
が
自
然
に
働
き
か
け
る
よ
り
も
自
然
が
人
間
に
働
き
か
け
る
方
が
大
き
い
の
だ
か
ら
、
最
も
重
要
な
研
究
は
自
然
の
そ

知
日
徳
を
論
ず
」
は
、

れ
だ
、
他
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
「
そ
こ
で
は
自
然
が
比
較
的
カ
弱
く
、
巨
大
な
進
歩
の
一
歩
ご
と
に
人
間
精
神
は
自
然
の

ハ
mv

働
き
に
対
す
る
支
配
を
拡
大
し
て
い
っ
た
か
ら
、
人
聞
の
研
究
が
第
一
義
的
だ
」
と
い
う
バ
ッ
ク
ル
に
対
し
、
福
沢
は
、
日
本
の
歴
史
を
も

人
間
と
精
神
的
諸
法
則
か
ら
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
で
は
既
に
見
た
よ
う
に
日
本
文
明
の
「
停
滞
不
流
」
を

認
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
こ
に
も
「
幸
に
し
て
人
智
進
歩
の
定
則
は
自
ら
世
に
行
は
れ
」
三
六
三
頁
〉
、
「
人
間
の
交
際
に
停
滞
不
流
の

元
素
を
吸
入
せ
し
め
た
る
」
(
全
前
)
儒
学
自
体
が
一
面
に
お
い
て
は
、
「
西
洋
の
語
に
『
リ
フ
ハ
イ
ン
メ
ン
ト
』
と
て
人
心
を
鍛
錬
し
て

清
雅
な
ら
し
む
の
一
事
に
就
て
は
:
:
:
功
徳
亦
少
し
と
せ
ず
」
(
全
前
〉
と
し
た
。

B
F
5
5
8
H
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
西
欧
に
お
け
る

文
明
論
と
共
に
古
く
、
多
く
の
場
合

ai--Na
と
重
な
り
合
う
観
念
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
お
そ
ら
く
、
バ
ッ
ク
ル
か
ら
と
ら
れ
て
い
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円
一
叫
》

る。
福
沢
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
論
に
共
通
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
・
進
歩
と
ア
ジ
ア
の
「
撞
権
」

「
停
滞
」
の
著
し
い
差
異
、
両
者
聞
の

文
明
進
歩
の
段
階
に
お
け
る
巨
大
な
懸
隔
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
対
比
の
観
念
は
福

沢
の
問
題
設
定
の
根
本
的
な
枠
組
だ
っ
た
。
彼
の
場
合
に
も
、
ア
ジ
ア
と
い
う
観
念
自
体
が
西
欧
の
著
作
か
ら
初
め
て
え
ら
れ
た
。
し
か
し

福
沢
は
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
全
く
異
質
な
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
も
の
と
見
、
ま
た
両
者
の
懸
隔
を
固
定
し
た
変
え
難
い
も
の

と
す
る
通
念
に
敢
て
「
疑
を
容
」
れ
た
。
両
者
の
差
異
を
、
人
聞
の
「
交
際
の
仕
組
」
な
い
し
文
明
を
構
成
す
る
「
元
素
」
の
組
合
せ
や
、

あ
る
い
は
精
神
的
法
則
の
作
用
の
よ
う
な
、
両
者
に
共
通
す
る
要
素
が
形
づ
く
る
い
わ
ば
モ
ー
ド
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
出
来
る
と
考
え
、

西
欧
世
界
と
ア
ジ
ア
と
の
巨
大
な
懸
隔
を
埋
め
う
る
も
の
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
観
念
は
、
数
年
後
『
民
情
一
新
』
や
『
時

事
小
言
』
に
い
た
っ
て
は
っ
き
り
と
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

文明論における「始造」と「独立J(1) 

(

1

)

小
沢
栄
一
『
近
代
日
本
史
学
史
の
研
究
明
治
編
』
一
九
六
八
年
、
伊
藤
正
雄
『
口
訳
評
注
文
明
論
之
概
略
』
一
九
七
二
年
、
に
始
ま
り
、
最
近

で
は
安
西
敏
三
氏
の
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
西
欧
政
治
思
想
の
摂
取
と
そ
の
展
開
に
関
す
る
一
考
察

i
!普
遍
的
人
権
の
原
理
を
中
心
に
1
1
1
」
(
『
法

学
研
究
』
第
五
三
巻
第
二
号
)
等
一
連
の
研
究
。
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
け
る
基
本
概
念
の
一
つ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
チ
」
が
ミ
ル
の
『
代
議
政
論
』
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
ぎ
と
め
た
の
も
、
安
西
氏
の
「
福
沢
諭
吉
と

J
-
s
・
ミ
ル
『
女
性
の
隷
従
』
」
〈
『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』
5
、
-
九
七

八
年
〉
に
お
い
て
で
あ
る
。

(

2

)

一
八
七
五
年
四
月
二
四
日
付
島
津
復
生
宛
書
簡
。
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

η
巻
一
八

O
頁
。
以
下
本
全
集
か
ら
の
引
用
は
口
・
一
八

O
の
よ
う
に
略
記

す
る
。

(
3
〉
中
井
信
彦
・
一
戸
沢
行
夫
「
『
文
明
論
之
概
略
』
の
自
筆
草
稿
に
つ
い
て
」
(
『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』

2
、
一
九
七
五
年
)
が
、
草
稿
の
全
容
の
検
討
の

こ
こ
ろ
み
の
最
初
の
そ
し
て
現
在
ま
で
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
草
稿
全
体
に
目
を
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
本
論
文
に
負
う
所

が
大
き
か
っ
た
。

(
4
〉
一
一
月
二
三
日
付
荘
田
平
五
郎
宛
書
簡
、
ロ
・
一
六
四
頁
。
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説

(
5
〉
ハ
2
)
に
同
じ
。

(

6

)

『
福
沢
文
集
第
二
編
』
「
三
回
演
説
第
百
回
の
記
」

4
・
四
七
八
頁
。

(
7
)
-
八
七
四
年
一

O
月
一
一
一
日
付
馬
場
炭
猪
宛
書
簡
、
口
・
一
七
五
頁
。

(
8〉
小
沢
、
前
掲
、
一
五
六
頁
。

(
9
〉
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
』
・
巧
・
即
日

B
F
同

S
F
5
=
s
h出

Mate-
呂
田
少
の

g
H
E
t
p
C
司・

2
司E
(
U
E
-
H
1
1
P

お
よ
び
河
・

〉
-
Z目
白

σ
F
h
u
h芝
町
宮
諸
問

ghHFDHqq-

。同F
E
C・同
J
S
S
-
目
的
予
の

Z
L
l
a・
に
負
う
。

(
m
w
〉
『
輿
地
誌
略
』
は
「
サ
ウ
z
l
ジ
」
「
セ
ミ
パ
ル
パ
リ
ヤ
ン
」
「
ハ
l
フ
、
シ
フ
ィ
ラ
イ
ズ
ド
」
「
エ
ン
ラ
イ
テ
ン
ト
」
、
『
掌
中
万
国
一
覧
』
お
よ
び

『
世
界
国
尽
』
「
附
録
」
は
「
湾
沌
」
「
蛮
野
」
「
未
開
」
又
は
「
半
開
」
、
「
開
化
文
明
」
又
は
「
文
明
開
化
」
の
四
段
階
が
、
諸
地
域
に
対
応
さ
せ
ら

れ
て
お
り
、
ト
ル
コ
、
ベ
ル
シ
ャ
や
中
国
を
始
め
ア
ジ
ア
諸
国
は
「
ハ

l
フ
シ
プ
ィ
ラ
イ
ズ
ド
」
日
「
半
開
」
段
階
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。
『
掌
中
万

国
一
覧
』
『
世
界
国
尽
』
「
附
録
」
の
「
人
種
の
論
」
「
蛮
野
文
明
の
別
」

(
2
・
四
六
二
|
六
五
頁
〉
お
よ
び
「
人
聞
の
地
学
」

(
2
・
六
六
三

l
六
七

頁
)
は
、
挿
絵
に
い
た
る
ま
で
一
八
六
六
年
の
「
亜
版
『
ミ
ッ
チ
ェ
ル
』
地
理
書
」
、
足
止
忌
ミ

P
R
E。
NhHgha、
守

-gg-
の
該
当
部
分
に
忠
実

に
拠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
『
掌
中
万
国
一
覧
』
凡
例
、

2
-
四
五
六
頁
照
〉
。
右
一
八
六
六
年
版
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
慶
応
義
塾
で
教

科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
足
首

t
S
R雪
之
穂
高
言
、
守
ミ
d
言
乱
町
長
志
君
、
そ
の
後
の
ミ
旨
守

E
R
N
E
R雪
。

hh3ha豆
、
も
こ
の
部
分

は
、
福
沢
の
両
書
と
よ
く
対
応
す
る
。

(
日
)
な
お
、
本
文
引
用
に
続
く
「
近
く
は
我
日
本
上
国
の
人
民
を
以
て
蝦
夷
人
に
比
さ
る
と
き
は
・
・
:
」
は
草
稿
で
は
「
近
グ
ハ
我
本
国
ノ
人
民
ヲ
以
テ

・
:
:
」
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
「
上
国
」
「
下
国
」
と
い
う
対
概
念
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
「
唐
人
往
来
」
に
お
い
て
、
文
明
発
展
段
階
の
表
現
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
u
v
木
村
医
編
『
森
先
生
伝
』
一
八
九
九
年
、
六
二
|
六
四
頁
。
な
お

H-

何
回
世
】
「
ミ
C
3
h
ス
g
y
F
5
3・
問
者
・
ロ
ゲ
M
O
町内・
M
H
O
-
M
H
N
・
に
は
木
村

匡
の
記
述
を
立
入
っ
て
裏
付
け
る
検
討
が
あ
る
。

(
日
〉
木
村
、
前
掲
、
七
七

l
七
八
頁
。

(

U

)

出
色
「
O
H
M
-
n
F同
・
・
匂
-
M
N
日ア

(
日
)
「
書
生
が
日
本
の
一
言
語
は
不
便
利
に
し
て
文
章
も
演
説
も
出
来
ね
ゆ
ゑ
、
英
語
を
使
い
英
文
を
用
る
な
ぞ
と
、
取
る
に
も
足
ら
ぬ
馬
鹿
を
云
ふ
者
あ

り
。
按
ず
る
に
此
書
生
は
日
本
に
生
れ
て
未
だ
十
分
に
日
本
語
を
用
た
る
こ
と
な
き
男
ら
ん
」
と
い
う
『
学
問
の
す
L
め
』
十
七
編
(
一
八
七
六
年
一

論
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文明論における「始造jと「独立J(1) 

一
月
刊
)
の
こ
と
ば
も
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
森
は
、
明
六
社
の
演
説
が
か
な
り
回
を
重
ね
る
に
い
た
っ
た
後
に
も
こ
れ
に

対
し
て
「
未
タ
之
ヲ
聴
ク
ノ
後
就
テ
討
論
批
評
ス
ル
ノ
段
ニ
至
ラ
ス
」
と
い
う
厳
し
い
評
価
を
の
べ
て
い
た
(
「
明
六
社
第
一
年
回
役
員
改
選
ニ
付
演

説
」
『
明
六
社
雑
誌
』
第
三

O
号)。

(
叩
山
)
た
だ
、
反
論
執
筆
者
の
一
人
で
明
六
社
同
人
中
政
府
の
中
枢
に
最
も
近
い
所
に
い
た
森
有
礼
は
、
参
議
大
久
保
利
通
に
、
「
別
冊
学
問
ノ
ス
、
メ
四

編
近
来
之
上
出
来
物
ト
存
シ
;
:
:
有
志
者
之
者
ハ
須
ク
一
読
ス
ヘ
キ
一
冊
子
ト
存
シ
候
」
と
い
う
添
書
を
付
し
て
、
こ
の
本
を
す
す
め
て
い
る
(
一
八

七
四
年
一
月
七
日
付
、
大
久
保
宛
書
簡
。
大
久
保
利
謙
編
『
森
有
礼
全
集
』
第
二
巻
七
七
頁
)
。

ハ
ロ
)
こ
の
文
章
で
書
き
出
さ
れ
る
一
節
は
、
最
終
稿
に
更
に
貼
紙
を
し
て
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。

(
国
〉
刊
日
・
五
二
五
頁
以
下
。
「
近
日
世
に
政
を
談
ず
る
学
者
の
説
に
日
く
」
と
し
て
民
選
議
院
設
立
尚
早
論
を
紹
介
し
た
上
批
判
し
て
お
り
、
特
定
個
人

の
名
は
現
わ
れ
な
い
が
、
諸
論
点
全
体
を
こ
の
論
争
の
直
後
『
朝
野
新
聞
』
(
一
八
七
五
年
五
月
八
日
)
に
寄
せ
ら
れ
た
投
書
「
五
月
一
日
明
六
社
会

談
話
筆
記
」
と
対
照
す
れ
ば
、
こ
の
文
章
が
、
明
六
社
の
公
開
演
説
に
お
け
る
加
藤
と
福
沢
の
論
争
に
も
と
づ
く
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
な
お
こ

の
投
書
を
始
め
『
朝
野
新
聞
』
に
寄
せ
ら
れ
た
、
こ
の
論
争
の
反
響
の
ひ
ろ
が
り
を
示
す
投
書
四
編
と
こ
れ
に
対
す
る
明
六
社
側
の
社
止
三
編
が
、
大

久
保
利
謙
『
明
六
社
考
』
一
九
七
六
年
、
七
三
頁
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
六
月
一
九
日
付
~
告
白
昌
司
S
F
h
y
ミ
む
た
も
五
月
一
日
の
こ
の

会
に
つ
い
て
の
報
道
を
掲
げ
た
ハ
出
色
・
。
日

y
n
F
日Y
8
3
0

(
四
)
『
明
六
雑
誌
』
第
三

O
号
に
掲
載
。

(
却
)
英
文
が
缶
、
む
ヨ
モ
町
内
F
N
匂
ミ
Q
H
』
一
八
七
二
年
五
月
一
八
日
に
、
漢
文
の
原
文
は
、
『
新
聞
雑
誌
』
第
五
八
号
、
同
年
八
月
、
に
掲
載
。

(
幻
)
西
が
こ
の
論
文
の
よ
う
な
テ
!
?
に
つ
い
て
明
六
社
で
演
説
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
こ
れ
ま
で
の
所
で
は
不
明
で
あ
る
。
大
久
保
、
前
掲

書
ニ
ニ
頁
以
下
の
「
明
六
社
演
説
二
寛
略
表
」
参
照
。

(
詑
)
均
一
な
円
ロ
ミ
ミ
町
民
S
N
4
N
b
H
H
S
S
N
円高
NbanH(Z04勺
J

へR
r
-
H
∞
ay
〈。
-
-
Y
B
-
H
U江
戸
福
沢
の
手
沢
本
は
ロ
ン
グ
マ
ン
社
版
第
二
版
を
も
と
に

し
た
ア
プ
ル
ト
ン
社
版
(
第
一
巻
は
一
八
七
三
年
版
、
第
二
巻
は
一
八
七
二
年
版
)
で
あ
り
、
以
下
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
訳
文
は
『
日

新
真
事
誌
』
第
三
周
年
第
二
三
号
(
一
八
七
四
年
五
月
二
九
日
)
に
全
文
転
載
さ
れ
た
。

(
お
)
中
上
川
彦
次
郎
「
英
吉
利
王
ジ
ョ
ウ
ジ
三
世
在
位
中
、
内
国
ニ
関
ス
ル
政
府
ノ
所
置
(
英
人
ボ
ッ
グ
ル
氏
文
明
史
上
巻
三
百
四
十
九
枚
ヨ
リ
三
百
五

十
二
枚
マ
デ
撮
訳
」
(
第
二
編
、
一
八
七
四
年
六
月
)
、
那
珂
通
世
「
教
法
論
」
(
英
人
制
汁
利
ル
氏
ノ
文
明
論
ヨ
リ
抄
訳
ス
)
」
(
第
四
編
、
同
年
七

月
)
。
な
お
林
茂
吉
「
新
聞
紙
ヲ
論
ズ
」
(
第
五
編
、
一
八
七
五
年
一
月
)
も
バ
ッ
ク
ル
を
紹
介
し
て
い
る
。
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説

(
制
)
「
緒
言
」
に
繰
返
し
現
わ
れ
る
「
発
達
」
と
い
う
こ
と
ば
は
全
て
後
か
ら
、
お
そ
ら
く
草
稿
完
成
の
最
後
の
段
階
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る。

(
お
)
切
口

n
E
p
o
u
-
n山
庁
、
市
・
印

(
お
〉
参
照
、
丸
山
真
男
「
近
代
日
本
に
お
け
る
思
想
史
的
方
法
の
形
成
」
ハ
福
田
歓
一
編
『
政
治
思
想
に
お
け
る
西
欧
と
日
本
』
的
、
一
九
六
一
年
)
。
福

沢
の
場
合
こ
の
よ
う
な
「
今
の
一
世
を
過
れ
ば
決
し
て
再
び
得
べ
か
ら
ざ
る
」
「
偶
然
の
傍
倖
」
が
明
瞭
に
後
の
世
代
に
対
す
る
関
係
で
主
張
さ
れ
た

の
は
、
「
維
新
の
事
情
は
今
日
(
l
l』
一
八
八

O
l八
一
年
の
交
)
三
十
三
、
四
歳
の
者
に
し
て
始
め
て
よ
く
こ
れ
を
知
り
、
:
:
;
」
〈
5
・
二
二
五
頁
)

と
述
べ
た
『
時
事
小
言
』
が
代
表
的
な
例
だ
ろ
う
。

(
幻
)
回
ロ

nr-0・
0℃
-nFH-
司
印
∞
・

(
訪
〉
目
立
子

3
・
自
I
H
S
-

(
却

)
H
E
ι
4
H】
・
日
∞
-

(

m

山
)
同
『
広
・

(
但
〉
福
沢
の
手
沢
本
は
、
。

ω
-
z
gミ
の
英
訳

chwH旬
、
ミ
』
吾
、
。
ミ
ロ
¥
町
帆
e
s
h
S
H叫
S
S
N円H
h
w
-
e
F
(
Z
g司

J10Hr・
〉
召
F
H
o
p
s
u
d〉
で
あ
る
。

以
下
の
引
照
は
手
沢
本
に
よ
る
。

(
M
M
)

口
町

-
u
g
m
E
」o
z
gロ
・
。
H
A
E
T
b
R
S
b
¥
守
s
h
L
V
E
S号
、
匂
l
h
h
R
5
2・
苦
虫
色
・

(
お
〉
同
『
正
・

3
8
0同:

(
川
品
)
田
口

n
E
0・
0司・

2
f
喧
喧

HHD-Hm由
同

:

(
お
〉
『
文
明
論
之
概
略
』
第
三
章
冒
頭
の
文
明
の
定
義
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
第
一
講
、
福
沢
原
拠
本
一
八
頁
の
注
に
拠
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
人
間

本
性
論
が
現
わ
れ
る
。

(
m
m

〉
こ
の
部
分
の
初
め
の
草
稿
も
「
人
ノ
議
論
ノ
強
弱
ハ
必
ス
シ
モ
共
人
物
ノ
智
恵
ノ
ミ
ニ
由
ル
ニ
非
ス
習
慣
ヲ
以
テ
衆
論
ノ
体
裁
ヲ
成
ス
ニ
非
サ
レ
パ

共
用
ヲ
為
サ
ス
」
と
書
き
出
さ
れ
、
「
民
会
ノ
体
裁
ハ
速
ニ
作
ラ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
:
:
:
習
慣
ヲ
養
成
シ
テ
後
日
ノ
覚
悟
ヲ
為
ス
ノ
ミ
」
と
さ
れ
て
い

た
。
な
お
『
文
明
論
之
概
略
』
脱
稿
後
程
な
い
一
八
七
五
年
五
月
一
日
の
演
説
で
も
、
文
明
の
進
歩
に
お
け
る
習
慣
の
機
能
に
つ
い
て
、
進
歩
の
阻
害

と
い
う
面
に
限
っ
て
だ
が
、
論
じ
て
い
る
。
「
明
治
八
年
五
月
一
日
三
回
集
会
所
発
会
の
祝
詞
」

m-
一
三
四
!
一
三
五
頁
。

リ
ク
ヂ
イ
テ
イ

(
幻
)
巧
胆
-
円
相
同
開
-
E
O口
問

Z
o
p
叫

3
F
同
で
を
ロ
ユ
g
h
a苦
肉
。
¥
S
H
a
n
F
S
U叶・

-
V
H
E
ロ

5
・
ピ
ク
ト
リ
ア
朝
の
知
的
雰
囲
気
に
お
け
る
「
堅
さ
」
を

論
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扱
っ
た
こ
の
部
分
は
バ
ッ
ク
ル
の
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
理
解
す
る
上
で
興
味
深
い
。
こ
こ
で
、
バ
ッ
ク
ル
は
、
ベ
ン
サ
ム
、
コ
ン
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
ら

と
共
に
「
シ
ス
テ
ム
・
メ
ー
カ
ー
」
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
。

(
叩
却
)
回
ロ
ロ
}
じ
0
・。匂・

nu--u-HO由・

(

m

却)同窓円四・・
H
U

・
ロ
0
・

(
州
制

)
F
5
・

3
・
ω
U
・
S
・
S
-
H叶
0

・

一
九
八

0
・一

0
・六

ハ続〉

文明論における「始造」と「独立J(1) 
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Hokkaido L. Rev. 

“Creation" of civi1ization theory in Japan and its 

“independence" from Western influence 

一一-A reinterpretation of Bunmei-γon no gαiryα初

(Outline 01 civilization tk側、y)(1) 

Hiroaki MATSUZAWA* 

Among various interpretations of Fukuzawa Yukichi's Bunmei-

ronηo gαiryaku， a monument of Meiji enlightenment， two points 

seem to be common. Firstly， Fukuzawa's objective in writing this 

book is to create a theory of civilization in Japan. Secondly， he 

performs this work under the great influence of Western theory of 

civilization， especially that of Th. Buckle and F. Guyzot. But such 

an interpretation of Bunmei-ron no gαiryαk~ら in fact， tends to ex-

aggerate some aspects of the book and overlook the others. This 

author tries to throw light on the so far neglected yet none the less 

important aspects of the book. 

1) Around 1873 and 1874， when Fukuzawa was preparing and 

writing the book， he had several controversies with his colleagues 

of the Meirokusha. A close examination of the controversies reveals 

that central issues of most of them are related to their estima-

tion concerning Japan's capabiIity to modernize itself. Apparently 

Fukuzawa felt it critical that the Westphile intellectuals were losing 

confidence in identity and potential ability of their own nation. In 

fact this crisis of national identity had been caused， to some extent， 

by the influence of Western civilization theory， which looked down 

on Asian nations as doomed to be backward. Thus one of the 

motivations of Fukuzawa's writing Bunmei-ron no gairyaku was to 

* Professor of Japanese Political Thought， Faculty of Law， University 
of Hokkaido 
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白strikea balance to the overwhelming infiuence of Western civiliza-

tion， particularly that of theory of civilization developed in and 

imported from the West. 

IIa) In his introduction to Bunmeふronno gαiryαku， Fukuzawa 

.describes his task in writing this book as “creation" of civilization 

theory in Japan. Just in this context， he criticises Western theorists 

who only “guess at Japan far away from inside an already estab-

lished civilization"， because of their misunderstanding of Japan. 

In Fukuzawa's case，“creation" of civilization theory in J apan 

actually means its “independence" from the infiuence of Western 

theorists of civilization. 

IIb) At a few places of the book Fukuzawa explicitly criticises 

.opinions of Western theorists on particular problems of Asian and 

.Japanese culture and institutions. He is especialIy doubtful of geo-

_graphical determinism in Buckle's view of Asian backwardness. 
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