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1

は
じ
め
に

福

田
恒
存

(
一
九

一
二
～

一
九
九
四
)
は
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
保
守
思
想
家

の

一
人
で
あ
る
。
左
翼
陣
営
を
こ
と
あ
る
ご
と
に
舌
鋒

鋭
く
攻
撃
し
た
た
め
、
「保
守
反
動
」
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、

一
般
に
そ
の
思
想
内
容
が
正
し
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

今
、
改
め
て
福
田
の
浩
潮
な
著
作
を
繕

い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
巷
間
に
流
布
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
単
な
る

「保

守
反
動
」

の
言
説
な

ど
で
は
な
く
、
事
物
を
本
質
ま
で
遡

っ
て
見
極
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教

を
中
心
と
す
る
宗
教
に
対
す
る
洞
察
力
は
瞠
目
に
値
す
る
も

の
が
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
、
福

田
の
思
想
に

つ
い
て
宗

教
的
な
側
面
に
焦
点

を
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

福

田
の
宗
教
思
想
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
は

「絶
封
者
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の

「絶
封
者
」
に

つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
詳
し
く

検
討

し
て
い
く
が
、
本
来
こ
の
概
念
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
指
す
も

の
で
は
な
く
、
も

っ
と
広
義
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
福
田

は
具
体
的
に
キ
リ

ス
ト
教

の
神
を
想
定
し
て
論
を
進
め
て
お
り
、
キ
リ

ス
ト
教
に
対
す
る
福

田
の
関
心
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
し

か
し
、
福
田
自
身
決
し
て
キ
リ

ス
ト
教

の
信
奉
者
で
は
な
い
。
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で
は
、
こ
こ
で
福

田
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
お
こ
う
。

私
の
目
的
は
、
ク
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
ク
リ

ス
ト
教
を
内
側
か
ら
眺
め
、
そ
れ
を
異
教
徒
に
解
説
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
こ
ち
ら

が
異
教
徒
と
し
て
、
外
か
ら
ク
リ
ス
ト
教
を
見
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
…
…

(
「西
欧
精
神
に

つ
い
て
」
『福
田
恒
存
全
集

四

(以
下

『
全
集
』
)』

二

一
七
頁
)

こ
の
よ
う
に
、福
田
は
あ
く
ま
で
異
教
徒
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
示
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
こ
れ
か
ら
詳
説
し
て
い
く
が
、

「絶

封
者
」
と
い
う
概
念
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
社
会

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
福
田
の
こ
う
い

う
思
想
は
学
問
分
野
で
言
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
学
と
い
う
よ
り
は
宗
教
社
会
学
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ

て
、

「神
の
存
在

の
有
無
」
を
問
う
こ
と
な
ど
ま

っ
た
く
問
題
外
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
福
田
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
社
会
学
的
な
視
点
で
の
み
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
も

っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う

か
。
ー

「否
」
で

あ
る
。
福
田
は
当
然
な
が
ら
敬
度
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
よ
う
な
信
仰
心
を
も

っ
て
は
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
苦
悩
と
信

仰
に
対
し
て
福
田
は
深
い
理
解
が
あ

っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
次

の
文
章
か
ら
慮
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
神
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
問
は
れ
た
な
ら
、
ぼ
く
は
た
め
ら
ふ
こ
と
な
く
存
在
し
な
い
と
答

へ
る
で
あ
ら
う
。
存
在
し
な

い
か
ら
こ
そ
、
信
と
不
信
と
の
問
題
が
起
る
の
だ
。
神
は
存
在
し
な

い
。

そ
れ
を
信
じ
た
く
な
る
と

い
ふ
の
は
、
よ
く
よ
く
悲
し
い
こ
と
だ
。
…
…
近
代
人
に
と

つ
て
不
信
に
徹
す
る
以
外
に
、
神
を
信
じ

う
る
可
能
性
は
ど
こ
に
も
ひ
ら
け
て
は
ゐ
な

い
の
だ
。
…
…
に
も
か
㌧
は
ら
ず
、
神
を
信
じ
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な

い
瞬
間
が
、

ぼ
く
た
ち
の
生
活
に
は
あ
る
も

の
だ
。
…
…
た
つ
た
ひ
と
り
の
と
き
、
そ
の
た

つ
た
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
の
ぞ
き
み



た
瞬
間
だ
。
…
…

し
て
み
れ
ば
、
神
を
信
ず
る
よ
ろ
こ
び
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
そ
ら
ぞ
ら
し
い
。
眞
實
な
の
は
神
を
信
ず
る
悲

し
み
だ
け
だ
。
近
代

人
は
悲
し
み
を
通
じ
て
し
か
神
を
獲
見
で
き
な
い
し
、
そ
の
さ
き
ま
で
神
と
道
つ
れ
で
ゐ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

(「ぼ
く
は
神
を
信

じ
な
い
」
『
白
く
塗
り
た
る
墓
』
河
出
書
房

三
七
～
三
八
頁
)

逆

説
的
言
辞
で
は
あ
る
が
、
こ
の
文
面
を
注
意
深
く
読
め
ば
人
間
の
苦
悩
と
信
仰
に
対
す
る
理
解
の
深
さ
を
感
得

で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
福
田
の
宗
教
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
こ
の
文
章
か
ら
だ
け
で
も
思

い
半
ば
に
過
ぎ
よ
う
。

福

田
の
宗
教
的
理
解
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
論
文
で
は
福
田
の
宗
教
思
想
を
、
就
中

「絶
封

者
」

の
概
念
と
そ
の
社
会

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。

し
た
が

っ
て
ま
ず

こ
こ
で
は
、
福
田
は
深
い
宗
教
的
理
解

の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
、

「絶
樹
者
」
に

つ
い
て
あ
え
て
宗
教
社
会
学
的
な
視

点
で
思
索
を
廻
ら
せ
て
い
る
と

い
う
点
に
つ
い
て
の
み
確
認
し
て
お
き
た
い
。

な

お
、
こ
の
論
文
の
性
格
上
、
福
田
の
文
章

の
引
用
が
過
半
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
ご
諒
承
願
い
た

い
。

福 田恒存 と 「絶封者」

福

田
恒
存

(
ふ
く
だ

つ
ね

あ

り
)

一
九

一
二
～
九

四

劇
作

家

、
演
出

家

、
翻

訳
家
、
評
論
家

。
東
京

都
出
身

。
東

大
卒

。

一
九

六

三
年

に
文
学

座
を
脱

退

し
、
現
代
演

劇
協

会

を
設

立
、
付
属
劇

団

〈雲

〉

(
の
ち

〈昴
〉
)
主

宰
。
戯
曲

『
キ

テ
ィ
麗

風
』
『
竜

を
撫

で
た
男

』
『
総

統

い
ま
だ

死

せ
ず
』
な
ど

が
あ

り

、
『
シ

ェ
ー

ク

ス
ピ

ア
全
集

』
の
翻

訳

を
行

っ
た
。
ま

た
、
評
論

「
一
匹
と

九
十

九
匹
と

」
な

ど

で
政
治

と
文

学

の
分
離

を
主

張

し

て
左

翼
文

学
と

対

立
す

る
な
ど

、
戦

後

日
本
を

代
表

す

る
保
守

の
論

客
と

し

て
知

ら
れ
、

現
代

か
な

つ

か

い
導

入
を

批
判

し
た

。

八

一
年

芸
術

院
会

員
。

3
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一

一
一元
論
的
思
考
法

福
田
の
思
索

の
方
法
は
根
本
に
お
い
て
は
二
元
論
で
あ
る
。
福
田
は
次

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

ぼ
く
は
ぼ
く
自
身
の
現
實
を
二
律
背
反
の
う
ち
に
と
ら

へ
る
が
ゆ
ゑ
に
、人
間
世
界
を
二
元
論
に
よ

っ
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

匹
と
九
十
九
匹
と
」
『
全
集

一
』
六
四
六
頁
)

(
』

福

田
は
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
世
の
す
べ
て
を

「二
律
背
反
の
う
ち
に
」
捉
え
て
い
る
が
た
め
に
、
二
元
論
の
立
場
に
立

っ
て
い
る
と
い

う
。

で
は
、
福
田
は

「二
律
背
反
」
な
る
現
実
が

へ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法

の
よ
う
に
止
揚
す
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ぼ
く
に
と
つ
て
、
眞
理
は
究
極
に
お
い
て

一
元
に
隔

一
す
る
こ
と
が
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
事
象

の
本
質
に
、

平
行
の
ま
ま
に
存
在
す
る
二
元
を
み
る
の
で
あ
る
。

(「
一
匹
と
九
十
九
匹
と
」
『
全
集

一
』
六
四
六
頁
)

矛
盾
封
立
し
て
永
遠
に

「
一
元
に
蹄

一
す
る
こ
と
が
な

い
」
と
福
田
は
言
う
。
福
田
に
と

っ
て
は
、
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
が
パ
ラ

レ
ル
に
存
在
し
続
け
、

永
遠

に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
福
田
の
立
場
は
二
元
論
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、

一
元
論
や
多
元
論
に
は
決

し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

丸

で
は
、
「矛
盾
封
立
」
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
も

の
か
。

す
べ
て
が
二
元
論
で
す
。
愛
と
憎
、
善
と
悪
、
生
と
死
、
平
和
と
戦
争
、
す
べ
て
が
そ
う
で
す
。
し
か
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
二
元
論

的
封
立
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
絡
み
あ
ひ
、
は
て
し
が
な
い
の
で
す
。
(
「絶
封
者

の
役
割
」
『
全
集

四
』
二
八
五
頁
)
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「
愛

と

憎

」
、

「
善

と

悪

」
、

「
生

と

死
」
、

「
平

和

と

戦

争

」
1

こ

の
よ

う

な

二

元

論

的

に
対

立

し

て

い

る

事

象

に
対

し

、

は
ど

の
よ
う
に
思
索
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
か
。

で

は

、

福

田

私
の
立
場
は
、

つ
ね
に

「理
想
」
と

「現
實
」
と
の
二
元
論
に
あ
る
か
ら
で
す
。
(「少
数
派
と
多
数
派
」
『全
集

四
』
二
四
〇
頁
)

「
理
想
」
と

「現
實
」
ー

福
田
の
思
索
の
方
法
も
こ
の
二
つ
を
問
題
と
し
た
二
元
論
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
矛
盾
対
立
し
て
い
る

問
題

は
永
遠
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
福
田
は
個
々
の
問
題
に
対
し

「理
想
」
と

「現
實

」
に
つ
い
て
の
複
眼

的
な
思
索
を
廻
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
は
福
田
の
思
索

の
方
法
を

「
二
元
論
的
思
考
法
」
と
命
名
し

て
お
き
た
い
。

で
は
次
に
、
福
田
が

「理
想
」
と

「現
實
」
と
の

「二
元
論
的
思
考
法
」
で
も

っ
て
、
具
体
的
に
社
会
問
題
を
論

じ
て
い
る
事
例
を
見

て
み
た
い
。

昭
和
二
十
九
年
、
福
田
は

『
中
央
公
論
』
誌
上
に

「平
和
論
に
た
い
す
る
疑
問
」
を
発
表
し
た
。
当
時
、
米
軍
基
地
周
辺
の
学
童
教
育

が
問
題
と
な

っ
て
お
り
、
福
田
も
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。

學
童

の
み
な
ら
ず
、
基
地
周
邊

の
町
全
髄
が
か
つ
て
の
平
穏
素
朴
な
生
活
を
失
ひ
、
風
儀
は
齪
れ
、
そ
の
狼
雑
さ
は
如
何
と
も
な

し
が
た

い
状
態
を
呈
し
て
ゐ
る
。
な
か
で
も
學
童

の
う

へ
に
お
よ
ぼ
す
影
響
が
い
ち
ば
ん
問
題
で
あ
る
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

(「平
和
論
に
た
い
す
る
疑
問
」
『全
集

三
』

一
七
頁
)

福

田
は
こ
の
よ
う
に
基
地
の
教
育
問
題
を
憂
慮
し
て
い
る
の
だ
が
、
当
時
、

い
わ
ゆ
る

「進
歩
的
文
化
人
」
は
こ

の
問
題
と
平
和
論
と

を
直
結
さ
せ
て
論
じ
、
反
基
地

・
反
米

・
反
安
保
条
約
と
拡
大
し
て
論
陣
を
張

っ
て
い
た
。
福
田
は
こ
の
点
を
批
判

し
て
い
る
。
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'
だ
が
、
そ
れ
と
平
和
の
問
題
と
、
い
つ
た

い
ど
う
い
ふ

つ
な
が
り
が
あ
る
か
。
…
…
基
地
に
お
け
る
學
童
教
育

の
問
題
と
世
界
平

和
と
は
、
風
と
桶
屋
ほ
ど
の
關
係
し
か
な
い
ー

さ
う
断
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
、
私
は
お
も

つ
て
を
り
ま
す
。

(「平
和
論
に
た
い

す
る
疑
問
」
『
全
集

三
』
七
頁
)

福
田
は
こ
う
断
言
す
る
。
で
は
、
も
う
少
し
福
田
の
批
判
を
引
用
す
る
。

な
る
ほ
ど
、
基
地
に
お
け
る
見
童
教
育
問
題
の
根
抵
に
は
、
日
本

の
植
民
地
と
い
ふ
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
そ
の
問
題

の
根
抵

に
は
、
安
保
條
約
と

い
ふ
も
の
が
控

へ
て
を
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
安
保
條
約

の
根
祇
に
は
冷
職
の
う
ち
に
樹
峙
す
る
二
つ
の
世
界
が

あ
り
ま
す
。
最
後
に
こ
の
問
題
の
根
抵
に
資
本
主
義
封
共
産
主
義
と
い
ふ
根
本
的
な
問
題
が
横
た
は
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
問
題
ば
か

と

そ

り
で
な
く
、
す
べ
て
の
問
題
は
、
ち
や
う
ど
屠
蘇

の
杯
の
や
う
に
、
小
さ
な
杯
は
順
次
に
よ
り
大
き
な
杯
の
上

に
の
つ
か

つ
て
ゐ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
小
さ
な
杯
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
よ
り
ひ
と
ま
は
り
大
き
な
杯
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
か
た
つ

か
な

い
、
そ
れ
は
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
杯
を
問
題
に
せ
ね
ば
を
さ
ま
ら
な

い
ー

さ
う

い
ふ
論
法
が
出
て
く
る
の
で
す
。
も

つ
と
も

ら

し

い

話

で

す

が

、

私

に

い

は

せ
れ

ば

、

少

々

イ

ン
チ

キ

で

す

。

(
「
平

和

論

に

た

い
す

る

疑

問

」

『
全

集

三
』

一
七

～

一
八

頁

)

で
は

、

こ

う

い
う

論

法

の
ど

こ
が

「
イ

ン
チ

キ

」

な

の
か

。

職
争
の
初
期
の
軍

の
用
語
に
現
地
解
決
主
義
、
不
鑛
大
方
針
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
ま
さ
に
反
封

の
方
法
で
、

代
人
は
問
題
を
と
は
う
も
な
く
無
際
限
に
鑛
大
し
て
い
く
。
(
「平
和
論
に
た
い
す
る
疑
問
」
『全
集

三
』

一
八
頁
)

現
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「進
歩
的
文
化
人
」

の
戦
術
は
言
わ
ば

「鑛
大
方
針
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
問
題
を

「無
際
限
に
援
大
」
し
た
結
果
、
当
初

の
学
童
教
育
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
結
局
こ
の
問
題
を
平
和
論
問
題
に
利
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と

い
う
彼
ら
の
虚
妄
を

福

田
は
見
抜

い
て
い
た
の
で
あ
る
。

ひ
と
び
と
は
基
地

の
教
育
問
題
を
、
平
和
論
を
支

へ
る

一
本

の
柱
と
し
て
利
用
し
て
ゐ
る
だ
け
で
、
じ

つ
さ

い
に
事
態
を
改
善
し

よ
う
な
ど
と
い
ふ
意
圖
は
毛
頭
な

い
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
お
そ
ら
く
多
く

の
平
和
論
者
は
、
事
態
が
悪
化
し
て
ゐ
る
と
き
け

ば
、
平
和
論

の
支
柱
の
太
く
な

つ
た
こ
と
を
喜
び
さ
う
な
氣
配
が
あ
り
ま
す
。
(
「平
和
論
に
た
い
す
る
疑
問
」
『
全
集

三
』

一
九
頁
)

で
は

、

福

田

は

こ

の
問

題

に

つ
い

て
、

ど

う

す

れ

ば

い

い
と

言

っ
て

い

る

の

か

。

-
-
こ
の
小
さ
な
杯
に
相
當
す
る
問
題
を
、
平
和
論
と
か
、
反
米
と
か
い
ふ
大
き
な
杯
に
せ
ず
に
、

と
努
力
し
て
み
て
は
ど
う
で
せ
う
か
。
(「平
和
論
に
た
い
す
る
疑
問
」
『
全
集

三
』
二
〇
頁
)

し

か

し

、

福

田

の

こ
う

い
う

提

言

も

人

々

か

ら

支

持

さ

れ

る

こ
と

は
な

く

、

る
。

福

田
自

身

、

こ

の
点

に

つ

い

て
次

の
よ

う

に

語

っ
て

い
る

。

不
接
大
方
針
で
解
決
し
よ
う

多
く
の

「進
歩
的
文
化
人
」
か
ら
反
論
さ
れ
る
こ
と
と
な

私
が

『中
央
公
論
』
十

二
月
號
に
書

い
た

「平
和
論
に
た
い
す
る
疑
問
」
は
、
多
く

の
進
歩
主
義
的

「文
化

人
」
の
あ
ひ
だ
に
憤

激
と
輕
蔑
と
を
惹
き
起
し
た
ら
し
い
。
雑
誌
や
新
聞
に
も
た
く
さ
ん
反
論
が
出
ま
し
た
。

(「ふ
た
た
び
平
和
論
者
に
送
る
」
『全
集

三
』
三
〇
頁
)
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多
く
の
反
論
に
対
し
、
福
田
も
何
度
か
反
駁
を
試
み
て
い
る
が
、
福
田
の
真
意
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
ま

っ
た
く
な
く
、
「進
歩
的
文
化

人
」
と

の
齪
酷
が
ま
す
ま
す
広
が

っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
福

田
の
発
言
が
彼
ら
に
ま

っ
た
く
理
解
さ
れ
な
か

っ
た
の
か
。
こ
れ
は
単
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
違

い
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

根
本

に
お
い
て
人
生
観

の
違

い
が
あ
り
、
そ
の
違

い
は
福
田
と

「進
歩
的
文
化
人
」
と
で
は
懸
隔
が
あ
ま
り
に
も
甚
だ
し
か

っ
た
の
で
は

な
い
か
。

福

田
は
つ
ね
に

「理
想
」
と

「現
實
」
と
の
二
元
論

で
も

っ
て
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
本
質
に
立
ち
返

っ
て
思
索
し
て
い
た

の
で

あ
る
。
こ
の
平
和
論
問
題
で
も
最
後
の
反
駁
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

「現
地
解
決
主
義
」
が
成
り
た

つ
た
め
に
は
、
物
事
を
相
封
的
に
の
み
見
る
歴
史
の
世
界
に
、
い
は
ば
垂
直
に
交
る
不
動
の
絶
封

主
義
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
絶
封
が
あ

つ
て
こ
そ
の
相
封
で
す
か
ら
、
平
和
な
ん
て
い
ふ
も
の
は
絶
封
に
あ
り
え
な

い
と
い
ふ

私
の
主
張

の
背
後
に
は
、
絶
封
平
和
の
理
念
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
立
場
か
ら

「現
地
解
決
主
義
」
を
唱

へ
て
ゐ
る
の
で
す
。
絶
封

主
義
と
相
射
主
義
と
の
、
あ
る
い
は
理
想
と
現
實
と

の
二
元
論
の
う

へ
に
立

つ
て
、
私
は
現
實
的
に
考

へ
よ
う
と
い
つ
て
ゐ
る
の
で

す
。
(
「個
人
と
社
會
」
『
全
集

三
』
七
五
頁
)

こ

の
文
章
に
福
田
の
思
索
の
仕
方
が
す
べ
て
表
れ
て
い
る
。
福

田
は
単
な
る
理
想
主
義
者

で
も
な
け
れ
ば
、
単
な

る
現
実
主
義
者
で
も

な
い
。
つ
ね
に
理
想
と
現
実
と

の
両
方
に

つ
い
て
複
眼
的
に
思
索
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

福

田
の
思
想
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
根
本
に
お
け
る
福
田
の
立
脚
点
と
は
こ
の

「二
元
論
的
思
考
法
」
に
あ
る
と

言
え
よ
う
。



二

絶
封
者
に
つ
い
て

は

じ
め
に
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
福
田
の
宗
教
思
想
を
分
析
す
れ
ば

「絶
封
者
」
と
い
う
概
念
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
福

田
の
浩
潮
な

著
作

の
中
で
も
こ
の

「絶
封
者
」
に
関
す
る
論
述
が
多
々
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
福
田
自
身

「絶
劃
者
」
に
つ
い
て
の
定
義
は
し
て
い
な

い
。

絶
封
者
と
は
な
に
か
。
私
は
そ
れ
を
神
學
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の

「必
要
」
を
實
感
と
し
て
わ
か

つ

て
い
た
だ
く
や
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
せ
い
ぜ

い
で
き
る
こ
と
は
、
平
俗
な
こ
と
ば
を
も

つ
て
、
そ
れ
が

い
か
に

「便
利
」

な
も
の
で
あ
り
、
「合
理
的
」
な
も

の
で
あ
る
か
を
傳

へ
る
く
ら
ゐ
の
も

の
で
あ
り
ま
す
。
(
「日
本
お
よ
び
日
本

人
」
『
全
集

三
』
一

九
四
～

一
九
五
頁
)
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こ

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
福
田
の
著
作

の
中

で
は
且
ハ体
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
言
及
し
て
い
る
文
章
も
多
く
、
そ

こ
で
は

「絶
封
神
」
「神
」
と

い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
福
田
の
著
作

の
中
に
お
け
る

「絶
封
者
」

「絶
封
神
」

「神
」
と

い
う

言
葉
は
ほ
ぼ
同
義
語
と
看
倣
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

福

田
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
つ
い
て
、

「西
欧
精
神
に

つ
い
て
」
の
中
で
、
「超
自
然
の
絶
封
神
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
る
。
こ
こ

で
も

や
は
り

「絶
樹
神
」
に

つ
い
て
の
定
義
は
な

い
が
、
た
だ
こ
の
中
で
、
「超
自
然
」
と

「絶
封
」
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
福
田
自
身
解
説

し
て

い
る
。
ま
ず
、
「超
自
然
」
で
あ
る
が
、

超
自
然
と
い
ふ
の
は
、
文
字
ど
ほ
り
自
然
を
超
え
る
も
の
で
あ

つ
て
、

で
あ
り
ま
す
。
、(
「西
欧
精
神
に
つ
い
て
」
『
全
集

四
』
二
二
〇
頁
)

こ
の
五
感
で
燭
知
し
う
る
自
然
界
に
は
存
在
し
な

い
も
の
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と

い
う

。

ま

た

、

「
絶

劃

」

に

つ

い

て

は
、

次

の

よ
う

に

説

明

し

て

い
る

。

同
様
に
、
絶
樹
と
い
ふ

の
も
、
元
來
、
超
自
然
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
界

の
も
の
、
こ
の
世
の
も

の
は
、
す
べ

て
相
封
的
で
あ
り
ま
す
。
黒
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
白
が
あ
る
。
自
我
が
あ
れ
ば
、
他
我
が
あ
る
。
生
が
あ
れ
ば
、
死
が
あ
る
。
空
間

的
に
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
部
分
で
あ
り
、
不
完
全
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
、
す
べ
て
で
は
な
い
。
時
問
的
に
見
れ
ば
、
始
め

あ
り
、
終
り
あ
り
、
攣
化
流
動
し
て
や
ま
ず
、
し
た
が

つ
て
永
遠
で
は
な
い
。
絶
封
と

い
ふ
の
は
、
そ
の
相
封

の
世
界
に
あ
ら
ざ
る

も
の
、
す
べ
て
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
る
も
の
、

つ
ま
り
、
在
り
え
な
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
(
「西
欧
精
神
に

つ
い
て
」
『全
集

四
』

二
二
〇
頁
)

こ
の
よ
う
に
、
福
田
の
説
明
に
よ
る
と
、
「超
自
然
」
に
し
ろ
、
「絶
封
」
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
こ
の
世
に
存
在
し
な

い
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

福

田
の
説
明
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
が
、
あ
る
宗
教
社
会
学
者

で
、
「神
」
の
概
念
に
つ
い
て
明
快
に
解
説
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
鹿
嶋
春
平
太

『神
と
ゴ
ッ
ド
は
ど
う
違
う
か
』
(新
潮
社
)
と
い
う
書
物
で
、
簡
明
な
文
体

の

一
般
教
養
書
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
説

か
れ

て
い
る
内
容
は
す
こ
ぶ
る
高
度
で
あ
る
の
で
少
々
引
用
し
て
み
た
い
。
こ
の
書
物
で
は
、
「神
」
の
概
念
を
六

つ
に
分
類
し
て
い
る
。

で
は
、
次
に
そ
の
内
容
を
要
約
し
て
述
べ
る
。

(
一
)

(
二
)

万

物

の
創

造

者

…

…

「初

め

に

、

神

は

天

地

を

創

造

さ

れ

た

」

(『
聖

書

・
新

共

同

訳

』

創

世

記

、

一
章

一
節

)

に

、

「
神

」

は

す

べ

て

の
存

在

を

造

っ
た

「創

造

者

」

で
あ

る

。

全

能

者

…

…

「神

は

言

わ

れ

た

。

『
光

あ

れ

。
』

こ
う

し

て

、

光

が

あ

っ
た

」

(
『
聖

書

・
新

共

同

訳

』

創

世

記

、

と
あ
る
よ
う

一
立早
一二
節

)
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(
三
)

(
四
)

(五

)

(六

)

こ
の
よ
う
に
、
「神
」
は
無
か
ら
有
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
望
む
こ
と
な
ど
何
で
も
で
き

る
と

い
う
意
味
で

「全
能
者
」
で
あ
る
。

唯

一
者
…
…

「主
は
、
こ
う
言
わ
れ
る
。
わ
た
し
が
主
、
ほ
か
に
は
い
な
い
」

(『
聖
書

・
新
土
ハ同
訳
』

イ
ザ
ヤ
書
、
四
五
章

一
八
節
)

「他
の
す
べ
て
」
を
造

っ
た
存
在
が
複
数
で
は
筋
が
通
ら
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
神
は
万
物
を
創
造
し
た

「唯

一
者
」
で
あ
る
。

永
続
者
…
…

「主
は
、
と
こ
し
え
に
い
ま
す
神
/
地

の
果
て
に
及
ぶ
す
べ
て
の
も

の
の
造
り
主
」
『
聖
書

・
新
共
同
訳
』
イ
ザ

ヤ
書
、
四
〇
章
二
八
節
)
と
あ
る
よ
う
に
、
神
は

「永
遠
の
存
在
」
で
あ
る
。
「永
遠

の
存
在
」
と
い
う

の
は
、
永
遠

の
過
去

か
ら
永
遠
の
未
来
に
わ
た

っ
て
存
在
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「始
め
も
な
く
、
終
わ
り
も
な
い
」
存
在
、

「時
間
的
無
限
者
」
で
あ
る
。

空
間
的
無
限
者
…
…
創
造
主
が
空
間
的
に
有
限
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
外
側
の
空
間
に
あ
る
も

の
を
神
が
造

っ
た
と

は
イ
メ
ー
ジ
し
難
い
。
よ

っ
て
、
神
は
無
限
の
広
が
り
を
も

っ
た
存
在

で
あ
る
と
し
、
そ
の
中
に
あ
る
す

べ
て
の
も

の
を
造

っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

見
え
な
い
影
響
源
…
…

「神
」
概
念
の
源
は
わ
れ
わ
れ

の
う
ち
に
あ
る
感
慨
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は

「見
え
な

い
力
で
わ
れ

わ
れ
に
働
き
か
け
る
見
え
な

い
存
在
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
う
い
う
意

識
が
日
々
の
畏
れ
や

崇
拝
の
感
慨
に
つ
な
が
り
、
(
一
)
～

(五
)
の
よ
う
に
具
体
的
な

「神
」
概
念
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
ま
で
至
ら
な

い
場
合
で
も
、

こ
の
よ
う
な
包
括
的
感
慨
を
漠
然
と
も

っ
て
い
る
。

以
上
、
こ
の
書
物
で
は
六
つ
に
分
類
し
て

「神
」

の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
。

え
る

「絶
封
者
」
の
概
念
を
多
少
補
完
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
定
義
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
福
田
の
考
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「絶
封
者
」
の
概
念
に

つ
い
て
は
こ
れ
く
ら

い
に
し
て
お
く
。
次
に
福
田
が

「絶
封
者
」
と
い
う
概
念
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た

の
か
分
析
し
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
福
田
は
あ
く
ま
で
異
教
徒
と
し
て
キ
リ

ス
ト
教
に
関
心
を

示
し
て
い
た

の
で
あ

り
、
当
然
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
生
涯
持

っ
た
こ
と
は

一
度
も
な
く
、
ま
た
、
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
既
成
宗
教

に
傾
倒
し
た
こ
と
も

な
か

っ
た
。
生
涯
を
通
じ
て
特
定

の
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と

の
な
か

っ
た
福
田
で
は
あ
る
が
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
関
心
だ
け
は

並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に

「絶
封
者
」
と
い
う
概
念

の
存
在
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
二
年
に
発
表
し
た

「近
代

の
宿
命
」

の
中
で
福
田
は
次

の
よ
う
に
も
言

っ
て
い
る
。

ふ
た
た
び

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代

の
夜
明
け
に
想

ひ
を
い
た
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
否
定
因
と
し
て
の
神
を

い
た
だ
い
て
ゐ
た
こ
と
、

の
み
な
ら
ず
、
近
代

の
憺
ひ
手
自
身
が
そ
れ
を
み
つ
か
ら

の
う
ち
に
含
ん
で
ゐ
た
こ
と
こ
そ
、
今
日
の
ぼ
く
た
ち
が
い
か
に
強
調
し

て
も
強
調
し
た
り
ぬ
事
實
で
あ
り
、
い
か
に
羨
望
し
て
も
羨
望
し
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
事
實
で
あ
ら
う
。
(
「近
代

の
宿
命
」
『
全
集

二
』
四
六
七
頁
)

こ
の
文
章
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
西
欧
人
と
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
の
違
い
を

一
言
で
言
え
ば

「絶
封
者
」
を
内
包

し
て
い
る
か
い
な

い

か
と

い
う
点
で
あ
る
。
近
代

の
西
欧
人
が

「否
定
因
と
し
て
の
神
」
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
、
福
田
は
目
本
人
と

し
て

「
い
か
に
羨
望

し
て
も
羨
望
し
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
事
實
」
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
に
出
て
き
て
い
る

「否
定
因
」
に

つ
い
て
は
た

い

へ
ん
重
要
な
概
念

で
あ
る
の
で
、
の
ち
ほ
ど
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

こ

の
よ
う
に
、
福
田
は
西
欧
人
が

「絶
封
者
」
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
羨
望
の
念
を

い
だ
い
て
お
り
、

「絶
封
者

へ
の
憧
憬
」

を
表
明
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
福
田
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
も

「絶
封
者
」
と
い
う
も

の
を
欲
し
て
い
る
と
さ
え
言

っ
て
い

る
。



日
本
に
お
い
て
、
超
自
然
や
絶
封
の
人
氣
が
悪
く
、
そ
れ
が
も

つ
ば
ら
誤
用
や
轄
用
に
お
い
て
し
か
通
用
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
の

は
、
私
た
ち
に
そ
の
観
念
が
な

い
か
ら
で
あ
り
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
私
た
ち
に
そ
の
要
求
が
な
い
と

は
い

へ
な

い
。
絶
封

に
た
い
す
る
要
求
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
し
か
も
そ
の
絶
封
が
な

い
た
め
に
、
し
か
た
な
く
相
封
的
な
も
の
の
う
ち

に
絶
樹
者
を
見
い
だ

く

ば
う
さ
ま

さ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
好
例
が
江
戸
時
代
に
お
け
る
公
方
様

で
あ
り
、
ま
た
全
日
本
史
を
通
じ
て

の
天
皇

の
存
在
で
あ

り
ま
す
。
(
「西
欧
精
神
に
つ
い
て
」
『
全
集

四
』
二
二

一
頁
)

こ

の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は

「絶
樹
者
」
と
い
う
概
念
が
そ
も
そ
も
な
い
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
の

「絶
封
者
」
と
い
う

も
の
を
う
ち
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
結
局
相
対
的
な
も

の
を
代
替
と
し
て
し
ま

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「天
皇
制
」
と

い
う
問
題
も

こ
う

い
う
点
か
ら
考
え
る
と

「絶
封
者
」
に
対
す
る
代
替
措
置
で
し
か
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
章
か
ら
、
福

田
は

「天
皇
制
」
と

い
う
も

の
が
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
福

田
は

「天
皇
制
」
に
反
対

で
あ
る
と
い
う
。
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私
自
身
は
も
ち
ろ
ん

「天
皇
制
」
に
は
反
封
で
す
。
が
、
そ
の
理
由
は
、
天
皇

の
た
め
に
人
民
が
職
場
で
死
ん
だ
か
ら
と
い
ふ
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
と
同
じ
人
間
を
絶
封
な
る
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
す
。
(「西
欧
精
神
に

つ
い
て
」
『
全

集

四
』

二
一
=

頁
)

生
身

の
人
間
で
は

「絶
封
者
」
を
代
替
で
き
な

い

当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、

上
げ

た
場
合
、
「絶
樹
者
」
に
傷
が
付
き
や
す
く
危
険
で
あ
る
と
福
田
は
考
え
て
い
る
。

そ
う
い
う
人
間
を

「絶

封
者
」
と
し
て
祭
り

も
し
、
絶
封
者
を
神

の
や
う
な
超
絶
的
な
も

の
に
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
も

の
で
す
か
ら
、
永
遠

に
傷
が

つ
か
な
い
。
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現
實
に
検
謹
さ
れ
う
る
理
想
は
、
す
ぐ
そ

の
馬
脚
を
現
し
ま
す
が
、
現
實
と
理
想
と

の
間
に
い
ち
わ
う
の
断
絶

を
設
け
て
お
け
ば
、

理
想
は
無
傷

の
ま
ま
次
代
に
引
き

つ
が
れ
る
の
で
す
。

(「絶
封
者
の
役
割
」
『
全
集

四
』
二
八
五
頁
)

「
理
想
」
と

「現
實
」
と
の
間
に

「断
絶
」
を
設
け
る
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
に
よ

っ
て

「絶
封
者
」
は
傷
が

つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
で

は

「
断
絶
」
を
設
け
る
こ
と
の
で
き
な

い

「現
實
に
検
讃
さ
れ
う
る
理
想
」
が
馬
脚
を
現
し
た
場
合
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し

て
、
福
田
は

「ヒ

ュ
ー
ズ
」
と

「ト
ラ
ン
ス
」
と

い
う
絶
妙
な
讐
え
を
も

っ
て
、
そ
の
危
険
性
を
説

い
て
い
る
。

地
上
の
相
封
的
存
在
を
絶
封
者
と
し
た
と
き
、
國
家
と
個
人
と
の
問

の
強
靭
な
ヒ

ュ
ー
ズ
が
人
々
に
安
心
感
を
與

へ
る
か
も
し
れ

ぬ
が
、
そ
の
か
は
り
ト
ラ
ン
ス
が
危
瞼
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
す
。
崩
壊
は

一
塁
に
、
そ
し
て
致
命
的
な
形
で
や

つ
て
く
る
。

(「絶
封

者

の
役
割
」
『
全
集

四
』
二
八
三
頁
)

相
対
的
な
も
の
を

「絶
封
者
」
と
し
た
場
合
の
危
険
性
を
福
田
は
知
悉
し
て
い
る
が
た
め
に

「天
皇
制
」
に
は
反
対
な

の
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る

「進
歩
的
文
化
人
」
た
ち
が
天
皇
制
に
反
対
し
て
い
る
視
点
と
の
径
庭
に
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
田
が
憧
憬
し
て
い
る

「絶
封
者
」
と
は
、
決
し
て

「天
皇
制
」
な
ど
の
相
対
的
な
も

の
で
は
代
替
で
き
な
い
も

の
で

あ
り
、
も

っ
と
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
。

三

否
定
因
と
相
封
主
義

さ

き
に

「否
定
因
と
し
て
の
神
」
に

つ
い
て
少
し
ふ
れ
た
が
、
こ
の

「否
定
因
」
と
は
言
い
換
え
れ
ば

「現
実
否
定
」
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
「自
己
否
定
」
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
現
実
に
お
け
る
自
己
の
欲
望

の
否
定
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
禁
欲
や
罪
の
意
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識
の
こ
と
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
現
世
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
の
否
定
に

つ
な
が
る
。
福
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

日
々
の
慾
望
を
締
め
殺
し
、
最
後
に
は
敷

々
の
無
念
を
呑
み
こ
ん
だ
ま
ま
死
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
個
人
に
、
そ
の
慾
望
を
醜

い

も
の
と
し
て
教

へ
こ
み
、
な
に
も
の
か
に
比
し
て
有
限
の
肉
膿
が
い
か
に
微
弱
な
る
も
の
か
を
悟
ら
し
め
る
原

理
、
そ
れ
こ
そ
ぼ
く

た
ち
の
も

つ
と
も
要
求
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(「理
想
人
間
像
に

つ
い
て
」
『
全
集

二
』
四
七
三
頁
)

こ
う

い
う

「現
実
否
定
」
や

「自
己
否
定
」
を
悟
ら
せ
る
原
理
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

の
と

こ
ろ
を
福
田
は
仏
教
と
の
対
比
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
否

定

因

と

し

て

の
神

」

で

あ

る
。

こ

こ

す
べ
て
を
否
定
し
て
、
か
つ
そ
の
あ
る
が
ま
ま
を
肯
定
す
る
と
い
ふ
態
度
は
、
む
し
ろ
佛
教

の
は
う
が
徹
底

し
て
ゐ
る
と
い

へ
ま

す
。
が
、
ク
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
現
實
否
定
と
い
つ
て
も
、
人
間
が
、
あ
る
い
は
自
己
が
、
そ
れ
を
す
る

の
で
は
な
い
。
神
が

す
る
の
で
す
。
神
が
現
實
を
否
定
し
、
人
問
を
、
自
己
を
否
定
す
る
の
で
す
。
私
た
ち
人
間
は
、
は
じ
め
か
ら
神
に
否
定
さ
れ
た
も

の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
す
。
(「絶
封
者

の
役
割
」
『
全
集

四
』
二
七
六
頁
)

こ
れ
が
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け
る

「現
実
否
定
」

「自
己
否
定
」
の
精
神
の
特
質
で
あ
り
、
仏
教
と
は
ま

っ
た
く
違
う
点

で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
「神
に
否
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
神
の
概
念
を
造

っ
た

の
は
、
そ
も
そ
も
わ

れ
わ
れ
人
間
で
あ
る
と
福

田
は
言
う
。

人
間
は
、
自
己
を
超
え
、
自
己
に
封
立
し
、
自
己
を
否
定
す
る
絶
封
神
と

い
ふ
も
の
を
造

っ
た
。

(「絶
封
者

の
役
割
」
『
全
集

四
』
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二
七
六
頁
)

ま

た

、

次

の
よ

う

に
も

言

っ
て

い

る
。

人
間
は
自
分
の
榮
光
を
神
に
蹄
し
た
た
め
に
、
お
か
げ
で
、

で
あ
り
ま
す
。

(「絶
封
者
の
役
割
」
『全
集

四
』
二
七
六
頁
)

こ
れ

は

、

い

っ
た

い
ど

う

い
う

こ
と

か

。

自
分
は
そ
の
ま
ま
堕
落

の
淵
に
寝
そ
べ

つ
て
ゐ
る
こ
と
が
で
き
た
の

一
方
の
極
に
現
實
否
定
の
絶
封
者
を
お
い
た
た
め
に
、
他
方

で
は
、
そ
れ
で
は
と
て
も
生
き
ら
れ
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
、
現
實
肯

定
に
居
な
ほ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
絶
封
者
と
相
封
的
現
實
を
爾
立
せ
し
め
る
二
元
論
で
凝
り
ま
す
。
(
「絶
樹
者

の

役
割
」
『全
集

四
』

二
七
六
頁
)

こ
れ
は
、
福
田
の
思
索

の
方
法
で
あ
る

「理
想
」
と

「現
實
」
と

の

「二
元
論
的
思
考
法
」

の
生
き
方
を
福
田
は

「二
元
論
的
人
生
態
度
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
る
。

と
符
合
す
る
。
ま
た
、
こ
う

い
う
欧
米
人

相
封
的
な
現
實
の
世
界
の
上
に
絶
樹
者
を
設
定
し
て
、
そ

の
爾
者
を
操
り
、
生
活
を
推
進
せ
し
め
る
と
い
ふ
わ
け
で
す
。
別
の
こ

と
ば
で
い

へ
ば
、
理
想
と
現
實

の
使
ひ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
か
れ
ら
は
軍
純
な
理
想
主
義
者
と
し
て
現
實
を
遊
離
す
る
こ
と
も
な
く
、

ま
た
輩
純
な
現
實
主
義
者
に
堕
す
る
こ
と
も
な
い
。



か
う

い
ふ
二
元
論
的
人
生
態
度
は
、中
世

の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
よ

つ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
せ
う
。

集

三
』

一
九
九
頁
)

(
「
日
本

お

よ

び

日
本

人

」

『
全

人
間
は

「現
実
否
定
」

「自
己
否
定
」
が
あ

っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
人
間
と
し
て
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
お
の
れ
の
欲
望
の
醜
さ
を
痛
感

し
、
漸
憶
の
念
や
呵
責
の
念
を
も

っ
て
こ
そ
成
熟
し
た
人
間
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う

「現
実
否
定
」
や

「自

己
否
定
」
を
神
が
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
想
と
現
実
と
の
絶
妙
な
る
バ
ラ
ン
ス
感
覚

で
も

っ
て
欧
米
人
は
生
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
目
本
に
は

特
に
戦
後
の
日
本
に
は
そ
う

い
う

「否
定
因
」
は
何
も
な
い
。
当
然
な
が
ら
こ
の
よ
う
な

「
二
元
論
的
人
生
態
度
」

も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
福
田
が

「い
か
に
羨
望
し
て
も
羨
望
し
す
ぎ
る
こ
と

の
な

い
事
實
」
で
あ
る
と

い
う

の
は
こ

の
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「否
定
因
」
の
な
い
ま
ま
、
戦
後
我
が
国
で
は
経
済

の
繁
栄

の
み
が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和

四
〇
年
代
、
諸
外
国

か
ら
さ
か
ん
に

「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク

・
ア

ニ
マ
ル
」
と
非
難
さ
れ
た
原
因
が
こ
の

「否
定
因
」

の
欠
如
に
あ

っ
た
の
は

い
う
ま
で
も
な

い
。

昭
和

二
十

二
年
に
発
表
し
た

「近
代
の
宿
命
」
の
中
で
、
福
田
は
こ
の
点
を
す
で
に
洞
察
し
て
い
た
。
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日
本

の
近
代
の
携
ひ
手
は

そ
れ
を
い
ち
わ
う
憺
ひ
手
と
呼
び
う
る
と
し
て

利
潤
追
求

の
商
業
勢
力

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自

身

の
う
ち
に
な
ん
の
否
定
因
を
も
も
た
な
か

つ
た
。
ぼ
く
が
こ
れ
を
近
代

の
眞
の
携
ひ
手
と
呼
び
え
ぬ
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

(「近
代
の

宿
命
」
『全
集

二
』
四
六
八
頁
)

「な
ん
の
否
定
因
を
も
も
た
な
い
利
潤
追
求
の
商
業
勢
力
」
に
よ

っ
て
日
本

の
経
済
は
飛
躍
的
に
発
展
し
、
ま
た

、
同
じ
く

「な
ん
の

否
定
因
を
も
も
た
な
い
」
戦
後
日
本
の

一
般
大
衆
は
欲
望
の
肯
定
に
何
の
疑
問
も
懐
か
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の

「否
定
因
」

の
欠

如
こ
そ
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
も

っ
と
も
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
点
で
あ
ろ
う
。



福 田恒存 と 「絶封者」18

こ

の

「否
定
因
」

の
欠
如
と
い
う
問
題
は
す
ぐ
さ
ま

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
容
認

へ
と
直
結
し
て
い
く
。

め
い
め
い
が
自
分
の
絶
封
を
ふ
り
ま
は
し
た
ら
、
い
つ
た
い
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
は
自
分
が
、
す
な
は
ち
自

分
の
慾
望
が
、
そ
の

ま
ま
絶
封
と
な
る
の
で
す
か
ら
、
行
き

つ
く
と
こ
ろ
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
す
。
(
「西
欧
精
神
に

つ
い
て
」
『全
集

四
』
二
二
三
頁
)

で
は
、
そ
う
い
う

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
本
質
に

つ
い
て
福
田
は
ど

の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

エ
ゴ
イ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
善
で
も
悪
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
生
命
、
或
は
生
命
慾
そ
の
も

の
だ
か
ら
で
す
。

題
は
そ
の
育
て
方
、
御
し
方
に
あ
り
ま
す
。

(「物
を
惜
し
む
心
」
『全
集

五
』
四
八
六
頁
)

倫

理
的
に
は

エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
悪
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
質
論
か
ら

い
え
ば

エ
ゴ
イ
ズ

ム
は
善
で
も
悪
で
も
な

い
こ
と
に
な
る
。

言
う

よ
う
に
、
問
題
は
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
く
か
に
あ
る
。

こ
う
い
う

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
欧
米
人
は

「超
自
然

の
絶
封
神
」
に
よ

っ
て
解
決
し
て
い
る
と
福
田
は
説
く
。

問

福
田
が

ク
リ
ス
ト
教
徒
は
怒
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
我

の
強
い
西
洋
民
族
は
、
お
た
が
ひ
に
我

の
張
り
あ
ひ
の
調
整
に
悩
ん
で
、
そ
の

た
め
に
、
自
分
の
で
も
な

い
、
相
手
の
で
も
な
い
、
ま
た
ど
こ
の
ボ

ス
に
も

つ
な
が
ら
な
い
、
し
た
が

つ
て
、

こ
の
現
實
世
界
と
は

次
元
を
異
に
し
た
超
自
然

の
絶
封
神
を
、
自
分
た
ち

の
上
に
置
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
(
「西
欧
精
神
に
つ
い
て
」
『
全
集

四
』
二
二

二
～
二
二
三
頁
)



ま

た

、

次

の
よ

う

に

も

言

っ
て

い

る

。

こ
の
超
自
然

の
絶
樹
者
を
設
定
し
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
人
間
は

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
く
な
く
と
も

論
理
的
に
否
定
は
で
き
な
い
。
あ
る
人
間

の
エ
ゴ
を
否
定
す
る
た
め
に
他
の
人
間

の
エ
ゴ
を
も
ち
だ
し
て
く
る
だ
け
で
す
。
あ
る
集

團
の
エ
ゴ
を
、
あ
る
い
は
あ
る
階
級

の
エ
ゴ
を
否
定
す
る
た
め
に
、
他
の
集
團
、
他
の
階
級

の
エ
ゴ
を
使
ふ
だ
け
で
す
。
ま
た
、
既

成
の
、
現
在

の
エ
ゴ
を
否
定
す
る
た
め
に
、
可
能
性
と
し
て
の
、
未
來
の
エ
ゴ
を
強
化
す
る
だ
け
で
す
。
す
べ
て
の
エ
ゴ
を
否
定
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
よ

つ
て
、
ど
の
エ
ゴ
も
得
を
し
な
い
現
實
の
外
に
あ
る
も
の
を
、
い
は
ば
挺
子
と
し
て
利

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。

(「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『
全
集

三
』

一
九
八
頁
)

こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ

の
エ
ゴ
を
否
定
す
る
も

の
、
め
い
め

い
の
エ
ゴ
を
抑
え
る
も

の
、

さ
ら

に
、
福
田
は
こ
の
問
題
の
本
質
に
つ
い
て
逆
説
的
に
述
べ
て
い
る
。

4

そ
れ
が

「超
自
然
の
絶
封
者
」
で
あ
る
。
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絶
封
者
の
観
念
が

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
強
化
を
う
な
が
し
、
強
烈
な

エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
絶
封
者
を
必
要
と
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

妥
協

の
鯨
地
の
な

い
激
し
い
我

の
せ
め
ぎ
あ
ひ
は
、
絶
封
者

の
調
停
を
ま

つ
以
外
に
解
決

の
し
や
う
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

絶
封
者
を
身
方
に
す
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
敵
に
ま
は
す
も
の
も
、
ど
う
し
て
も
自
我
の
強
さ
を
必
要
と
す
る
の
で
す
。
(
「日

本
お
よ
び
日
本
人
」
『全
集

三
』

一
九
八
頁
)

欧

米
人
の
強
烈
な

エ
ゴ
イ
ズ
ム
が

「絶
封
者
」
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う

い
う
欧
米
人
と
比
較
し
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人

は

「和
」
を
尊
ぶ
民
族
で
あ
り
、
彼
ら
の
よ
う
な
強
烈
な

エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら

に
比
べ
、
微
弱
な

エ
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ゴ

イ

ズ

ム

で
あ

る

と

は

い
え

、

田

は

次

の

よ
う

に

も

言

う

。

わ
れ
わ
れ
に
は
自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
抑
制
す
る

「絶
封
者
」
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
福

超
自
然

の
絶
封
者
と
い
ふ
観
念

の
な

い
と
こ
ろ
で
は
、
ど
ん
な
思
想
も
主
張
も
、
た
と

へ
そ
れ
が
全
世
界
を
救
ふ
や
う
な
看
板
を

か
か
げ
て
ゐ
て
も
、
所
詮
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
自
畳
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(「日
本
お
よ
び
目
本
人
」
『
全
集

三
』

一
九
八
頁
)

こ

の
よ
う
に

「絶
封
者
」
を
も
た
な
い
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
相
対
的
な
現
実
の
世
界
で
ひ
た
す
ら
め
い
め
い
が

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
主
張

し
合

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義

の
世
界
に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
点
に

つ
い
て
、
福

田
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
在

の
私
た
ち
は
輩
純
な
相
封
主
義
の
泥
沼
の
中
に
い
る
。
な
ほ
悪
い
こ
と
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
泥
沼
と

は
感
じ
て
ゐ
な
い
。

た
い
て
い
の
ひ
と
が
相
封
主
義
で
解
決
が

つ
く
と
お
も

つ
て
ゐ
ま
す
。
が
、
私
は
職
後
の
混
齪
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
、
こ
の
平
板

な
相
封
主
義
の
悪
循
環
か
ら
生
じ
て
ゐ
る
と
お
も
ひ
ま
す
。

(「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『
全
集

三
』

一
九
八
頁
)

「
相
封
主
義

の
泥
沼
」
「相
封
主
義
の
悪
循
環
」
ー

福
田
は
こ
の
ま
う
な
言
葉
で
も

っ
て
わ
れ
わ
れ
日
本
人

の
気

付
か
な
い
陥
穽
を
指

摘

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

「
悪

循

環

」

を

断

ち

切

れ

る
も

の
が

「絶

封

者

」

だ

け

で
あ

る

と

い
う

。

相
封
的
な
現
實

の
は
て
し
な

い
悪
循
環
と
自
己
撞
著
の
泥
沼
に
、
そ
れ
は
決
著
を

つ
け
る
も
の
と
し
て
役
だ

つ
の
で
す
。
(
「日
本



お
よ
び
日
本
人
」
『全
集

三
』

一
九
七
頁
)

結

局
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が

「相
封
主
義
の
泥
沼
」
か
ら
脱
出
す
る
道
は

「絶
封
者
」
の
想
定
以
外
に
は
な

い
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
、

「絶
繋
者
」
と
い
う
概
念
は

「否
定
因
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
否
定
し
、

「相
封
主
義

の
泥
沼
」

「相
封
主
義
の
悪
循
環
」
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
救

い
出
す
働
き
を
す
る
た

い
へ
ん

「便
利
」
で

「合
理

的
」
な
も
の
な

の
で
あ
る
。

四

全
体
と
個

「
絶
封
者
」
を
想
定
し
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
世
界
観
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
。

現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
単
純
な
相
対
主
義

の
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
平
面
な
い
わ
ゆ
る

「二
次
元
」
の
世
界
で
あ
る
。
こ
う
い
う
単
純
な

世
界

に

「絶
封
者
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
面
か
ら
立
体

へ
、
い
わ
ゆ
る

「
三
次
元
」
の
世
界

へ
と
変
わ

っ
て
い
く
。
福
田
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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さ
て
、
こ
こ
に
ひ
と

つ
の
平
面
を
假
定
し
て
み
ま
す
。
そ
れ
が
相
封
的
な
現
實
の
世
界
で
す
。
そ
し
て
こ
の
平
面
と
は
直
接
に
つ

な
が
ら
ぬ
は
る
か
上
空
に
、
ひ
と

つ
の
鮎
を
創
造
し
て
み
ま
す
。
そ
れ
が
絶
封
者
で
す
。
幾
何
學
的
に
い

へ
ば

、
前
者

の
平
面
と
後

は
し

ご

者

の
瀦
と
、
雨
者
を
含
む
こ
と
に
よ

つ
て
三
次
元
の
立
膣
的
な
世
界
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
こ
の
灘
と
平
面
と
を
結
び

つ
け
る
梯
子

が
あ
る
か
な
い
か
で
、
人
間

の
生
き
か
た
は
ず

い
ぶ
ん
攣

つ
て
く
る
で
せ
う
。
す
で
に
充
分
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
相
封
的
な
、
あ
ま

り
に
相
封
的
な
私
た
ち
日
本
人
の
生
き
か
た
は
、
私
た
ち
が
こ
の
梯
子
を
も

つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
脆
弱

す
ぎ
る
と
い
ふ
こ
と
に
蹄
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
か
。
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口
に

い

へ
ば

、

立
膿
感
、
距
離
感
、
分
離
感

の
喪
失
で
す
。

(
「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『全
集

三
』

「
絶
封
者
」
と
結
び

つ
け
る

「梯
子
」
が
な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は

「立
腱
感
、

相
対
主
義

の
世
界
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
。

福

田
は
こ
の
問
題
を
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ

日
本
人
の
人
間
関
係
で
も

っ
て
説
明
し
て
い
る
。

二
〇

〇
頁
)

距
離
感
、
分
離
感
の
喪
失
」
し
た
平
板
な

二
人
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
た
個
膿
と
し
て
、
大
地
の
う

へ
に
立
ち
あ
が
り
、
向
ひ
あ

つ
た
爾
者
間
に

一
定

の
距
離
を
お
い

て
、
相
手
に
お
た
が
ひ
の
領
域
を
犯
す
こ
と
な
く

つ
き
あ
ふ
の
で
は
な
く
、
爾
者

の
壁
を
と
り
の
ぞ
き
、
液
膣

の
や
う
に
溶
融
し
て

く
ぼ

ち

窪
地
に
よ
ど
ん
で
ゐ
る
や
う
な
友
情
を
欲
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

(「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『全
集

三
』

二
〇
〇
頁
)

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は

「距
離
感
」

な
言

い
方
も
し
て
い
る
。

と
い
う
も

の
が
な
い
た
め
に
、
そ

の
よ
う
な
友
情
を
欲
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
福
田
は
次
の
よ
う

他

の
民
族
や
他

の
階
級
に
た
い
し
て
、
そ
れ
と
自
分
と
を
隔
て
る
距
離
が
見
え
ぬ
ま
ま
に
、

う
い
ふ
感
じ
が
し
ま
す
。
(
「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『
全
集

三
』
二
〇
〇
頁
)

こ
れ
な
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と

っ
て
た
い

へ
ん
辛
辣
な
指
摘
で
あ
る
。

欠
点

に

つ
い
て
、
そ
の
本
質
を
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言

っ
て
い
る
。

べ

た

べ
た

と

吸

ひ

つ
い

て

い
く

。

さ

こ
の
よ
う
な

「距
離
感

の
喪
失
」
と

い
う
わ
れ
わ
れ
の



結
局
の
と
こ
ろ
、
個
人
相
互
間

の
距
離
と
い
ふ
も
の
に
た
い
す
る
恐
怖
感
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
平
た
く
い

へ
ば
、
日
本
人
は

「さ

び
し
が
り
や
」
だ
と

い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
せ
う
。
(
「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『
全
集

三
』

二
〇
〇
頁
)

わ
れ
わ
れ
は
孤
立
を
恐
れ
る

「さ
び
し
が
り
や
」

次
元
」

の
世
界
か
ら
分
析
し
て
い
る
。

に
過
ぎ
な
い
と

い
う
。
こ
の
点
を
、
福
田
は
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ

の
住
む
平
板
な

「
二

上
空
の
黙
を
鉄

い
た
平
面
だ
け
の
世
界
で
は
、
あ
た
か
も
、
森
に
入

つ
て
森
を
見
ざ
る
ご
と
く
、
遠
見
が
き
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち

に
と

つ
て
他
人
と

い
ふ
の
は
、
す
ぐ
そ
ば
に
ゐ
る
隣
人
と
い
ふ
こ
と
に
す
ぎ
な

い
。
他
人
と

つ
な
が
る
と
い

へ
ば
、
そ
の
隣
人
と

つ

な
が
る
と
い
ふ
こ
と
し
か
意
味
し
ま
せ
ん
。
隣
人
と

の
縁
が
切
れ
れ
ば
、
そ
の
向
う
に
ゐ
る
多
数
者
で
あ
る
赤

の
他
人
と
は
、
ど
う

に
も

つ
な
が
り
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
さ
う
な
れ
ば
、
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
ま
す
。
さ
び
し
く
て
た
ま
ら
な

い
。
(
「日
本
お
よ

び
日
本
人
」
『
全
集

三
』
二
〇

一
頁
)
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結

局
、
「遠
く
の
親
類
よ
り
近
く
の
他
入
」と

い
う
僅
諺
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
遠
見
の
利
か
な

い
平
面
の
世
界
に
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
住

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
欧
米
人

の

「絶
封
者
」
を
想
定
し
た
世
界
、
い
わ
ゆ
る
立
体
的
な

「三
次
元
」
の
世
界
に
お
い
て
、
人
間
関
係
は
ど
う
な

っ
て

い
る

の
か
。

そ
れ
に
反
し
て
、
も
し
上
空

の

一
瀦
と

の
つ
な
が
り
を
得
さ

へ
す
れ
ば
、
各
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
隣
人
を
跳
び
越
え
て
、
遠
く

廣
く
、
他
の
多
く

の
人
間
と

つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

一
瀦
が
萬
人
共
有
の
も
の
で
、
ひ
と
り
ひ
と
り
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が
そ
の
鮎
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
前
提

の
も
と
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
す
れ
ば
、
め
い
め

い
の
個
人

の
間
に
直
接

の
線
が
引
け
な
く
て
も
、
上
空
の

一
黙
を
経
て
、
ど
こ
に
で
も

つ
な
が
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。
個
人
は
平
面
上
で
は
孤
立
し
て

も
、
間
接
に
は
孤
立
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
個
人
主
義
が
獲
生
し
う
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
個
人
主
義
に
た

へ
う

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
(
「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『全
集

三
』
二
〇

一
頁
)

欧

米
人
は
対
象
と
間
接
的
に
つ
な
が

っ
て
い
る
た
め
に
、
日
本
人
の
よ
う
な
孤
立
感
は
な
い
。
ま
た
、
日
本

の
よ
う
な

「う
ち
」
と

「そ

と
」
と
い
う

二
重
規
範
な
ど
生
ま
れ
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「旅
の
恥
は
掻
き
捨
て
」
な
ど
と
い
う
僅
諺
も
日
本
特
有
の
も
の
で

あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ

ら
に
福
田
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
人
間
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
問
題
に
つ
い
て
も
わ
れ
わ
れ
日
本
人

の
欠
点
を
指
摘
し
て
い

る
。

洋

の
東
西
を
問
は
ず
、
こ
の
小
さ
な
島
國
に
流
入
し
て
く
る
思
想
を
か
た
は
し
か
ら
消
化
し
て
い
く
。
と

い
ふ
と
、
て
い
さ
い
が

か
う
ち
ゃ
く

い
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
思
想
が
い
か
に
自
分
と
遠

い
距
離
が
あ
る
か
見
わ
け
が

つ
か
ず
、
や
は
り
、
ぺ
た
ぺ
た
と
そ
れ
に
膠
著
し
て

し
ま
う

の
で
す
。
そ
れ
ら
を
、
自
分
が
考

へ
て
ゐ
た
も
の
、
あ
る
い
は
自
分
が
欲
し
て
ゐ
た
も
の
と
お
な
じ
も
の
だ
と
お
も
ひ
ご
ん

で
し
ま
ふ
。
自
分
と
の
ち
が
ひ
に
氣
づ
き
、
自
分
と
の
間
に

一
線
を
引
き
、
そ
れ
が
自
分
の
肌
に
べ
た
り
と
張
り

つ
い
て
く
る
の
を

御
け
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
れ
を
操
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
な

い
。

(「日
本
お
よ
び
日
本
人
」
『
全
集

三
』

二
〇

二
頁
)

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
思
想
問
題
も
人
間
関
係
と
同
様
、
対
象
と

の
距
離
感
を
も
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す

べ
て
わ
れ
わ
れ
が

「絶

樹
者
」
を
想
定
で
き
な

い
が
た
め
で
あ
る
。
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こ

の
よ
う
に
、

「絶
封
者
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「立
体
的
世
界
観
」

で
は
、
も
う
少
し
こ
の

「立
体
的
世
界
観
」
に

つ
い
て
分
析
し
て
み
る
。

が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

よ
く
、
ク
リ
ス
ト
教
は
信
仰
で
あ

つ
て
、
理
屈
で
は
わ
か
ら
ぬ
と
い
ふ
。
さ
う
で
あ
り
ま
せ
う
。
私
は
ク
リ

ス
ト
教
徒
で
は
な
い

か
ら
、
信
仰
の
深
所
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
ク
リ
ス
ト
教
は
け

つ
し
て
神
秘
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

に
と

つ
て
、
そ
れ
は

理
論
的
に

一
鮎
、
非

の
打
ち
ど
こ
ろ
な
い
も

の
に
見
え
ま
す
。
す
く
な
く
と
も
唯
物
史
観
や

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
よ
り
、
論
理
的
で
す
。

そ
の
こ
と
は
、
こ
の
絶
封
神
の
設
定
に

つ
い
て
、
は

つ
き
り
い
へ
ま
す
。
第

一
に
、
論
理
そ
の
も

の
が
、
弾
力
性
と
立
艦
性
と
を
獲

得
し
え
た
の
で
す
。

(「西
欧
精
神
に

つ
い
て
」
『全
集

四
』
二
二
三
頁
)

キ

リ
ス
ト
教
は
論
理
的

で
あ
り
、
絶
封
者
を
設
定
し
た
が
ゆ
え
に

「弾
力
性
」
と

「立
膿
性
」
と
を
獲
得
し
て
い
る
と

い
う
。
こ
の

「立

謄
性
」
に
つ
い
て
は
さ
き
に
検
討
し
た
。
な
ら
ば
、
「弾
力
性
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
福
田
は
い
く

つ

か
讐

喩
を
も

っ
て
説

い
て
い
る
。

て

こ

た
と

へ
て
い
へ
ば
、
重

い
物
を
動
か
す

の
に
、
直
接
、
そ
れ
を
押
し
た
り
引

い
た
り
し
な

い
で
、
挺
子
を
用

ゐ
る
や
う
な
も

の
で

す
。
當
の
物
膿
が
相
封
の
世
界
で
あ
り
、
挺
子
の
棒
が
論
理
で
す
。
そ
し
て
支
貼
が
絶
樹
で
す
。
こ
の
動
か
ぬ
絶
封
を
支
瀦
と
し
て

間
接
に
用
ゐ
た
た
め
に
、
物
が
樂
に
動
く
わ
け
で
す
。
(「西
欧
精
神
に

つ
い
て
」
『全
集

四
』
二
二
三
頁
)

こ
こ
で
は

「挺
子
」
を
讐
喩
に
用
い
て
い
る
。

「絶
封
を
支
貼
」
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
絶
封
者
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ

て
現
実
の
世
界
が
立
体
的
に
な
り
、
「物
が
樂
に
動
く
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、

「弾
力
性
」
が
得
ら
れ
る
と

い
う
。
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福

田
は
他
に
も
讐
喩
を
挙
げ
て
い
る
。

私
た
ち
は
舟
藩

ぐ

の
に
慰
を
隻

.
こ
の
ば
あ
ひ
、
海

の
水
が
絶
封

の
役
割
を
し
て
ゐ
る
の
で
玄

舟
の
中
で
・
い
く
ら
艇
を

押
し
て
も
、
舟
は
動
き
は
し
な
い
。
海

の
水
と
い
ふ
間
接
な
普
遍
的
存
在
に

つ
な
が
り
を

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。

(「西

欧
精
神
に
つ
い
て
」
『
全
集

四
』
二
二
三
頁
)

海

の
中
で
は
擢
を
使

っ
て
舟
が
進
む
。
す
な
わ
ち

「挺
子
」
の
讐
喩
と
同
様
、
絶
封
者
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
現
実
の
世
界
が

弾
力
的
に
進
捗
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
田
は

「挺
子
」
や

「海

の
水
」
の
讐
喩
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
論
理
が
い
か
に

「弾
力
性
」
と

「立
膿
性
」
と
を
獲
得

し
て
い
る
か
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
ひ
と
え
に
絶
樹
者
を
想
定
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

あ
れ
こ
れ

「絶
封
者
」
に

つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
で
は
、
そ
も
そ
も

「絶
封
者
」
を
想
定
す
る
上
で
、
全
体
と
個
と
の
関
係
に

つ
い

て
福

田
は
ど

の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

個
を
集
め
た
も
の
が
全
腱
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
た
だ
数
量
の
観
念
か
。
さ
う
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
次
元
の
差
が
あ
る
の
で
す
。
(
「絶
封
者
の
役
割
」
『全
集

四
』
二
八

一
頁
)

全
膿
と
個
と
は
質
の
相
違

こ

の
よ
う
に
、
全
体
と
個
と
は
単
な
る
数
量
の
関
係
で
は
な
く
、
次
元
の
差
が
あ
る
と
福
田
は
言

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

国
家

レ
ベ
ル
で
考
え
た
場
合
、
共
産
主
義
国
家

で
は
全
体
と
個
は
単
な
る
数
量

の
関
係
で
し
か
な

い
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
を



唯
物
論
に
お
い
て
は
、
全
艘
と
個
と
の
關
係
は
、
ま

つ
た
く
数
量
の
差
に
蹄
し
て
し
ま
ふ
。
個
を
寄
せ
集
め
た
も

の
が
全
膿
で
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
個
人
は
全
腱
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
個
人
は
全
膿

の

一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
爾
者
は
同

一

次
元
に
属
す
る
も
の
な

の
で
す
。

(「絶
樹
者
の
役
割
」
『
全
集

四
』
二
八
二
頁
)

共
産
主
義
国
家

の
基
本
原
理
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

さ
れ
な
い
理
由
を
福
田
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
原
理
か
ら
、
共
産
主
義
国
家
内
に
お
い
て
反
体
制
分
子
の
存
在
が
許

個
人
が
全
腱

の
観
念
を
自
己
の
も

の
と
し
て
所
有
し
、
そ
れ
に
よ

つ
て
現
實
の
全
腱
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
國
家
や
階

級
を
離
れ
て
、

一
つ
の
人
格
が
自
立
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
え
な

い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
國
家
や
階
級
に
比

し
て
個
人
が
非
力
だ

か
ら
で
は
な
く
、
部
分
と
し
て
全
膿
を
否
定
す
る
だ
け
の
名
目
が
た
た
ぬ
か
ら
で
す
。
國
家
や
階
級
が
そ
の
内
部
に
異
分
子

の
存
在

を
許
さ
ぬ

の
は
、
た
だ
力
に
よ

つ
て
許
さ
ぬ
だ
け

で
は
な
く
、
原
理
に
よ
つ
て
許
さ
ぬ
の
で
す
。
(
「絶
封
者

の
役
割
」
『全
集

四
』

二
八
二
頁
)
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こ

の
よ
う
に
、
共
産
主
義
国
家

で
は
全
体
と
個
と

の
関
係
が
同

一
次
元
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
反
体
制
分
子
の
存
在
が
許
さ
れ
な

い
の

で
あ

る
。
こ
れ
は
共
産
主
義
国
家

の
基
本
原
理
か
ら
く
る
必
然
で
あ
る
。

で
は
、
欧
米
の
自
由
主
義
諸
国
に
お
け
る
全
体
と
個
と
の
関
係
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
。

私
は
か
な
ら
ず
し
も
英
佛
を
支
持
し
は
し
な

い
が
、
英
佛

の
國
家
的

エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
そ
の
國
家
内
に
自
己
を
否
定
す
る
異
分
子
の

存
在
を
許
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
こ
に
私
は
個
人
と
同
檬
に
、
國
家

の
人
格
と

い
ふ
も
の
を
感
じ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
個
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人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
全
膿
を
所
有
し
、
そ
れ
に
よ

つ
て
國
家
を
否
定
し
て
ゐ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
全
禮
と
い
ふ

の
が
、

も
の
で
あ
り
、
現
實
を
超
え
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

(「絶
封
者
の
役
割
」
『全
集

四
』
二
八
二
～
二
八
三
頁
)

國
家
を
超
え
る

こ
こ
で
は
、
全
体

の
観
念
が
国
家
や
現
実
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る
。
福
田
は
こ
の
よ
う
な
欧
米

の
自
由
主
義
諸
国
の

あ
り
方
に
共
感
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
全
体
と
個
と
の
関
係
を
国
家

レ
ベ
ル
で
考
え
た
揚
合
、
そ
れ
は
土
ハ産
主
義
国
家
の
よ
う
な
単
な

る
数
量
の
関
係
で
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
欧
米

の
自
由
主
義
諸
国
の
よ
う
に
質

の
相
違
と

い
う
関
係
で
福

田
は
捉
え
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
全
体
の
観
念
を
そ
も
そ
も
福
田
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

人
間
が
み
ず
か
ら

の
主
た
る
た
め
に
は
、
人
間

の
上
に
主
た
る
存
在
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
れ
は
人
間
性
の
本
質

に
か
か
わ
る
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
が
み
ず
か
ら
を
よ
く
統
御
す
る
た
め
に
は
、
人
は
す
す
ん
で
被
統
治
者

の
位
置
に

つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。
中
世
の
聖
職
者
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
教

会
を
司
り
、
善
男
善
女
を
配
役
し
、
指
導
し
、
中
世
的
世
界
の
統
御
を
行
な
い
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
が
ま
た
神

に
よ

っ
て
統
御
さ
れ

る
登
場
人
物

の

一
人
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
個
人
は
全
体
の
中
で
自
己
の
位
置

を
知
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
を
演
じ
、
部
分
と
し
て
の
自
己
の
限
界
内
に
徹
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
個
人
と
し
て
の
自
覚
を
う
る
の
で
あ
る
。

よ
り
よ
く
全
体
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
個
人
は
個
人
と
な
り
う
る
。
全
体
が
な
け
れ
ば
、
部

分
も
な
り
た
た
な
い
。

自
分
だ
け
が
知

っ
て
い
る
真
実
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
部
分
と
し
て
の
個
人
が
あ

つ
ま
り
、
そ
の
総
和
と
し

て
全
体
が
し
ぜ
ん
に
出
来
上
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
全
体
と

い
う
も
の
が
は
じ
め
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
部
分
と

し
て
、
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
全
体
と
は
、
客
観
化
す
る
こ
と
も
、
対
象
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
あ
る
も
の



で
あ
り
、
名
も
な
け
れ
ば
、
定
義
も
で
き
な
い
。

(『
現
代
日
本
思
想
体
系

三
二

反
近
代
の
思
想
』
筑
摩
書

房

三
三
頁
)

こ

の
よ
う
に
全
体
と
個
と
の
関
係
は
、
始
め
に
個
が
あ

っ
て
そ
の
集
ま
り
が
全
体
な

の
で
は
な
く
、
は
じ
め
に
全
体
が
あ
り
、
そ
の
う

え
で
個
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
う

い
う
全
体
と
は

「客
観
化
す
る
こ
と
も
、
対
象
化
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
あ
る
も
の
」

で
あ

る
と
福
田
は
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
福

田
の
説
く
中
世
的
世
界
観
に

つ
い
て
、
近
代
人
は
反
発
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
こ
の
近

代
人

の
思
考
を
福
田
は
次
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
考
え
方
は
、
時
代
が
近
代
に
入
る
と
と
も
に
次
第
に
影
を
ひ
そ
め
て
い
っ
た
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
部
分
と
し
て
の

人
間
が
、
ひ
と
り
ひ
と
り
世
界
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
は
じ
め
た

の
だ
。
人
間

の
上
に
、
い
か
な
る
権
威
を
も
認
め
よ
う

と
は
し
な
く
な

っ
た
。
部
分
で
し
か
な

い
個
人
が
全
貌
を
み
き
わ
め
、
世
界
を
客
体
と
し
て
視
覚
の
範
囲
内
に
と
じ
こ
め
る
よ
う
に

な

っ
た
の
だ
。
(『現
代
日
本
思
想
体
系

三
二

反
近
代

の
思
想
』
筑
摩
書
房

三
三
頁
)

で
は

、

そ

の
結

果

ど

う

な

っ
た

か

。
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ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
主
題
さ
え
ま
だ
文
化
的
統

一
体
を
破
壊
す
る
に
は
い
た
ら
な
か

っ
た
が
、
時
代
が
す

す
む
に
つ
れ
、
自
己
を
中
心
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
空
間
的
に
は
途
方
も
な

い
無
限
の
拡
が
り
に
突

き
放
た
れ
る
こ
と
に
な
り
、
時
間
的
に
は
た
え
ま
な
い
変
化
の
速
度
に
よ

っ
て
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
れ
は
と
う
て
い
個

人
の
力
の
及
ぶ
こ
と
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
人
の
知
性
過
信
は
、
虚
無
を
見

つ
め
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
人
間
が

人
間
の
主
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
ち
か
い
こ
の
主
題
か
ら
、
仮
説
性
を
消
却
し
、
個

人
の
数
だ
け
仮
説
が
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生
れ
、
仮
説
の
数
だ
け
真
理
が
生
れ
た
。
が
、
そ
れ
は
も
は
や
真
理
と
は
い
え
ぬ
。
主
観
的
気
休
め
、
独
断
的
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
。

か
く
て
ど
う
い
う
こ
と
に
な

っ
た
か
と
い
え
ば
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
全
体
を
見
き
わ
め
て
い
る

つ
も
り
で
、
結
局
は
、
部
分
の
散
漫

な
集
積
体
に
な
り
下

っ
て
し
ま

っ
た
だ
け
で
は
な

い
か
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
は
、
今
日
、
寸
断
し
た
時
間

の
集
積
で
し
か
な

い
。

科
学
に
お
い
て
専
門
は
ま
す
ま
す
分
化
し
、
芸
術
に
お
い
て
各
ジ

ャ
ン
ル
の
自
律
化
、
純
粋
化
運
動
が
極
限
ま

で
押
し
す
す
め
ら
れ

る
に
至

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
大
き
な
歯
車
の
よ
う
に
た
ん
な
る
部
分
と
し
て
存
在
す
る
の
み
で
、
全
体
と

の
連

関
な
ど
も
と
め
う
べ

く
も
な

い
。
(『現
代
日
本
思
想
体
系

三
二

反
近
代
の
思
想
』
筑
摩
書
房

三
三
～
三
四
頁
)

中
世
的
世
界
観
を
否
定
し
、
人
間
が
人
間

の
主
と
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
結
果
、
個
人
は
単
な
る

「部
分
の
散
漫
な
集
積
体

」
と
な

っ
て

し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家

レ
ベ
ル
に
お
け
る
共
産
主
義
国
家

の
有
り
方
と
符
合
し
て
い
る
。

こ

の
よ
う
に
、
福
田
は
近
代
人
が
歩
ん
で
き
た
誤
謬
を
知
悉
し
て
い
る
が
た
め
に
、
全
体
と
個
と
の
関
係
を

「質
の
相
違

」
「次
元
の
差
」

と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
体
と
は
客
観
化
す
る
こ
と
も
対
象
化
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
福
田
は

次
の
よ
う
に
も
言

っ
て
い
る
。

個
人
の
目
に
全
貌
が
み
わ
た
せ
る
全
体
な
ど
と

い
う
こ
と
は
ま

っ
た
く

の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
全
体
は
自
己

の
う
ち
に
あ
り
、
自

己
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(『
現
代
日
本
思
想
体
系

三
二

反
近
代
の
思
想
』
筑
摩
書
房

三
四
頁
)

こ

の
よ
う
に
、
全
体
と
は
自
己
の
う
ち
に
あ

っ
て
客
観
化

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
福

田
は
い
う
。

な
い
全
体
を
客
観
化
し
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
客
観
化
で
き



私
た
ち
人
間
が
全
禮
の
観
念
を
も
ち
う
る
の
は
、
私
た
ち
が
個
人
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
う
ち
に
全
膿
を
含
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
が
精
神
と

い
ふ
も
の
で
せ
う
。
そ

の
内
に
あ
る
も

の
を
外
に
と
り
だ
し
、
萬
人
共
通
の
人
格
神
と
し
て
客
膿
化
し
た
の
が
ク
リ

ス
ト
教
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
は
ば
携
帯
用
の

「全
膿
」
で
あ
り
ま
す
。
西
欧
人
は
そ
れ
を
磁
石
の
や
う

に
ポ
ケ

ッ
ト
に
隠
し
持

ち
歩

い
て
き
た

の
で
す
。
そ
の
磁
針
の
動
き
に
よ

つ
て
、
個
人
は
人
格
と

い
ふ
明
確
な
輪
郭
を
も
ち
う
る
し
、

そ
の
所
在
を
明
ら
か

に
し
う
る
と
い
ふ
わ
け
で
す
。
ま
た
そ
れ
が
他
人
の
眼
に
も
、
は

つ
き
り
し
た
存
在
を
示
す
の
で
す
。

同
じ
こ
と
を
自
己
認
識
の
面
で
い

へ
ば
、
本
來
は
客
膿
化
し
え
ぬ
主
膿
を
客
膿
化
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

(
「絶
封
者

の
役
割
」
『全

集

四
』
二
八

一
頁
)

こ
の

「主
農

の
客
腱
化
」
と
い
う
点
が
キ
リ

ス
ト
教

の
特
質
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
東
洋
思
想
と
比
較
し
た
場
合
、
ど
う
な
る
の
か
。

31福 田恒存 と 「絶封者」

東
洋
に
お
い
て
は
、
自
己
は
精
神
作
用
や
行
動

の
主
膿
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
客
艦
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
断
念
し
た
の
で

す
。
眞
實
と
い

へ
ば
、
こ
の
は
う
が
眞
實
で
あ
り
ま
す
。
自
己
は
見
る
も

の
で
あ

つ
て
、
見
ら
れ
る
も

の
で
は
な

い
。
そ
れ
を
見
え

た
と
い
ふ
の
は
嘘
で
あ
り
ま
す
。
い
や
、
假
説
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
假
説
が
ど
う
し
て
立
て
ら
れ
た
か
と

い
ふ
と
、
絶
封
者
と
い

ふ
假
説
を
た
て
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
(「絶
封
者
の
役
割
」
『
全
集

四
』
二
入

一
頁
)

こ

の
よ
う
に
、
東
洋
思
想
に
お
い
て
は

「主
腱

の
客
膣
化
」
な
ど
と
い
う
発
想
は
あ
り
得
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教

の
こ
う

い
う
矛
盾
し
た

概
念

は
あ
く
ま
で

「絶
封
者
の
想
定
」
と
い
う

「假
説
」
に
よ
る
と
福
田
は
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
福
田
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
絶
封
者
を
想
定
し
て
い
る
上
で
の
矛
盾
点
を
次
の
よ
う
に
も
指
摘
し
て
い
る
。
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考

へ
て
み
れ
ば
を
か
し
い
話
で
、
つ
ね
に
自
己
の
上
か
ら
自
己
を
見
お
ろ
し
て
ゐ
る
絶
封
者

で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
自
己
が
規
定

す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
は
ず
で
す
。
自
己
が
そ
れ
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
し
か
も
逆
に
自
己
が
そ
れ
を
包
む
こ
と
が

で
き
る
と

い
ふ
の
は

を
か
し
い
。
佛
教

の

「無
」
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
有
限
者

の
自
己
が
包
ま
れ
る
だ
け
の
も
の
で
あ

つ
て
、
自
己
が
そ
れ
を
内
に
包
む

こ
と
は
で
き
ぬ
も
の
で
す
。

こ
こ
に
ク
リ
ス
ト
教
の
非
合
理
性
が
あ
る
が
、
こ
の
主
禮

の
客
謄
化
と
い
ふ
精
神
か
ら
合
理
主
義
が
生
れ
、
實
謹
科
學
が
生
れ
て

き
た
の
で
す
。

(「絶
封
者
の
役
割
」
『
全
集

四
』
二
八

一
～
二
八
二
頁
)

福

田
は

「絶
封
者
」
の
設
定
と
い
う
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
は
非
常
に
論
理
的

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は

「弾
力
性
」
と

「立
腱

性
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
で
に
検
討
し
た
。
し
か
し
、
本
質
論
で
い
う
と
、

「主
腱
」
を

「客
髄
化
」
す
る
な
ど
と
い
う

の
は
ま

っ
た
く
の

自
己
撞
着
で
あ
り
、
こ
の
点
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想

の
限
界
で
あ
る
と
言
え
る
。

福

田
は
こ
う

い
う
キ
リ
ス
ト
教

の
限
界
を
深
く
認
識
し
た
上
で
、
「絶
封
者
」
と

い
う
概
念
の
重
要
性
、
並
び
に
個

人
と
は
次
元
の
異
な

る

「全
膿
」
と

い
う
観
念
の
重
要
性
に

つ
い
て
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

福

田
は
次
の
よ
う
に
も
言

っ
て
い
る
。

私
た
ち
も
ま
た
、
時
代
と
場
所
を
超
え
た
不
攣
の
眞
理
と
い
ふ
も

の
を
欲
し
て
ゐ
る
。

る
。
(
「絶
樹
者

の
役
割
」
『全
集

四
』

二
八
二
頁
)

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と

の
要
点
を
箇
条
書
き
に
し
て
列
記
す
る
。

人
格
の
持
続
性
と
普
遍
性
と
を
欲
し
て
ゐ
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①
福

田
の
思
惟
方
法
は

「理
想
」
と

「現
実
」
と
の
両
方
に

つ
い
て
複
眼
的
に
思
索
を
廻
ら
す
と

い
う

「二
元
論
的
思
考
法
」
で
あ
る
。

②
福

田
の
宗
教
思
想
に
お
い
て
、
「絶
謝
者
」
と
い
う
概
念
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。

③
欧

米
人
は

「否
定
因
」
と
し
て
の
神
を
想
定
し
て
い
る
が
た
め
に
、

「理
想
」
と

「現
実
」
と
を
使

い
分
け
る

「
二
元
論
的
人
生
態
度
」

を
身
に

つ
け
て
い
る
。

④
欧

米
人
は
各
自

の
強
烈
な

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を

「絶
封
者
」

の
想
定
に
よ

っ
て
調
整
し
て
い
る
。

⑤

「絶
封
者
」

の
概
念
の
な

い
日
本
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
主
義
主
張
も
所
詮
は

エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
過
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
そ
う
い

う

平
板
な

「相
樹
主
義

の
悪
循
環
」
の
中
に
い
る
。

⑥

「絶
封
者
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
立
体
的
な
世
界
観
が
得
ら
れ
る
の
で
、
個
人
間
に
お
い
て
は
孤
立
し
て

い
て
も

「絶
封
者
」

を
介
在
し
て
そ
れ
ぞ
れ
間
接
的
に

つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦
全

体
と
個
と

の
関
係
は
、
は
じ
め
に
全
体
が
あ

っ
て
、
そ
の
上
で
一個
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
全
体
と
は
客
観
化
す
る
こ
と
の
で

き
な

い
も
の
で
あ
る
。

⑧
客
観
化
で
き
な

い
全
体
を
客
観
化
し
た

の
が
キ
リ

ス
ト
教

で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
主
体
を
客
体
化
し
た
の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
矛
盾

し
た
概
念
も
ひ
と
え
に

「絶
封
者
」
の
想
定
に
よ
る
。

以
上
、
要
点
を
簡
単
に
述
べ
た
が
、
結
論
と
し
て
は

「絶
封
者
」
と

い
う
概
念
が
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
、
す
な

わ
ち

「絶
樹
者

の
重
要
性
」
と

い
う
こ
と
、
す
べ
て
は
こ
の

一
事
に
尽
き
る
。
福
田
の
浩
潮
な
著
作
を

一
貫
し
て
流
れ
る
テ
ー

マ
も
こ
の

「絶

封
者

の
重
要
性
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
問
題
を
論
じ
て
い
て
も
変
わ
り
は
な

い
。

戦

後
我
が
国
は

「全
体
」
が
否
定
さ
れ
、
ひ
た
す
ら

「個
」
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
現
代
の
日
本
は

「無
秩
序

・
無
規
範
社
会
」

が
現
出
し
た
と
言
え
よ
う
。
昨
今
、
凶
悪
犯
罪
の
続
発
は
こ
う
い
っ
た
社
会
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
田
は
戦
後
、

い
ち
早
く
こ
の
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よ
う
な

「無
秩
序

・
無
規
範
社
会
」

へ
と
向
か
う
我
が
国
に
対
し
、
警
鐘
を
鳴
ち
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
根
本
に
お
い
て

「絶

封
者

」「
と
い
う
概
念
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
、
説
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

一

巷
間
に
お
い
で
福
田
は

「保
守
反
動
の
論
客
」
な
ど
と

シ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
」

い
ま
だ
正
当
に
彼
の
思
想
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
言

　

い
難

い
。
今
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
福
田
恒
存
と
い
う

一
人
の
思
想
家

の
こ
の
よ
う
な

「絶
繋
者
」

の
思
想
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
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