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近
代
精
神
と
政
治
思
想
史
研
究

戦
後
の
日
本
に
「
近
代
主
義
」
と
呼
ば
れ
た
思
想
的
学
問
的
潮
流
が
あ
っ
た
。
こ
の
潮
流
を
代
表
す
る
人
は
と
り
わ
け
政
治
学
・

日
本
政
治
思
想
史
の
丸
山
虞
男
と
西
洋
経
済
史
の
大
塚
久
雄
で
あ
り
、
そ
し
て
法
社
会
学
の
川
島
武
宜
や
文
学
の
加
藤
周
一
、
桑
原

武
夫
等
の
人
々
で
あ
っ
た
。
「
近
代
主
義
」
「
近
代
主
義
者
」
と
い
う
名
称
は
、
外
部
か
ら
｜
｜
主
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら

｜
｜
批
判
的
意
味
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
始
め
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
「
近
代
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
た
理
由
は
、
彼
ら
が

敗
戦
後
の
日
本
の
課
題
を
何
よ
り
も
近
代
化
に
お
い
た
こ
と
に
あ
ぶ
o

近
代
や
近
代
化
と
い
う
こ
と
ば
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
近
代
主
義
者
」
が
戦
後
の
日
本
の
課
題
と

し
て
掲
げ
た
近
代
化
は
何
よ
り
も
〈
人
間
の
近
代
化
〉
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
近
代
化
は
一
九
世
紀
後
半
、
明
治
維
新
の
時
代

か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
明
治
維
新
か
ら
戦
前
ま
で
の
近
代
化
は
軍
事
、
経
済
、
科
学
技
術
な
ど
の
広
範
な
領
域
に
及
ぶ
が
、

そ
れ
は
主
と
し
て
欧
米
諸
国
の
力
の
基
盤
を
な
し
て
い
た
物
質
文
明
・
機
械
文
明
・
技
術
文
明
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠威）

り
、
本
質
的
に
物
質
的
な
近
代
化
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
国
家
は
一
方
で
物
質
的
な
近
代
化
を
推
し
進
め
な
が
ら
、
同
時

に
天
皇
制
を
機
軸
と
す
る
国
家
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
天
皇
制
を
支
え
る
忠
君
愛
国
意
識
を
持
っ
た
臣
民

と
し
て
の
日
本
国
民
を
育
成
し
て
い
こ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
針
は
、
結
果
的
に
近
代
化
と
は
裏
腹
に
前
近
代
的
な
心
情
と
価

値
観
を
持
っ
た
人
間
を
保
存
し
再
生
産
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
天
皇
を
現
人
神
と
し
て
崇
拝
し
、
天
皇
と
国
家
の
た
め
に
無
条
件
に

命
を
投
げ
出
す
こ
と
を
美
徳
と
す
る
よ
う
な
戦
時
中
の
日
本
人
の
精
神
は
明
治
以
後
の
近
代
化
、
す
な
わ
ち
人
間
の
近
代
化
を
欠
落

さ
せ
た
近
代
化
の
帰
結
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
近
代
主
義
者
」
と
い
わ
れ
た
人
々
は
青
年
期
に
あ
の
戦
争
を
直
接
体
験
し
た
人
た
ち
で
あ
り
、
戦
争
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ

た
彼
ら
は
、
あ
の
戦
争
に
お
け
る
最
大
の
問
題
を
国
家
の
あ
り
か
た
と
そ
の
国
家
に
よ
っ
て
呪
縛
さ
れ
る
と
と
も
に
そ
れ
を
支
え
て

16う



い
た
日
本
国
民
の
あ
り
か
た
に
見
た
。
彼
ら
は
、
日
本
国
家
と
日
本
国
民
を
貫
い
て
い
る
問
題
と
し
て
非
合
理
性
と
前
近
代
性
を
見
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た
。
神
格
化
さ
れ
た
天
皇
を
絶
対
的
価
値
と
す
る
よ
う
な
前
近
代
的
な
国
家
体
制
と
そ
の
国
家
の
指
導
と
命
令
に
ま
っ
た
く
無
批
判

的
に
従
う
国
民
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
期
の
日
本
の
国
家
と
社
会
は
「
近
代
主
義
者
」
の
目
に
は
き
わ
め
て
異
常

慶謄の政治学

で
非
合
理
的
な
も
の
と
映
じ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
戦
後
の
日
本
の
最
大
の
課
題
を
近
代
的
な
人
間
の
形
成
と
そ
の
人
間
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
民
主
的
な
国
家
と
社
会
の
形
成
に
見
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
た
「
近
代
主
義
者
」
、
特
に
社
会
科
学
の
領
域
に
お
け
る
「
近
代
主
義
者
」
の
研
究
は
二
つ
の
異

な
る
方
向
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

一
つ
は
、
戦
時
中
の
日
本
帝
国
に
お
い
て
極
限
的
な
形
で
露
呈
さ
れ
た
日
本
の
国
家
・

社
会
・
人
間
の
異
常
な
あ
り
か
た
を
生
み
出
し
た
原
因
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
丸
山
の

『
現
代
政
治
の
思
想

と
行
動
』
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
、
例
え
ば
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
」
、
「
軍
国
支
配

者
の
精
神
形
態
」
と
『
日
本
の
思
想
』
、
川
島
武
宜
の
「
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
」
、
藤
田
省
三
の

『
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
」

な
ど
の
作
品
に
表
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
彼
ら
が
戦
後
の
日
本
の
最
大
の
課
題
と
み
な
し
た
近
代
的
人
間
と
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
近
代
社
会
・

近
代
国
家
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
研
究
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
に
は
例
え
ば
大
塚
久
雄
の

『
近
代
化
の
人
間
的
基
礎
」

や
『
宗
教
改
革
と
近
代
社
会
』
が
あ
る
。

『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
バ
l
の
研
究
者
で
あ
り
、

ウ
ェ

l
バ
l
の

ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』

の
訳
者
で
あ
り
、
自
身
信
仰
篤
き
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
大
塚
は
近
代
的
人
間
の
内
実
を
近
代
的

な
生
産
力
の
担
い
手
と
い
う
視
点
と
同
時
に
と
り
わ
け
ウ
ェ

i
バ
l
が
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』

の
中
で
描
き
出
し
た
宗
教
改
革
期
の
人
間
像
に
基
づ
い
て
そ
の
特
質
と
歴
史
的
意
義
を
論
じ
た
。
こ
の
書
の
中
で
ウ
ェ

l
パ
l
は、

宗
教
改
革
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
深
い
熱
烈
な
信
仰
を
有
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
自
ら
の
世
俗
の
生
き
方

を
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
世
俗
内
的
禁
欲
の
精
神
〉
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
徹
底
し
た
内
面



的
信
仰
に
よ
っ
て
〈
内
面
的
良
心
〉
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
今
や
内
面
的
良
心
に
よ
っ
て
自
律
し
た
人
間
、
内
面
的
人
格
と
し
て

の
近
代
人
が
現
わ
れ
て
き
た
。
ウ
ェ

l
バ
l
同
様
、
大
塚
も
ま
た
近
代
精
神
の
特
質
を
と
り
わ
け
内
面
的
品
位
・
内
面
的
自
発
性
を

有
す
る
人
間
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

近
代
精
神
、
近
代
的
人
間
の
特
質
を
と
り
わ
け
内
面
的
人
格
性
に
見
る
ウ
ェ

l
バ
i
や
大
塚
の
見
方
は
、
お
そ
ら
く
近
代
精
神
の

最
も
重
要
な
本
質
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
内
面
に
超
越
的
普
遍
的
原
理
を
確
立
し
、
そ
の
原
理
に
基
づ
い
て
世
俗
の
世

界
を
批
判
的
に
相
対
化
し
つ
つ
首
尾
一
貫
し
た
態
度
で
生
き
て
い
く
内
面
的
人
格
で
あ
る
こ
と
こ
そ
近
代
的
人
間
の
特
質
で
あ
る
。

国
家
の
命
令
に
無
批
判
的
に
従
っ
て
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
戦
時
中
の
日
本
人
の
あ
り
か
た
を
批
判
し
、
そ
れ
を
根
本
か
ら

変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
た
と
き
、
内
面
的
人
格
と
し
て
の
人
間
が
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の

と
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
近
代
的
人
間
の
特
質
を
究
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
戦
後
の
「
近
代
主
義
者
」
の
研
究
の
中
に
は
、
大
塚
の
近
代
的
人
間

類
型
と
は
本
質
的
に
異
な
る
と
ら
え
方
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
丸
山
の
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
や
福
田
歓
一
の

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠威）

『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
に
見
ら
れ
る
見
方
で
あ
る
。
丸
山
や
福
田
も
内
面
的
人
格
性
を
重
要
視
す
る
点
で
は
大
塚
と
共
通

す
る
が
、
政
治
思
想
史
学
者
で
あ
っ
た
彼
ら
は
近
代
的
人
間
の
特
質
と
意
義
を
と
り
わ
け
政
治
社
会
を
形
成
し
担
う
主
体
で
あ
る
こ

と
に
求
め
た
。
政
治
思
想
史
の
視
点
か
ら
見
る
と
き
、
近
代
以
前
の
時
代
に
お
い
て
は
人
聞
が
国
家
や
共
同
体
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
客
体
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
近
代
の
画
期
的
意
義
は
今
や
人
間
が
社
会
や
国
家
を
作
る
主
体
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
ら
が

近
代
の
画
期
的
意
義
を
強
調
す
る
の
は
こ
の
こ
と
が
人
類
の
歴
史
を
そ
の
前
後
に
分
か
つ
よ
う
な
巨
大
な
意
義
を
有
す
る
と
み
な
し

た
か
ら
で
あ
る
。

丸
山
は
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
」
に
お
い
て
近
世
の
儒
学
の
歴
史
を
〈
自
然
か
ら
作
為
へ
〉
と
い
う
視
点
で
見
て
、
社
会
秩
序

を
自
然
秩
序
と
連
続
的
に
見
る
よ
う
な
見
方
か
ら
社
会
秩
序
を
人
聞
が
主
体
的
に
作
為
す
る
も
の
と
見
る
見
方
へ
の
変
化
が
生
じ
て

167 



政治思想

い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
戦
争
中
に
『
三
田
新
聞
』
に
書
い
た
「
福
沢
に
お
け
る
秩
序
と
人
間
」
に
お
い
て
福
沢
を
「
秩

168 
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序
を
単
に
外
的
所
与
と
し
て
受
け
取
る
人
聞
か
ら
、
秩
序
に
能
動
的
に
参
与
す
る
人
間
へ
の
転
換
」
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
偉
大

な
思
想
家
と
し
て
評
価
し
た
。
福
田
は
社
会
契
約
説
を
近
代
政
治
思
想
の
中
核
に
あ
る
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
、
社
会
契
約
説
の
意

義
が
何
よ
り
も
政
治
社
会
を
人
間
の
作
る
組
織
と
み
な
す
見
方
を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
こ
と
に
見
て
い
る
。
彼
ら
は
と
も
に
作
為
的

秩
序
観
、
す
な
わ
ち
社
会
秩
序
を
人
間
の
作
る
組
織
と
み
な
す
見
方
が
現
わ
れ
た
こ
と
に
近
代
の
決
定
的
な
特
質
を
見
る
と
同
時
に
、

作
為
の
主
体
が
一
人
の
君
主
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
国
民
す
べ
て
が
主
体
と
な
っ
て
い
く
過
程
｜
｜
民
主
主
義
が
実
現
し
て
い
く
過
程

ー
ー
で
も
あ
る
近
代
を
歴
史
が
進
歩
し
て
い
く
時
代
と
し
て
見
た
。

彼
ら
は
近
代
の
意
義
を
こ
の
よ
う
に
何
よ
り
も
人
聞
が
社
会
形
成
の
能
動
的
主
体
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
見
た
が
、
同
時
に
社

会
的
主
体
と
し
て
の
人
間
は
一
人
ひ
と
り
が
独
立
の
個
人
、
言
い
換
え
れ
ば
内
面
的
人
格
と
し
て
の
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
内
面
的
人
格
性
を
重
視
す
る
こ
と
は
内
面
の
自
由
、
す
な
わ
ち
思
想
・
信
仰
の
自
由
を
重
視
す
る
こ
と
と
不

可
分
で
あ
る
。
思
想
や
信
仰
や
言
論
や
学
問
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
自
由
な
杜
会
に
お
い
て
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
思
考
し
つ
つ
自
主

的
な
人
格
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
通
し
て
社
会
的
な
主
体
も
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
内
面
の
自
由
、
思
想
・
信
仰
の
自
由
は
、
そ

れ
自
体
が
権
力
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
人
間
の
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
主
体
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
不
可
欠
の

条
件
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
近
代
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
な
自
由
を
人
間
の
基
本
的
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
人

聞
が
国
家
を
作
る
目
的
の
ひ
と
つ
を
ま
さ
に
こ
の
自
由
を
守
り
保
障
す
る
こ
と
に
置
い
た
こ
と
に
あ
る
。

政
治
学
が
一
般
に
人
間
を
国
民
と
い
う
集
団
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
内
面
的
人
格
と
し
て
の

近
代
的
人
間
こ
そ
民
主
主
義
国
家
の
主
体
と
な
り
う
る
と
考
え
る
丸
山
や
福
田
等
政
治
思
想
史
学
の
「
近
代
主
義
者
」
は
、
個
人
と

し
て
の
人
間
の
あ
り
か
た
に
ま
で
遡
っ
て
国
民
の
あ
り
か
た
を
問
題
に
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、
他
の
学
問
分
野
の
「
近
代
主
義
者
」

が
人
間
を
個
人
と
し
て
か
或
い
は
せ
い
ぜ
い
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
個
人
と
し
て
問
題
に
し
た
の
に
対
し
て
、
丸
山
や
福
田



の
よ
う
な
政
治
思
想
史
学
者
は
国
家
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
人
間
す
な
わ
ち
政
治
的
主
体
と
し
て
の
人
間
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

を
問
題
と
し
た
。
政
治
が
本
来
紛
争
の
解
決
を
目
的
と
す
る
営
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
紛
争
を
公
正
か
つ
平
和
裏
に
解
決
す
る
た
め

に
は
政
治
に
か
か
わ
る
主
体
は
柔
軟
で
成
熟
し
た
思
考
態
度
を
必
要
と
す
る
。
丸
山
の
政
治
思
想
史
研
究
の
主
題
は
と
り
わ
け
こ
の

成
熟
し
た
政
治
的
思
惟
と
し
て
の
〈
近
代
的
思
惟
〉
の
成
立
と
展
開
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
日
本
の
最
大
の
課
題
は
近
代
化
と
と
も
に
と
り
わ
け
民
主
主
義
の
実
現
で
あ
っ
た
。
新
憲
法
の
下
で
形
式
的
制
度
と
し
て

民
主
主
義
は
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
正
常
に
機
能
し
て
い
く
た
め
に
は
そ
れ
を
動
か
す
主
体
と
し
て
の
人
問
、
特
に
国
民
が
政
治

的
主
体
と
し
て
自
ら
を
形
成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
丸
山
や
福
田
等
の
政
治
思
想
史
学
に
お
け
る
「
近
代
主
義
者
」
は
ま
さ
に

戦
後
日
本
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
近
代
的
な
政
治
的
主
体
の
形
成
を
自
ら
の
学
問
の
課
題
と
し
、
そ
の
主
体
の
あ
り
か
た
を
思
考

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠戚）

態
度
や
精
神
構
造
の
面
か
ら
究
明
し
て
い
っ
た
。
他
の
学
問
分
野
の
「
近
代
主
義
者
」
が
戦
後
の
日
本
の
最
大
の
課
題
を
近
代
化
、

特
に
人
間
の
近
代
化
に
置
き
、
近
代
的
人
間
の
内
実
を
内
面
的
人
格
と
し
て
の
独
立
の
個
人
に
求
め
て
い
く
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に

対
し
て
、
政
治
思
想
史
学
の
「
近
代
主
義
者
」
は
近
代
化
と
民
主
化
を
と
も
に
戦
後
の
最
重
要
課
題
と
し
た
上
で
、
形
成
さ
れ
る
べ

き
近
代
的
人
間
を
ま
さ
に
民
主
主
義
を
原
理
と
す
る
国
家
を
担
う
政
治
的
主
体
と
し
て
の
人
間
と
し
て
構
想
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
問
題
意
識
か
ら
な
さ
れ
た
丸
山
や
福
田
の
近
代
精
神
論
は
他
の
近
代
思
想
研
究
に
は
見
ら
れ
ぬ
す
ぐ
れ
た
特
質
を
持
つ
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
近
代
精
神
論
は
、
近
代
精
神
が
古
代
や
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
日
本
に
も
東
洋
に
も
見
ら
れ
ぬ
独
自
で
貴

重
な
特
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
民
主
主
義
を
原
理
と
す
る
政
治
社
会
に
お
い
て
は
必
要

不
可
欠
の
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
民
主
主
義
が
い
か
に
厳
格
な
人
間

の
あ
り
か
た
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
一
不
さ
れ
た
。
彼
ら
の
研
究
は
近
代
精
神
の
偉
大
な
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、

民
主
主
義
を
も
っ
ぱ
ら
制
度
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
や
人
間
の
変
革
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
社
会
革
命
を
考
え
る
傾
向
に
あ

る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
近
代
や
近
代
化
の
時
代
の
終
罵
が
語
ら
れ
は
じ
め
て
久
し
い
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が
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
思
想
が
こ
の
問
題
意
識
を
欠
落
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
丸
山
や
福
田
等
政
治
思
想
史
学
の
「
近
代
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主
義
」
の
研
究
は
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
思
想
等
の
現
代
思
想
に
対
し
て
も
重
要
な
批
判
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

慶躍の政治学

近
代
精
神
と
哲
学

上
記
の
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
で
は
改
め
て
近
代
化
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
特
に
「
近
代
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
た
人
々

が
人
間
の
近
代
化
の
重
要
性
を
説
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
お
よ
び
近
代
精
神
の
思
想
史
的
意
義
と
特
質
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

し
か
し
今
日
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
戦
後
の
近
代
に
つ
い
て
の
肯
定
的
な
見
方
は
戦
後
日
本
と
い
う
特
殊
な
状
況
の
故
に
有
力

な
言
説
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
よ
り
広
く
長
い
視
野
で
見
れ
ば
む
し
ろ
近
代
批
判
・
否
定
の
方
が
支
配
的
な
見
方
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
日
本
に
お
い
て
も
戦
時
中
に
は
〈
近
代
の
超
克
論
〉
が
最
も
支
配
的
な
言
説
と
し
て
流
行
し
た
し
、
戦
後
に
お
い

て
も
近
代
批
判
の
最
も
代
表
的
な
思
想
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
が
「
近
代
主
義
」
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い

た
。
そ
し
て
「
近
代
主
義
」
と
マ
ル
ク
ス
主
義
が
影
響
力
を
失
っ
た
後
に
現
れ
て
き
た
の
は
近
代
の
終
罵
を
語
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

思
想
で
あ
っ
た
。

世
界
史
に
お
い
て
最
初
に
近
代
的
な
人
間
・
社
会
・
国
家
を
創
造
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
三
早
え
る
。
と
い
う

よ
り
も
、
日
本
に
お
け
る
近
代
批
判
の
思
想
は
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
影
響
下
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
発
し
た
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
戦
後
の
「
近
代
主
義
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
流
行
が
終
わ
り
む
し
ろ
批
判
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
過
去
の
時
代
と
思
想
か
ら
あ
え
て
日
本
の
問
題
を
解
決
す
べ
く
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
も
異
な
る
オ
リ
ジ
ナ

一
九
世
紀
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
お
い
て
最
も
顕
著
な
こ
と
は
徹
底
し
た
近

ル
な
近
代
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

代
批
判
の
思
想
が
現
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。



『
歴
史
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
、
世
界
史
を
神
の
意
志
の
実
現
過
程
で
あ
り
人
間
精
神
の

進
歩
の
過
程
で
あ
る
と
み
な
し
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
を
神
の
意
志
と
精
神
の
進
歩
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
目

的
が
成
就
さ
れ
た
時
代
と
し
て
把
握
し
た
。
そ
し
て
「
法
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
が
い
か
に
偉
大
な
性
格

を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
詳
述
し
、
こ
の
よ
う
な
国
家
を
創
造
す
る
こ
と
こ
そ
が
歴
史
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と

一
九
世
紀
の
初
め
に
ヘ

l
ゲ
ル
は
そ
の

し
た
。
し
か
し
ヘ

l
ゲ
ル
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
世
界
史
の
頂
点
で
あ
り
歴
史
の
完
成
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
か
え
っ
て
そ
の

後
徹
底
し
た
近
代
批
判
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ヘ
l
ゲ
ル
以
後
現
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
ぐ
れ
た
思
想
家
は
し
ば
し

ば
近
代
批
判
の
思
想
家
で
あ
っ
た
。
哲
学
者
ヘ

l
ゲ
ル
が
近
代
の
意
義
を
何
よ
り
も
そ
の
精
神
の
あ
り
か
た
に
見
た
の
に
対
し
て
、

ヘ
l
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
に
は
近
代
精
神
に
対
す
る
本
質
的
な
批
判
が
現
れ
て
き
た
。

キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ヘ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
精
神
の
概
念
は
根
本
的
に

ヘ
l
ゲ
ル
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
出
現
は
世
界
史
の
転
回
点
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
が
は
じ
め
て
人
間
の
本
質
が
精
神
に
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。

は
精
神
の
自
由
の
実
現
で
あ
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ま
さ
に
精
神
の
自
由
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
目
的
が
完
成
さ

ヘ
l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
精
神
の
本
質
は
自
由
で
あ
り
、
世
界
史
の
目
的

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠威）

れ
た
世
界
で
あ
る
。

ヘ
l
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
者
は
キ
リ
ス
ト
教
を
土
台
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
ヘ

l
ゲ
ル
の
世
界
史

の
見
方
、
近
代
の
見
方
を
批
判
し
、
そ
し
て
近
代
精
神
の
見
方
を
批
判
す
る
。
ヘ

l
ゲ
ル
批
判
者
に
と
っ
て
は
、
世
界
史
に
進
歩
の

モ
メ
ン
ト
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
決
し
て
神
の
意
志
の
実
現
の
過
程
な
ど
で
は
な
い
し
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
重
要
な
進
歩
を
実

現
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
同
時
に
極
め
て
深
刻
な
問
題
を
生
み
出
し
た
時
代
で
あ
り
決
し
て
歴
史
の
目
的
が
完
成
さ
れ
た
世
界
で
は

な
い
し
、
近
代
精
神
に
は
重
要
な
特
質
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
同
時
に
極
め
て
深
刻
で
解
決
不
可
能
と
も
思
え
る
矛
盾
を
内
に
蔵

し
た
も
の
で
あ
る
。

ヘ
l
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
は
近
代
精
神
が
苧
む
こ
の
深
刻
な
矛
盾
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
精
神
に
対
し

て
批
判
的
な
見
方
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

171 

ヘ
l
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
に
お
け
る
近
代
精
神
批
判
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
ニ

l
チ
ェ
の
批
判
で
あ
る
。

ヘ
l
ゲ
ル
が
近
代



精
神
を
根
本
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
性
格
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
把
握
し
た
の
と
同
様
に
、

ニ
l
チ
ェ
も
近
代
精
神
を
本
質
的
に
キ
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リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
。
し
か
し
ヘ

l
ゲ
ル
が
近
代
を
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
、
神
の
意
志
が
実
現

さ
れ
た
世
界
と
し
て
把
握
し
た
の
と
反
対
に
、

ニ
l
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
根
本
的
に
誤
っ
た
も
の
と
見
る
と
と
も
に
今

慶醸の政治学

や
キ
リ
ス
ト
教
が
生
命
力
を
持
っ
て
い
た
時
代
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
（
「
神
は
死
ん
だ
」
）
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
〈
神
の
死
〉

の
後
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
到
来
す
る
こ
と
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
聞
か
ら
生
き
る
意
欲
を
奪
う
も

の
で
あ
る
が
故
に
致
命
的
な
危
機
と
な
る
こ
と
を
予
言
し
、
こ
の
危
機
を
打
開
す
る
も
の
と
し
て
〈
超
人
〉
と
〈
永
遠
回
帰
〉
の
哲

学
を
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
ニ

l
チ
ェ
は
近
代
の
人
間
観
や
世
界
観
を
根
本
的
に
否
定
し
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る

人
間
像
と
世
界
観
を
作
ろ
う
と
し
た
。

ニ
l
チ
ェ
の
哲
学
に
お
け
る
積
極
的
な
主
張
・
内
容
を
な
す
超
人
や
永
遠
回
帰
の
教
説
は
そ
の
後
の
時
代
に
決
定
的
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
ニ

l
チ
ェ
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
近
代
精
神
に
対
す
る
批
判
と
や
が
て
来
る
べ
き
〈
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉
に
つ
い
て
の
論
及
は
そ
の
後
の
時
代
に
深
く
か
っ
持
続
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
デ
カ
ル
ト
か
ら
ヘ

i
ゲ

ル
に
至
る
近
代
哲
学
の
主
流
を
な
す
人
間
観
は
理
性
主
義
的
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
観
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
神
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
た
こ
の
世
界
に
お
い
て
人
間
は
理
性
と
い
う
他
の
動
物
に
見
ら
れ
ぬ
特
別
な
能
力
を
与
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
人
間
は

た
だ
自
然
な
欲
望
や
感
情
の
ま
ま
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
欲
望
や
感
情
を
制
御
す
る
力
を
持
つ
と
同
時
に
、
真
理

や
正
義
と
い
う
普
遍
的
な
価
値
や
意
味
を
持
つ
も
の
を
認
識
し
そ
れ
に
基
づ
い
て
生
き
る
力
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
真
理

や
正
義
に
基
づ
い
て
生
き
る
人
間
は
そ
れ
自
体
と
し
て
尊
厳
を
有
す
る
と
さ
れ
、
近
代
は
こ
の
よ
う
な
人
聞
が
支
配
的
と
な
っ
て
い

く
時
代
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
の
進
歩
の
先
端
あ
る
い
は
頂
点
を
行
く
時
代
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。

ヘ
l
ゲ
ル
の
哲

学
は
こ
の
近
代
の
理
性
主
義
的
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
見
方
を
体
系
化
し
総
括
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
以
後
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
変
化
は
ヘ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
近
代
の
理
性
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
的
見
方
を
掘
り
崩
し
て
い
っ
た
。
な



か
で
も
ニ

l
チ
ェ
の
哲
学
は
〈
神
の
死
〉
と
い
う
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
で
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の

人
間
観
を
根
本
か
ら
揺
さ
ぶ
り
あ
る
い
は
破
壊
す
る
よ
う
な
結
果
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

二
O
世
紀
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ

l
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
そ
の
「
ヘ

l
ゲ
ル
か
ら
ニ

l
チ
ェ
へ
』
に
お
い
て
一
九
世
紀
哲
学
史
・

精
神
史
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ

l
ゲ
ル
か
ら
ニ

l
チ
ェ
に
至
る
時
代
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
哲
学
、
そ
の
人

生
観
と
世
界
観
に
い
か
に
根
本
的
な
変
化
が
生
じ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

ヘ
l
ゲ
ル
の
哲
学
と
そ
の
精
神
の
概
念
は
決
定
的
に
過

去
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
っ
て
、

ニ
l
チ
ェ
を
〈
我
々
の
時
代
の
哲
学
者
〉
と
呼
ん
だ
。

ニ
l
チ
ェ
も
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
も
と
も
に
キ

リ
ス
ト
教
に
対
し
て
批
判
的
・
否
定
的
な
立
場
を
と
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
誤
っ
た
見
方
と
見
る
。
し
か
し
な
が

ら
他
方
に
お
い
て
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
の
世
界
観
と
人
生
観
の
根
本
を
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
決

し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

ニ
l
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
失
わ
れ
た
後

に
は
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉
が
到
来
す
る
だ
ろ
う
と
予
言
し
た
。
事
実
、
二

O
世
紀
に
そ
れ
は
到
来
し
た
。

レ
l
ヴ
イ
ツ

ト
は
ニ

l
チ
ェ
に
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
根
本
問
題
と
み
な
し
た
。

ニ
l
チ
ェ
と
レ

l
ヴ

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠威）

イ
ツ
ト
の
よ
う
に
〈
神
の
死
〉
と
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉
を
現
代
の
最
も
重
大
な
問
題
と
み
な
す
見
方
に
立
て
ば
、

九

世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
根
本
的
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
変
化
の
前
の
精
神
す
な
わ
ち
近
代
精
神
は
決
定
的
に
過

去
の
も
の
と
な
っ
た
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
で
は
現
代
の
精
神
状
況
に
は
対
応
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

哲
学
に
お
い
て
は
ニ

l
チ
ェ
の
こ
の
よ
う
な
見
方
と
問
題
設
定
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
支
配
的
な
考
え
方
と
な
っ
た
と
い
え

る。
こ
の
よ
う
に
近
代
精
神
の
見
方
に
つ
い
て
戦
後
日
本
の
「
近
代
主
義
」
特
に
政
治
思
想
史
学
の
そ
れ
と
哲
学
的
精
神
史
と
の
聞
に

は
根
本
的
な
相
違
が
存
在
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
議
論
・
論
争
に
お
い
て
ヘ

l

ゲ
ル
の
後
に
現
れ
た
思
想
家
の
多
く
は
近
代
批
判
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
日
本
の
「
近
代
主
義
」
は
明
ら
か
に
時
代
の
潮
流
に
逆

173 
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ら
っ
て
近
代
と
近
代
精
神
の
意
義
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
近
代
主
義
」
の
近
代
精
神
論
、
特
に
政
治
思
想
史
学
の
近
代
精

神
論
は
近
代
化
と
民
主
化
が
国
民
的
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
敗
戦
後
の
一
定
期
間
に
は
有
力
な
言
説
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
の

制
度
的
近
代
化
と
民
主
化
の
進
展
と
経
済
成
長
・
発
展
に
伴
う
国
民
意
識
の
変
化
の
な
か
で
徐
々
に
そ
の
影
響
力
を
失
っ
て
い
っ
た
。

時
代
の
潮
流
に
逆
ら
っ
て
近
代
精
神
の
意
義
を
説
い
た
「
近
代
主
義
」
の
影
響
が
失
わ
れ
て
し
ま
え
ば
時
代
の
潮
流
と
し
て
の
近
代

批
判
・
近
代
精
神
批
判
が
支
配
的
と
な
る
こ
と
は
不
可
避
的
で
あ
る
。
実
際
、
戦
後
日
本
の
課
題
と
向
き
合
う
な
か
で
生
ま
れ
発
展

174 
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し
て
い
っ
た
「
近
代
主
義
」
と
マ
ル
ク
ス
主
義
が
衰
退
し
た
後
に
は
、
実
存
主
義
、
構
造
主
義
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
、
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
思
想
等
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
て
い
る
近
代
批
判
の
傾
向
を
持
つ
思
想
が
輸
入
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
流
行
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
問
題
状
況
と
対
決
す
る
な
か
で
形
成
さ
れ
た
思
想
が
現
実
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
「
近
代

主
義
」
の
後
絶
え
て
久
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

政
治
思
想
史
学
と
哲
学
と
の
対
話

こ
の
よ
う
な
現
実
を
前
に
し
て
、
い
か
な
る
方
向
に
向
か
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
思
想
の
歴
史
は
所
与
の
思
想
を
批
判
・
否
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
思
想
と
現
実
を
生
み
出
し
て
い
く
歴
史
で
も
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
し
ば
し
ば
所
与
の
思
想
に

含
ま
れ
た
貴
重
な
果
実
を
見
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
破
壊
す
る
だ
け
で
進
歩
よ
り
も
退
歩
を
も
た
ら
す
歴
史
で
も
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
と
日
本
の
近
代
思
想
史
に
は
後
者
の
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
戦
後
思
想
に
つ
い
て
も
同
じ
轍
を

踏
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
戦
後
日
本
の
「
近
代
主
義
」
特
に
政
治
思
想
史
学
の
そ

れ
は
、
そ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
て
い
た
思
想
の
受
け
売
り
な
ど
で
は
な
く
、
日
本
の
問
題
状
況
に
深
く
真
撃
に
沈
潜
し
、

日
本
が
直
面
す
る
問
題
を
解
決
す
べ
く
あ
え
て
過
去
の
近
代
思
想
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
思
想
で
あ
り
、
福
沢
の
思



想
と
同
様
に
近
代
日
本
思
想
史
に
お
い
て
稀
に
し
か
見
ら
れ
ぬ
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
で
あ
っ
た
。
時
代
の
趨
勢
や
流
行
が
近
代
批
判

に
向
か
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
戦
後
思
想
を
無
視
す
る
よ
う
で
は
過
去
の
思
想
を
本
当
に
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き

h

h

E

O

 

J
hロ
i
v戦

後
の
「
近
代
主
義
」
は
、
明
治
維
新
後
の
近
代
化
が
物
質
的
な
近
代
化
に
片
寄
り
、
精
神
的
な
近
代
化
を
進
め
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
天
皇
制
を
近
代
日
本
人
の
精
神
的
機
軸
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
近
代
的
な
精
神
構
造
を
強
め
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
戦
時
中
の
前
近
代
的
で
非
合
理
的
な
体
制
と
戦
争
の
原
因
を
な
し
た
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置

き
つ
つ
戦
後
の
日
本
が
ま
ず
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
人
間
の
近
代
化
で
あ
る
と
し
て
そ
の
こ
と
を
主
張
し
、
同
時
に
近
代

的
人
間
の
特
質
を
主
と
し
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
と
思
想
か
ら
学
ん
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
た
。
そ
し
て
近
代
的
人
間

近代精神論の三つの方法（佐藤瑠威）

の
特
質
を
何
よ
り
も
内
面
的
人
格
性
、
内
面
的
良
心
に
よ
っ
て
自
律
し
た
人
間
で
あ
り
、
理
性
に
よ
っ
て
合
理
的
な
思
考
と
行
動
を

取
り
う
る
人
間
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
面
的
良
心
や
理
性
に
よ
っ
て
主
体
的
に
行
動
し
う
る
人
間
で
あ
る
こ
と
に
見
た
。
こ
う
し
た

「
近
代
主
義
」
の
人
間
観
に
も
戦
後
の
時
代
状
況
に
お
い
て
は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
が
、
「
近
代
主
義
」
の
人
間
観
の
思
想
的
意
義

は
と
り
わ
け
丸
山
や
福
田
等
政
治
思
想
史
学
者
が
打
ち
出
し
て
い
っ
た
人
間
観
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
に
基
づ
く
政
治
社
会
の
主
体

と
な
り
う
る
人
間
に
つ
い
て
の
見
方
に
あ
る
。
政
治
社
会
の
主
体
と
し
て
の
人
間
は
、
ま
ず
一
個
独
立
の
人
間
と
し
て
内
面
的
に
白

律
し
た
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
的
内
面
的
な
自
由
を
人
間
の
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
権
利
と
し
て
重
視
し
国
家
権
力

や
他
の
諸
々
の
力
・
障
害
か
ら
断
固
と
し
て
守
ろ
う
と
す
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
彼
は
自
己
の
私
的
内
面
的
世
界
に

閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
政
治
に
対
し
て
積
極
的
な
関
心
を
持
ち
民
主
的
な
政
治
社
会
を
支
え
担
お
う
と
す
る
態
度
を
持
つ
人
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
彼
は
政
治
的
な
目
標
の
追
求
が
権
力
闘
争
の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
し
ば
し
ば
対
立
や
紛

争
を
惹
起
し
目
標
以
上
の
コ
ス
ト
や
犠
牲
を
伴
う
こ
と
、
そ
こ
で
政
治
的
行
動
を
取
る
場
合
に
は
目
標
実
現
の
可
能
性
を
計
算
す
る

と
同
時
に
目
標
達
成
に
よ
る
利
益
や
メ
リ
ッ
ト
と
そ
れ
に
伴
う
コ
ス
ト
・
犠
牲
を
考
量
し
て
最
小
限
の
犠
牲
に
よ
っ
て
公
正
な
結
果

17う
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を
も
た
ら
す
よ
う
に
努
め
る
成
熟
し
た
思
考
態
度
を
持
つ
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
思
想
史
学
は
こ
の
よ
う
な
複
雑
で
卓
越

176 

し
た
精
神
構
造
・
思
考
態
度
を
具
え
た
人
間
を
近
代
精
神
か
ら
探
り
出
し
、
そ
れ
を
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
実
現
の
た
め
に
第
一
に

必
要
な
も
の
と
し
て
明
示
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
政
治
思
想
史
学
が
取
り
出
し
た
こ
の
近
代
的
人
間
像
は
近
代
精
神
か
ら
引
き
出

慶醸の政治学

し
う
る
最
高
の
遺
産
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
時
代
の
趨
勢
と
な
っ
て
い
る
近
代
批
判
の
流
れ
の
な
か
で
戦
後
日
本
の
政

治
思
想
史
学
が
取
り
出
し
た
こ
の
近
代
の
貴
重
な
遺
産
を
決
し
て
見
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
こ
の
過
去
の
遺
産
を
現
代
に
お
い
て
し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
全
く
異
な
る
日
本
の
状
況
に

お
い
て
生
か
そ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
が
た
ど
っ
た
歴
史
の
跡
を
追
い
、
そ
れ
が
か
つ
て
の
卓
越
し
た
特

質
を
失
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
精
神
の
遺
産
の
継
承
の
可
能
性
や
方
途
を
探
っ
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

カ
ー
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は

「ヘ

l
ゲ
ル
か
ら
ニ

l
チ
ェ
へ
』
を
は
じ
め
と
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
研
究
に
お
い
て
、

ヘ
l
ゲ
ル
が
今
や
絶
頂
に
達
し
た
と
見
た
近
代
精
神
が
一
九
世
紀
に
急
速
に
衰
退
の
過
程
を

た
ど
り
始
め
、
二

O
世
紀
に
お
い
て
殆
ど
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
見
た
。
レ

l
ヴ
イ
ツ
ト
は
近
代
精
神
の
衰
退
と
崩
壊
の
原
因
を
と

り
わ
け
ニ

l
チ
ェ
の
指
摘
し
た
〈
神
の
死
〉
と
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉

の
到
来
に
見
る
。

ヘ
l
ゲ
ル
の
後
に
現
れ
た
ヨ
l

ロ
ッ
パ
の
思
想
家
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
マ
ル
ク
ス
と
ニ

l
チ
ェ
で
あ
っ
た
が
、

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
基
づ
く
近
代
批

判
は
近
代
精
神
に
対
す
る
本
質
的
な
批
判
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
故
に
、
戦
後
日
本
の
「
近
代
主
義
」
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て

は
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
の
あ
る
近
代
精
神
の
意
義
を
強
調
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
自
説
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
ニ

l
チ
ェ
の
批
判
は
ま
さ
に
近
代
精
神
そ
の
も
の
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。

ヘ
l
ゲ
ル
の
後
の
最
も
重
要
な
哲
学
者
で
あ
る
ニ

l

チ
ェ
が
近
代
精
神
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
を
向
け
た
た
め
に
、
爾
来
哲
学
及
び
哲
学
的
精
神
史
に
お
い
て
は
近
代
精
神
に
対
し
て

否
定
的
な
見
方
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ニ

l
チ
ェ
が
扶
り
出
し
た
近
代
精
神
の
問
題
性
が
極
め
て
深
刻
で
あ
っ
た

た
め
に
、
近
代
精
神
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
が
強
ま
っ
た
と
い
え
る
。



ニ
l
チ
ェ
は
政
治
思
想
史
の
文
脈
に
お
い
て
近
代
精
神
を
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
彼
が
近
代
精
神
に
内
在
す
る
問
題
と
し

の
後
に
到
来
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
ー

て
指
摘
す
る
〈
神
の
死
〉

ロ
ッ
パ
に
固
有
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
政
治
思
想
史
学
の
「
近
代
主
義
」
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
近
代
批
判
は
強
く
意

識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ

l
チ
ェ
と
哲
学
的
な
精
神
史
の
近
代
精
神
批
判
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
近
代
精
神
を
め
ぐ
っ
て
政
治
思
想
史
学
者
と
哲
学
者
と
の
聞
に
論
争
が
起
き
た
と
い
う
話
も

な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
あ
え
て
対
立
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
今
日
の
状
況
に
お
い
て
政
治
思
想
史
学
の
「
近
代
主
義
」

の
近
代
精
神
論
の
貴
重
な
遺
産
を
受
け
継
ご
う
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
精
神
史
の
近
代
精
神
批
判
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る
。

政
治
思
想
史
学
に
お
け
る
「
近
代
主
義
」
の
最
大
の
問
題
意
識
は
、
戦
後
の
日
本
に
政
治
的
な
責
任
主
体
を
形
成
し
、
そ
の
政
治

的
責
任
主
体
に
担
わ
れ
た
真
の
民
主
主
義
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
真
の
政
治
的
責
任
主
体
は
、
政
治
的
な
集
団
の
主

体
と
な
る
以
前
に
、

一
個
の
人
間
と
し
て
内
面
的
人
格
的
に
自
律
し
た
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠威）

な
人
間
の
具
体
例
を
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
に
見
た
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
理
想
の
世
界
と
み
な
す
人
た
ち
で

あ
る
と
誤
解
さ
れ
た
。
彼
ら
は
決
し
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
人
類
の
理
想
世
界
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
内
面
的
に
自
律
し
た
人

聞
が
政
治
的
主
体
と
な
る
と
い
う
稀
有
な
事
態
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
じ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
理
想
を
追
求
す
る
上
で
一

つ
の
範
例
の
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

内
面
的
規
範
意
識
を
持
っ
て
自
律
し
た
政
治
的
主
体
と
し
て
の
人
聞
を
形
成
す
る
方
途
が
唯
一
つ
し
か
な
い
と
み
な
す
こ
と
は
速

断
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
に
そ
う
し
た
人
間
が
市
民
の
範
囲
や
水
準
に
お
い
て
多
少
と
も
現
わ

れ
た
こ
と
は
他
に
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、

や
は
り
キ
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リ
ス
ト
教
と
い
う
非
政
治
的
に
し
て
内
面
の
宗
教
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
宗
教
改
革
と
い
う
内
面
的
信
仰
を
か
つ
て
な
い
ほ
ど



強
め
る
運
動
が
近
代
初
頭
に
現
わ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
改
革
運
動
の
過
程
に
お
い
て
信
仰
の
自
由
・
内
面
の
自
由
を
人
間
の
権

政治思想

利
と
し
て
自
覚
す
る
と
同
時
に
こ
の
自
由
を
守
る
た
め
に
積
極
的
に
政
治
に
か
か
わ
り
自
ら
の
理
想
と
す
る
政
治
社
会
を
作
っ
て
い
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こ
う
と
す
る
人
聞
が
現
わ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
内
面
的
に
し
て
行
動
的
な
人
間
と
い
う
史
上
稀
な
型
の
人
聞
が
現
わ
れ
た
こ
と
、

慶麿の政治学

こ
れ
ら
の
こ
と
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
政
治
社
会
を
形
成
し
担
っ
て
い
っ
た
内
面
的
に
自
律
し

た
主
体
と
し
て
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
を
形
作
っ
た
の
は
何
よ
り
も
宗
教
改
革
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。

ニ
l
チ
ェ
は
〈
神
の
死
〉
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
す
る
信
仰
を
支
え
と
し
て
生
き
て
い
た
こ
れ
ま
で

の
人
間
を
断
罪
し
、
人
間
は
根
本
的
に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
れ
は
当
然
近
代
精
神
に
対
す
る
否
定
を
も

意
味
す
る
。
ニ

l
チ
ェ
は
〈
神
の
死
〉
か
ら
来
る
最
も
重
大
な
問
題
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
だ
と
し
た
。
す
な
わ
ち
価
値
・
目
的
・
意
味
が

失
わ
れ
て
人
聞
が
生
を
肯
定
し
え
な
い
こ
と
に
見
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
危
機
を
意
味
す

る
。
こ
の
危
機
的
な
問
題
に
対
峠
し
て
い
た
ニ

l
チ
ェ
の
視
野
に
は
、
政
治
思
想
史
学
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
問
題
た
る
近
代
政
治

社
会
の
主
体
を
い
か
に
形
成
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ニ

l
チ
ェ
の
批
判
が
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ

て
立
つ
近
代
精
神
に
対
す
る
根
本
的
批
判
を
意
味
し
、
近
代
政
治
社
会
の
主
体
と
し
て
の
内
面
的
に
自
律
し
た
人
間
を
可
能
に
し
た

の
が
何
よ
り
も
宗
教
改
革
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
民
主
主
義
を
原
理
と
す
る
政
治
社
会
の
主
体
を
形
成
す
る
こ

と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
戦
後
の
「
近
代
主
義
」
の
政
治
思
想
史
学
が
問
題
と
し
、
そ
し
て
依
然
と
し
て
課
題
と
し
て
意
義

を
失
っ
て
い
な
い
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ニ

l
チ
ェ
と
哲
学
的
精
神
史
に
よ
る
近
代
精
神
へ
の
批
判
を
自
ら
の
問
題
と

し
て
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
哲
学
の
側
で
も
近
代
精
神
を
批
判
す
る
際
に
、
政
治
思
想
史
学

が
取
り
出
し
た
近
代
精
神
の
貴
重
な
遺
産
を
現
代
に
お
い
て
保
持
し
あ
る
い
は
再
生
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

を
自
ら
の
課
題
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



お
わ
り
に

戦
後
の
日
本
に
あ
ら
わ
れ
た
思
想
的
学
問
的
潮
流
と
し
て
の
「
近
代
主
義
」
は
、
戦
争
と
近
代
日
本
の
歴
史
に
対
す
る
反
省
を
踏

ま
え
て
戦
後
日
本
の
課
題
を
近
代
化
、
特
に
人
間
の
近
代
化
に
置
い
た
。
丸
山
員
男
等
政
治
思
想
史
学
の
「
近
代
主
義
者
」
は
、
近

代
化
の
問
題
を
と
り
わ
け
民
主
主
義
を
原
理
と
す
る
近
代
国
家
、
近
代
政
治
社
会
を
形
成
し
担
う
こ
と
の
で
き
る
政
治
的
責
任
主
体

の
形
成
に
置
い
た
。
彼
ら
は
政
治
制
度
と
し
て
の
民
主
主
義
を
導
入
す
れ
ば
課
題
は
実
現
さ
れ
る
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら

は
普
遍
的
原
理
に
基
づ
く
民
主
的
な
社
会
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
構
想
す
る
主
体

は
内
面
に
普
遍
的
な
規
範
意
識
を
持
ち
、
そ
の
内
面
的
規
範
意
識
に
よ
っ
て
自
律
し
た
人
間
と
し
て
の
政
治
的
主
体
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
と
り
わ
け
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
と
思
想
史
か
ら
こ
の
よ
う
な
内
面
的
に
自
律
し
た
政
治
的
主
体
の
像
を
取
り
出
し
、
戦
後

の
日
本
に
真
の
民
主
主
義
を
確
立
す
る
た
め
に
は
こ
の
政
治
的
主
体
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
し
か
し
普
遍
的
な

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠戚）

原
理
に
基
づ
く
民
主
的
な
政
治
社
会
を
構
想
し
実
現
し
て
き
た
歴
史
上
唯
一
の
例
た
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
聞
は
根
本
的
に
キ
リ

ス
ト
教
に
よ
っ
て
立
つ
人
間
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
内
面
を
支
え
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
ニ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
「
死
ん
だ
」
の
で
あ
り
、

レ
l
ヴ
イ
ツ
ト
の
哲
学
的
精
神
史
研
究
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
不
可
逆
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
近
代
精
神
は
再
生
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ

る
。
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
哲
学
に
お
い
て
は
近
代
に
対
す
る
否
定
的
見
方
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
近
代
精
神
の
根
底
を
な
し
て
き

た
も
の
を
め
ぐ
っ
て
の
批
判
で
あ
り
、
批
判
の
射
程
は
近
代
精
神
全
体
に
及
ぶ
。
政
治
思
想
史
学
の
近
代
精
神
論
も
例
外
で
は
あ
り

え
な
い
。

こ
の
哲
学
的
近
代
精
神
批
判
に
面
し
て
い
か
な
る
方
向
に
進
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？

本
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
な
い
の
だ
か
ら
近
代
精
神
の
ご
と
き
も
の
を
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
真
の

起
り
う
る
一
つ
の
議
論
は
、
そ
も
そ
も
日
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民
主
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
「
欠
知
理
論
」
に
立
っ
た
悲
観
的
見
方
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
可



政治思想

能
性
は
、
民
主
主
義
と
近
代
精
神
と
の
関
係
を
本
質
的
な
も
の
と
見
な
い
で
制
度
の
改
革
改
良
で
民
主
主
義
は
実
現
可
能
で
あ
る
と
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考
え
る
楽
観
的
見
方
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
に
お
い
て
は
後
者
の
よ
う
な
見
方
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
敗
戦
直
後

の
時
代
、
世
界
に
は
欧
米
諸
国
以
外
に
民
主
主
義
を
実
現
し
え
た
国
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
二
一
世
紀
初
頭
の
現
在
、
欧
米
以
外
に

慶醸の政治学

も
民
主
主
義
は
根
付
き
つ
つ
あ
る
。
日
本
も
民
主
主
義
国
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
久
し
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
は
、
民
主
主
義
を
近
代
精
神
と
は
無
関
係
に
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
る
見
方
が
支
配
的
と
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

し
か
し
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
も
す
ぐ
に
順
調
に
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
今
日
民
主
主
義
国
に
な
っ
た
と
い
え
る
と
し
て
も

そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
幸
運
と
条
件
（
経
済
の
発
展
・
繁
栄
に
よ
る
市
民
層
の
形
成
、
囲
内
に
お
け
る
平
和
の
持
続
等
）
に
恵
ま
れ
て
の
こ

と
で
あ
る
。
或
る
困
の
民
主
主
義
が
本
物
で
あ
る
か
否
か
は
危
機
的
状
況
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。
戦
後
日
本
は
ま
だ
危
機
を
経

験
し
て
は
い
な
い
。
危
機
的
状
況
に
お
い
て
試
さ
れ
る
の
は
精
神
の
あ
り
か
た
・
強
き
で
あ
る
。

一
九
世
紀
以
後
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
制
度
と
し
て
の
民
主
主
義
は
明
ら
か
に
拡
大
発
展
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
大
衆

民
主
主
義
の
時
代
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
こ
の
同
じ
時
代
を
カ

l
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
、
近
代
精
神

の
衰
退
の
時
代
と
み
な
し
た
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
も
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』

の
末
尾
に

お
い
て
、
近
代
資
本
主
義
を
成
立
さ
せ
た
宗
教
改
革
期
の
世
俗
内
的
禁
欲
の
精
神
は
も
は
や
失
わ
れ
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
功
利
的

現
世
主
義
が
支
配
的
と
な
っ
た
と
述
べ
た
。
こ
の
時
代
に
衰
退
し
た
も
の
と
は
何
よ
り
も
近
代
精
神
の
核
を
な
し
た
内
面
的
人
格
性

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
た
内
面
的
規
範
意
識
を
持
っ
た
人
聞
が
消
え
て
、
単
な
る
功
利
的
世
俗
的
関

心
だ
け
で
行
動
す
る
人
聞
が
支
配
的
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
経
済
恐
慌
や
戦
争
や
革
命
的
状
況
等
の
危
機
に
お
い
て
冷
静
さ

を
失
っ
て
非
合
理
的
な
行
動
に
突
き
進
ん
で
い
く
危
険
性
を
持
つ
。
二

O
世
紀
に
お
い
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
現
わ
れ
て
き
た
の
は
こ
う

し
た
精
神
的
背
景
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
戦
後
日
本
の
「
近
代
主
義
」
が
近
代
精
神
か
ら
学
ぼ
う
と
し
た
の
も
、
ま
さ
に
戦
時
中
の

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
経
験
を
通
し
て
何
も
の
に
も
揺
る
が
ぬ
内
面
的
強
さ
を
持
っ
た
人
聞
が
戦
後
の
日
本
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら



で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
人
間
の
精
神
的
あ
り
か
た
を
抜
き
に
し
て
民
主
主
義
の
実
現
を
語
る
こ
と
は
余
り
に
安

易
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

真
の
民
主
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
内
面
的
人
格
性
を
持
っ
た
独
立
の
個
人
で
あ
り
公
共
的
規
範
意
識
を
そ
な
え
て
政
治
に

積
極
的
に
立
ち
向
か
う
成
熟
し
た
思
考
態
度
を
持
っ
た
人
聞
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
人
間
を
形
成
し
て
い
く
方
途
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
す
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
が
こ
の
よ
う
な
人
間
の
殆
ど
唯
一
の
例
で
あ
り
、
そ

し
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
が
決
定
的
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

い
か
な
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

が
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
丸
山
や
福
田
等
も
こ
れ
が
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知

し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
か
に
困
難
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
課
題
を
放
棄
し
て
し
ま
え
ば
危
機
に
際
し
で
も
揺
る
が
ぬ
真

の
民
主
主
義
を
確
立
す
る
可
能
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
残
さ
れ
た
可
能
な
方
途
の
一
つ
は
、
戦
後
の
政
治
思
想
史
学
の

こ
の
貴
重
な
遺
産
と
し
て
の
政
治
的
主
体
の
人
間
像
を
永
久
的
な
課
題
と
し
て
維
持
し
意
識
し
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近代精神論の二つの方法（佐藤瑠威）

戦
後
日
本
の
「
近
代
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
日
高
六
郎
編
集
・
解
説
『
現
代
日
本
思
想
大
系
M

近
代
主
義
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
）
と

佐
藤
瑠
威
『
丸
山
真
男
と
カ
l
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
」
（
日
本
経
済
評
論
社
、
二

O
O
三
年
）
の
「
戦
後
日
本
の
『
近
代
主
義
」
ー
ー
そ
の
人
間
像
の

現
代
的
意
義
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
を
参
照
。

丸
山
異
男
『
日
本
の
思
想
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
三

O
頁。

大
塚
久
雄
「
近
代
的
人
間
類
型
の
創
出
」
日
高
編
「
近
代
主
義
」
九
五
頁
。

日
高
編
『
近
代
主
義
』
五
六
頁
。

福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
二
四
四
頁
。

ヘ
1
ゲ
ル
「
歴
史
哲
学
講
義
』
（
上
）
長
谷
川
宏
訳
（
岩
波
書
店
、

2 4 3 6 5 
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一
九
九
四
年
）
三
八
頁
以
下
参
照
。



政治思想

（
7
）
ヘ

l
ゲ
ル
と
対
立
す
る
ニ

l
チ
ェ
の
哲
学
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
ヵ
l
ル
・
レ
l
ヴ
イ
ツ
ト
の
「
ヘ

l
ゲ
ル
か
ら
ニ

i
チ
ェ
へ
」
柴
田
治
三
郎

訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）
、
「
ニ

l
チ
ェ
の
哲
学
」
柴
田
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
六

O
年
）
を
参
照
。

（8
）

M
・
ウ
ェ

l
パ
！
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
下
巻
梶
山
力
・
大
塚
久
雄
訳
（
岩
波
書
店
、

三
六
頁
。

慶麿の政治学
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一
九
六
二
年
）


