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は
じ
め
に

　
本
稿
は
『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
二
十
六
号
に
掲
載
し
た
「
吉
野
作
造
〈
中
期
〉
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

─
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

軌
跡
」
の
続
編
で
あ
る
。
大
戦
期
、
吉
野
作
造
は
民
本
主
義
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を

済
す
の
途
を
論
ず
」（
一
九
一
六
年
）、「
民
本
主
義
の
意
義
を
説
い
て
再
び
憲
政
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」（
一
九
一
八
年
）
と
い
う

二
つ
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
両
者
と
も
民
本
主
義
の
必
要
性
を
提
言
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
言
説
の
変
化
か
ら
、
国
家
を
相
対
化
さ

せ
て
ゆ
く
吉
野
の
知
的
格
闘
を
概
観
し
た
。
そ
し
て
筆
者
は
、
末
尾
に
次
の
よ
う
な
課
題
を
示
し
論
を
結
ん
だ
。

　
政
府
に
対
し
て
政
策
を
突
き
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
理
想
的
な
状
況
を
こ
の
世
に
建
設
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
吉
野
自
身
こ
の
こ
ろ

よ
り
取
り
組
み
始
め
る
。
…
…
単
な
る
大
学
人
・
論
壇
の
人
間
に
収
ま
り
き
ら
な
い
吉
野
ら
し
い
姿
で
あ
る
。
国
家
に
頼
ら
ず
と
も
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
は
実
践
し
て
い
く
な
か
で
、「
高
尚
な
る
文
化
を
建
設
」
を
立
ち
上
げ
て
い
く
面
目
躍
如
の
活
躍
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
実
践
に
関
し
て
は
紙
幅
の
都
合
で
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
理
想
と
さ
れ
る
も
の
を
「
将
来
の
遠
い
理
想
郷
」
と
し

て
観
照
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
汗
を
な
が
し
、
格
闘
し
た
足
跡
に
関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
いあ
。

吉
野
作
造
〈
後
期
〉
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

─
理
想
主
義
実
現
の
足
跡

氏
　
家
　
法
　
雄
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本
稿
は
こ
の
課
題
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
吉
野
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
潮
流
が
過
激
さ
を
増
し
、
思
想
が
分
裂
的
状
況
を
ふ
か
め
て
ゆ
く
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
「
民
本
主
義
者
」

と
い
う
自
己
規
定
か
ら
「
理
想
主
義い
」
の
そ
れ
へ
と
認
識
を
変
更
し
た
。
そ
し
て
「
理
想
主
義
の
立
場
を
社
会
改
造
運
動
の
邪
魔
物
と
考

ふ
る
こ
と
の
如
何
に
浅
果
敢
な
も
の
」
と
し
て
幅
広
い
社
会
事
業
を
「
理
想
主
義
」
の
実
践
と
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
実
践
の
い

く
つ
か
を
追
跡
し
、
そ
の
足
跡
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１
　
憲
政
論
か
ら
社
会
改
良
へ

１
―
１
　
米
騒
動
へ
の
対
応
か
ら
白
虹
事
件
へ

　
第
一
次
世
界
大
戦
最
終
盤
を
疾
風
の
如
く
駆
け
抜
け
た
社
会
現
象
の
ひ
と
つ
が
「
米
騒
動
」
で
あ
ろ
うう
。
の
ち
に
米
騒
動
に
対
す
る
政

府
の
言
論
抑
圧
が
、
吉
野
作
造
の
「
政
治
学
者
」
と
し
て
の
活
動
を
大
き
く
転
換
し
て
い
く
契
機
に
な
る
の
で
そ
の
経
過
を
最
初
に
見
て

お
き
た
い
と
思
う
。

　
一
九
一
八
年
七
月
、
米
価
の
暴
騰
に
た
え
か
ね
た
富
山
県
魚
津
町
の
漁
民
妻
女
ら
数
十
人
が
、
米
の
県
外
へ
の
船
積
み
中
止
を
要
求
し

て
立
ち
上
が
っ
た
の
が
世
に
言
う
「
米
騒
動
」
の
発
端
で
あ
る
。
騒
動
は
た
ち
ま
ち
全
国
に
ひ
ろ
が
り
、
青
森
・
岩
手
・
秋
田
と
沖
縄
の

四
県
を
の
ぞ
く
道
府
県
に
波
及
し
た
。
急
激
な
イ
ン
フ
レ
の
進
行
の
な
か
で
も
っ
と
も
ひ
ど
か
っ
た
の
が
「
食
」
に
直
結
し
た
米
価
の
上

昇
で
あ
っ
た
が
、
政
府
は
こ
れ
と
い
っ
た
有
効
な
対
策
を
う
て
ず
、
最
終
的
に
は
、
生
活
苦
に
耐
え
か
ね
た
民
衆
の
怒
り
が
爆
発
す
る
こ

と
と
な
る
。
魚
津
町
漁
民
妻
女
の
烽
火
は
、
全
国
に
波
及
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
的
行
動
と
な
っ
て
各
地
を
嵐
の
よ
う
に
吹
き
荒
れ
た
。

　
吉
野
は
、
こ
の
騒
動
の
原
因
は
米
価
の
暴
騰
に
よ
る
民
衆
生
活
の
圧
迫
に
あ
る
か
ら
、
民
衆
自
身
が
直
接
行
動
に
出
た
の
は
自
然
の

こ
と
で
あ
る
と
し
て
、「
生
活
の
圧
迫
に
反
抗
し
て
民
衆
運
動
の
起
こ
る
の
は
世
界
普
通
の
現
象
で
あ
るえ
」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
状
況
認
識
か
ら
、
米
騒
動
に
つ
い
て
最
大
の
責
任
は
第
一
に
政
治
家
の
側
に
帰
す
べ
き
と
説
く
。
た
だ
同
時
に
、
民
衆
の
側
に
も
反
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省
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
「
一
旦
起
り
出
す
と
動
も
す
れ
ば
暴
動
の
形
を
執
り
常
軌
を
逸
し
て
自
他
を
損
ず
る
を
顧
み
ざ
るお
」
状
況
に

陥
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
民
衆
運
動
が
起
こ
る
」
の
は
必
然
だ
と
し
て
も
、
常
軌
を
逸
し
た
暴
力
を
肯
定
し
た
こ
と
を
残
念
だ
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
今
後
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
要
求
を
合
理
的
な
方
法
で
訴
え
る
筋
道
を
法
的
に
保
障
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
民
衆
が
自
ら
の
要
求
を
公
に
訴
え
る
自
由
と
権
利
を
与
え
る
べ
き
だ
と
論
を
結
ん
で
い
る
。

　
ま
た
翌
月
の
『
中
央
公
論
』
に
よ
せ
た
論
説
で
は
、
吉
野
は
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

　
米
騒
動
に
よ
つ
て
端
な
く
民
衆
運
動
の
怖
る
べ
き
に
驚
い
た
識
者
階
級
の
対
応
策
中
最
も
嗤
う
べ
き
も
の
は
、
所
謂
救
済
施
設
で

あ
る
。
尤
も
之
に
よ
つ
て
目
前
の
動
揺
は
大
い
に
鎮
つ
た
。
併
し
な
が
ら
問
題
の
全
部
が
之
で
解
決
し
た
と
安
心
し
て
は
な
ら
な
い
。

…
…
蓋
し
彼
等
は
今
度
の
騒
動
に
於
て
あ
ら
は
れ
た
問
題
は
、
臆
病
な
る
富
豪
の
い
や
〳
〵
乍
ら
企
て
る
慈
善
的
救
済
に
依
つ
て
解

決
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
社
会
的
公
正
の
主
義
に
よ
り
、
法
律
上
の
制
度
に
よ
つ
て
、
換
言
す
れ
ば
貧
民
の
富
豪
に
対
す
る

要
求
を
法
律
的
権
利
と
認
む
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
決
す
べ
き
も
の
な
り
と
主
張
す
る
。
…
…
昔
は
温
情
主
義
が
実
に
此
等
弱
者
の
保

護
者
で
あ
つ
た
。
而
し
て
現
代
は
温
情
主
義
の
過
去
に
於
て
な
せ
る
仕
事
を
、
法
律
が
代
つ
て
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に

よ
つ
て
労
働
者
の
主
張
を
権
利
と
し
て
認
む
る
の
外
に
、
今
日
彼
の
弱
き
を
扶
く
る
の
途
は
な
いか
。

　
政
府
に
よ
る
上
か
ら
の
温
情
主
義
に
は
限
界
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
問
題
に
対
し
て
発
言
で
き
る
機
会
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

の
が
吉
野
の
議
論
で
あ
る
。
民
衆
は
バ
カ
で
は
な
い
。
経
験
を
つ
み
、
知
識
と
能
力
を
身
に
つ
け
て
秩
序
あ
る
集
団
的
行
動
を
は
じ
め
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
方
策
は
一
般
民
衆
ま
で
選
挙
権
を
拡
大
す
る
こ
と
だ
と
、
吉
野
は
説
い
たき
。

　
米
騒
動
の
波
及
を
恐
れ
た
政
府
は
、
騒
動
に
関
す
る
新
聞
記
事
の
差
し
止
め
を
通
達
し
た
。
各
新
聞
社
は
政
府
の
措
置
に
対
し
て
抗
議
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し
、
内
閣
弾
劾
・
言
論
擁
護
の
論
調
を
強
め
た
。
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
、
そ
の
年
の
八
月
二
五
日
に
大
阪
で
開
か
れ
た
関
西
新
聞
記

者
大
会
で
あ
る
。
翌
日
、
そ
の
様
子
を
報
じ
た
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
夕
刊
の
記
事
は
「『
白
虹
日
を
貫
け
り
』
と
昔
の
人
が
呟
い
た
不
吉

の
兆
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
会
場
に
み
な
ぎ
る
緊
迫
し
た
空
気
を
伝
え
た
が
、
こ
の
語
句
が
当
局
の
目
に
と
ま
り
、
言
論
抑
圧
事
件
へ

と
発
展
す
るく
。

　「
白
虹
日
を
貫
く
」
と
は
、
中
国
の
古
語
で
天
下
に
革
命
が
起
こ
る
予
兆
を
意
味
し
た
言
葉
で
あ
る
。
政
府
当
局
は
こ
の
表
現
を
不
敬

と
し
て
注
目
し
た
。
直
ち
に
夕
刊
を
発
禁
処
分
に
す
る
と
と
も
に
、
朝
憲
紊
乱
を
理
由
に
新
聞
紙
法
違
反
と
し
、
大
阪
朝
日
新
聞
社
を
告

発
す
る
。
こ
の
政
府
や
検
察
の
動
向
に
右
翼
も
同
調
し
た
。
九
月
に
は
黒
竜
会
会
員
が
社
長
の
村
山
龍
平
を
大
阪
中
之
島
公
園
で
襲
撃
す

る
事
件
ま
で
起
き
た
。
そ
の
後
も
右
翼
団
体
は
執
拗
に
大
阪
朝
日
へ
の
攻
撃
を
つ
づ
け
、
右
翼
浪
人
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
浪
人
会
は
、

東
京
や
関
西
で
「
国
体
擁
護
」
を
掲
げ
て
同
新
聞
を
誹
謗
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰
り
返
し
た
。

　
こ
う
し
て
社
の
存
続
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
っ
た
大
阪
朝
日
は
、
社
長
の
村
山
が
辞
任
、
編
集
陣
の
入
れ
替
え
が
は
か
ら
れ
、
こ
れ
ま

で
の
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
を
撤
回
し
た
。
こ
の
言
論
抑
圧
事
件
が
世
に
言
う
「
白
虹
事
件
」
で
あ
る
。
寺
内
内
閣
と
鋭
く
対
立
し
た
編
集
局

長
の
鳥
居
素
川
、
社
会
部
長
の
長
谷
川
入
是
閑
、
通
信
部
長
丸
山
幹
治
、
調
査
部
長
花
田
大
五
郎
、
論
説
委
員
大
山
郁
夫
そ
れ
に
客
員
の

櫛
田
民
蔵
ら
が
退
社
し
、
河
上
肇
、
佐
々
木
惣
一
ら
の
寄
稿
者
た
ち
も
朝
日
と
縁
を
絶
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

１
―
２
　
浪
人
会
と
の
対
決

　
こ
の
事
件
に
対
し
て
、
吉
野
は
『
中
央
公
論
』
に
「
言
論
自
由
の
社
会
的
圧
迫
を
排
す
」
と
題
す
る
一
文
を
掲
げ
て
抗
議
し
て
い
る
。

吉
野
は
こ
の
時
論
で
寺
内
内
閣
と
い
う
権
力
に
よ
る
言
論
圧
迫
政
策
（「
国
家
的
な
る
も
の
」）
を
非
難
す
る
の
み
な
ら
ず
、
右
翼
と
い
う
民

間
の
暴
力
集
団
に
よ
る
「
社
会
的
圧
迫
」（「
社
会
的
な
る
も
の
）
を
も
問
題
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
言
論
の
自
由
を
圧
迫
す
る
も
の
に
国
家

的
な
る
も
の
と
、
社
会
的
な
る
も
の
と
の
二
種
類
あ
る
」。「
世
人
多
く
は
政
府
を
通
し
て
来
る
前
種
の
圧
迫
の
み
を
観
て
、
動
も
す
れ
ば
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民
間
の
頑
迷
な
る
階
級
よ
り
来
る
後
種
の
も
の
を
看
過
す
る
の
は
予
輩
の
常
に
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
つ
たけ
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で

あ
る
。

　
こ
の
吉
野
の
認
識
は
、
国
家
に
の
み
独
占
的
に
社
会
が
収
斂
さ
れ
る
と
い
う
従
来
の
保
守
的
な
知
的
認
識
に
衝
撃
を
与
え
る
と
同
時
に
、

浪
人
会
側
を
も
い
た
く
刺
激
し
た
。
浪
人
会
は
吉
野
糾
弾
の
決
議
を
行
い
、
会
の
メ
ン
バ
ー
は
吉
野
の
研
究
室
に
ま
で
や
っ
て
き
たこ
。
結

局
、
浪
人
会
と
の
交
渉
は
公
開
の
立
会
演
説
会
を
開
い
て
決
着
を
つ
け
る
こ
と
と
な
り
、
一
一
月
二
三
日
、
午
後
六
時
よ
り
、
会
場
は
神

田
の
南
明
倶
楽
部
で
公
開
演
説
会
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
日
、
吉
野
が
駆
け
つ
け
る
と
定
刻
前
と
い
う
の
に
す
で
に
い
っ

ぱ
い
の
ひ
と
だ
か
り
で
屋
外
に
ま
で
人
の
山
が
築
か
れ
、
吉
野
自
身
な
か
に
入
る
に
も
難
渋
す
る
ほ
ど
の
混
雑
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
日
は
、
浪
人
会
側
の
弁
士
四
人
が
交
代
で
演
壇
に
立
ち
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
に
吉
野
が
反
論
す
る
形
で
会
は
進
行
し
た
。
吉
野
は

浪
人
会
に
よ
る
大
阪
朝
日
糾
弾
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
村
山
社
長
に
対
す
る
暴
行
事
件
を
と
り
あ
げ
、
鋭
く
浪
人
会
の
行
動
を
批
判
し
、
そ

の
反
省
を
迫
っ
た
。

　
大
阪
朝
日
新
聞
や
村
山
龍
平
氏
の
思
想
の
内
容
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
し
ば
ら
く
論
外
で
あ
る
。
如
何
な
る
思
想
に
せ
よ
、

暴
力
を
以
て
圧
迫
す
る
こ
と
は
絶
対
に
排
斥
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
思
想
に
当
る
に
暴
力
を
以
て
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
に
於
て
、

既
に
暴
行
者
が
思
想
的
敗
北
者
た
る
こ
と
を
裏
書
き
す
る
の
で
あ
るさ
。

　
立
会
演
説
会
は
、
筋
道
の
立
っ
た
吉
野
の
弁
舌
が
終
始
相
手
側
を
圧
倒
す
る
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
た
が
、
最
後
は
両
者
の
立
場
を
相
互

に
認
め
あ
う
形
で
終
わ
っ
たし
。
し
か
し
演
説
会
を
開
催
し
た
こ
と
に
よ
る
社
会
的
影
響
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
後
で
詳
論
す

る
黎
明
会
や
新
人
会
と
い
う
社
会
運
動
が
形
成
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
は
、
憲
政
論
と
い
う
狭

い
枠
組
み
か
ら
脱
却
し
、
広
範
な
社
会
運
動
へ
と
吉
野
自
身
を
視
線
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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１
―
３
　
黎
明
会
、
新
人
会
の
結
成

　
吉
野
と
浪
人
会
の
対
決
は
、
言
論
の
自
由
の
意
義
に
つ
い
て
人
び
と
の
認
識
を
改
め
て
呼
び
覚
ま
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
結
成
さ

れ
る
の
が
「
黎
明
会
」
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
改
良
を
志
す
知
識
人
た
ち
が
、
そ
の
知
と
力
を
結
集
し
社
会
を
啓
蒙
す
る
目
的
で
立
ち
上

げ
た
思
想
団
体
で
あ
る
。
黎
明
会
は
、
吉
野
と
福
田
徳
三
を
中
心
と
し
て
一
九
一
八
年
一
二
月
二
三
日
に
結
成
さ
れ
たす
。

　
黎
明
会
結
成
の
趣
旨
は
、
創
立
会
を
か
ね
た
第
一
回
例
会
で
承
認
さ
れ
た
「
大
綱
三
則
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

　
一
、
日
本
の
国
本
を
学
理
的
に
闡
明
し
て
、
世
界
人
文
の
発
達
に
於
け
る
日
本
の
使
命
を
発
揮
す
る
こ
と
。
二
、
世
界
の
大
勢
に

逆
行
す
る
危
険
な
る
頑
迷
思
想
を
撲
滅
す
る
こ
と
。
三
、
戦
後
世
界
の
新
趨
勢
に
順
応
し
て
、
国
民
生
活
の
安
固
充
実
を
促
進
す
る

こ
とせ
。

　
第
一
項
は
、「
愛
国
」
を
盾
に
し
て
独
善
的
な
国
家
主
義
を
喧
伝
す
る
思
想
動
向
を
排
し
、
世
界
や
諸
文
明
に
開
か
れ
た
道
理
に
基
礎

づ
け
ら
れ
た
新
し
い
日
本
の
あ
り
か
た
を
追
求
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
項
は
、
浪
人
会
の
言
動
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
な
反
動
的
右
翼
思
想
を
「
世
界
の
大
勢
に
逆
行
す
る
危
険
な
る
頑
迷
思
想
」
と
認
め
、
そ
の
一
掃
を
共
通
目
標
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て

い
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
項
は
非
常
に
興
味
深
い
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
従
来
の
憲
政
論
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
転
換
を

示
す
一
つ
の
宣
言
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
社
会
改
良
の
議
論
が
、
国
民
の
自
由
や
権
利
の
法
的
・
制
度
的
な
確
立
に
集
中

的
に
リ
ソ
ー
ス
を
注
ぎ
込
ん
で
き
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
「
国
民
生
活
の
安
固
充
実
」
と
い
う
表
現
に
も
あ
る
通
り
、
制
度
的
整
備

の
み
な
ら
ず
そ
の
内
実
と
し
て
の
国
民
の
現
実
生
活
の
安
定
や
充
実
を
重
視
す
る
視
点
を
全
面
に
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
黎
明
会
が
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第
一
、
第
二
項
で
大
戦
後
の
開
か
れ
た
思
想
潮
流
に
逆
行
す
る
「
頑
迷
」
な
閉
ざ
さ
れ
た
国
家
主
義
と
の
対
決
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
こ

と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
政
治
的
運
動
を
中
心
と
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
思
想
に
対
し
て
、
新
し
く
社
会
的
な
運
動
へ
の
志
向
性
を
示
し
た
も

の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
政
治
制
度
の
改
革
か
ら
国
民
生
活
の
改
革
へ
と
い
う
吉
野
の
関
心
推
移
は
、
当
時
の
青
年
学
生
た
ち
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
たそ
。
学
生
た
ち
の
こ
の
新
し
い
機
運
は
、
学
生
の
思
想
団
体
「
新
人
会
」
と
い
う
形
で
、
い
ち
早
く
実
現

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
人
会
は
、
吉
野
と
浪
人
会
と
の
立
会
演
説
会
を
き
っ
か
け
と
し
て
そ
の
翌
月
の
一
九
一
八
年
一
二
月
、
東
京
帝

大
法
科
大
学
の
緑
会
弁
論
部
の
学
生
ら
の
尽
力
で
誕
生
し
たた
。

　
新
人
会
は
発
足
の
趣
旨
を
「
綱
領
」
と
し
て
公
に
し
て
い
る
。

　
一
、
吾
徒
は
世
界
の
文
化
的
大
勢
た
る
人
類
解
放
の
新
機
運
に
協
調
し
之
れ
が
促
進
に
努
む
。
　
一
、
吾
徒
は
現
代
日
本
の
合
理

的
な
る
改
造
運
動
に
従
ふ
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
改
造
の
風
潮
に
背
を
う
け
て
、
そ
れ
を
青
年
特
有
の
過
剰
な
潔
癖
さ
と
理
想
追
求
の
情
熱
と

で
増
幅
さ
せ
た
よ
う
な
気
負
い
が
目
立
つ
の
が
新
人
会
の
特
徴
で
あ
ろ
うち
。
発
足
当
初
に
あ
っ
て
は
、
人
道
主
義
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

中
心
に
多
様
な
思
想
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
、
そ
の
方
向
性
も
明
確
さ
を
欠
い
て
い
た
が
、
労
働
問
題
へ
の
関
心
を
高
め
る
に
つ
れ
て
、
主
流

は
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
や
「
人
民
の
中
へ
」（
ヴ
ナ
ロ
ー
ド
）
の
運
動
へ
接
近
し
、
過
激
化
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
く
。
そ
の
消

息
は
機
関
誌
の
誌
名
が
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
二
年
の
三
年
間
の
間
に
『
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』
か
ら
『
先
駆
』『
同
胞
』『
ナ
ロ
オ
ド
』
と

変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
運
動
が
過
激
化
す
る
な
か
で
吉
野
は
「
も
う
少
し
勉
強
し
ろ
勉
強
し
ろ
と
絶
え
ず
ブ
レ
ー
キ
を
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か
け
た
の
で
あ
るつ
」
と
警
句
を
発
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
新
し
い
時
代
に
目
覚
め
る
学
生
た
ち
を
頼
も
し
く
思
う
吉
野

の
や
さ
し
さ
と
、
若
さ
に
は
や
る
危
う
さ
を
気
づ
か
う
心
が
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
。

　
新
人
会
の
運
動
は
最
終
的
に
は
霧
散
し
て
し
ま
う
。
統
一
的
行
動
が
と
れ
な
か
っ
た
な
ど
問
題
は
山
積
し
て
い
る
も
の
の
、
学
生
運
動

の
嚆
矢
と
し
て
そ
の
一
歩
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
　
理
想
実
現
に
向
け
て
の
社
会
事
業
の
実
践

２
―
１
　
は
じ
め
に

　
一
九
一
七
年
三
月
一
四
日
、
吉
野
作
造
は
東
京
帝
国
大
学
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
理
事
長
に
就
任
し
た
。
吉
野
理
事
長
時
代
の
東
大
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
は

「
理
想
主
義
時
代
」
だ
と
命
名
さ
れ
て
い
るて
。
先
に
米
騒
動
か
ら
黎
明
会
・
新
人
会
へ
の
設
立
へ
い
た
る
な
か
で
の
吉
野
の
視
線
変
更
（
憲

政
論
か
ら
社
会
改
良
運
動
へ
）
を
追
い
か
け
て
み
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。
理
事
長

就
任
直
後
に
は
学
生
や
卒
業
生
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
を
生
か
し
た
社
会
事
業
が
次
々
に
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
が
、

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
特
筆
す
べ
き
足
跡
…
…
賛
育
会
病
院
の
設
立
、
簡
易
法
律
相
談
所
、
家
庭
購
買
組
合
…
…
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。

２
―
２
　
賛
育
会
病
院
の
設
立

　
本
郷
区
駒
込
追
分
町
の
東
大
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
学
生
会
館
周
辺
地
域
と
は
、
も
と
も
と
長
屋
の
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
た
住
宅
地
域
で
あ
り
、
Ｙ

Ｍ
Ｃ
Ａ
寄
宿
舎
や
近
く
の
屋
内
体
育
場
か
ら
出
さ
れ
る
学
生
た
ち
の
騒
音
は
、
た
び
た
び
住
民
の
抗
議
に
あ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
青
年
会

の
常
任
理
事
で
あ
っ
た
藤
田
逸
男
は
、
近
隣
住
民
に
対
す
る
奉
仕
活
動
と
し
て
夜
間
診
療
を
思
い
つ
い
た
。
こ
の
藤
田
の
発
案
は
、
吉
野

が
理
事
長
と
な
っ
た
直
後
の
学
生
理
事
会
で
承
認
さ
れ
無
料
診
察
所
を
開
始
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
医
学
部
Ｏ
Ｂ
が
参
加
し

て
一
九
一
七
年
一
〇
月
一
五
日
に
大
学
青
年
会
医
院
が
開
院
す
ると
。
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し
か
し
診
療
活
動
は
次
第
に
学
生
た
ち
の
活
動
に
支
障
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
新
た
に
「
貧
民
窟
」
で
の
診
療
事
業
を

目
指
し
、
木
下
正
中
（
青
年
会
特
別
会
員
、
浜
町
産
科
婦
人
科
病
院
長
）
に
相
談
を
も
ち
か
け
、
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
年
の
年
末
、

吉
野
は
社
会
政
策
学
関
係
者
と
と
も
に
貧
民
窟
の
ひ
と
つ
で
あ
る
本
所
区
太
平
町
を
視
察
し
、
こ
こ
を
診
療
所
の
開
設
場
所
と
し
て
推
薦

し
、
太
平
町
に
医
院
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
一
八
年
三
月
一
六
日
、
防
貧
事
業
の
趣
旨
か
ら
、
母
性
の
保
護
と
と
も
に
生
ま
れ
出
る
人
生
の
だ
一
歩
か
ら
健
全
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
の
願
い
、
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
婦
人
と
小
児
の
保
護
保
健
及
び
救
療
を
な
す
目
的
」
を
も
っ
て
賛
育
会
は
発

足
す
る
。「
賛
育
会
」
と
い
う
名
は
『
中
庸
』
の
「
天
地
の
化
育
に
賛
す
る
」
か
ら
木
下
が
つ
け
た
も
の
で
あ
るな
。

　
四
月
に
東
京
市
本
所
区
太
平
町
（
現
在
の
墨
田
区
錦
糸
一
丁
目
）
に
借
家
を
借
り
て
ベ
ッ
ド
一
台
、
机
と
椅
子
一
脚
で
賛
育
会
病
院
は
「
賛

育
会
妊
婦
乳
児
相
談
所
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
が
、
託
児
所
を
併
設
す
る
と
い
う
方
針
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
翌
一
九
一
九
年
八
月
に
新
設
さ
れ
た
医
院
の
会
員
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
会
の
設
立
主
旨
と
発
起
人
名
が
記
さ
れ
、
藤
田
の
手
に

よ
る
趣
意
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

　
私
達
は
世
に
可
憐
れ
な
孤
児
を
助
け
る
前
に
先
づ
其
母
の
死
を
救
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
又
不
幸
な
る
白
痴
や
低
能
児
を
教
育
す

る
前
に
先
づ
其
原
因
を
無
く
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
或
は
虚
弱
な
子
ど
も
か
ら
起
る
両
親
の
悲
し
み
を
慰
め
る
前
に
先
づ
其
虚
弱
に

陥
る
最
初
の
起
因
を
防
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬに
。

　
こ
の
趣
旨
の
も
と
、
妊
婦
相
談
所
、
乳
児
幼
児
相
談
所
、
産
院
、
保
育
所
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
賛
育
会
は
母
子
保
護
事
業
と

し
て
出
発
し
た
。

　
発
起
人
に
は
、
吉
野
、
木
下
の
意
向
に
よ
り
夫
婦
が
名
を
連
ね
た
。
初
代
理
事
長
は
木
下
正
中
、
専
務
理
事
に
藤
田
逸
男
、
河
田
茂
、
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そ
し
て
七
名
の
理
事
の
な
か
に
吉
野
と
婦
人
の
た
ま
の
の
名
前
が
あ
っ
たぬ
。
女
性
が
理
事
と
し
て
名
を
連
ね
る
こ
と
自
体
、
新
し
い
試
み

で
あ
っ
た
。
本
邦
初
の
社
会
事
業
施
設
と
し
て
の
産
院
事
業
が
こ
こ
に
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
日
本
に
お
い
て
庶
民
を
対
象
と
す
る
産
院

の
最
初ね
」
と
な
る
。

２
―
３
　
簡
易
法
律
相
談
所
と
家
庭
購
買
組
合

　
一
九
一
八
年
、
当
時
弁
護
士
を
し
て
い
た
片
山
哲
が
星
島
二
郎
と
と
も
に
吉
野
の
も
と
を
訪
れ
た
。
そ
れ
は
、
法
律
に
疎
遠
な
一
般
庶

民
を
対
象
に
し
た
「
簡
易
法
律
相
談
所
」
を
開
き
た
い
と
の
相
談
で
あ
っ
た
。
吉
野
は
さ
っ
そ
く
片
山
、
星
の
事
業
を
後
援
し
、
東
大
Ｙ

Ｍ
Ｃ
Ａ
寄
宿
舎
の
一
室
を
借
り
て
開
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
るの
。
簡
易
法
律
相
談
所
は
相
談
料
が
均
一
料
金
で
あ
っ
た
の
で
、
相
談
客
が
押

し
か
け
て
大
盛
況
と
な
っ
た
。
集
ま
っ
て
来
た
の
は
、
中
小
企
業
家
、
労
働
者
、
女
性
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
実
質
的
に

は
片
山
が
一
人
で
相
談
に
あ
た
っ
た
。
相
談
所
に
多
く
の
女
性
が
訪
れ
た
こ
と
に
片
山
は
驚
い
た
。
女
性
た
ち
は
離
婚
な
ど
身
の
上
相
談

に
か
ら
ん
だ
問
題
が
ほ
と
ん
ど
で
、
女
性
問
題
の
深
刻
さ
を
感
じ
た
片
山
は
、『
婦
人
と
法
律
』
を
出
版
し
、
こ
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ

て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　
簡
易
法
律
相
談
所
は
、
一
九
二
〇
年
一
月
、
日
比
谷
に
事
務
所
を
移
転
し
「
中
央
法
律
相
談
所
」
と
し
て
独
立
し
、
翌
年
か
ら
『
中
央

法
律
新
報
』
を
発
刊
し
た
。

　
相
談
所
で
の
経
験
を
も
と
に
、
片
山
は
家
制
度
・
公
娼
制
度
、
そ
し
て
婦
人
参
政
権
に
深
く
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な
る
。
星
島
も
ま
た
、

二
〇
年
五
月
の
第
一
四
回
総
選
挙
に
立
候
補
し
た
際
、
普
通
選
挙
実
施
と
と
も
に
、
婦
人
参
政
権
、
公
娼
廃
止
を
掲
げ
て
当
選
す
る
。

　
し
か
し
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
相
談
所
の
建
物
は
消
失
し
、『
中
央
法
律
新
報
』
は
そ
の
翌
年
五
月
号
で
終
刊
を
向
か
え
た
。
片
山
は

労
働
運
動
・
農
民
運
動
に
関
わ
る
一
方
、
星
島
は
犬
養
毅
ら
と
行
動
を
と
も
に
し
た
。
法
律
所
の
解
散
は
関
東
大
震
災
に
起
因
す
る
こ
と

も
大
き
か
っ
た
が
、
二
人
の
思
想
方
向
が
異
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
解
散
の
原
因
だ
っ
たは
。
し
か
し
、
簡
易
法
律
相
談
所
で
の
法
律
相
談
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は
、
二
人
に
お
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
そ
れ
を
現
実
の
政
策
と
し
て
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
一
つ
の
き
っ
か
け
に
は

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
簡
易
法
律
相
談
所
を
立
ち
上
げ
た
翌
一
九
一
九
年
十
二
月
十
五
日
、
東
大
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
と
日
本
女
子
大
櫻
楓
会
が
連
携
し
、
吉
野
を
理
事

長
と
し
て
「
家
庭
購
買
組
合
」
が
発
足
す
る
。
こ
れ
は
、
シ
ベ
リ
ア
で
消
費
組
合
を
見
聞
し
た
藤
田
逸
男
の
発
案
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

中
流
家
庭
を
中
心
に
す
べ
て
の
家
庭
を
組
合
員
と
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げひ
、
小
売
仲
介
を
排
し
て
、
直
接
生
産
者
や
問
屋
か
ら
安
く
て

良
い
品
を
購
買
す
る
こ
と
を
組
合
の
目
的
と
し
た
。
簡
易
法
律
相
談
所
に
つ
い
て
は
吉
野
は
法
律
の
専
門
家
で
は
な
い
か
ら
後
援
と
い
う

形
で
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
家
庭
購
買
組
合
に
関
し
て
は
、
資
金
調
達
を
含
め
積
極
的
に
関
わ
っ
た
。

２
―
４
　
慈
善
事
業
か
ら
社
会
事
業
へ

　
さ
て
、
こ
う
し
た
事
業
に
転
機
が
訪
れ
る
の
が
関
東
大
震
災
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
九
月
一
日
の
震
災
は
物
質
的
損
壊
の
み
な
ら
ず
、

精
神
的
に
も
大
き
な
禍
根
を
人
々
の
心
に
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
日
、
吉
野
は
同
僚
と
昼
食
を
し
よ
う
と
研
究
室
を
出
た
と
こ
ろ
罹
災
し
た
。
す
ぐ
さ
ま
神
明
町
の
自
宅
へ
戻
り
、
家
と
家
族
の
無

事
を
確
認
し
て
か
ら
、
研
究
室
に
戻
り
、
原
稿
な
ど
の
重
要
書
類
を
ま
と
め
て
か
ら
再
び
帰
宅
し
た
と
い
う
。

　
最
初
に
目
に
着
き
し
は
事
務
室
の
家
根
瓦
は
一
ト
た
ま
り
も
な
く
ゆ
す
ぶ
り
落
と
さ
れ
る
光
景
也
。
地
上
の
震
動
に
か
ら
だ
も
ふ

ら
〳
〵
す
る
　
之
は
容
易
な
ら
ぬ
地
震
だ
わ
い
と
思
ふ
間
に
遙
に
研
究
室
の
二
階
の
上
の
煉
瓦
壁
、
法
文
科
本
館
の
夫
れ
六
畳
敷
八

畳
敷
位
の
ボ
タ
〳
〵
落
ち
且
所
々
縦
に
亀
裂
を
生
ぜ
る
を
見
て
頓
と
度
肝
を
抜
か
れ
る
ゝ
の
思
あ
りふ
。

　
震
災
に
よ
り
、
賛
育
会
病
院
の
事
業
拠
点
で
あ
る
本
所
産
院
や
深
川
乳
児
院
は
完
全
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
理
事
長
の
木
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下
正
中
は
自
ら
経
営
す
る
病
院
の
再
建
で
忙
殺
さ
れ
、
実
質
的
な
中
心
で
あ
る
藤
田
逸
男
も
家
庭
購
買
組
合
の
対
策
で
手
を
回
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
施
設
の
再
建
は
、
産
院
長
河
田
茂
と
主
事
遣
水
祐
四
郎
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ふ
た
り
は
宮
内
省

か
ら
の
援
助
を
受
け
、
昼
夜
兼
行
で
災
害
救
助
に
あ
た
っ
た
。
吉
野
も
復
旧
に
尽
力
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
理
事
会
へ
形
式
的
に
参
加
す
る

だ
け
で
あ
っ
た
が
、
木
下
宅
で
開
か
れ
た
相
談
会
へ
の
出
席
を
は
じ
め
と
し
て
、
資
金
補
助
の
官
公
庁
を
歩
い
た
。
建
築
資
材
の
都
合
を

つ
け
る
と
、
十
二
月
に
は
仮
建
築
の
病
院
で
事
業
を
よ
う
や
く
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
たへ
。
震
災
を
契
機
に
吉
野
は
木
下
に
変
わ
り
、
実

質
的
な
理
事
長
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
木
下
理
事
長
時
代
、
賛
育
会
の
方
針
は
、
貧
し
い
人
々
に
対
価
を
求
め
ず
恩
恵
を
施
す
と
い
う
慈
善
事
業
が
そ
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
。

し
か
し
慈
善
事
業
に
は
、
そ
れ
は
「
人
間
を
根
本
的
に
良
く
す
る
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
い
も
必
然
し
て
し
ま
う
。
実
際
、
診
療
所
を

利
用
す
る
人
々
の
な
か
に
は
、
無
料
で
あ
る
こ
と
に
安
住
し
て
診
療
所
を
渡
り
歩
く
者
や
、
受
け
取
っ
た
施
薬
を
捨
て
た
り
す
る
者
も
多

数
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
自
ら
の
寄
付
に
感
謝
を
要
求
す
る
裕
福
な
人
々
も
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
吉
野
は
賛
育
会
を
慈
善

事
業
か
ら
社
会
事
業
に
転
換
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。「
創
設
の
費
用
は
富
豪
の
寄
附
に
求
め
る
こ
と
は
よ
い
。
拡
張
の
場
合
の
資
金

も
同
じ
く
富
豪
に
仰
い
で
も
よ
い
が
、
維
持
経
営
の
費
は
利
用
者
に
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
が
吉
野
の
考
え
で
あ
るほ
。

　
終
局
の
目
標
は
ど
こ
ま
で
も
利
用
者
の
自
治
と
云
ふ
所
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
日
も
早
く
其
設
備
が
彼
等
自
身
の
も

の
と
し
て
成
り
立
つ
て
い
く
様
に
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
体
こ
の
事
業
は
そ
の
昔
何
人
に
依
つ
て
創
設
さ
れ
た

か
な
ど
の
こ
と
が
頓
と
忘
れ
ら
れ
る
様
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
の
成
功
と
は
云
へ
な
いま
。

　「
霊
的
生
物
と
し
て
の
本
来
の
稟
質
は
、
此
に
適
当
な
機
会
さ
へ
与
ふ
れ
ば
、
無
限
に
発
展
向
上
し
て
煌
ま
ざ
る
も
の
で
あ
るみ
」
と
い

う
人
間
観
が
吉
野
の
根
柢
に
は
存
在
す
る
。
理
想
的
な
も
の
を
実
現
す
る
た
め
に
は
確
か
に
「
機
会
」
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
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同
時
に
そ
れ
が
「
無
限
に
発
達
し
て
い
く
」
た
め
の
促
し
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
も
の
の
見
方
が
吉
野
が
夢
想
的
な
理
想
主
義
者
で
な
い

所
以
で
も
あ
ろ
う
。
吉
野
に
と
っ
て
社
会
事
業
と
は
、
利
用
者
の
自
治
・
独
立
を
促
す
現
実
的
な
理
想
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ

の
吉
野
の
考
え
方
は
、
震
災
を
契
機
と
し
て
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
震
災
後
の
一
九
二
六
年
九
月
、
賛
育
会
の
財
団
法
人
化
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
吉
野
は
第
二
代
理
事
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
降
、
地
域
一
帯
の
妊
婦
の
家
庭
訪
問
と
指
導
、
そ
し
て
地
域
の
実
情
に
つ
い
て
の
調
査
が
行
わ
れ
、
賛
育
会
の
社
会
事
業
は
様
々
な
方

面
へ
拡
大
す
る
。
実
質
的
に
そ
れ
を
担
っ
た
の
は
河
田
茂
と
遣
水
で
あ
っ
た
が
、
震
災
後
の
住
宅
供
給
事
業
、
失
業
者
へ
の
授
産
事
業
な

ど
拡
大
し
た
事
業
は
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
八
年
一
月
の
理
事
会
で
は
、
本
来
の
事
業
で
あ
る
母
子
保

護
と
い
う
目
的
に
立
ち
返
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
そ
れ
以
外
は
廃
止
と
決
定
し
た
。

３
　
最
後
に

　
家
庭
購
買
組
合
の
理
事
に
就
任
し
た
藤
田
は
、
賛
育
会
を
通
し
て
「
吉
野
先
生
の
人
道
論
」
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
考
え
、
家
庭
購
買
組

合
で
は
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
を
、
社
会
の
経
済
面
で
実
現
し
て
い
こ
う
と
努
力
し
て
き
た
、
と
戦
後
述
懐
し
て
い
るむ
。

　
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
人
権
思
想
と
社
会
実
践
を
融
合
し
よ
う
と
し
た
片
山
哲
の
試
み
を
後
押
し
し
た
こ
と
も
、

理
想
的
な
る
も
の
を
現
実
に
展
開
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
ら
な
い
と
い
う
吉
野
の
信
念
の
露
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

賛
育
会
と
簡
易
法
律
相
談
所
、
家
庭
購
買
組
合
と
い
う
三
つ
の
事
業
の
基
底
に
は
吉
野
作
造
の
思
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
三
つ
の
事
業
は
そ
れ
ぞ
れ
、
母
子
保
護
、
女
性
の
権
利
と
保
護
、
そ
し
て
生
活
改
善
と
、
い
ず
れ
も
女
性
と
家
庭
に
関
わ
る

問
題
を
出
発
点
と
し
て
い
た
こ
と
も
明
記
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
一
九
二
〇
年
五
月
、
吉
野
は
、
経
済
学
者
・
森
本
厚
吉
、
作
家
・
有
島
武
郎
ら
と
共
に
「
文
化
生
活
研
究
会
」
を
設
立
し
た
。
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こ
れ
は
大
戦
景
気
に
よ
り
都
市
中
間
層
が
拡
大
し
、
文
化
や
生
活
に
も
改
造
思
潮
が
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ

て
い
る
。
文
化
生
活
研
究
会
は
科
学
的
に
生
活
を
改
善
し
、
誰
も
が
文
化
的
な
生
活
を
営
め
る
方
策
を
啓
蒙
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し

た
。
吉
野
自
身
は
、
研
究
会
の
活
動
を
「
文
明
国
民
と
し
て
如
何
に
生
活
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
の
要
求
に
応
じ
、
理
想
的
な
文
化
生

活
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
の
が
研
究
会
の
活
動
だ
と
主
張
し
て
い
るめ
。

　
文
化
生
活
研
究
会
で
は
、
月
刊
誌
『
文
化
生
活
』
を
発
行
し
、
文
化
的
な
生
活
の
範
を
示
し
そ
う
と
試
み
た
。
内
容
は
、
文
化
生
活
を

さ
さ
え
る
啓
蒙
的
記
事
、
生
活
改
善
の
方
途
か
ら
文
化
芸
術
に
い
た
る
ま
で
幅
広
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
出
版
活
動
だ
け
で
な
く
、

そ
の
具
体
的
な
事
業
と
し
て
一
九
二
二
年
に
は
財
団
法
人
文
化
普
及
会
を
設
立
し
、
文
化
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス
も
建
設
さ
れ
、
理
想

的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
提
案
し
て
い
る
。

　
す
で
に
東
大
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
理
事
長
と
し
て
、
そ
し
て
賛
育
会
の
活
動
と
い
っ
た
側
面
か
ら
生
活
改
善
運
動
に
か
か
わ
っ
て
い
た
吉
野
だ
が
、

文
化
生
活
研
究
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
で
運
動
の
主
体
と
し
て
進
み
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
吉
野
に
と
っ
て
文
化
生
活
と
は
「
人
の
人
た
る
所
以
に
相
応
し
い
生
活
と
し
て
、
其
内
容
無
限
に
豊
富
な
ら
ん
事も
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　
そ
し
て
、
文
化
生
活
の
主
体
者
で
あ
る
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
根
拠
は
何
か

─
。
吉
野
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
理
想
」
で

あ
る
と
い
う
。
動
物
の
場
合
、
本
能
が
本
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
間
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。「
此
に
適
当
な
機
会
さ
へ
与
ふ
れ
ば
、

無
限
に
発
展
向
上
し
て
煌
ま
ざ
る
も
のや
」、
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
。
吉
野
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
く
人
間
観
だ
が
、
こ
れ
は
言

葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
人
間
と
は
神
と
い
う
究
極
の
理
想
に
向
か
っ
て
無
限
に
向
上
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
るゆ
。

ゆ
え
に
制
度
や
環
境
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
可
能
性
は
は
じ
め
て
自
由
に
開
展
す
る
。
こ
の
理
想
主
義

に
も
と
づ
く
人
間
観
を
も
と
に
、
現
実
生
活
の
理
想
を
描
き
、
そ
れ
を
人
々
に
示
し
て
見
せ
、
そ
し
て
自
ら
そ
れ
を
実
践
し
て
い
っ
た
の
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が
吉
野
の
営
み
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
日
本
政
治
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
に
関
心
を
抱
い
て
た
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
多
く
は
、
吉
野
と
同
じ
よ
う
に
何
ら
か
の
か
た
ち

で
そ
の
機
運
を
「
社
会
改
造
」
と
の
関
連
で
捉
え
直
そ
う
と
す
る
傾
向
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
主
張
は
次
第
に
先
鋭
化
・

細
分
化
に
向
か
っ
て
い
く
。「
民
本
主
義
」
や
「
自
由
主
義
」
の
旗
の
下
に
集
ま
っ
て
い
た
思
想
家
た
ち
も
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
は

分
化
し
、
一
部
は
マ
ル
ク
ス
主
義
や
社
会
主
義
に
拠
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
理
想
主
義
」
を
掲
げ
る
吉
野
は
田
中
王
堂
や
長
谷
川
如
是
閑
、

大
山
郁
夫
ら
か
ら
も
〝
手
ぬ
る
い
〟
と
の
攻
撃
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
近
頃
は
思
想
界
に
於
て
も
、
所
謂
理
想
主
義
は
色
々
の
方
面
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
居
ま
す
。
…
…
さ
て
斯
う
云
ふ
段
に
な
る
と
昨

日
の
味
方
は
必
し
も
今
日
の
友
で
な
い
事
に
な
り
ま
す
。
外
見
か
ら
見
る
と
同
士
討
の
醜
態
を
暴
露
す
る
様
で
も
あ
り
ま
す
が
、
又

見
様
に
依
て
は
、
そ
れ
丈
け
社
会
に
於
け
る
指
導
原
理
や
創
造
的
精
神
が
洗
練
さ
れ
て
又
浄
化
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に

思
想
戦
が
斯
く
し
て
細
か
に
分
化
し
て
行
く
の
は
、
社
会
の
健
全
な
る
進
歩
の
上
に
必
ず
経
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
の
過
程
だ
と
も
云
へ

る
の
で
あ
り
ま
すよ
。

　
社
会
改
造
へ
の
主
張
と
行
動
が
先
鋭
化
し
て
い
く
な
か
で
、
吉
野
は
自
身
の
立
場
を
「
理
想
主
義
」
の
人
間
観
と
し
て
宣
言
す
る
。
そ

し
て
理
想
主
義
の
人
間
観
を
「
唯
物
的
な
人
間
観
」
に
対
置
さ
せ
た
。
唯
物
的
人
間
観
と
は
、
人
間
の
本
性
を
動
物
と
同
じ
く
本
能
と
見

る
。
そ
し
て
社
会
的
経
済
的
環
境
が
人
間
を
規
定
す
る
と
考
え
る
た
め
に
、
環
境
変
革
を
優
先
さ
せ
る
。
そ
れ
は
社
会
主
義
や
無
政
府
主

義
に
お
い
て
革
命
を
必
然
と
す
る
考
え
方
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
無
政
府
主
義
や
社
会
主
義
に
一
定
の
理
解
を
示
し
た
た
が
、
そ

こ
で
も
人
間
観
の
違
い
だ
け
は
峻
別
し
た
吉
野
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
頃
に
は
、
共
通
点
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
吉
野
も
、
思
想
界
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の
分
化
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
次
第
に
そ
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
単
な
る
脊
髄
反
射
の
動
物
と
人
間
を
見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
を
改
善
可
能
を
秘
め
た
存
在
と
し
て
み
る
の
か

─
。
こ
の
違
和
感

か
ら
吉
野
は
自
ら
の
思
想
無
政
府
主
義
や
社
会
主
義
と
区
別
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長
く
な
る
が
、
吉
野
の
言
葉
を
紹
介
し
た
い
。

　
更
に
も
一
つ
突
き
進
ん
で
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
現
代
の
思
想
は
何
故
に
質
の
良
否
に
由
て
人
を
分
割
す
る
を
許
さ
ぬ
の
か

の
点
で
あ
る
。
そ
は
外
で
も
な
い
。
人
類
に
在
て
は
他
の
自
然
物
の
如
く
遺
伝
其
他
の
自
然
的
因
果
律
に
支
配
さ
る
ゝ
方
面
よ
り
も
、

彼
は
単
に
人
類
な
る
が
故
に
本
来
無
限
に
向
上
発
達
す
る
の
可
能
性
を
具
有
す
と
さ
れ
、
こ
の
可
能
性
を
有
す
る
の
点
に
於
て
万
人

は
平
等
と
認
め
ら
る
ゝ
か
ら
で
あ
る
。
地
盤
が
悪
い
為
に
又
光
熱
に
浴
す
る
の
薄
か
り
し
が
故
に
、
人
類
の
中
に
は
十
分
伸
び
得
ず

し
て
終
る
も
の
は
あ
ら
う
。
併
し
彼
は
其
環
境
さ
へ
順
当
の
も
の
で
あ
つ
た
な
ら
、
必
ず
人
類
と
し
て
の
本
来
の
面
目
を
発
揮
し
得

た
筈
だ
。
自
然
物
の
如
く
親
が
乞
食
で
あ
つ
た
か
ら
倅
は
ど
う
せ
碌
な
者
に
は
な
れ
ま
い
と
云
つ
た
様
な
因
果
的
約
束
に
縛
ら
る
ゝ

も
の
で
は
な
い
。
人
格
的
本
質
に
於
て
甲
乙
優
劣
の
差
あ
る
筈
な
し
と
す
る
の
が
即
ち
当
代
の
理
想
的
人
生
観
だ
。
故
に
此
立
場
よ

り
す
れ
ば
、
仮
令
人
類
は
其
自
身
の
主
体
で
な
い
と
し
て
も
、
質
の
良
否
を
分
割
選
択
す
る
の
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
必
要
な

る
は
唯
地
盤
の
良
否
を
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
豊
裕
な
る
人
類
愛
的
温
情
を
潤
沢
に
流
れ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。

　
理
想
主
義
の
立
場
を
社
会
改
造
運
動
の
邪
魔
物
と
考
ふ
る
こ
と
の
如
何
に
浅
果
敢
な
も
の
で
あ
る
か
は
此
上
説
明
す
る
ま
で
も
な

く
明
白
で
あ
ら
う
。
理
想
主
義
の
立
場
は
人
類
の
す
べ
て
に
謂
は
ゞ
仏
性
を
認
め
、
而
し
て
其
の
本
質
的
発
展
の
礙
げ
ら
る
ゝ
は
一

に
物
理
的
環
境
に
在
り
と
為
す
の
だ
か
ら
、
そ
れ
丈
け
社
会
改
造
の
急
務
を
感
ず
る
も
の
で
は
な
い
か
。
社
会
を
改
造
し
た
つ
て
裕

な
る
光
熱
の
放
射
が
な
く
ば
芽
は
出
ま
い
。
而
し
て
こ
の
人
類
愛
の
温
情
は
す
べ
て
人
皆
仏
性
あ
り
と
の
信
仰
を
背
景
と
し
な
く
て

は
容
易
に
生
じ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
理
想
主
義
、
人
類
愛
、
社
会
改
造
。
協
戮
は
生
命
の
発
育
だ
。
割
拠
は
人
生
の
破
綻
だ
。
近
代
文
明
の
諸
問
題
は
結
局
根
本
に
於
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て
這
般
の
点
を
如
何
に
観
る
か
に
帰
す
る
と
思
ふら
。

　
大
正
時
代
中
盤
以
降
、
新
人
会
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
改
良
思
想
は
、
共
産
主
義
、
社
会
主
義
を
中
心
に
そ
の
議
論
を
加
熱
さ
せ
て
い

く
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
吉
野
は
そ
の
見
解
を
あ
る
部
分
で
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
と
の
違
い
を
峻
別
さ
せ
る
な
か
で
、「
理
想
的
な
る

も
の
」
を
実
現
さ
せ
る
「
努
力
」
を
割
愛
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
吉
野
が
従
事
し
た
社
会
事
業
、
文
化
事
業
の
一
つ
一
つ
の
実
践
で
あ
る
。

　
急
進
主
義
的
左
派
思
潮
が
大
正
時
代
に
お
い
て
、
社
会
的
矛
盾
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
者
よ
り
も
正
確
に
描
写
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か

に
し
手
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
急
進
主
義
的
知
識
人
は
、
吉
野
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
物
足
り
な
い
」
も
の
と
し

て
退
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
急
進
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
生
活
改
革
を
提
示
す
る
こ
と
が
皆
無
で
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
吉
野
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
議
論
を
優
先
さ
せ
る
・
思
想

的
整
合
性
を
優
先
さ
せ
る
よ
り
も
、
同
時
に
実
践
を
ど
こ
ま
で
も
大
切
に
し
た
。
一
般
的
に
思
想
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
ど
の
よ
う
な
立

場
を
取
ろ
う
と
も
、
実
践
に
弱
く
、
実
際
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
実
践
に
惑
溺
す
る
も
の
の
、
知
的
格
闘
を
な
お
ざ
り
に
し
が
ち
で
あ
る
。

確
か
に
吉
野
の
言
説
と
実
践
に
は
限
界
は
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
両
方
を
丁
寧
に
取
り
組
ん
だ
そ
の
足
跡
は
、
近
代
日
本
思

想
史
上
に
お
い
て
希
有
な
一
つ
の
事
例
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
一
八
七
八
年
に
生
ま
れ
た
吉
野
作
造
は
、
明
治
日
本
の
強
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
深
く
共
有
す
る
こ
と
か
ら
そ
の
歩
み
を
始
め
て
い

る
。
明
治
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
国
権
意
識
と
民
権
意
識
の
混
同
を
そ
の
大
き
な
特
色
と
す
る
が
、
吉
野
自
身
も
そ
の
陥
穽
を
免
れ
ぬ

ま
ま
青
年
時
代
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
日
露
戦
争
の
勃
発
は
、
国
権
意
識
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
加
速
さ
せ
、
ひ
と
つ

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
指
導
教
官
・
小
野
塚
喜
平
次
の
薫
陶
、
そ
し
て
戦
勝
後
の
日
比
谷
焼
討
ち
事
件
の
衝
撃
は
、
国
権
意
識
の
有
限
性
を
自
覚
さ
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せ
る
と
と
も
に
、
民
権
の
確
立
へ
吉
野
の
視
線
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
欧
州
留
学
で
の
見
聞
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
ー
を
相
対
化
さ
せ
る
と
同
時
に
、
民
権
の
内
実
を
勝
ち
取
る
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
国
権
意
識
と
民
権

意
識
の
整
理
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
民
主
化
潮
流
の
な
か
で
の
吉
野
の
言
及
は
、
す
べ
て
そ
の
制
度
的
確
立
と
民
衆
へ
の
自
覚
の

促
し
の
実
践
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
な
か
で
、
終
局
に
は
強
制
組
織
と
し
て
の
「
国
家
」
を
完
全
に
相
対
化
さ
せ
る
「
人
道
的
無
政
府
主

義
」
に
ま
で
突
き
進
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
潮
流
は
大
正
期
中
盤
以
降
、
思
想
的
分
裂
と

過
激
化
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
が
、
吉
野
自
身
は
、
か
え
っ
て
自
分
自
身
を
「
理
想
主
義
」
と
し
て
規
定
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
家
を
〝
あ
て
に
し
な
い
〟
理
想
実
現
の
取
り
組
み
に
挑
戦
し
た
。

　
さ
て
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
潮
流
は
、「
内
に
立
憲
主
義
、
外
に
帝
国
主
義
」
と
い
う
の
が
進
歩
派
の
普
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た

と
い
う
評
価
が
定
着
し
て
い
る
。
確
か
に
論
壇
で
は
普
通
選
挙
を
主
張
し
て
い
て
も
、
一
旦
対
外
的
な
問
題
に
な
る
と
帝
国
主
義
的
に
な

る
と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。
吉
野
作
造
の
信
仰
の
師
匠
で
あ
る
海
老
名
弾
正
も
例
外
な
く
そ
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
論
調

が
大
多
数
を
占
め
る
中
で
、
吉
野
作
造
は
日
本
の
対
外
政
策
を
正
確
に
批
判
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
・
中
国
問
題
へ
の
言
及
が
そ
れ
で
あ

る
。

　
こ
れ
ま
で
拙
論
で
は
「
前
期
」「
中
期
」、
そ
し
て
そ
の
具
体
的
展
開
と
し
て
本
論
「
後
期
」
に
お
い
て
吉
野
作
造
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
展
開
を
追
跡
し
て
き
た
が
、
対
外
問
題
へ
の
対
応
の
精
査
を
こ
れ
に
加
え
る
こ
と
は
、
そ
の
議
論
を
精
確
に
描
写
す
る
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
し
、
そ
の
必
要
性
は
高
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）
拙
論
「
吉
野
作
造
〈
中
期
〉
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

─
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
軌
跡
」『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
六
号
、
東
洋
哲
学
研
究
所
、
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二
〇
一
〇
年
、
六
六
頁
。

（
２
）
吉
野
作
造
「
人
類
の
文
化
開
展
に
於
け
る
種
子
・
地
盤
・
光
熱
の
三
要
因
」、『
中
央
公
論
』
一
九
二
三
年
二
月
。

（
３
）
米
騒
動
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
に
詳
し
い
。
井
上
清
、
渡
部
徹
『
米
騒
動
の
研
究
』
１
︲
５
、
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
︲

一
九
六
二
年
。
松
尾
尊
兊
『
民
本
主
義
の
潮
流
』（
国
民
の
歴
史
21
）、
文
英
堂
、
一
九
六
八
年
。

（
４
）
吉
野
作
造
「
米
騒
動
に
対
す
る
一
考
察
」『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
年
九
月
。

（
５
）（
４
）
に
同
じ
。

（
６
）
吉
野
作
造
「
民
衆
運
動
対
策
」、『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
年
一
〇
月
。

（
７
）（
６
）
に
同
じ
。「
民
衆
運
動
は
到
底
阻
止
す
る
事
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
之
に
よ
つ
て
蒙
る
社
会
の
危
害
を
避
く
る
の
途
は
、
唯
彼
等
に
訓
練

の
機
会
を
与
ふ
る
に
在
る
。
訓
練
の
機
会
を
与
へ
さ
へ
す
れ
ば
、
民
衆
運
動
其
物
に
何
等
の
危
険
が
無
い
」。
こ
う
し
た
吉
野
の
民
衆
観
は
、
彼

自
身
が
そ
の
論
説
で
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
中
に
各
地
で
見
聞
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
衆
の
規
律
整
然
と
し
た
集
団
運
動

の
鮮
烈
な
印
象
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
拙
論
「
吉
野
作
造
（
前
期
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
　
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
対
応
」、

『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
六
号
、
東
洋
哲
学
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
、
四
四
︲
四
五
頁
参
照
。

（
８
）
元
来
、
言
論
の
自
由
尊
重
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
て
い
た
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
や
米
騒
動
に
関
連
し
て
寺
内
正
毅
内
閣
を

激
し
く
批
判
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
政
府
に
よ
っ
て
敵
視
さ
れ
、
発
売
禁
止
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

（
９
）
吉
野
作
造
「
言
論
自
由
の
社
会
的
圧
迫
を
排
す
」、『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
年
一
一
月
。

（
10
）
授
業
を
ひ
か
え
て
い
た
吉
野
は
翌
日
会
う
こ
と
を
約
し
て
と
り
あ
え
ず
引
き
取
ら
せ
た
。
翌
日
の
面
会
に
つ
い
て
、
吉
野
の
日
記
（
一
九
一
八
年

一
一
月
一
六
日
）
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
昼
浪
人
会
の
代
表
と
し
て
田
中
舎
身
、
佐
々
木
安
五
郎
、
伊
藤
松
雄
、
小
川
運
平
の
四
氏
来
る
。
不

得
要
領
を
極
め
甚
だ
平
凡
に
し
て
帰
る
」、「
吉
野
日
記
　
一
九
一
八
年
一
一
月
一
六
日
」『
吉
野
作
造
選
集
』
14
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、

一
六
七
頁
。

（
11
）
菊
川
忠
雄
『
学
生
社
会
運
動
史
』
海
口
書
店
、
一
九
四
七
年
、
四
二
頁
。

（
12
）
演
説
会
に
つ
い
て
当
日
の
彼
の
日
記
に
は
、「
十
分
論
駁
し
尽
し
て
相
手
を
し
て
完
膚
な
か
ら
し
め
し
積
り
な
り
　
十
時
過
凱
旋
す
　
屋
外
同

情
者
千
数
百
　
歩
行
自
由
な
ら
ず
警
吏
の
助
に
よ
り
辛
う
じ
て
電
車
に
飛
び
乗
り
帰
る
　
外
套
と
帽
子
を
失
く
す
」（『
吉
野
作
造
選
集
』
14
巻
、

一
六
八
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
立
会
演
説
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
浪
人
会
対
吉
野
博
士
国
体
問
題
立
会
演
説
速
記
記
録
」（
佃
速
記
事
務
所

速
記
）
が
、『
亜
細
亜
時
論
』（
一
九
一
九
年
二
月
号
、
黒
竜
会
出
版
部
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
日
の
様
子
に
つ
い
て
は
『
報
知
新

聞
』
が
次
の
よ
う
に
報
道
し
て
い
る
。「
一
、
池
田
某
の
行
動
に
関
し
内
田
良
平
君
の
弁
明
を
聞
き
吉
野
博
士
は
浪
人
会
の
趣
旨
は
言
論
圧
迫
に
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出
で
た
る
も
の
に
非
ず
と
認
む
。
一
、
吉
野
博
士
并
に
浪
人
会
は
尊
厳
な
る
我
国
体
崇
尚
の
下
に
益
君
民
一
致
の
美
徳
を
発
揮
す
る
為
各
其
所
信

に
従
ひ
て
努
力
す
べ
き
事
に
一
致
せ
り
」（『
報
知
新
聞
』
一
九
一
八
年
一
一
月
二
四
日
）。
覚
書
に
よ
れ
ば
、
吉
野
は
村
山
襲
撃
事
件
が
言
論
圧

迫
で
は
な
い
と
認
め
、「
君
民
一
致
の
美
徳
」
発
揮
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
浪
人
会
と
合
意
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
み
る
と
言
論
圧
迫

問
題
に
関
し
て
は
不
徹
底
な
形
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

（
13
）
黎
明
会
結
成
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
松
尾
尊
兊
『
民
本
主
義
の
潮
流
』（
国
民
の
歴
史
21
）、
文
英
堂
、
一
九
六
八
年
、
一
六
〇
︲
一
六
一
頁
参
照
。

こ
の
会
を
計
画
し
て
そ
の
実
現
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
、
柯
公
・
大
庭
影
秋
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
大
庭
は
ロ
シ

ア
通
と
し
て
知
ら
れ
、
大
阪
朝
日
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
東
京
朝
日
を
退
社
し
た
の
ち
、
新
し
い
雑
誌
の
刊
行
を
計
画
し
て
い
た
。
黎
明
会
の
主

要
な
活
動
は
、
定
期
的
な
後
援
会
の
開
催
に
あ
っ
た
が
、
講
演
集
の
刊
行
に
つ
い
て
も
大
庭
の
斡
旋
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

（
14
）「
黎
明
会
記
録
」『
黎
明
講
演
集
』
第
四
輯
、
黎
明
会
編
『
黎
明
講
演
集
』
第
一
巻
、
三
六
五
頁
。

（
15
）
吉
野
も
、
身
辺
に
接
す
る
学
生
た
ち
の
動
向
を
見
な
が
ら
次
の
よ
う
に
そ
の
感
想
を
語
っ
て
い
る
。「
最
近
青
年
学
生
の
間
に
撥
溂
た
る
生
気
の

勃
興
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
著
し
き
現
象
で
あ
る
。
予
輩
の
主
と
し
て
接
触
す
る
は
高
等
の
諸
学
校
に
於
て
政
治
法
律
等
を
研
究
す
る
方

面
の
青
年
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
他
の
方
面
に
於
て
も
動
揺
の
現
象
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
」。
吉
野
作
造
「
青
年
学
生
覚
醒
の
新
機
運
」、

『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
九
月
。

（
16
）
結
成
に
あ
た
っ
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
法
科
に
在
学
中
弁
論
部
に
所
属
し
、
卒
業
後
は
吉
野
の
世
話
で
一
時
労
働
者
団
体
の
友
愛

会
に
入
っ
た
り
し
た
麻
生
久
、
学
生
と
し
て
弁
論
部
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
赤
松
克
麿
（
の
ち
に
吉
野
の
次
女
明
子
と
結
婚
）
お
よ
び

宮
崎
龍
介
（
中
国
革
命
の
支
援
者
と
し
て
知
ら
れ
る
滔
天
宮
崎
虎
蔵
の
長
男
）
ら
で
あ
る
。
新
人
会
自
身
の
言
い
方
で
は
「
東
京
帝
国
大
学
法
科

学
生
中
自
由
思
想
を
懐
抱
せ
る
同
志
が
集
っ
て
組
織
し
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る
。「
新
人
会
」、『
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』
一
九
一
九
年
三
月
、
大

原
社
会
問
題
研
究
所
編
『
新
人
会
機
関
誌
』
一
九
六
九
年
、
一
八
頁
。

（
17
）「
新
人
会
は
、
は
っ
き
り
し
た
計
画
の
も
と
に
と
い
う
よ
り
は
ム
ー
ド
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
教
条
か
ら
と
い
う
よ
り
は
形
を
成
さ
な
い
美
辞

麗
句
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」。「
内
容
は
漠
然
、
言
葉
は
高
邁
、
と
い
う
傾
向
は
新
人
会
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
知
識
人
、
学

生
団
体
す
べ
て
の
共
通
し
た
特
色
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
Ｈ
・
ス
ミ
ス
（
松
尾
尊
兊
・
森
史
子
訳
）『
新
人
会
の
研
究
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
四
七
頁
。

（
18
）
吉
野
作
造
「
日
本
学
生
運
動
史
」、『
岩
波
講
座
　
教
育
科
学
』
第
11
冊
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年
、
一
〇
一
頁
。

（
19
）
荒
木
亨
『
東
京
大
学
基
督
教
青
年
会
年
表
附
解
説
』
東
京
大
学
基
督
教
青
年
会
、
一
九
五
七
年
、
三
九
頁
。

（
20
）『
隣
り
び
と
の
友
と
し
て
70
年
　「
賛
育
会
」
歩
み
の
記
録
』
社
会
福
祉
法
人
賛
育
会
、
一
九
八
八
年
、
三
頁
。
齊
藤
實
『
賛
育
会
を
育
て
た
人
び
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と 

河
田
茂
と
丹
羽
昇
の
生
涯
』
社
会
福
祉
法
人
賛
育
会
、
一
九
八
八
年
、
四
七
頁
。

（
21
）
木
下
正
中
『
賛
育
会
ニ
ュ
ー
ス
』（
一
九
三
四
年
七
月
五
日
付
）。『
隣
り
び
と
の
友
と
し
て
70
年
　「
賛
育
会
」
歩
み
の
記
録
』
社
会
福
祉
法
人
賛

育
会
、
一
九
八
八
年
、
六
頁
。

（
22
）（
21
）
と
同
じ
、
一
五
頁
。

（
23
）（
21
）
と
同
じ
、
一
五
頁
。

（
24
）（
21
）
と
同
じ
、
一
五
七
頁
、
齊
藤
實
『
賛
育
会
を
育
て
た
人
び
と 

河
田
茂
と
丹
羽
昇
の
生
涯
』
社
会
福
祉
法
人
賛
育
会
、
一
九
八
八
年
、
六
九
頁
。

（
25
）
経
緯
に
つ
い
て
は
片
山
の
自
伝
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
片
山
哲
『
我
が
師
我
が
友 

創
然
社
、
一
九
四
八
年
。

（
26
）
星
島
二
郎
「
回
想
　
日
比
谷
の
か
ど
の
『
中
央
法
律
相
談
所
』」、『
中
央
法
律
新
報
』
第
一
巻
上
（
復
刻
版
）、
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
二
年
、
二
九
頁
。

（
27
）
協
同
組
合
史
研
究
会
『
歴
史
資
料
集
第
六
号
「
家
庭
購
買
組
合
」

─
設
立
か
ら
解
体
へ
』
く
ら
し
と
協
同
の
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
一
九
頁
。

（
28
）「
吉
野
日
記
　
一
九
二
三
年
九
月
一
日
」、（
10
）
と
同
じ
、
三
二
〇
頁
。

（
29
）
社
会
福
祉
法
人
賛
育
会
『
賛
育
会
五
十
年
史
』
社
会
福
祉
法
人
賛
育
会
、
一
九
七
二
年
、
三
九
頁
。

（
30
）
赤
松
克
麿
編
『
故
吉
野
博
士
を
語
る
』
中
央
公
論
社
、
一
九
三
四
年
、
七
三
頁
。

（
31
）
吉
野
作
造
「
慈
善
事
業
の
本
旨
」、『
婦
人
公
論
』
一
九
二
六
年
二
月
。

（
32
）
吉
野
作
造
「
偶
感
」、『
新
人
』
一
九
二
三
年
五
月
。

（
33
）
藤
田
逸
男
『
賛
育
会
物
語
　
賛
育
会
三
十
年
外
史
』
社
会
福
祉
法
人
賛
育
会
、
一
九
五
三
年
、
四
三
頁
。

（
34
）
吉
野
作
造
「
文
化
生
活
研
究
会
」、『
文
化
生
活
研
究
』
一
九
二
〇
年
七
月
。

（
35
）
吉
野
作
造
「
私
の
文
化
生
活
」、『
文
化
生
活
』
一
九
二
一
年
七
月
。

（
36
）（
32
）
に
同
じ
。

（
37
）
吉
野
の
人
間
観
に
つ
い
て
は
拙
論
に
て
紹
介
し
て
い
る
。「
吉
野
作
造
の
人
間
観
　

─
海
老
名
弾
正
の
神
子
観
の
受
容
め
ぐ
っ
て

─
」、『
東

洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
号
、
東
洋
哲
学
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
。

（
38
）
吉
野
作
造
「
理
想
主
義
の
立
場
の
鼓
吹
」『
文
化
生
活
』
一
九
二
二
年
九
月
。

（
39
）（
２
）
に
同
じ
。

（
う
じ
け
　

の
り
お
・
委
嘱
研
究
員
）
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Sakuzo Yoshino’s Concept of Nationalism:
Realizing a Democratic Society
during the Last Part of World War I 

Norio Ujike

   In this article, I will investigate Sakuzo Yoshino̓s concept of nationalism and his 

contribution to society during the last part of World War I. The shock of WWI changed 

his argument about democracy. It caused him to restructure his social work to realize 

democracy. In order to realize ideals, it is insufficient to discuss problems with educated 

persons. Yoshino focused on social work that realizes ideals. Thus, he engaged in various 

forms of social work. During this time, he called himself an idealistic person. His 

idealism is not utopian but visionary. His practice and his idealism are not separate. This 

study will discuss his activities concerning social work and his concept of idealism by 

surveying his essays and records of his activities. It aims to help to clarify the close 

relationship between social action and idealism. 


