
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
思
想
受
容
の
あ
り
方

細
野
泰
代
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は
じ
め
に

　
近
代
国
民
国
家
が
前
提
と
し
て
い
る
「
国
民
」
や
「
国
家
」
の
よ

う
な
諸
概
念
は
、
特
定
の
歴
史
的
状
況
の
下
で
、
社
会
的
・
知
的
に

作
り
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
こ
の
見

方
に
お
い
て
、
概
念
を
創
造
す
る
中
心
的
な
役
割
を
担
う
の
は
知
識

人
で
あ
る
。
日
本
で
こ
の
よ
う
な
知
識
人
の
役
割
が
本
格
的
に
自
覚

さ
れ
始
め
る
の
は
幕
末
以
降
の
こ
と
で
、
幕
末
の
開
国
問
題
を
通
じ

て
表
面
化
し
、
国
民
国
家
形
成
の
た
め
の
新
た
な
言
説
の
構
築
と
展

開
の
必
要
が
そ
れ
を
促
進
し
た
。

　
近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
、
近
代
国
民
国
家
の
基
本
的

モ
デ
ル
は
西
欧
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
西
洋
近
代
の
学
問

や
思
想
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
受
容
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら

知
識
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
描
く
近
代
日
本
の
国
家
像
と
密
接

に
結
び
つ
く
こ
と
で
あ
り
、
実
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
彼
ら
は
、
新
し
い
「
国
家
」
と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

「
国
民
」
を
作
り
出
す
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
西
洋
近
代
の
学

問
や
思
想
を
い
か
に
受
容
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
の
西
洋
思
想
受
容
の
手
段
と
し
て
大
き

な
比
重
を
占
め
た
の
は
、
翻
訳
と
い
う
手
段
で
あ
る
。
翻
訳
の
果
た

し
た
役
割
は
、
西
洋
社
会
が
生
み
出
し
た
思
想
や
技
術
を
習
得
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
、
留
学
や
原
書
講
読
よ
り
は
る
か
に
太
い
管
に
な
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っ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
翻
訳
語
は
日
本
語
と
し
て
定

着
し
、
新
し
い
観
念
の
世
界
を
開
い
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
翻
訳

と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
た
形
で
も
と
の
概
念
を
受
け
止
め
、
翻

訳
語
な
く
し
て
は
日
本
語
や
そ
れ
を
用
い
る
者
の
思
考
が
成
立
し
得

な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

　
知
識
人
た
ち
は
盛
ん
に
翻
訳
活
動
を
し
た
が
、
西
洋
に
は
存
在
す

る
概
念
が
日
本
に
は
存
在
し
な
い
た
め
に
、
ふ
さ
わ
し
い
翻
訳
語
が

既
存
の
日
本
語
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
頻
繁
に
起
こ
っ

た
。
翻
訳
者
た
ち
は
そ
の
た
び
に
、
訳
語
と
し
て
新
し
い
漢
語
を
作

り
出
し
た
り
、
既
存
の
漢
語
に
新
し
い
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
訳
語
に
あ
て
る
な
ど
、
簡
潔
で
抽
象
概
念
を
含
む
と
い
う
漢
語

の
特
徴
を
利
用
し
た
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
翻

訳
語
の
移
り
変
わ
り
や
、
文
脈
の
中
で
の
使
用
の
さ
れ
方
、
ま
た
そ

の
意
味
な
ど
に
は
、
翻
訳
者
の
西
洋
思
想
受
容
に
お
け
る
立
場
が
映

し
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
は
、
翻
訳
が
持
つ
以
上
の
よ
う
な
背
景
や
性
質
を
手
が
か
り

に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
思
想
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
明
治
初
期
の
翻

訳
活
動
に
お
い
て
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
時
の
社
会

的
影
響
力
の
点
に
お
い
て
も
時
代
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
る
福
沢

諭
吉
と
中
村
正
直
の
場
合
、
翻
訳
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
に
つ

い
て
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一、

汨
�
@
吉
の
西
洋
思
想
受
容

（一

j
「
権
利
」
に
つ
い
て

　
一
八
六
六
年
に
著
さ
れ
た
『
西
洋
事
情
初
編
』
中
の
「
ア
メ
リ
カ

独
立
宣
言
」
の
訳
述
で
、
福
沢
諭
吉
は
ユ
ひ
q
鐸
を
「
通
義
」
と
翻
訳

し
て
い
る
。

　
ま
た
、
続
編
に
あ
た
る
『
西
洋
事
情
二
編
』
で
は
、
「
ラ
イ
ト
」

と
は
「
正
直
」
「
正
理
」
「
通
義
」
で
あ
り
、
ま
た
「
求
む
可
き
理
」

「
求
め
て
も
當
然
の
こ
と
」
で
あ
る
と
表
現
す
る
T
）
。
こ
れ
ら
の
雪
口

葉
か
ら
は
、
「
道
徳
的
な
正
し
さ
」
の
よ
う
な
も
の
が
共
通
し
て
思

い
起
こ
さ
れ
る
。

　
ユ
α
q
窪
と
い
う
言
葉
は
、
西
洋
思
想
上
で
使
わ
れ
る
場
合
、
「
自
然

法
」
や
近
代
以
後
の
「
自
然
権
」
と
い
う
よ
う
な
、
平
た
く
い
え
ば

人
為
の
法
を
越
え
る
法
の
観
念
を
担
う
重
要
な
も
の
を
さ
す
言
葉
で

あ
る
。
つ
ま
り
ユ
σ
q
窪
は
国
家
の
定
め
る
法
律
を
越
え
た
存
在
で
あ

る
。
日
本
に
は
こ
の
概
念
が
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
ユ
ひ
q
算
の
意
味
を
す
べ
て
正
確
に
伝
え
る
よ
う
な
言
葉
は
、

日
本
語
に
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
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二
α
q
洋
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
、
福
沢
は
日
本
の
「
道
徳
的
な
正

し
さ
」
と
い
う
概
念
に
依
る
こ
と
が
最
適
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
福
沢
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
「
通
」
ず
る
「
義
」
と
解

釈
で
き
る
漢
語
の
「
通
義
」
を
ユ
ひ
q
鐸
の
訳
語
と
し
て
多
用
し
、

『
西
洋
事
情
二
編
』
で
は
「
國
法
に
在
て
も
人
の
通
義
は
動
か
す
可

ら
ざ
る
も
の
」
（
2
）
で
あ
る
と
述
べ
、
「
通
義
」
と
い
う
言
葉
に
西
洋

思
想
上
の
鼠
ひ
q
耳
に
近
い
意
味
を
新
た
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
後
年
の
著
作
『
通
俗
民
権
論
』
で
は
、

ユ
α
q
茸
の
内
容
を
語
る
た
め
の
言
葉
と
し
て
の
「
通
義
」
は
消
え
、

そ
の
代
わ
り
に
「
権
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
福
沢
以
外
の
翻
訳
者
が
用
い
た
「
権
」
や
「
権
利
」
と
い
う
訳

語
に
お
さ
れ
て
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
は
福

沢
に
と
っ
て
厄
介
な
問
題
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
福
沢
が
当
初
用
い
た
「
通
義
」
と
い
う
訳
語
の
場
合
、
原
語
の
意

味
を
完
全
に
伝
え
る
訳
語
で
は
な
い
に
せ
よ
、
漢
語
そ
の
も
の
や
、

漢
語
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
が
人
々
に
与
え
る
印
象
は
、
西

洋
思
想
上
の
噌
置
簿
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
権
」
や

「
権
利
」
と
い
う
訳
語
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　
『
国
語
大
辞
典
』
（
3
〕
に
よ
れ
ば
、
「
権
」
と
い
う
語
が
本
来
持
っ
て

い
る
意
味
は
、
「
権
利
」
の
他
に
、
ユ
ひ
q
窪
と
は
全
く
か
け
離
れ
た

「
は
か
り
の
お
も
り
」
や
、
「
便
宜
的
な
手
段
」
「
他
人
を
支
配
す
る

こ
と
の
で
き
る
力
」
「
高
慢
」
の
よ
う
に
、
「
強
い
力
」
が
背
景
に
感

じ
ら
れ
た
り
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
た
り
す
る
も
の
が

多
く
、
ユ
σ
q
洋
が
持
つ
意
味
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
異
な
る

部
分
も
少
な
く
な
い
。
ユ
σ
q
茸
に
は
「
正
し
い
」
と
い
う
意
味
も
あ

り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
し
、
自
然
法

に
お
け
る
ユ
α
q
耳
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
国
家
の
定
め
る
法
律
を
越

え
た
存
在
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
よ
う
な
人
為
的
な
も

の
が
持
つ
「
力
」
と
は
根
本
的
に
異
質
で
対
立
す
る
も
の
の
は
ず
で

あ
る
。
だ
が
、
柳
父
章
氏
は
、
近
代
の
知
識
人
一
般
が
「
漢
字
を
使

う
と
き
は
、
翻
訳
語
と
し
て
使
う
と
き
で
も
、
ま
ず
漢
字
の
意
味
か

ら
出
発
し
た
」
（
4
）
と
指
摘
し
、
翻
訳
語
は
ま
ず
日
本
語
と
し
て
の
意

味
を
持
つ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
知
識
人
一
般
に
限
ら

ず
、
私
た
ち
は
実
感
と
し
て
否
定
は
で
き
な
い
し
、
も
し
そ
う
な
ら

ば
、
ユ
α
q
耳
は
本
来
と
は
違
う
意
味
で
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
通
義
」
と
い
う
訳
語
で
さ
え
、
巳
α
q
ぼ
の
意
味
を
完
全
に
伝
え
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
福
沢
は
、
「
権
」
や
「
権
利
」

が
訳
語
と
し
て
優
勢
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
警
戒
心
を
よ
り
強
く

し
て
い
る
。
『
通
俗
民
権
論
』
で
は
、
「
仰
も
権
と
は
、
権
威
な
ど
の

熟
語
に
用
ひ
て
強
き
者
が
弱
き
も
の
を
無
理
無
髄
に
威
し
付
け
て
齪

暴
を
働
く
の
義
に
非
ず
、
又
弱
き
者
が
大
勢
寄
集
り
て
無
理
無
法
な

る
こ
と
を
唱
立
て
其
勢
に
て
齪
暴
を
働
く
の
義
に
も
非
ず
」
（
5
）
な
ど
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と
記
し
、
「
権
」
と
い
う
語
に
「
力
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
事
実

で
あ
る
の
に
、
そ
の
意
味
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
福
沢
の
中
で
、
本
来
違
う
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る

「
権
」
と
ユ
ひ
q
耳
が
同
一
の
意
味
を
持
つ
言
葉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
福
沢
は
「
貫
洋
の
意
味
を

正
確
に
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
権
」
の
持
つ
意
味
に
よ
っ
て
の
み
「
蒔
算
を
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
「
権
」
の
意
味
に
調
整
を
加
え
、
「
権
」
が
本
来
持
っ
て
い
る

「
力
」
の
意
味
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。

（
二
）
翻
訳
語
「
天
」
の
採
用

　
前
述
の
よ
う
に
西
洋
思
想
史
に
お
け
る
二
〇
q
窪
は
、
自
然
法
や
自

然
権
と
い
う
よ
う
な
、
作
為
さ
れ
た
秩
序
に
対
す
る
、
異
質
で
上
位

の
法
の
観
念
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
西
洋
の
啓
蒙
学
者
た
ち

は
、
こ
の
自
然
権
と
自
然
法
の
究
極
的
な
根
源
と
正
当
な
根
拠
を

9
①
障
自
あ
る
い
は
口
讐
ロ
「
Φ
に
置
い
て
い
た
。

　
福
沢
は
「
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
」
の
中
の
0
お
讐
o
「
を
「
天
」

と
訳
し
た
。
福
沢
の
文
章
に
こ
の
語
は
頻
繁
に
使
わ
れ
、
た
と
え
ば

『
学
問
の
す
〉
め
』
二
編
に
は
、
「
人
の
生
ま
る
〉
は
天
の
然
ら
し
む

る
所
に
て
人
力
に
非
ず
（
6
v
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
文
脈
か
ら
判
断

す
る
と
、
こ
の
「
天
」
は
「
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
」
の
訳
で
使
わ
れ

て
い
た
の
と
同
じ
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
天
」
は
、
主
に
儒
教
を
概
念
と
し
て
の
発

展
の
場
と
し
て
き
た
語
で
あ
る
。
な
ぜ
福
沢
は
「
天
」
を
O
「
Φ
簿
o
「

の
訳
語
と
し
て
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
王

家
騨
氏
は
二
つ
の
理
由
を
あ
げ
る
。
第
一
に
、
当
時
の
日
本
で
は
キ

リ
ス
ト
教
が
あ
ま
り
盛
ん
で
な
く
、
「
造
物
主
」
の
究
極
者
・
超
越

者
と
し
て
の
性
格
を
理
解
し
難
か
っ
た
の
に
対
し
、
伝
統
儒
学
の

「
天
」
の
究
極
的
な
性
格
は
理
解
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
第

二
に
、
儒
学
の
「
天
」
も
、
9
①
讐
o
「
の
よ
う
な
人
間
の
創
造
主
と

し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
7
）
。

　
西
洋
の
信
仰
の
中
心
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
文
化
の
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
西
洋
思
想
の
自

然
法
・
自
然
権
の
観
念
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
。
当
時
の
日
本
は
開
国
後
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
度

は
低
か
っ
た
の
に
比
べ
、
儒
学
の
浸
透
度
は
高
く
、
「
天
」
と
い
う

言
葉
は
人
々
の
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
か
ら
、
第
一
の
理
由
は
有
力
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
に

つ
い
て
検
証
す
る
た
め
に
は
、
「
天
」
の
意
味
を
さ
ら
っ
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
学
者
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
天
」
は
、
西
暦
紀
元
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前
十
一
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
般
周
革
命
の
過
程
で
、
周
王
朝
の

人
々
が
自
己
の
王
権
を
正
統
化
す
る
理
念
と
し
て
強
調
し
た
こ
と
を

契
機
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
以
後
か
な
り
多
義

的
・
多
面
的
な
性
格
を
持
つ
観
念
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
す
で
に
思
想
史
の
立
場
か
ら
し
て
、
多
く
の
研
究
者

に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
語
義
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち

の
一
つ
を
参
照
す
る
と
、
「
天
」
は
、
人
格
神
的
な
天
・
自
然
理
法

的
な
天
・
外
的
（
物
理
的
）
な
天
に
分
類
さ
れ
る
（
8
）
。
実
際
、
こ

の
分
類
の
通
り
、
「
天
」
は
「
帝
」
と
同
義
語
的
に
用
い
ら
れ
た
り
、

「
天
道
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
徳
意
識
の
高
ま

り
や
天
文
観
察
の
発
達
も
受
け
な
が
ら
、
自
然
の
理
法
の
意
識
を
成

立
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
青
い
天
空
そ
の
も
の
を
示
す
語
で
も

あ
る
（
9
）
。

　
「
天
」
は
こ
の
よ
う
な
多
義
的
・
多
面
的
な
性
格
の
た
め
に
、
時

代
ご
と
の
政
治
的
背
景
や
、
他
の
思
想
学
派
と
の
接
触
に
柔
軟
で
、

い
わ
ば
外
的
な
要
因
も
複
雑
に
作
用
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
「
天
」

と
い
う
観
念
の
持
つ
こ
の
巨
大
さ
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
造
物

主
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で

い
え
ば
、
王
氏
の
あ
げ
た
第
二
の
理
由
も
有
力
な
も
の
と
い
え
る
。

　
同
じ
疑
問
に
つ
い
て
、
柳
父
氏
は
「
時
代
が
、
こ
の
こ
と
ば
を
必

要
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
1
0
）
と
い
う
。
氏
は
、
翻
訳
さ
れ
た
時

期
が
日
本
の
歴
史
に
お
け
る
一
大
変
革
期
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
翻
訳

さ
れ
た
も
の
は
、
学
者
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
る
、
難
し
い

文
字
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
啓
蒙
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
日

本
人
が
日
常
親
し
ん
で
い
た
東
洋
思
想
の
言
葉
の
中
で
も
、
「
天
」

の
よ
う
な
、
と
り
わ
け
抽
象
的
で
観
念
的
な
言
葉
を
西
洋
思
想
を
受

容
す
る
上
で
の
媒
介
に
す
れ
ば
、
語
感
か
ら
感
じ
ら
れ
る
親
し
み

が
、
読
む
こ
と
と
知
る
こ
と
へ
の
意
欲
を
起
こ
さ
せ
る
。
ま
た
、
抽

象
的
で
観
念
的
な
言
葉
な
ら
ば
、
明
確
な
意
味
を
解
す
る
人
も
少
な

く
、
訳
者
や
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
翻
訳
語
に
西
洋
的
な
意
味
を
意

図
的
に
加
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
王
氏
の
見
解
は
非
常

に
有
力
な
も
の
で
あ
る
が
、
若
干
伝
統
儒
学
と
い
う
考
え
に
執
着
し

す
ぎ
と
い
う
印
象
は
否
定
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
当
時
の
学
者
以
外

の
人
間
の
殆
ど
は
、
「
天
」
の
意
味
を
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え

て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
読
者
と
し
て
一
般
民

衆
が
想
定
さ
れ
る
福
沢
が
文
章
に
用
い
た
「
天
」
は
、
語
源
は
儒
教

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
常
生
活
に
生
き
て
い
る
日
本
語
と
し
て
の

「
天
」
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
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（
三
）
受
容
の
特
徴

　
以
上
の
よ
う
な
福
沢
諭
吉
の
翻
訳
か
ら
は
、
一
大
変
革
期
で
あ
っ

た
日
本
に
お
い
て
、
新
し
く
進
ん
で
い
く
べ
き
方
向
を
模
索
し
、
一

般
民
衆
を
そ
の
方
向
へ
導
い
て
い
く
と
い
う
役
割
を
少
な
か
ら
ず
担

っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
明
治
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
、
あ
る
種
の
気
概

の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
や
一
般
民
衆

が
現
時
点
で
持
っ
て
い
る
知
識
を
総
動
員
し
て
で
も
、
西
洋
の
理
解

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
気
概
で
あ
る
。

　
そ
の
例
は
、
福
沢
が
①
ρ
⊆
巴
の
訳
語
に
、
も
と
も
と
仏
教
語
と
し

て
「
共
通
で
あ
る
こ
と
・
愛
憎
好
悪
を
越
え
て
超
然
と
し
て
い
る
こ

と
・
諸
現
象
を
つ
ら
ぬ
く
絶
対
の
真
理
」
（
1
1
）
な
ど
の
意
味
を
持
つ

「
平
等
」
を
あ
て
て
い
た
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
紙
面

の
都
合
に
よ
り
割
愛
す
る
が
、
福
沢
が
い
う
「
平
等
」
は
、
仏
教
語

と
し
て
の
意
味
と
の
結
び
つ
き
は
弱
い
。
現
在
「
平
等
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
る
と
き
に
、
仏
教
語
と
し
て
の
意
味
を
念
頭
に
置
い
て
用

い
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
も
日
常
語
と
し
て
の
意

味
、
す
な
わ
ち
「
か
た
よ
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
し
い
」
と
い
っ
た
意

味
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
こ
と
も
予
想
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
福

沢
の
い
う
「
平
等
」
も
、
訳
語
「
天
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
日

常
に
生
き
て
い
る
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
王
氏
は
、
明
治
啓
蒙
学
者
た
ち
の
啓
蒙
思
想
は
、
儒
学
思
想
と
の

連
続
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

明
治
啓
蒙
学
者
は
「
洋
学
」
の
学
習
や
欧
米
諸
国
の
視
察
や
留
学
を

経
験
し
た
が
、
青
年
時
代
に
は
儒
学
的
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ

と
や
、
新
思
想
の
ス
ム
ー
ズ
な
普
及
の
た
め
に
、
旧
概
念
・
旧
思
想

を
利
用
・
改
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
る
（
1
2
）
。

私
は
こ
の
見
解
に
お
お
む
ね
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
啓
蒙
思
想
家

が
青
年
時
代
に
身
に
つ
け
た
こ
と
は
、
儒
学
的
教
養
の
み
で
な
く
、

日
本
に
生
ま
れ
た
以
上
、
仏
教
や
神
道
に
関
す
る
知
識
も
一
般
的
な

教
養
と
し
て
多
か
れ
少
な
か
れ
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
少
な
く
と
も
福
沢
の
訳
述
か
ら
考
え
る
限
り
で
は
、
王
氏
の

い
う
旧
概
念
・
旧
思
想
の
内
容
は
儒
学
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
福
沢
は
西
洋
思
想
を
受
容
す
る
と
き

に
、
自
分
や
他
の
人
々
の
持
っ
て
い
た
知
識
を
十
分
に
活
用
し
な
が

ら
、
過
去
に
接
し
た
ど
の
東
洋
的
な
思
想
と
も
異
質
な
思
想
を
受
容

し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



近代日本における西洋思想受容のあり方105

三
、
中
村
正
直
の
西
洋
思
想
受
容

（一

j
「
自
由
」
に
つ
い
て

　
西
洋
近
代
思
想
に
お
け
る
一
ま
臼
¢
は
、
外
的
な
も
の
と
内
的
な

も
の
と
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
外
的
な
も
の
は
政
治
思
想
で
よ
く

問
題
と
さ
れ
る
拘
束
か
ら
の
自
由
、
殊
に
政
治
権
力
か
ら
の
自
由

で
、
そ
の
状
態
そ
の
も
の
が
評
価
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
こ
の
自
由

は
、
欲
求
の
よ
り
多
く
の
充
足
の
追
求
に
お
け
る
拘
束
の
欠
如
と
捉

え
ら
れ
、
消
極
的
自
由
と
も
呼
ば
れ
る
。
も
う
一
方
の
内
的
な
も
の

は
、
外
的
な
自
由
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
状
態
そ
の
も
の
に

価
値
を
認
め
る
の
で
は
な
い
。
社
会
的
圧
力
・
多
数
者
の
干
渉
か
ら

自
由
で
あ
る
状
態
が
、
人
間
の
人
格
的
諸
能
力
の
実
現
を
可
能
に
す

る
条
件
で
あ
る
点
で
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
格

的
自
由
、
ま
た
は
積
極
的
自
由
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
＝
げ
臼
蔓
の
訳
語
と
し
て
、
私
た
ち
は
「
自
由
」
を
用
い
て

き
た
。

　
柳
父
氏
に
よ
る
と
、
「
自
由
」
と
い
う
語
は
、
翻
訳
語
と
し
て
も

古
い
歴
史
を
持
つ
言
葉
で
、
幕
末
以
来
、
英
語
の
ま
臼
身
や
ヰ
①
Φ
・

α
o
ヨ
の
翻
訳
語
と
し
て
、
一
応
慣
例
の
ご
と
く
定
ま
っ
て
い
た
。

だ
が
、
明
治
初
期
頃
の
日
本
の
指
導
的
知
識
人
た
ち
に
は
、
こ
の

「
自
由
」
と
い
う
語
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う

（
1
3
）
o

　
そ
の
理
由
は
漢
語
「
自
由
」
の
持
つ
語
感
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

辞
書
で
は
、
ま
ず
「
我
が
意
の
欲
す
る
ま
ま
な
こ
と
」
「
思
う
ま
ま
」

「
自
分
の
心
の
ま
ま
に
行
動
で
き
る
状
態
」
（
1
4
）
な
ど
と
説
明
さ
れ
、

ど
の
説
明
か
ら
も
、
ど
こ
か
「
我
侭
」
に
似
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ

ら
れ
る
。
勿
論
、
「
自
由
」
の
意
味
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
、
人
が
「
自
由
」
と
い
う
語
か
ら
ま
ず
第
一
に
抱
く

イ
メ
ー
ジ
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
漢
字
や
漢
籍
の
知
識

に
長
け
て
い
た
明
治
初
期
の
知
識
人
は
、
本
来
の
一
ま
①
二
《
の
主
要

な
意
味
と
は
異
な
る
、
「
自
由
」
と
い
う
語
が
人
々
に
与
え
る
か
も

知
れ
な
い
「
我
侭
」
に
似
た
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に
警
戒
し
、
こ

の
語
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
漢
籍
に
は
人
一
倍
通
じ
て
い
た
中
村
正
直
も
、
例
外
な
く
「
自

由
」
と
い
う
語
の
使
用
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
ま
臼
蔓

や
｛
「
Φ
Φ
に
関
す
る
訳
が
一
定
し
な
い
こ
と
が
柳
父
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
1
5
）
。
中
村
の
「
西
學
一
斑
」
に
は
、
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

課
者
日
ク
、
西
語
ニ
リ
ベ
ル
テ
イ
ト
イ
ヘ
ル
語
ア
リ
、
我
邦

ニ
モ
支
那
ニ
モ
シ
カ
ト
コ
レ
ニ
當
レ
ル
語
ア
ラ
ス
、
馬
禮
遜
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
リ
　
ソ
ン
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レ
ヲ
自
主
之
理
ト
課
シ
羅
存
徳
任
意
行
之
権
ト
課
シ
タ
リ
、
蓋

シ
人
民
己
レ
ノ
好
ミ
ニ
随
テ
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ノ
椹
力
ト
云

ガ
如
シ
、
ス
ベ
テ
大
公
ノ
利
共
同
ノ
益
ト
ナ
ル
律
法
二
遵
フ
ノ

外
更
二
他
ノ
厘
制
拘
束
ヲ
受
ケ
ザ
ル
人
民
ノ
構
ヲ
シ
ヴ
イ
ル
リ

ベ
ル
テ
イ
ト
云
フ
テ
西
國
ニ
テ
ハ
コ
レ
ヲ
開
化
治
平
ノ
基
ト
ス

ル
コ
ト
ナ
リ
、
（
以
下
略
）
（
1
6
v

　
こ
の
部
分
で
中
村
は
、
「
政
治
権
力
の
よ
う
な
拘
束
か
ら
の
自
由
」

を
意
味
す
る
西
洋
の
一
ま
9
蔓
と
い
う
概
念
を
日
本
語
に
置
き
換
え

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
め
、
先
人
の
訳
語
を
紹
介

す
る
以
外
は
ま
霞
蔓
の
翻
訳
語
を
用
い
ず
、
「
リ
ベ
ル
テ
イ
」
と

音
を
片
仮
名
に
置
き
換
え
た
だ
け
の
表
記
を
行
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
中
村
が
当
時
の
日
本
語
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
一
旨
臼
¢

の
理
解
の
困
難
さ
を
感
じ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
よ
う

で
あ
る
。
中
村
は
、
「
古
今
東
西
一
致
道
徳
の
説
」
と
い
う
題
の
演

説
の
冒
頭
で
真
理
の
普
遍
性
を
主
張
し
、
西
洋
と
東
洋
の
両
者
に
は

本
質
的
に
共
通
項
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
述
べ
た
。

　
中
村
が
そ
う
考
え
た
根
拠
は
、
人
間
の
本
質
を
道
徳
性
と
捉
え
て

い
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
村
は
、
道
徳
性
は
生
ま
れ
な

が
ら
に
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
古
今
も
東
西
南
北
も

隔
た
り
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
の
本
質
は
そ
の
道
徳
性
で
あ
る
。

故
に
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
真
理
は
普
遍
な
の
だ
、
と
続
け
る
（
1
7
）
。

そ
の
考
え
に
従
う
の
な
ら
、
一
ま
Φ
「
曙
の
概
念
は
、
そ
れ
に
あ
て
は

ま
る
日
本
語
こ
そ
存
在
し
な
い
が
、
概
念
の
本
質
は
東
洋
思
想
の
中

に
も
存
在
し
、
す
で
に
人
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
ま
た
、
中
村
は
、
「
自
由
な
る
も
の
、
實
に
修
身
即
ち
自
治
の
根

本
な
り
、
福
祥
の
本
源
こ
》
に
在
り
、
家
國
の
基
礎
こ
〉
に
在
り
、

こ
れ
古
今
東
西
道
徳
一
致
の
大
な
る
も
の
其
一
な
り
」
（
1
8
）
と
い
う
。

こ
の
「
自
由
」
は
、
一
一
σ
嘆
蔓
の
持
つ
人
格
的
自
由
、
ま
た
は
積
極

的
自
由
の
意
味
に
近
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
荻
原
隆
氏
は
、
中

村
が
近
代
的
自
由
を
人
格
的
・
積
極
的
自
由
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す

る
方
向
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
る
が
、
「
西
洋
の
自
由

を
儒
教
の
修
身
や
道
徳
的
自
治
と
か
な
り
無
理
に
等
置
し
て
し
ま
っ

て
い
る
」
と
し
、
そ
の
た
め
に
「
近
代
的
自
由
の
持
っ
て
い
た
拘
束

か
ら
の
解
放
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
が
抜
け
落
ち
て
し
ま

う
」
（
1
9
）
と
指
摘
す
る
。

　
中
村
は
、
西
洋
思
想
に
お
け
る
一
ま
9
蔓
が
、
既
存
の
日
本
語
に

翻
訳
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
が
ら
、
＝
σ
臼
蔓
の
観

念
そ
の
も
の
が
日
本
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
こ
と

は
な
か
っ
た
。
西
洋
と
東
洋
の
異
質
性
に
着
目
せ
ず
、
東
洋
の
伝
統

的
思
想
、
と
り
わ
け
儒
教
を
介
し
て
の
西
洋
思
想
受
容
を
可
能
な
も



の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
格
的
・
積
極
的
自
由
の
前

提
で
あ
り
、
近
代
的
自
由
の
根
本
に
あ
っ
た
消
極
的
自
由
、
す
な
わ

ち
拘
束
か
ら
の
解
放
と
い
う
要
素
へ
の
注
目
が
疎
か
に
な
っ
て
い

た
。
「
本
質
的
に
は
共
通
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
、
よ
り
正
確
な

西
洋
思
想
受
容
の
障
害
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

う
。
曰
く
、
天
は
形
無
け
れ
ど
も
知
有
り
、
質
無
け
れ
ど
も
在
ら
ざ

る
所
無
し
。
（
中
略
）
或
ひ
と
曰
く
、
天
宣
に
愛
す
可
か
ら
ず
や
、

人
宣
に
敬
す
可
か
ら
ず
や
。
曰
く
、
敬
と
愛
と
は
、
相
離
る
可
か
ら

ず
。
天
は
、
人
よ
り
も
尊
し
、
故
に
敬
を
主
と
為
す
。
而
し
て
愛
其

の
中
に
在
り
。
人
は
、
我
と
同
等
な
り
、
故
に
愛
を
主
と
為
す
。
而

し
て
敬
其
の
中
に
在
り
（
原
漢
文
）
（
2
0
）
。
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（
二
）
翻
訳
語
「
天
」
の
持
つ
意
味

　
中
村
正
直
に
お
い
て
は
、
「
天
」
い
う
言
葉
が
O
o
伽
の
訳
語
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
。

　
中
村
は
二
十
代
の
こ
ろ
イ
ギ
リ
ス
へ
の
留
学
を
経
験
し
、
帰
国
後

初
め
て
の
試
み
と
し
て
「
敬
天
愛
人
説
」
と
い
う
小
文
を
著
し
た
。

こ
れ
は
「
上
」
と
「
下
」
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
上
」
で
は
東
洋
の
先
学
の
語
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
敬

天
愛
人
」
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
中
で
登
場
す
る
「
天
」

は
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
明
ら
か
に
中
国
古
典
や
儒
教
の
「
天
」
で

あ
る
。
次
い
で
、
「
下
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
天
は
、
吾
を
生
め
る
者
、
乃
ち
吾
が
父
な
り
。
人
は
、
吾
と
同
じ

く
天
の
生
め
る
所
の
者
、
乃
ち
吾
が
兄
弟
な
り
。
天
其
れ
敬
せ
ざ
る

可
け
ん
や
。
人
其
れ
愛
せ
ざ
る
可
け
ん
や
。
何
を
か
天
を
敬
す
と
謂

　
「
下
」
は
「
上
」
と
は
対
照
的
な
内
容
で
あ
る
。
柳
父
氏
は
こ
の

内
容
に
つ
い
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
用
語
と
明
白
に
わ
か
る
こ
と
ば
つ

か
い
は
し
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
る
意
味
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
説
い
て
い
る
」
（
2
1
）
と
指
摘
す
る
。
ま

た
、
王
氏
の
場
合
は
、
こ
の
部
分
が
『
聖
書
』
の
中
で
も
最
も
集
約

的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
精
神
を
表
わ
す
部
分
と
い
え
る
、
「
マ
ル

コ
伝
」
第
十
二
章
の
一
部
で
あ
る
と
特
定
す
る
（
2
2
）
。
「
下
」
に
登
場

す
る
「
天
」
は
、
O
o
ロ
の
翻
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
上
」
と
「
下
」
は
「
敬
天
愛
人
」
の

根
拠
を
、
そ
れ
ぞ
れ
東
洋
と
西
洋
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
同
じ
「
敬
天
愛
人
説
」
と
い
う
題
名
で
、
「
天
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
て
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
に
つ
い
て
述
べ
、
両
方
の
文
章
を
等

置
し
た
こ
と
の
ね
ら
い
は
、
東
洋
思
想
の
根
本
精
神
と
西
洋
思
想
の

根
本
精
神
が
、
本
質
的
に
は
同
じ
「
敬
天
」
と
「
愛
人
」
で
あ
る
こ
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と
を
示
す
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
敬
天
愛
人
説
」
に
お
け
る
中
村
の
O
o
α
と
「
天
」
の
同
一
視
に

つ
い
て
、
王
氏
は
「
儒
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
所
説
の
表
層
的
類
似
だ

け
に
注
目
し
て
い
た
が
、
そ
の
深
層
の
根
本
精
神
の
差
異
は
無
視
し

た
」
（
2
3
）
と
評
す
る
。
儒
学
の
「
天
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
O
o
山
は
、

同
じ
く
至
上
者
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い

る
。
し
か
し
、
儒
学
に
お
け
る
「
天
」
は
、
次
第
に
人
格
神
の
イ
メ

ー
ジ
と
性
格
を
失
っ
て
い
っ
た
一
方
で
、
「
天
」
と
人
間
の
間
に
は

明
確
な
一
線
が
画
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
O
o
匹
は
終
始
人
格
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
と
の

区
別
が
明
確
な
絶
対
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
儒
学
の
「
敬
天
」
と

キ
リ
ス
ト
教
の
唯
｝
神
へ
の
信
仰
に
は
差
異
が
あ
る
の
だ
、
と
王
氏

は
説
明
す
る
（
2
4
）
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
高
橋
昌
郎
氏
も
同
じ
よ
う
に
、
「
帰
国
当

時
の
敬
宇
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
」
〔
2
5
）
と
い
う
が
、
そ
の
一
方
で
「
敬
天
愛
人
説
」
の
段
階
の

中
村
が
、
「
天
」
を
＝
般
の
朱
子
学
者
の
説
に
比
較
し
て
強
く
宗

教
的
に
解
し
て
い
る
」
（
2
6
）
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
こ

と
の
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
中
村
が
両
者
の
思
想
を
共
通
の
も

の
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
な
中
国
古
典
や
儒
学
に
お
け

る
「
天
」
の
意
味
を
基
準
に
し
て
O
o
匹
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の

で
は
な
く
、
「
天
」
と
O
o
山
の
両
者
を
互
い
に
歩
み
寄
ら
せ
る
よ
う

な
方
法
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
中
村
は
儒
学
の
影
響
が
強
い
思
想

家
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
中
村
の
い
う
「
天
」
は
、
伝

統
的
学
問
の
解
釈
に
よ
る
「
天
」
で
も
な
く
、
西
洋
思
想
の
O
o
亀

で
も
な
い
、
そ
れ
ら
の
問
に
生
ま
れ
た
中
村
独
自
の
「
天
」
で
あ
っ

た
と
考
え
る
の
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

（
三
）
受
容
の
特
徴

　
以
上
の
よ
う
に
、
西
洋
思
想
を
受
け
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
中
村

に
は
常
に
「
真
理
は
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
西
洋
思

想
も
東
洋
思
想
も
本
質
的
に
は
共
通
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て

い
た
。

　
中
村
は
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
両
者
間
の
差
異
へ
の
注
目
は
不

十
分
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
西
洋
と
東
洋
の
思
想
の
共
通
性

を
見
出
す
た
め
に
、
両
者
と
も
に
中
村
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
い
た

可
能
性
も
見
出
せ
る
が
、
真
理
の
普
遍
性
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、

「
両
者
へ
の
超
越
的
把
握
を
実
現
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
（
2
7
）
と

王
氏
が
評
す
る
の
は
最
も
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
文
化
多
元
主
義
が
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
今
日
に
お

い
て
、
中
村
の
理
想
主
義
的
と
も
形
容
で
き
る
「
超
越
的
」
思
考
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が
、
逆
に
新
鮮
に
思
え
る
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
明
治
啓
蒙
思
想
は
身
分
の
差
別
を
否
定
し
て
人
の
平
等
を
説
き
な

が
ら
、
一
方
で
、
殊
に
進
化
論
の
影
響
を
受
け
て
か
ら
は
、
才
能

（
遺
伝
的
能
力
）
の
相
違
を
持
ち
出
し
て
新
た
な
差
別
観
を
導
入
し

て
い
た
と
い
う
（
2
8
）
。
そ
れ
に
対
し
、
人
間
の
道
徳
性
が
す
べ
て
の

根
元
で
あ
っ
た
中
村
に
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
な
か
っ
た
。
荻
原

氏
に
よ
れ
ば
、
中
村
は
「
個
性
や
才
能
や
職
業
の
多
様
性
が
認
め
ら

れ
た
上
で
、
し
か
も
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
真
剣
に
遂
行
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
道
徳
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
点
で
は
平
等
で
あ

る
（
2
9
）
」
と
い
う
平
等
観
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
、
道
徳
性
を
第
一
と
し
て
い
た
中
村
が
問
題
に
し
て
い
た
の

は
、
職
業
に
か
け
る
道
義
性
の
度
合
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
職
分
の
内

容
や
能
力
は
人
を
差
別
す
る
材
料
に
は
一
切
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
道
徳
性
が
徹
底
的
に
強
調
さ
れ
た
中
で
、
職
業
や
個
性
、
能

力
の
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
中
村
の
考
え
方
の
も
と
で
は
、

人
間
の
富
裕
や
国
家
の
繁
栄
の
よ
う
な
も
の
は
、
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
道
義
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
（
3
0
）
。

　
現
在
の
よ
う
な
資
本
主
義
社
会
の
中
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
中
村

の
平
等
観
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
と
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
だ
が
、

「
利
己
主
義
」
や
「
弱
肉
強
食
主
義
」
な
ど
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

中
村
の
平
等
観
に
は
、
あ
る
価
値
が
見
出
せ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。　

明
治
維
新
を
境
に
し
て
、
日
本
の
価
値
観
は
、
朱
子
学
な
ど
が
提

唱
し
た
道
徳
的
義
務
か
ら
、
自
然
権
思
想
が
提
唱
す
る
権
利
の
主
張

へ
と
大
き
く
変
化
し
、
道
徳
的
な
も
の
は
権
利
の
手
段
、
ま
た
は
そ

れ
以
下
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
印
象
が
あ
る
。
近
代
の
極
ま
っ
た

「
利
己
主
義
」
や
「
弱
肉
強
食
主
義
」
も
、
こ
の
流
れ
と
無
関
係
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
中
村
の
道
徳
を
第
一
と
す
る
価
値
観
は
、
そ

の
流
れ
に
対
抗
し
得
る
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
村
の
西
洋
思
想
受
容
の
根
底
に
あ
っ
た
、
人
間
の
本
質
を
道
徳

性
と
捉
え
る
と
い
う
信
念
か
ら
生
ま
れ
た
価
値
観
は
、
西
洋
思
想
受

容
に
お
け
る
正
確
さ
と
い
う
点
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
な
点
で
価
値

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
近
代
日
本
に
お
い
て
西
洋
思
想
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ

て
い
た
か
を
、
当
時
の
翻
訳
に
注
目
す
る
こ
と
で
論
じ
て
き
た
。

　
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
私
は
翻
訳
者
た
ち
が
翻
訳
語
と
し
て
用

い
る
漢
語
の
選
択
に
神
経
を
細
か
く
し
て
い
た
事
実
に
触
れ
続
け

た
。
そ
れ
は
一
般
民
衆
が
、
翻
訳
書
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
語
が
も
と

も
と
持
っ
て
い
る
、
伝
統
的
学
問
や
日
常
語
の
中
で
の
意
味
や
イ
メ



　
　
ー
ジ
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
翻
訳
書
を
読
み
、
西
洋
思
想
を
解
釈
し
て

m
　
い
く
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
必
ず
し
も
西
洋
思
想
と
共

　
　
通
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
漢
語
の
持
つ
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
と
関

　
　
連
し
な
が
ら
西
洋
思
想
を
受
容
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　
　
　
少
数
識
者
に
よ
る
西
洋
思
想
受
容
に
対
す
る
姿
勢
は
、
単
純
に
分

　
　
類
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
福
沢
と
中
村
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ

　
　
の
根
本
姿
勢
に
お
い
て
対
照
的
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
両
者

　
　
と
も
、
自
身
や
そ
の
他
の
人
々
が
そ
の
時
点
で
持
っ
て
い
る
知
識
の

　
　
す
べ
て
を
使
い
こ
な
す
こ
と
で
西
洋
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い

　
　
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
福
沢
は
西
洋
を
全
く
「
異
質
」
な
も

　
　
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、
中
村
は
本
質
的
に
「
同
質
」
な

　
　
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
点
で
は
全
く
異
な
る
。
そ
の
基
本
的
な
姿

　
　
勢
の
違
い
が
、
研
究
者
に
よ
っ
て
多
く
問
題
に
さ
れ
て
い
る
儒
学
を

　
　
は
じ
め
と
し
た
、
伝
統
的
な
学
問
と
の
関
わ
り
方
の
違
い
に
現
れ
た

　
　
の
で
は
な
い
か
。
結
果
的
に
見
て
、
福
沢
の
西
洋
思
想
へ
の
理
解
の

　
　
方
が
正
確
で
、
現
在
の
日
本
で
も
影
響
力
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
は

　
　
明
白
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
の
日
本
で
少
な
か
ら
ず
力
を
持
っ
て
い

　
　
る
、
西
洋
が
世
界
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
風
潮
が
正
し
い
の
か
と
い

　
　
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
場
面
も
あ
る
の
で
は
な

　
　
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
中
村
の
思
想
も
福
沢
の

　
　
思
想
に
劣
ら
ず
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
を
課
題
と
す
る
場
合
、
西
洋
思
想
と
東
洋
思
想

の
両
方
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ

ろ
う
が
、
と
り
わ
け
西
洋
思
想
に
関
す
る
知
識
が
貧
困
な
ま
ま
本
稿

を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
私
の
力
の
及
ぼ
な
か
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
先

生
方
の
暖
か
い
ご
指
導
の
お
陰
で
、
自
分
に
と
っ
て
興
味
深
い
と
感

じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
得
ら
れ
た
こ
と
は
、
非

常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
し
た

い
。

〔
注
〕

（
1
）
　
慶
磨
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
五
八
年
、
四
八
七
頁

（
2
）
　
同
四
九
五
頁

（
3
）
尚
学
図
書
編
『
国
語
大
辞
典
』
、
小
学
館
、
一
九
八
一
年

（
4
）
　
柳
父
章
『
翻
訳
の
思
想
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、

　
八
一
頁

（
5
）
　
前
掲
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
四
巻
、
五
七
三
頁

（
6
）
　
前
掲
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
三
巻
、
三
七
頁
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（
7
）
　
王
家
騨
『
日
本
の
近
代
化
と
儒
学
』
、
農
山
漁
村
文
化
協

会
、
一
九
九
八
年
、
一
四
四
頁
参
照

（
8
）
　
こ
こ
で
参
照
し
た
の
は
、
金
谷
治
、
三
浦
国
雄
両
氏
ら

　
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
（
平
石
直
昭
『
一
語
の
辞
典
　
天
』
、

　
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
十
六
～
二
五
頁
に
よ
る
）

（
9
）
　
前
掲
『
一
語
の
辞
典
　
天
』
十
六
～
二
五
頁
参
照

（
1
0
）
　
前
掲
『
翻
訳
の
思
想
』
二
〇
二
頁

（
1
1
）
　
中
村
元
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇

　
一
年
）
の
「
平
等
」
の
項
を
一
部
抜
粋
し
た
。

（
1
2
）
　
前
掲
『
日
本
の
近
代
化
と
儒
学
』
一
四
一
頁
参
照

（
1
3
）
　
柳
父
章
『
翻
訳
と
は
な
に
か
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二

〇
〇
一
年
、
一
一
〇
～
一
一
一
頁
、
一
一
四
頁
～
一
一
五
頁

参
照

（
1
4
）
　
前
掲
『
国
語
大
辞
典
』
・
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
、

大
修
館
書
店
、
一
九
八
四
年
参
照

（
1
5
）
　
前
掲
『
翻
訳
と
は
な
に
か
』
＝
二
頁
～
＝
四
頁

（
1
6
）
　
西
周
他
『
明
治
啓
蒙
思
想
集
（
明
治
文
學
全
集
3
）
』
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
、
二
九
五
頁

（
1
7
）
　
同
三
二
七
頁

（
1
8
）
　
同
三
三
一
頁

（
1
9
）
　
荻
原
隆
『
中
村
敬
宇
研
究
－
明
治
啓
蒙
思
想
と
理
想
主

義
ー
』
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
、
二
六
三
頁

（
2
0
）
　
松
本
三
之
介
編
『
明
治
思
想
集
1
（
近
代
日
本
思
想
大

系
3
0
）
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
二
九
～
三
〇
頁

製2＿t，1嬰
　　　　　　』

A　　　A　　　　　　　　　A　　　A　　　A　　　A　　　　

軍鍾年堕召竃｝磐巴
　　　　　　　、

前
掲
『
翻
訳
の
思
想
』
二
〇
四
頁

前
掲
『
日
本
の
近
代
化
と
儒
学
』
一
七
七
頁
参
照

同
一
七
七
頁

同
一
七
七
～
一
七
八
参
照

高
橋
昌
郎
『
中
村
敬
宇
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八

六
六
頁

同
六
五
頁

前
掲
『
日
本
の
近
代
化
と
儒
学
』
一
七
九
頁

前
掲
『
中
村
敬
宇
研
究
－
明
治
啓
蒙
思
想
と
理
想
主
義

二
六
六
頁

同
二
六
六
頁

同
二
四
二
～
二
六
六
頁
参
照

　
付
記
　
こ
の
論
文
は
平
成
十
四
年
度
卒
業
論
文
を
要
約
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
誌
掲
載
に
あ
た
り
紙
数
の
都
合
上
、
明
治
初

期
の
翻
訳
と
時
代
背
景
に
つ
い
て
触
れ
た
一
章
分
は
割
愛
し
た
。


