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1

日
本
的
啓
蒙
運
動
の
特
質

　

一
般
に
啓
蒙
思
想
と
言
う
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
末
期
か
ら
近
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
に
始
ま
り
、
と
り
わ
け
フ

ラ
ン
ス
の
「
八
世
紀
半
ぽ
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
一
連
の
思
想
運
動
を
呼
ぶ
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
思
想
の
中

核
と
な
っ
て
い
る
基
本
理
念
は
、
通
常
当
時
の
国
家
に
君
臨
し
て
い
た
絶
対
的
支
配
権
力
の
主
体
で
あ
る
専
制
君
主
に
対
立
し
、
自
ら

の
自
然
的
秩
序
に
も
と
つ
く
市
民
社
会
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
新
興
市
民
階
級
の
反
体
制
思
想
と
し
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
運
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
形
態
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ

の
基
底
に
一
貫
し
て
流
れ
る
指
導
理
念
は
、
反
封
建
と
反
絶
対
制
の
激
し
い
具
体
的
な
思
想
運
動
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
）

に
は
「
人
間
は
自
然
と
同
じ
普
遍
的
な
秩
序
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
念
と
、
人
間
は
「
理
性
に
よ
っ
て
世
界
の
秩
序
」
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
が
滋
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
思
想
性
は
法
理
論
に
お
け
る
「
自
然
権
思
想
」
と
な
っ
て
現
れ
、
国

家
理
論
と
し
て
の
「
社
会
契
約
説
」
と
な
り
、
宗
教
に
お
い
て
は
「
理
神
論
」
と
な
り
、
な
か
ん
ず
く
経
済
思
想
運
動
と
し
て
の
フ
ィ　

国



ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
「
自
然
秩
序
」
に
も
と
つ
く
学
説
に
き
わ
め
て
明
瞭
な
形
で
具
現
さ
れ
て
い
る
。　
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1

　

ひ
る
が
え
っ
て
明
治
日
本
に
お
け
る
啓
蒙
運
動
の
性
格
を
政
治
・
経
済
思
想
、
な
か
ん
ず
く
福
沢
諭
吉
と
津
田
真
道
の
場
合
を
と
お

し
て
考
察
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
と
理
念
や
運
動
形
態
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
明
治
期
に
お
け
る
啓
蒙
経
済
思
想
の
展
開
は
、
ま
ず
先
進
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
主
義
経
済
思
想
の
翻
訳
に
よ
っ

て
導
入
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
主
な
る
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
A
・
L
・
ペ
リ
、
T
・
R
・
マ
ル
サ
ス
、
J
・
S
ー
ミ

ル
、
C
・
F
・
バ
ス
テ
ィ
ア
、
W
・
S
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
、
J
・
E
・
ケ
ア
ン
ズ
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
H
・
D
・
マ
ク
ラ
ウ
ド
等
の

翻
訳
が
そ
の
当
時
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
い
っ
て
明
治
の
文
明
開
化
を
促
進
し
た
思
想
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

「
自
由
主
義
」
と
「
功
利
主
義
」
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
人
民
主
権
論
」
で
あ
り
、
ド
イ
ッ
の
「
国
家
主
義
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
」
な
ど
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
導
入
摂
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
福
沢

諭
吉
が
慶
応
三
年
に
訳
出
し
た
『
西
洋
事
情
』
こ
そ
は
当
時
の
政
治
・
経
済
思
想
の
代
表
的
啓
蒙
思
想
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
。
曰
く

「
経
済
学
の
旨
と
す
る
所
は
、
人
間
衣
食
住
の
需
要
を
給
し
、
財
を
増
し
、
富
を
致
し
、
人
を
し
て
歓
楽
を
享
け
し
む
る
に
在
り
。
然

り
と
錐
ど
も
世
の
学
者
、
経
済
の
学
は
唯
富
を
致
す
も
の
と
思
ひ
、
或
は
富
を
致
し
て
之
を
守
る
所
以
の
趣
旨
な
り
と
思
ふ
は
、
大
な

る
誤
解
な
り
。
抑
も
経
済
の
大
趣
意
は
、
人
の
作
業
を
束
縛
す
る
に
非
ず
し
て
、
却
て
其
天
賦
に
従
ひ
、
自
由
に
其
力
を
伸
べ
し
む
る

　
　

（
2
）

も
の
な
り
」
と
。

　

人
間
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
天
分
に
従
っ
て
自
ら
の
仕
事
に
精
励
す
る
時
、
必
然
的
に
国
家
の
発
展
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
個

人
は
国
富
の
増
大
の
た
め
に
働
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
経
済
的
自
由
放
任
主
義
の
主
張
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
福
沢
の
「
独
立

自
尊
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
端
を
こ
こ
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
福
沢
の
経
済
思
想
を
明
治
期
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
の
一

典
型
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
自
由
な
経
済
活
動
が
結
局
は
国
家
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
に
お
い
て
絶
対
主
義
的
文
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明
開
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
国
民
経
済
的
意
識
に
立
っ
て
民
衆
を
啓
発
し
よ
う
と
し
た
意
味

で
、
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
の
啓
蒙
思
想
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
明
治
絶
対
主
義
権
力
に
加
担
す
る
立
場

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
構
造
は
結
局
封
建
遺
制
と
戦
っ
て
き
た
は
ず
の
経
済
的
自
由
主
義
を
し
て
政
府
の
保
護
主
義
的
政

策
論
に
堕
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
明
治
期
の
啓
蒙
思
想
が
基
本
的
に
絶
対
制
と
対
決
し
よ
う
と
し
た
西
欧
的
啓

蒙
思
想
運
動
の
姿
勢
と
、
本
質
的
に
異
な
る
思
想
性
を
も
つ
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
い
ま
か
り
に
、
こ
の
点

を
踏
ま
え
て
明
治
期
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
「
日
本
的
」
と
冠
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
明
治
期
の
啓
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
）

思
想
は
ま
さ
し
く
「
日
本
的
啓
蒙
思
想
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
明
治
期
の
啓
蒙
思
想
に
み
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
「
蒙
を
啓
く
」
対
象
と
し
て
の
野
蛮
な
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
）

衆
の
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
欧
米
的
文
明
に
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
日
本
的
愚
民
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
日
本
的
啓
蒙
運
動
の

核
心
に
あ
っ
た
も
の
は
、
福
沢
の
意
識
構
造
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
欧
米
的
文
明
に
も
と
つ
い
た
「
近
代
的
合
理
主
義
的
価
値
基
準
」

に
よ
っ
て
日
本
的
愚
民
の
目
を
開
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
価
値
基
準
に
も
と
つ
く
合
理
的
思
考
が
啓
蒙
思
想
の
核
心
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
5
）

て
一
般
に
普
及
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
津
田
真
道
は
こ
の
よ
う
な
欧
米
的
合
理
精
神
を
「
天
狗
説
」
や
「
怪
談
」

な
ど
の
論
説
に
よ
っ
て
開
陳
し
た
啓
蒙
思
想
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
彼
は
「
天
狗
説
」
に
お
い
て
天
狗
の
存
在
を
信
じ
、
「
天
狗
孤
怪

二
遇
ヒ
又
夜
間
墓
畔
二
在
テ
鬼
火
幽
霊
ヲ
目
撃
ス
ル
」
者
は
「
我
大
日
本
帝
国
ノ
愚
民
ノ
ミ
」
の
愚
で
あ
り
ま
さ
に
妄
信
と
い
う
ほ
か

は
な
く
、
西
欧
的
合
理
精
神
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
合
理
精
神
の
核
心
は
、
津
田
に
よ
れ

ば
唯
心
論
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
「
唯
物
論
」
的
合
理
主
義
的
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
我
国
に
お
け
る

妄
信
を
克
服
す
る
道
は
、
道
理
一
般
に
通
ず
る
学
問
の
教
導
よ
り
も
む
し
ろ
宗
教
で
あ
り
、
な
か
で
も
「
人
民
一
般
ノ
開
化
ヲ
賛
ク
ル

者
基
教
二
如
〃
者
糞
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
並
夏
を
啓
蒙
運
動
の
最
善
の
方
途
で
あ
り
・
手
段
で
あ
る
と
し
て
い
る
｝
〕
と
が
注
目
W



さ
れ
る
特
色
で
あ
る
。　
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1

　

ま
た
津
田
真
道
は
、
啓
蒙
思
想
は
愚
か
な
る
民
衆
の
妄
信
を
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
よ
っ
て
開
眼
し
、
西
欧
的
合
理
精
神
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
）

文
明
開
化
を
促
進
し
、
も
っ
て
「
国
家
富
強
ノ
本
根
ヲ
培
養
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
津
田
の
考
え
は
啓
蒙
は
そ
れ

自
体
の
価
値
と
し
追
求
さ
る
べ
き
目
標
で
は
な
く
、
文
明
開
化
に
よ
っ
て
後
進
的
野
蛮
性
を
脱
却
し
、
「
近
代
国
家
」
日
本
の
富
強
を
達

成
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
国
威
」
発
揚
を
目
的
と
す
る
自
由
と
啓
蒙
運
動
は
、
後
進
国
日
本
の

明
治
期
啓
蒙
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
近
代
国
家
の
実
現
を
め
ざ
す
「
日
本
的
啓
蒙
思
想
」
と
称
す
る
所
以
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
｝
八
世
紀
半
ば
を
中
心
と
す
る
絶
対
制
に
対
決
し
た
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
啓
蒙
思
想
運
動
の
目
的
や
手
段
と
は

本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

い
わ
ゆ
る
明
治
期
に
お
け
る
日
本
的
な
啓
蒙
思
想
は
、
封
建
的
な
絶
対
制
に
対
立
し
、
こ
れ
を
否
定
す
る
と
い
う
欧
米
型
の
啓
蒙
思

想
で
は
な
く
、
蒙
味
な
る
民
衆
を
先
進
西
欧
諸
国
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
合
理
的
思
考
法
と
価
値
基
準
に
よ
っ
て
啓
発
し
、
あ
わ
せ
て
国

力
を
増
進
し
ひ
い
て
は
「
国
威
の
宣
揚
」
を
計
ろ
う
と
意
図
し
た
後
進
国
日
本
の
国
家
的
願
望
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
欧
先

進
国
の
文
明
に
よ
っ
て
一
刻
も
早
く
日
本
の
野
蛮
性
を
開
化
し
、
列
強
に
伍
し
国
威
を
宣
揚
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
「
文
明
開
化
」
と
い
う
啓
蒙
運
動
は
日
本
国
近
代
化
の
手
段
で
あ
っ
て
、
目
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た

福
沢
諭
吉
に
お
け
る
自
由
主
義
的
経
済
論
も
津
田
真
道
の
唯
物
論
や
キ
リ
ス
ト
教
も
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
の
富

強
の
た
め
の
不
可
欠
な
要
件
で
あ
り
手
段
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
啓
蒙
思
想
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合
す

る
と
い
う
後
進
国
に
み
ら
れ
る
上
か
ら
の
啓
蒙
運
動
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
明
治
期
の
啓
蒙
主
義
者
た
ち
の
思
考
パ
タ
ー
ン
に
共
通
し

た
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
明
開
化
は
日
本
に
お
け
る
明
治
期
の
先
進
国
を
目
ざ
す
国
家
的
目
標
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



　

以
上
の
よ
う
な
啓
蒙
思
想
の
本
質
的
意
味
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
明
治
期
の
啓
蒙
思
想
運
動
の
特
徴
の
理
解
の
う
え
で
、

上
円
了
の
啓
蒙
思
想
の
基
本
的
な
性
格
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

つ
ぎ
に
井
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一
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福
沢
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一
九
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年
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ァ
書
房
、
一
九
五
八
年
、
参
照
。

加
藤
弘
之
『
交
易
問
答
』
、
一
八
六
九
年
、
『
明
治
文
化
全
集
』
第
九
巻
、
参
照
。

『
明
六
雑
誌
』
第
八
号
、
一
八
七
四
年
。

同
誌
、
第
三
号
、
一
八
七
四
年
。

同
誌
、
第
六
号
、
一
八
七
四
年
。

2

　

福
沢
諭
吉
が
『
文
明
論
之
概
略
』

も
っ
て
文
明
開
化
と
み
な
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

全
国
の
有
様
に
就
て
見
る
可
き
も
の
な
り
」

て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く

こ
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
啓
蒙
思
想
は
何
等
か
の
意
味
で
西
洋
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
、

を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

な
か
ん
ず
く
井
上
円
了
の
啓
蒙
は
、
西
洋
哲
学
の
論
理
的
方
法
に
よ
っ
て
旧
来
の
日
本
思
想
の
中
心
で
あ
る
仏
教
の
復
権
を
は
か
り
、

井
上
円
了
の
啓
蒙
思
想

　

〔
1
）

　
　
　

の
は
じ
め
に
、
「
文
明
論
と
は
人
の
精
神
発
達
の
議
論
な
り
」
と
し
て
、
人
間
の
精
神
的
改
善
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
沢
は
啓
蒙
を
も
っ
て
「
文
明
は
↓
人
の
身
に
就
て
論
ず
可
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　

と
し
、
明
治
日
本
の
社
会
的
進
化
と
近
代
化
の
促
進
を
啓
蒙
運
動
の
目
的
と
し
て
か
か
げ

　

「
人
間
改
善
」
の
価
値
基
準
は
、
こ
の
場
合
当
然
西
欧
の
「
自
由
主
義
的
経
済
学
の
諸
原
理
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
来
の
日
本
思
想
を
検
討
し
新
し
い
価
値
観

149



市
井
の
哲
学
者
と
し
て
街
頭
に
立
っ
て
庶
民
の
旧
弊
と
な
っ
て
い
る
迷
信
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
、
「
社
会
に
益
し
、
国
家
に
利
」
せ　

5
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

ん
と
全
国
行
脚
を
自
ら
の
使
命
と
し
た
文
字
通
り
実
践
的
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
た
。

　

一
般
に
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
あ
る
歴
史
的
な
時
間
帯
の
な
か
で
共
通
に
も
っ
て
い
る
意
識
を
、
そ
れ
を
、
価
値
観
な
い
し
は
世
界
観

と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
そ
れ
ら
は
科
学
的
進
歩
や
社
会
的
発
展
を
促
し
た
り
あ
る
い
は
遅
ら
せ
た
り
す
る
重
要
な
要

因
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
人
び
と
の
日
常
生
活
の
指
針
を
強
固
に
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
に
求
め

る
こ
と
を
や
め
て
、
次
第
に
一
個
の
独
立
し
た
人
間
の
理
性
に
信
頼
を
お
き
は
じ
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
価
値
観
に
お
け
る
変
化
は
、
文
明
一
般
に
き
わ
め
て
緩
慢
で
あ
る
が
非
常
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要
素
と
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
啓
蒙
思
想
運
動
の
目
的
は
、
旧
来
の
伝
統
的
因
習
に
代
っ
て
新
し
い
価
値
観
を
創
造
す
る
と
こ
ろ
に
歴
史
的
な
意

味
が
存
在
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
自
己
否
定
を
内
包
す
る
方
策
に
よ
っ
て
自
己
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
過
度
期
に
お
け
る

発
展
の
論
理
構
造
で
も
あ
る
。
い
わ
ぽ
旧
来
の
価
値
観
に
代
っ
て
新
し
い
価
値
に
も
と
つ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
創
造
で
あ
る
。
円
了
の
思

想
は
、
西
洋
哲
学
を
基
礎
と
し
て
現
実
の
旧
来
の
思
考
方
法
や
旧
来
の
意
識
を
検
討
し
そ
の
不
合
理
を
明
ら
か
に
し
、
新
し
い
合
理
的

な
価
値
観
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
す
ぐ
れ
た
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
井
上
円
了
の
『
妖
怪
学
』
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
実
践
的
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
井
上
円
了
の
思
想
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

井
上
円
〜
が
明
治
一
九
年
「
不
思
議
研
究
会
」
を
組
織
し
自
ら
世
話
人
と
な
り
、
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
幽
霊
と
か
、
天
狗
、
犬

神
、
巫
蜆
、
人
相
見
、
予
言
な
ど
を
集
め
て
調
査
研
究
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
に

日
本
人
の
所
有
し
て
い
る
妖
怪
観
を
実
証
的
、
客
観
的
に
西
欧
的
哲
学
的
方
法
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
）

め
、
井
上
円
了
は
一
道
一
府
四
八
県
二
一
五
ヵ
所
に
わ
た
っ
て
妖
怪
現
象
の
実
地
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
は
『
妖
怪
学
講
義
』
と



明治期の啓蒙運動とフランスの啓蒙思想

な
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

井
上
円
了
は
、
ふ
つ
う
の
道
理
で
は
解
釈
さ
れ
な
い
よ
う
な
不
思
議
な
現
象
を
も
っ
て
「
妖
怪
」
と
称
し
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
三
つ

に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
第
一
種
は
、
幽
霊
と
か
狐
、
狸
、
天
狗
、
犬
神
と
い
っ
た
外
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
種
は
他
か
ら

の
媒
介
に
よ
る
不
思
議
現
象
で
あ
り
、
例
え
ば
巫
女
、
神
下
ろ
し
、
人
相
見
、
予
言
、
占
い
、
祈
薦
、
千
里
眼
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
種
は
、
自
分
自
身
の
心
身
の
上
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
夢
と
か
精
神
の
異
状
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
夢
遊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　
　
　

ヘ　
　
　

ヘ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　
　
　

ヘ　
　
　

ヘ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ　
　
　

ヘ　
　
　

シ

病
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
不
思
議
な
現
象
を
外
か
ら
の
も
の
と
内
か
ら
の
も
の
と
に
分
類
し
、
さ
ら
に
人
間
の
理
性
に

よ
っ
て
合
理
的
に
説
明
し
た
り
、
理
解
で
き
る
も
の
1
仮
怪
1
と
、
ど
う
し
て
も
合
理
的
に
認
識
で
き
な
い
存
在
i
ー
真
怪
ー

と
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
怪
と
は
、
人
知
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
「
不
可
知
的
不
思
議
現
象
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　

井
上
円
了
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
本
来
自
然
に
対
す
る
「
恐
怖
感
」
が
潜
在
的
に
意
識
構
造
の
な
か
に
存
在
し
、
そ
れ
が
妖
怪
を
生

み
原
始
的
な
信
仰
を
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
恐
怖
に
対
す
る
感
覚
こ
そ
不
思
議
な
も
の
を
生
み
出
す
精
神
構
造
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
科
学
的
合
理
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
現
象
で
あ
り
、
科
学
的
認
識
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
吾
人
の

有
す
る
有
限
の
心
よ
り
す
れ
ぽ
理
外
な
れ
ど
も
、
無
限
の
心
よ
り
す
れ
ば
理
内
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
今
之
を
智
力
の
上
に
論
す
る
も

無
限
性
と
有
限
性
の
二
種
あ
り
て
、
若
し
無
限
性
の
智
力
よ
り
す
る
と
き
は
真
怪
も
心
躰
も
皆
道
理
以
内
の
も
の
と
な
る
べ
し
、
是
を

以
て
道
理
に
は
有
限
性
と
無
限
性
の
二
種
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
普
通
の
道
理
は
有
限
性
な
れ
ど
も
、
高
等
の
道
理
に
至

れ
ば
無
限
性
な
り
、
故
に
若
し
此
無
限
性
の
道
理
に
よ
り
て
真
怪
を
論
ぜ
ん
か
、
其
躰
は
秘
怪
に
あ
ら
ず
し
て
理
怪
な
り
と
謂
わ
ざ
る

べ
か
ら
ず
、
予
嘗
て
吾
人
の
心
に
は
智
情
意
の
三
種
の
作
用
あ
れ
ど
も
、
其
躰
は
も
と
無
限
の
心
躰
上
に
現
は
れ
し
も
の
な
れ
ぽ
、
三

者
と
も
に
外
面
に
は
有
限
性
を
有
す
れ
ど
も
、
只
内
面
に
は
無
限
性
を
具
す
る
も
の
に
し
て
、
宗
教
は
皆
此
有
限
性
を
脱
却
し
て
無
限　

皿



　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
）

性
に
躰
達
す
る
を
以
て
目
的
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
仮
怪
は
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能　
　

5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

な
現
象
と
な
り
、
真
怪
こ
そ
人
智
を
も
っ
て
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
と
は
未
知
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
未
知
と
い
う
と
き
は
今
日
で
は
ま
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
将
来
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
を
持
つ

意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
円
了
は
「
い
わ
ゆ
る
知
る
べ
か
ら
ざ
る
と
は
、
真
の
不
思
議
の
意
に
し
て
人
智
に
て
は
知
る
こ
と
は

不
可
能
な
り
と
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
で
は
な
い
。
も
し
人
智
の
性
質
の
有
限
に
し
て
宇
宙
の
事
物
の

無
限
な
る
を
知
る
な
ら
ば
人
智
以
外
の
事
物
あ
り
て
存
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
体
た
る
や
不
可
知
的
不
可
思
議
と
申
す
も
の
」
に

し
て
「
こ
れ
を
名
づ
け
て
真
怪
と
す
る
と
き
は
、
世
界
に
真
怪
の
存
す
る
は
疑
う
こ
と
が
で
き
ぬ
」
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の

科
学
的
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
「
仮
怪
」
と
い
う
現
象
は
、
近
代
的
な
合
理
精
神
に
よ
っ
て
実
証
的
に
分
析
し
、
迷
信
の

産
物
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
方
法
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
、
当
時
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
意
識
に
共
通
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
）

し
た
知
的
資
産
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
主
義
的
合
理
主
義
的
精
神
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
津
田
真
道
ら
の

「
明
六
社
同
人
」
と
な
っ
た
人
達
の
合
理
主
義
的
実
証
主
義
的
功
利
主
義
の
哲
学
と
り
わ
け
ス
ペ
ン
サ
ー
を
中
心
と
す
る
「
進
化
論
の

哲
学
こ
そ
、
井
上
円
了
が
学
ん
だ
哲
学
で
あ
り
、
も
っ
と
も
強
い
影
響
を
受
け
た
思
索
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
井
上
円
了
は
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
5
）

化
論
に
依
拠
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
、
仏
教
を
基
礎
づ
け
」
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
科
学
史
家
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
が
言
う
と
こ

ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
あ
っ
て
、
他
の
科
学
者
が
自
分
達
の
研
究
に
利
用
し
追
随
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
時
の
傑
出
し
た

科
学
的
業
績
で
あ
り
、
か
つ
当
時
の
科
学
的
考
え
方
を
現
わ
す
三
般
的
形
式
」
な
い
し
は
「
理
論
モ
デ
ル
」
で
あ
っ
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

『
福
沢
諭
吉
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
第
四
巻
。

井
上
円
了
『
妖
怪
学
講
義
』　

一
八
九
六
年
刊
。

井
上
円
了
『
妖
怪
学
講
義
』
第
一
巻
、
一
九
七
九
年
刊
、
二
九
五
頁
。
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（
4
）　

『
西
周
全
集
』
宗
高
書
房
、
第
一
巻
。
『
明
六
雑
誌
』
第
三
八
、
三
九
、
四
〇
号
。
『
鴎
外
全
集
』
岩
波
書
店
、
第
三
巻
、
一
九
七
二

　

年
。

（
5
）　

東
洋
大
学

『
井
上
円
了
研
究
』
第
一
冊
、
八
九
頁
。

3　

迷
信
と
宗
教

　

先
述
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
、
井
上
円
了
は
妖
怪
現
象
に
学
問
の
光
を
当
て
、
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
合
理
的
実
証
的
に

説
明
で
き
る
も
の
（
仮
怪
）
と
不
可
知
的
不
思
議
現
象
（
真
怪
）
と
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
道
理
に
背
き
学
理
に
反
す
る

性
質
を
有
す
る
」
仮
怪
を
実
在
と
し
て
信
ず
る
の
は
迷
信
で
あ
る
。
「
我
邦
は
今
日
尚
ほ
迷
信
盛
ん
に
し
て
、
宗
教
も
其
の
雲
に
掩
わ

れ
、
精
神
界
は
之
が
為
に
暗
黒
な
る
有
様
な
れ
ぽ
、
余
は
人
文
の
た
め
国
家
の
為
に
迷
信
と
宗
教
と
の
別
を
明
か
に
し
、
有
害
な
る
迷

信
を
除
き
て
、
正
し
き
信
仰
の
下
に
宗
教
の
光
明
を
発
揮
せ
し
む
る
の
必
要
を
感
じ
、
一
片
報
国
の
微
衷
よ
り
本
書
を
講
述
す
る
に
至

れ
り
」
と
そ
の
著
「
迷
信
と
宗
教
」
に
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
本
書
の
目
的
は
「
高
等
教
育
を
受
け
た
る
人
士
を
相
手
と
す
る
に
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
）

ず
、
中
等
以
下
の
社
会
或
は
小
学
卒
業
の
程
度
の
人
に
し
て
、
迷
信
の
海
に
漂
ひ
つ
玉
あ
る
人
に
示
さ
ん
と
す
」
と
述
べ
て
、
大
衆
の

啓
蒙
を
促
進
し
、
か
つ
日
本
の
社
会
的
近
代
化
に
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
繁
栄
の
一
翼
を
担
う
目
的
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い

る
。
こ
こ
に
も
、
明
治
期
の
日
本
的
啓
蒙
運
動
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
福
沢
諭
吉
の
「
個
人
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
）

教
育
と
い
う
理
念
は
、
富
国
強
兵
と
い
う
国
家
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
」
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
点
に
類
似
し
て
い
る
。
と
く

に
低
教
育
層
の
啓
発
を
社
会
教
育
の
目
的
と
し
た
こ
と
は
、
井
上
円
了
の
独
自
の
啓
蒙
思
想
の
現
わ
れ
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
全
国
各
地
の
妖
怪
を
実
地
に
調
査
分
析
し
て
「
妖
怪
は
す
な
わ
ち
迷
信
、
迷
信
は
す
な
わ
ち
妖
怪
と
い
っ
て
宜
い
ほ
ど
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
）

あ
る
。
世
間
多
く
の
人
は
妖
怪
な
ら
ざ
る
も
の
を
妖
怪
と
信
じ
て
居
る
、
是
れ
已
に
迷
信
で
あ
る
」
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
迷
信
の
妄　

5
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

雲
を
佛
ひ
去
っ
て
、
宗
教
の
真
月
を
観
よ
」
と
警
告
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
迷
信
は
道
理
に
背
き
て
非
道
理
に
本
つ
く
も
の
な
れ
ば
、



背
理
的
性
質
を
有
す
れ
ど
も
、
宗
教
は
道
理
以
上
に
根
拠
を
置
く
も
の
な
れ
ば
、
超
理
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
其
の
所
謂
超　
　

5
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

理
的
本
体
は
已
に
相
対
的
現
象
を
超
絶
さ
る
も
の
な
れ
ぽ
、
哲
学
上
之
を
絶
対
と
申
し
て
居
る
。
其
の
絶
対
已
に
絶
対
な
れ
ぽ
、
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　

、　

、　

、

の
経
験
も
知
識
も
論
理
も
到
底
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
。
す
な
わ
ち
真
の
不
可
思
議
で
あ
り
、
こ
の
絶
対
の
実
在
す
る
か
し
な
い
か

を
証
明
す
る
の
は
哲
学
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
人
界
に
応
用
し
て
、
人
心
を
安
逸
な
ら
し
む
る
は
宗
教
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

迷
信
と
宗
教
の
相
異
点
と
し
て
、
迷
信
は
「
背
理
な
る
上
に
利
己
的
に
し
て
且
つ
非
論
理
的
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
宗
教
は
、
「
公
益

博
愛
を
本
と
し
、
た
と
ひ
自
利
を
説
く
も
、
利
他
を
目
的
と
す
る
自
利
に
し
て
、
徹
頭
徹
尾
道
徳
的
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
迷
信
は

私
情
に
も
と
づ
き
、
宗
教
は
良
心
に
本
つ
く
」
と
い
う
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

迷
信
の
起
こ
る
そ
も
そ
も
の
原
因
は
「
知
識
に
暗
き
方
と
運
命
に
迷
う
方
」
と
の
二
様
あ
っ
て
、
知
識
の
方
面
は
学
校
教
育
の
分
野

で
あ
り
、
教
育
の
普
及
に
よ
っ
て
排
除
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
家
庭
内
の
教
育
や
社
会
教
育
の
改
良
を
促
進
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「
運
命
に
迷
う
方
」
は
、
学
術
教
育
の
方
で
は
如
何
と
も
し
が
た
く
、
宗
教
の
力
に
よ
っ
て
の
み

迷
信
を
減
退
す
る
方
針
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
5
）

　

一
方
に
お
い
て
、
津
田
真
道
は
「
天
狗
説
」
の
な
か
で
「
天
狗
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
ジ
」
る
の
は
、
「
独
我
大
日
本
帝
国
ノ
愚
民
ノ
ミ
」
で

あ
り
、
こ
れ
が
啓
蒙
は
も
ち
ろ
ん
学
問
教
育
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
民
衆
に
は
宗
教
が
効
果
的
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
「
キ
リ

ス
ト
教
を
最
善
」
と
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相
異
は
あ
る
に
し
て
も
井
上
円
了
の
啓
蒙
が
宗
教
に
よ
る
と

い
う
点
で
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
明
治
期
の
啓
蒙
思
想
の
［
つ
の
日
本
的
典
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
、
宗
教
は
愚
民
の
妄
雲
を
払
い
「
人
民
一
般
ノ
開
化
」
を
促
進
す
る
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。
井
上
円
了
は
「
迷
信
は
運
命
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
6
）

迷
ふ
よ
り
起
る
、
若
し
其
の
迷
を
除
く
に
は
宗
教
の
力
を
假
る
を
要
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
知
的
な
啓
蒙
運
動
に
は
お
の
ず
か
ら
限

界
が
あ
り
、
教
育
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
大
衆
の
啓
蒙
を
す
み
や
か
に
促
進
し
文
明
開
化
を
も
た
ら
す
も
の
は
宗
教
の
力
で



明治期の啓蒙運動とフランスの啓蒙思想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　

、　

・　

・

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
妖
怪
の
窮
極
す
る
所
は
宗
教
と
一
致
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
真
に
不
可
思
議
な
妖
怪
現
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
真

怪
の
実
在
を
信
ず
る
こ
と
は
迷
信
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
り
、
「
宗
教
に
立
つ
る
所
の
神
仏
も
矢
張
真
怪
で
あ
る
、
是
に
於
て
妖
怪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
8
）

と
宗
教
の
一
致
を
見
る
、
故
に
迷
信
が
向
上
し
て
真
怪
を
信
ず
る
に
至
ら
ば
、
已
に
迷
信
を
脱
し
て
正
信
と
な
る
」
の
で
あ
っ
て
「
余

の
本
志
は
、
他
に
あ
ら
ず
、
迷
信
の
雲
深
き
為
宗
教
の
月
暗
き
は
我
邦
の
有
様
な
れ
ぽ
、
彼
雲
を
沸
う
て
此
月
を
回
ら
し
、
是
れ
に

よ
っ
て
文
運
と
国
運
の
発
展
を
助
け
ん
と
す
る
微
衷
に
外
な
ら
ぬ
、
是
れ
余
が
明
治
大
正
の
昭
代
よ
り
受
け
た
る
皇
恩
と
国
恩
と
の
萬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
9
）

一
に
報
答
せ
ん
と
す
る
素
志
で
あ
る
」
。
こ
の
こ
と
か
ら
井
上
円
了
に
と
っ
て
野
蛮
な
人
民
の
無
智
か
ら
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
迷
信
を

払
拭
し
、
宗
教
に
よ
っ
て
真
に
自
由
な
精
神
を
人
の
こ
こ
ろ
に
も
た
ら
し
「
人
民
一
般
ノ
開
化
」
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
日
本
が
先
進

国
と
肩
を
な
ら
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
文
明
開
化
の
実
現
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
、
列
強
諸
国
に
対
す
る
わ
が
国
の
「
国
威
」
の
宣
揚

と
な
り
、
国
運
の
発
展
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
啓
蒙
運
動
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
人
間
の
自
我
の
確
立
や
権
利
の
主
張

を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
化
を
は
か
り
欧
米
各
国
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
近

代
国
家
日
本
の
確
立
の
た
め
の
不
可
欠
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
明
治
啓
蒙
思
想
家
に
共
通
す
る
理
念
は
、
文
明
開
化
を
通
し

て
国
家
の
繁
栄
を
は
か
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
啓
蒙
運
動
が
国
家
権
力
に
対
抗
す
る
と
い
う
西
欧
型
の
理
念
と
異
な
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
啓
蒙
が
一
体
と
な
っ
た
運
動
を
展
開
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
井
上
円
了
は
、
啓
蒙
運
動
に
遇
進
す
る
こ
と
こ
そ
国
恩
に
報
ず
る

道
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
井
上
円
了
は
妖
怪
に
仮
怪
と
真
怪
と
の
二
種
が
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
に
も
真
仮
に
二
種
が
あ
っ
て
、
「
假
怪
の
道
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
0
）

に
本
づ
き
て
立
つ
る
所
の
宗
教
は
之
を
假
教
と
名
づ
け
、
真
怪
の
道
理
に
本
づ
き
て
立
つ
る
所
の
宗
教
は
こ
れ
を
真
教
と
名
づ
け
」
る
。

偽
怪
誤
怪
の
よ
う
な
虚
怪
に
も
と
つ
い
て
い
る
宗
教
は
「
妄
教
と
名
つ
く
べ
し
」
、
真
怪
そ
の
も
の
は
ま
さ
し
く
妖
怪
学
の
本
尊
で

あ
っ
て
百
疋
れ
独
り
妖
怪
学
の
本
尊
た
る
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
に
て
も
、
耶
蘇
教
に
て
も
、
儒
教
に
て
も
、
神
道
に
て
も
、
皆
之
を
本

155



尊
と
す
る
な
り
、
彼
の
哲
学
者
ス
ペ
ン
セ
ル
氏
の
所
謂
不
可
知
的
も
、
此
の
真
怪
に
與
へ
し
名
称
に
外
な
ら
ず
、
老
子
の
無
名
も
敷
論　

5
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

の
自
性
も
、
此
の
真
怪
を
指
し
て
言
う
の
み
、
蓋
し
其
の
真
怪
た
る
や
定
ま
り
た
る
形
状
は
な
く
、
定
ま
り
た
る
地
位
な
く
、
制
限
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
H
）

く
分
量
な
く
、
所
謂
無
限
無
量
に
し
て
、
時
間
を
極
め
て
際
涯
な
く
、
空
間
を
窮
め
て
限
界
な
き
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
絶
対
不

可
思
議
の
体
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
知
識
に
よ
っ
て
は
そ
の
全
貌
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
と
し
て
も
、
そ
の
一
斑
を
窺
い
知
る
こ
と

は
出
来
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
絶
対
で
あ
る
が
同
時
に
相
対
で
あ
り
、
不
可
知
的
で
あ
り
な
が
ら
可
知
的
な
も
の
と
な
る
。
換
言
す
れ

ば
真
怪
そ
の
も
の
は
一
体
両
面
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。
「
要
す
る
に
妖
怪
学
の
本
尊
た
る
真
怪
は
、
諸
教
諸
学
の
本
尊
に
し
て
、
佛
教

信
徒
も
、
耶
蘇
も
儒
者
も
神
官
も
、
共
に
崇
拝
し
て
不
可
な
か
る
べ
し
、
故
に
余
は
之
を
諸
教
諸
学
に
通
じ
し
め
ん
と
欲
し
、
真
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
2
）

字
を
以
て
其
の
体
を
表
出
す
」
。
す
な
わ
ち
宗
教
の
何
宗
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
学
問
の
何
学
た
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
絶
対
無
限

の
世
界
を
一
般
に
礼
拝
し
て
差
支
え
な
い
と
し
て
い
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
天
狗
説
」
や
「
怪
説
」
に
お
い
て
、
天
狗
や
怪
を
妄
信
す
る
の
は
「
我
国
特
有
」
の
愚
と
見
倣
し
た
津
田
真

道
は
、
こ
の
よ
う
な
非
合
理
性
を
超
克
す
る
手
段
と
し
て
欧
米
先
進
諸
国
の
合
理
的
価
値
基
準
に
依
拠
す
る
と
同
時
に
唯
心
論
的
主
知

主
義
を
虚
学
と
し
て
排
斥
し
、
唯
物
論
的
合
理
主
義
を
実
学
と
し
て
啓
蒙
の
価
値
基
準
に
お
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
思
考
方
法
は
「
人
民
一
般
ノ
開
化
」
を
た
す
け
る
に
は
知
的
合
理
主
義
に
偏
重
す
る
こ
と
な
く
、
即
物
に
事
実
に
も

と
つ
い
た
道
理
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
津
田
真
道
に
と
っ
て
啓
蒙
と
は
、
徹
頭
徹
尾
文
明
開
化
の

手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
思
索
の
方
法
で
あ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
宗
教
に
し
て
も
、
わ
が
国
の
野
蛮
性
か
ら
す
み
や
か
に

脱
却
し
て
文
明
国
と
し
て
「
国
家
富
強
ノ
本
根
ヲ
培
養
ス
ル
所
以
」
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
井
上
円
了
は
「
情
感
論
神

秘
論
を
拒
否
す
と
難
も
、
し
か
も
唯
物
論
若
し
く
は
懐
疑
論
に
賛
同
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
唯
物
論
者
は
感
覚
上
の
物
理
実
験
を
本
と

し
て
、
其
の
以
外
に
属
す
る
も
の
は
総
て
空
想
に
過
ぎ
ず
と
な
し
、
神
佛
は
勿
論
、
地
獄
極
楽
等
一
切
之
を
排
斥
し
て
容
れ
ず
、
其
の
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論
た
る
や
感
覚
は
完
全
な
も
の
な
り
、
物
質
は
確
実
な
る
も
の
な
り
、
事
実
経
験
は
決
し
て
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
假
定
せ
り
、

故
に
こ
の
論
者
は
先
づ
此
等
の
假
定
を
土
台
と
し
て
、
其
の
説
を
組
織
し
た
る
も
の
に
し
て
、
更
に
進
ん
で
物
質
、
経
験
、
感
覚
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
3
）

の
物
は
何
ぞ
と
問
わ
ば
、
能
く
答
ふ
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
必
然
な
り
」
と
し
て
唯
物
論
的
認
識
方
法
を
結
局
「
懐
疑
論
」
に
堕
ち
入
ら

ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
け
だ
し
人
間
の
知
識
は
有
限
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
有
限
な
る
も
の
を
も
っ
て
無
限

の
性
格
を
も
つ
存
在
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
仮
論
で
あ
り
、
人
間
の
心
象
世
界
は
、
有
限
と
関
係
す
る
け
れ
ど
も
本
来
無
限
と
い

う
ほ
か
な
く
、
唯
物
論
的
認
識
を
も
っ
て
論
証
で
き
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
有
限
性
の
心
象
を
変
じ
て
無
限
性
に
開
き
、
こ
れ
を

同
化
す
る
こ
と
こ
そ
宗
教
の
目
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
宇
宙
の
問
題
た
る
、
可
知
的
な
る
が
如
く
に
し
て
不
可
知
的
な
り
、
不
可

知
的
な
る
が
如
く
に
し
て
可
知
的
な
り
と
云
わ
ん
と
す
、
斯
く
し
て
物
心
萬
有
の
外
に
、
絶
対
不
可
思
議
の
体
あ
る
こ
と
を
讃
明

（
1
4
）

す
る
」
こ
と
が
井
上
円
了
の
「
妖
怪
学
」
の
目
的
で
あ
り
、
ま
た
啓
蒙
思
想
の
特
質
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
宗
教
へ
の
開
眼
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
や
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う　
　
　
　
　
　
　
　
　

う

で
あ
っ
た
。
平
田
篤
胤
の
「
奇
怪
き
事
と
し
て
一
向
に
擢
れ
惑
ふ
も
愚
な
り
、
よ
く
其
の
信
け
べ
き
と
信
く
べ
か
ら
ざ
る
を
、
辮
へ
て

惑
は
ざ
る
を
こ
そ
、
真
に
智
の
大
な
る
人
と
云
ふ
べ
け
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
言
い
得
て
妙
な
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。

　

井
上
円
了
は
、
西
欧
の
学
問
を
摂
取
し
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
一
般
的
な
民
衆
の
無
知
の
結
果
か
ら
す
る
妖
怪
現
象
を
実
証

的
・
科
学
的
な
精
神
に
よ
っ
て
分
析
し
た
け
れ
ど
も
、
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
可
知
的
な
真
怪
の
存
在

を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
絶
対
不
思
議
な
世
界
の
存
在
を
容
認
し
、
こ
れ
を
宗
教
的
な
信
仰
の
世
界
の
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
絶
対

不
思
議
の
世
界
は
、
唯
物
論
に
お
い
て
も
唯
心
論
的
認
識
作
用
に
よ
っ
て
も
解
明
す
る
こ
と
が
困
難
な
「
絶
対
無
」
の
世
界
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
啓
蒙
思
想
の
価
値
基
準
と
な
っ
た
西
欧
の
科
学
的
合
理
性
を
超
え
る
世
界
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
東
洋
的
伝
統
に
も
と
つ
く

蕪
限
性
L
へ
の
思
想
で
あ
る
・
か
く
て
井
上
円
了
の
啓
蒙
思
程
・
西
欧
の
合
理
主
蕃
学
の
上
に
基
礎
を
お
き
な
が
ら
二
方
東
卿



洋
の
伝
統
的
思
想
に
も
と
つ
い
て
、
存
在
自
体
を
有
限
と
無
限
と
の
対
立
的
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
超
越
し
た　

5
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

「
絶
対
的
無
限
」
の
世
界
と
し
て
深
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
独
特
の
思
索
の
方
法
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
5
）

て
、
柳
田
国
男
は
民
族
学
の
立
場
か
ら
『
妖
怪
談
義
』
の
な
か
で
、
日
本
人
の
人
生
観
や
信
仰
・
宗
教
の
変
化
を
畏
怖
と
か
恐
怖
と
か

い
っ
た
原
始
的
な
日
本
文
化
の
類
型
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
そ
し
て
妖
怪
現
象
は
人
間
の
畏
怖
と
か
恐
怖
と
い
っ
た
感
情
が
作
り
出

し
た
民
族
的
共
同
幻
覚
で
あ
っ
て
、
井
上
円
了
の
示
す
如
く
、
迷
信
の
産
物
と
し
て
科
学
的
知
識
の
み
に
よ
っ
て
排
除
す
べ
き
も
の
で

な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
二
〇
年
代
の
啓
蒙
思
想
運
動
と
し
て
見
る
か
ぎ
り
、
井
上
円
了
の
思
索
の
方
法
は
、
西

欧
思
想
の
摂
取
と
東
洋
文
化
の
綜
合
と
再
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
い
っ
て
も
す
ぐ
れ
て
卓
抜
し
た
発
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

A　 A　　　 A　A　 A　　　　　 A　　　 　　 　
12　　11　　10　　9　　8　　7　　6　　5　　4　　3　　2　　1

）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）

井
上
円
了
『
迷
信
と
宗
教
』
至
誠
堂
書
店
、
一
九
一
八
年
、

安
川
寿
之
輔
『
福
沢
諭
吉
の
教
育
思
想
』
参
照
。

井
上
円
了　

前
掲
書
、
四
頁
。

井
上
円
了　

前
掲
書
、
二
六
五
頁
。

『
明
六
雑
誌
』
第
一
四
号
、　

一
八
七
四
年
。

井
上
円
了

井
上
円
了

井
上
円
了

井
上
円
了

井
上
円
了

井
上
円
了

井
上
円
了

前
掲
書
、

前
掲
書
、

前
掲
書
、

前
掲
書
、

前
掲
書
、

前
掲
書
、

前
掲
書
、

二
八
〇
頁
。

二
八
四
頁
。

二
八
五
頁
。

二
八
六
頁
。

三
一
三
頁
。

一二

黶
ﾛ
ハ
頁
。

三
一
七
頁
。

序
言
。
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（15

）

（　　 （
14　13
）　　　）

井
上
円
了

井
上
円
了

柳
田
国
男

前
掲
書
、
三
五
二
頁
。

＝
削
掲
圭
目
、　

一
二
六
一
二
頁
。

『
妖
怪
談
義
』
筑
摩
書
房
、

4

一
九
六
三
年
、
参
照
。

フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想

　

さ
き
に
西
欧
の
啓
蒙
思
想
運
動
を
、
絶
対
的
な
国
家
権
力
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
「
自
然
的
秩
序
」
に
も
と
つ
く
市
民
権
の
確
立
の

過
程
と
し
て
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
西
欧
的
啓
蒙
思
想
運
動
の
理
念
を
井
上
円
r
の
啓
蒙
思
想
と
比
較
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

西
欧
の
啓
蒙
運
動
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
一
八
世
紀
の
な
か
ん
ず
く
フ
ィ
ジ
ナ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
学
派
の
啓
蒙
思
想
の
体
系
の
特

質
は
、
社
会
考
察
の
出
発
点
を
「
自
然
権
」
に
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
「
絶
対
的
正
義
は

・　

・　

・　

・　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・　

・　

・　

・　

・　

・　
　

・　

・　

・　

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
）

物
理
的
必
然
に
属
し
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
な
権
利
と
義
務
の
一
秩
序
で
あ
る
と
定
義
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
人
間
は

自
然
に
又
必
然
的
に
社
会
に
お
い
て
生
活
す
る
も
の
だ
か
ら
、
又
必
然
的
に
人
間
相
互
間
に
相
互
的
権
利
義
務
が
発
生
し
一
つ
の

絶
対
的
必
然
に
属
す
る
権
利
と
義
務
の
絶
対
的
正
義
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
自
然
権
」
と
し
て
も
っ
と
も
基
本
的
に

掲
げ
ら
れ
た
も
の
は
自
己
保
存
の
主
張
で
あ
り
、
自
己
を
保
存
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
「
生
存
に
有
用
な
も
の
を
獲
得
し
」
「
獲
得
し

て
か
ら
こ
れ
を
保
有
す
る
権
利
」
が
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
各
人
が
そ
の
人
格
の
排
他
的
所
有
な
ら
び
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
）

探
究
と
そ
の
労
働
と
に
よ
っ
て
取
得
し
た
物
の
所
有
を
保
持
す
る
の
は
自
然
自
身
に
よ
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
人
格
所
有
権
と
動

産
所
有
権
の
基
礎
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
所
有
権
と
所
有
権
の
安
定
を
内
容
と
す
る
本
質
的
社
会
秩
序
は
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
に
お
い
て
、
「
自
然
的
秩
序
」
で
あ
る

と
同
時
に
「
物
理
的
必
然
」
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
然
的
秩
序
」
の
本
質
は
、
神
の
叡
知
の
所
産
で
あ
る
自
然
で
あ

り
、
「
白
然
秩
序
」
を
見
出
す
も
の
は
「
明
証
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
超
自
然
的
秩
序
」
を
「
自
然
的
秩
序
」
と
混
同
し
て

159



は
な
ら
な
い
。
第
一
の
も
の
は
啓
示
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
神
の
意
思
の
秩
序
で
あ
っ
て
、
神
が
ま
さ
に
欲
し
た
ひ
と
び
と
に
そ
れ
を
明　

6
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

ら
か
に
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
第
二
の
も
の
は
理
性
だ
け
の
光
明
の
援
け
に
よ
っ
て
の
み
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に

知
ら
れ
る
。
こ
の
秩
序
に
お
け
る
支
配
権
は
そ
の
明
証
と
、
明
証
が
支
配
し
わ
れ
わ
れ
の
意
欲
を
服
従
さ
せ
る
不
可
抗
力
の
中
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
「
自
然
秩
序
は
物
理
的
手
段
の
完
全
な
一
致
で
あ
り
、
自
然
は
そ
の
協
力
か
ら
期
待
す
る
結
果
を
必
然
的
に
生
み
出
す
た

　
　

、　

、　

、　

、　

、　

、　

、　

、　

、　

、　
　

・　

、　

（
3
）

め
、
こ
の
手
段
に
つ
い
て
選
択
を
行
う
」
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
手
段
は
物
理
的
手
段
で
あ
り
、
自
然
的
秩
序
は
物
理
的
秩
序
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
感
覚
に
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
）

て
こ
れ
に
依
存
す
る
す
べ
て
の
「
知
覚
の
明
確
な
識
別
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
明
証
は
経
験
的
検
証
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
確
実
な
も
の

と
な
り
、
そ
れ
自
身
明
白
な
真
理
と
な
る
。
そ
れ
は
十
分
な
検
討
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
憶
測
や
偏
見
が
粉
砕
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
ケ
ネ
ー
は
、
明
証
を
も
っ
て
す
べ
て
の
も
の
の
確
実
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
確
実
性
に
は
信
仰
と
明
証
と
が
あ
る

が
「
理
性
の
光
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
真
理
は
す
な
わ
ち
明
証
で
あ
っ
て
、
最
高
の
確
実
性
で
あ
る
信
仰
も
明
証
を
通
し
て

で
な
け
れ
ぽ
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
明
証
は
本
来
「
自
然
的
知
識
に
限
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
が
、

「
ひ
と
は
明
証
を
欠
い
て
は
、
確
実
性
と
は
何
か
、
真
理
と
は
何
か
、
信
仰
と
は
何
か
を
も
理
解
す
る
こ
と
さ
え
出
来
な
い
で
あ

（
5
）

ろ
う
」
。
理
性
の
光
な
く
し
て
は
啓
示
さ
れ
た
真
理
は
人
間
に
と
っ
て
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
確
実
性
の
基
礎
と
な
る
明
証
は
、
感
覚
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
本
質
的
な
ら
び
に
必
然
的
関

係
を
媒
介
と
し
て
指
示
的
明
証
（
一
．
m
＜
Φ
」
o
コ
。
o
日
合
○
①
↓
［
＜
巴
に
到
達
し
、
確
実
な
認
識
が
単
な
る
所
与
を
こ
え
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
換
言
す
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
と
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
的
存
在
と
の
間
、
感
覚
と
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
の
客
体
と
の
間
、
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
6
）

原
因
と
結
果
と
の
間
に
あ
る
本
質
的
な
関
係
ま
た
は
必
然
的
な
関
係
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
確
実

な
認
識
は
常
に
わ
れ
わ
れ
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
、
指
示
的
明
証
に
至
る
た
め
に
は
論
理
的
操
作
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



明治期の啓蒙運動とフランスの啓蒙思想

　

こ
の
よ
う
に
認
識
の
拠
り
所
を
人
間
の
経
験
に
求
め
な
が
ら
、
そ
の
究
極
の
原
因
を
神
の
啓
示
に
求
め
る
方
法
は
、
デ
ィ
ド
ロ
や
ド

ル
バ
ッ
ク
そ
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
な
ど
の
同
時
代
の
唯
物
論
的
啓
蒙
思
想
家
の
思
考
と
共
通
の
思
索
の
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
「
人
間
は
単
純
な
存
在
で
は
な
い
、
そ
れ
は
身
体
と
霊
魂
と
か
ら
組
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
死
滅
す
べ
き
結
び

つ
き
は
、
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
実
体
は
、
相
互
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
一
切
の
生

物
に
生
命
を
与
え
、
活
動
的
、
感
覚
的
お
よ
び
知
的
な
一
切
の
形
態
を
不
断
に
産
出
す
る
神
の
作
用
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
感
覚
を
、

身
体
の
器
官
の
媒
介
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
。
し
か
し
そ
の
感
覚
そ
の
も
の
お
よ
び
そ
の
理
性
は
、
霊
魂
に
た
い
す
る
神
の
作
用
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
）

い
て
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
」
。

　

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
学
派
の
い
わ
ゆ
る
「
明
証
」
の
意
味
は
、
も
っ
と
も
単
純
な
物
的
観
察
か
ら
出
発
し
て
、
論

理
的
に
事
物
の
関
係
を
分
析
す
る
方
法
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
井
上
円
了
の
「
妖
怪
」
現
象
の
分
析
方
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う

な
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
自
然
秩
序
」
の
拠
り
所
を
最
終
的
に
神
の
啓
示
に
求
め
た
点
は
、
井
上
円
了
が
「
絶
対
不
可

知
」
の
世
界
を
宗
教
に
求
め
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
思
索
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
明
確
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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5

明
治
期
の
啓
蒙
運
動
と
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想

　

前
述
の
如
く
、
井
ヒ
円
了
の
啓
蒙
思
想
運
動
を
と
お
し
み
た
明
治
期
の
啓
蒙
思
想
と
西
欧
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
を
比
較
検

討
し
て
み
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
．
類
似
点
や
同
質
性
が
指
摘
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
主
義
に
対
抗
す
る
「
反
体
制
運
動
」
と

と
い
う
点
に
お
い
て
根
本
的
な
差
異
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

わ
が
国
で
は
明
治
初
期
か
ら
「
自
由
民
権
」
運
動
が
全
国
各
地
に
勃
発
し
て
絶
対
主
義
的
な
「
明
治
政
府
」
に
対
抗
す
る
反
体
制
運

動
の
形
態
を
と
っ
て
展
開
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
徹
底
し
た
絶
対
的
明
治
政
府
の
弾
圧
に
よ
っ
て
明
治
二
L
「
二
年
明
治
天
皇
に
よ
る
「
欽

定
憲
法
」
が
発
布
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
す
れ
ぽ
「
明
治
維
新
」
は
、
ま
さ
に
徳
川
幕
政
か
ら
「
天
皇
制
」
へ

の
「
絶
対
主
義
体
制
」
へ
の
移
行
と
新
し
い
体
制
の
確
立
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
井
上
円
了
は
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
館

事
件
」
を
通
じ
て
絶
対
主
義
的
明
治
政
権
に
た
い
し
反
体
制
的
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
背
景

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
上
か
ら
の
」
明
治
期
の
「
日
本
的
」
啓
蒙
思
想
運
動
の
基
本
性
格
と
限
界
が
存
在
し

て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
法
思
想
に
も
と
ず
く
啓
蒙
運
動
が
「
下
か
ら
」
の
反
絶
体
制
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
、
反
王
税
運
動
を
通

し
て
ヲ
ラ
ン
ス
革
命
」
に
至
っ
た
図
式
と
絶
対
主
義
者
に
よ
る
「
上
か
ら
の
」
啓
蒙
運
動
と
の
根
本
的
な
差
異
が
存
在
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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