
は
じ
め
に

明
治
中
頃
の
日
本
に
お
い
て
︑
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
哲
学
が
幅
広
く
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実

で
あ
る
︒﹁
ス
ペ
ン
サ
ー
・
ブ
ー
ム
｣
(

)

と
も
呼
ば
れ
る
そ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
は
何
人
か
の
論
者
が
す
で
に
論
じ
て
い
る
が
︑
明

１

治
期
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
の
ひ
ろ
が
り
は
︑
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
︒
と
り
わ
け
ス
ペ
ン
サ
ー
の
形
而
上
学
︑
お
よ
び

そ
れ
に
基
づ
い
た
﹁
不
可
知
論
﹂
的
言
説
は
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
︑
明
治
期
の
宗
教
哲
学
・
宗
教

思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
︒

キ
リ
ス
ト
教
史
家
の
山
路
愛
山
は
明
治
期
の
不
可
知
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

東
京
大
学
は
モ
ー
ル
ス
︹
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
︺
に
依
っ
て
人
祖
論
を
唱
え
加
藤
弘
之
に
依
っ
て
天
賦
人
権
説
を
排
し
た

る
と
共
に
外
山
正
一
の
徒
に
依
っ
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
を
唱
導
し
︑
人
間
の
知
り
得
べ
き
も
の
は
現
象
の
み
︒
人
間
は
直
に

宇
宙
の
本
体
に
面
対
す
る
こ
と
能
は
ず
︒
万
物
其
れ
自
身
は
不
可
知
な
り
︒
万
物
の
本
源
も
亦
不
可
知
的
な
り
と
主
張
し
た

り
︒
東
京
大
学
が
此
の
如
き
活
動
を
始
め
た
る
は
仏
国
派
の
権
利
論
︑
英
国
派
の
功
利
論
が
稍
人
心
に
飽
き
ら
れ
ん
と
す
る
時
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乗
じ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
頗
る
世
上
に
新
鮮
な
る
感
覚
を
与
え
た
り
き
︵
中
略
︶
斯
く
て
余
ら
は
天
を
恐
れ
ず
︑
神
を
信
ぜ

ず
︑
人
生
の
約
束
を
以
て
便
宜
の
仮
定
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な
り
と
す
る
危
険
な
る
状
態
に
陥
り
き
︒
而
し
て
是
れ
実
に
モ
ー
ル

ス
︑
加
藤
︑
外
山
の
徒
が
日
本
の
思
想
界
に
与
え
た
る
感
化
の
一
結
果
た
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
の
み
(

)

２

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
モ
ー
ス
の
﹁
人
祖
論
﹂
お
よ
び
加
藤
の
﹃
人
権
新
説
﹄
に
加
え
て
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
不
可
知
論
が
︑
山
路
の
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
に
対
す
る
﹁
躓
き
﹂
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
証
言
さ
れ
て
い
る
︒﹁
万
物
の
本
源
﹂︵
あ
る
い
は
神
︶
の
認
識
不
可
能

性
を
説
く
不
可
知
論
は
︑
少
な
く
と
も
山
路
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
反
宗
教
的
言
説
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
﹁
外
山
正
一
の
徒
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
︑
当
時
東
大
哲
学
科
の
学
生
で
あ
っ
た
︑
井
上
哲
次
郎
︑
井
上

円
了
︑
三
宅
雄
二
郎
︑
清
沢
満
之
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
外
山
お
よ
び
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
学
び
︑
独
自
の
哲
学
を
形
成
し
て
い
っ
た
彼
ら

は
︑
実
際
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
﹃
第
一
原
理
』
(

)

の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
︒
と
く
に
明
治
の
仏
教
哲
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
な
っ
た
井

３

上
円
了
は
﹃
第
一
原
理
﹄
に
示
さ
れ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
的
不
可
知
論
を
受
容
し
つ
つ
︑
独
自
の
仏
教
哲
学
を
形
成
し
て
い
っ
た
︒
そ
の

意
味
で
彼
ら
に
と
っ
て
︑
不
可
知
論
は
ま
さ
し
く
宗
教
的
な
言
説
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
︑
明
治
期
に
お
い
て
﹁
不
可
知
論
﹂
は
︑
一
方
で
は
反
宗
教
的
言
説
と
し
て
受
容
さ
れ
つ
つ
も
︑
他
方
で

は
宗
教
的
言
説
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
宗
教
的
な
意
味
に
お
け
る
不
可
知
論
は
︑
明
ら
か
に
両
義
性
を
有

し
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
﹃
第
一
原
理
﹄
の
背
景
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の

英
国
に
お
い
て
︑
す
で
に
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
不
可
知
論
の
両
義
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
︒
以
下
で
は
不
可
知
論
を
め
ぐ

る
論
争
を
通
し
て
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
英
国
に
お
け
る
宗
教
思
潮
の
一
端
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
を
介
し
て
明
治
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日
本
に
輸
入
さ
れ
た
こ
の
議
論
が
︑
明
治
の
宗
教
思
想
︑
と
り
わ
け
井
上
円
了
の
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
考
え

て
み
た
い
︒

一
．

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
英
国
に
お
け
る
｢不
可
知
論
｣

ス
ペ
ン
サ
ー
『
第
一
原
理
﹄

ま
ず
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄︑
お
よ
び
そ
の
背
景
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
英
国
の
知
的
環
境
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
き
た
い
︒
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
︵
H
erbertSpencer:
1820-1903︶
と
言
え
ば
︑﹁
社
会
進
化
論
﹂
あ
る
い
は
多
分
の
誤
解

を
含
み
つ
つ
﹁
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
﹂
を
唱
え
た
思
想
家
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思

想
は
社
会
学
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
彼
は
宇
宙
の
す
べ
て
の
現
象
を
﹁
進
化
の
法
則
﹂︵﹁
等
質
的
な
も
の
か
ら
異
質
的
な

も
の
へ
の
移
行
﹂︶
に
よ
っ
て
説
明
す
る
﹃
総
合
哲
学
体
系
﹄
を
構
築
し
た
進
化
論
哲
学
者
で
あ
っ
た
︒
そ
の
﹃
総
合
哲
学
体
系
﹄
の

第
一
巻
と
な
っ
た
の
が
﹃
第
一
原
理
﹄︵
一
八
六
〇
年
︶
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
進
化
現
象
の
根
底
で
働
く
﹁
第
一
原
理
﹂

が
探
求
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
第
一
原
理
﹄
の
主
題
は
︑
進
化
論
や
地
質
学
等
の
実
証
的
科
学
の
発
達
に
よ
り
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
﹁
科
学
と
宗
教
の
対
立
﹂

を
和
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
自
身
の
進
化
論
哲
学
が
︑
必
ず
し
も
信
仰
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
と
い

う
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
は
聖
書
や
教
会
の
権
威
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
り
︑﹃
第
一
原

理
﹄
に
お
い
て
示
さ
れ
る
宗
教
性
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
は
大
き
く
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
の
宗
教
論

は
︑﹁
科
学
と
宗
教
の
対
立
﹂
が
激
化
し
た
一
九
世
紀
に
お
い
て
︑
な
お
も
有
効
で
あ
る
よ
う
な
宗
教
︑
あ
る
い
は
代
替
宗
教
を
探
求

す
る
試
み
と
も
結
び
つ
き
︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
や
コ
ン
ト
の
﹁
人
類
教
﹂
と
の
同
時
代
性
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
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る
︒さ

て
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹁
不
可
知
論
﹂
が
展
開
さ
れ
て
い
る
﹃
第
一
原
理
﹄
第
一
部
の
内
容
を
示
し
た
﹃
要
項
』
(

)

に
は
︑
次
の
よ

４

う
に
あ
る
︒

﹃
第
一
原
理
﹄
第
一
部
：
不
可
知
的
な
も
の
︵
T
he
U
nknow
able︶
︱
︱
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
マ
ン
セ
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
学

説
を
さ
ら
に
進
め
る
︒
科
学
の
様
々
な
方
向
性
が
︑
結
局
は
同
一
の
結
論
へ
と
至
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
人
間
の
知

識
だ
け
で
な
く
︑
人
間
の
概
念
構
想
を
も
超
越
し
た
絶
対
者
に
対
す
る
統
一
さ
れ
た
信
仰
に
お
い
て
こ
そ
︑
科
学
と
宗
教
の
唯

一
可
能
な
和
解
が
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
(

)

︒

５

つ
ま
り
︑﹁
不
可
知
な
も
の
﹂
と
題
さ
れ
た
第
一
部
は
︑﹁
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
マ
ン
セ
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
学
説
﹂︑
す
な
わ
ち
後

に
﹁
不
可
知
論
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る
議
論
を
受
け
止
め
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
観
点
か
ら
さ
ら
に
進
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
主
眼
が

あ
る
︒
そ
こ
で
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
説
を
検
討
す
る
前
に
︑
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
マ
ン
セ
ル
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

マ
ン
セ
ル
『
宗
教
思
想
の
諸
限
界
﹄

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
英
国
で
不
可
知
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
︑
マ
ン
セ
ル
︵
H
enry
L
ongueville
M
ansel:

1820-1871︶
で
あ
る
︒
当
時
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
哲
学
教
授
で
あ
り
︑
聖
公
会
の
司
祭
で
も
あ
っ
た
彼
は
︑
一
八
五
八
年
に

﹁
バ
ン
プ
ト
ン
講
義
｣
(

)

を
担
当
す
る
︒
ド
イ
ツ
の
聖
書
批
判
︑
フ
ラ
ン
ス
の
実
証
主
義
︑
イ
ギ
リ
ス
の
地
理
学
と
い
っ
た
聖
書
信
仰

６

を
脅
か
す
近
代
的
学
問
の
勃
興
に
対
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
信
仰
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︑
と
い
う
こ
と
が
そ
の
講
義
の
主
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題
で
あ
っ
た
(

)

︒
こ
れ
に
対
し
て
マ
ン
セ
ル
は
カ
ン
ト
的
な
﹁
知
性
の
限
界
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
︒
ラ
イ

７

ト
マ
ン
の
的
確
な
要
約
を
借
り
る
な
ら
ば
︑
マ
ン
セ
ル
の
基
本
的
な
考
え
は
次
の
よ
う
な
の
も
の
だ
︒
﹁
人
間
は
条
件
づ
け
ら
れ
た

意
識
を
も
つ
有
限
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
︑
人
間
の
認
識
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
︒
神
と
超
越
的
世
界
は
い
ず
れ
も
そ
の
限
界
を
超
え

て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
不
可
知
で
あ
る
(

)

﹂︒
後
に
見
る
よ
う
に
︑
マ
ン
セ
ル
に
よ
る
信
仰
の
擁
護
は
︑
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
︑
人

８

間
的
知
性
の
有
限
性
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
に
お
け
る
人
間
の
認
識
能
力
の
批
判

を
信
仰
の
領
域
へ
と
応
用
す
る
こ
と
が
︑
マ
ン
セ
ル
の
戦
略
と
柱
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
受
容
に

つ
い
て
︑
マ
ン
セ
ル
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
︒

ハ
ミ
ル
ト
ン
｢
無
条
件
的
な
も
の
の
哲
学
﹂

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
︵
SirW
illiam
H
am
ilton:
1788-1856︶
は
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
で
論
理
学
を
教
え
た
哲
学
者
で
あ
る
︒

彼
は
カ
ン
ト
的
批
判
哲
学
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
常
識
学
派
の
総
合
を
試
み
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
展
開
し
た

﹁
無
条
件
的
な
も
の
の
哲
学
｣
(

)

は
︑
マ
ン
セ
ル
の
﹃
宗
教
思
想
の
諸
限
界
﹄
に
大
き
な
影
響
を
与
え
︑
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一

９

原
理
﹄
で
も
そ
こ
か
ら
多
く
の
抜
粋
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
議
論
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
著
作
な
ど
を
通
し
て

明
治
中
期
の
日
本
の
哲
学
者
た
ち
に
も
影
響
を
与
え
た
も
の
で
も
あ
る
︒
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
︑
カ
ン
ト
の
第
一
批
判
の
議
論
を
用
い
な

が
ら
︑
人
間
の
認
識
の
限
界
︑
お
よ
び
そ
の
限
界
を
越
え
た
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
﹃
第
一
原
理
﹄
に
も
引
か

れ
て
い
る
文
章
か
ら
そ
の
基
本
的
ア
イ
デ
ア
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

無
条
件
的
に
無
制
限
な
も
の
︑
あ
る
い
は
︿
無
限
﹀︑
無
条
件
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
︑
あ
る
い
は
︿
絶
対
﹀
は
︑
ポ
ジ
テ
ィ
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ブ
に
心
に
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
ら
は
単
に
思
考
そ
れ
自
体
が
実
現
し
う
る
条
件
を
離
れ
る
か
︑
そ
れ
ら
を
捨
象

す
る
か
し
な
け
れ
ば
︑
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑︿
無
条
件
的
な
も
の
﹀
の
概
念
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
︱
︱
思
考
可
能
な
も
の
そ
れ
自
体
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
(

)

︒

10

主
観
で
あ
れ
客
観
で
あ
れ
︑
精
神
で
あ
れ
物
質
で
あ
れ
︑
わ
れ
わ
れ
の
知
り
う
る
も
の
は
︑
特
殊
的
︑
複
数
的
︑
差
異
的
︑

変
容
的
︑
現
象
的
な
も
の
に
お
け
る
知
識
で
し
か
な
い
(

)

︒

11

相
対
と
有
限
を
越
え
た
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
︑
ま
さ
に
そ
の
意
識
の
内
に
素
晴
ら
し
い
啓

示
が
現
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
理
解
し
う
る
実
在
の
全
領
域
を
超
越
す
る
何
ら
か
の
無
制
約
的
な
も
の
が
存
在
す
る
︑
と
い
う

信
仰
が
吹
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
(

)

︒

12

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
主
張
で
は
︑
人
間
の
認
識
能
力
は
つ
ね
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
他
と
の
差
異
を
通
し
て
認
識
さ
れ
る

も
の
で
し
か
な
い
︒
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑
人
間
の
認
識
は
﹁
相
対
﹂
で
あ
り
﹁
有
限
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
議
論
自
体
は
︑
カ

ン
ト
の
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
カ
ン
ト
が
人
間
の
認
識
能
力
を
越
え
た
も
の
︑
す
な
わ
ち
﹁
物

自
体
﹂
の
認
識
を
︵
少
な
く
と
も
理
論
理
性
の
領
域
で
は
︶
退
け
た
の
に
対
し
て
︑
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
そ
れ
に
は
同
意
し
な
い
︒
た
し

か
に
﹁
無
限
﹂
や
﹁
絶
対
﹂
は
意
識
の
中
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
﹁
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
﹂
に
つ
い
て
人
間
が
意
識
す
る
と
同
時
に
︑
そ
の
意
識
の
内
に
否
定
的
な
か
た
ち
で
﹁
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
﹂
が
与
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
︑﹁
思
考
可
能
な
も
の
そ
れ
自
体
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
﹂
と
し
て
︑﹁
無
限
﹂
や
﹁
絶
対
﹂
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す
な
わ
ち
﹁
無
条
件
的
な
も
の
﹂
へ
の
通
路
を
開
く
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
︒

マ
ン
セ
ル
の
信
仰
復
興
の
戦
略

﹃
宗
教
思
想
の
諸
限
界
』
(

)(一
八
五
九
年
︶
と
し
て
出
版
さ
れ
た
マ
ン
セ
ル
の
バ
ン
プ
ト
ン
講
義
は
︑
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
認
識
論
の

13

領
域
に
お
い
て
行
っ
た
﹁
無
条
件
的
な
も
の
の
哲
学
﹂
を
︑
宗
教
思
想
へ
と
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
︒
マ
ン
セ
ル
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
が

哲
学
的
に
用
い
て
い
た
﹁
無
限
﹂
や
﹁
絶
対
﹂
と
い
う
用
語
を
︑
神
学
的
な
角
度
か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
︒
伝
統
的
な
神
学
に

お
い
て
︑﹁
無
限
﹂
や
﹁
絶
対
﹂
と
い
う
形
容
詞
は
︑
属
性
と
し
て
神
に
賦
与
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
ハ
ミ
ル
ト
ン
が

示
し
た
よ
う
に
︑﹁
無
限
﹂
や
﹁
絶
対
﹂
と
い
う
も
の
は
人
間
の
条
件
づ
け
ら
れ
た
認
識
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
︑
矛
盾
な
し
に
考

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒﹁
絶
対
﹂
や
﹁
無
限
﹂
と
い
っ
た
用
語
に
よ
っ
て
神
を
考
察
す
る
よ
う
な
合
理
神
学
も

矛
盾
な
し
に
は
あ
り
え
ず
︑
そ
れ
自
体
無
意
味
な
も
の
と
な
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
無
限
﹂
な
る
神
は
否
定
的
な
も
の
と
し
て
し
か
考
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
マ
ン
セ
ル
に
よ
れ
ば
︑
人
間
の
思
考
が
矛
盾
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
︑
矛
盾

的
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
の
存
在
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
︒

限
界
と
は
︑
必
然
的
に
︑
自
分
自
身
の
内
側
に
あ
る
何
か
と
自
分
自
身
の
外
側
に
あ
る
何
か
と
の
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
︑
思
考
の
限
界
に
つ
い
て
の
意
識
は
︑
わ
れ
わ
れ
に
直
接
現
前
す
る
の
で
は
な
い
が
︑
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
何
も
の
か
の
存
在
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
(

)

︒

14

﹁
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
何
も
の
か
﹂
に
つ
い
て
の
否
定
的
意
識
︒
こ
こ
に
認
識
を
超
越
し
た
神
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
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ハ
ミ
ル
ト
ン
か
ら
学
ん
だ
こ
う
し
た
発
想
が
︑
マ
ン
セ
ル
の
神
学
の
基
礎
と
な
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
以
上
の
議
論
は
︑
神
に
つ
い
て
の
認
識
︑
あ
る
い
は
﹁
宗
教
哲
学
﹂
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
︑
理
性

が
使
い
物
に
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
る
︒
そ
こ
で
マ
ン
セ
ル
が
重
視
す
る
の
が
啓
示
で
あ
る
︒
理
性
的
に
神
へ
と

至
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
︑﹃
聖
書
﹄
に
お
け
る
啓
示
こ
そ
が
神
を
有
限
な
る
人
間
に
指
し
示
す
と
マ
ン
セ
ル
は
考
え
る
︒

啓
示
と
は
︑
有
限
の
象
徴
の
も
と
で
無
限
な
る
神
を
表
象
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
人
間
の
有
限
の
能
力
に
対
す
る
神
の
謙
り

へ
り
く
だ

で

あ
る
(

)

︒

15

マ
ン
セ
ル
の
戦
略
は
︑
理
性
の
限
界
を
示
す
こ
と
で
神
の
合
理
的
認
識
の
不
可
能
性
を
強
調
し
︑
合
理
的
神
学
を
批
判
し
つ
つ
啓

示
の
必
要
性
を
主
張
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
マ
ン
セ
ル
の
﹁
不
可
知
論
﹂
は
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
営
み
を
退
け
た
︑

敬
虔
主
義
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
︒
マ
ン
セ
ル
に
と
っ
て
﹁
不
可
知
論
﹂
と
は
︑
真
の
宗
教
的
領
域
︑
す
な
わ
ち
啓
示
を
切
り
開

く
た
め
の
手
段
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

不
可
知
論
の
両
義
性

マ
ン
セ
ル
の
バ
ン
プ
ト
ン
講
義
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
︑
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
︒
一
方
で
神
の
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
認
識
を
不
可

能
で
あ
る
と
す
る
マ
ン
セ
ル
の
議
論
は
︑
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
は
次
第
に
極
端
な
立
場
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
ま
た
︑
信
仰
の
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
マ
ン
セ
ル
の
意
図
に
反
し
て
︑
不
可
知
論
は
非
信
仰
者
た
ち
の
宗
教
批
判
の

た
め
の
武
器
と
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒﹁
不
可
知
論
︵
agnosticism
︶﹂
と
い
う
言
葉
を
つ
く
っ
た
物
理
学
者
の
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
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︵
T
hom
as
H
enry
H
uxley:1825-1895︶
は
︑
人
間
の
知
識
を
純
粋
に
現
象
の
み
に
制
限
し
︑
そ
れ
を
越
え
た
知
識
の
不
可
能
性
を

主
張
す
る
た
め
に
﹁
不
可
知
論
﹂
と
い
う
立
場
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
人
間
の
知
識
は
相
対
的
か
つ
有
限
で
あ
る
︒

そ
れ
を
越
え
た
も
の
︑
つ
ま
り
﹁
無
限
﹂
や
﹁
絶
対
﹂︑
な
い
し
﹁
神
﹂
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
人
間
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

そ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
︑
人
間
は
経
験
に
基
づ
い
た
知
識
の
み
を
押
し
進
め
て
い
く
べ
き

で
あ
る
︑
と
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
は
主
張
す
る
︒
現
代
に
お
い
て
﹁
不
可
知
論
﹂
と
い
う
言
葉
で
知
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
立
場

で
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
﹁
不
可
知
論
﹂
は
︑
形
而
上
学
的
知
識
を
否
定
す
る
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
と
も
結
び
つ
き
な
が
ら
︑
一

九
世
紀
に
お
い
て
一
定
の
影
響
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
︒
宗
教
を
擁
護
す
る
た
め
に
マ
ン
セ
ル
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
不
可
知
論

は
︑
反
宗
教
的
な
言
説
と
も
な
っ
た
︒
人
間
的
理
性
の
限
界
を
強
調
す
る
こ
と
が
︑
宗
教
の
擁
護
者
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
﹁
諸
刃
の

剣
｣
(

)

と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

16

『
第
一
原
理
』
に
お
け
る
不
可
知
論

マ
ン
セ
ル
の
バ
ン
プ
ト
ン
講
義
の
熱
気
も
冷
め
や
ら
ぬ
一
八
六
〇
年
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
は
﹃
第
一
原
理
﹄
を
発
表
す
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー

は
ハ
ミ
ル
ト
ン
お
よ
び
マ
ン
セ
ル
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
︑
独
自
の
﹁
不
可
知
論
﹂
を
構
築
し
た
︒
自
身
が
進
め
て
い
た
進
化
論

哲
学
の
枠
内
で
﹁
科
学
と
宗
教
の
和
解
﹂
を
試
み
る
た
め
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
は
︑
宗
教
と
科
学
の
双
方
が
﹁
不
可
知
的
な
も
の

︵
U
nknow
able︶﹂
な
い
し
﹁
不
可
知
的
実
在
︵
U
nknow
n
R
eality
︶﹂
に
基
づ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
以
下
で
は
そ
の
立
論
を
見

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

ま
ず
︑
宗
教
の
究
極
的
概
念
で
あ
る
︑﹁
無
神
論
﹂︑﹁
汎
神
論
﹂︑﹁
有
神
論
﹂
は
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
す
べ
て
自
己
矛
盾
に
お

ち
い
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
無
神
論
﹂
は
宇
宙
の
自
己
存
在
を
意
味
し
︑
始
ま
り
の
な
い
概
念
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
自
己
創
造
を
意
味
す
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る
﹁
汎
神
論
﹂
は
︑
潜
在
的
な
存
在
か
ら
現
実
的
な
存
在
へ
の
移
行
と
い
う
概
念
を
含
む
が
︑
潜
在
的
存
在
と
い
う
も
の
を
わ
れ
わ

れ
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒﹁
有
神
論
﹂
は
外
的
行
為
者
に
よ
る
創
造
を
意
味
す
る
が
︑
無
か
ら
何
か
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
矛

盾
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
つ
ま
り
ス
ペ
ン
サ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
︑﹁
無
神
論
﹂︑﹁
汎
神
論
﹂︑﹁
有
神
論
﹂
と
い
っ
た
概
念
は
︑
人

間
の
知
性
に
よ
っ
て
は
矛
盾
な
く
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹁
限
界
﹂
な
の
で
あ
る
︒

ま
た
同
時
に
︑
科
学
が
よ
っ
て
立
つ
時
間
や
空
間
︑
物
質
と
い
う
概
念
も
︑
そ
の
極
限
に
至
れ
ば
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

に
行
き
着
く
︒
す
な
わ
ち
︑
物
質
は
無
限
に
分
割
で
き
る
も
の
な
の
か
︒
あ
る
い
は
ど
こ
か
で
分
割
し
え
な
い
最
小
単
位
が
あ
る
の

か
︒
極
限
に
ま
で
進
む
と
︑
科
学
は
﹁
限
界
﹂
に
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
科
学
が
対
象
と
す
る
﹁
現
象
﹂
の
背
後
に
は
︑
わ

れ
わ
れ
の
意
識
に
お
い
て
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

実
証
的
知
識
が
︑
可
能
な
思
考
の
全
領
域
を
覆
う
わ
け
で
は
な
い
し
︑
覆
い
う
る
わ
け
で
も
な
い
︒
発
見
の
到
達
点
に
至
る

と
︑
そ
の
向
こ
う
に
は
何
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
︒
あ
る
い
は
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
(

)

︒

17

ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
︑
宗
教
と
科
学
は
︑
極
限
に
至
っ
た
場
合
︑
共
に
﹁
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
不
可

知
的
な
も
の
﹂
へ
と
到
達
す
る
︒
つ
ま
り
両
者
は
︑﹁
不
可
知
的
な
も
の
﹂
に
支
え
ら
れ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
科
学

と
宗
教
は
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
究
極
的
に
は
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
︒
さ
し
あ
た
り
﹃
第
一
原
理
﹄
に
お
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー

は
︑
こ
の
よ
う
な
主
張
を
行
う
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
人
間
の
認
識
能
力
に
と
っ
て
の
限
界
で
も
あ
る
﹁
不
可
知
的
な
も
の
﹂
は
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
総
合
哲
学
体
系
﹄

の
中
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
︑﹁
科
学
と
宗
教
の
和
解
﹂
は
不
可
能
で
あ
る
︒
こ
こ
で
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ス
ペ
ン
サ
ー
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
マ
ン
セ
ル
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
を
試
み
る
︒

ま
ず
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
も
︑
人
間
の
認
識
能
力
は
有
限
で
あ
り
︑
対
象
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
他
と
の
区
別
を
含
ま
な
い
無
限
に
つ
い
て
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
内
に
表
れ
て
く
る

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
し
た
無
限
は
単
に
否
定
的
に
与
え
ら
れ
る
だ
け

で
は
な
い
︒

そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
相
対
性
が
証
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
論
証
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
︑
相
対
的
な
も
の
を
越
え

た
何
も
の
か
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
存
在
を
は
っ
き
り
と
要
請
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
を
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
内
に
は
︑
絶
対
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
肯
定
が
暗
に
含
ま
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
絶
対
が
何
で

あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
が
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ま
さ
し
く
そ
の
否
定
性
の
内
に
︑
絶
対
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
推

定
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
推
定
を
な
す
こ
と
が
︑
絶
対
は
無
と
し
て
で
は
な
く
︑
何
も
の
か
と
し
て
心
に

現
前
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
︵
中
略
︶
わ
れ
わ
れ
の
知
識
が
仮
象
の
知
識
で
し
か
な
い
と
考
え
る
た
め
に
は
︑
同
時

に
そ
の
仮
象
の
も
と
と
な
る
ひ
と
つ
の
実
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
実
在
な
き
仮
象
と
い
う
も

の
は
︑
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
(

)

︒

18

ハ
ミ
ル
ト
ン
と
マ
ン
セ
ル
が
意
識
に
対
し
て
否
定
的

ネ
ガ
テ
ィ
ブ

に
し
か
現
れ
な
い
と
主
張
し
た
﹁
絶
対
﹂
に
つ
い
て
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
は
む
し

ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
︒
絶
対
を
否
定
す
る
と
い
う
意
識
の
内
に
︑
﹁
絶
対
が
存
在
す
る
と
い
う

推
定
﹂
が
存
し
て
お
り
︑
そ
の
推
定
は
あ
く
ま
で
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
の
よ
う
な
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意
識
を
︑
そ
れ
が
﹁
何
で
あ
る
の
か
﹂
を
規
定
す
る
﹁
規
定
的
意
識
︵
definite
consciousness︶﹂
と
は
区
別
し
て
︑
何
で
あ
る
か

は
わ
か
ら
な
い
が
︑﹁
何
か
が
あ
る
﹂
こ
と
を
示
す
﹁
非
規
定
的
意
識
︵
indefinite
consciousness︶﹂
(

)

と
呼
ん
で
い
る
︒
い
ず
れ

19

に
せ
よ
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
は
こ
の
よ
う
に
し
て
科
学
と
宗
教
を
極
限
に
お
い
て
支
え
︑
和
解
さ
せ
る
﹁
不
可
知
的
な
も
の
﹂
を
︑
不
可

知
的
な
ま
ま
に
哲
学
の
内
に
統
合
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
言
え
よ
う
︒

科
学
と
宗
教
の
和
解
と
汎
神
論
的
傾
向

こ
う
し
て
見
出
さ
れ
た
﹁
不
可
知
的
な
も
の
﹂
は
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
哲
学
全
体
を
支
え
る
﹁
第
一
原
理
﹂
と
し
て
機
能
す

る
こ
と
に
な
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
は
︑
あ
ら
ゆ
る
現
象
世
界
は
﹁
可
知
的
な
も
の
︵
K
now
able︶﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
科
学
的

諸
法
則
︵
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
︑
質
量
保
存
則
︑
進
化
の
法
則
等
︶
に
従
う
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
現
象
の
根
柢
に
は
︑

現
象
を
生
ぜ
し
め
る
﹁
第
一
原
因
﹂
な
い
し
﹁
力
﹂
が
存
在
す
る
︒
宇
宙
全
体
の
現
象
の
根
本
原
因
た
る
﹁
力
﹂
は
︑
そ
れ
自
体
認

識
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
︑﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
人
間
の
認
識
を
逃
れ
る
﹁
無
限
﹂
で
あ
り
︑

何
ら
か
の
﹁
神
性
︵
deity
︶﹂
を
も
つ
も
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
は
︑
科
学
的
な
諸
法
則
に
従
う
﹁
現
象
﹂
に
つ

い
て
の
包
括
的
な
科
学
理
論
と
︑
そ
の
背
後
で
働
く
神
的
な
原
理
と
を
ひ
と
つ
の
哲
学
体
系
の
内
に
ま
と
め
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
科
学

と
宗
教
の
調
和
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
進
化
活
動
の
働
き
の
背
後
に
﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
と
い
う
神
秘
的
な
﹁
力
﹂
を
認
め
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
哲
学

は
︑
そ
れ
自
体
限
り
な
く
﹁
汎
神
論
﹂
に
近
づ
い
て
い
く
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
は
︑﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
は
進
化
運
動
の
善
性
・

合
目
的
性
・
調
和
な
ど
を
下
支
え
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
︒
ま
た
こ
れ
に
よ
り
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
宗
教
論
に
お
い
て
は
﹁
啓
示
﹂

の
余
地
が
な
く
な
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
の
人
格
的
性
質
や
奇
跡
な
ど
も
不
要
と
な
る
︒
宇
宙
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
﹁
現
象
﹂
は
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あ
く
ま
で
も
合
理
的
で
あ
り
︑
そ
こ
に
神
秘
が
入
り
込
む
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
現
象
﹂
そ
の
も
の
は
﹁
不
可

知
的
実
在
﹂
の
力
に
よ
っ
て
生
成
し
て
い
る
︒
そ
の
限
り
に
お
い
て
宇
宙
は
神
秘
に
満
ち
て
い
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
は
﹃
社
会
学
原
理
﹄

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

科
学
が
宗
教
的
信
仰
や
宗
教
的
感
情
を
追
い
払
う
と
考
え
て
い
る
人
々
は
︑
旧
来
の
解
釈
か
ら
取
り
除
か
れ
た
ど
ん
な
神
秘

も
︑
新
た
な
神
秘
に
つ
け
加
わ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
だ
︒
あ
る
い
は
む
し
ろ
︑
こ
う
言
っ
た
方
が
い
い
か

も
し
れ
な
い
︒
旧
い
神
秘
か
ら
新
し
い
神
秘
へ
と
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
え
っ
て
神
秘
は
増
し
加
わ
る
︑
と
(

)

︒

20

宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
根
底
に
働
く
神
秘
︒
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
は
科
学
時
代
に
お
け
る
唯
一
可
能

な
宗
教
と
し
て
︑
汎
神
論
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
が
現
象
の
科
学
的
・
進
化
論
的
説
明
と
矛
盾
す
る
教
え
を

含
む
の
に
対
し
て
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄
で
は
︑
経
験
科
学
や
進
化
論
と
も
調
和
し
た
汎
神
論
的
世
界
観
が
示
さ
れ
て
い

る
︒
た
だ
し
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
︑﹁
第
一
原
因
﹂
は
あ
く
ま
で
も
﹁
不
可
知
的
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
彼
は
宗
教
お
よ
び
形

而
上
学
の
一
歩
手
前
で
と
ど
ま
り
続
け
︑﹁
汎
神
論
﹂
を
積
極
的
に
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
宗
教
論
は
︑

進
化
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
席
巻
し
て
い
た
一
九
世
紀
中
頃
の
知
的
状
況
に
お
い
て
︑
可
能
な
宗
教
の
方
向
性
を
指
し
示
す
議
論
と
し

て
様
々
な
仕
方
で
受
容
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
︑﹁
ス
ペ
ン
サ
ー
・
ブ
ー
ム
﹂
の
た
だ
中
に
あ
っ
た

明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
ま
た
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄
が
生
み
出
さ
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
時
代
英
国
の
知
的
状
況
︑
と
り
わ
け
﹁
不
可
知
論
﹂
を
め
ぐ
る
状
況
は
︑
明
治
期
日
本
の
宗
教
と
科
学
に
つ
い
て
の
言
説
形
成

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
︒
次
節
で
は
そ
の
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒
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二
．

明
治
日
本
に
お
け
る
｢不
可
知
論
｣と
｢純
正
哲
学
｣

明
治
期
に
お
け
る
反
宗
教
・
反
形
而
上
学
的
傾
向

船
山
信
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
明
治
初
頭
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
西
洋
の
哲
学
・
思
想
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
﹁
実
証
主
義
﹂

で
あ
っ
た
︒
具
体
的
に
は
﹁
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
︑
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
で
あ
り
︑
人
か
ら
い
え
ば
コ
ン
ト
︑
ミ
ル
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
で

あ
り
︑
こ
の
期
は
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
モ
ー
ル
ス
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
通
し
て
進
化
論
も
輸
入
さ
れ
た
(

)

﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

21

船
山
は
こ
の
こ
と
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
要
因
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
︒
第
一
は
︑﹁
当
時
の
世
界
哲
学
の
一
般
的
状
況
︑
少
な
く

と
も
西
周
ら
が
接
し
た
西
洋
哲
学
が
実
証
主
義
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
︒
第
二
は
﹁
当
時
の
日
本
の
社
会
的
条
件
が
実
証
主
義
を

要
求
﹂
し
た
と
い
う
こ
と
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
文
明
開
化
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
哲
学
が
実
証
主
義
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
︒
第
三
は
﹁
日
本

の
伝
統
的
思
想
︑
つ
ま
り
と
く
に
儒
教
︑
及
び
国
学
＝
神
道
︑
さ
ら
に
は
仏
教
に
も
実
証
主
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
こ

の
よ
う
な
船
山
の
見
立
て
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
ろ
う
が
︑
し
か
し
こ
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
︑﹁
実
証
主
義
﹂
の
輸
入
が
日
本
の

宗
教
的
状
況
に
与
え
た
影
響
力
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
︒
と
り
わ
け
以
下
で
考
察
す
る
井
上
円
了
の
仏
教
哲
学
の
形
成
の

意
義
を
見
よ
う
と
す
る
場
合
︑
お
そ
ら
く
﹁
実
証
主
義
﹂
と
と
も
に
輸
入
さ
れ
た
反
宗
教
的
・
反
形
而
上
学
的
傾
向
︑
な
い
し
﹁
不

可
知
論
﹂
に
つ
い
て
そ
の
両
義
性
も
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
東
京
大
学
に
お
け
る
西
洋
思
想
の
受
容
が
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
︒
ラ
イ
ナ
・
シ
ュ
ル
ツ
ァ
に
よ

れ
ば
︑
明
治
期
の
東
京
大
学
で
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
を
生
み
出
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
英
国
の
学
問
が
盛
ん

に
輸
入
さ
れ
て
い
た
︒
と
り
わ
け
︑
ロ
ン
ド
ン
で
結
成
さ
れ
て
い
た
知
識
人
団
体
で
あ
る
﹁
Ｘ
ク
ラ
ブ
﹂
の
思
想
の
影
響
が
強
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
︒
Ｘ
ク
ラ
ブ
と
は
︑
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
会
に
対
抗
し
つ
つ
︑
当
時
最
新
の
知
識
で
あ
っ
た
進
化
論
な
ど
を
用
い

て
学
問
の
自
由
を
推
し
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
知
識
人
た
ち
の
団
体
で
あ
っ
た
︒
Ｘ
ク
ラ
ブ
は
九
人
ほ
ど
の
小
さ
な
集
団
で

56



あ
っ
た
が
︑
先
に
論
じ
た
進
化
論
哲
学
者
の
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
な
ど
が
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
て
お
り
︑
当
時
の
英
国
学

術
界
に
お
い
て
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
︒
彼
等
は
一
様
に
反
教
会
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
が
︑
そ
の
際
︑
宗
教
に
対
し
て

は
﹁
不
可
知
論
﹂
的
立
場
を
と
る
者
が
多
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
Ｘ
ク
ラ
ブ
の
思
想
の
日
本
に
お
け
る
輸
入
に
つ
い
て
︑
シ
ュ
ル
ツ
ァ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
﹁
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︑

外
山
︑
加
藤
は
︑
英
国
の
指
導
的
知
識
人
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
西
洋
科
学
の
動
向
を
導
入
す
る
た
め
に
︑
共
に
働
い
た
︒
Ｘ
ク
ラ

ブ
の
強
い
影
響
の
も
と
︑
東
京
大
学
は
明
治
期
を
通
じ
て
反
キ
リ
ス
ト
教
的
傾
向
の
知
的
牙
城
と
な
っ
て
い
た
︒
西
洋
の
時
代
遅
れ

の
宗
教
は
日
本
に
根
を
は
る
こ
と
を
阻
ま
れ
て
い
た
︒
と
り
わ
け
︑
円
了
は
進
化
論
や
そ
の
他
の
科
学
的
論
拠
を
用
い
て
キ
リ
ス
ト

教
を
批
判
し
︑
そ
れ
に
対
す
る
仏
教
の
優
位
を
示
し
て
有
名
と
な
っ
た
(

)

﹂︒
た
し
か
に
︑
こ
う
し
た
反
キ
リ
ス
ト
教
的
傾
向
は
︑

22

ま
ず
は
明
治
初
頭
の
東
京
大
学
関
係
者
た
ち
に
お
い
て
︑進
化
論
と
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑

東
大
哲
学
科
の
外
国
人
講
師
で
あ
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
就
任
し
て
ま
も
な
い
明
治
一
一
年
に
﹁
宗
教
ノ
原
因
及
ヒ
沿
革
論
﹂
と
い

う
講
演
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
社
会
学
原
理
﹄
を
参
照
し
つ
つ
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
原
初
的
な
霊
魂
説
か
ら
進

化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
が
︑
そ
の
際
Ｘ
ク
ラ
ブ
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ボ
ッ
ク
ら
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き

る
(

)

︒
ま
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
招
聘
に
関
わ
っ
た
モ
ー
ス
も
︑
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
の
紹
介
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
行
っ
た
︒

23

外
国
人
講
師
ら
に
よ
る
批
判
は
︑
山
路
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
を
脅
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒

こ
う
し
た
東
京
大
学
に
お
け
る
反
キ
リ
ス
ト
教
的
傾
向
は
︑
当
時
の
東
大
総
理
で
あ
っ
た
加
藤
弘
之
の
思
想
と
結
び
つ
い
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
(

)

︒
実
際
︑
Ｘ
ク
ラ
ブ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
反
キ
リ
ス
ト
教
的
・
反
宗
教
的
・
反
形
而

24

上
学
的
傾
向
を
︑
当
時
の
日
本
に
お
い
て
最
も
強
く
押
し
出
し
た
の
は
加
藤
で
あ
っ
た
︒
彼
は
宗
教
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
懐
疑
的

な
立
場
を
と
り
︑
宗
教
は
空
理
空
論
で
あ
っ
て
︑
社
会
に
お
い
て
有
用
で
あ
る
と
し
て
も
︑﹁
愚
民
﹂
を
教
化
す
る
と
い
う
方
便
以
上
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の
役
割
は
持
ち
え
な
い
と
主
張
し
て
い
た
(

)

︒
こ
う
し
た
加
藤
の
宗
教
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
は
︑
仏
教
に
対
し
て
も
基
本
的

25

に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
︒
た
し
か
に
加
藤
は
一
方
で
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
も
あ
っ
た
原
坦
山
を
東
大
に
ま
ね
き
﹁
仏
書
講
義
﹂
を
担
当

さ
せ
た
が
︑
そ
れ
は
担
山
が
当
時
仏
教
の
﹁
哲
学
的
﹂
側
面
に
注
目
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
後
に
加
藤
は
﹁
仏
教
に
所
謂
善
悪

の
因
果
応
報
は
真
理
に
あ
ら
ず
﹂
と
い
う
論
考
を
発
表
し
(

)

︑
仏
教
の
非
哲
学
性
を
批
判
す
る
な
ど
︑
生
涯
を
通
じ
て
反
宗
教
的
立

26

場
を
貫
い
た
︒
加
藤
が
真
理
の
基
準
と
し
た
の
は
﹁
天
則
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
N
aturalL
aw
﹂
の
翻
訳
語
で
も
あ
り
︑
そ
れ
に

則
ら
な
い
事
柄
は
す
べ
て
﹁
空
理
空
論
﹂
と
し
て
退
け
ら
れ
る
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
加
藤
の
立
場
は
Ｘ
ク
ラ
ブ
の
知
識
人
た
ち
と

同
様
︑﹁
科
学
的
自
然
主
義
｣
(

)

に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

27

東
京
大
学
に
お
け
る
『
第
一
原
理
』
の
受
容

以
上
の
よ
う
に
︑
明
治
中
頃
の
東
京
大
学
に
お
い
て
は
︑
加
藤
弘
之
を
中
心
に
反
宗
教
的
傾
向
を
色
濃
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
れ
は
一
方
で
は
Ｘ
ク
ラ
ブ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
先
進
的
な
知
識
人
た
ち
か
ら
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
側

面
も
た
し
か
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
時
期
東
大
哲
学
科
で
学
ん
で
い
た
学
生
た
ち
は
︑
そ
う
し
た
知
的
環
境
下
に

あ
り
な
が
ら
︑
加
藤
と
は
そ
の
思
想
を
大
き
く
異
に
し
て
い
た
︒
と
り
わ
け
東
本
願
寺
の
留
学
生
と
し
て
東
大
に
入
学
し
︑
仏
教
の

復
興
と
い
う
使
命
を
担
っ
て
い
た
井
上
円
了
は
︑
哲
学
・
科
学
・
宗
教
に
対
し
て
加
藤
と
は
明
確
に
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て

い
た
︒
少
な
く
と
も
円
了
は
︑
宗
教
は
﹁
空
理
空
論
﹂
で
あ
る
と
い
っ
た
主
張
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん

円
了
に
お
い
て
も
︑
Ｘ
ク
ラ
ブ
的
︑
な
い
し
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
反
聖
書
・
反
キ
リ
ス
ト
教
的
立
論
の
影
響
を
は
っ
き
り
と
確
認
で
き

る
︵
﹃
真
理
金
針
﹄
な
ど
︶︒
し
か
し
東
大
時
代
の
諸
論
考
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
円
了
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
﹁
第
一
の
敵
﹂

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(

)

︒

28
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ヤ
ソ
教
は
わ
が
第
一
の
敵
に
あ
ら
ず
し
て
︑
そ
の
敵
と
な
す
べ
き
も
の
は
無
教
者
あ
る
い
は
排
教
者
な
る
こ
と
は
︑
す
で
に

明
ら
か
な
り
と
信
ず
︒
し
か
し
て
そ
の
第
一
敵
中
︑
最
も
恐
る
べ
く
か
つ
こ
れ
を
防
御
す
る
に
最
も
難
き
も
の
は
な
ん
ぞ
や
︒

曰
く
︑
理
学
者
な
り
︑
政
治
法
律
学
者
な
り
︒
一
は
理
論
を
み
が
き
︑
一
は
実
験
を
究
め
︑
も
っ
て
わ
が
宗
教
の
空
理
妄
論
を

看
破
せ
ん
と
す
(

)

︒

29

ま
ず
は
理
論
的
・
科
学
的
﹁
無
教
者
﹂︑
反
宗
教
論
者
こ
そ
が
第
一
の
敵
で
あ
り
︑
そ
の
者
た
ち
に
対
し
て
宗
教
を
擁
護
す
る
こ
と

が
︑
円
了
の
急
務
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
円
了
に
と
っ
て
は
宗
教
に
対
す
る
懐
疑
論
者
や
不
可
知
論
者
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
際
︑
ひ
と
つ
の
重
要
な
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄
で
あ
っ
た
︒

﹃
第
一
原
理
﹄
に
お
け
る
﹁
科
学
と
宗
教
の
和
解
﹂
は
︑
加
藤
弘
之
が
絶
対
視
す
る
よ
う
な
実
証
的
・
進
化
論
的
知
識
を
ど
こ
ま
で

も
押
し
進
め
︑
そ
の
結
果
︑
極
限
に
お
い
て
科
学
は
﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
と
い
う
神
秘
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
の
議
論
は
︑
宗
教
を
﹁
空
理
空
論
﹂
と
し
て
退
け
る
よ
う
な
明
治
期
の
実
学
的
潮
流
に
あ
っ
て
︑

科
学
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
性
を
擁
護
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
こ
そ
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹁
不

可
知
論
﹂
が
明
治
期
日
本
に
お
い
て
担
っ
た
役
割
で
あ
っ
た
︒

実
際
︑﹃
第
一
原
理
﹄
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
留
学
経
験
の
あ
る
外
山
正
一
︑
お
よ
び
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
在
学
中
に
﹁
ス
ペ
ン
サ
ー
ク
ラ

ブ
﹂
を
結
成
し
て
い
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
っ
て
講
じ
ら
れ
た
(

)

︒
彼
等
の
学
生
で
あ
っ
た
井
上
哲
次
郎
︑
井
上
円
了
︑

30

三
宅
雄
二
郎
︑
清
沢
満
之
ら
の
思
想
に
は
明
確
に
そ
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
円
了
が
開
設
し
た
哲

学
館
や
清
沢
が
教
鞭
を
と
っ
た
真
宗
大
学
な
ど
で
も
︑﹃
第
一
原
理
﹄
は
長
い
間
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
︒
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『
第
一
原
理
』
と
仏
教
的
｢
純
正
哲
学
｣

そ
れ
で
は
井
上
円
了
は
︑
ど
の
よ
う
に
﹃
第
一
原
理
﹄
を
受
容
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
特
徴
は
︑
ま
ず
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹁
不

可
知
的
実
在
﹂
と
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お
け
る
﹁
真
如
﹂
を
重
ね
合
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
実
を
言
え
ば
︑
そ
う
し
た
試
み
は
円
了

以
前
に
す
で
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
当
時
東
大
で
は
原
坦
山
が
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
お
り
︑
西
洋

哲
学
を
学
ん
だ
学
生
が
そ
こ
に
西
洋
哲
学
と
同
等
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
読
み
取
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
最
も
早
い
事
例
と
し
て

は
︑
坦
山
の
学
生
で
も
あ
っ
た
井
上
哲
次
郎
が
関
わ
っ
た
一
八
八
一
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
哲
学
字
彙
﹄
の
﹁
R
eality
﹂
の
項
目
に
見

ら
れ
る
︒﹁
R
eality
実
体
︑
真
如
︑
按
︑
起
信
論
︑
当
知
一
切
法
不
可
説
︑
不
可
念
︑
故
名
為
真
如
｣
(

)

︒
こ
こ
で
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の

31

不
可
知
的
﹁
実
在
︵
R
eality
︶﹂
が
︑﹁
不
可
説
︑
不
可
念
﹂
な
る
﹁
真
如
﹂
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
う
し
た

議
論
は
明
治
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
は
次
第
に
一
般
的
な
も
の
と
な
り
︑
た
と
え
ば
一
八
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
ス
ペ
ン
サ
ー

の
﹃
宗
教
進
化
論
﹄
の
邦
訳
に
お
い
て
︑﹁
実
体
﹂︵
R
eality
の
訳
語
︶
と
い
う
用
語
に
次
の
よ
う
な
訳
注
が
付
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
︒
﹁
実
体
と
は
実
相
と
稍
や
相
似
た
る
の
意
義
に
し
て
印
度
の
哲
学
に
涅
槃
真
如
の
妙
体
が
万
法
に
具
足
せ
る
を
実
相
と
称
し
諸

法
は
実
相
真
如
の
体
な
れ
ど
も
煩
悩
の
雲
に
覆
わ
れ
て
無
常
の
悲
を
現
は
せ
り
と
説
け
り
乃
ち
此
に
実
体
と
称
す
も
の
な
り
｣
(

)

︒

32

以
上
の
よ
う
に
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
は
明
治
期
に
お
い
て
大
乗
仏
教
に
お
け
る
﹁
真
如
﹂
と
重
ね
合
わ
せ
て
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
考
え
が
一
般
に
広
ま
っ
た
の
は
︑
当
時
﹁
純
正
哲
学
﹂
と
呼
ば
れ
た
仏
教
形
而
上
学
を
最

初
に
体
系
化
し
た
井
上
円
了
の
働
き
が
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
円
了
は
一
八
八
七
年
に
出
版
し
た
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
な
ど
に
お

い
て
︑
仏
教
を
ひ
と
つ
の
哲
学
体
系
と
し
て
示
し
て
み
せ
た
︒
円
了
以
前
に
も
坦
山
が
仏
教
を
﹁
心
性
哲
学
﹂
と
し
て
論
じ
る
と
い
っ

た
動
き
も
あ
っ
た
が
︑
実
際
明
治
期
に
お
い
て
﹁
仏
教
﹂
を
哲
学
的
な
側
面
か
ら
語
る
と
い
う
語
り
を
決
定
づ
け
た
の
は
井
上
円
了

で
あ
る
︒

60



と
こ
ろ
で
︑
先
に
見
た
よ
う
に
︑
仏
教
復
興
を
自
ら
の
使
命
と
し
て
い
た
円
了
に
と
っ
て
何
よ
り
も
対
抗
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

は
︑
科
学
的
な
反
宗
教
論
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒
加
藤
弘
之
や
そ
の
他
の
明
六
社
の
社
員
た
ち
は
︑
実
証
主
義
や
進
化
論
的
知
識
を
日

本
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
同
時
に
反
宗
教
的
言
説
を
形
成
し
て
い
た
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
円
了
は
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代

の
英
国
の
人
々
が
直
面
し
て
い
た
﹁
科
学
と
宗
教
の
対
立
﹂
と
い
う
論
争
状
況
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
キ
リ
ス
ト

教
が
進
化
論
と
す
る
ど
く
対
立
し
た
の
に
対
し
て
︑
円
了
の
ね
ら
い
は
︑
仏
教
は
進
化
論
や
科
学
と
調
和
し
︑
し
か
も
そ
れ
で
い
て

科
学
的
知
識
を
超
越
し
た
宗
教
性
を
保
持
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︒
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑﹁
不
可
知

的
実
在
﹂
に
よ
る
﹁
科
学
と
宗
教
の
和
解
﹂
と
い
う
ス
ペ
ン
サ
ー
の
議
論
は
︑
円
了
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
る
︒

円
了
の
議
論
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
︒

お
よ
そ
世
界
︵
最
も
広
き
意
味
︶
に
二
種
の
部
分
あ
り
︒
こ
れ
を
術
語
に
て
い
え
ば
可
知
的
世
界
と
不
可
知
的
世
界
と
な
り
︑

こ
れ
を
通
俗
に
い
え
ば
人
智
の
知
る
を
得
べ
き
世
界
と
人
智
の
知
る
を
得
べ
か
ら
ざ
る
世
界
と
な
り
︑
こ
の
二
種
は
す
な
わ
ち

哲
学
と
宗
教
と
の
区
別
を
示
す
も
の
な
り
︒
可
知
的
世
界
は
現
象
世
界
に
し
て
︑
不
可
知
的
世
界
は
こ
れ
に
対
し
て
実
体
世
界

な
り
︒
す
で
に
現
象
あ
れ
ば
必
ず
そ
の
実
体
あ
り
︑
実
体
あ
れ
ば
ま
た
必
ず
そ
の
現
象
あ
り
(

)

︒

33

円
了
に
お
い
て
も
︑
ま
ず
は
明
確
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
︑﹁
可
知
的
世
界
﹂
と
﹁
不
可
知
的
世
界
﹂

と
い
う
二
分
法
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
可
知
的
世
界
は
﹁
現
象
﹂
の
世
界
で
あ
り
︑
不
可
知
的
世
界
は
﹁
実
体
﹂︵
な
い
し
﹁
実

在
﹂
︶
の
世
界
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
二
分
法
は
︑
ハ
ミ
ル
ト
ン
︲
マ
ン
セ
ル
︲
ス
ペ
ン
サ
ー
の
ラ
イ
ン
に
お
い
て
強
調
さ

れ
て
き
た
人
間
の
認
識
能
力
の
有
限
性
と
い
う
主
題
と
の
結
び
つ
き
を
も
つ
も
の
で
も
あ
る
︒

61 ヴィクトリア時代英国における不可知論と井上円了



人
智
も
し
無
限
な
ら
ば
宇
宙
内
外
の
道
理
こ
と
ご
と
く
知
り
得
べ
き
理
な
れ
ど
も
︑
人
智
に
て
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
い
く

た
あ
る
を
知
ら
ず
︒
し
か
し
て
そ
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
は
︑
他
日
︑
人
智
の
進
む
に
従
っ
て
知
り
得
べ
き
も
の
を
意
味
す
る
に

あ
ら
ず
し
て
︑
到
底
万
々
世
の
の
ち
に
至
る
も
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
い
う
︒
た
と
え
ば
宇
宙
以
外
の
状
態
い
か
ん
︑
絶
対

世
界
の
実
況
い
か
ん
等
の
問
題
︑
こ
れ
な
り
︒
か
く
の
ご
と
き
は
人
智
の
進
歩
に
よ
る
も
︑
将
来
到
底
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の

な
る
こ
と
を
知
る
の
み
︒
す
で
に
古
来
の
学
者
が
み
な
物
質
の
実
体
︑
心
象
の
本
性
の
ご
と
き
は
断
言
し
て
こ
れ
を
不
可
知
的

に
属
し
た
る
は
︑
人
智
の
有
限
な
る
に
よ
る
な
り
(

)

︒

34

﹁
物
質
の
実
体
﹂
や
﹁
心
象
の
本
性
﹂
と
い
っ
た
も
の
は
︑
人
間
の
知
性
が
ど
れ
ほ
ど
進
歩
し
て
も
﹁
不
可
知
的
﹂
で
あ
る
と
い
う

こ
と
︒
そ
れ
は
﹁
人
智
の
有
限
﹂
が
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
︑
絶
対
的
な
も
の
は
絶
え
ず
意
識
に
と
っ
て
の
限
界
で
し
か
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
う
し
た
基
本
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
︑
円
了
の
純
正
哲
学
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
し
て
円
了
は
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
︑
す
な
わ
ち
可
知
的
﹁
現
象
﹂
と
不
可
知
的
﹁
実
在
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
︑

﹁
真
如
﹂
と
﹁
万
法
﹂
と
の
関
係
に
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
︒

真
如
と
は
法
性
と
い
い
︑
一
如
と
い
い
︑
法
界
と
い
い
︑
理
性
と
い
い
︑
種
々
の
異
名
あ
れ
ど
も
共
に
一
切
諸
法
︑
万
象
万

類
の
実
体
本
源
を
義
と
す
︒︵
中
略
︶
そ
の
真
如
の
体
面
に
現
立
す
る
も
の
こ
れ
を
事
相
と
い
う
︑
現
象
の
義
な
り
︑
あ
る
い
は

万
法
と
い
う
︑
万
象
万
有
の
義
な
り
︒
こ
の
現
象
界
は
生
滅
変
遷
︑
栄
枯
盛
衰
あ
る
を
も
っ
て
そ
の
実
況
と
す
︒
故
に
こ
れ
を

生
滅
界
も
し
く
は
生
死
界
と
い
う
︒
こ
れ
に
対
し
て
真
如
界
を
不
生
不
滅
界
と
い
う
(

)

︒

35
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生
成
消
滅
を
し
て
い
く
﹁
万
法
﹂
は
︑
不
生
不
滅
で
あ
る
﹁
真
如
﹂
の
表
面
に
生
じ
る
も
の
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
﹁
万
法
﹂
が
可

知
的
現
象
で
あ
る
限
り
︑
そ
れ
は
科
学
法
則
に
従
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
実
際
円
了
は
︑
仏
教
︵
と
り
わ
け
﹁
小
乗
﹂
仏

教
︶
の
教
え
が
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
や
質
量
保
存
則
と
い
っ
た
科
学
法
則
と
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
と
い
っ
た
主
張
も
行
っ
て
い

る
(

)

︒
そ
し
て
﹁
物
心
は
象
な
り
︑
真
如
は
体
な
り
︑
物
心
の
真
如
よ
り
開
発
す
る
は
力
な
り
｣
(

)

と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
物
や

36

37

心
と
い
っ
た
現
象
は
︑
真
如
と
い
う
本
体
か
ら
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑
円
了
の
仏
教
哲
学
で
は
︑
真

如
は
﹁
万
法
﹂
を
生
み
出
す
不
可
知
的
か
つ
神
秘
的
な
﹁
力
﹂
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
︑
万
物
の
生
成
発
展
の
根
源
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
︒こ

の
よ
う
な
円
了
の
議
論
は
︑
一
方
で
︑
仏
教
が
ま
ず
は
非
科
学
的
な
思
想
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
行
う
も
の
で
あ
り
︑
他
方
︑

そ
の
上
で
仏
教
は
︑
あ
く
ま
で
も
神
秘
的
な
真
如
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
実
証
的
知
識
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な

い
と
い
う
主
張
で
も
あ
る
︒
人
間
の
認
識
は
実
証
性
な
い
し
﹁
実
験
﹂
の
領
域
に
の
み
限
ら
れ
る
と
い
っ
た
﹁
科
学
的
自
然
主
義
﹂

を
批
判
し
︑﹁
実
験
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
﹂
へ
と
︑
あ
る
い
は
﹁
不
可
知
的
﹂
な
領
域
へ
と
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
︑
何
よ
り
も
必
要

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
万
物
の
生
成
発
展
の
根
源
と
な
る
不
可
知
的
な
真
如
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ

り
︑
そ
れ
は
万
物
の
中
で
働
く
﹁
内
在
的
超
越
﹂
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
円
了
の
純
正
哲
学
に
お
い
て
は
︑

ハ
ミ
ル
ト
ン
︑
マ
ン
セ
ル
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
見
ら
れ
る
カ
ン
ト
的
有
限
性
の
哲
学
と
︑
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
絶
対
無
限
的
な
実
在

の
肯
定
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

不
可
知
論
の
乗
り
越
え

と
こ
ろ
で
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
は
︑﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
に
つ
い
て
の
意
識
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
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が
︑
実
在
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
︵
そ
の
実
在
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
認
識
︶
は
あ
く
ま
で
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
意
味
で
︑

ス
ペ
ン
サ
ー
は
自
ら
の
哲
学
を
﹁
汎
神
論
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
唯
心
論
﹂
等
︶
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
(

)

︒
ス
ペ
ン
サ
ー
は
絶
対
無
限

38

的
な
も
の
に
対
す
る
知
識
の
不
可
能
性
を
主
張
し
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
不
可
知
論
﹂
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
(

)

︒

39

し
か
し
こ
う
し
た
不
可
知
論
に
関
し
て
は
︑
東
大
で
ス
ペ
ン
サ
ー
を
講
じ
て
い
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
す
で
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
︒

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
明
治
一
八
年
に
行
っ
た
あ
る
講
演
で
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
行
く
末
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
(

)

︒
彼
は
い

40

か
な
る
宗
教
が
﹁
来
る
べ
き
宗
教
﹂
と
な
り
う
る
の
か
を
説
い
て
い
る
が
︑
そ
の
前
提
と
し
て
︑
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ひ
ろ

ま
っ
て
い
た
﹁
不
可
知
論
的
傾
向
﹂
を
﹁
不
幸
な
病
﹂
と
診
断
し
て
い
る
︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
ス
ペ
ン
セ
リ
ア
ン
を
自
称
し
た
が
︑
ス

ペ
ン
サ
ー
の
内
に
含
ま
れ
る
不
可
知
論
的
側
面
は
乗
り
越
え
る
べ
き
も
の
と
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
仏
教
は
そ
の
よ
り

よ
い
局
面
に
お
い
て
︑
よ
り
よ
い
局
面
の
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
は
る
か
に
深
淵
に
哲
学
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
﹂
で
あ
る
ゆ
え
に
︑

﹁
絶
対
的
真
理
の
体
系
﹂
を
含
む
仏
教
こ
そ
が
︑﹁
来
る
べ
き
宗
教
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒

円
了
が
こ
の
講
演
を
聞
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
少
な
く
と
も
︑
円
了
こ
そ
が
︑
ま
さ
し
く
仏
教
を
科
学
・
哲

学
・
宗
教
を
す
べ
て
含
む
﹁
絶
対
的
真
理
の
体
系
﹂
と
し
て
提
示
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
円

了
は
ス
ペ
ン
サ
ー
的
不
可
知
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
用
い
て
仏
教
の
宗
教
性
を
肯
定
し
た
が
︑
し
か
し
同
時
に
︑
彼
は
ス
ペ
ン
サ
ー
的
不

可
知
論
の
乗
り
越
え
も
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

厳
密
に
言
え
ば
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
﹁
実
在
﹂
と
﹁
現
象
﹂
は
︑﹁
実
体
﹂
と
そ
の
﹁
象
徴
﹂
と
い
う
関
係
を
有
し
て
い
る
︒

現
象
は
実
在
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
と
し
て
認
識
可
能
で
あ
る
が
︑
実
在
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
も
不
可
知
で
あ
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー

は
こ
の
よ
う
な
自
身
の
立
場
を
﹁
変
形
実
在
論
︵
transfigured
R
ealism
︶﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
円
了
は
︑﹁
大
乗
仏
教

の
説
﹂
を
強
調
す
る
︒﹁
諸
法
の
実
体
は
唯
一
真
如
と
す
る
も
の
な
り
︒
し
か
し
て
そ
の
上
に
諸
象
諸
法
︑
歴
然
と
し
て
現
立
し
体
象
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二
者
︑
不
一
不
二
と
な
す
｣
(

)

︒
つ
ま
り
大
乗
仏
教
の
理
論
に
よ
れ
ば
︑﹁
実
在
﹂
と
﹁
現
象
﹂
は
同
一
で
あ
り
︑
か
つ
異
な
る
︒
絶

41

対
と
相
対
︑
無
限
と
有
限
と
の
間
に
﹁
即
﹂
と
い
う
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
有
限
﹂
が
そ
の
ま
ま
﹁
無
限
﹂
で
あ
る
と

い
っ
た
論
理
︵
あ
る
い
は
非
︲
論
理
︶
に
よ
っ
て
︑
大
乗
仏
教
的
な
如
来
蔵
思
想
が
哲
学
的
に
再
定
式
化
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
︒
そ
し
て
有
限
が
無
限
と
な
る
と
い
う
境
地
を
示
す
限
り
で
︑
こ
の
立
場
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
絶
対
知
﹂
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ

る
こ
と
に
も
な
る
︒

た
だ
し
︑
円
了
に
お
い
て
絶
対
と
相
対
の
合
一
が
実
現
さ
れ
る
の
は
︑
有
限
的
な
知
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
信
仰
や

啓
示
と
い
っ
た
宗
教
特
有
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
円
了
の
﹃
真
宗
哲
学
序
論
﹄
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
︒

け
だ
し
我
人
の
智
力
は
有
限
な
る
も
︑
全
く
絶
対
を
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
︒
相
対
の
推
理
の
及
ぶ
限
り
絶
対
そ
の
も

の
も
多
少
知
り
得
る
な
り
︒
す
な
わ
ち
絶
対
不
可
知
的
の
存
在
の
ご
と
き
︑
こ
れ
な
り
︒
す
で
に
相
対
の
境
遇
あ
れ
ば
こ
れ
に

対
し
て
絶
対
の
境
遇
な
か
る
べ
か
ら
ず
︑
可
知
的
の
現
象
存
す
れ
ば
こ
れ
に
対
し
て
不
可
知
的
の
本
体
存
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒

こ
れ
我
人
の
相
対
の
推
理
の
及
ぼ
す
と
こ
ろ
な
れ
ば
︑
そ
の
存
在
す
る
や
否
や
は
知
り
得
る
な
り
︒
し
か
れ
ど
も
絶
対
そ
の
も

の
の
性
質
︑
あ
る
い
は
不
可
知
的
そ
の
体
の
作
用
に
至
り
て
は
︑
我
人
の
有
す
る
相
対
的
知
識
の
知
る
限
り
に
あ
ら
ず
︒
し
か

ら
ば
そ
の
性
質
作
用
は
な
に
に
よ
り
て
知
り
得
る
か
︑
こ
れ
す
な
わ
ち
啓
示
に
よ
る
も
の
な
り
︒
啓
示
と
は
な
ん
ぞ
や
︒
わ
が

方
よ
り
推
究
し
て
知
る
に
あ
ら
ず
し
て
︑
絶
対
不
可
知
の
方
よ
り
わ
が
上
に
告
知
す
る
を
い
う
︒
あ
る
い
は
わ
れ
よ
り
一
層
優

れ
た
る
知
識
を
有
す
る
も
の
よ
り
わ
れ
に
訓
示
す
る
を
い
う
(

)

︒

42
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有
限
な
る
知
性
に
よ
っ
て
も
︑
あ﹅

る﹅

程﹅

度﹅

は﹅

︑
絶
対
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
可
知
的
の
現
象
存
す
れ
ば
こ

れ
に
対
し
て
不
可
知
的
の
本
体
存
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
い
っ
た
推
論
と
い
う
か
た
ち
で
︑
絶
対
的
な
﹁
何
も
の
か
が
あ
る
﹂
と
い

う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
︒
し
か
し
ス
ペ
ン
サ
ー
が
主
張
し
た
よ
う
に
︑﹁
絶
対
そ
の
も
の
の
性
質
﹂
や
﹁
不
可
知
的
そ
の
体
の

作
用
﹂
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
︑
つ
ま
り
そ
れ
が
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
に
つ
い
て
は
︑
相
対
的
知
識
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
︒
理
論
的
に
は
有
限
と
無
限
が
﹁
即
﹂
で
あ
る
と
し
て
も
︑
実
践
的
に
両
者
は
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ

ろ
う
︒
先
に
引
い
た
﹃
真
宗
哲
学
序
論
﹄
で
は
︑
有
限
が
絶
対
不
可
知
を
真
に
知
る
た
め
に
は
︑
絶
対
不
可
知
か
ら
の
﹁
啓
示
﹂
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
い
は
よ
り
自
力
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
で
あ
る
︒
円
了
は
︑
禅
定
な
ど
を
通
し
た

神
秘
的
直
観
に
よ
る
絶
対
の
把
握
も
同
時
に
肯
定
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
円
了
に
お
い
て
は
︑
有
限
な
る
知
性
か
ら
間
接
的

に
絶
対
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
方
法
︵
哲
学
︶
と
︑
神
秘
的
直
観
・
啓
示
・
信
仰
等
に
よ
っ
て
直
接
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

と
い
う
方
法
︵
宗
教
︶
と
が
︑
相
補
的
な
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
︒
円
了
は
し
ば
し
ば
哲
学
と
宗
教
と
の
関
係
を
こ
う
規
定
す
る
︒

﹁
哲
学
は
疑
を
も
っ
て
も
と
と
す
る
と
い
う
も
︑
ひ
と
た
び
疑
を
起
こ
し
て
そ
の
理
を
究
め
︑
究
め
終
わ
れ
ば
信
じ
る
よ
り
外
な

し
｣
(

)

︒
哲
学
の
探
求
は
極
限
ま
で
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
哲
学
は
︑﹁
実
験
﹂
の
知
を
超
え
て
そ
の
限
界
ま
で
至

43

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
ひ
と
た
び
限
界
に
達
し
た
場
合
︑
哲
学
は
無
用
と
な
る
︒
そ
こ
か
ら
先
は
宗
教
の
領
域
で
あ
る
︒

円
了
が
示
す
﹁
智
力
情
感
両
全
の
宗
教
﹂
と
し
て
の
仏
教
は
︑
哲
学
と
宗
教
︑
あ
る
い
は
可
知
的
な
も
の
と
不
可
知
的
な
も
の
が
相

互
に
働
き
合
う
︑
円
満
完
備
な
教
説
で
あ
る
︒
あ
る
意
味
に
お
い
て
︑
円
了
は
不
可
知
論
を
乗
り
越
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
不

可
知
的
な
も
の
は
可
知
的
も
の
と
の
関
係
性
の
中
に
つ
ね
に
見
分
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
で

あ
る
︒

66



む
す
び
に

以
上
の
よ
う
に
︑
円
了
の
純
正
哲
学
︑
あ
る
い
は
仏
教
哲
学
の
成
立
背
景
に
は
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
を
介
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
英

国
の
不
可
知
論
を
め
ぐ
る
議
論
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
そ
う
し
た
論
争
状
況
の
中
で
︑
一
九
世
紀
に
お
け
る
﹁
来
る

べ
き
宗
教
﹂
と
し
て
仏
教
を
提
示
し
︑
改
良
し
て
い
く
こ
と
が
︑
円
了
の
思
想
的
営
み
を
方
向
づ
け
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
れ
が
向
か
う
べ
き
方
向
性
や
戦
略
︑
位
置
取
り
な
ど
を
さ
ら
に
詳
細
に
解
明
す
る
こ
と
が
︑
円
了
思
想
の
理
解
の
一
端
に
繋
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

【
註
︼

(
１
)
山
下
重
一
﹃
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
﹄︑
御
茶
の
水
書
房
︑
一
九
八
三
年
︒

(
２
)
山
路
愛
山
﹃
基
督
教
評
論
﹄︑﹃
基
督
教
評
論
・
日
本
人
民
史
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
六
七
年
︹
一
九
〇
六
年
︺︑
七
五
～
六
頁
︒

(
３
)
H
erbert
Spencer,First
Principles,T
he
W
orks
of
H
erbert
Spencer,O
snabrück:
O
tto
Z
eller,1966.

(
４
)
ス
ペ
ン
サ
ー
は
﹃
総
合
哲
学
体
系
﹄
を
執
筆
す
る
資
金
を
得
る
た
め
に
予
約
出
版
と
い
う
方
法
を
と
り
︑﹃
総
合
哲
学
体
系
﹄
の
出
版
計

画
を
﹃
要
項
﹄
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
発
表
し
た
︒
そ
の
送
り
先
は
︑
ル
イ
ス
︑
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
︑
ミ
ル
︑
ダ
ー
ウ
ィ
ン
ら
の
著
名
人
で

あ
っ
た
︒
山
下
重
一
﹃
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
﹄︑
前
掲
書
︒

(
５
)
H
erbert
Spencer,First
Principles,ibid.,xi.

(
６
)
バ
ン
プ
ト
ン
講
議
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
一
七
八
〇
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
連
続
講
義
で
あ
る
︒
神
学
的
問
題
を
ト
ピ
ッ
ク

と
し
た
も
の
が
多
く
︑
一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
刷
新
運
動
と
し
て
起
こ
っ
た
﹁
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
﹂
と
の
関
わ
り
も

深
い
︒

(
７
)
当
時
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
が
若
者
へ
の
魅
力
を
失
っ
て
お
り
︑
大
学
で
力
を
も
ち
つ
つ
あ
っ
た
自
由
主
義
的
傾
向
に
対
抗
す
る

た
め
に
マ
ン
セ
ル
は
適
任
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
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(
８
)
B
ernard
L
ightm
an,T
he
O
rigines
of
A
gnosticism
,L
ondon:
T
he
Johns
H
opkins
U
niversity
Press,1987,p.7.

(
９
)
Sir
W
illiam
H
am
ilton,D
iscussions
on
Philosophy
and
Literature,E
ducation
and
U
niversity
R
eform
,N
ew
Y
ork:H
arper

&
B
rothers,1861.

(
)
H
erbert
Spencer,First
Principles,ibid.,p.20.

10
(
)
Ibid.,p.21
～
22.

11
(
)
Ibid.,p.22.

12
(
)
H
enry
L
ongueville
M
ansel,T
he
Lim
itsofR
eligiousT
hought,E
xam
ined
in
E
ightLectures,4th
ed.L
ondon:John
M
urray,

13

1859.

(
)
Ibid.,p.62.

14
(
)
Ibid.,p.20.

15
(
)
C
f.B
ernard
L
ightm
an,T
he
O
rigines
of
A
gnosticism
,ibid.

16
(
)
H
erbert
Spencer,First
Principles,ibid.,p.11.

17
(
)
ibid.,p.88.

18
(
)
ibid.,p.65.

19
(
)
H
erbert
Spencer,T
he
Principles
of
Sociology,T
he
W
orks
of
H
erbert
Spencer,O
snabrück:
O
tto
Z
eller,1966.

20
(
)
船
山
信
一
﹃
明
治
哲
学
史
研
究
﹄︹
船
山
信
一
著
作
集
第
六
巻
︺
こ
ぶ
し
書
房
︑
一
九
九
八
年
︑
七
頁
︒

21
(
)
Ibid.,p.44.

22
(
)
ア
ー
ネ
ス
ト
・
Ｆ
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
﹁
宗
教
ノ
原
因
及
ヒ
沿
革
論
︵
傍
聴
記
︶﹂﹃
フ
ェ
ノ
ロ
サ
社
会
論
集
﹄︑
思
文
閣
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

23
(
)
磯
野
直
秀
﹁
進
化
論
の
日
本
へ
の
導
入
﹂﹃
モ
ー
ス
と
日
本
﹄︑
小
学
館
︑
一
九
八
八
年
︒

24
(
)
加
藤
弘
之
﹃
徳
育
方
法
案
﹄︑
哲
学
書
院
︑
一
八
八
七
年
︒

25
(
)
加
藤
弘
之
﹁
仏
教
に
所
謂
善
悪
の
因
果
応
報
は
真
理
に
あ
ら
ず
﹂﹃
哲
学
雑
誌
﹄
第
一
〇
巻
第
一
〇
〇
号
︑
一
八
九
五
年
︒

26
(
)
Frank
M
iller
T
urner,B
etw
een
Science
and
R
eligion,N
ew
H
aven
and
L
ondon:
Y
ale
U
niversity
Press,1974.

27
(
)
三
浦
節
夫
は
円
了
の
東
大
時
代
の
諸
論
文
を
詳
し
く
分
析
し
︑
当
時
円
了
が
キ
リ
ス
ト
教
者
の
教
化
姿
勢
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と

28

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
三
浦
節
夫
﹃
井
上
円
了
︱
日
本
近
代
の
先
駆
者
の
生
涯
と
思
想
﹄︑
教
育
評
論
社
︑
二
〇
一
六
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹁
宗
教
編
﹂﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
五
巻
︑
東
洋
大
学
︑
七
一
八
頁
︒

29
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(
)
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄
は
東
京
大
学
に
お
け
る
外
山
の
﹁
心
理
学
﹂
講
義
︑
お
よ
び
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
﹁
哲
学
史
﹂
講
義
等
で
用
い

30

ら
れ
た
が
︑
円
了
は
個
人
的
に
こ
の
書
︵
特
に
第
一
部
﹁
不
可
知
的
な
も
の
﹂
の
部
分
︶
を
集
中
的
に
読
解
し
︑
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い

る
︒
ラ
イ
ナ
・
シ
ュ
ル
ツ
ァ
﹁
井
上
円
了
﹃
稿
録
﹄
の
研
究
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
一
九
巻
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
一
〇
年
︒

(
)
﹃
哲
学
辞
彙
﹄︹
初
版
一
八
八
一
年
︺
名
著
普
及
会
︑
一
九
八
〇
年
︒

31
(
)
斯
辺
撒
著
﹁
宗
教
進
化
論
﹂︹
高
橋
達
郎
訳
︑
初
版
一
八
八
六
年
︺︑
ク
レ
ス
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
︒
ち
な
み
に
本
書
の
訳
者
で
あ
る
高
橋

32

達
郎
は
民
権
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
仏
教
哲
学
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
七
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
〇
八
頁
︒

33
(
)
井
上
円
了
﹃
真
宗
哲
学
序
論
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
六
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
〇
年
︑
二
三
二
頁
︒

34
(
)
井
上
円
了
﹃
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
顕
正
活
論
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
四
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
〇
年
︑
二
六
八
頁
︒

35
(
)
以
下
の
議
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
長
谷
川
琢
哉
﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
︿
高
等
仏
教
﹀
と
井
上
円
了
﹂﹃
井
上

36

円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
三
号
︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
四
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
三
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
︑
三
六
八
頁
︒

37
(
)
﹁
我
々
が
外
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
内
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
用
語
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
︑
宇
宙
に
対
す
る
唯
物
論
的

38

側
面
よ
り
は
︑
唯
心
論
的
側
面
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
さ
ら
に
考
え
る
と
︑
我
々
は
こ
の
究
極
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
現
象
的
表
出
の
内

で
考
え
ら
れ
る
構
想
と
い
う
も
の
は
︑
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
を
我
々
に
決
し
て
示
さ
れ
な
い
と
い
う
真
理
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
﹂︒
H
erbart
Spencer,T
he
Principles
of
Sociology,ibid.,p.841.

(
)
た
だ
し
厳
密
に
言
え
ば
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
が
ど
こ
ま
で
不
可
知
論
の
立
場
を
徹
底
し
え
た
か
は
疑
問
で
あ
る
︒﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
と
い
う

39

規
定
自
体
が
︑
す
で
に
不
可
知
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
規
定
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
同
時

代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
︒
Sylvan
D
rey,
H
erbert
Spencer’s
T
heory
of
R
eligion
and
M
orality,
L
ondon:

W
illiam
s
and
N
orgate,1887.

(
)
ア
ー
ネ
ス
ト
・
Ｆ
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
﹁
仏
画
の
復
興
﹂﹃
ア
ー
ネ
ス
ト
・
Ｆ
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
資
料
﹄
第
二
巻
︑
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
出
版
︑
一
九

40

八
四
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
顕
正
活
論
﹄︑
前
掲
書
︑
三
二
三
頁
︒

41
(
)
井
上
円
了
﹃
真
宗
哲
学
序
論
﹄︑
前
掲
書
︑
二
三
三
頁
︒

42
(
)
井
上
円
了
﹃
宗
教
新
論
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
八
巻
︑
東
洋
大
学
︑
三
四
頁
︒

43
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