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明
治
以
来
西
洋
文
化
が
輪
入
せ
ら
れ
、
我
々
は
之
を
學
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
東
洋
に
於
て
偉
大
な

る
登
展
を
成
し
た
。
そ
し
て
我
々
は
今
後
も
學
ぶ
べ
き
多
く
の
も
の
を
有
ち
、
何
虞
ま
て
も
世
界

文
化
を
吸
牧
し
て
登
展
し
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
我
々
は
い
つ
ま
‘
て
も
唯
、
西
洋
文
化

は
ぐ
ヽ

を
吸
牧
し
消
化
す
る
の
、
て
な
く
、
何
千
年
束
我
々
を
学
み
来
っ
た
東
洋
文
化
を
背
景
と
し
て
新
し

い
世
界
的
文
化
を
創
造
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
ふ
ま
て
も
な
い
。
．
久
し
く
鎖
國
的
‘
て
あ

っ
た
日
本
が
、
明
治
の
始
に
於
て
近
代
の
世
界
的
文
化
に
接
し
た
時
、
之
を
學
び
之
を
吸
牧
す
る

に
急
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
巳
む
を
得
な
い
。
近
束
頻
り
に
明
治
時
代
を
排
斥
す
る
聾
の

大
な
る
を
聞
く
が
、
弊
も
あ
っ
た
て
あ
ら
う
、
併
し
我
々
は
深
く
明
治
時
代
の
意
義
を
思
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
徒
ら
に
盤
を
大
に
し
て
明
治
時
代
を
排
斥
す
る
も
の
は
、
明
治
の
始
に
徒

ら
に
聾
を
大
に
し
て
我
國
古
来
の
文
化
を
破
壊
し
た
も
の
の
無
思
慮
と
同
一

6

て
あ
る
。

學

問

的

方

法

で
あ
る
。

本
篇
は
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
哲
學
公
開
講
演
會
（
昭
和
十
二
年
十
月
九
日
）
に
於
け
る
京
都
帝
國

大
學
名
誉
敦
授
文
學
博
士
西
田
幾
多
郎
氏
の
講
演
要
領
に
基
づ
き
博
士
の
執
筆
を
煩
は
し
た
も
の
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我
々
の
腿
史
的
文
化
を
背
景
と
し
て
新
し
い
世
界
文
化
を
創
造
す
る
と
云
ふ
の
は
如
何
に
し
て

時
と
い
ふ
も
の
は
箪
に
過
去
か
ら
未
束
へ
直
線
的
に
動
き
行
く
も
マ
の
て
は
な
い
P

そ
れ
だ
け
て

は
時
の
自
己
同
一
は
な
い
。
時
は
直
線
的
な
る
と
共
に
圃
環
的
‘
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
:
時
の
背

後
に
空
間
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
は
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ふ
こ
と

か
ら
成
立
ナ
る
の
‘
て
あ
る
。
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
過
去
と
未
来
と
が

現
在
に
於
て
結
合
し
、
（
絶
封
に
結
び
附
か
な
い
も
の
が
結
び
附
く
が
故
に
）
矛
盾
的
自
己
同
一
と

し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
心
の
へ
と
動
い
て
行
く
。
そ
こ
に
時
と
い
ふ
心
の
が
あ
る
の
で

あ
る
。
云
は
＇
ゞ
、
か

4

る
愛
じ
て
雙
ぜ
ざ
る
矛
盾
的
自
己
同
，
一
と
い
ふ
も
の
を
先
づ
腿
史
的
精
紳

と
考
へ
い
て
よ
い
。
．
＂
．

世
界
歴
史
の
舞
豪
か
ら
離
れ
て
何
千
年
束
孤
獨
的
に
登
展
し
た
日
本
も
、
か
A

る
矛
盾
的
自
己

同
一
と
し
て
生
々
登
展
し
一
て
来
っ
た
の
て
あ
る
。
そ
の
間
幾
多
の
矛
盾
や
封
立
が
あ
っ
た
て
あ
ら

う
。
又
時
代
か
ら
時
代
へ
ど
種
々
記
る
愛
化
が
あ
っ
た
て
あ
ら
う
。
併
し
何
虜
ま
て
も
皇
室
を
中

心
と
し
ヱ
自
己
同
，
一
を
保
つ
て
来
た
。

そ
こ
に
日
本
精
紳
と
い
ふ
」
も
の
が
あ
っ
た
。
然
る
に
今
日

の
日
本
は
も
は
や
世
界
脈
史
の
舞
豪
か
ら
孤
立
し
た
日
本
て
は
な
い
？
我
々
は
世
界
脈
史
の
舞
豪

に
立
つ
て
居
る
の
て
あ
る
。
我
々
の
現
在
は
世
界
脈
史
的
現
在
‘
て
あ
る
の
、
て
あ
る
。
云
は
ゞ
、
こ

れ
ま
て
の
日
本
精
紳
は
比
較
的
に
直
線
的
て
あ
っ
た
。
併
し
こ
れ
か
ら
は
何
虞
ま
‘
て
も
空
間
的
と

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
脈
史
的
精
肺
の
底
か
ら
ク
（
我
々
の
心
の
底
か
ら
）
、
世
界
的
原

理
が
生
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皇
道
は
世
界
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
多

＜
々
の
人
は
多
く
｀
の
弊
害
が
外
来
思
想
の
輪
入
よ
り
束
る
と
云
ふ
。
併
し
外
束
思
想
を
防
ぐ
と
云
ふ

に
は
、
特
殊
を
以
て
一
般
に
封
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
能
く
し
得
ら
れ
る
の
て
な
く
、
我
々
の
心
の

底
か
ら
世
界
的
原
理
を
創
造
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
島

ぐ

日
本
精
紳
が
何
虞
ま
‘
て
も
空
間
的
と
な
る
、
世
界
的
空
間
的
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
如
何
な

る
こ
と
て
あ
る
か
。
そ
れ
は
何
虞
ま
‘
て
も
學
問
的
と
な
る
こ
と
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
理
性
的

と
な
る
こ
と
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
9

そ
れ
は
何
虞
ま
て
も
感
情
に
よ
っ
て
理
性
を
排
斥
す
る
も

可
能
な
る
か
。

1
>



五

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
獨
断
的
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
厳
密
な
る
學
問
的
方
法
に

よ
っ
て
概
念
的

構
成
せ
ら
れ
る
こ
と
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
珪
論
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
‘
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
學
問
的
方
法
と
い
ふ
の
は
時
間
的
な
自
己
を
空
間
的
鏡
に
映
し
て
見
る
こ
と

て
あ
る

5

死
し
て
後
生
き
る
こ
と
て
あ
る
。

な
い
。
精
紳
が
學
問
的
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
客
観
的
と
し
て
何
人
も
そ

ぬ
と
云
ふ
こ
と
て
あ
る
が
p

を
認
め
ね
ば
な
ら

コ
ス
モ
ボ
リ
タ
ン
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
て
は
な
い
。
此
貼
が
多
く
の

人
に
よ
っ
て
誤
解
せ
ら

近
頃

5

東
洋
交
化
は
敦
て
あ
り
、
四
洋
文
化
は
學
て
あ
る
と
し
て
や
東
洋
文
化
と
酉
洋
文
化
と

が
冨
別
せ
ら
れ
る
。
酉
洋
文
化
が
皐
に
學
て
あ
る
と
は
云
は
れ
な
い
。
併
し
東
洋
文
化
遥
特
に
支

那
文
化
は
敦
て
あ
っ
た
冷
今
日
の
學
と
稲
ず
べ
き
も
の
は
な
か
っ
た
。
私
は
決
し
て
敦
を
轄
視
す

る
心
の
て
は
な
い
。
併
し
東
洋
文
化
の
根
抵
に
は
四
洋
文
化
に
膀
る
も
劣
ら
ざ
る
貴
い
も
の
が
あ

る
の
て
あ
る
が
晶
詞
貼
は
そ
の
學
と
し
て
襲
展
せ
な
か
っ
た
の
に
あ
る
と
息
ふ
の
て
あ
る
。
今
日
酉

が
ち
な
の
は
之
に
よ
る
の
て
あ
る
。
此
故
に
智
育
信
重
と
い
ふ
こ
と
も
、
此
頃

私
は
晨
の
智
育
は
今
後
益
盗
翌
重
せ
な
け

ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
従
来
は
尚
賃
の
智
育
と
い
ふ
も
の
は
な
か
っ
た
。
多
く
は
皐
に
記
憶
の
學
て

あ
っ
た
。
腿
史
的
敦
育
と
云
つ
て
忍
冷
腿
史
的
事
賓
の
階
諭
の
如
き
ぶ
之
に
外
な
ら
な
い
。

酉
洋
文
化
を
吸
牧
し
溶
化
し
て
、
日
本
精
紳
に
よ
っ
て
日
本
獨
得
の
文
化
を
創
追
ず
る
と
云
ふ

こ
と
は
泡
今
日
何
人
ぶ
云
ふ
と
こ
ろ
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
學
問
的
で
な
け

云
ふ
こ
と
忠
冷
恐
ら
く
多
く
の
人
に
異
論
の
左
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
り
。
併
し
學
者
の
中
に
忠
属
に

人
は
往
々
精
帥
と
い
ふ
も
の
を
使
用
す
る
人
間
の
如
く
に
考
へ
渇
知
識
と
い
ふ
忠
の
を
道
具
の

：
如
く
に
考
へ
る
。
和
魂
漢
オ
と
い
ふ
が
如
き
語
忠
池
そ
の
檬
な
考
を
表
し
て
居
る
と
思
は
れ
る
。

精
紳
を
有
っ
た
も
の
て
あ
る
の
て
あ
る
。
自
然
科
學
の

如
き
慮
塁
て
恵
、
さ
う
な
の
で
あ
る
。
學
問
と
い
ふ
も
の
は
、
我
々
の
精
紳
が
事
物
の
内
に
生
き
る

こ
と
て
あ
る
。
斯
く
し
て
始
め
て
日
本
的
學
問
と
い
ふ
こ
と
が
て
き
る
。
数
學
の
如
き
も
の
‘
て
も
、

併
し
學
問
と
い
ふ
恵
の
は
、
そ

自
身

學
問
的
と
い
ふ
こ
と
を
解
し
て
ゐ
な
い
人
も
あ
る
檬
に
思
は

。
ス3

ば
な
ら
な
い
と

多
く
の
人
に
よ
っ
て
椀
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
が

洋
文
化
に
押
さ

て
居
る
。

こ
に
は
何
虞
ま
て
も
自
己
批
評
が
な
け
れ
ば
な
ら

乞）
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七

あ
っ
た
蕊
云
ふ
0
塾
誕
芯
つ
で
可
能
な
る
の
‘
‘
て
も

、
過
去
が
斯
く

よ
っ
て
可
能
な
る
の
「
て
も
な
く

co 

れ
ば
な
ら
な
い
さ
が

こ
に
は
理
論
的
闘
争
が
な
け

な
い
。
そ

の
‘
9
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紳
話
の
如
き
も
の
、
て
も
、
永
遠

生
き
た
精
紳
は
理
論
を
有
っ
た
も

の
生
命
を
有
す
る
も
の
は
理
論
的
内
容
を
蔵
す
る
も
の
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
箪
な
る
特
殊
性

之
に
よ
っ
七
新
し

ら
れ
た
形
態
を
以
て
精
紳
と
考
へ
、
言
、

は
何
物
て
も
な
い
。
過
去
に
於
て
形
成
せ

う
と
す
る
の
は
、
却
つ
て
生
々
痰
展
の
精
紳
を
し
て
死
物
た
ら
し
め
る
も

い
時
代
に
虞
し
て
行
か

。
輩
な
る
特
殊
は
一
般
の
特
殊
と
し
て
考
へ

の
‘
て
あ
る
。
特
殊
は
唯
特
殊
に
封
す
る
だ
け
て
あ
る

ら
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
創
造
的
な
る
も
の
は
具
謄
的
一
般
性
を
有
っ
た
忠
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
箪
に
特
殊
性
の
み
を
主
張
す
る
だ
け
て
あ
っ
て
、
却
つ
て
他
に
よ
っ
て
理
論
づ
け
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
唯
他
の
特
殊
と
な
る
の
み
て
あ
る
。
．

我
々
が
東
洋
文
化
の
深
き
奥
底
か
ら
新
な
物
の
見
方
考
へ
方
を
見
出
し
、
，
世
界
歴
史
に
新
な
光

羹
へ
る
と
云
ふ
こ
と
は
如
何
な
る
こ
~
と
を
意
味
す
る
か
。
我
々
が
理
論
的
に
世
界
に
討
す
る
と

す
る
か
、
又
は
超
越
的
に
外
か
ら
之
を
否
定
す
る
か
と
云
ふ
如
き
こ
と
じ
か
て
き
な
い
，
鴫
我
々
が

属
に
日
本
的
法
律
と
い
ふ
む
の
全
組
織
す
る
に
は
、
深
ぐ
艇
史
哲
學
の
根
抵
に
入
っ
て
、
そ
ご
か

ら
獨
特
の
法
の
概
念
が
生
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｀
そ
れ
は
唯
特
殊
性
を
あ
げ
る
こ
ど
に

理
論
的
骰
系
を
有
す
る
西
洋
的
法
律
の
骰
系
の
中
へ
木
に
竹
を
接
い
だ
榛
に
日
本
的
習
慣
を
挿
入

い
。
併
し
そ
れ
が
セ
き
な
い
と
す
れ
ば
、
西
洋
歴
史
の
背
景
を
有
っ
た
も
の
と
は
云
へ
、

―
つ
の

す
べ
き
か
。
西
洋
の
法
律
思
想
を
取
り
入
れ
な
い
前
の
朕
態
に
還
る
と
い
ふ
の
な
ら
問
題
は
な

こ
ろ
が
出
て
来
る
。

そ
の
為
、
色
た
の
問
題
が
起
き
る
。
我
々
は
如
何
な
る
態
度
を
以
て
之
に
封

的
背
景
を
有
す
る
も
の
と
し
て
心
．
｛
異
な
っ
た
腿
史
的
登
展
を
有
す
る
日
本
精
紳
と
相
容
れ
な
い
と

・
き
る
こ
と
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
右
に
云
っ
た
様
に
方
法
的
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

明
治
以
来
西
洋
の
法
律
を
取
り
入
れ
た
。
併
し
西
洋
の
法
律
と
い
ふ
も
の
も
、
脈
史

例
へ
ば
、

そ
れ
は
精
紳
と
云
つ
て
も
、
抽
象
的
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
精
紳
科
學
と
い
ふ
如
き

も
の
‘
て
は
、
趣
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
我
々
が
腿
史
的
客
観
的
事
物
の
中
に
生

然
ら
ざ
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
的
、
ワ
ラ
ン
ス
的
、
ド
ィ
ッ
的
な
ど
い
ふ
の
は
、
皆
か
4

る
意
味
に
於
て
な
の
て
あ
る
。

ナゞ



洋
藝
術
の
根
抵
に
は
池

工
ヂ
プ
ト
藝
術
や
ゴ

力

ッ
ク
藝
術
に
比
し
て
更
に
一
層
深
き
何
忠
の
か
ゞ

術
に
つ
い
て
論
ず
る
資
格
の
あ
る
心
の
て
は
な
い
が
溶
形
な
き
形
を
表
現
す
る
と
も
云
ふ
べ
き
東

な
根
抵
を
見
出
ず
こ
と
に
よ
っ
て
、

雨
者
共
に
新
し
い
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
‘
て
あ
る
。
私
は
藝

又
そ
の
何
れ
か
一
の
中
に
他
を
包
み
込
む
こ
と
て
も
な
い
。
詞
つ
て
従
来
よ
り
は
一
層
深
い
大
き

文
化
を
否
定
す
る
こ
と
て
も
な
く
ぷ
不
洋
文
化
に
よ
っ
て
西
洋
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
て
も
な
い
。

ら
か
に
す
る
こ
と
が
て
き
る
の
て
な
い
か
と
息
ふ
り
て
あ
る
。

そ
れ
は
酉
洋
文
化
に
よ
っ
て
東
洋

化
と
異
な
っ
た
方
向
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
類
文
化
そ
の
恵
の
の
廣
く
深
い
本
質
を
明

り
十
分
に
之
を
把
握
す
る
と
共
に
、

更
に
深
く
東
洋
文
化
の
根
抵
に
入
り
池

そ
の
奥
底
に
四
洋
文

つ
て
更
に
深
く
廣
い
藝
術
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
如
く
、

我
々
は
深
く
四
洋
文
化
の
根
抵
に
入

文
化
の
原
型
は
も
っ
と
豊
富
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
ー
グ
ル
が
異
な
っ
た
藝
術
の
研
究
に
よ

化
だ
と
考
へ
る
傾
向
が
あ
る
。
他
の
民
族
も
進
歩
寝
展
す
れ
ば
池
自
分
等
と
同
じ
忠
の
に
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
。
る
傾
向
が
あ
る
。
併
し
私
は
そ
れ
は
狭
量
な
自
負
‘
て
あ
る
と
考
へ
る
。
應
史
的

あ
っ

と
云
ふ
こ
と
て
あ
る
。
｝
欧
洲
人
は
従
束
自
分
等
の
文
化
が
唯
一
っ
最
忠
進
ん
だ
最
高
の
文

(
R
i
e
g
l

や

1
V
o
r
r
i
n
g
e
r

の
も
の
を
見
ら
れヵ

っ
た
。
藝
術
成
立
の
根
源
に
於
て
尚
反
野
の
行
方
屯

藝
術
は
所
謂
古
典
的
藝
術
の
一
路
て
は
な

一
は
人
間
否
定
の
方
向
、

に
は
感
情
移
入
的
筒
励
と
逆
に
批
象
作
用
的
衝
動
と

ふ
3

は
藝
術
の
根
源
と
し
て
紹
辮
的
藝
術
意
欲

い
ふ
忍
の
を
考
へ
た
。

れ
は
形
成
的
意
志
と
応
い

こ
て
リ
ー

工
は
溶
如
何
な
る
こ
と

Jt.9 

あ
る
か
。
私
は
そ
れ
を
今
此
虞
に
哲
學
的
に
云
ふ
こ
と
は
困
難
て
あ
り
畜

：
忍
な
い
と
思
ふ
か
ら
、
藝
術
の
例
に
よ
っ
て
話
し
て
見
よ
う
。

又
一
般
の
理
解
を
得
る
所
以

7-

い
ふ
忠
の
を
ギ
リ
シ
ャ
藝
術
に
よ
っ
て
考
へ
て
ぬ
た
。

従
束
、
四
洋
の
美
學
に
於
て
は
、
美
と

つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
人
間
中
心
の
藝
徽
て
あ
る
。
リ

2
,

即
ち
所
謂
古
典
的
藝
術
が
美
の
標
準
と
な

ふ
も
の
む
如
，
定
も
の
が
、
最
も
能
く
か
か
る
藝
術
を
説
明
す
る
．
‘
て
あ

プ
ス
の
感
情
移
入
説
と
い

る
。
然
る
に
リ
ー

ル
と
い
ふ
人
が
藝
術
史
の
釘
究
の
上
か
え
そ
れ
て
は
例
へ
ば
幾
何
學
的
な

プ
ト
藝
術
と
い
ふ
如
き
も
の
を
説
明
す
る
こ
と
は
て
き
な
い
と
考
へ
た
。

ふ
べ
き
忠
の
て
あ
る
。
而
し
て
そ

、
の
が
あ
る
。
一
は
自
然
の
中
に
人
間
的
な
も
の
を
見
る
喜
び
て
あ
り
、

ク
ル
の
藝
術
説
を
詳
説
す
る
暇
を
有
た
な
い

云
は
ゞ
解
股
の
方
向
て
あ
る
。
私
は
今
此
虞
に
リ
ー
ゞ

唯
私
が
云
は
ん
と
欲
す
る
所
は
、

こ
と
を
望
む
）
e

が苓



私
が
何
を
云
は
ん
と
欲
す
る
か
を
一
般
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
ふ
た
め
、
藝
術
の
例
に
よ
っ
て

云
っ
た
が
、
哲
學
や
宗
教
に
つ
い
て
直
は
同
檬
の
こ
と
が
云
ひ
た
い
の
‘
て
あ
る
。
我
々
は
新
し

い
論
理
を
有
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
例
と
し
て
現
賞
と
絶
封
と
の
闘
係
に
つ
い
て
の
考
に
つ
い
て
一
言
し
て
見
よ
う
。
東
洋
の
大

乗
佛
教
的
な
考
て
は
、
絶
封
を
皐
に
超
越
的
と
見
る
の
‘
て
も
な
く
、
我
々
の
限
な
く
進
み
行
く
極

限
と
考
へ
る
の
て
も
な
い
。
現
賓
即
絶
野
と
云
は
れ
る
。
こ
の
語
は
賓
に
課
解
せ
ら
れ
易
い
。
そ

れ
を
唯
何
等
の
努
力
も
な
＼
唯
普
通
に
人
の
考
へ
る
如
き
意
味
に
於
て
現
在
そ
の
ま
:
が
絶
野

＇
と
い
ふ
如
く
考
へ
る
な
ら
ば
、
大
な
る
課
て
あ
る
。
又
さ
う
い
ふ
風
に
考
へ
る
な
ら
ば
、
理
性
的

な
る
も
の
の
輩
な
る
否
定
に
外
な
ら
な
い
。
併
し
始
に
も
云
っ
た
如
く
、
時
と
い
ふ
も
の
を
絶
封

矛
盾
の
自
己
同
一
と
い
ふ
様
に
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
深
い
哲
學
的
・
宗
教
的
意
義
を
見
出
し

得
る
て
あ
ら
う
。
・
近
頃
「
中
今
」
と
い
ふ
如
き
語
を
耳
に
す
る
が
、
（
宣
命
に
あ
る
そ
の
語
は
輩
に

今
と
い
ふ
義
‘
て
あ
る
と
云
ふ
が
）
、
若
し
さ
う
い
ふ
語
を
以
，
て
日
本
精
紳
を
特
微
づ
け
る
な
ら
ば
、

か
4

る

時

の

考

へ

方

に

よ

ら

ね

ば

な

ら

な

い

の

‘

て

は

な

か

ら

う

か

°

.

私
は
嘗
て
少
し
許
り
書
い
た
こ
と
が
あ
る
檬
に
（
哲
學
の
根
本
問
題
績
編
）
、
時
と
い
ふ
も
の
の
檬

相
に
よ
っ
て
も
、
種
々
な
る
文
化
を
特
微
づ
け
得
る
か
と
思
ふ
。
時
と
い
ふ
心
の
の
構
造
の
中
に
、

種
々
な
る
文
化
が
配
置
せ
ら
れ
、
闊
係
せ
ら
れ
、
統

1

・
せ
ら
れ
得
る
か
と
思
ふ
の
で
あ
る

0

時
が

絶
封
矛
盾
の
自
己
同
一
ゞ
て
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
最
初
に
云
っ
た
如
く
時
は
直
線
的
た
る
と
共
に

圏
環
的
、
背
理
の
様
て
あ
る
が
、
時
が
一
面
に
空
間
的
‘
て
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、
て
あ
る
。
理
智
的
な

る
日
本
の
國
謄
と
い
ふ
の
は
、
私
に
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
統
一
の
如
く
に
思
は
れ
る
。
歴
史
と
い
ふ

も
の
は
兎
に
角
時
間
的
な
も
の
、
て
あ
り
、
恨
り
に
時
の
構
造
に
よ
っ
て
脈
史
的
世
界
の
原
型
を
考

，
へ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
於
て
種
た
な
る
方
向
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
右
ろ
た
種
々
な
る
文
化
が
考
へ

と
が
て
き
る
。
私
は
日
本
文
化
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
と
い
ふ
所
以
て
あ
る
。
皇
室
中
心
に
し
て
情
的
な

‘
て
尚
空
間
的
と
云
ふ
こ
と
が
て
き
る
（
證
教
的
、
て
あ
る
）
。
然
る
に
日
本
文
化
は
直
線
的
と
云
ふ
こ

る
酉
洋
文
化
は
主
と
し
て
空
間
的
て
あ
る
。
支
那
文
化
は
理
智
的
て
は
な
い
が
、
異
な
っ
た
意
味

あ
る
の
て
は
な
い
か
。
私
は
リ
ー
グ
ル
な
き
を
惜
し
む
。

-
0
 



と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
生
々
登
展
の
具
骰
的
な
る
原
理
は
そ
れ
等
の
も
の
を
含
ん
だ
も
の
‘
て
な
け

義
を
否
定
す
る
も
の
は
、
箪
な
る
非
合
理
主
義
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
個
人
の
自
由
な
く
し
て
創
造

ら
れ
、
相
補
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
文
化
を
構
成
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
て
き
る
。

私
が
今
私
の
云
は
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
一
例
と
し
て
云
っ
た
こ
と
は
、

私
の
一
家
言
て
あ
り
、
そ
れ
に
は
色
々
異
論
も
あ
る
こ
と
て
あ
ら
う
。
唯
東
洋
文
化
の
立
場
か
ら

世
界
文
化
に
新
し
き
光
を
奥
へ
、
世
界
文
化
に
貢
献
す
る
と
云
ふ
の
ば
、
右
の
如
き
意
味
に
於
て

て
そ
れ
が
又
今
日
多
く
の
人
の
口
に
す
る
所
謂
外

て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
て
あ
る
。
而
し

来
思
想
を
防
ぐ
所
以
の
も
の
て
も
あ
る
の
て
あ
る
。
無
論
、
我
々
が
我
々
の
文
化
を
明
ら
か
に
す

る
に
は
、
我
々
の
脈
史
的
文
化
を
何
虞
ま
‘
て
も
研
究
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
徹
底
的
に
學
問
的

に
研
究
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
我
々
の
考
の
基
と
な
る
‘
て
あ
ら
う
こ
と
は
云
ふ

．
ま
て
も
な
い
。
併
し
そ
れ
に
よ
っ
て
輩
に
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
て
は
、
今
日
の
世
界
豚

史
の
舞
豪
に
於
て
生
き
て
働
く
精
紳
と
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
理
論
を
有
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
此
慮
応
今
日
の
我
國
文
教
の
指
導
精
紳
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
箪
に
明
治
以
来
外
國

文
化
輪
入
の
弊
に
陥
っ
た
か
ら
、
今
か
ら
東
洋
文
化
を
中
心
と
す
る
と
云
ふ
の
‘
て
は
皐
な
る
反
動

に
過
ぎ
な
い
。
口
に
は
外
國
文
化
を
排
斥
す
る
の
‘
て
な
く
、
日
本
精
紳
に
よ
っ
て
世
界
文
化
を
消

化
す
る
と
云
ふ
も
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
可
能
な
る
か
に
つ
い
て
深
く
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
我

が
國
に
於
て
は
、
い
づ
れ
の
學
問
に
於
て
も
尚
深
い
根
本
的
な
理
論
研
究
は
微
弱
て
あ
る
と
思

の
理
解
も
な
く
、
個
人
主
義
と
か
自
由
主
義
と
か
と
し
て
排
斥
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
輩
に
個

人
の
自
由
を
基
と
し
て
國
家
社
會
を
考
へ
る
と
い
ふ
が
如
き
考
の
排
斥
す
べ
き
は
云
ふ
ま
‘
て
も
な

い
。
併
し
盟
に
個
人
と
か
自
由
と
か
い
ふ
心
の
を
否
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
輩
な
る
歴
制
主
義

の
外
、
何
物
て
も
な
い
。
合
理
主
義
と
い
ふ
こ
と
も
、
無
造
作
に
排
斥
せ
ら
れ
る
。
皐
に
合
理
主

教
は
百
年
の
事
業
て
あ
る
、
政
策
上
か
ら
考
へ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
い
つ
も
深
い
大

き
な
指
導
精
紳
が
基
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
今
日
は
往
た
理
論
的
な
考
へ
方
が
、
何

哲
學
は
政
治
を
離
れ
た
も
の
て
は
な
い
。
併
し
又
政
治
は
哲
學
を
離
れ
た
も
の
‘
て
は
な
い
。
文

ふ。



物
に
働
く
の

:,., 
:--• 

あ
る
。
皐
に
し
ヅ
ニ
テ
ル

こ
と
を
忘

せ
ら

て
は
な
ら
な

て
は
な
ら
な
い
°

,0 

日
本
精
紳
が
あ
る
と
云

こ
に
日
本
精
帥
が
現
れ
る
と
云

し
て
そ
れ
が
逆
に
日
本
的
事

こ
と
が
忘

れ
て
居
る
と
思
ふ
。

物
を
笥
究
す
る
こ

の
事
物
を
伍
究
し
て
も
冦

が
日
本
精
酔
て
あ
る
か
の
如
く
考
へ
ら

，冷

危
物
の
見
方
考
へ

ム
の
如
き
は
℃
極
端
に
此
等
の
考
を
排
斥
す
る
忍
の
な
の
て
あ
る
。
終
に
尚
―
つ
。
日
本
の
事

れ
ば
な
ら
な
い

に
町
究
と
い
ふ
も
の
は
だ
い
）
。

人
主
義
と
か
自
由
主
義
と
か
い
ふ
如
き
考
を
有
ず
る
も
の
は

〔
笥
究
に
は
自
由
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

V" 

あ
ら
う
。
却
つ

マ‘
Jレ

日
の
息
想
界
に
於
て
洵
十
八
世
紀
末
の
合
理
主
義
と
か
個

しゞ
℃ 

よ
り
結
論
を
定
め
る

四
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