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二
〇
一
八
年
が
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と

で
、
そ
れ
を
記
念
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
よ
う
だ
。

維
新
か
ら
の
一
世
紀
半
を
発
展
の
歴
史
と
と
ら
え
る
向
き
も
あ
る
が
、

そ
の
前
半
が
近
隣
諸
国
の
植
民
地
化
を
目
指
し
て
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

争
（
最
後
の
段
階
は
「
大
東
亜
戦
争
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
）
に
突
入
し
て
大

失
敗
に
お
わ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
さ
い
、
あ
ら
た
め
て
銘
記
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
私
は
一
九
三
七
年
の
生
ま
れ
な
の
で
、
い
ま
八
〇
歳
、
そ

の
一
五
〇
年
の
後
半
全
て
を
生
き
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
三
七
年
と
い
え
ば「
七
七
盧
溝
橋
事
件
」が
お
こ
り
、日
本
が「
支

那
事
変
」
と
称
す
る
対
華
侵
掠
戦
争
を
全
面
的
に
展
開
し
は
じ
め
た
年

で
あ
る
。
こ
の
戦
争
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
一
九
四
一
年
に
米
英
等
諸

国
と
の
開
戦
を
経
て
、
一
九
四
五
年
に
日
本
の
無
条
件
降
伏
で
も
っ
て

終
わ
っ
た
。 理

性
誕
生
の
一
つ
の
道
筋

狹
間　

直
樹

Book Review

A5判　
上巻 330頁
下巻 310頁
朋友書店

［本体各 2,700円 + 税］

　

敗
戦
時
、
小
学
校
二
年
生
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
戦
争
に
ま
つ
わ

る
記
憶
は
け
っ
し
て
多
く
は
な
い
。
鮮
明
な
記
憶
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
な

ら
、
習
字
の
時
間
に
墨
を
磨
っ
て
は
バ
ケ
ツ
に
貯
め
、
時
間
の
終
わ
り

に
屋
上
か
ら
そ
れ
を
三
階
建
て
の
大
き
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
に
か

け
た
こ
と
で
あ
る
。
先
生
の
説
明
で
は
、
敵
機
の
空
襲
を
免
れ
る
た
め

に
迷
彩
を
ほ
ど
こ
す
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
数
キ
ロ
四
方
に
そ

の
建
物
ほ
ど
の
も
の
は
ほ
か
に
な
か
っ
た
か
ら
、
迷
彩
に
何
ほ
ど
の
効

果
が
あ
っ
た
の
か
は
知
ら
な
い
。
敗
戦
後
に
は
、
先
生
の
指
示
に
し
た

が
っ
て
従
来
の
教
科
書
の
不
適
切
部
分
に
墨
塗
り
を
し
た
は
ず
だ
が
、

そ
の
記
憶
は
お
ぼ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
七
〇
年
あ
ま
り
、
日
本
自
体
の
状
況
が
無
条
件
降
伏
・
敗

戦
に
よ
り
一
変
し
た
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
周
囲
の

国
際
環
境
に
も
驚
天
動
地
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
変
化
が
お
こ
っ
た
。

王
耀
平
著
／
鎌
田
純
子
・
山
田
多
佳
子
・

松
尾
む
つ
子
・
萩
野
脩
二
共
訳

羅
山
条
約 

―
―
悪
ガ
キ
た
ち
が
見
た

   

文
化
大
革
命（
上
・
下
）
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一
九
四
九
年
に
お
け
る
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
が
そ
の
最
た
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
広
大
な
中
国
の
地
に
「
社
会
主
義
」
を
名
の
る
政
権
が
誕

生
し
た
の
で
あ
る
。

　

人
民
共
和
国
の
成
立
か
ら
す
で
に
七
〇
年
、
中
国
も
世
界
も
大
き
く

変
わ
っ
た
。
二
〇
世
紀
は
「
戦
争
の
世
紀
」
と
言
わ
れ
た
か
ら
、
新
し

い
世
紀
が
「
平
和
の
世
紀
」
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
多
く
の
ひ
と
は
望
ん

だ
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
分
を
か
か
げ
た
武
力
衝
突
が

止
む
き
ざ
し
は
な
い
。
し
か
も
「
新
自
由
主
義
」
と
称
す
る
グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
の
も
と
、
富
の
偏
在
が
ま
す
ま
す
加
速
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

い
ま
中
国
は
世
界
第
二
の
経
済
大
国
と
し
て
そ
の
存
在
感
を
地
球
規

模
で
誇
示
し
て
い
る
が
、
そ
う
な
っ
た
の
は
七
〇
年
の
間
に
あ
ま
た
の

紆
余
曲
折
を
経
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
曲
折
の
ひ
と
つ
が
毛
沢
東
の

発
動
に
か
か
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
で
あ
っ
た
。
一
九
六
六
年

に
は
じ
ま
り
一
〇
年
間
つ
づ
い
た
そ
れ
は
、
古
い
封
建
的
・
資
本
主
義

文
化
を
批
判
し
、
新
し
い
社
会
主
義
文
化
を
生
み
だ
そ
う
と
の
旗
印
の
も

と
に
進
め
ら
れ
た
社
会
改
革･

思
想
改
造
の
運
動
と
い
わ
れ
た
が
、
実
際
に

は
、
毛
沢
東
が
指
導
権
を
再
確
立
す
る
た
め
の
権
力
闘
争
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
文
化
大
革
命
は
政
治・
社
会
生
活
の
す
べ
て
の
側
面
に
か
か
わ
る
も

の
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
影
響
は
深
刻
で
、
発
動
以
来
す
で
に
半
世
紀
を

へ
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
す
す
ん
で
い
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
歴
史
事
象
は
そ
れ
な
り
に
文
章
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
王
耀
平
著
、
鎌
田
純
子
・

山
田
多
佳
子
・
松
尾
む
つ
子
・
萩
野
脩
二
共
訳
『
羅
山
条
約
―
―
悪
ガ

キ
た
ち
が
見
た
文
化
大
革
命
』
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
歴
史
的
意
味

を
深
く
省
察
し
た
好
い
小
説
で
あ
る
。
副
題
に
は
「
文
化
大
革
命
」
が

も
ち
い
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
一
部
分
で
あ
っ
た
「“
五
七
”

幹
部
学
校
」（
後
述
）
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
羅
山
」
と
い
う
地
名
を
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
河
南

省
の
南
辺
、
湖
北
省
と
の
省
境
に
位
置
し
、
県
庁
所
在
地
の
羅
山
は
京

漢
線
の
信
陽
駅
東
方
約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
と
こ
ろ
に
あ

る
。
羅
山
は
そ
れ
な
り
の
歴
史
を
ほ
こ
る
町
だ
が
、
中
国
近
代
史
上
の

名
所
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
が
こ
の
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
毛

沢
東
が
最
晩
年
に
発
動
し
た
「
文
化
大
革
命
」
に
と
っ
て
重
要
な
役
割

を
に
な
わ
さ
れ
た
「“
五
七
”
幹
部
学
校
」
な
る
施
設
が
そ
こ
に
置
か
れ

た
か
ら
で
あ
る
。「
幹
部
」
と
は
党
・
行
政
機
関
・
人
民
団
体
な
ど
の

指
導
的
職
位
の
も
の
を
さ
す
術
語
で
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー

に
あ
た
る
。

　
「“
五
七
”
幹
部
学
校
」
は
、
毛
沢
東
の
一
九
六
六
年
五
月
七
日
の
指

示
に
も
と
づ
き
、「
幹
部
」
を
農
村
に
派
遣
し
て
人
民
（
農
民
）
に
学

ぶ
こ
と
に
よ
り
官
僚
主
義
・
教
条
主
義
的
な
仕
事
ぶ
り
を
あ
ら
た
め
さ

せ
よ
う
と
す
る
機
構
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
企
図
は
壮
大
で
あ
っ
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た
が
、
人
民
に
ま
な
ぶ
「
方
法
」
を
確
立
で
き
な
い
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど

見
る
べ
き
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
、
数
年
間
で
そ
の
幕
を
閉
じ
た
。

一
種
の
「
失
業
対
策
」
だ
っ
た
と
評
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
実
際
の
と

こ
ろ
、
そ
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

河
南
省
の
羅
山
に
設
置
さ
れ
た
の
も
、
首
都
北
京
の
あ
る
種
の
幹
部

た
ち
を
引
き
受
け
る
「“
五
七
”
幹
部
学
校
」
の
一
つ
で
あ
る
。
幹
部

の
子
供
た
ち
も
父
母
と
と
も
に
や
っ
て
き
て
、
親
た
ち
の
幹
部
学
校
に

付
設
さ
れ
た
形
の
学
校
（
そ
れ
も
「“
五
七
”
幹
部
学
校
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
だ
が
）
に
席
を
置
き
、
そ
こ
を
舞
台
に
日
常
の
生
活
を
し
て
い
た
。

羅
山
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
分
校
と
も
い
う
べ

き
附
属
の
施
設
が
七
つ
あ
り
、
お
た
が
い
縄
張
り
争
い
の
「
文
闘
・
武

闘
」
に
明
け
暮
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
勢
力
の
強
弱
は
基
本
的
に
実

動
部
隊
で
あ
る
生
徒
数
の
多
寡
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。

　

本
書
は
全
二
十
二
段
よ
り
な
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
「
悪
ガ
キ
」
の

年
齢
幅
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
生
ま
れ
で
、
一
九
六
九
年
当
時
、
小

学
校
の
高
学
年
か
中
学
生
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「“
五
七
”
幹
部

学
校
」で
数
年
間
の
共
同
生
活
を
し
た
あ
と
羅
山
を
は
な
れ
る
の
だ
が
、

か
れ
ら
の
多
く
は
そ
の
後
の
ほ
ぼ
三
〇
年
間
、
相
互
の
交
流
が
ほ
と
ん

ど
な
い
ま
ま
別
々
の
人
生
を
あ
ゆ
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ば
ら
ば
ら
な

か
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
精
神
的
な
紐
帯
と
し
て
、
本
書
の
主
題
で
あ
る

『
羅
山
条
約
』
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
「
羅
山
条
約
」
と
は
羅
山
の
七
つ
の
「“
五
七
”
幹
部
学
校
」
で
生
活

す
る
生
徒
た
ち
の
代
表
が
一
九
七
〇
年
代
の
は
じ
め
に
む
す
ん
だ
、
不

毛
な
暴
力
抗
争
を
止
め
よ
う
と
い
う
内
輪
の
「
と
り
き
め
」
で
あ
る
。

時
を
経
て
、
そ
の
内
容
は
関
係
者
に
も
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、

あ
る
き
っ
か
け
か
ら
、
方
一
菲
な
る
若
い
女
性
記
者
が
そ
れ
を
調
査
・

探
索
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。方
氏
が
数
年
か
け
て
精
力
的
に
活
動
し
、

初
歩
的
に
定
稿
を
書
き
あ
げ
た
あ
と
、
知
人
の
王
耀
平
な
る
作
者
に
そ

れ
を
完
成
す
る
よ
う
依
頼
し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
が
こ
の
小
説
な
の
で

あ
る
。

　

本
書
の
執
筆
姿
勢
は
、
文
化
大
革
命
と
い
う
大
き
な
歴
史
事
件
を
遠

景
に
見
据
え
な
が
ら
、
羅
山
の
「“
五
七
”
幹
部
学
校
」
と
い
う
小
さ

な
舞
台
で
活
躍
す
る
「
悪
ガ
キ
」
の
生
態
そ
の
も
の
を
い
き
い
き
と
躍

動
的
に
描
く
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る
。
登
場
人
物
は
き
わ
め
て
多
く
そ

の
人
生
は
波
乱
に
富
ん
で
い
る
。
基
本
的
に
ロ
ー
・
テ
ィ
ー
ン
に
属
し

て
い
た
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
発
露
し
行
動
に
実
態
化
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
は
、
実
現
の
形
態
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
に
せ
よ
、
み
な
ほ
と
ん
ど
天

衣
無
縫
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
暴
力
の
発
揮
で
あ
る
。刑
法
が
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
、
ま
た
か
れ
ら
が
未
成
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
も
、

闘
争
の
た
め
の
武
器
は
生
命
の
危
険
に
お
よ
ぶ
も
の
が
多
く
つ
か
わ
れ

た
し
、
そ
の
使
い
方
に
自
制
的
な
配
慮
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
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く
、
実
際
に
殺
人
に
ま
で
い
た
っ
た
こ
と
も
い
く
つ
か
明
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
有
様
は
同
時
期
に
お
け
る
日
本
の
同
世
代
の
「
悪
ガ
キ
」
の

暴
れ
ぶ
り
と
は
ほ
と
ん
ど
比
較
の
し
よ
う
も
な
い
。

　

男
の
子
の
乱
暴
ぶ
り
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
驚
く
べ
き
は

女
の
子
も
負
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
普
段
の
生
活
で
は
男
女
の
け

じ
め
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
だ
が
、
あ
る
時
、
下
校
中
の
女
子
三
人

組
に
男
子
の
集
団
が
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
、
一
人
の
子
に
「
ク
ズ
」
呼

ば
わ
り
を
し
た
。
悪
口
の
応
酬
が
昂
じ
て
、
い
き
り
立
っ
た
女
子
側
は

護
身
用
の
鉈
な
ど
を
ふ
る
っ
て
男
子
に
お
そ
い
か
か
る
に
い
た
る
。
男

子
側
も
手
の
と
ど
く
武
器
を
と
っ
て
立
ち
向
か
う
の
だ
が
、
結
局
、
女

子
の
三
人
は
か
な
り
の
重
傷
を
負
っ
て
病
院
の
世
話
に
な
る
こ
と
に
な

る
。
大
け
が
を
し
て
の
敗
北
で
あ
る
。
し
か
し
、
骨
折
を
し
た
そ
の
ひ

と
り
は
「
そ
の
う
ち
に
治
る
か
ら
」
と
、
平
然
と
し
て
他
の
重
傷
者
を

な
ぐ
さ
め
る
。
そ
こ
に
は
敗
北
必
至
の
武
闘
に
つ
き
す
す
ん
だ
こ
と
自

体
に
た
い
す
る
自
省
と
い
っ
た
も
の
は
か
け
ら
も
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ

に
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
漲
っ
て
い
る
の

は
ほ
と
ん
ど
無
知
に
ち
か
い
恐
れ
知
ら
ず
の
精
神
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
や
る
べ
き
こ
と
は
や
っ
た
と
い
う
爽
快
感
が
溢
れ
て
い
る

こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
（
第
八
段
）。

　

本
書
に
は
、毛
沢
東
の
軍
事
思
想
に
通
暁
し
て
そ
れ
を
羅
山
に
お
け

る
分
校
間
対
立
の
勢
力
あ
ら
そ
い
に
活
用
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
行
っ
て
全
人
類
を
解
放
す
る
戦
闘
に
参
加
し
よ
う
」
と
呼

び
か
け
て
応
ず
る
も
の
が
な
い
ま
ま
、
一
人
で
苦
心
惨
憺
の
大
旅
行

（「
戦
闘
」）
を
お
こ
な
っ
た
変
わ
り
者
が
登
場
す
る
（
第
七
段
）。
ま
た
、

日
中
戦
争
中
に
お
い
て
最
大
の
意
義
を
も
っ
た
一
九
三
八
年
秋
の
武
漢

攻
防
戦
に
お
け
る
羅
山
戦
線
の
軍
事
的
意
味
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
分

析
も
あ
る
（
第
五
段
）。
ま
た
北
京
に
お
け
る
日
常
生
活
に
ふ
か
く
踏
み

込
ん
だ
具
体
的
な
記
述
、
た
と
え
ば
コ
オ
ロ
ギ
の
捕
獲
・
養
育
・
闘

争
・
売
買
に
つ
い
て
の
話
（
第
十
六
段
）
な
ど
は
、
読
ん
で
い
て
つ
い

引
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
本
筋
は
あ
く
ま
で
、
羅
山
に
お
け
る

「“
五
七
”
幹
部
学
校
」
間
に
お
け
る
「
悪
ガ
キ
」
た
ち
の
内
部
対
立
と
、

時
に
殺
人
に
ま
で
い
た
る
、
そ
れ
な
り
の
権
謀
を
つ
く
し
た
闘
争
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
す
さ
ん
だ
状
況
の
不
毛
性
に
「
悪
ガ
キ
」
た
ち
自

身
が
気
付
き
、そ
れ
を
自
分
た
ち
の
力
で
克
服
し
て
む
す
ん
だ
の
が「
羅

山
条
約
」
な
の
で
あ
る
。

　

最
後
（
第
二
十
一
段
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
羅
山
条
約
」
は
、
煙

草
の
巻
紙
に
小
さ
な
字
で
書
か
れ
た
以
下
の
文
言
で
あ
る
。

北
京
の
好
漢
、
羅
山
で
鍛
錬

戦
い
止
め
て
、
互
い
に
侵
さ
ず

無
駄
な
争
い
、
馬
鹿
な
事

み
ん
な
兄
弟
、
騒
ぎ
は
も
う
止
め



『東方』448 号（2018 年 6 月）　　36

羅
山
で
締
結
、
こ
れ
で
決
ま
り
だ
！

　
署
名
締
結
者
は
七
つ
の
分
校
の
代
表
で
、
の
ち
に
か
れ
ら
は
「
羅
山
七

雄
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
ま
で
日
常
的
に
つ
づ
い
て
き
た
「
無
駄
な
争

い
」
を
や
め
よ
う
と
い
う
こ
の
と
り
き
め
（
条
約
）
に
「
七
雄
」
が
署

名
を
決
意
し
た
の
に
は
、
文
案
を
考
え
た
人
物
（
任
天
亮
）
が
自
分
の

腕
を
高
速
運
転
の
機
械
に
突
っ
込
む
と
い
う
無
茶
苦
茶
な
自
己
犠
牲
の

精
神
を
披
露
し
て
、
人
び
と
に
せ
ま
る
と
い
う
一
幕
が
あ
っ
て
の
こ
と

だ
っ
た
（
第
二
段
）。

　

上
掲
の
「
羅
山
条
約
」
が
遺
さ
れ
た
史
料
に
も
と
づ
い
て
読
み
あ
げ

ら
れ
た
の
は
任
天
亮
の
告
別
式
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。式
の
参
会
者
は
、

三
〇
年
ば
か
り
前
の
締
結
時
と
お
な
じ
く
、一
句
ご
と
に
「
ウ
ラ
ー
」
と

雄
叫
び
を
あ
げ
た
と
い
う
か
ら
、
か
れ
ら
が
な
が
い
時
間
を
こ
え
て
心

情
に
お
け
る
「
つ
な
が
り
」
を
持
ち
つ
づ
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

式
の
参
会
者
は
千
人
を
超
え
た
と
さ
れ
る
。
市
井
の
無
名
人
士
の
も
の

と
し
て
は
破
格
と
さ
れ
る
こ
の
葬
儀
こ
そ
、
む
か
し
の
条
約
を
自
分
な

り
に
心
に
か
け
て
そ
の
後
の
人
生
を
過
ご
し
て
き
た
人
び
と
に
と
っ

て
、
く
も
り
な
く
表
明
で
き
る
か
け
が
え
の
な
い
「
よ
す
が
」
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
（
第
二
十
一
段
）。

　

本
書
に
描
か
れ
た
話
は
、
い
わ
ゆ
る
常
識
か
ら
見
る
な
ら
、「
バ
カ
、

滑
稽
」
で
あ
り
、「
無
知
、
幼
稚
」
な
も
の
で
し
か
な
い
か
に
見
え
る
。

し
か
し
著
者
は
、
そ
れ
こ
そ
が
中
国
の
歴
史
を
真
に
さ
さ
え
た
内
実
で

あ
り
、名
も
な
い
庶
民
の
生
活
の
実
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
ほ
し
い
、

と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
を
つ
く
っ
て
い
る
小
さ
な
記
憶
の
断

片
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
た
意
味
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
っ

て
も
よ
い
。

　

そ
の
よ
う
な
意
図
を
よ
く
理
解
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
序
文
筆

者
の
一
人
は
本
書
の
な
か
に
、
覚
醒
し
た
人
間
性
が
ケ
ン
カ
ば
か
り
の

非
生
産
的
な
「
体
制
」
を
刷
新
し
た
こ
と
の
象
徴
的
な
意
味
を
見
い
だ

し
て
い
る
。
バ
カ
、
滑
稽
、
無
知
、
幼
稚
と
し
か
見
え
ぬ
こ
と
が
ら
か

ら
生
み
出
さ
れ
る
そ
の
反
対
物
、
理
性
の
誕
生
を
指
摘
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
そ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
、
未
来
の
あ
る
日
、

過
去
の
歴
史
が
再
び
私
た
ち
の
目
の
前
に
現
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い

こ
と
に
も
作
者
は
憂
慮
を
か
く
さ
な
い
。
そ
の
問
い
か
け
が
も
つ
意
味

は
重
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
は
ざ
ま
・
な
お
き　

京
都
大
学
名
誉
教
授
）


