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柴
田
真
希
都
著

『
明
治
知
識
人
と
し
て
の
内
村
鑑
三

─
そ
の
批
判
的
精
神
と
普
遍
主
義
の
展
開
』

（
み
す
ず
書
房
・
二
〇
一
六
年
）

大
　
川
　
　
真

一

　

安
倍
内
閣
が
最
重
要
課
題
と
し
て
き
た
安
全
保
障
関
連
法
案
が
二
〇
一

五
年
九
月
一
九
日
に
参
議
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
し
た
の
は
多
く
の
人

に
と
っ
て
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
前
年
七
月
一
日

に
「
安
保
法
制
」
に
関
し
て
速
や
か
な
法
整
備
を
進
め
る
こ
と
を
閣
議
決

定
し
て
か
ら
は
、
世
上
は
常
に
騒
が
し
か
っ
た
。
憲
法
学
者
、
政
治
学
者

を
は
じ
め
、
か
つ
て
無
い
ほ
ど
多
く
の
学
者
や
知
識
人
が
こ
の
問
題
で
発

言
し
た
。
時
に
そ
れ
は
「
狂
騒
曲
」
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
も

屢
々
見
ら
れ
た
。
当
時
、
吉
野
作
造
記
念
館
の
館
長
で
あ
っ
た
私
は
、
い

ろ
ん
な
人
、
団
体
、
場
で
こ
の
こ
と
に
関
し
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
こ

う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
開
催
し
た
市
民
講
座
で
は

「
日
本
の
民
主
主
義
と
吉
野
作
造
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
が
、
そ

の
時
に
扱
っ
た
論
文
の
一
つ
が
丸
山
眞
男
「
現
代
に
お
け
る
態
度
決
定
」

で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
一
月
一
九
日
に
岸
内
閣
は
日
米
安
全
保
障
条

約
・
地
位
協
定
の
調
印
を
行
う
が
、
そ
の
年
の
憲
法
記
念
日
に
憲
法
問
題

研
究
会
主
催
講
演
会
で
丸
山
が
話
し
た
内
容
が
同
論
文
で
あ
る
。「
決
断
」

の
持
つ
意
味
、「
不
偏
不
党
」
の
誤
謬
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
「
不
作
為
」

の
関
係
等
、
丸
山
政
治
学
を
特
徴
付
け
る
重
要
な
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ

た
こ
の
文
章
に
は
、
岸
内
閣
へ
の
単
純
な
批
判
は
書
か
れ
て
な
い
。
現
政

権
へ
の
支
持
、
不
支
持
の
旗
幟
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
人
た
ち
に

は
な
ぜ
私
が
こ
の
論
文
を
扱
う
の
か
残
念
だ
が
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
こ
数
年
、「
知
識
人
と
政
治
」
の
問
題
に
否
応
な
く
向
き
合
わ
さ

れ
た
私
に
と
っ
て
は
本
書
は
自
身
の
生
き
方
を
省
み
さ
せ
る
も
の
と
し
て

単
な
る
学
術
書
以
上
の
重
さ
を
持
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
の
誤
謬
や
欠
陥

を
鋭
く
指
摘
す
る
研
究
、
視
座
・
着
眼
の
独
創
性
に
富
む
研
究
、
資
料
を

博
捜
し
隣
接
分
野
を
隈
無
く
目
配
り
し
た
研
究
等
は
多
く
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
し
か
し
ま
っ
す
ぐ
に
奇
を
て
ら
わ
ず
に
、
善
き
人
、
善
き
こ

と
を
誠
実
に
描
い
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
書
は
、

広
義
の
「
知
識
人
」
で
あ
る
私
た
ち
自
身
の
あ
り
方
を
切
に
考
え
さ
せ
る

良
著
で
あ
る
。

二

　

本
書
は
二
〇
一
四
年
に
著
者
が
東
京
大
学
に
提
出
し
た
同
名
の
博
士
学

位
論
文
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

序
論　

近
代
知
識
人
論
の
問
題
意
識
か
ら
見
た
内
村
鑑
三�

　
　

第�
一
節　

研
究
の
視
座

─
新
た
な
方
法
的
視
点
か
ら
の
内
村
研
究

に
向
け
て

　
　

第
二
節　

導
入

─
思
索
者
・
内
村
鑑
三
を
め
ぐ
る
基
礎
的
見
解
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第
一
章　

現
状
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て

　
　

第
一
節　

批
評
家
と
し
て
の
活
動
と
そ
の
影
響

　
　

第
二
節　

言
論
統
制
下
の
批
評
の
技
術

　
　

第
三
節　

ド
グ
マ
の
軟
化
へ
の
挑
戦

　

第
二
章　

独
立
・
自
由
・
個

　
　

第
一
節　

個
人
あ
る
い
は
単
独
者
で
あ
る
こ
と
の
意
義

　
　

第
二
節　

反
「
社
会
」
思
想

　

第
三
章　

亡
命
者
・
周
縁
者
・
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

　
　

第
一
節　

exile�

の
自
覚

　
　

第
二
節　

異
端
へ
の
価
値
づ
け

─
正
統
と
異
端
の
媒
介
者

　

第
四
章　

世
界
市
民
の
立
場
か
ら
の
告
発

　
　

第
一
節　

世
界
市
民
性
へ
の
到
達

　
　

第
二
節　
「
愛
国
者
」
に
よ
る
「
愛
国
心
」
批
判

　
　

第
三
節　

社
会
改
革
の
論
理
と
倫
理

　
　

第
四
節　

知
識
人
の
仕
事
と
し
て
の
聖
書
研
究

　

第
五
章　

反
政
治
的
志
向
の
知
識
人

　
　

第
一
節　

抽
象
的
真
理
の
側
か
ら
の
現
実
主
義
批
判

　
　

第
二
節　

共
和
主
義
の
展
開

　
　

第
三
節　

非
戦
論

　

考
察
と
結
論

　
　

第
一
節　

近
代
日
本
に
お
け
る
一
普
遍
主
義
者

　
　

第�

二
節　
「
特
定
領
野
の
知
識
人
」
か
つ
「
普
遍
的
知
識
人
」
と
し

て

　

あ
と
が
き

　

近
代
日
本
の
代
表
的
キ
リ
ス
ト
教
者
で
あ
る
内
村
鑑
三
に
対
し
て
は
、

汗
牛
充
棟
の
研
究
が
あ
る
。
彼
が
多
く
の
論
者
を
惹
き
つ
け
る
要
因
と

し
て
、
信
仰
の
深
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
森
有
正
は
、「
普
通
は
、

自
分
の
信
じ
て
ゐ
る
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
神
を
考
へ
る
の
に
、
か
れ
は
、
神

か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
を
吟
味
し
、
検
討
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

凡
俗
の
到
底
な
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（『
内
村
鑑
三
』
弘
文
堂
、
一
九
五
三
年
）
と
、
短
い
が
ま
こ
と
に
的
を
射
た

表
現
で
信
仰
の
特
徴
を
記
述
し
て
い
る
。
正
宗
白
鳥
、
政
家
仁
、
関
根
正

雄
、
中
沢
洽
樹
、
鈴
木
範
久
、
小
原
信
、
土
肥
昭
夫
ら
の
優
れ
た
研
究
も

主
と
し
て
信
仰
面
に
着
目
し
て
い
る
。
ま
た
不
敬
事
件
、
足
尾
銅
山
鉱
毒

問
題
の
告
発
、
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
非
戦
論
の
提
唱
等
、
国
家
や
権
力

に
一
歩
も
退
く
こ
と
な
く
正
対
し
た
社
会
思
想
家
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、

半
澤
孝
麿
氏
が
「
内
村
の
影
響
力
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
単
に
キ
リ
ス
ト
教

界
内
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
と
言
う
よ
り
は
そ
の
外
に
お
い
て
巨
大
な
こ
と

で
あ
る
」（『
近
代
日
本
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
）
と

述
べ
た
通
り
、
内
村
に
直
接
師
事
し
た
森
戸
辰
男
、
鶴
見
祐
輔
、
南
原
繁
、

矢
内
原
忠
雄
、
高
木
八
尺
、
田
中
耕
太
郎
、
大
塚
久
雄
ら
の
東
大
関
係
者
、

堺
利
彦
ら
の
社
会
主
義
者
、
有
島
武
郎
、
志
賀
直
哉
な
ど
の
白
樺
派
の
作

家
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
著
述
を
通
じ
て
多
く
の
若
者
た
ち
の
心
を
摑
ん

で
い
っ
た
。
た
だ
し
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
信
仰
者
と
社
会
思
想
家
と

い
う
内
村
の
二
つ
の
貌
を
、
双
方
と
も
に
的
確
に
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
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た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
信
仰
者
の
面
に
重
き
を
置
け
ば
、
彼
の
社
会

批
評
は
宗
教
思
想
の
軽
さ
を
意
味
し
、
ま
た
社
会
思
想
家
の
面
に
本
質
を

見
れ
ば
、
信
仰
者
と
し
て
の
告
白
は
実
践
運
動
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
後
退
の

よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
柴
田
氏
は
、
こ
う
し
た
「
信
」
と
「
知
」
の

両
面
を
統
合
す
る
視
点
と
し
て
、
内
村
を
「
知
識
人
」
と
し
て
措
定
す
る

こ
と
を
提
唱
す
る
。
こ
こ
で
氏
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
E
・
W
・
サ

イ
ー
ド
や
J
・
バ
ン
ダ
の
知
識
人
論
で
あ
る
。
公
平
で
徹
底
し
た
批
判
精

神
を
発
揮
し
て
、
エ
グ
ザ
イ
ル
や
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
立
場
か
ら
権
力
に

真
実
を
語
っ
た
内
村
の
姿
は
ま
さ
に
サ
イ
ー
ド
が
提
起
し
た
知
識
人
像
に

ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
氏
は
、
内
村
が
バ
ン
ダ
と
同
じ
く
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件

に
お
け
る
ゾ
ラ
の
言
動
に
共
鳴
し
、
権
力
に
加
担
す
る
知
識
人
た
ち
の
欺

瞞
（「
知
識
人
の
裏
切
り
」）
を
暴
き
、
正
義
の
た
め
に
戦
い
つ
づ
け
た
両

者
の
思
想
的
類
似
を
、
帰
納
的
に
見
出
し
て
い
る
。
欧
米
で
の
理
論
的
な

枠
組
み
を
横
滑
り
に
導
入
し
そ
れ
を
以
て
自
身
の
研
究
の
眼
目
と
す
る
論

文
や
著
作
が
よ
く
見
受
け
ら
る
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
の
浅
薄
な
研
究
と
は

全
く
異
な
る
。
こ
う
し
た
「
知
識
人
」
内
村
の
胸
中
に
一
貫
し
て
存
在

し
て
い
た
の
は
、hum

anity�

と�divinity�

と
い
う
二
つ
の
軸
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
価
値
基
準
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
協
働
関
係
に
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
緊
張
関
係
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
。
前
者
を
基
準
に
し
た
世
俗

世
界
に
お
け
る
自
由
や
独
立
の
追
求
、
後
者
を
基
準
に
し
た
信
仰
世
界
に

お
け
る
真
理
へ
の
忠
誠
。
氏
は
、
こ
の
二
軸
に
よ
る
思
想
的
営
為
に
よ
っ

て
、
振
れ
幅
の
あ
る
内
村
の
諸
言
説
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
て

い
る
。

　

本
書
の
方
法
論
・
視
座
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
各
論
に
お
い
て

も
本
書
は
新
た
な
知
見
を
提
供
し
て
い
る
。
第
一
に
、
内
村
の
社
会
主
義

へ
の
共
鳴
に
つ
い
て
。
従
来
の
研
究
で
は
、
一
九
〇
七
年
頃
か
ら
内
村
は

社
会
主
義
と
決
別
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
氏
は
、
内
村
が
決
別
す
る
の

は
あ
く
ま
で
当
時
の
日
本
で
主
流
で
あ
っ
た
無
政
府
社
会
主
義
、
急
進
社

会
主
義
で
あ
っ
て
、
安
部
磯
雄
や
賀
川
豊
彦
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義

を
支
持
し
、
そ
し
て
と
り
わ
け
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
に
親
近
感
を
持

ち
、「
真
正
の
社
会
主
義
」
を
内
村
な
り
に
模
索
し
て
い
た
と
指
摘
し
て

い
る
。
福
田
英
子
の
拒
絶
事
件
以
降
、
社
会
主
義
陣
営
か
ら
の
批
難
が
続

く
よ
う
に
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
内
村
は
な
ぜ
社
会
主
義
へ
シ
ン
パ
シ
ー

を
感
じ
続
け
た
の
か
。
そ
れ
は
初
代
教
会
に
見
ら
れ
た
原
始
共
産
社
会
の

あ
り
方
と
穏
健
的
な
社
会
改
良
主
義
と
の
共
通
性
を
見
い
だ
し
た
か
ら
と

氏
は
説
明
す
る
。
第
二
に
愛
国
心
に
つ
い
て
。「
二
つ
の
J
」
へ
の
信
奉

を
表
明
し
た
こ
と
か
ら
、
内
村
に
は
愛
国
者
、
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
氏
は
、
内
村
が
「
世
界
人
」
な
い

し
「
世
界
の
市
民
」
と
し
て
の
自
己
規
定
を
強
く
持
っ
て
お
り
、
彼
の
愛

国
心
と
は
、
世
界
の
な
か
の
善
き
国
、
善
き
市
民
と
な
る
べ
く
日
本
お
よ

び
日
本
人
を
教
導
し
よ
う
と
し
た
普
遍
的
立
場
に
の
っ
と
る
も
の
で
あ
っ

た
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
没
我
的
に
国
家
を
礼
賛
し
て
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ

ム
を
ま
き
散
ら
す
当
時
の
日
本
の
愛
国
主
義
に
対
し
て
は
、
内
村
は
自
身

の
信
ず
る
愛
国
心
に
基
づ
き
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
第
三
に
内
村
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
。
従
来
の
研
究
で
は
、

彼
の
国
家
権
力
に
対
す
る
抵
抗
や
非
戦
論
な
ど
は
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
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内
村
が
ど
の
よ
う
な
政
治
体
制
を
理
想
視
し
て
い
た
の
か
そ
の
具
体
像
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
氏
は
、
精
神
面
の
み
な
ら
ず
制
度
面
か

ら
も
内
村
が
共
和
制
を
熱
心
に
支
持
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
共
和

制
は
、
人
々
に
独
立
や
自
由
の
気
風
を
養
う
（
こ
の
点
、
福
澤
諭
吉
の
言
説

と
の
異
同
が
私
に
は
気
に
な
っ
た
）。
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
関
し
、
ゾ
ラ
の

よ
う
な
知
識
人
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
国
民
が
批
難
し
た
の
は
、
そ
の
フ

ラ
ン
ス
が
共
和
政
体
で
あ
っ
た
か
ら
と
内
村
は
考
え
た
。
共
和
制
を
支
持

し
た
こ
と
は
、
臣
民
意
識
の
相
対
化
、
天
皇
制
国
体
へ
の
批
判
へ
と
結
び

つ
く
。
第
四
に
義
戦
論
か
ら
非
戦
論
へ
の
展
開
に
つ
い
て
。
内
村
の
思
想

に
お
け
る
変
節
や
転
向
と
し
て
論
争
の
焦
点
と
な
っ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

日
清
戦
争
を
是
認
し
た
当
時
の
内
村
は
「
米
国
理
学
士
」「
農
学
士
」
と

い
う
矜
持
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
自
然
法
則
の
普
遍
性
を
専
門
家
か
ら
の

狭
い
立
場
か
ら
過
信
し
、「
新
」
に
し
て
「
小
」
な
る
日
本
が
「
旧
」
に

し
て
「
大
」
な
る
中
国
に
打
ち
勝
つ
の
は
当
然
だ
と
考
え
た
。
こ
う
し
た

内
村
の
姿
は
ま
さ
に
バ
ン
ダ
が
提
起
し
た
「
裏
切
り
の
知
識
人
」
の
系
に

属
す
る
と
氏
は
述
べ
る
。
以
後
の
内
村
は
、「
裏
切
り
の
知
識
人
」
と
し

て
の
自
身
の
在
り
方
を
恥
じ
、
脱
却
を
図
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に

大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
が
中
国
観
の
転
換
で
あ
る
と
氏
は
指
摘
す
る
。

内
村
は
朝
鮮
と
同
様
に
中
国
の
人
民
に
対
し
て
も
国
政
を
担
う
能
力
を
認

め
、
日
本
は
適
度
な
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
中
国
の
自
主
自
立
を
尊
重
す

べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
以
後
の
内
村
は
、
正
義
や
公
正
、
自
由
と
同
様
な

重
み
を
持
っ
た
価
値
と
し
て
非
戦
を�hum

anity�

の
基
準
に
組
み
込
ん
で

い
く
こ
と
に
な
る
。

三

　

以
上
、
本
書
の
概
要
や
研
究
史
上
で
意
義
の
あ
る
点
を
幾
つ
か
述
べ
て

き
た
。
最
後
に
私
か
ら
の
注
文
を
述
べ
て
擱
筆
し
た
い
。
本
書
は
内
村
を

明
治
期
の
言
論
形
成
で
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
知
識
人
と
し
て
描
い
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
E
・
W
・
サ
イ
ー
ド
や
J
・
バ
ン
ダ
の
知
識
人

論
を
参
照
し
て
い
る
。
し
か
し
E
・
W
・
サ
イ
ー
ド
と
J
・
バ
ン
ダ
の
論

だ
け
を
参
照
す
る
の
は
私
に
は
違
和
感
が
あ
っ
た
。
サ
イ
ー
ド
も
言
及
し

て
い
る
よ
う
に
、
知
識
人
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
A
・
グ
ラ
ム
シ
の
議
論
も

参
照
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
グ
ラ
ム
シ
は
、
バ
ン
ダ
の
言
う
知
識

人
像
、
す
な
わ
ち
聖
職
者
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
上
部
構
造
を
継
続
し
て

独
占
す
る
知
識
人
像
で
は
、
当
時
の
新
し
い
知
識
人
像
は
把
握
で
き
な
く

な
っ
た
と
考
え
、「
有
機
的
知
識
人
」
と
い
う
在
り
方
を
提
唱
し
た
。
社

会
を
構
成
す
る
諸
集
団
と
有
機
的
関
係
を
持
ち
、
教
育
、
指
導
に
よ
っ
て

人
々
か
ら
の
同
意
を
調
達
し
、
市
民
社
会
と
政
治
社
会
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に

重
層
的
、
複
層
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
創
出
と
普
及
を
行
う
「
専
門
家
」
で

あ
り
「
技
術
者
」
で
あ
る
。
ま
た
市
民
社
会
を
形
成
す
る
様
々
な
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
は
政
治
社
会
と
緊
張
関
係
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
有
機
的

知
識
人
の
登
場
に
よ
っ
て
、
政
治
社
会
の
制
度
、
機
構
を
吸
収
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
律
的
な
市
民
社
会
を
再
構
築
し
、
政
治
社
会
の
後
継
た
る

役
割
を
将
来
的
に
担
う
よ
う
に
な
る
と
グ
ラ
ム
シ
は
述
べ
る
。
こ
う
し
た

有
機
的
知
識
人
と
し
て
明
治
大
正
期
の
思
想
界
に
登
場
す
る
の
が
、
穏
健

な
社
会
改
造
を
目
指
す
キ
リ
ス
ト
教
者
で
あ
る
安
部
磯
雄
、
吉
野
作
造
、
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賀
川
豊
彦
ら
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
彼
ら
は
内
村
か
ら
一
定
の
評

価
を
得
て
い
る
が
、
内
村
と
は
そ
の
言
動
を
大
き
く
異
に
し
た
。
安
部
ら

の
言
説
に
は
内
村
の
著
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
深
重
は

見
ら
れ
な
い
。
代
わ
り
に
社
会
思
想
や
社
会
実
践
に
お
い
て
見
る
べ
き
も

の
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
内
村
と
同
様
に
民
衆
を
神
聖
視
し
な
い
が
、
内

村
と
は
異
な
り
、
民
意
を
重
視
し
政
治
参
画
を
促
す
姿
勢
が
あ
る
。
後
の

日
本
労
働
総
同
盟
と
な
る
友
愛
会
、
家
庭
購
買
組
合
や
江
東
消
費
組
合
、

日
本
で
最
初
の
庶
民
対
象
の
産
科
医
院
を
作
っ
た
賛
育
会
、
言
論
の
自
由

を
守
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
黎
明
会
な
ど
、
様
々
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
設
立
と
運
営
に
積
極
的
に
携
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
関
東
大
震
災
後
で
は
、

二
十
三
日
会
に
よ
る
政
策
提
言
、
罹
災
者
へ
の
住
宅
供
給
を
目
的
に
内
務

省
に
よ
っ
て
設
立
し
た
財
団
法
人
同
潤
会
と
の
協
働
等
、
吉
野
ら
の
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
政
府
、
特
に
内
務
省
と
の
緊
密
な
協
力
態
勢
の
も
と
で

行
っ
た
事
業
の
功
績
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
政
党
に
つ
い
て
。

内
村
は
重
視
し
な
か
っ
た
が
、
安
部
ら
は
い
ず
れ
も
無
産
政
党
の
発
足
に

関
与
し
て
い
る
。
直
接
的
な
暴
力
行
動
を
と
ら
ず
に
、
政
府
へ
の
対
抗
の

た
め
に
政
党
を
足
が
か
り
し
て
民
意
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
戦
略
は
ま
さ

に
グ
ラ
ム
シ
の
言
う
「
陣
地
戦
」
で
あ
る
。
内
村
は
以
上
の
点
に
お
い
て

「
有
機
的
知
識
人
」
で
は
無
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
田
中
正
造
ら
の
慫
慂

も
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
彼
は
「
有
機
的
知
識
人
」
の
コ
ー
ス
と

決
別
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
内
村
に
お
け
る
社
会
実
践
の
後
退
と
信
仰

の
深
化
と
い
っ
た
よ
う
な
簡
単
な
決
め
つ
け
を
す
べ
き
で
は
な
く
、
日
本

に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
の
未
成
熟
、
市
民
社
会
の
挫
折
と
い
う
大
き
な

問
題
へ
と
繫
が
る
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

�

（
中
央
大
学
准
教
授
）
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