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田
中
友
香
理
著

『〈
優
勝
劣
敗
〉
と
明
治
国
家

─
加
藤
弘
之
の
社
会
進
化
論
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
九
年
）

真
辺
　
将
之

　

著
者
の
田
中
友
香
理
氏
は
、
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科

歴
史
・
人
類
学
専
攻
出
身
、
現
在
は
筑
波
大
学
人
文
社
会
系
助
教
を
務
め

る
新
進
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
。

　

本
書
の
対
象
で
あ
る
加
藤
弘
之
が
、『
人
権
新
説
』
に
お
い
て
天
賦
人

権
論
に
対
す
る
反
駁
を
行
う
こ
と
で
、
世
間
に
大
き
な
論
議
を
巻
き
起
こ

し
、
社
会
進
化
論
を
世
上
に
喧
伝
す
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
こ
う
し
た
日
本
の
社
会
進
化

論
史
上
に
お
け
る
加
藤
の
役
割
を
前
提
に
、「
社
会
進
化
論
が
、
同
時
代

の
日
本
に
お
け
る
国
家
思
想
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
を
、
加
藤

弘
之
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
」（
本
書
一
〇
頁
）
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
課
題
は
序
章
に
お
い
て
三
点
提
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
点
は
、

国
体
論
と
優
勝
劣
敗
の
思
想
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
加
藤
の
社
会
進

化
論
と
明
治
国
家
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
、
第
二
点
は
、
加
藤
の
国
家
思

想
の
当
該
期
社
会
状
況
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
通
じ
て
、
学
者
と
し
て
の

加
藤
弘
之
の
「
思
想
的
境
位
」
を
問
う
こ
と
、
さ
ら
に
第
三
点
は
、
進
化

論
研
究
へ
の
参
与
、
す
な
わ
ち
近
代
日
本
に
お
い
て
社
会
進
化
論
に
よ
っ

て
国
家
を
論
じ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る

加
藤
研
究
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
社
会
進
化
論
研
究
そ
の
も
の
を
刷
新
し
よ

う
と
い
う
意
気
込
み
は
、
こ
の
第
三
の
課
題
や
、
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
を

「
加
藤
弘
之
の
社
会
進
化
論
」
で
は
な
く
「〈
優
勝
劣
敗
〉
と
明
治
国
家
」

に
据
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
著
者
は
、
近
代
日
本
の
社
会
進
化
論
の
受
容
と
そ
の
展
開

に
関
す
る
先
行
研
究
を
大
き
く
四
つ
の
潮
流
に
分
け
て
整
理
し
、
そ
の
す

べ
て
に
共
通
す
る
問
題
と
し
て
「
純
粋
な
思
想
構
造
の
抽
出
に
終
始
し
て

い
る
点
」
を
挙
げ
る
。
そ
れ
に
対
し
本
書
で
は
「
社
会
進
化
論
の
受
容
と

展
開
が
、
当
時
の
知
的
環
境
や
政
治
、
社
会
状
況
と
い
か
に
関
連
す
る
か

と
い
う
視
点
を
重
視
す
る
」
こ
と
を
掲
げ
る
。
思
想
を
取
り
巻
く
環
境
、

時
代
状
況
や
社
会
状
況
の
重
視
は
、
著
者
が
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
思
想

史
の
書
き
手
で
あ
る
こ
と
と
お
そ
ら
く
関
係
し
て
お
り
、
本
書
の
特
色
の

一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
章
「
国
家
思
想
の
構
築
と
社
会
進
化
論
の
受
容
」
で
は
、
社
会
進

化
論
の
受
容
以
前
の
加
藤
の
国
家
思
想
の
構
造
を
論
じ
、
ま
た
加
藤
の
読

書
録
「
疑
堂
備
忘
」
の
分
析
に
よ
り
、
加
藤
が
社
会
進
化
論
を
受
容
し
て

い
く
有
様
を
丁
寧
に
跡
付
け
る
。
そ
の
う
え
で
、
有
賀
長
雄
と
井
上
円
了

の
社
会
進
化
論
と
の
比
較
か
ら
、
加
藤
の
議
論
は
「
生
存
競
争
」
の
原
理

を
社
会
進
化
の
原
動
力
と
し
て
徹
底
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
生
存
競

争
を
勝
ち
抜
く
た
め
の
国
家
の
統
一
・
強
化
を
主
張
し
た
こ
と
、
た
だ
し
、

そ
う
し
た
統
一
の
た
め
の
宗
教
の
導
入
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
章
「
優
勝
劣
敗
是
天
理
矣

─
『
人
権
新
説
』
の
思
想
世
界
に
お

け
る
〈
万
物
法
〉」
で
は
、
加
藤
の
社
会
進
化
論
受
容
後
の
国
家
思
想
を
、

『
人
権
新
説
』
を
軸
に
分
析
す
る
。
特
に
、
引
用
書
物
の
分
析
や
、
各
版

テ
キ
ス
ト
の
異
同
の
分
析
な
ど
の
精
密
な
分
析
の
結
果
と
し
て
、
同
書

三
版
以
降
、「
万
物
法
」（
自
然
法
）
の
支
配
の
現
出
と
し
て
の
「
優
勝
劣

敗
」
が
、
国
家
統
治
の
安
定
化
と
権
利
の
進
歩
と
い
う
相
反
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
国
家
進
化
の
動
力
に
変
換
す
る
内
燃
機
関
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
、

そ
れ
は
立
憲
制
の
成
立
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
立
憲
制
成
立
後

は
そ
の
統
治
の
正
統
性
を
担
保
す
る
作
用
を
持
つ
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
社
会
進
化
論
の
受
容
後
も
、
加
藤
の
国
家

主
義
と
立
憲
制
へ
の
志
向
は
変
化
し
て
お
ら
ず
、
彼
の
社
会
進
化
論
の
受

容
を
「
転
向
」
と
し
て
捉
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
著
者
は
論
じ
る
。

そ
の
う
え
で
、
井
上
毅
と
元
田
永
孚
と
の
比
較
か
ら
、
加
藤
の
イ
ギ
リ
ス

立
憲
君
主
制
を
理
想
と
す
る
志
向
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
。

　

第
三
章
「
明
治
二
十
年
前
後
に
お
け
る
〈
優
勝
劣
敗
〉
思
想
の
進
化
」

で
は
、
明
治
憲
法
制
定
直
前
と
い
う
「
政
治
の
季
節
」
に
お
い
て
、
加
藤

の
社
会
進
化
論
が
も
っ
た
政
治
的
な
意
味
を
、
元
老
院
で
の
発
言
、
特
に

自
治
論
や
、
同
時
代
の
草
稿
「
自
由
論
」
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す

る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
の
加
藤
は
「
優
勝
劣
敗
」
の
論
理
に
よ
る
国

家
思
想
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
特
に
「
権
利
」
を
め
ぐ
る
競
争
を
国
家
統

治
の
枠
組
み
の
な
か
に
収
め
る
べ
く
、「
公
権
上
ノ
権
利
」
と
「
私
事
上

ノ
権
利
」
と
を
健
全
に
維
持
発
展
さ
せ
る
た
め
の
「
自
治
」
論
を
展
開
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
論
じ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
加
藤
の
議
論
は
山
県
有
朋

ら
政
府
と
も
民
権
派
と
も
異
な
り
、
国
家
秩
序
の
維
持
と
権
利
の
保
全
と

の
両
者
を
組
み
込
も
う
と
し
た
も
の
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

第
四
章
「
明
治
国
家
の
確
率
と
〈
天
則
〉
の
主
張
」
で
は
、
明
治
憲
法

制
定
後
、
加
藤
の
個
人
雑
誌
と
し
て
出
発
し
た
『
天
則
』
を
分
析
し
、
そ

こ
で
の
「
明
治
の
青
年
」
世
代
、
特
に
「
国
粋
保
存
主
義
」
を
掲
げ
る
グ

ル
ー
プ
と
の
関
係
に
触
れ
な
が
ら
、
加
藤
の
「
万
物
法
」
論
が
「
天
則
」

論
へ
と
変
容
し
て
い
く
過
程
を
「
日
本
人
種
」
と
「
無
窮
皇
統
」
に
着
目

し
て
考
察
す
る
。
こ
の
時
期
の
加
藤
が
進
化
論
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
は

ず
の
「
国
粋
」
の
概
念
、
具
体
的
に
は
「
無
窮
皇
統
」
と
「
日
本
人
種
」

と
い
っ
た
概
念
や
、
そ
の
保
全
の
た
め
の
公
利
と
私
利
の
調
和
の
手
段
と

し
て
、「
道
徳
法
律
」
に
よ
る
「
優
勝
劣
敗
」
の
抑
制
と
い
う
議
論
を
提

示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
を
指
摘
、
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
背
後
に
明

治
典
憲
体
制
へ
の
適
応
と
、
そ
の
た
め
の
社
会
有
機
体
説
の
導
入
が
あ
っ

た
と
論
じ
て
い
る
。

　

第
五
章
「
日
清
戦
争
前
後
の
「
道
徳
法
律
」
論
」
で
は
、
日
清
戦
争
前

後
の
時
期
に
お
け
る
加
藤
の
国
家
思
想
を
検
討
す
る
。
特
に
こ
の
時
期
の

著
作
『
強
者
の
権
利
の
闘
争
』『
道
徳
法
律
進
歩
』
に
導
入
さ
れ
た
「
道

徳
法
律
」
論
を
検
討
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
『
道
徳
法
律
進
化
の
理
』
の

初
版
と
増
補
版
と
の
細
か
な
比
較
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
ヘ
ッ
ケ
ル
ら
の

「
三
段
階
有
機
体
」
説
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
結

果
、「
国
家
的
社
会
」
が
個
人
よ
り
も
高
等
で
重
要
な
有
機
体
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
、
特
に
天
皇
の
存
在
が
日
本
の
「
道
徳
法
律
」
の
淵
源
に
据

え
る
よ
う
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
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第
六
章
「
日
露
戦
後
に
お
け
る
社
会
進
化
論
の
行
方
」
で
は
、「
煩
悶

青
年
」
の
登
場
や
自
然
主
義
の
流
行
な
ど
の
世
相
の
な
か
で
、
加
藤
が
青

年
た
ち
を
再
び
「
競
争
」
と
「
進
化
」
に
向
か
わ
せ
る
べ
く
「
優
勝
劣

敗
」
の
復
権
を
図
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
特
に
、「
進
化
」
を

自
然
法
に
基
づ
く
「
宇
宙
」
の
「
現
象
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
を

支
え
る
理
法
と
し
て
の
「
自
然
」
の
観
念
に
基
づ
い
て
、「「
自
然
」
的
本

性
」
を
持
つ
有
機
体
の
「
思
惟
中
枢
」
と
し
て
の
君
主
が
主
権
を
把
握
す

る
と
し
、
国
民
を
そ
の
君
主
の
「
統
治
補
助
機
関
」
に
位
置
づ
け
た
と
指

摘
す
る
。
た
だ
し
加
藤
は
、
国
民
の
権
利
を
完
全
に
制
限
す
る
こ
と
を
意

図
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
、
上
杉
慎
吉
や
穂
積
八
束
ら
の
議
論

と
の
比
較
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

補
章
「
加
藤
弘
之
に
よ
る
「
追
遠
碑
」
建
設
」
で
は
、
加
藤
が
最
晩
年
、

遠
祖
の
地
で
あ
る
茨
城
県
の
神
社
に
、
先
祖
を
顕
彰
す
る
碑
と
「
神
之
遺

徳
」
を
讃
え
る
扁
額
を
茨
城
県
の
神
社
に
納
め
た
こ
と
に
着
目
し
、
加
藤

に
お
け
る
「
神
」
が
「
皇
祖
皇
宗
」「
偉
勲
の
あ
つ
た
人
人
」
を
指
す
も

の
で
、
宗
教
的
信
仰
心
に
基
づ
く
議
論
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
要
約
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
、
加
藤
の
思
想
の
展
開

過
程
を
時
系
列
に
沿
っ
て
精
密
に
跡
付
け
て
い
る
。
そ
の
武
器
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
史
料
の
博
捜
と
厳
密
な
史
料
批
判
に
基
づ
く
執
筆
背
景
の
分

析
で
あ
る
。
た
と
え
ば
雑
誌
『
天
則
』
の
分
析
に
お
い
て
は
、
一
冊
あ
た

り
の
ペ
ー
ジ
数
や
価
格
設
定
ま
で
も
が
分
析
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
加
藤
の
思
想
が
生
み
出
さ
れ
る
場
と
し
て
の
周
辺
状
況
や
時
代
状
況

へ
の
目
配
り
も
細
や
か
で
、
当
該
期
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
も
言
う
べ
き
思

想
家
や
政
治
家
の
議
論
と
の
比
較
も
各
章
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
特

に
、
加
藤
の
社
会
進
化
論
の
受
容
を
「
転
向
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
連
続
的
で
筋
道
の
立
っ
た
思
想
の
展
開
と
し
て
跡
付
け
て
い

る
点
が
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
著
者
は
加
藤
の
思
想
の

変
容
の
契
機
を
、「
神
勅
」
に
国
家
統
治
の
正
統
性
の
源
泉
を
求
め
る
明

治
典
憲
体
制
が
成
立
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
国
体

論
と
自
ら
の
優
勝
劣
敗
法
則
と
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
確
立
す
る
か
を

模
索
す
る
な
か
で
、
加
藤
に
お
け
る
「
優
勝
劣
敗
」
の
法
則
は
、
す
べ
て

を
支
配
す
る
原
理
か
ら
、
む
し
ろ
「
道
徳
法
律
」
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る

も
の
へ
と
変
化
し
、
進
化
の
原
理
と
そ
れ
を
抑
制
す
る
原
理
が
加
藤
の
論

理
の
な
か
に
同
居
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
さ
ら
に
日
露
戦
後
、
そ
の

二
つ
の
原
理
は
、「
自
然
」「
宇
宙
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
再
び
一
元

的
に
統
合
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
う
し
た
国
体
論
と
の
整
合
化
の
た
め
の

変
化
を
基
礎
づ
け
た
の
が
国
家
有
機
体
説
の
受
容
で
あ
っ
た
と
著
者
は
論

じ
る
。
特
に
、
史
料
の
丁
寧
な
分
析
と
時
代
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
た
内

在
的
な
理
解
は
極
め
て
説
得
的
で
、
従
来
の
加
藤
弘
之
研
究
を
大
き
く
上

書
き
す
る
貴
重
な
成
果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
加
藤
の
思
想
の
展
開
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
書
の
末

尾
に
お
い
て
筆
者
は
、
冒
頭
で
掲
げ
た
三
点
の
課
題
に
答
え
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
課
題
へ
の
回
答
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
加
藤

研
究
と
し
て
の
成
果
の
大
き
さ
に
引
き
換
え
、
や
や
踏
み
込
み
の
弱
さ
を

感
じ
る
。
第
一
の
課
題
で
あ
る
加
藤
の
社
会
進
化
論
と
明
治
国
家
と
の
関
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係
に
つ
い
て
筆
者
は
、「
社
会
進
化
論
を
下
地
に
持
つ
国
家
思
想
を
一
度

完
成
さ
せ
な
が
ら
」
そ
の
後
の
思
想
の
変
化
の
結
果
「
自
家
中
毒
の
病
に

陥
り
、
複
雑
で
奇
怪
な
相
貌
を
呈
す
る
「
肖
像
画
」
を
残
し
た
」
と
断
り

つ
つ
も
、「
自
然
科
学
に
よ
っ
て
生
涯
唯
物
論
と
無
神
論
の
立
場
を
把
持

し
、
い
か
な
る
局
面
に
お
い
て
も
そ
れ
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と

論
じ
、
特
に
「
天
皇
の
正
統
性
を
「
神
勅
」
に
求
め
る
点
に
つ
い
て
は
暗

に
拒
否
し
続
け
」「
天
皇
か
ら
神
性
を
抜
き
取
っ
た
」
も
の
で
あ
る
と
評

価
す
る
。
こ
の
評
価
は
、
た
し
か
に
加
藤
の
論
理
の
内
在
的
評
価
と
し
て

は
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
神
勅
」「
神
」
の
評
価
に
関
し
て
は
、

果
た
し
て
同
時
代
に
お
い
て
、
加
藤
の
議
論
は
そ
の
通
り
の
主
張
と
し
て

機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
明
治
後
期
以
降
の
加
藤

の
変
化
は
「
天
皇
主
権
と
そ
の
正
統
性
を
「
神
勅
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る

明
治
典
憲
体
制
に
自
身
の
社
会
進
化
論
に
基
づ
い
た
国
家
思
想
を
何
と
か

即
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
」（
三
〇
二
頁
）
の
で
あ
り
、
そ

う
で
あ
る
以
上
「
神
勅
」
の
解
釈
の
拒
否
と
し
て
自
ら
の
議
論
が
受
け
取

ら
れ
る
こ
と
自
体
、
加
藤
の
よ
し
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、

加
藤
の
議
論
は
、
内
在
的
な
論
理
は
と
も
か
く
、
機
能
と
し
て
は
む
し
ろ

そ
う
し
た
「
神
勅
」
に
よ
る
正
統
性
を
強
化
す
る
も
の
と
し
て
し
か
受
け

取
ら
れ
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
補
章
で
論
じ
ら
れ
て
い

る
「
神
」
の
概
念
に
関
し
て
も
、
加
藤
自
身
の
論
理
が
「
神
」
を
「
偉
勲

の
あ
つ
た
人
人
」
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
論
理
の
微
妙

な
齟
齬
を
表
面
化
さ
せ
ず
に
整
合
化
す
る
こ
と
こ
そ
が
加
藤
の
思
想
変
化

の
起
因
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
実
際
に
追
遠
碑
や
額
の
献
納

さ
れ
た
神
社
の
神
主
や
氏
子
が
、
加
藤
の
「
神
」
と
い
う
文
字
を
見
て
加

藤
の
字
義
通
り
「
神
性
」
の
剝
奪
さ
れ
た
も
の
と
受
け
取
っ
た
か
ど
う
か

は
甚
だ
疑
問
で
あ
ろ
う
。
思
想
と
国
家
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
単
に
思

想
家
の
主
観
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
が
果
た
し
た
機
能
や
影
響
か
ら

も
測
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
本
書
の
分
析
は
、
加
藤
の
議
論
を
極
め
て
精

密
な
内
在
的
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
一
方

で
、
加
藤
の
思
想
の
外
在
的
・
同
時
代
的
な
機
能
と
い
う
意
味
で
は
踏
み

込
み
が
少
々
欠
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　

以
上
は
第
二
の
課
題
、
す
な
わ
ち
学
者
と
し
て
の
加
藤
弘
之
の
「
思
想

的
境
位
」
に
も
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
筆
者
は
、
加

藤
の
社
会
進
化
論
に
基
づ
く
立
憲
政
治
論
な
ど
、
明
治
国
家
の
中
枢
に
あ

り
な
が
ら
そ
れ
へ
の
批
判
の
ま
な
ざ
し
を
注
ぎ
続
け
た
こ
と
な
ど
を
指
摘

し
て
、「
官
僚
学
者
」
と
い
う
評
価
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
な
い
、「
異
端
の

国
家
思
想
」
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
著
者
に
よ
る
加

藤
の
思
想
の
内
在
的
分
析
か
ら
は
そ
の
通
り
だ
と
思
う
反
面
、
学
者
と
し

て
の
加
藤
の
客
観
的
位
置
づ
け
の
評
価
と
し
て
は
踏
み
込
み
の
弱
さ
を
感

じ
る
。「
官
僚
学
者
」
と
い
う
従
来
の
評
価
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
提
示

は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
塗
り
替
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
単

に
そ
れ
を
批
判
し
「
異
端
」
と
い
う
抽
象
的
な
言
葉
で
位
置
づ
け
る
の
で

は
な
く
、
一
つ
の
学
者
論
、
な
い
し
知
識
人
論
と
し
て
、
時
代
状
況
の
な

か
で
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
序
章
で

こ
の
第
二
点
の
課
題
を
設
定
す
る
に
際
し
て
、
著
者
は
サ
イ
ー
ド
の
議
論

を
引
い
て
い
る
が
、
著
者
自
身
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
時
代
に
は
ま
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だ
「
大
衆
」
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
近
代
国
家
の
形
成
・
確
立
期
と
い
う

特
殊
な
時
期
に
お
け
る
学
者
・
知
識
人
の
あ
り
方
に
別
の
視
角
が
必
要
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
サ
イ
ー
ド
や
「
大
衆
」
社
会
成
立
後

の
知
識
人
論
と
は
異
な
る
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
っ

た
か
。
著
者
の
綿
密
な
検
討
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
加
藤
の
明
治
国
家
と
の

微
妙
な
距
離
感
は
、
従
来
「
学
者
職
分
論
」
に
か
ら
め
て
議
論
さ
れ
て
き

た
よ
う
な
、
官
・
民
の
二
項
対
立
的
な
も
の
と
は
異
な
る
、
こ
の
時
期
特

有
の
知
識
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
を
拓
き
う
る
可
能
性
を
含
ん
で

い
る
と
感
じ
る
だ
け
に
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
位
置
づ
け
が
ほ
し
い
と

感
じ
る
。

　

付
言
す
る
な
ら
ば
、
冒
頭
で
の
こ
の
第
二
の
課
題
の
問
題
提
起
に
対
し

て
著
者
は
、「
在
野
の
立
場
を
貫
い
た
福
沢
に
対
し
て
、
常
に
官
職
に
あ

っ
た
加
藤
が
知
識
人
と
し
て
劣
っ
て
い
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
」（
一
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
疑
問
は
主
観
的
評

価
に
す
ぎ
ま
い
。
他
に
も
、
本
書
に
は
、「
加
藤
の
思
想
は
…
…
明
治
政

府
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
単
純
で
軽
薄
な
思
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
治

国
家
の
あ
る
べ
き
姿
を
希
求
す
る
真
摯
な
思
索
の
結
果
」（
四
二
頁
）「
晩

年
に
至
っ
て
も
な
お
時
代
に
応
じ
た
思
想
課
題
を
設
定
し
、
忠
実
に
対
処

し
て
い
こ
う
と
し
た
」（
二
八
九
頁
）
と
い
う
評
価
が
見
ら
れ
る
が
、
何

が
「
劣
っ
て
い
る
か
」、
何
が
「
軽
薄
」
で
何
が
「
真
摯
」
と
い
え
る
か
、

あ
る
い
は
何
が
「
忠
実
」
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
見
る
も
の
の
視
点
や

価
値
観
に
よ
っ
て
評
価
が
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
加
藤
の
思
想

を
内
在
的
に
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
著
者
の
誠
実
な
姿
勢
に
基
づ
く

も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
む
し
ろ
問
う
べ
き
は
、
当
時
の
人
々
に
と

っ
て
、
ど
の
部
分
が
な
に
ゆ
え
に
「
軽
薄
」
と
受
け
止
め
ら
れ
、
あ
る
い

は
「
真
摯
」
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
、
加
藤
の
同
時

代
に
お
け
る
主
観
よ
り
も
機
能
な
い
し
効
果
の
部
分
で
は
な
い
か
。
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
当
該
期
の
政
治
・
社
会
状
況
や
周
辺
の
思

想
家
・
政
治
家
と
の
比
較
に
丁
寧
な
目
配
り
を
行
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、

し
か
し
、
そ
う
し
た
目
配
り
は
、
あ
く
ま
で
加
藤
の
思
想
の
生
み
出
さ
れ

る
過
程
や
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
加
藤
の
論
理
構
造
の
生
み
出
さ
れ
る
状
況
や
、
加
藤
の
思
想
そ
の
も

の
の
特
色
が
極
め
て
明
確
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
反
面
、
逆
に
そ
の

生
み
出
さ
れ
た
加
藤
の
思
想
が
当
該
期
に
お
い
て
い
か
な
る
効
果
な
い
し

機
能
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
が
薄
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

そ
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
影
響
や
機
能
を
も
踏
ま
え
て
初
め
て
、
国
家
と

思
想
の
関
係
は
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
知
識
人
な
い
し
学
者
と

し
て
の
加
藤
の
客
観
的
な
位
置
づ
け
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
続
け
て
述
べ
る
第
三
の
課
題
へ
の
回
答
に
関
す
る

問
題
点
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
第
三
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
近
代
日
本

に
お
い
て
社
会
進
化
論
に
よ
っ
て
国
家
を
論
じ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

著
者
は
、
加
藤
の
社
会
進
化
論
が
、
国
家
統
治
の
正
統
性
を
論
じ
る
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
政
府
を
批
判
す
る
知
的
根
拠
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た

「
強
者
ノ
権
利
」
を
無
批
判
に
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
強
者
と
弱

者
の
生
ま
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
ひ
と

つ
の
国
家
と
し
て
統
治
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
指
針
を
提
供
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
著
者
の
言
う
通
り
な
の
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
数
あ
る
社
会
進
化
論
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

一
つ
と
し
て
の
加
藤
の
思
想
の
評
価
で
し
か
な
く
、
あ
く
ま
で
加
藤
研
究

の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
た
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
る
。
本
書
の

メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
は
「〈
優
勝
劣
敗
〉
と
明
治
国
家
」
で
あ
り
、
か
つ
冒

頭
で
も
「
社
会
進
化
論
が
、
同
時
代
の
日
本
に
お
け
る
国
家
思
想
に
い
か

な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
を
、
加
藤
弘
之
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
」
で
あ
る
と
「
社
会
進
化
論
」
を
主
語
に
問
題
提
起
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
第
三
の
課
題
は
本
書
の
最
終
課
題
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
突
っ
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
て
ほ
し
か
っ
た

と
考
え
る
。

　

そ
し
て
評
者
は
、
こ
の
最
終
課
題
と
い
う
べ
き
結
論
の
踏
み
込
み
の
弱

さ
の
大
き
な
原
因
は
、
序
章
の
構
造
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
る
。
つ
ま

り
本
書
の
序
章
で
は
、
最
初
に
課
題
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
後
に
先
行
研
究

の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
順
序
が
逆
で
、
少
な
く
と
も
最
初

に
大
き
な
問
題
意
識
に
か
か
わ
る
近
代
日
本
の
社
会
進
化
論
研
究
の
到
達

点
と
問
題
点
を
提
示
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
問
題
点
を
克
服
す

る
た
め
の
適
切
な
具
体
的
題
材
と
分
析
方
法
を
提
示
す
る
、
と
い
う
手
順

が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
書
で
は
、
加
藤
を
題
材
と

す
る
理
由
は
、
冒
頭
で
社
会
進
化
論
の
喧
伝
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

と
い
う
周
知
の
事
実
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
、
以
降
加
藤
を
対
象
と
す
る

こ
と
は
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
研
究
史
と
の
絡
み
に
お

い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
課
題
提
示
後
に
な
さ
れ
る
先
行
研
究
整
理

で
は
、
従
来
の
研
究
が
「
純
粋
な
思
想
構
造
の
抽
出
に
終
始
し
て
い
る
」

た
め
、「
当
時
の
知
的
環
境
や
政
治
、
社
会
状
況
と
い
か
に
関
連
す
る
か

と
い
う
視
点
を
重
視
す
る
立
場
を
と
り
た
い
」
と
い
う
、
分
析
手
法
の
提

示
の
み
が
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
加
藤
を
題
材
と
す
る
こ
と
で
、
近
代

日
本
の
社
会
進
化
論
研
究
に
何
を
提
示
し
う
る
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な

見
通
し
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
議
論
を
抜
き
に
し
て
、
加

藤
の
個
人
研
究
の
枠
を
超
え
る
議
論
を
提
示
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
大
き
な
結
論
を
、
個
人
を
対
象
と
す
る
研
究
に

よ
っ
て
導
き
出
す
こ
と
は
至
難
を
極
め
る
も
の
で
も
あ
り
、
以
上
の
批
判

は
や
や
酷
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
評
者
自
身
か
つ
て
『
西
村
茂
樹
研

究
』
と
題
す
る
書
籍
を
執
筆
し
た
が
、
伝
統
思
想
と
近
代
と
い
う
問
題
意

識
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
分
析
・
評
価
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
西
村

個
人
の
研
究
に
と
ど
ま
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
ど
の

よ
う
に
時
代
状
況
や
時
代
の
思
潮
を
と
ら
え
直
す
の
か
と
い
う
こ
と
は
最

初
か
ら
断
念
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
比
べ
本
書
が
社
会
進
化
論
と

明
治
国
家
と
の
関
係
を
問
お
う
と
い
う
意
欲
を
掲
げ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ

壮
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
あ
え
て
そ
う
し
た
指
摘
を
行
っ
た

の
は
、
こ
れ
だ
け
丁
寧
に
加
藤
の
思
想
を
跡
付
け
ら
れ
る
著
者
で
あ
れ
ば
、

そ
う
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
位
置
づ
け
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
ゆ

え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
は
今
後
、
加
藤
弘
之
研
究
や
社
会
進
化
論
研
究

を
行
う
も
の
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
近
代
国
家
形
成
・
確
立
期

の
思
想
や
国
家
構
想
全
般
を
扱
う
も
の
に
と
っ
て
も
、
さ
ら
に
は
近
代
日
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本
の
知
識
人
・
学
者
の
あ
り
方
を
考
え
る
者
に
と
っ
て
も
、
必
読
の
文
献

と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
発
表
し
え

た
著
者
に
深
い
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
方
に
手
に
と
っ
て
読

ん
で
い
た
だ
き
、
そ
の
延
長
線
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
道
が
開
か
れ
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

（
早
稲
田
大
学
教
授
）

繁
田
真
爾
著

『「
悪
」
と
統
治
の
日
本
近
代

─
道
徳
・
宗
教
・
監
獄
教
誨
』

（
法
藏
館
・
二
〇
一
九
年
）

名
和
　
達
宣

　

本
書
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
統
治
」
と
い
う
経
験
に
つ
い
て
、
統

治
権
力
の
形
成
史
と
、
統
治
＝
矯
正
の
対
象
と
さ
れ
た
主
体

─
し
ば
し

ば
「
悪
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
逸
脱
者
た
ち

─
の
両
側
に
光
を
当
て
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
体
像
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
労
作
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
に
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
よ
り
学
位
を
受
け
た
博

士
論
文
が
、
加
筆
修
正
の
う
え
ま
と
め
直
さ
れ
た
も
の
で
、
著
者
に
と
っ

て
は
初
の
単
著
と
な
る
。
全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

　

序　

章　

近
代
日
本
の
統
治
と
仏
教

　
　

第
Ⅰ
部　

創
ら
れ
た
規
範

─
国
民
道
徳
の
形
成

第
一
章　

近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
道
徳
論
の
形
成
過
程

─
明
治
期

の
井
上
哲
次
郎
に
み
る

第
二
章　

一
九
〇
〇
年
前
後
日
本
に
お
け
る
国
民
道
徳
論
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
構
造

─
井
上
哲
次
郎
と
二
つ
の
「
教
育
と
宗
教
」
論
争
に
み

る

　
　

第
Ⅱ
部　
「
悪
」
と
宗
教

─
清
沢
満
之
を
中
心
に

第
三
章　

日
清
戦
争
前
後
の
真
宗
大
谷
派
教
団
と
「
革
新
運
動
」

─
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