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西
田
彰
一
著

『
躍
動
す
る
「
国
体
」
─
筧
克
彦
の
思
想
と
活
動
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
二
〇
年
）

植
村
　
和
秀

一

　

東
京
帝
国
大
学
法
学
部
の
憲
法
学
者
と
し
て
政
治
思
想
史
・
政
治
史
・

憲
法
学
史
上
に
著
名
な
の
は
、
美
濃
部
達
吉
と
上
杉
慎
吉
の
二
人
で
あ
ろ

う
。
両
者
の
憲
法
学
説
の
対
立
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
憲
法
理
解
、
国

体
論
、
国
家
構
想
の
争
点
を
示
す
も
の
と
な
り
、
一
九
一
二
年
の
天
皇
機

関
説
論
争
か
ら
上
杉
没
後
の
一
九
三
五
年
の
天
皇
機
関
説
事
件
に
至
る
ま

で
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
後
に
も
、
き
わ
め
て
重
大
な
政
治
的
意
味
を
持
ち

続
け
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に
は
彼
ら
と
同
世
代
の
憲
法
学
者
が

も
う
一
人
い
た
。
筧
克
彦
で
あ
る
。
一
八
七
三
年
生
ま
れ
の
美
濃
部
、
一

八
七
八
年
生
ま
れ
の
上
杉
に
対
し
、
筧
は
一
八
七
二
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
筧
は
法
学
部
に
教
授
と
し
て
奉
職
し
、

長
き
に
わ
た
っ
て
、
美
濃
部
や
上
杉
の
同
僚
で
あ
っ
た
。
た
だ
今
日
、
筧

の
名
前
は
神
が
か
り
の
奇
矯
な
人
物
と
し
て
微
か
に
伝
え
ら
れ
る
程
度
に

な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
筧
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
が
、
本
書
で
あ
る
。
筧
に

は
、
た
ん
な
る
奇
人
と
し
て
片
付
け
る
に
は
魅
力
と
影
響
力
が
あ
り
す
ぎ

た
。
著
者
は
、
南
原
繁
が
筧
に
抱
い
た
敬
愛
の
念
に
接
し
て
研
究
に
着
手

し
（
二
五
四
頁
）、
貞
明
皇
后
の
熱
烈
な
支
持
な
ど
、
意
外
な
ほ
ど
に
筧

が
発
揮
し
た
影
響
力
を
追
跡
し
て
い
く
。
そ
こ
で
注
目
し
た
の
が
、
筧
の

「「
神
な
が
ら
の
道
」
思
想
の
形
成
過
程
」
と
、
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
政
治

的
に
「
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
」、
そ
し
て
、「
教
え
子
た
ち
と
と

も
に
自
ら
の
思
想
を
広
め
た
経
緯
」
な
の
で
あ
る
（
一
八
〜
二
〇
頁
）。

　
「
憲
法
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
国
民
の
生
命
力
や
活
力
を
重
ん
じ
る

「
古
神
道
」「
神
な
が
ら
の
道
」
を
唱
え
、
国
民
の
宗
教
的
な
信
仰
の
拠

り
所
と
し
て
天
皇
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
非
常
に
特
異
な
思
想
」（
六
頁
）

が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
行
動
と
な
り
、
ど
の
よ
う
に

広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
著
者
は
、
は
し
が
き
で
、
森

鷗
外
の
小
説
「
か
の
や
う
に
」
に
言
及
す
る
。
国
体
神
話
と
歴
史
と
の
関

係
に
悩
む
主
人
公
に
対
し
、
突
貫
し
て
い
く
意
欲
を
求
め
る
友
人
の
言
を

踏
ま
え
て
、
著
者
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
神
話
と
事
実
が
異
な
る
の
な
ら
、
む
し
ろ
神
話
が
事
実
で
あ
る
「
か

の
や
う
に
」
信
じ
る
こ
と
で
、
認
識
を
都
合
よ
く
あ
ら
た
め
て
い
く
。
さ

ら
に
こ
の
「
か
の
や
う
に
」
の
思
想
を
本
気
で
信
じ
、
真
剣
に
行
動
す
る

こ
と
で
、「
か
の
や
う
に
」
の
虚
構
は
「
い
の
ち
」
を
吹
き
込
ま
れ
、
や

が
て
本
物
に
な
る
と
筧
は
「
前
向
き
」
に
考
え
、
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
」（
ⅱ
〜
ⅲ
頁
）。

　

さ
て
、
筧
の
生
き
方
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
筧
の
憲
法
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学
は
た
し
か
に
、
思
想
史
の
側
か
ら
分
析
し
た
方
が
理
解
し
や
す
い
。
な

お
本
書
は
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
に
提
出
の
博
士
論
文
に
加
筆
修
正
が

行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は
、
筧
の
内
面
か
ら
外
面
へ
、
そ

し
て
そ
の
周
囲
へ
と
堅
実
か
つ
丁
寧
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

二

　

本
書
は
、
三
部
七
章
を
本
体
と
し
て
、
は
し
が
き
と
序
章
、
終
章
と
あ

と
が
き
そ
の
他
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
は
筧
の
年
譜
が
あ
り
、
稀

少
な
雑
誌
で
あ
る
『
皇
学
会
雑
誌 
神
な
が
ら
』
と
『
い
や
さ
か
』
の
目

次
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

は
し
が
き

　

序　

章　

戦
前
に
お
け
る
国
体
論
の
展
開
と
筧
克
彦

　
　

第
Ⅰ
部　

国
体
思
想
に
い
た
る
道
程

　

第
一
章　

心
理
、
生
命
、
そ
し
て
宗
教

　

第
二
章　
「
古
神
道
」
の
形
成
と
天
皇
機
関
説
論
争

　
　

第
Ⅱ
部　

国
民
教
化
の
試
み

　

第
三
章　
『
神
な
が
ら
の
道
』
頒
布
と
皇
学
会

　

第
四
章　

神
社
行
政
へ
の
は
た
ら
き
か
け

　
　

第
Ⅲ
部　

国
体
思
想
の
実
践
と
展
開

　

第
五
章　
〈
や
ま
と
ば
た
ら
き
〉
の
実
践
と
普
及

　

第
六
章　
「
誓
の
御
柱
」
の
建
設
と
そ
の
広
が
り

　

第
七
章　

植
民
地
に
お
け
る
取
り
組
み

　

終　

章　

筧
克
彦
の
思
想
の
帰
結
と
独
自
の
国
体
論

　

あ
と
が
き

　

各
章
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
著
者
に
よ
る
丁
寧
な
要
約
が
あ
り
、
全
体

像
の
把
握
に
簡
便
で
あ
る
（
二
一
〜
二
四
頁
、
二
四
三
〜
二
四
七
頁
）。
序

章
で
は
先
行
研
究
と
の
関
係
が
整
理
さ
れ
、「
筧
克
彦
を
論
じ
る
こ
と
の

意
味
」
が
問
い
な
お
さ
れ
て
い
る
（
一
八
頁
）。
そ
の
う
え
で
、
第
一
部

で
は
筧
の
思
想
形
成
の
過
程
が
追
跡
さ
れ
、
第
一
章
で
は
一
九
〇
〇
年
代
、

第
二
章
で
は
一
九
一
〇
年
代
の
思
想
形
成
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
鍵

概
念
は
宗
教
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
日
本
の
国
教
で
あ
る
。

　

筧
は
、「
共
同
体
を
結
合
し
、
有
機
的
に
作
用
さ
せ
る
に
は
人
々
の
内

心
か
ら
の
主
体
的
参
加
が
必
要
で
あ
る
」
と
考
え
（
二
一
頁
）、「
自
発
的

な
国
家
へ
の
関
心
を
維
持
し
機
能
さ
せ
る
に
は
、
国
教
を
確
立
し
、
国
家

に
対
し
て
宗
教
的
な
信
仰
に
近
い
信
頼
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
判
断
し
た
（
二
四
四
頁
）。
つ
ま
り
筧
は
、
住
民
と
国
家
と
の
内
面
的

な
つ
な
が
り
を
重
視
し
、
そ
の
つ
な
が
り
を
国
教
に
よ
っ
て
強
固
に
し
よ

う
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
筧
が
、
国
民
国
家
建
設
を
自
己
の
生

涯
の
課
題
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

国
民
国
家
建
設
は
主
権
国
家
建
設
と
と
も
に
、
近
代
国
家
建
設
に
必
須

の
政
治
課
題
で
あ
る
。
天
皇
機
関
説
論
争
は
日
本
に
お
け
る
主
権
国
家
の

あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
筧
が
「
独
自
の
立
場
」

（
七
七
頁
）
を
有
し
た
と
の
著
者
の
見
解
は
、
主
た
る
課
題
の
違
い
と
し

て
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
第
三
部
で
追
跡
さ
れ
た
日
本
体
操
の
普
及
活
動
や
記
念
碑
の
建

設
運
動
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
建
設
の
諸
事
例
と
似
た
動
き
方
で

あ
り
、
こ
の
方
向
で
の
政
治
学
的
・
歴
史
学
的
な
比
較
研
究
が
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
筧
が
国
教
を
検
討
し
て
ま
ず
仏
教
に
注
目
し
、
そ
の
後
、

「
仏
教
伝
来
以
前
の
日
本
古
来
の
宗
教
を
「
発
見
」」（
二
一
頁
）
し
て
、

古
神
道
や
神
な
が
ら
の
道
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
こ
と
は
、
国
民
国
家
と
宗
教
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
の
関
係
の
一
事
例
と
し
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

著
者
は
、
こ
の
古
来
の
宗
教
は
「
ほ
と
ん
ど
筧
の
「
発
明
」
と
い
っ
て
よ

い
」
と
し
て
い
る
（
二
一
頁
）。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
第
二
部
と
第
三

部
で
、「
発
明
」
を
信
仰
と
す
る
た
め
に
筧
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
努
力
を

重
ね
た
か
が
追
跡
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

第
二
部
で
は
、
筧
の
活
動
内
容
が
検
討
さ
れ
て
い
く
。
第
三
章
で
は
、

貞
明
皇
后
が
筧
に
心
か
ら
の
信
頼
を
寄
せ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
一
九
二
四

年
の
御
進
講
と
御
下
問
の
内
容
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
信
頼
は
皇
后
か
ら

の
講
義
録
出
版
の
提
案
と
な
り
、『
神
な
が
ら
の
み
ち
』
皇
后
宮
職
版
が

一
九
二
五
年
に
刊
行
さ
れ
、
翌
年
に
は
内
務
省
神
社
局
版
二
万
数
千
部
が

刊
行
さ
れ
る
（
一
〇
四
頁
）。
そ
の
勢
い
に
乗
っ
て
筧
は
、
一
九
二
八
年

に
『
皇
学
会
雑
誌 

神
な
が
ら
』
を
大
規
模
に
発
刊
し
、
自
己
の
思
想
の

普
及
に
乗
り
出
す
の
で
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
一
九
二
九
年
設
置
の
内
務
省
神
社
制
度
調
査
会
や
一
九

三
五
年
設
置
の
文
部
省
教
学
刷
新
評
議
会
で
、
筧
が
委
員
と
し
て
ど
の
よ

う
な
提
案
を
行
な
っ
た
か
が
検
討
さ
れ
る
。
内
務
省
の
消
極
的
な
神
社
行

政
に
不
満
を
持
つ
筧
は
、
神
社
を
国
教
と
す
る
政
策
へ
の
転
換
や
、
神
祇

府
の
新
設
に
よ
る
宗
教
的
な
教
学
の
実
現
を
求
め
た
。
い
ず
れ
も
他
の
委

員
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
黙
殺
」（
一
三
八
頁
）
さ
れ
た
も
の

の
、
筧
は
自
己
の
思
想
に
ひ
た
す
ら
忠
実
に
、
実
践
へ
と
進
ん
で
い
た
。

そ
の
詳
細
が
追
跡
さ
れ
る
の
が
、
第
三
部
で
あ
る
。

　

第
三
部
で
は
、
筧
の
影
響
力
の
広
が
り
が
追
跡
さ
れ
る
。
第
五
章
の
主

題
は
、
筧
が
一
九
二
〇
年
代
に
提
案
し
た
思
想
的
体
操
で
あ
る
「
や
ま
と

ば
た
ら
き
」
で
あ
る
。
筧
は
、「
よ
り
宗
教
の
理
想
に
近
づ
き
、
こ
れ
を

表
現
す
る
人
と
し
て
生
き
る
た
め
に
」、「
体
操
と
神
道
の
祈
禱
を
組
み
合

わ
せ
た
身
体
技
法
」
を
発
明
し
た
（
一
四
五
頁
）。
こ
の
体
操
は
貞
明
皇

后
や
貴
族
院
議
員
の
二ふ

た
荒ら

芳よ
し

徳の
り

に
支
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
加
藤
完
治

に
よ
っ
て
そ
の
関
係
す
る
多
数
の
農
業
教
育
機
関
、
さ
ら
に
は
満
蒙
開
拓

青
少
年
義
勇
軍
訓
練
所
に
導
入
さ
れ
て
い
く
（
一
六
六
〜
一
六
七
頁
）。

　

第
六
章
で
は
、
内
務
官
僚
の
水
上
七
郎
に
よ
る
琵
琶
湖
多
景
島
で
の

「
誓
の
御
柱
」
建
設
の
経
緯
が
追
跡
さ
れ
る
。
滋
賀
県
警
察
部
長
で
あ
っ

た
水
上
は
、
五
箇
条
の
ご
誓
文
と
「
天あ

つ

晴ぱ

れ
」「
あ
な
面お

も

白し
ろ

」「
あ
な
手た

伸の
し

」「
あ
な
明さ

や
け
お
け
」「
弥い

や
栄さ

か
」
と
い
う
筧
思
想
の
鍵
と
な
る
言
葉
を
刻

ん
だ
五
角
形
の
尖
塔
建
築
事
業
を
強
行
し
た
（
一
七
六
頁
）。
広
く
国
民

か
ら
寄
附
を
募
る
こ
と
に
固
執
し
て
行
き
詰
ま
っ
た
も
の
の
、
貞
明
皇
后

の
寄
附
と
支
持
に
よ
っ
て
、
御
柱
は
一
九
二
六
年
に
完
成
す
る
。

　

さ
ら
に
、
同
年
の
水
上
逝
去
後
も
、
二
荒
を
会
長
と
す
る
弥
栄
会
、
後

の
大
日
本
弥
栄
会
に
よ
っ
て
事
業
は
継
続
さ
れ
、
全
国
七
ヶ
所
に
「
誓
の

御
柱
」
が
建
設
さ
れ
た
（
一
九
三
頁
）。
こ
の
会
を
二
荒
と
と
も
に
担
っ
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た
瀧
本
豊
之
輔
や
渡
辺
八
郎
も
ま
た
、
筧
に
心
服
す
る
東
京
帝
国
大
学
で

の
教
え
子
で
あ
る
。

　

第
七
章
で
は
植
民
地
で
の
活
動
が
追
跡
さ
れ
る
。
筧
に
心
服
す
る
人
脈

と
し
て
、
著
者
は
、
斎
藤
実
朝
鮮
総
督
の
秘
書
官
で
内
務
官
僚
の
守
屋

栄え
い

夫ふ

、
朝
鮮
神
宮
宮
司
の
高
松
四
郎
、
台
北
帝
国
大
学
の
増
田
福
太
郎
、

井
上
孚た

か
麿ま

ろ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
（
二
〇
三
頁
）。
彼
ら
の
縁
も
あ
っ
て

実
現
し
た
筧
の
現
地
講
演
は
、
日
本
民
族
が
模
範
と
な
っ
て
「
神
な
が
ら

の
道
」
へ
と
現
地
住
民
を
教
化
す
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、「
内

地
出
身
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
」
に
歓
迎
さ
れ
て
い
る
（
二
二
六
頁
）。
他
方
、

満
洲
国
と
の
関
係
で
は
、
加
藤
と
の
つ
な
が
り
に
加
え
て
、
建
国
大
学
の

創
設
委
員
就
任
や
皇
帝
溥
儀
へ
の
御
進
講
が
あ
っ
た
。
筧
は
一
九
四
四
年

の
新
京
で
神
な
が
ら
の
道
を
説
き
、
皇
帝
に
も
現
地
要
人
た
ち
に
も
理
解

は
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
二
二
四
頁
）。

　

終
章
で
著
者
は
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
筧
と
そ
の
関
係
者
の
活

動
が
低
調
に
な
っ
て
い
く
と
指
摘
す
る
（
二
二
七
頁
）。
星
野
輝
興
や
里

見
岸
雄
に
よ
る
筧
神
道
批
判
、
天
皇
機
関
説
事
件
に
伴
う
学
説
の
軌
道
修

正
、『
皇
学
会
雑
誌 

神
な
が
ら
』
の
一
九
三
九
年
で
の
途
絶
な
ど
、
筧
の

影
響
力
は
明
ら
か
に
減
少
し
て
い
き
、
戦
後
は
ま
す
ま
す
減
少
し
て
今
日

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

著
者
は
最
後
に
、
筧
の
思
想
と
は
、
国
体
と
い
う
「
国
の
枠
組
み
が
あ

る
「
か
の
や
う
に
」
振
る
舞
い
、
そ
れ
を
保
ち
つ
つ
、「
国
体
」
の
中
身

を
、
天
皇
と
国
民
の
生
命
力
に
よ
っ
て
充
足
さ
せ
、「
国
教
」
に
よ
っ
て

糾
合
し
、
国
全
体
を
躍
動
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
活

動
は
「
躍
動
を
正
し
く
導
く
た
め
の
」
も
の
で
あ
っ
た
と
総
括
す
る
（
二

四
八
頁
）。
そ
し
て
そ
の
国
体
論
が
、「
既
存
の
秩
序
の
枠
組
み
」
を
前
提

と
す
る
が
ゆ
え
に
「
皇
族
や
既
存
の
社
会
的
エ
リ
ー
ト
層
に
支
持
さ
れ
」、

既
存
の
秩
序
の
危
機
へ
の
対
応
能
力
に
乏
し
い
が
ゆ
え
に
限
界
に
突
き
当

た
っ
た
、
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
（
二
四
八
頁
）。

三

　

本
書
を
通
読
し
て
重
大
に
感
じ
る
の
は
、
は
し
が
き
で
言
及
さ
れ
た

「
か
の
や
う
に
」
の
問
題
提
起
で
あ
る
。「
神
話
が
事
実
で
あ
る
「
か
の
や

う
に
」
信
じ
」、「「
か
の
や
う
に
」
の
思
想
を
本
気
で
信
じ
、
真
剣
に
行

動
す
る
」
こ
と
は
、
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
気
で
真
剣
な
の
で
あ
れ
ば
、

神
話
は
信
仰
上
の
事
実
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、「
か
の
や
う
に
」
と
い
う

心
残
り
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
知
的
な
判
断
に
止
ま
り
、
死
を
賭
し
て
も
よ

い
情
熱
を
燃
え
立
た
せ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
、
知
的
な

自
己
満
足
こ
そ
が
筧
の
信
仰
の
本
体
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

著
者
が
本
書
で
再
三
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
筧
の
奇
妙
な
軽
さ
で
あ
る
。

仏
教
か
ら
古
神
道
へ
の
理
論
軸
の
転
換
は
、「
あ
ま
り
に
も
あ
っ
さ
り
と
」

行
な
わ
れ
て
い
る
（
六
四
頁
）。
天
皇
機
関
説
事
件
を
受
け
て
憲
法
学
説

を
天
皇
主
権
説
的
に
修
正
し
た
際
も
、「
あ
っ
さ
り
と
時
代
の
状
況
に
流

さ
れ
て
い
く
」
よ
う
に
見
え
る
（
二
四
九
頁
）。「
い
や
さ
か
」
と
い
う
筧

神
道
の
鍵
と
な
る
か
け
声
に
し
て
も
、
歴
史
的
根
拠
は
「
容
易
に
変
更
」

さ
れ
て
し
ま
う
（
二
三
〇
頁
）。
日
本
皇
国
と
い
う
人
格
者
の
大
生
命
の

活
性
化
が
第
一
で
あ
る
と
す
る
に
し
て
も
、
主
張
の
真
摯
さ
に
不
信
感
を
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抱
く
ほ
ど
に
、「
あ
ま
り
に
も
あ
っ
さ
り
と
」
変
説
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
筧
は
、
大
学
の
学
生
に
も
委
員
会
の
委
員
に
も
、
貞
明
皇
后
に

も
満
洲
国
皇
帝
に
も
「
神
な
が
ら
の
み
ち
」
を
説
い
て
い
る
。
本
気
で
真

剣
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
動
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
心
服
し

て
身
を
削
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
が
多
数
出
現
す
る
は
ず
も
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
少
な
く
と
も
、
筧
の
人
格
的
な
感
化
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
新
宗
教
の
教
祖
た
ち
の
よ
う
に
、
広
く
信
者
を
獲
得
し
、
熱
狂
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

　

著
者
が
終
章
で
「
国
の
枠
組
み
が
あ
る
「
か
の
や
う
に
」
振
る
舞
い
、

そ
れ
を
保
ち
つ
つ
」
と
す
る
の
は
、
筧
の
信
仰
が
宗
教
的
な
情
熱
に
で
は

な
く
、
知
的
な
判
断
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
筧
の
特
徴
と
限

界
が
あ
る
、
と
い
う
評
価
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
筧
の
説
く
日
本
神
話

は
合
理
的
な
も
の
に
、
つ
ま
り
は
近
代
人
が
知
的
に
理
解
し
や
す
い
も
の

に
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、「「
か
の
や
う
に
」
の
虚
構
」
は
「
や
が
て
本

物
に
な
る
と
筧
は
「
前
向
き
」
に
考
え
、
信
じ
て
い
た
」
と
は
し
が
き
で

述
べ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
筧
は
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
自
己
の
思
想
に
自

己
満
足
し
、
そ
こ
で
思
考
停
止
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
は
、
さ
ら
に

掘
り
下
げ
た
著
者
の
見
解
を
ぜ
ひ
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

信
仰
と
知
性
、
宗
教
と
近
代
の
関
係
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
に
は
、
時
代
の
環
境
と
人
間
の
欲
求
の
関
係
と
い
う
問
題

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
本
書
で
、
国
体
論
の
動
揺
や
宗
教
復
興
現

象
、
天
皇
崇
敬
形
成
を
時
代
背
景
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
（
一
八
〜
二
〇

頁
）。
こ
れ
ら
は
、
政
治
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
時
の

人
間
の
内
面
生
活
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
自
己
の
発
明
を
臆
面

も
な
く
正
解
と
主
張
す
る
筧
の
内
面
に
は
、
自
我
意
識
の
極
大
化
と
絶
対

へ
の
欲
求
、
自
我
の
矛
盾
を
知
的
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
感
じ
ら

れ
る
。
こ
の
内
面
の
特
徴
で
評
者
が
近
い
と
感
じ
る
の
は
、
原
理
日
本
社

の
同
人
た
ち
で
あ
る
。

　

筧
に
心
服
し
た
憲
法
学
者
の
井
上
孚
麿
は
、
原
理
日
本
社
の
主
要
な
同

人
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、『
原
理
日
本
』
誌
の
前
身
で
あ
る
『
人
生
と
表

現
』
誌
の
第
九
巻
第
九
号
（
一
九
二
一
年
一
二
月
）
掲
載
の
読
者
名
簿
に

は
、
井
上
と
と
も
に
筧
の
名
前
が
あ
る
。
ま
た
、『
原
理
日
本
』
誌
第
七

巻
第
二
号
（
一
九
三
一
年
二
月
）
の
誤
植
に
つ
い
て
、
謝
罪
の
印
刷
葉
書

が
蓑
田
胸
喜
名
義
で
筧
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
（
評
者
蔵
）。
購
読
な
の
か

贈
呈
な
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
蓑
田
た
ち
と
の
つ
な
が
り
は
存
在
す
る
。

　

著
者
は
、
蓑
田
が
筧
の
著
作
を
愛
読
し
、
両
者
は
「
コ
イ
ン
の
表
と

裏
」
の
関
係
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
三
一
六
頁
）。
こ
こ
に
は
さ
ら

に
、
蓑
田
の
師
で
あ
る
三
井
甲
之
を
加
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
弾

劾
に
熱
心
な
蓑
田
、
弾
劾
も
す
る
し
信
仰
も
説
く
三
井
、
弾
劾
を
せ
ず
信

仰
を
説
く
筧
は
、
み
な
自
我
と
絶
対
と
が
矛
盾
す
る
悩
み
を
、
日
本
と
い

う
大
生
命
に
合
一
す
る
こ
と
で
解
決
し
た
と
自
称
す
る
。
彼
ら
は
他
者
の

存
在
を
否
定
し
、
宇
宙
的
な
日
本
の
大
生
命
を
自
己
が
表
現
す
る
と
信
じ

る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
著
者
が
強
調
す
る
「
躍
動
」
も
、
他
者
と
関
わ
っ
て
現
実
を

変
革
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
は
な
く
、
手
を
振
り
足
を
踏
み
、
声
を
出
し

て
日
本
に
生
き
る
喜
び
を
表
す
動
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
日
本
体
操
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で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
健
康
の
思
想
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
気
も
す

る
し
、
個
人
的
に
は
、
筧
が
上
手
に
体
操
で
き
た
の
か
、
ど
ん
な
心
持
ち

で
体
操
を
し
て
い
た
の
か
が
、
と
て
も
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
筧

が
作
成
す
る
奇
妙
な
図
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
。

こ
ち
ら
は
、
絵
解
き
の
思
想
史
の
文
脈
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
に
よ
っ
て
筧
の
思
想
と
活
動
は
、
そ
の
置
か
れ
る
べ
き
文
脈
を
探

し
出
せ
る
地
点
に
ま
で
引
き
出
さ
れ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
本
書
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
脈
上
で
筧
を
活
用
で
き
る
状
況
を
整
え
て
く
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
も
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
と
考
え
る
。「
か
の
よ
う
に
」

の
問
題
を
ず
い
ぶ
ん
と
特
筆
し
て
し
ま
っ
た
が
、
現
実
に
は
、
筧
の
心
の

奥
の
奥
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

知
り
た
く
な
る
ほ
ど
、
こ
の
問
題
は
、
近
代
日
本
の
国
体
論
の
底
の
底
に

潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

 

（
京
都
産
業
大
学
教
授
）
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