
小
泉
信
三
の
象
徴
天
皇
論

｜『
帝
室
論
』
と
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
を
中
心
と
し
て
｜

瀬
畑

源

は
じ
め
に

本
稿
は
、
現
天
皇
明
仁
の
教
育
の
中
心
を
担
っ
た
小
泉
信
三
が
、
日
本
国
憲
法
下
で
の
象
徴
天
皇
の
政
治
的
役
割
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。小
泉
は
一
九
四
九
年
か
ら
死
去
す
る
一
九
六
六
年
ま
で
東
宮
職
御
教
育
常
時
参
与（
一

九
五
九
年
以
降
は
東
宮
職
参
与
）
と
し
て
明
仁
皇

１
）

太
子
の
教
育
に
た
ず
さ
わ
り
、
皇
太
子
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与

２
）

え
た
。

現
皇
后
美
智
子
を
皇
太
子
妃
に
選
考
し
た
中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
著
名
で
あ
る
。

ま
た
、
小
泉
は
田
島
道
治
宮
内
庁
長
官
（
在
職
一
九
四
八
〜
五
三
年
、
四
九
年
六
月
ま
で
は
宮
内
府
長
官
）
と
の
関
係
が
深
く
、

昭
和
天
皇
の
退
位
論
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
さ
れ
る
一
九
五
二
年
五
月
三
日
の
「
お
こ
と
ば
」
を
、
田
島
と
吉
田
茂
首
相
と
と
も
に

作
成

３
）

し
た
。
さ
ら
に
、
田
島
は
辞
任
の
際
に
、
小
泉
を
皇
室
の
最
高
顧
問
と
し
て
侍
従
職
御
用
掛
と
い
う
役
職
に
就
任
さ

４
）

せ
た
。
小

泉
は
昭
和
天
皇
の
信
頼
が

５
）

厚
く
、
死
去
す
る
ま
で
皇
室
の
御
意
見
番
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
政
治
史
に
お
け
る
象
徴
天
皇
制
の
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
渡
辺
治
の
も
の
で
あ
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る
。
渡
辺
は
、
戦
後
天
皇
制
を
常
に
「
保
守
政
治
の
従
属
変
数
、
利
用
の
対
象
」
で
あ
っ
た
と
定
義
し
、
内
奏
な
ど
に
よ
る
天
皇
の

政
治
介
入
の
余
地
は
残
っ
た
も
の
の
、
総
攬
者
と
し
て
の
権
力
が
外
形
的
に
も
存
在
し
な
い
た
め
に
、
実
際
の
政
治
的
な
影
響
力
は

少
な
か
っ
た
と
述

６
）

べ
た
。
ま
た
、
中
村

７
）

政
則
や
升
味
準

８
）

之
輔
の
研
究
も
こ
の
視
点
を
踏
襲
し
て
お
り
、
渡
辺
の
定
義
は
通
説
と
な
っ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ

９
）

ろ
う
。
筆
者
も
こ
の
定
義
の
上
で
論
を
展
開
す
る
。

こ
れ
ま
で
、
小
泉
信
三
の
象
徴
天
皇
論
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
小
泉
が
皇
太
子
と
と
も
に
読
ん
だ
と
す
る
福
澤
諭
吉
の『
帝

10
）

室
論
』

と
ハ
ロ
ル
ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
『
ジ
ョ
オ
ジ
五

11
）

世
伝
』
の
二
冊
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
点
に
着
目
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
い

る
。渡

辺
治
は
『
帝
室
論
』
を
重
視
し
、
小
泉
は
、
天
皇
制
を
政
治
か
ら
全
く
切
り
離
す
こ
と
で
精
神
的
な
権
威
と
し
て
社
会
統
合
の

中
心
と
す
る
構
想
を
抱
い
て
お
り
、
伝
統
的
権
威
に
よ
る
社
会
統
合
を
図
っ
た
吉
田
茂
と
は
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
た
と
述
べ
て

12
）

い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
な
ぜ
小
泉
が
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
を
取
り
上
げ
た
の
か
と
い
う
点
が
理
解
で
き
な
い
。

ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
は
、
小
泉
が
『
帝
室
論
』
を
象
徴
天
皇
の
モ
デ
ル
と
し
て
見
て
い
た
が
、

13
）

内
奏
を
正
当
化
す
る
た
め
に
『
ジ
ョ

オ
ジ
五
世
伝
』
に
引
用
さ
れ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
君
主
論
に
お
け
る
三
原
則
（
王
は
諮
問
に
対
し
「
忠
告
し
、
奨

励
し
、
警
告
す
る
権
利
」
を
持
つ
。
以
後
「
バ
ジ
ョ
ッ
ト
三
原
則
」
と
略
す
。）
を
補
足
し
た
と
述

14
）

べ
た
。
ル
オ
フ
の
述
べ
る
よ
う
に
、

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
君
主
論
を
小
泉
が
取
り
上
げ
た
の
は
内
奏
の
正
当
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
同
意
す
る
が
、『
帝
室
論
』
と
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
君
主
論
を
ど
の
よ
う
な
論
理
で
小
泉
が
統
合
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。『
帝
室
論
』は

天
皇
は
「
政
治
社
外
」
に
お
く
と
し
て
一
切
政
治
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
論
理
で
あ
り
、
限
定
的
に
で
は
あ
る
が
政
治
介
入
を
肯
定

す
る
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
や
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
君
主
論
と
は
論
理
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
違
う
論
理
を
、
な
ぜ
小
泉
が

統
合
し
て
論
じ
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
小
泉
信
三
は
、
自
分
の
理
論
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
象
徴
天
皇
を
論
じ

た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
状
の
象
徴
天
皇
を
ど
の
よ
う
に
理
論
化
し
正
当
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
小
泉
の
伝
記
を
書
い
た
今
村
武
雄
は
、
小
泉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
が
国
の
歴
史
の
な
か
に
伝
え
ら
れ
る
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
も
、
学
者
間
に
い
ろ
い
ろ
異
っ
た
見
方
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

小
泉
は
そ
の
種
の
天
皇
制
論
に
は
興
味
を
示
さ
ず
、
現
実
に
い
ま
の
天
皇
の
在
り
方
お
よ
び
将
来
の
役
割
と
い
う
点
に
思
い
を
ひ

そ
め
た
跡
が

15
）

あ
る
。

本
稿
で
は
、
小
泉
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
視
点
で
天
皇
論
を
展
開
し
た
の
か
を
、
小
泉
が
書
い
た
皇
室
に
関
す
る
文
章
か
ら
読
み
と

い
て
み
る
。
ま
ず
小
泉
の
天
皇
観
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
、
そ
の
上
で
、
小
泉
の
象
徴
天
皇
論
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章

小
泉
信
三
の
天
皇
観

１
）

「
か
の
よ
う
に
」
の
哲
学

小
泉
信
三
は
か
つ
て
姉
か
ら
「
高
山
彦
九
郎
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
と

16
）

い
う
。
今
村
武
雄
は
、
小
泉
の
皇
室
観
は
「
福
澤
の

「
帝
室
論
」
を
継
承
し
、
こ
れ
を
近
代
化
し
て
、
国
際
的
な
視
野
を
持
っ
て
発
展
さ
せ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、「
時
と
し
て
、
堅
苦

し
い
忠
誠
心
を
感
じ
さ
せ
た
」
の
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

17
）

い
る
。
今
村
の
指
摘
し
た
よ
う

に
、
小
泉
は
高
山
の
よ
う
な
狂
信
的
な
尊
王
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
小
泉
は
生
涯
に
わ
た
り
、
自
分
の
執
筆
し
た
文
章
の
中
で
「
万

世
一
系
」「
神
国
」「
現
人
神
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
戦
時
中
も
含
め
て
一
切
使
わ
な
か
っ
た
。
小
泉
は
非
常
に
近
代
的
な
天
皇
観
を

抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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小
泉
は
慶
應
大
学
に
入
学
後
、福
田
徳
三
の
下
で
経
済
学
を
学
ん
だ
。そ
こ
で
彼
は
終
生
の
研
究
対
象
と
な
る
マ
ル
ク
ス
と
出
会
っ

た
。
小
泉
は
反
マ
ル
ク
ス
主
義
の
代
表
的
人
物
と
し
て
名

18
）

高
い
が
、
そ
の
一
方
で
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
し
て

い
た
。
そ
の
一
つ
が
、
唯
物
史
観
で
あ
っ
た
。
小
泉
は
「
歴
史
は
勝
手
気
侭
に
造
ら
れ
ず
、
必
ず
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
現
実
か
ら

出
発
し
て
造
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
は
同
意
し
て

19
）

い
た
。
こ
の
小
泉
に
と
っ
て
、
神
話
か
ら
始
ま
る
万
世
一
系
論
は
に
わ

か
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を
持
つ
小
泉
の
皇
室
論
を
支
え
た
の
は
、
森
鷗
外
の
小
説

「
か
の
よ

20
）

う
に
」
で
あ
っ
た
。

森
鷗
外
が
「
か
の
よ
う
に
」
を
書
い
た
の
は
、
一
九
一
〇
年
の
大
逆
事
件
の
影
響
で
あ
る
。
大
逆
事
件
の
与
え
た
社
会
的
影
響
に

つ
い
て
、
小
泉
は
「
単
に
政
府
の
形
態
や
財
産
制
度
の
如
何
に
関
す
る
狭
義
の
社
会
思
想
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
識
者
は
当
然
進

ん
で
、
国
体
と
世
界
思
想
、
信
仰
と
科
学
、
伝
統
と
理
性
と
い
う
、
も
っ
と
根
本
的
な
問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か

21
）

っ
た
」
と
解
説

し
て
い
る
。「
か
の
よ
う
に
」
は
、
特
に
「
伝
統
（
神
話
）」
と
「
科
学
」
を
ど
う
調
和
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
、
鷗
外
の
回
答
で
あ

22
）

っ
た
。「
か
の
よ
う
に
」
の
内
容
の
説
明
で
あ
る
が
、
小
泉
の
解
釈
を
示
す
た
め
に
、
あ
え
て
小
泉
の
文
か
ら
長
め
に
引
用
す
る
。

主
人
公
は
歴
史
家
で
あ
る
。
誠
実
に
歴
史
を
書
こ
う
と
す
る
者
に
は
、
神
話
と
歴
史
を
ど
う
取
り
扱
う
か
の
問
題
に
逢
着
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）主
人
公
は
、
神
話
は
歴
史
で
な
い
と
言
明
し
て
も
、
神
話
の
包
ん
で
い
る
人
生
の
重
要
な
物
は
保
護
し

て
行
か
れ
る
、
彼
れ
を
承
認
し
て
置
い
て
、
こ
れ
を
維
持
し
て
行
く
の
が
学
者
の
務
め
、
人
間
の
務
め
だ
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。（
中
略
）「
か
の
よ
う
に
の
哲
学
」と
は
何
か
。
お
よ
そ
学
問
で
も
、
芸
術
で
も
、
宗
教
で
も
、
人
生
の
価
値
の
あ
る
も
の
は
、

そ
の
根
底
に
お
い
て
或
る
物
を
有
る
「
か
の
よ
う
に
」
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
。（
中
略
）「
か
の
よ
う
に
」
は

何
処
ま
で
も
か﹅
の﹅
よ﹅
う﹅
に﹅
考
え
ら
れ
た
も
の
で
、
真
実
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
或
る
も
の
の
存
在
が
証
拠
立

て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
楯
に
取
っ
て
、
神
を
否
定
し
義
務
を
否
定
す
る
者
に
は
与
み
し
な
い
。（
中
略
）主
人
公
は
神
話
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を
歴
史
と
す
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
い
が
、
し
か
も
ま
た
偶
像
破
壊
に
与
み
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
こ
こ
に
お
い
て
彼
れ
は
「
か
の

よ
う
に
の
哲
学
」
に
足
場
を
借
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
哲
学
は
破
壊
者
の
哲
学
で
は
な
く
、
ま
た
頑
冥
者
の
哲
学
で
は
な
い
。
読
者

は
こ
こ
に
透
徹
せ
る
理
智
と
、
誠
実
な
心
術
と
、
そ
う
し
て
急
進
と
保
守
と
の
間
に
介
ま
れ
た
、
か
か
る
理
智
あ
る
者
の
一
種
の

諦
念
を
認
め
ざ
る
を

23
）

得
ぬ
。

小
泉
は
こ
の
主
人
公
の
悩
み
は
「
当
年
の
多
く
の
真
摯
な
智マ
識マ
人
の
悩
み
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
私
も
こ
の
一
篇
を
面
白
く
読
み
、

読
ん
で
主
人
公
に
同
情
を
持
っ
た
」
と
述
べ
て

24
）

い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
真
摯
な
智
識
人
」
に
小
泉
本
人
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
疑

い

25
）

な
い
。
小
泉
も
ま
た
大
逆
事
件
に
影
響
を
受
け
た
人
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
で

26
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
唯
物
史
観
を
信
じ
な
が
ら
「
か
の
よ
う
に
」
皇
室
を
理
解
し
た
小
泉
は
、
歴
史
的
に
皇
室
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

と
い
う
議
論
を
全
く
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
小
泉
と
同
様
に
戦
後
の
象
徴
天
皇
を
理
論
的
に
支
え
た
代
表
的
な
論
者
と
さ
れ

て
い
る
津
田
左
右
吉
や
和
辻
哲
郎
と
は
違
い
が
出
て

27
）

く
る
。
津
田
は
、
天
皇
を
常
に
権
威
だ
け
を
持
ち
権
力
と
分
離
さ
れ
て
き
た
存

在
で
あ
る
（
二
重
政
体
組
織
）

28
）

と
し
、
和
辻
は
天
皇
を
「
全
体
意
志
の
表
現
者
」
と
し
て
捉
え
、
天
皇
個
人
の
意
志
（
権
力
）
に
よ
っ

て
統
治
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
と

29
）

述
べ
、
と
も
に
日
本
国
憲
法
の
象
徴
天
皇
は
歴
史
的
に
正
当
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ

れ
に
対
し
小
泉
の
思
考
は
、
あ
く
ま
で
も
ど
の
よ
う
に
し
て
合
理
的
に
象
徴
天
皇
を
運
用
す
る
か
に
重
点
が
お
か

30
）

れ
た
。
そ
の
た
め

に
、
津
田
や
和
辻
の
天
皇
論
に
つ
い
て
、
自
ら
の
著
作
で
は
一
切
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

２
）

福
澤
諭
吉
と
小
泉
信
三

小
泉
信
三
に
と
っ
て
、
福
澤
諭
吉
は
思
い
入
れ
の
深
い
存
在
で
あ
っ
た
。
小
泉
の
父
・
信
吉
は
、
慶
應
義
塾
設
立
以
前
か
ら
の
福

澤
の
弟
子
で
あ
り
、
慶
應
義
塾
長
も
務
め
て
い
た
。
小
泉
が
若
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
時
に
は
、
福
澤
は
自
分
の
屋
敷
の
離
れ
に
小
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泉
一
家
を
し
ば
ら
く
住
ま
わ
せ
た
こ
と
も
あ

31
）

っ
た
。
そ
の
後
、
小
泉
は
慶
應
義
塾
大
学
を
卒
業
し
、
そ
こ
で
教
鞭
を
執
り
、
塾
長
を

務
め
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
小
泉
は
、「
ど
ん
な
に
勝
手
に
、
思
う
ま
ま
に
振
る
舞
え
た
つ
も
り
で
も
、
結
局
自
分
は
福
澤
の
掌
外
に
は

飛
び
出
せ
な
い
人
間
で
は
な

32
）

い
か
」
と
し
て
、
福
澤
の
影
響
が
色
濃
く
自
分
に
は
残
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
小
泉
自

身
が
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
慶
應
義
塾
で
あ
ま
り
に
も
福
澤
が
称
賛
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
で
、『
福
澤
全
集
』（
一
九
二
五
〜
二

六
年
）
が
発
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
一
部
の
文
を
除
い
て
は
福
澤
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
で

33
）

あ
る
。
た
だ
小
泉
は
、
逆
に
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
福
澤
諭
吉
を
適
当
の
距
離
に
お
い
て
客
観
的
に
眺
め
、
進
歩
し
た
思
想
史
的
方
法
を
持
っ
て
こ
れ
に
臨
み
、
ま

た
明
治
史
研
究
一
般
の
成
果
に
よ
り
、福
澤
を
載
せ
た
時
代
、福
澤
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
時
代
に
対
す
る
よ
り
多
く
の
知
識
を
持
っ

て
わ
が
主
人
公
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て

34
）

い
た
。

で
は
小
泉
は
「
福
澤
諭
吉
の
天
皇
論
」
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
小
泉
は
、
先
の
引
用

文
に
あ
る
よ
う
な
「
思
想
史
的
方
法
」
を
全
く
取
っ
て
い
な
い
。
小
泉
は
『
帝
室
論
』
の
み
を
用
い
て
福
澤
の
天
皇
論
を
ま
と
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

福
澤
諭
吉
の
天
皇
論
を
と
り
あ
げ
た
思
想
史
の
論
文
は
数
多
く
あ
る
が
、
そ
の
主
な
論
点
は
、『
文
明
論
之
概
略
』（
一
八
七
五
年
）

に
描
か
れ
て
い
る
天
皇
論
と
、『
帝
室
論
』（
一
八
八
二
年
）
に
描
か
れ
て
い
る
天
皇
論
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
み
る
か
、
あ
る
い

は
「
後
退
」
し
た
も
の
と
み
る
か
と
い
う
所
に
あ
る
。
福
澤
は
『
文
明
論
之
概
略
』
の
中
で
、
日
本
人
の
義
務
は
国
体
を
保
つ
こ
と

（
自
国
の
政
権
を
失
わ
な
い
こ
と
）
の
み
で
あ
る
と
し
、
皇
統
は
そ
の
国
体
が
保
た
れ
た
か
ら
こ
そ
連
綿
と
続
い
て
き
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と

35
）

す
る
。
そ
し
て
「
君
臣
の
倫
」
は
人
が
生
ま
れ
つ
き
に
持
っ
た
「
性
」
で
は
な
い
の
で
、
君
主
制
を
維
持

す
る
か
は
便
利
か
ど
う
か
で
判
断
し
、
場
合
に
よ
っ
て
改
め
て
も
構
わ
な
い
と

36
）

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、『
帝
室
論
』で
は
、
帝
室
を「
尊

厳
神
聖
」と
し
、「
我
帝
室
の
一
系
万
世
に
し
て
、
今
日
の
人
民
が
之
に
依
て
以
て
社
会
の
安
寧
を
維
持
す
る
所
以
の
も
の
は
、
明
に
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之
を
了
解
し
て
疑
わ
ざ
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
で

37
）

あ
る
。

一
貫
説
を
取
る
代
表
的
な
論
者
は
丸
山
真
男
で
あ
る
。
丸
山
は
、
こ
の
二
つ
の
本
が
、「『
政
治
上
の
得
失
』
か
ら
君
主
制
の
問
題

を
判
断
す
る
と
い
う
功
利
主
義
的
な
立
場
」
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
と
論

38
）

じ
た
。
ま
た
遠
山
茂
樹
は
、
こ
の
二
つ
は
絶
対
主
義
的

君
主
制
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
君
主
制
（
イ
ギ
リ
ス
的
立
憲
君
主
制
）
へ
の
転
化
を
主
張
す
る
面
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、『
帝
室
論
』
は

「
外
事
優
先
」（
東
洋
へ
の
侵
略
）「
官
民
調
和
」
を
軸
と
し
た
福
澤
の
思
想
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
権
力
と
し
て
統
帥
権
や
和
戦
決
定

権
を
維
持
さ
せ
た
た
め
、
そ
の
転
化
は
不
徹
底
な
議
論
と
な
っ
た
と
述

39
）

べ
た
。

こ
れ
に
対
し
「
後
退
」
説
を
取
る
の
は
山
田

40
）

昭
次
や
太
田

41
）

雅
夫
な
ど
で
あ
り
、
最
近
で
は
安
川
寿
之
輔
が
最
も
活
発
に
こ
の
説
を

唱
え
て

42
）

い
る
。
例
え
ば
山
田
は
、
福
澤
は
『
文
明
論
之
概
略
』
の
際
に
は
「
人
民
の
内
面
領
域
に
対
す
る
君
主
の
支
配
力
を
削
減
し
、

こ
れ
を
政
治
の
領
域
に
限
定
し
て
国
民
の
主
体
的
自
覚
を
図
ろ
う
」
と
し
て
い
た
が
、『
帝
室
論
』
で
は
「
権
威
の
盲
信
と
い
う
お
く

れ
た
日
本
人
に
根
深
い
心
情
を
把
握
」
す
る
た
め
に
天
皇
を
利
用
す
る
と
い
う
論
へ
と
「
後
退
」
し
た
と
述

43
）

べ
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
史
を
見
れ
ば
、『
文
明
論
之
概
略
』を
抜
き
に
し
て
、
福
澤
の
天
皇
論
を
書
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
。
つ
ま
り
、
小
泉
が
『
帝
室
論
』
の
み
を
取
り
上
げ
て
福
澤
の
天
皇
論
を
論
じ
る
と
い
う
姿
勢
は
、
こ
れ
を
学
問
的
に
論
じ

よ
う
と
い
う
意
志
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
自
分
の
主
張
に
合
わ
な
い
文
章
は
使
用
し
な
い
と
い
う
政
治
的
判

断
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
具
体
的
に
小
泉
が
ど
の
よ
う
に
『
帝
室
論
』
を
取
り
上
げ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
小
泉
が
『
帝
室
論
』
に
つ

い
て
文
章
で
触
れ
る
場
合
に
は
、
時
勢
に
応
じ
た
書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

小
泉
は
戦
前
に
書
い
た
文
章
の
中
で
、
一
回
だ
け
『
帝
室
論
』
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
岩
波
書
店
に
頼
ま
れ
て

小
泉
が
編
纂
し
た
『
福
澤
撰
集
』（
一
九
二
八
年
）
の
解
説
で
あ
る
。
小
泉
は
こ
の
本
に
、
あ
え
て
『
帝
室
論
』
を
収
め
た
。
そ
の
意
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図
は
、
こ
の
解
説
で
『
帝
室
論
』
の
続
編
と
さ
れ
て
い
る
『
尊
王
論
』（
一
八
八
八
年
）
の
末
節
（
帝
室
を
「
政
治
社
外
」
に
置
く
こ

と
は
「
虚
器
」〔
操
り
人
形
〕
と
し
て
扱
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
部
分
）
を
十
六
行
に
も
わ
た
っ
て
引
用
し
た
こ

と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
福
澤
へ
の
「
誤
解
」
を
解
く
こ
と
に
あ

44
）

っ
た
。
富
田
正
文
に
よ
れ
ば
、
福
澤
の
『
帝
室
論
』
は
、
常
に
天

皇
を
「
虚
器
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
九
三
七
年
に
は
、
文
部
省
か
ら
慶
應
義
塾
大
学

予
科
で
『
帝
室
論
』
を
参
考
書
に
使
う
の
は
適
当
で
な
い
と
い
う
注
意
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
「
誤
解
」
は
解
け
る
こ
と
が
な
か

45
）

っ
た
。

小
泉
は
一
九
三
三
年
に
慶
應
義
塾
長
と
な
り
、
福
澤
に
つ
い
て
の
文
章
を
多
数
執
筆
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
以
後
、
敗
戦
ま
で

一
切
『
帝
室
論
』
に
触
れ
る
文
章
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、『
帝
室
論
』
は
政
治
状
況
か
ら
見
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
反
発
を
受
け
る
と
い
う
小
泉
自
身
の
政
治
的
判
断
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

戦
後
に
な
っ
て
、
小
泉
が
始
め
て
『
帝
室
論
』
に
触
れ
た
の
は
、
一
九
四
八
年
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
泉
は
次
の
よ
う
に
『
帝
室
論
』

を
解
釈
し
て
い
る
。

「
皇
室
は
政
治
社
外
に
仰
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
か
く
て
こ
そ
始
め
て
尊
厳
は
永
遠
に
保
た
れ
る
。
苟
も
日
本
に
お
い
て
政

治
を
談
じ
、
政
治
の
事
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
主
義
に
お
い
て
か
り
そ
め
に
も
皇
室
の
尊
厳
と
神
聖
を
濫
用
し
て
は
な
ら
」な
い
。

皇
室
の
任
務
と
い
う
の
は
「
日
本
民
心
融
和
の
中
心
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
は
人
の
「
形
体
」
は
支
配
で
き
る
が
、「
人
の
深

奥
の
心
情
」を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
上
の
対
立
は
常
に
激
し
さ
を
と
も
な
う
た
め
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

「
人
情
の
世
界
を
支
配
し
、
徳
義
の
風
俗
を
維
持
す
る
一
事
に
至
っ
て
は
終
に
こ
れ
を
皇
室
に
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
」な
い
。「
爾
来

六
十
年
を
経
て
回
顧
す
れ
ば
、
先
生
の
尊
皇
の
志
と
そ
の
先
見
洞
察
と
は
、
新
憲
法
の
制
定
せ
ら
れ
た
今
日
に
お
い
て
特
に
人
の
心

に
感
ぜ
し
む
る
と
こ
ろ
が
多
い
と

46
）

思
う
。」

つ
ま
り
小
泉
は
、『
帝
室
論
』
の
内
容
を
、
日
本
国
憲
法
下
で
の
天
皇
の
役
割
と
一
致
し
て
い
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
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な
お
、
小
泉
は
こ
の
際
に
『
尊
王
論
』
も
取
り
上
げ
、
こ
の
二
つ
の
書
が
「
用
語
の
末
に
お
い
て
は
相
違
が
あ
る
け
れ
ど
も
主
旨

の
根
本
に
お
い
て
は
変
わ
っ
て
お
ら
ぬ
」
と
述
べ
て

47
）

い
た
。
そ
の
後
に
書
か
れ
た
文
章
で
も
、『
尊
王
論
』
の
内
容
は
、「
帝
室
を
『
政

治
社
外
の
高
処
に
仰
ぎ
奉
ら
ん
』
と
す
る
本
旨
は
一
つ
で
あ
る

48
）

か
ら
」
と
書
い
て
全
く
解
説
せ
ず
、『
帝
室
論
』
の
説
明
で
代
用
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、『
尊
王
論
』
を
読
む
と
、
小
泉
が
な
ぜ
内
容
を
詳
し
く
説
明
し
な
か
っ
た
の
か
が
理
解
で
き
る
。

『
尊
王
論
』
は
、
帝
室
を
「
経
世
の
要
用
」
の
観
点
か
ら
論
じ
、「
尊
厳
神
聖
」
の
由
縁
や
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
の
「
工
風
」

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
小
泉
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
章
の
各
所
で
「
政
治
社
外
」
に
皇
室
を
置
く
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
福
澤
は
、
帝
室
は
、
日
本
最
古
の
家
族
で
あ
り
、「
数
百
千
年
の
家
系
を
明
」ら
か
に
し
て
い
る

家
系
で
あ
る
た
め
に
、
国
民
の
「
尚
古
懐
旧
」
の
人
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
尊
厳
神
聖
」
が
受
容
さ
れ
て
い
る

49
）

と
し
、
こ
れ
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、「
帝
室
の
藩
屛
」
と
し
て
、
由
緒
あ
る
大
名
公
卿
の
子
孫
（
特
に
藤
原
家
の
子
孫
）
の
地
位
を
「
人
臣
の
上
」
に
置

き
、
こ
れ
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
も
主
張
し
て

50
）

い
た
。
つ
ま
り
、
皇
室
の
尊
厳
の
源
を
万
世
一
系
に
置
き
、
華
族
制
度
を
維
持
す

べ
き
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
泉
の
信
条
や
、
華
族
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
状
況
か
ら
考
え
て
、
好
ま
し
い
議
論
で
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
小
泉
は
『
尊
王
論
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
け
を
抽
出
し
て
、
あ
え
て
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
小
泉
は
近
代
的
な
天
皇
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
象
徴
天
皇
を
正
当
化
す
る
た
め
な
ら
、
た
と
え
尊
敬
す
る

福
澤
の
文
章
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
治
的
判
断
に
よ
る
取
捨
選
択
を
行
う
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
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第
二
章

小
泉
信
三
の
象
徴
天
皇
論

１
）

小
泉
信
三
の
皇
太
子
教
育

本
章
で
は
、
小
泉
信
三
が
書
い
た
明
仁
皇
太
子
へ
の
教
育
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
を
中
心
に
分
析
し
、
小
泉
の
象
徴
天
皇
論
の
特

徴
を
取
り
上
げ
た
い
。
な
お
小
泉
は
、
皇
太
子
に
週
二
回
の
御
進
講
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
本
を
読
む
こ
と
や
、
新
聞
の

「
週
間
サ
ム
マ
リ
イ
（
展
望
）」
を
主
題
に
し
て
話
を
す
る
こ
と
な
ど
で
あ

51
）

っ
た
。

小
泉
は
、
自
分
が
執
筆
し
た
文
章
の
中
で
、
皇
太
子
と
と
も
に
読
ん
だ
本
と
し
て
、
幸
田
露
伴
『

52
）

運
命
』、
福
澤
諭
吉
『
帝
室
論
』

『
尊
王
論
』、
ハ
ロ
ル
ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
の
四
冊
を
挙
げ
て

53
）

い
る
。
常
時
参
与
に
な
っ
て
か
ら
の
年
数
を
考
え

て
も
、
こ
こ
に
挙
げ
た
本
だ
け
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
小
泉
は
こ
れ
ら
の
本
を
皇
太
子
教
育
に
使
用
し
て
い

る
と
書
く
こ
と
で
、
象
徴
天
皇
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
方
を
国
民
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち『
運

命
』
は
、
中
国
の
明
の
建
文
帝
と
、
謀
反
を
起
こ
し
た
燕
王
（
の
ち
の
永
楽
帝
）
と
の
争
い
と
そ
の
結
末
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、

王
の
あ
り
方
の
例
と
し
て
見
る
よ
り
は
、
美
し
い
日
本
語
を
学
ぶ
と
い
う
要
素
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
検
討
か

ら
除
外

54
）

す
る
。
ま
た
『
尊
王
論
』
も
前
章
の
理
由
に
よ
り
除
外
す
る
。
よ
っ
て
、
残
り
の
二
冊
を
個
別
に
分
析
す
る
。

ａ
）

『
帝
室
論
』

『
帝
室
論
』
は
、
福
澤
諭
吉
に
よ
っ
て
一
八
八
二
年
に
書
か
れ
た
。
こ
の
中
で
福
澤
は
、
帝
室
を
楯
に
と
っ
て
政
敵
を
論
難
す
る

帝
政
党
と
呼
ば
れ
る
政
党
が
現
れ
た
こ
と
を
批
判
し
、
帝
室
を
政
治
活
動
か
ら
遠
ざ
け
、
国
民
全
て
が
仰
ぎ
見
る
存
在
と
し
て
国
民

統
合
の
中
心
と
す
べ
き
だ
と
の
主
張
を
行

55
）

っ
た
。
詳
細
は
前
章
に
す
で
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
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小
泉
は
田
島
道
治
が
宮
内
府
長
官
に
な
っ
た
と
き
に
『
帝
室
論
』
と
『
尊
王
論
』
を
送
っ
て

56
）

お
り
、
常
時
参
与
就
任
前
に
、
皇
太

子
に
対
し
て『
帝
室
論
』を
講
義
し
て

57
）

い
る
。
小
泉
は
、
自
分
が
皇
太
子
の
師
と
な
る
と
の
想
定
の
な
か
っ
た
時
期
か
ら
、『
帝
室
論
』

の
描
く
よ
う
な
、
政
治
か
ら
は
全
く
切
り
離
さ
れ
た
天
皇
が
、
日
本
国
憲
法
と
一
致
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
本
を
皇
太
子
と
共
に
読
む
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ｂ
）

『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』

『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
は
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
が
英
国
王
室
か
ら
委
託
さ
れ
て
書
い
た
公
式
の
伝
記
で

58
）

あ
る
。
こ
の
本
は
、

皇
太
子
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
英
国
女
王
の
戴
冠
式
へ
の
出
席
（
一
九
五
三
年
）
の
参
考
と
し
て
、
松
本
俊
一
駐
英
大
使
か
ら
贈
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
小
泉
が
実
際
に
読
ん
だ
の
は
翌
年
に
な
っ
て
か
ら
で

59
）

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
本
を
「
偶
然
の
事
情
も
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
第
一
に
、
こ
れ
が
立
憲
君
主
国
の
君
主
の
伝
記
と
し
て
、
当
時
は
一
番
新
し
い
、
委
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
国
の
東
西
を

問
わ
ず
、
君
主
の
公
私
の
日
常
に
つ
い
て
相
語
る
べ
き
無
数
の
話
題
が
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
等
を

60
）

考
え
」、
皇
太
子
と
一
緒

に
読
む
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
小
泉
は
「
こ
の
本
を
御
一
緒
に
読
む
よ
り
は
寧
ろ
書
中
の
記
事
を
話
題
に
し
て
殿
下
と
お
話
し
す
る

こ
と
に
し
て
い

61
）

ま
す
」と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、王
と
し
て
の
振
る
舞
い
方
を
皇
太
子
と
議
論
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
っ

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
小
泉
は
こ
の
本
を
読
ん
だ
理
由
を
、
内
容
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

62
）

い
る
。
①
王
は
義
務
に
忠
な
る
国
王
で
あ
っ

た
。
王
の
在
位
期
間
（
一
九
一
〇
〜
三
六
年
）
の
間
の
激
動
期
に
、
英
国
民
が
安
定
感
を
失
わ
な
か
っ
た
の
は
、
王
の
誠
実
と
信
念

の
一
貫
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
②
他
国
の
王
の
生
活
も
、
責
任
と
負
担
ば
か
り
多
く
、
慰
楽
と
休
息
の
少
な
い
と
い
う
事
実
は
、

皇
太
子
を
励
ま
し
、
ま
た
慰
め
る
。
③
王
は
党
争
外
に
中
立
で
、
常
に
王
位
に
あ
る
た
め
に
、
国
ま
た
は
国
民
の
永
続
的
利
害
を
察

す
る
こ
と
が
で
き
、
特
殊
の
感
覚
と
見
識
を
養
え
る
。
よ
っ
て
政
治
家
に
対
し
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
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め
に
、
君
主
は
無
私
聡
明
、
道
徳
的
に
信
用
あ
る
人
格
と
し
て
尊
信
を
受
け
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
日
本
の
象
徴
天
皇
に
当
て
は
め
た
場
合
、
国
王
の
政
治
活
動
を
容
認
し
て
い
る
③
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
に
な
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
補
足
し
た
い
。
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
の
政
治
活
動
の
信
念
は
、
青
年
時
代
に

書
い
た
ノ
ー
ト
に
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
原
文
を
引
用
し
た
。

２
）

政
治
的
能
力
に
お
け
る
王
の
価
値
。
王
は
も
は
や
「
階
級
」
の
一
つ
で
も
行
政
の
主
体
（ex

ecu
tiv
e

）
で
も
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
女
王
は
、
失
わ
れ
た
公
式
の
権
力
を
補
う
い
く
つ
か
の
非
常
に
強
力
な
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
影

響
力
は
、
以
下
の
様
々
な
仕
方
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ
）

内
閣
を
組
織
す
る
場
合
。
特
に
党
を
指
導
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
何
人
か
の
政
治
家
の
中
か
ら
選
ぶ
場
合
。

ｂ
）

内
閣
が
継
続
し
て
い
る
間
。
王
は
第
一
に
諮
問
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
（co

n
su
lted

）
権
利
、
第
二
に
奨
励
す
る

（en
co
u
ra
g
e

）
権
利
、
第
三
に
警
告
す
る
（w

a
rn

）
権
利
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
政
治
上
、
重
要
な
影
響
力
を

行
使
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
特
に
政
党
政
治
の
下
で
は
、
君
主
の
み
が
継
続
的
な
政
治
経
験
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

ｃ
）

内
閣
が
崩
壊
し
た
と
き
（
し
か
し
こ
の
場
合
は
、
上
院
と
連
絡
し
て
、
最
善
の
仕
方
で
対
処
す
る
こ
と
が
で

63
）

き
る
）。

こ
れ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
（T

h
e E

n
glish

64
）

C
on
stitu

tion

）』
に
つ
い
て
の
講
義
で
取
っ
た

ノ
ー
ト
の
内
容
で
あ
る
。
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
、「
公
爵
（
引
用
者
注
：
ジ
ョ
ー
ジ
の
こ
と
）
は
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
メ
モ
の
中
で
、

立
憲
君
主
制
の
機
能
や
義
務
の
概
念
を
具
体
的
に
ま
と
め
て
お
り
、
王
に
就
い
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
一
貫
し
て
忠
実
に
適
用

し
て
い
た
」
と
述
べ
て

65
）

い
る
。
小
泉
も
こ
の
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
視
点
を
引
き
継
ぎ
、
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
が
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
憲
政
論
に
従
っ

て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
特
に
そ
の
中
で
も
バ
ジ
ョ
ッ
ト
三
原
則
に
注
目
を
し
て

66
）

い
た
。
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こ
の
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
は
、
国
王
が
政
治
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
著
作
で
あ
り
、

『
帝
室
論
』
の
国
民
統
合
装
置
と
し
て
の
帝
室
の
位
置
づ
け
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
論
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
泉

は
、
一
九
六
〇
年
に
書
い
た
「
帝
室
論
」
と
い
う
文
章
で
、
こ
の
二
つ
の
書
物
を
関
連
づ
け
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
は
、
ま
ず
、「
政
治
社
外
」
の
天
皇
が
日
本
国
憲
法
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
、『
帝
室
論
』
を
要
約
す

る
。
次
に
、『
帝
室
論
』
を
補
う
も
の
と
し
て
、
同
じ
く
福
澤
の
書
い
た
『
民
情
一
新
』
を
紹
介
し
、
英
国
流
の
立
憲
君
主
制
を
福
澤

は
理
想
と
し
て
い
た
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、『
帝
室
論
』に
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
著
書
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
影
響
が

あ
る
と
し
て
、
話
を
英
国
君
主
制
、
そ
し
て
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
に
つ
な
げ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
著
作
を
も
と

に
立
憲
君
主
の
職
分
と
義
務
に
関
す
る
ノ
ー
ト
を
作
り
、
こ
れ
を
生
涯
守
り
通
し
た
。
そ
し
て
小
泉
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
法
案

を
め
ぐ
る
政
治
対
立
に
介
入
し
て
そ
の
解
決
を
目
指
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
の
行
動
を
挙
げ
、『
帝
室
論
』で
述
べ
ら
れ
た
党
争
の
激
化

を
慰
撫
す
る
帝
室
の
功
徳
を「
憶
い
出
し
た
」。
ま
た
、
国
王
は
連
続
し
て
王
位
に
あ
り
、
党
争
外
に
中
立
の
た
め
、
国
や
国
民
の
永

続
的
利
害
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
政
治
家
に
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
三
原
則
に
基
づ

く
こ
の
よ
う
な
行
動
を
「
立
憲
君
主
は
、
道
徳
的
奨
励
者
及
び
警
告
者
た
る
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
要
約
し
た
。
そ
し

て
こ
の
姿
は
「
福
澤
の
『
帝
室
論
』
か
ら
も
敷
衍
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
の
で

67
）

あ
る
。

小
泉
は
「
憶
い
出
し
た
」
や
「
敷
衍
」
と
い
っ
た
記
述
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
と
『
帝
室
論
』
の
論
理

が
同
一
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
小
泉
は
、
こ
れ
ら
が
両
方
と
も
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
言
及
し
て
い

る
と
い
う
理
由
で
つ
な
ご
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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２
）

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
』

ま
ず
、
そ
も
そ
も
同
じ
「
バ
ジ
ョ
ッ
ト
」
を
用
い
た
の
に
、
ど
う
し
て
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
と
『
帝
室
論
』
の
よ
う
な
違
い
が

出
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
著
書
に
戻
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
』
は
、
一
八
六
五
年
か
ら
六
七
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
議
会
改
革
（
特
に
選

挙
権
の
拡
大
）
に
関
す
る
論
説
で
あ
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
下
層
労
働
者
階
級
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と
に
反
対
し
、
地
主
階
級
と
上

層
中
流
階
級
に
よ
る
議
会
運
営
を
支
持
し
て

68
）

い
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
君
主
制
が
、
選
挙
権
の
な
い
階
級
を
含
め
た
国
民
統
合
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
著
書
で
強
く
主
張
し
て
い
る
。

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
国
の
制
度
に
は
、「
尊
厳
的
部
分
」
と
「
実
践
的
部
分
」
の
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
二
つ
は
明
確
に
は
分
け
ら
れ
な
い
が
、
君
主
は
主
に
前
者
を
担
っ
て
い
る
。
君
主
制
は
、
統
治
形
態
を「
わ
か
り
や
す
く
」

し
て
お
り（
国
民
の
ほ
と
ん
ど
は
複
雑
な
議
会
制
を
理
解
で
き
な
い
）、ま
た
歴
史
的
な
由
緒
か
ら
国
民
の
感
情
を
引
き
つ
け
る
の
で
、

国
民
統
合
へ
の
役
割
が
大
き
い
。
英
国
の
君
主
制
は
多
く
の
権
限
を
法
的
に
は
有
し
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
れ
が
有
効
か
は
不
明
確

で
あ
る
。
そ
こ
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
君
主
を
持
た
な
い
議
院
内
閣
制
と
英
国
を
比
較
し
て
、
君
主
の
効
用
を
考
察
す
る
。
多
数
党
が

だ
れ
を
首
相
に
す
る
か
一
致
し
な
い
際
に
は
、公
正
な
第
三
者
で
あ
る
君
主
が
そ
の
選
任
を
行
う
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、「
賢
明
な
」
君
主
は
長
い
治
世
の
間
に
経
験
を
積
む
の
で
、
三
つ
の
権
利
（
諮
問
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
権
利
、
奨
励
す
る
権

利
、
警
告
す
る
権
利
）
を
行
使
し
て
、
大
臣
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な「
賢
明
な
」君
主
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
と
述
べ
る
。「
自
己
の
英
知
に
よ
っ
て
昇
進
し
、

こ
れ
を
な
く
す
れ
ば
没
落
す
る
と
い
う
人
間
は
、
素
晴
ら
し
い
思
慮
分
別
を
備
え
て
い
る
」が
、「
こ
の
よ
う
な
分
別
を
、
賢
愚
に
か

か
わ
ら
ず
、
安
定
し
た
人
生
行
路
を
歩
む
人
間
に
期
待
す
る
の
は
む
だ
」
で
あ
り
、
ま
た
地
位
が
永
続
し
て
い
る
と
複
雑
な
政
務
に
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つ
い
て
知
識
を
え
る
「
機
会
」
は
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
利
用
で
き
る
だ
け
の
君
主
は
ま
れ
に
し
か
出
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
「
君
主
は
な
に
も
し
よ
う
と
は
し
な
い
し
、
ま
た
す
る
必
要
も
な
い
」
と
言
い
切
り
、
熟
慮
し
て
手
を
下
さ
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
最
大
の
英
知
を
示
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
を
称
え
、
政
治
介
入
を
繰
り
返
す
こ
と
で
政
治
に
混
乱
を
招
い
た

ジ
ョ
ー
ジ
三
世
を
批
判
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
英
国
の
政
治
制
度
を
「
仮
装
の
共
和
制
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
政
治
の
実
権
は
議
会

が
握
る
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、
君
主
は
あ
く
ま
で
国
民
統
合
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
政
治
介
入
の
効
用
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
重

要
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺

69
）

え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
福
澤
の
『
帝
室
論
』
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
』
の
中
の
国
民
統
合
に
お
け
る
皇
室
の

役
割
と
い
う
点
か
ら
強
い
影
響
を
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

70
）

か
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
君
主
を
「
孤
立
し
た
超
越
的
存

在
」
に
し
て
お
く
こ
と
で
、
神
秘
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
に
対
立
す
る
党
派
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し

て

71
）

い
る
。
こ
れ
は
皇
室
を
「
政
治
社
外
」
に
置
く
こ
と
で
、「
民
心
融
和
の
中
心
」
と
す
る
と
い
う
『
帝
室
論
』
と
合
致
す
る
の
で
あ

る
。な

お
、
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
の
ノ
ー
ト
に
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
厳
し
い
論
評
の
部
分
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指

摘
し
て
お
り
、「
賢
明
な
」
君
主
た
ろ
う
と
し
た
王
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
述
べ
た
「
政
治
的
効
用
」
の
方
の
み
に
着
目
を
し
て
い
た
こ

と
が
わ

72
）

か
る
。

３
）

小
泉
の
象
徴
天
皇
論

小
泉
の
象
徴
天
皇
論
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
日
本
国
憲
法
と
同
じ
と
み
な
し
た
『
帝
室
論
』
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

73
）

な
い
。
こ
れ
に

『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
か
ら
バ
ジ
ョ
ッ
ト
三
原
則
を
抜
き
出
し
て
、
つ
な
げ
よ
う
と
し
た
真
意
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
れ
を
考
え
る
に
は
、
当
時
の
象
徴
天
皇
が
果
た
し
て
い
た
政
治
的
役
割
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
国
憲
法
で
は
天
皇
の
政

治
的
な
活
動
は
第
七
条
の
国
事
行
為
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
「
内
奏
」
を
通
し
た
天
皇
の
政
治
関
与
が
可

能
と
な
っ
て
い
た
。
憲
法
施
行
時
の
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
芦
田
均
が
、
新
憲
法
下
で
は
、
天
皇
が
内
治
外
交
に
立
ち
入
っ
て
い
る
印

象
を
与
え
る
の
で
、
内
奏
は
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

74
）

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
長
年
首
相

を
務
め
た
吉
田
茂
は
、
内
奏
を
煩
雑
に
行
い
、
こ
れ
を
慣
習
化

75
）

し
た
。
吉
田
は
、
英
国
の
君
主
制
と
日
本
の
天
皇
制
に
は
「
政
治
的

立
場
に
も
共
通
性
が
あ
る
」
と
考
え
て

76
）

い
た
。
吉
田
は
英
国
君
主
が
持
つ
政
治
大
権
を
日
本
で
は
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ

77
）

た
が
、

「
政
治
、
経
済
、
文
化
、
宗
教
な
ど
各
般
の
問
題
に
対
し
、
王
室
の
権
能
と
し
て
処
理
す
る
場
合
」
に
、
そ
れ
を
諮
問
す
る
た
め
の

「
プ
リ
ヴ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
（P

riv
y C

o
u
n
cil

）」
を
日
本
に
も
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て

78
）

お
り
、
君
主
の
政
治
へ
の
発
言
に

は
そ
れ
な
り
の
意
義
を
認
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
天
皇
も
内
奏
時
に
自
分
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て

79
）

い
る
。

つ
ま
り
実
際
の
象
徴
天
皇
は
、「
政
治
社
外
」
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
内
奏
」
と
い
う
政
治
的
な
影
響
力
を
行
使
で

き
る
手
段
を
残
し
て
い
た
。『
帝
室
論
』
だ
け
で
は
、
象
徴
天
皇
の
説
明
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
泉
は
『
ジ
ョ

オ
ジ
五
世
伝
』
に
描
か
れ
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
三
原
則
だ
け
を
あ
え
て
抽
出
し
て
、
そ
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
小
泉
は
、
内
奏
に
お
け
る
天
皇
の
発
言
を
ど
の
よ
う
に
し
て
有
効
的
な
も
の
に
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ほ
ど
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
小
泉
は
、
政
治
家
に
対
す
る
「
道
徳
的
奨
励
者
及
び
警
告
者
」
と
し
て
の
皇
室
の
任
務
は
、「
精
神

的
道
徳
的
」
に
よ
り
重
く
な
っ
た
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
の
で
、
道
徳
的
な
見
識
が
示
せ
れ
ば
よ
い
と
の
考
え
方
だ
っ
た
と
思
わ

80
）

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
吉
田
は
、
皇
太
子
が
政
治
家
や
民
間
人
に
会
う
こ
と
で
、
政
治
に
興
味
を
持
た
せ
、
そ
の
見
識
を
高
め
る
こ

と
を
重
視
し
て

81
）

い
た
。
そ
し
て
吉
田
は
、
数
度
に
わ
た
っ
て
、
小
泉
が
そ
の
こ
と
に
熱
心
で
な
い
こ
と
に
対
し
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
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「
皇
室
の
将
来
ニ
付
老
婆
心
な
が
ら
懸
念
不
能
禁
、
猶
又
皇
太
子
殿
下
の
御
教
育
ニ
付
て
ハ
甚
た
懸
念
被
致
候
、
広
く
民
間
人
士
を

も
引
見
相
成
、
我
日
本
の
現
状
ニ
付
深
く
御
研
究
願
敷
、
過
日
来
来
訪
之
住
友
の
堀
田
庄
三
、
出
光
石
油
の
出
光
佐
三
両
君
ニ
も
皇

太
子
殿
ニ
進
謁
致
候
様
勧

82
）

置
候
」
と
い
っ
た
手
紙
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

小
泉
は
、
現
状
の
象
徴
天
皇
の
あ
り
方
を
正
当
化
す
る
と
い
う
目
的
に
沿
っ
て
、
自
ら
の
皇
室
論
を
組
み
立
て
て
い
た
。
そ
の
た

め
内
奏
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
内
容
を
ど
う
充
実
さ
せ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論以

上
、
こ
こ
ま
で
小
泉
信
三
の
象
徴
天
皇
論
を
見
て
き
た
。
小
泉
は
近
代
的
な
天
皇
観
を
持
ち
、
象
徴
天
皇
の
正
当
化
に
適
す
る

論
説
の
み
を
選
択
し
て
論
理
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
日
本
国
憲
法
下
の
象
徴
天
皇
を
福
澤
諭
吉
の
『
帝
室
論
』
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、

同
時
に
、
現
実
に
運
用
さ
れ
て
い
る
象
徴
天
皇
に
合
わ
せ
て
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
三
原
則
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
泉
は
こ
の
相
反
す
る
『
帝
室
論
』
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
三
原
則
の
論
理
の
統
合
を
こ
れ
以
上
進
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

小
泉
は
一
九
六
〇
年
の
「
帝
室
論
」
以
後
、『
帝
室
論
』
や
『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
二
つ
を
同
時

に
述
べ
る
こ
と
は
な
か

83
）

っ
た
。
小
泉
の
死
後
、
東
宮
大
夫
だ
っ
た
鈴
木
菊
男
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
書
き
残
し
て
い
る
。

現
在
の
皇
室
論
は
必
ず
し
も
福
澤
の
帝
室
論
、
尊
王
論
を
も
っ
て
足
れ
り
と
し
な
い
。
文
藝
春
秋
等
に
時
折
の
所
見
を
寄
せ
ら

れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
私
ど
も
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
小
泉
先
生
に
よ
っ
て
総
合
的
体
系
的
な
新
し
い
皇
室
論
が
書
か
れ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
新
憲
法
下
に
お
い
て
国
民
心
意
の
中
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
所
謂
象
徴
天
皇
制
の
意
義
と
そ
の
効
用
を
あ
ら
ゆ
る
方

面
か
ら
解
明
す
る
こ
と
は
小
泉
先
生
に
よ
っ
て
こ
そ
な
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と

84
）

思
う
。
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だ
が
、
小
泉
は
「
総
合
的
体
系
的
」
な
皇
室
論
を
そ
も
そ
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
小
泉
は
、
自
分
が
皇
太
子
教
育
の
責
任
者
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
状
の
象
徴
天
皇
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
重
き
を
置
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
状
に
即
し
た

理
論
を
提
示
で
き
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
た
と
え
『
帝
室
論
』
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
三
原
則
の
論
理
が
合
致
し
な
く
て

も
、
こ
の
二
つ
が
現
状
と
合
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
、
こ
れ
以
上
論
を
進
め
る
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

姿
勢
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
小
泉
の
象
徴
天
皇
論
の
特
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

１
）

以
後
、「
皇
太
子
」
と
は
明
仁
皇
太
子
（
現
天
皇
）
の
こ
と
を
指
す
。

２
）

皇
太
子
自
身
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
一
九
七
六
年
一
二
月
一
七
日
記
者
会
見
。
薗
部
英
一
編『
新
天
皇
家
の
自
画
像
』（
文
春
文
庫
、

一
九
八
九
年
）
一
二
一
頁
。

３
）

加
藤
恭
子
『
田
島
道
治
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
二
〇
〇
二
年
）
三
〇
六
〜
三
二
一
頁
。

４
）

前
掲
『
田
島
道
治
』
三
五
六
〜
三
五
八
頁
。

５
）

榊
原
亀
之
甫
『
天
皇
の
年
輪
』（
サ
ン
ケ
イ
出
版
、
一
九
八
一
年
）
二
〇
六
頁
。

６
）

渡
辺
治
『
戦
後
政
治
史
の
中
の
天
皇
制
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
五
九
〜
六
一
、
一
九
九
〜
二
〇
一
頁
。

７
）

中
村
政
則
『
戦
後
史
と
象
徴
天
皇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）。

８
）

升
味
準
之
輔
『
昭
和
天
皇
と
そ
の
時
代
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）。

９
）

後
藤
致
人
は
、
内
奏
を
通
じ
た
天
皇
と
政
治
家
の
間
の
「
君
臣
情
義
」
を
重
視
し
、
天
皇
の
政
治
的
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
が
、
天
皇
に
権
力
が
な
い
以
上
、
あ
く
ま
で
も
「
個
人
的
な
」
情
義
に
す
ぎ
ず
、
制
度
的
に
影
響
力
が
常
に
大
き
か
っ
た

と
い
う
証
明
に
は
な
ら
な
い
。『
昭
和
天
皇
と
近
現
代
日
本
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
八
〜
二
三
九
頁
。
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10
）

福
澤
諭
吉
『
帝
室
論
』『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
第
九
巻
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）。
小
泉
信
三
の
書
い
た
「
帝
室
論
」

と
区
別
す
る
た
め
に
、
福
澤
の
も
の
は
『
帝
室
論
』
と
表
記
す
る
。

11
）

H
a
ro
ld N

ico
lso
n K

IN
G
 
G
E
O
R
G
E
 
T
H
E
 
F
IF
T
H
-H
is L

ife an
d
 
R
eign

,
C
o
n
sta
b
le
&
C
o L

td
.,
L
o
n
d
o
n
,
1952.

表

題
の
訳
は
小
泉
の
表
記
に
準
じ
た
。

12
）

前
掲
『
戦
後
政
治
史
の
中
の
天
皇
制
』
二
一
三
〜
二
一
七
頁
。

13
）

「
内
奏
」
と
は
、
政
府
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
務
大
臣
等
が
天
皇
に
対
し
国
事
行
為
に
関
連
す
る
説
明
を
行
う
こ
と
を
指
す
。
大
原
康

男
編
『
詳
録
・
皇
室
を
め
ぐ
る
国
会
論
議
』（
展
転
社
、
一
九
九
七
年
）
四
四
〜
四
五
頁
。

14
）

ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
『
国
民
の
天
皇
』（
共
同
通
信
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
九
〜
一
六
三
頁
。

15
）

今
村
武
雄
『
小
泉
信
三
伝
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
三
年
）
四
二
七
頁
。

16
）

「
勇
気
あ
る
自
由
人
｜
小
泉
信
三
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
六
六
年
七
月
号
）
の
中
の
松
本
正
夫
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
（
二
六
八
頁
）。
松

本
は
、
小
泉
の
姉
・
松
本
千
の
息
子
。

17
）

前
掲
『
小
泉
信
三
伝
』
二
七
四
〜
二
七
五
頁
。

18
）

代
表
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
一
九
四
九
年
に
発
売
さ
れ
て
、
そ
の
年
だ
け
で
約
十
三
万
部
を
販
売
し
た
『
共
産
主
義
批
判
の
常

識
』（
新
潮
社
）
で
あ
る
。
遠
藤
湘
吉
「
戦
後
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
物
語
十
一

小
泉
信
三
『
共
産
主
義
批
判
の
常
識
』」『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

一
九
六
五
年
十
二
月
二
六
日
号
、
四
四
頁
。

19
）

小
泉
信
三
「
私
と
社
会
主
義
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
〇
年
三
月
号
）『
小
泉
信
三
全
集
』
第
十
巻
（
文
藝
春
秋
、
一
九
六
七
年
）
二

六
一
〜
二
六
二
頁
。
以
下
『
小
泉
信
三
全
集
』（
全
二
八
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
六
七
〜
七
二
年
）
を
『
全
集
』
と
表
記
し
、
初
出
と
巻

数
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
記
載
す
る
。
ま
た
、
小
泉
信
三
の
書
い
た
文
章
の
著
者
名
を
「
小
泉
」
と
省
略
す
る
。
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20
）

『
森
鷗
外
集
』（
明
治
文
学
全
集
第
二
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
）。
初
出
は
『
中
央
公
論
』
一
九
一
二
年
一
月
号
。

21
）

小
泉
「
鷗
外
書
簡
と
社
会
問
題
」（『
改
造
』
一
九
三
九
年
十
月
号
）『
全
集
』
十
三
、
三
二
〇
〜
三
二
一
頁
。

22
）

前
掲
「
鷗
外
書
簡
と
社
会
問
題
」『
全
集
』
十
三
、
三
二
一
頁
。

23
）

小
泉
「
私
の
大
学
生
生
活
」（『
中
央
公
論
』
一
九
三
九
年
四
月
号
）『
全
集
』
十
一
、
二
九
三
〜
二
九
五
頁
。「
か
の
よ
う
に
の
哲
学
」

に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
て
補
足
す
る
と
、
例
え
ば
化
学
は
原
子
を
最
小
単
位
と
し
て
定
義
し
た
上
で
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
つ
ま

り
「
原
子
が
最
小
単
位
」
で
あ
る
「
か
の
よ
う
に
」
扱
わ
な
け
れ
ば
、
化
学
と
い
う
学
問
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

24
）

前
掲
「
私
の
大
学
生
生
活
」『
全
集
』
十
一
、
二
九
五
頁
。

25
）

小
泉
の
日
記
に
は
「
鷗
外
さ
ん
の
『
か
の
よ
う
に
』
は
真
先
に
感
心
し
た
作
品
だ
が
、
今
日
聞
い
て
見
る
と
あ
っ
ち
で
も
こ
っ
ち
で

も
面
白
い
と
云
う
評
判
だ
。
何
だ
か
自
分
が
本
家
の
よ
う
な
気
に
な
っ
て
、
今
晩
寝
な
が
ら
繰
り
返
し
て
読
む
こ
と
に
す
る
。」（
一
九

一
二
年
一
月
十
九
日
）
と
書
か
れ
て
お
り
、
読
ん
だ
当
初
か
ら
感
銘
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小
泉
『
青
年
小
泉
信
三
の
日
記
』

（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
一
五
三
〜
一
五
四
頁
。

26
）

小
泉
『
私
の
履
歴
書
』（
一
九
六
六
年
刊
行
。『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
月
に
連
載
）『
全
集
』
十
六
、
四
七
三
頁
。

27
）

米
谷
匡
史
「
津
田
左
右
吉
・
和
辻
哲
郎
の
天
皇
論
」『
人
類
社
会
の
中
の
天
皇
と
王
権
』（
岩
波
講
座
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
第
一
巻
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
二
六
〜
二
七
頁
。

28
）

津
田
左
右
吉
「
建
国
の
事
情
と
万
世
一
系
の
思
想
」『
世
界
』
一
九
四
六
年
四
月
号
、
四
六
頁
。
同
「
学
問
の
立
場
か
ら
見
た
現
時
の

思
想
界
」『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
二
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
一
二
一
〜
一
二
七
頁
。

29
）

和
辻
哲
郎
「
国
民
全
体
性
の
表
現
者
」『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
三
五
二
〜
三
五
三
頁
。
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30
）

勝
本
清
一
郎
は
、
小
泉
を
狂
信
や
非
合
理
性
と
無
縁
な
「
理
性
的
」
な
人
物
と
し
て
捉
え
、
非
合
理
的
な
天
皇
制
支
持
を
抱
く
旧
い

タ
イ
プ
の
保
守
主
義
者
と
は
対
抗
関
係
に
あ
る
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。「
小
泉
信
三
と
新
保
守
主
義
」
大
河
内
一
男
・
大
宅
壮
一
監
修

『
近
代
日
本
を
創
っ
た
百
人
』
下
巻
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
）
四
四
八
〜
四
四
九
頁
。

31
）

小
泉
「
わ
が
住
居
」（『
新
文
明
』
一
九
五
六
年
四
月
号
）『
全
集
』
十
六
、
一
九
三
〜
一
九
四
頁
。

32
）

小
泉
「
私
の
見
た
現
代
人
物
」（『
現
代
人
物
論
』
一
九
五
五
年
）『
全
集
』
二
六
、
一
八
五
頁
。

33
）

小
泉
『
福
澤
諭
吉
』（
ア
テ
ネ
文
庫
版
、
一
九
四
八
年
）『
全
集
』
二
一
、
一
二
〜
一
三
頁
。
同
「
青
い
鳥
」（『
三
田
文
学
』
一
九
四

四
年
八
月
号
）『
全
集
』
二
六
、
九
二
〜
九
三
頁
。

34
）

前
掲
『
福
澤
諭
吉
』『
全
集
』
二
一
、
一
三
頁
。

35
）

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年
）
四
八
〜
四
九
頁
。

36
）

前
掲
『
文
明
論
之
概
略
』
六
四
〜
六
七
頁
。

37
）

前
掲
『
帝
室
論
』
一
六
八
、
一
七
二
頁
。

38
）

丸
山
真
男
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』
下
巻
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
年
）
二
二
四
頁
。

39
）

遠
山
茂
樹
『
福
沢
諭
吉
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
一
七
〇
〜
一
八
一
頁
。

40
）

山
田
昭
次
「
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
福
沢
諭
吉
」『
史
苑
』
一
九
五
七
年
六
月
号
。

41
）

太
田
雅
夫
「
福
沢
諭
吉
の
天
皇
観
｜
明
治
前
期
の
天
皇
制
思
想
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
一
九
六
五
年
三

月
号
。
な
お
、
上
記
の
山
田
と
太
田
の
文
章
は
、
共
に
小
泉
が
『
帝
室
論
』
の
み
で
福
澤
の
天
皇
論
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
反
発
か
ら

書
か
れ
て
い
る
。

42
）

安
川
寿
之
輔
『
福
沢
諭
吉
と
丸
山
真
男
｜「
丸
山
諭
吉
」
神
話
を
解
体
す
る
』（
高
文
研
、
二
〇
〇
三
年
）。
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43
）

前
掲
「
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
福
沢
諭
吉
」
三
八
〜
三
九
、
四
七
頁
。

44
）

小
泉
「『
福
澤
撰
集
』
解
説
」（『
福
澤
撰
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
二
八
年
）『
全
集
』
二
一
、
三
八
八
〜
三
八
九
頁
。

45
）

富
田
正
文
「
後
記
」『
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
六
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
六
五
四
頁
。

46
）

以
上
は
、
前
掲
『
福
澤
諭
吉
』『
全
集
』
二
一
、
二
〇
〜
二
一
頁
、
よ
り
作
成
し
た
。

47
）

前
掲
『
福
澤
諭
吉
』『
全
集
』
二
一
、
二
一
頁
。

48
）

小
泉
「
帝
室
論
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
六
〇
年
一
月
号
）『
全
集
』
十
八
、
三
九
六
頁
。

49
）

福
澤
諭
吉
「
尊
王
論
」『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
第
九
巻
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
二
三
四
〜
二
四
一
頁
。

50
）

前
掲
「
尊
王
論
」
二
四
一
〜
二
五
〇
頁
。

51
）

小
泉
「
読
者
へ
の
手
紙
」（『
週
刊
新
潮
』
一
九
五
六
年
五
月
一
五
日
号
）『
全
集
』
十
六
、
五
一
七
頁
。
同
「
皇
太
子
殿
下
の
御
婚
約
」

（『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
八
年
一
一
月
二
八
日
）『
全
集
』
十
六
、
五
一
九
頁
。

52
）

幸
田
露
伴
『
運
命
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
）。

53
）

前
掲
「
読
者
へ
の
手
紙
」『
全
集
』
十
六
、
五
一
七
頁
。
小
泉
「
こ
の
頃
の
皇
太
子
殿
下
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
九
年
一
月
号
）『
全

集
』
十
六
、
五
二
三
頁
。

54
）

小
泉
は
こ
の
本
を
皇
太
子
と
共
に
音
読
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
「
こ
の
頃
の
皇
太
子
殿
下
」『
全
集
』
十
六
、
五
二
四
頁
）。
小

泉
は
、
国
語
を
美
し
く
発
音
す
る
た
め
の
訓
練
が
家
庭
や
学
校
で
欠
け
て
い
る
こ
と
を
憂
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
頭
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
（
小
泉
「
言
語
雑
感
」（『
文
学
界
』
一
九
五
〇
年
一
月
）『
全
集
』
十
五
、
二
四
七
頁
）。
な
お
、
こ
の
本
に
つ
い
て
は
、
た
だ

小
泉
が
戦
前
よ
り
愛
読
し
て
い
た
た
め
と
い
う
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。「『
露
伴
全
集
』
は
私
の
坐
右
の
書
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
中
で

始
終
取
り
出
し
て
読
む
と
い
う
作
品
は
、
趣
味
の
上
か
ら
自
か
ら
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
が
『
運
命
』
で
あ
る
。」
小
泉
「『
運
命
』」
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（
初
出
は
不
明
、『
大
学
生
活
』（
一
九
三
九
年
）
に
所
収
）『
全
集
』
十
三
、
三
一
五
〜
三
一
七
頁
。

55
）

前
掲
「
後
記
」
六
五
四
頁
。

56
）

田
島
道
治
宛
書
簡

一
九
四
八
年
六
月
二
一
日
）『
全
集
』
第
二
五
巻
上
、
三
八
〇
頁
。

57
）

石
井
小
一
郎
「
皇
太
子
殿
下
テ
ニ
ス
日
記
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
六
九
年
十
一
月
号
）『
テ
ニ
ス
と
私
』（
私
家
版
、
一
九
八
〇
年
）

十
八
〜
十
九
頁（
一
九
四
八
年
十
一
月
十
一
日
）。
石
井
は
小
泉
が
慶
応
で
庭
球
部
長
を
し
て
い
た
と
き
の
部
員
で
、
皇
太
子
の
テ
ニ
ス

の
コ
ー
チ
を
し
て
い
た
。

58
）

N
ico
lso
n
,
op.cit.,

p
.
V
.

王
のp

riv
a
te life

をJo
h
n
 
G
o
re

が
書
き（

K
in
g
 
G
eorge

 
V
.
A
 
P
erson

al M
em
oir

,
Jo
h
n

 
M
u
rra

y
,
L
o
n
d
o
n
,
1941

）、p
u
b
lic life

を
ニ
コ
ル
ソ
ン
が
書
い
た
。

59
）

小
泉
「
或
る
国
王
の
生
涯
に
つ
い
て
思
う
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
五
年
一
月
〜
三
月
号
）『
全
集
』
十
六
、
一
一
五
頁
。

60
）

小
泉
「
立
憲
君
主
制
」（『
心
』
一
九
五
九
年
十
一
月
号
）『
全
集
』
十
六
、
一
七
五
頁
。

61
）

前
掲
「
読
者
へ
の
手
紙
」、『
全
集
』
十
六
、
五
一
七
頁
。

62
）

以
下
は
、
前
掲
「
立
憲
君
主
制
」『
全
集
』
十
六
、
一
七
六
〜
一
七
八
頁
、
を
要
約
し
た
。

63
）

N
ico
lso
n
,
op.cit.,

p
. 62.

64
）

な
お
、
こ
の
本
は
「
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
」「
英
国
の
国
家
構
造
」
な
ど
様
々
な
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
筆
者
が
参

考
と
し
た
小
松
春
雄
の
訳
に
従
っ
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト「
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
」『
世
界
の
名
著
』第
六
十
巻（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
）。

65
）

N
ico
lso
n
,
op.cit.,

p
. 62.

66
）

前
掲
「
或
る
国
王
の
生
涯
に
つ
い
て
思
う
」、『
全
集
』
十
六
、
一
三
九
頁
。
前
掲
「
立
憲
君
主
制
」、『
全
集
』
十
六
、
一
七
八
頁
。

67
）

以
上
は
、
前
掲
「
帝
室
論
」『
全
集
』
十
八
、
三
九
一
〜
四
〇
二
頁
、
を
要
約
し
た
。
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68
）

遠
山
隆
淑
「
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
政
治
戦
略
」『
政
治
研
究
』（
九
州
大
学
政
治
研
究
会
）
二
〇
〇

四
年
三
月
号
、
一
二
八
〜
一
三
二
頁
。

69
）

以
上
の
要
約
は
、
前
掲
「
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
」
六
七
〜
六
八
、
九
一
〜
九
五
、
一
〇
九
〜
一
一
一
、
一
一
五
〜
一
一
六
頁
、
一
二
一
、

一
二
四
〜
一
二
五
、
一
三
二
、
一
三
四
〜
一
三
五
、
二
六
九
、
三
〇
一
頁
か
ら
作
成
し
た
。

70
）

伊
藤
正
雄
や
丸
山
真
男
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
伊
藤
「
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
英
国
の
国
家
構
造
』
と
福
沢
諭
吉
の
皇
室
論
」『
日

本
歴
史
』
一
九
七
三
年
二
月
号
、
一
一
五
〜
一
二
〇
頁
。
前
掲
『
文
明
論
之
概
略
を
読
む
』
下
巻
、
三
二
〇
〜
三
二
一
頁
。

71
）

前
掲
「
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
」
一
〇
〇
頁
。

72
）

N
ico
lso
n
,
op.cit.,

p
. 63.

73
）

小
泉
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
将
来
の
皇
室
の
あ
り
方
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
際
に
、「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
の
い
ち
ば
ん
の
指
針
は
、

福
沢
諭
吉
の
「
帝
室
論
」
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
八
年
一
二
月
一
四
日
号
、
七
頁
。

74
）

『
芦
田
均
日
記
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
一
三
頁
。

75
）

前
掲
『
戦
後
政
治
史
の
中
の
天
皇
制
』
一
六
〇
頁
。

76
）

吉
田
茂
『
回
想
十
年
』
第
四
巻
（
中
公
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
八
六
頁
。

77
）

前
掲
『
戦
後
政
治
史
の
中
の
天
皇
制
』
一
六
一
頁
。

78
）

前
掲
『
回
想
十
年
』
第
四
巻
、
八
六
〜
八
七
頁
。

79
）

前
掲
『
昭
和
天
皇
と
そ
の
時
代
』
二
五
九
〜
二
六
四
、
三
二
二
〜
三
三
〇
頁
。
ル
オ
フ
は
、
昭
和
天
皇
は
「
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
定
義
し

た
三
つ
の
権
利
の
よ
う
な
も
の
を
、
ご
く
当
た
り
前
の
慣
習
と
し
て
行
使
し
て
い
た
」と
述
べ
て
い
る
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
や
ダ
レ
ス
、

そ
し
て
マ
ー
フ
ィ
ー
な
ど
と
い
っ
た
米
国
人
に
対
し
て
も
政
治
的
発
言
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
戦
前
の
統
治
権
総
攬
者
と
し
て
の
意
識
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が
残
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
『
国
民
の
天
皇
』
一
八
〇
頁
。
前
掲
『
戦
後
政
治
史
の
中
の
天
皇
制
』
一
五
四

〜
一
五
五
頁
。
豊
下
楢
彦
『
安
保
条
約
の
成
立
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
年
、
一
四
三
〜
二
三
三
頁
。『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
六
月

一
日
朝
刊
。
吉
次
公
介
「
知
ら
れ
ざ
る
日
米
安
保
体
制
の
〞
守
護
者
〝
｜
昭
和
天
皇
と
冷
戦
」『
世
界
』
二
〇
〇
六
年
八
月
号
、
二
四
六

〜
二
五
九
頁
。

80
）

小
泉
「
皇
孫
殿
下
御
命
名
」（『
帝
都
日
日
新
聞
』
一
九
六
〇
年
三
月
一
日
）『
全
集
』
二
六
、
三
七
〇
頁
。

81
）

『
吉
田
茂
書
翰
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
一
九
八
頁
、
岸
信
介
宛
（
一
九
五
九
年
一
一
月
一
九
日
）。

82
）

前
掲
『
吉
田
茂
書
翰
』
二
八
〇
頁
、
小
泉
信
三
宛
（
一
九
六
三
年
七
月
二
六
日
）。

83
）

た
と
え
ば
、
小
泉
「
帝
室
論
」（『
産
経
新
聞
』
一
九
六
三
年
九
月
九
日
）『
全
集
』
二
十
、
一
〇
〇
〜
一
〇
四
頁
。
同
「
君
徳
」『
座

談
お
ぼ
え
書
き
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
六
六
年
）
三
〇
〜
三
四
頁
（
全
集
未
収
）。

84
）

鈴
木
菊
男
「
小
泉
先
生
の
帝
室
論
」『
全
集
』
月
報
八
（
一
九
六
七
年
十
一
月
、
二
十
巻
に
同
封
）、
五
頁
。

﹇
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
審
査
を
経
て
掲
載
決
定
﹈

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
）
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小泉信三の象徴天皇論




