
大
西
祝

「
進
化
論
的
理
想
説
」
の
源
流

は
じ
め
に

明
治
中
期
の
啓
蒙
的
倫
理
学
者
大
西
祝
は
、

そ
の
明
町
な

「批
評
主
義
」
的

立
場
を
以
て
、

当
時
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た

「
国
家
主
義
」
と
も
鋭
く
対
決
す
る

論
陣
を
張
っ
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
八
月
七
日
、　

一
八
〇
石
取
の
備
前
採
士
木
全

正
修
の
三
男
と
し
て
岡
山
城
下
に
生
ま
れ
た
。

大
西
は
母
方
の
姓
で
、

彼
は
後

に
そ
の
姓
を
継
い
だ
の
で
あ
る
。

明
治
四
年

（
一
八
七

一
）

一
月
、

六
歳
の
時

に
岡
山
藩
学
内
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た

「小
学
」
に
入
学
し
て
儒
学
の
ほ
か
に

英
学
と
四
学
を
学
ん
だ
。

明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
四
月
、

県
の
衛
生
主
任
で

あ
っ
た
伯
父
の
中
川
横
太
郎
が
神
戸
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
教
医
Ｗ
・
テ

ー
ラ
ー

（〓
≧
岩
ｏ
『
増
中Ｏ
じ

を
招
い
た
た
め
に
、

彼
の
導
き
に
よ
っ
て

一
家

は
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
。

明
治
十
年

（
一
八
七
七
）
九
月
、

祝
は
京
都
の

同
志
社
英
学
校
に
入
学
し
て
、

普
通
科
在
籍
中
の
明
治
十

一
年

（
一
八
七
八
）

四
月
に
新
島
喪
よ
り
受
洗
し
、

明
治
十
七
年

（
一
八
八
回
）
六
月
そ
の
神
学
科

を
卒
業
し
た
の
で
あ
っ
た
。

明
治
十
八
年

（
一
八
八
五
》

一
月
に
東
京
大
学
予
備
門
に
入
学
し
て
、

明
治

平

山

二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
に
帝
阿
大
学
文
科
大
学
者
学
科
を
卒
業
後
大
学
院
に

進
学
し
、

さ
ら
に
大
学
院
在
村
の
ま
ま
、

明
治
二
十
四
年

（
一
八
九

一
）
に
文

京
専
門
学
校
の
講
師
に
就
任
し
た
。

大
学
院
在
籍
中
に

『
良
心
起
原
論
』
を
執

筆
し
た
が
、

十
分
に
意
に
満
た
な
い
と
し
て
提
出
は
し
な
か
っ
た
。

東
京
専
門

学
校
で
教
職
に
就
い
た
後
は
、

講
義
録
と
し
て

『
西
洋
哲
学
史
』

『
論
理
学
』

『倫
理
学
』
等
を
執
筆
す
る

一
方
で
、

批
評
家
と
し
て
も
活
躍
し
、

「
国
家
主

義
」
に
対
し
て
も
、

ひ
る
む
こ
と
な
く
批
判
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

明
治
二

十

一
年

（
一
八
九
八
）
に
は
欧
州
留
学
に
赴
い
た
が
休
調
を
崩
し
て
翌
年
に
は

帰
国
し
た
。

そ
の
後
療
れ
に
つ
と
め
た
が
そ
の
効
も
な
く
明
治
三
十
三
年

（
一

九
〇
〇
）
十

一
月
に
三
十
六
歳
で
没
し
た
。

大
西
は
、

い
か
な
る
対
象
に
つ
い
て
も
理
性
の
み
に
基
づ
い
た
批
判
を
加
え

る
べ
き
で
あ
る
、

セ
い
う

「批
評
主
義
」
の
方
法
を
採
用
し
な
が
ら
、　

一
方
で

「進
化
論
的
理
想
説
」
と
も
い
う
べ
き
倫
理
学
上
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

そ

し
て
、

そ
の
両
者
の
関
係
が
必
ず
し
も
整
合
的
で
は
な
い
こ
と
は
、

従
来
よ
り

指
摘
さ
れ
て
き
た
。

本
論
は
、

彼
の

「進
化
論
的
理
想
説
」

の
源
流
を
た
ど

り
、

さ
ら
に
そ
れ
と

「
批
評
主
義
」
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
不
整
合
の
意
味
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

九
五

洋



一
、

進
化
論
的
理
想
説

そ
れ
で
は
そ
の
大
西
の

「進
化
論
的
理
想
説
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で

諺
つ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
二
十
六
年
全

八
九
二
）
二
月
の
論
文

「障
思
障
録
」

の
中
で
、

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

苦
れ
人
は
有
白
覚
的
、

有
理
想
的
生
物
な
り
。

キ
れ
人

の
理
想
的
生
活

は
、

理
想
界
を
造
り
出
だ
し
て
之
を
実
現
界
と
な
す
に
在
り
。

即
ち
此
格

験
界
に
、

此
現
象
界
に
理
想
界
を
造
化
し
出
だ
す
が
吾
人
の
職
分
な
り
、

理
想
界
の
造
化
主
た
る
が
言
人
の
真
個
生
活
な
り
。

吾
人
み
づ
か
ら
造
化

し
出
だ
す
に
あ
ら
ず
ば
、

■
人
の
世
界
に
何
時
か
理
想
の
実
現
を
期
す
可

け
ん
。

ま
た
、

同
じ
論
文
の
中
で
、

道
徳
界
は
是
れ
人
界
の
真
意
な
り
、

千
人
は
此
真
意
を
実
現
せ
む
が
為
め

に
あ
る
な
り
。

古
日
の
道
徳
界
は
今
日
の
道
徳
界
に
あ
ら
ず
、

吾
人
の
理

想
の
絶
え
ず
進
化
し
ゆ
け
ば
な
り
。

止
む
な
き
の
理
想
の
進
化
、

是
れ
子

人
の
心
霊
の
生
命
な
り
。

と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

「
人
間
は
誰
し
も
理
想
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
常
に
日
前
に

あ
る
理
想
を
実
現
す
べ
く
努
力
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
進
化
し
て
い
く
」
と

い
う
の
が
、

彼
の
主
張
で
あ
っ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
ｒ
）

彼
が
初
稿
を
大
学
院
在
籍
中
に
な
し
た
論
文

『良
心
起
原
論
』
は
、

ベ
ン
サ

ム
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、

ス
ベ
ン
サ
ー
、　

ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
ら
の
良
心
論
を
批
判
し
た

「
批
評
部
」
と
、

彼
白
身
の
良
心
論
で
あ
る

「建
設
部
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち

「建
設
部
」
で
は
、

人
間
精
神
の

「進
化
論
的
理
想
説
」
が
主
張
さ

ま
ん
と
す
る
処
に
あ
る
が
故
に
、

良
心
の
根
元
は
法
界
の
成
り
立
ち
に
於

て
真
実

故
名
も
の
、

又
吾
人
に
取
り
て
最
も
高
貴
な
る
も
の
に
あ
り
と
謂

ひ
つ
べ
し
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

結
局
、

「良
心
」
は

「
理
想
」
そ
の
も
の
の

一
部
で
あ
り
、

そ
の
理
想
は

「本
来
の
目
的
」
に
指
し
示
さ
れ
て
進
化
に
伴
っ

て
徐
々
に
人
間
の
精
神
に
顕
わ
れ
る
。
し
か
し
、

人
間
は
未
だ
進
化
の
途
上
に

あ
る
の
で

「本
来
の
目
的
」
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ

「
法

界
の
真
実
体
」
に
あ
っ
て
の

「本
来
の
目
的
」
の
存
在
を
仮
定
す
る
に
と
ど
ま

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
大
西
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、

今
強
に
法
界
の
真
実
体
な
る
語
を
掲
げ
し
が
、

此
は
純
理
者
学
上
の
大
岡

題
に
し
て
愛
に
は
共
論
セ
尽
す
を
得
ず
。

故
に
予
が
此

一
段
の
陳
述
は
不

十
分
な
ら
ざ
る
を
得
ず
。

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

二
、

従
来
の
見
解

さ
て
、
こ
の

『良
心
起
原
論
』
の

「建
設
部
■
な
ど
に
み
ら
れ
る

「進
化
論

的
理
想
説

十
堆

つ
い
て
は
、

東
京
専
門
学
校
で
大
西
の
同
僚
で
あ
っ
た
坪
内
迪

通

に

よ

っ

て

、

Ｔ

，
Ｈ

・
グ

リ

ー

ン

（
弓
Ｓ

日

以

Ｆ
ヨ

ｏ
【
帰

し

の

「
自

己

実

現
説
」
（沼
】千

８ヽ
】，ざ
付オ冒

き
８
長
）
が
そ
の
祖
型
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

グ
リ
ー
ン
の

「自
己
実
現
説
」
と
は
、

「
神
的
精
神

（α
【く
】属

ｏ
キ
＆
）
が
、

人
間
に
働
き
か
け
て
理
想
を
人
間
精
神
に
再
現
す
る
」
と
い
う
説
で
あ
る
。
さ

ら
に
、

こ
の
過
通
の
見
解
を
受
け
て
、

高
坂
正
顕
氏
は

『
明
治
文
化
史
』
の
中

で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（大
西
は
）
カ
ン
ト
的
な
あ
る
と
あ
る
べ
し
の
区
別
を
認
め
た
上
で
、
し

九
六

れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

吾
人
の
生
活
行
為
の
理
想
は
只
だ
架
空
の
想
像
に
は
あ
ら
ず
、

そ
を
通
常

所
謂
る
想
像
よ
り
区
別
す
る
も
の
は
、

吾
人
が
そ
れ
に
対
す
る
菩
若
し
く

は
あ
ら
ね
ば
な
ら
娘
て
ふ
心
識
な
り
。

然
れ
ど
も
椰
何
な
れ
ば
共
の
如
き

理ヽ
想ヽ
の
生
起
す
る
や
と
尋
ぬ
る
に
、

予
輩
は
足
を
以

イ
主
Ｈ人
が
我
本
来
の

目
的
に
達
せ
む
と
す
る
よ
り
起
こ
る
も
の
な
り
と
考
ふ
。

こ
の
よ
う
に
、

人
間
の

「
理
想
」
は

「本
来
の
目
的
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
し

た
上
で
、

千
人
の
生
長
進
化
す
る
活
物
と
し
て
の
日
的
を
向
ら
予
想
す
る
こ
と
に
、

か
の
所
語
る
理
想
て
ふ
観
念
が
生
じ
来
る
。

吾
人
が
我
が
本
来
の
目
的
を

予
想
し
得
る
迄
に
心
識
の
発

。達
ｔ
た
る
時
則
が
是
れ
理
想

王
」
つ
者
の
生
れ

出
た
る
時
期
、

そ
れ
と
共
に
良
心
の
発
生
し
た
る
時
期
な
り
。

と
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、

千
人
の
本
来
の
目
的
は
、

法
界
の
真
実
体
よ
り
見
れ
ば
、

最
も
真
実
な
る

も
の
、

実
有
な
る
も
の
に
相
連
な
け
れ
ど
も
、

個
々
の
人
と
な
り
て
世
に

生
れ
来
る
吾ヽ
人ヽ
銘
々
に
取
り
て
は
、

未
だ
接
在
と
な
り
て
現
存
せ
ず
し

て
、

只
だ
理
智
と
し
て
顕
は
れ
居
る
な
り
。

と
し
て
、

「本
来
の
目
的
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
及
は
せ
ず
、

そ
れ
を

「法
界
の
真
実
体
」
と
い
う
新
概
念
で
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ

の
結
果
、

良
心
は
そ
の
個
た
の
作
用
に
於
て
は
変
化
し
行
く
も
の
に
相
違
な
け
れ
ど

も
、

良
心
て
ふ
も
の
の
あ
る
根
本
の
原
由
は
、

吾
人
に
対
し
て
法
界
の
成

り
立
ち
に
於
て
定
ま
れ
る
目
的
あ
り
て
而
し
て
そ
れ
に
向
つ
て
吾
人
の
進

か
も
グ
リ
ー
ン
的
な
理
想
主
義
的
形
耐
上
学
を
メ
カ
ニ
カ
ル
「
エ
ボ
リ

ュ

ー
シ
ョ
ン

（機
械
論
的
進
化
論
）
と
共
な
る
テ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
＝
エ
ポ
リ

ュ
ー
シ
ョ
ン

（目
的
論
的
進
化
論
）
の
立
場
か
ら
樹
立
せ
ん
と
し
た
の
で

（
‐１

）

あ
る
。

（
カ
ッ
ヨ
内
筆
者
）

グ
リ
ー
ン
以
外
で
は
、

古
田
光
氏
や
山
田
方
則
氏
ら
に
よ
っ
て
（
１
ゲ
ル
か

ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
限
定
し
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ヘ
ー
ゲ
ル

講
義
に
そ

つ
期
を
み
る
熊
田
健
二
氏
も
ま
た
同

一
の
見
解
と
い
え
よ
う
。

小
泉
仰
氏
は
、

『
良
心

純
源
論
』
の

「建
設
部
」
が
、

井
上
哲
次
郎
の
明
治

十
六
年
の
著
作

『倫
理
新
説
』
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の

「建
設

部
」
の
原
型
を
そ
こ
に
み
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
論
じ

る
の
は
後
に
し
て
、

ま
ず
こ
の

『倫
理
新
説
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

『倫
理
新
説
』
の
論
旨
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

宇
宙
の
本

体
を

「
万
有
成
立
」

（Ｃ
，
】お
あ
出
Ｄ
と
り付９
ｏじ

と
呼
ぶ
。

そ
し
て
そ
の
勢
力

の
現
れ
が
宇
宙
で
あ
り
、

そ
の
勢
力
の
趣
向
が
宇
宙
化
醇

（宇
宙
進
化

の
法

則
）
で
あ

っ
て
、

倫
理
の
大
本

（道
徳
の
原
理
）
は
そ
こ
に
あ
る
と
す
る
。

そ

し
て
、

そ
の
勢
力
の
趣
向
に
順
応
す
る
の
が
善
、

逆
行
す
る
の
が
悪
で
あ
る
と

す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の

「
万
有
成
立
」
の
存
在
の
根
拠
は
、

今
此
空
間
ヲ
視
ヨ
、

多
廓
ト
シ
テ
極
リ
ナ
キ
ニ
非
ズ
ヤ
。

又
此
時
間
ヲ
察

セ
ヨ
、

た
洋
ト
シ
テ
窮
リ
ナ
キ
ニ
非
ズ
ヤ
。

更

二
又
此
勢
カ
ヲ
観
ヨ
、

広

大
無
辺
三
シ
テ
万
世
不
減
ナ
ル
ニ
非
ズ
ヤ
。

此
レ
皆

無

．
二陸
！

ノ
一
部

分

ニ
シ
テ
、

万
有
成
立
ノ
存
在
ス
ル
明
証
ナ
リ
。

豊
又
別

二
憑
拠
ヲ
要
セ

ン
ヤ
。

と
し
て
示
さ
な
い
。

そ
う
し
て
、

そ
の

「
万
有
成
立
」
は
、

孔
丘
の
大
極
、

釈

迦
の
如
来
蔵
、
カ
ン
ト
の
物
自
体
な
ど
の
こ
と
で
、

そ
れ
ら
は
人
唯
其
名
フ
異

九
七

― 毒



ニ
ス
ル
ノ
ミ
∨
で
皆
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
∧
人
智
ヲ
以
テ
測
リ

知
ル
ペ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
我
之
ヲ
畏
レ
、

之
ヲ
神
ト
シ
、

之
ヲ
敬
シ
、

之
ヲ
拝

ス
∨
と
し
て
、

「
万
有
成
立
」
の
内
容
に
も
触
れ
な
い
。

従
っ
て
こ
れ
を
倫
理

の
大
本
と
は
す
る
が
、

元
来
知
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

道
徳
の
基
準
と
は

な
ら
な
い
。

た
だ
、

そ
れ
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
は
あ
る
。「

勢
力
／
趣
向
」
「化

醇
ノ
規
律
」
が
人
間
の
内
に
あ
っ
て
生
じ
さ
せ
る

「
理
想
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

凡
ソ
人
ト
シ
テ
理
想
フ
有
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
。

理
想

ハ
則
チ
現
在
ノ
状
態
ョ

リ
モ
善
ク
勢
カ
ノ
趨
向

二
順
応
ス
ル
者
ナ
リ
。

こ
の
よ
う
に

『
倫
理
新
説
』
は
、

「理
想
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
に
適
徳
的
き
が

あ
る
」
と
い
う
結
論
に
は
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
理
想
が
い
か
に
し
て

も
た
ら
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

そ
の
論
証
に
お

い
て
挙
げ
ら
れ
た
哲
学
者
た
ち
の
主
張
は
全
て

「
万
右
成
立
」
に
帰
す
る
と
し

て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
弱
点
が
あ
り
、

分
析
的
な
大
西
を
和
得
さ
せ
得
た

出
巾
謝
巾
帥
』
祢
ダ
赫
ヮ

般
ゆ
節
姫
限
向

『 て
閣
舗
輸
卿
的
ｔ
ば
ら 一
フ 部

エ ーこ
却
口 ら
中

の
講
義
が
参
考
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
、

『
倫
理
新
説
』
の
結
論
部
が
、

清
沢
満
之
に
も
影
響
を
与
え
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ヘ
ー
ダ
ル
講
義
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
は
、

そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
類
似
性
か
ら
み
て
も
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。

大
西
が

『
倫
理
新
説
』
を
参
考
に
し
た
と
し
て
も
結
局
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に

行
き
つ
く
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

靖
氏
っ
あ 「
殺
鞠

『 部
峠
治 ャこ
思 っ
陣
郊
堆
―こ く
捌
ヽヽ な
朝
Ｗ

賤
嚇
一

頬
い
焼
的
碑
ば
限
抱
ヤこ 和

す
え
た

「
法
界
根
本
の
構
造
」

（法
界
の
真
実
体
）
を
大
西
の
儒
教
的
素
養
と

結
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
。

『
西
洋
哲
学
史
』
で
の
ヘ
ー
グ
ル
に
つ
い
て
の
記
述
は
約
四
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

こ
れ
は
カ
ン
ト
に
関
す
る
部
分
が
約

一
二
〇
ペ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
と
著
し
い
対

照
を
な
す
。
カ
ン
ト
以
後
の
部
分
は
留
学
前
の
多
に
な
時
期
に
成
さ
れ
た
と
は

い
え
、
も
し
研
究
が
進
ん
で
い
た
な
ら
ば
、　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
リ
ペ
ー
ジ
を
割
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

横
井
時
雄
は
、

留
学
に
赴
こ
う
と
し
て
い
た
大
西

が
算

ド
ィ
ッ
で
へ
‐
ゲ
ル
研
究
も
し
た
い
、

と
語

つ
て
い
た
と
証
言
し
て
い

る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、

大
西
は
以
前
か
ら
れ
懐
し
て
い
た

「道
化
論
的
理
想

説
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
目
的
論
的
進
化
論
」
に
類
似
点
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

は
い
た
が
、

研
究
の
着
手
が
遅
れ
た
た
め
に
十
分
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、

渡
辺
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

前
近
代
に
生
ま
れ
た
武
士
の
件
と

し
て
大
西
も
儒
教
の
素
差
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、

明
治
四
年

一
月
に

・ 六
繭
率
募
昨
範
い
郷
癖
抑
ゆ
う 「
中
辞
＋
軸
ド
辞
卿
印
癖
神
靴
弾
ば
抑

嘩
治 ．
噸
学

七
月
の
廃
藩
置
県
後
に
県
か
ら
学
校
督
事
に
任
命
さ
れ
た
西
毅

一
は
、

儒
者
で

あ
り
な
が
ら
留
学
を
経
験
し
て
英
語
に
湛
能
で
、

本
業
の
儒
学
を
廃
業
す
る
と

声
明
す
る
は
ど
の
西
洋
か
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。

西
が
岡
山
藩
学
を
改
組
し
て
設
立

し
た

「普
通
学
校
」
は
、

外
国
人
ベ
ル
シ
ワ
ル
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
や
、

慶
応
義
塾

「 出
鵬
紗
蔀
郷
腰
並
劫
聴
執
韓
娘
つ 次
却
晩
碑
郷
帯
粉
『
殉
以
翻
一

妨
醜
卿
限
』
藩 、、

（県
》
の
教
育
改
革
を
み
る
と
き
、

大
叔
父
か
ら
授
か
っ
た
漢
学
の
素
差
が
、

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彼
の
思
想
を
縛
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

大
西
は

『
良
心
起
原
論
』
に
お
い
て
も
ま
た
論
文

「
国
家
主
義

の
解
釈
」

（明
治
二
十
八
年
六
月
）
に
お
い
て
も
自
分
が
と
る
立
場
は

「
目
的
論
的
進
化

九
八

従
来
の
論
者
の
見
解
は
お
お
む
ね
グ
リ
ー
ン
か
ヘ
ー
ゲ
ル
か
儒
教
か
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、

筆
者
は
そ
の
い
ず
れ
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
現

在
問
題
と
し
て
い
る

「進
化
論
的
理
想
説
」
の
直
接
の
源
流
に
は
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
グ
リ
ー
ン
、　

ヘ
ー
ゲ
ル
説
は
彼
の
帝
大
時
代
の
勉
学
を
重
要
視
し
、

儒
教
説
は
大
内
の
幼
年
時
代
の
素
韮
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ

の
見
解
も
彼
が
明
治
初
期
に
あ
っ
て
主
体
的
に
選
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
つ

い
て
全
く
考
察
の
圏
外
に
直
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

グ
リ
ー
ン
に
基
づ
く
と
す
る
高
坂
氏
の
見
解
は
以
後
お
お
む
ね
支
持
さ
れ
た

が
、

そ
れ
を

「進
化
論
的
理
想
説
」
の
源
流
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
。

そ
れ

と
い
う
の
も
、
グ
リ
ー
ン
が
帝
大
講
師
中
島
力
造
に
よ
っ
て
本
格
的
に
紹
介
さ

れ
た
の
が
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九

じ

前
後
で
あ
る
の
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ

り
、

大
西
向
身
も
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）
に
な
る
ま
で
グ
リ
ー
ツ
に
言

及
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
で
に
明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
〇
）
に

は

「進
化
論
的
理
想
説
」
を
主
張
し
た

『
良
心
起
原
論
』
の
初
稿
を
執
筆
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ヘ
ー
グ
ル
講
義
が
、

大
西
の

「進
化
論
的
理
想
説
」

の
根
底
に
あ
っ
た
と
考
え
る
場
合
の
困
難
は
、

明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
〇
）

に

『
良
心
起
原
諭
』
の
原
型
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
ま
で
に
成
さ
れ
た
論
文
に

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
言
及
が
少
な
い
こ
と
が
ぁ
げ
ら
れ
る
。

『
良
心
起
原
諭
』

全
体
に
ヘ
ー
ゲ
ル
ヘ
の
言
及
は

一
箇
所
も
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
れ
ま
で

の
論
文
に
つ
い
て
も

「方
今
思
想
界
の
要
務
」

（明
治
二
十
二
年
四
月
）
な
ど

に
名
前
は
出
て
く
る
が
、
カ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
つ
い
て
の

批
評
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
に
比
べ
て
、　

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
ま
と
ま

つ
た
見
解
は
な
い
の
で
あ
る
。
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）
頃
に
口
述
さ
れ
た

論
」
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
儒
教
的
素
養
に
こ
と
さ
ら

結
び
付
け
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
西
の

「進
化
論
的
理
想
説
」
の
源
流
が
、
グ
リ
ー
ン
や

ヘ
ー
ダ
ル
の
哲
学

に
も
、

儒
教
に
も
み
い
だ
せ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
起
源
を
い
ず
れ
に
求

め
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、

有
神
進
化
論

そ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
日
本
に
お
け
る

「
進
化
論
」
そ
の
も
の
の

受
容
と
、

今
ま
で
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

大
西
の
同
志
社
時
代
の
勉
学
に

つ
い
て
の
検
討
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。

生
物
学
説
と
し
て
の

「
進
化
論
」
は
、

明
治
十
年

（
一
八
七
七
）
十
月
、

束

大
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
Ｅ

・
Ｓ

，
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ

た
。
し
か
し
、　

モ
ー
ス
は

「進
化
論
」
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
宗
教
的
な
偏
見
を

取
り
除
く
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
た
め
に
、

そ
れ
は
あ
た
か
も
キ
リ
ス
ト
教
批

判
の
様
相
を
呈
し
た
。
ま
た
、　

一
方
で

「優
勝
劣
敗

・
道
者
生
存
」
と
い
う
形

で
単
純
化
さ
れ
た
進
化
論
が
最
新
の
科
学
的
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
伝
え
ら

帥
Ｆ
頓
卿
車
鞠
郷
靴

を
否
定
し
、

海
外
拡
張
主
義
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
さ
れ

こ
う
し
た
神
否
定
の

「進
化
論
」、
「
無
神
進
化
論
」
を
武
器
と
し
た
反
キ
リ

ス
ト
教
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
対
す
る
論
版
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
用
意

し
た
の
も
ま
た
、

神
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
世
界
に
お
け
る
進
化
論
、

「有
神
進
化
論
」
で
あ

つ
た
。

そ
れ
を
日
本

で
主
張
し
た
の
は
、

ア
メ
リ
カ

ン
・
ポ
ー
ド

（米
国
伝
道
会
社
）
の
ま
教
師
で
あ
る
Ｊ
・
Ｔ

・
ギ

エ
リ
ッ
ク

合
暑
Ｄ
申
ぎ
日
以

ｏ
阜
鮮
）
と
英
阿

一
致
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
教
会
所
属

の

九
九

ヨ
ヤウ

ー   々 特 Ⅲ



宣
教
師
Ｈ

・
フ
ォ
ー
ル
ズ

（軍
ψＲ
く
「
い
・
一伊
）
の
二
人
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ル

ズ
の

『
変
遷
論
』
は
、

同
志
社
で
大
西
を
教
え
た
山
崎
為
徳
ら
の
訳
で
、

キ
リ

ス
ト
教
系
週
刊
新
聞
の

『
七

一
雑
報
』
に
連
載
さ
れ
た
が
、

そ
の
中
で
、

変
遷
ノ
働
ア
ッ
テ
万
物
其
ノ
性
質
風
体
ヲ
変
ス
ル
ハ
素
ヨ
リ
疑
ラ
容
レ
サ

ル
処
ナ
ヅ
。

然
レ
ド
モ
徒

二
変
遷
ノ
カ
ヲ
ノ
ミ
言

♂
一▼
真
神
ノ
働
ヲ
無
用

ナ
リ
ト
見
倣
ス
ニ
於
テ
其
ノ
論
ノ
否
ナ
ル
ヲ
知
ル
也
。

と
し
て
、

進
化
の
過
程
に
も
神
の
意
志
が
作
用
し
て
い
る
と
い
う

「有
神
進
化

論
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
そ
の

『
変
遷
論
』
の
中
で
、

宇
宙
の
起

源
と
生
命
の
起
源
は
無
神
論
で
は
説
明
で
き
な
い
、

演
と
人
間
の
共
通
の
祖
先

の
存
在
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

な
ど
と
論
じ
た
。

さ
ら
に
ギ

ュ
リ
ッ
ク
は
生
物
学
者
で
も
あ
り
、

只
類
の
観
察
を
通
し
て

「
山

然
洵
汰
理
論
」
だ
け
で
は

「進
化
論
」
の
統
明
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
の
で

あ

っ
た
。

明
治
十

一
年

（
一
八
七
八
〉
春
に
同
志
社
で
お
こ
な
っ
た
連
続
請
義

に
お
い
て
、

彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

０
自
然
洵
汰
は
生
命
の
始
原
を
説

明
し
な
い
　
０
自
然
洵
汰
と
は
矛
盾
す
る
共
在
が
造
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
　
０

自
然
洵
汰
に
よ
っ
て
現
在
あ
る
生
物
の
種
類
に
ま
で
達
す
る
ま
で
に
は
、

最
初

の
生
命
が
で
き
て
今
日
に
至
る
ま
で
以
上
の
時
間
が
か
か
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、

そ
こ
か
ら
自
然
洵
汰
以
外
の
積
極
的
な
進
化
の
可
能
性
を
示

（
”「
）

唆
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
∧
い
く
つ
か
の
変
進
は
比
較
的
急
速
に
生
じ
た
に
ち
が
い
な
い
し
、

ま
た
、

異
種
は
し
ば
し
ば
進
歩
の
明
確
な
方
向
性
に
そ
っ
て
生
じ
る

品
物
で
あ

つ
て
、
自
然
洵
汰
の
影
響
力
か
ら
は
多
く
の
場
合
独
立
な
も
の
で
あ
る
∨
と
結

論
づ
け
た
。

明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
六
月
に
ギ

ュ
リ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド

治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
八
月
か
ら
十
二
月
ま
で

『
七

一
雑
報
』
に

『
天
地
大

原
因
論
』
を
連
載
し
、

翌
十
四
年
十
月
、

第
二
章
を
増
補
し
て
出
版
し
た
。
こ

の

『
天
地
大
原
囚
論
』
は
、

同
志
社
教
師
Ｊ
・
Ｄ

・
デ
ー
ビ
ス
と
の
共
著
の
形

を
と
っ
て
い
る
が
、

山
崎
の
単
独
著
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。

内
容
は
、

神
学
の
基
礎
と
し
て
絶
対
神
の
存
在
証
明
を
行
い
、

さ
ら
に
信

仰
を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
山
崎
は
明
確
に

「有
神
目
的

論
的
進
化
論
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

世
人
或

ハ
変
遷
論
ヲ
以
テ
有
神
論

二
反
対
ス
ル
モ
ノ
ト
見
故
ス
モ
ノ
ア
レ

ド
モ
、

是
レ
大
ナ
ル
誤
リ
ナ
リ
。

何
ゾ
ヤ
。

変
遷
論
卜
有
神
論
ト
ハ
併
存

シ
テ
相
悼
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

来
シ
テ
変
遣
論
ヲ
ン
テ
真
ナ
ラ
ン
メ
パ
、

乃
チ
上
帝

ハ
変
遷
法
ヲ
以
テ
生
物
フ
創
シ
玉
（
リ
ト
ス
ル
ノ
一津
ャ

さ
ら
に
、

万
物
に
目
的
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
神
の
存
在
は
証
朔
し
う

る
、
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

天
ノ
物
フ
生
ズ
ル
ヤ
物
ア
レ
バ
必
ズ
ロ
的
ア
リ
ロ
的
ア
レ
バ
必
ズ
方
使
ア

リ
。

共
方
使

ハ
必
ズ
其
目
的

二
適
応
ス
ル
モ
ノ
ナ
ツ
。

共
目
的
ア
リ
共
方

使
ア
ル
所
以

ハ
他
ナ
シ
智
識
ヲ
具
有
ス
ル
ノ
上
帝
存
在
ス
ル
ア
リ
テ
天
地

万
物
フ
造
化
ス
ル
ノ
実
証
ナ
リ
。

（中
略

・
時
計
の
存
在
か
ら
時
計
師
の

野雌確ノ推嘘犯締」確小約在一柳々
劾耐ス′レ筆モ者婦オ嘲均天地万物ハ

こ
の
よ
う
に
し
て
出
峨
は

「神
の
日
的
論
的
証
明
」
を
試
み
た
の
で
あ

っ
た

が
、
こ
れ
よ
り
先
の
明
治
十

一
年

（
一
八
七
八
）
に
は
、

「
道
心
ハ
人
心
の
主

学
た
る
説
」
を
発
表
し
て
、

人
間
に
お
い
て
の
神
の
現
れ
を
良
心

（道
心
）
に

み
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
ｏ

人
間
の
心
を
部
分
し
て
見
れ
ば
、

大
概
三
ツ
と
な
る
。

知
恵
情
欲
道
心
是

一
①
Ｏ

の
宜
教
師
会
議
で

「
生
命
界
に
お
け
る
進
化
」
（問
さ
】焦
一９

す

ま
ｏ
ｏ
縄
営
討

電
ｏ
【】ｅ

と
い
う
演
説
を
行

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、

機
械
論
的
な
進
化
論
で
は

説
明
の
つ
か
な
い
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、

道
化
は

一
見
機
械
的
に

ま
た
無
秩
序
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

結
局
は

「神
の
国
の
超
自
然

的
環
境

（ど
ま
蒼
出
ｏ
ｐ
て
４５
】）ヨ
９
じ
」
に
従
っ
て
い
る
の
だ
、
と
主
張
し
た
。

社でゅ齢胸かめてっい柳靴卦出坤中期嗣嘘隊的庫↓待接ュ脚般膨舶師お

と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
ギ

ュ
リ
ッ
ク
の
主
張
は
、

そ
の
生
物
学
的
根
拠
が
有
力
で
あ
っ
た

た
め
に
、

当
時
の
同
志
社
の
生
徒
に
強
い
印
象
を
夜
し
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治

貯学一坤紗愧赫輔鴻離蜘齢れ厳い蔽小醐鯛姫婦脇柳つ踊癌ヤ却津Чダ

述
べ
、

ま
た
後
に
心
埋
学
者
と
な
っ
た
元
良
”
次
郎
に
も
示
唆
を
与
え
た
と
い

か
ｎ

）そ
し
て
、

フ
ォ
ー
ル
ズ
や
ギ

ュ
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
明
え
ら
れ
た

「右
神
進
化

論
」
は
、
日
本
の
思
想
家
に
も
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、

山
崎
為
徳
と
植
村
正
久

同
志
社
に
お
い
て
大
西
が
最
も
葉
陶
を
受
け
た
師
が
山
崎
為
徳
で
あ
っ
た
こ

と
は
、

大
西
の

「
略
伝
」

（全
集
第
七
巻
）
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

山
崎
は

大
西
よ
り
六
歳
年
長
で
、

神
学
研
究
の
た
め
に
束
京
大
学
を
中
退
し
同
志
社
に

赴
き
、

明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
に
卒
業
後
は
そ
の
ま
ま
同
志
社
の
教
員
と

な
っ
て
、

後
輩
の
指
導
を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。　

　
　
　
　
　
　
金
）

山
崎
は
、

フ
ォ
ー
ル
ズ
や
ギ

ュ
リ
ッ
ク
の

「進
化
諭
」
理
解
を
ふ
ま
え
、

明

な
り
。

知
恵
も
情
欲
も
み
な
力
と
申
す
も
の
に
て
白
ら
善
悪
を
差
別
す
る

こ
と
出
来
ぬ
も
の
な
り
。

そ
こ
で
神
様

ハ
別
に
又
人
間
に
道
心
と
中
す
も

や
範
柿
兜
』
小
胸
ぱ
料

道
心

ハ
善
悪
を
差
別
す
る
力
に
て
知
忠
情
欲
を
抑

良
心

（道
心
）
が
、

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
羊
悪
の
判
断
を
下
す
能
力
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、

神
が
指
し
示
す
人
間
の
目
的
も
ま
た
良
心
を
通
し
て
知
ら
れ

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、

山
崎
は

『
天
地
大
原
困
論
』
で

「有
神
目
的
論

的
進
化
論
」
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
、

良
心
の
問
題
に
は
と
り
た
て
て
触
れ

る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

そ
の
問
題
を
押
し
進
め

「有
神
目
的
論
的
進
化
論
」

を
良
心
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
け
て
論
じ
た
の
は
、

神
学
者
に
し
て
牧
師
の

植
村
正
久
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
十
六
年

（
一
八
八
三
）
十

一
月
、

キ
リ
ス
ト
教
ネ
月
刊
誌

『
ユ公
口雑

誌
』
に
、

植
村
は

「
『倫
理
新
説
』
慢
評
」
を
打
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
彼
は
、

井
上
の

『
倫
理
新
説
』
に
お
い
て

「
理
想
」
が
何
の
媒
介
も
な
く
提
示
さ
れ
る

こ
と
を
批
判
し
、

倫
理
学
の
研
究
の
た
め
に
は
良
心
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る

と
主
張
す
る
。

著
者

（井
上
哲
次
郎
　
筆
者
註
）

ハ
議
論
ノ
起
所

二
於
テ
白
ラ
揚
言
シ
テ

同
ク
、

余

ハ
化
醇
諭

二
本
キ
テ
倫
理
ブ
論
ゼ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
。

余
輩

ハ
井
上
氏
ノ
倫
理
新
説
ヲ
読
ミ
、

此
語

二
在
リ
テ
討

ヘ
ラ
ク
、

抑
倫

挫
ノ
乱
タ
ル
ヤ
良
心
ノ
性
質
及
ビ
道
徳
ノ
性
質
、

即

ハ
チ
語
フ
更
メ
テ
之

レ
７
一辞

一
バ
、

道
徳
ノ
官
能
及
道
徳
ノ
基
雌
基
準
フ
併

ハ
セ
説
カ
ザ
ル
ベ

カ
ラ
ズ
。

値
村
は
翌
明
治
十
七
年
に
カ
ン
ト
倫
理
学
の
影
響
下
に
あ

っ
て
神
学
書

『
真

理

一
斑
』
を
著
し
た
が
、

そ
の
中
で
、

一
〇

一

― ・      与 ,



―
l 「

如
何
ナ
ル
無
神
論
者

ニ
テ
モ
人
類

ハ
ロ
的
フ
定
メ
計
フ
画
シ
テ
之

二
従
事

ス
ル
ノ
カ
ア
ル
ヲ
信
ズ
ル
ナ
ラ
ン
。

然
レ
ド
モ
無
神
論
ノ
説

二
拠
レ
ギ雀

連

化

ハ
日
的
ナ
ク
シ
テ
働
ク
モ
ノ
ナ
ル
ニ
忽
チ
共
ウ
チ
ニ
ロ
的
フ
一辞

リ
ノ
カ

ア
ル
存
在
者
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
レ
ル
ハ
最
モ
に
シ
ム
ベ
キ
ョ
ト
ナ
リ
。

と
し
て
、

神
の
存
在
を
、

人
間
が
誰
し
も
も
っ

「
目
的
」
の
意
識
に
求
め
よ
う

と
す
る
。

そ
し
て
そ
の
神
の
現
れ
と
し
て
、

人
間
の

「
史
心
」
を
主
要
視
す
る

の
で
あ
る
。

吾
人

ハ
外
界
ノ
物
象
ヲ
観
テ
上
帝
ノ
徳

フ
発
明

ス
ル
所
多
シ
、

然
レ
ド

モ
、

共
ノ
聖
徳
／
最
モ
彰
々
ト
シ
テ
明
ラ
カ
ナ
ル
ハ
、

遠
ク
千
万
里
外
ノ

星
晨
二
求
ム
ル
フ
要
セ
ズ
、

近
ク
■
ガ
心
裡

二
在
リ
テ
存
ス
、

良
心
此
レ

（
拠
）

ナ
リ
。

そ
し
て
、

吾
人
ノ
良
心
ハ
正
義
ノ
大
法
ヲ
示
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
Ｌ
帝
ノ
ロ
的
、

人
ヲ

シ
テ
正
善
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
ル
フ
示
ス
ナ
リ
。

蓋
、

上
帝
ガ
吾
人

二
賦
与

ス
ル
ニ
道
念
ヲ
以
テ
シ
タ
ル
ハ
、

之

二
依
リ
テ
人
心
ヲ
統

一
セ
ン
メ
ン
ガ

為
ナ
リ
。

と
、

か
つ
て
山
崎
が

「道
心
ハ
人
心
の
主
字
た
る
説
」
で
唱
え
た
こ
と
を
再
び

く
り
か
え
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
植
村
は

「
良
心
」
の
木
源
を
上
帝
す
な

わ
ち
神
に
帰
し
、
こ
の
引
用
の
後
の
部
分
で

「
上
帝
ノ
ロ
的
」
に
そ
っ
て
進
化

は
進
ん
で
い
る
と
主
張
し
た
。
も
っ
と
も
梅
村
の
興
味
は

「
良
心
」
の
分
析
に

は
向
か
わ
ず
、

神
と
人
と
の
関
係
を
そ
こ
か
ら
導
き
だ
し
て
神
学
を
よ
り
深
め

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
天
地
大
原
因
論
』
は
、

大
西
在
籍
中
の
同
志
社
で
教
科
書
と
し
て
用
い
ら

れ
、

当
時
の
生
徒
た
ち
に
影
響
を
与
え
て
い
た
。

大
西
の
後
輩
で
火
京
専
門
学

一
〇
二

校
で
の
同
僚
と
な
っ
た
岸
本
能
武
太
は
∧
当
時
の
著
書
と
し
て
は
共
学
識
の
広

は
貌
誨
掟
ｆ
恕
↓こ 立
膨
拘
購
ガ
醜
ゆ
者 ャこ
舶

一 読
貯
弧
湘
郁
鴎
京
唖
陣
確
“
ド
靭
為
斐

た

『
真
理

一
肌
』
も
当
時
の
青
年
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。

山
路
愛

山
は
入
氏
の
書
き
た
る
真
理

一
斑
な
ど
云
ふ
書
物
は
青
年
の
愛
好
し
た
る
善
き

雑
吻
報
キ
晦
治 っ
ャ
碇
制
十

一 て
ぃ
悔
ゴ
眸
綿
能
ば

『
大

却
帥

一 後
囃
功
輸
幌
だ
却
れ 風
つ

お
り
、

当
時
同
志
社
で
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

大
西
は
既
に
上
京
し
て
い
た

が
、

東
京
で
の
評
判
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

明
治
十
年
代
に
あ
っ
て

「進
化
論
」
を
武
器
と
し
た
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
な
が

ら
、

な
お
も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
た
同
志
社
の
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
、
フ
ォ
ー
ル
ズ
の

『
変
造
論
』
や
ギ

ュ
リ
ッ
ク
の
連
続
講
義
、
ま
た

数
師
山
崎
為
徳
に
よ
る

『
天
地
大
原
因
論
』
や
植
村
正
久
の

『
真
理

一
斑
』
は

心
強
い
味
方
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
に
と
い
な
い
。

山
崎
に
師
事
し
て
い
た
大
西

の
普
通
科
卒
業
時
の
英
語
演
説
が

「
生
物
と
変
化
の
関
係
」

（明
治
十
四
年
六

月
）
と
い
ぅ
題
名
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、

「有
神
進
化
論
」
が
神
学
科
に
進

ん
で
信
仰
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
の
彼
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
西
が
市
大
で
倫
理
学
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
テ
ー
マ
を

「
良
心
」
に
し
ぼ
っ

た
の
も
、

初
め
は
カ
ン
ト
や
植
村
が
重
要
視
し
た

「良
心
」
を
研
究
す
る
こ
と

で
、

神
が
指
し
示
す

「道
化
の
目
的
」
を
知
ろ
う
と
し
た
た
め
な
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
大
西
の

『
良
心
起
原
論
』
は
、

「
日
的
論
的
進
化
論
」
を
主
張
し

な
が
ら

「絶
対
神
」
の
存
在
は
必
ず
し
も
前
提
と
し
な
い
。

そ
こ
が
、

『
良
心

起
原
論
』
と
、

そ
れ
に
さ
き
だ
つ

『
天
地
大
原
困
論
』
や

『
真
理

一
班
』
と
の

決
定
的
相
造
点
で
あ
る
。

次
に
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

五
、

「批
評
主
義
」
と
の
関
係

フ
ォ
ー
ル
ズ
、

ギ

エ
リ
ッ
ク
、

出
崎
、

植
村
ら
の

「有
神
日
的
論
的
進
化

論
」
は
、

明
治
十
年
代
と
い
う
限
ら
れ
た
時
期
に
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
、

そ
れ

に
帰
依
し
た
者
の
み
が
受
容
し
え
た
思
想
で
あ
っ
た
。

大
西
の

「進
化
論
的
理

想
説
」
が
そ
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

『
良

心
起
原
論
』
の
中
で
、

大
西
が
幾
度
も
繰
り
返
す
∧
百
人
の
生
活
行
為
の
理
想

は
只
だ
架
空
の
想
像
に
は
あ
ら
ず
∨
と
い
う
確
信
は
、

同
志
社
で
の
彼
自
身
の

宗
教
体
験
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

『
良
心
起
原
諭
』
に
お
い
て
、

山
崎
や
植
村
に
と
っ
て
は
中
核
に

位
置
し
て
い
た

「絶
対
神
」
は
、

必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
な
い
。

予
の
上
に
提
出
し
た
る
考
説
は
必
ず
し
も
有
神
論
を
仮
定
し
居
ら
ず
。

キ

人
の
本
来
の
目
的
と
云
ひ
、

又
此
法
界
の
自
然
の
構
造
と
云
ふ
も
、

必
ず

し
も
有
心
有
意
の
神
の
存
在

（即
ち
通
常
所
譜
る
有
神
論
）
を
仮
定
し
居

勇
れ
廊
勅
れ
が
ゲ
却
性
此
法
界
の
成
り
立
ち
又
転
変
に
目
的
の
存
す
る
こ

筆
者
は
そ
の
理
由
を
、

彼
が
大
学
に
あ
っ
て
新
た
に
受
容
し
た

「
批
評
主

義
」
の
方
法
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
考
え
る
。

理
性
の
ス
を
判
断
規
準
と
し
た
批
評
を
い
か
な
る
事
柄
に
対
し
て
も
加
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
大
西
の

「
批
評
主
義
」
が
、

帝
大
教
師
Ｌ
・
ブ
ッ

セ
か
ら
学
ん
だ
カ
ン
ト
哲
学
の

「
理
性
批
判
」
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

植
村
の

『真
理

一
現
』
に
も
影
響
を

与
え
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
実
践
理
性
の
範
囲
内
で
は

神
の
存
在
を
少
し
も
疑

っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み

る
と
、

「
批
評
主
義
」
が
、

カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
下
に
お
い
て
の
み
成
立
し
た

の
で
あ
る
な
ら
ば
、

「絶
対
神
」
を
仮
定
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
は
つ

き
か
ね
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

実
際
に
、

大
西
の

「
批
評
主
義
」
は
、

カ
ン
ト
ば
か
り
で
は
な
く
、

十
九
世
紀
半
ば
の
英
国
の
批
評
家
、　

マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド

（？
軍
付汀
〓

＞
，８
】０
）
の
影
響
を
受
け
て
い
た
で
あ
る
。

規
友
徳
富
林
峰
宛
の
明
治
二
十

一
年
二
月
二
十
二
日
付
書
術
に
、

ア
ー
ノ
ル

ド
に
つ
い
て
∧

計
托
閑
暇
を
倫
み
て
其
書
を
開
く
毎
に
共
の
文
の
妙
な
る
事
を

取
中
際
説
軸
力ヽ な
兜
即
限
碗
晦
ヂ
傘
陶
れ
北
制
荘
針

一
却
郷
韓
瑚
難
縁
貯
廟
つ
と ′レ

ぁ

っ
て
、

『
国
民
之
友
』
誌
上
に
ア
ー
ノ
ル
ド
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
く
希
望

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
ア
ー
ノ
ル
ド
に
つ
い
て
の
論
文
は
発
表
さ

れ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
か
わ
り
、

大
西
の

「
批
評
主
義
」
の
初
期
の
成
果
で
あ

る

「
批
評
論
」
（明
治
二
十

一
年
四
月
）
と

「
方
今
思
想
界
の
要
務
」
（明
治
二

十
二
年
五
月
）
が
、

ア
ー
ノ
ル
ド
の
評
論
集

Ａ問
∽留
あ

５

●
【一ホＦ
のヨ
▼

翁
批

評

論

』

）

の

巻

頭

論

文

、
均
汗

句
富

ｏ
一市
４目

Ｏ
ヽ

●
津

ユ

リ
ヨ

Ｄ
い

３

ｏ

甲

ｏ
の
ｇ

市

卓
日
●
）

令
方
今
批
評
の
要
務
じ

の
影
響
下
に
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
の
ア
ー
ノ
ル
ド
の
主
張
は
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず

「
対
象
の
本
質
を
真
に
あ
り
の
ま
ま
に
見
」
て
、

「
た
だ
こ
の
世
に
お
い

て
知
ら
れ
う
る
か
ぎ
り
の
、

考
え
う
る
か
ぎ
り
の
最
上
の
も
の
を
知
ろ
う
と
つ

と
め
さ
せ
、

た
だ
こ
の
最
上
の
も
の
に
近
い
か
否
か
の
み
を
も
っ
ぱ
ら
の
基
準

に
し
て
、

ほ
か
の
事
情
は

一
切
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、

知
識
と
思
想
を
評
価
」

す
る

「
批
評
の
時
代
」
命

ｉ
Ｓ
ｏ
亀
９
ま
命冴
ヨ
）
を
う
ち
た
て
、

さ
ら
に
そ
れ

一
〇
〓

ロ



を
船
ま
え
た
上
で

「
創
作
時
代
」
曾

ｉ
Ｂ
ｏ
亀

ギ
馬

の
喬
い、”ふ

０命付“イ
Ｆ
【）
を

集
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の

「
方
今
批
評
の
要
務
」
で
の
ア
ー
ノ
ル
ド
の
見
解
を
う
け
て
、

人
内
は

「方
今
思
想
界
の
要
務
」
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

方
今
我
思
想
界
の
要
務
は
批
評
に
相
具
な
か
る
べ
し
と
推
も
、

是
れ
中
ら

最
初
の
要
務
に
し
て
何
時
迄
も
批
計
さ
へ
為
さ
ば
足
れ
り
と
認
ふ
に
あ
ら

ず
。

キ
し
批
許
は
専
ら
分
析
的
に
し
て
又
多
く
は
彼
壊
的
な
れ
ば
、

若
し

共
分
析
に
次
ぐ
に
合
成
を
以
て
せ
ず
、

共
破
理
に
次
ぐ
に
建
設
を
以
て
せ

ざ
れ
ば
、

共
批
評
は
寧
ろ
有
害
な
る
も
決
し
て
益
な
る
こ
と
な
け
ん
。
さ

れ
ば
我
回
今
日
の
混
沌
た
る
思
想
を
判
別
批
評
す
る
は
早
光
す
る
に
之

。ヤこ

敵的。ぎ味郵卿的廟却期設。の鵬弾黎陣帥ф体出鵜理詢和競卿中．に批

そ
れ
ゆ
え
、

『
良
心
起
原
論
』
に
お
い
て
も
、

理
性
の
ム
に
基
づ
い
て

「
批

評
主
義
」
を
押
し
進
め
て
論
を
成
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

経
験
哲
学
に
基
づ
い

た

「
批
評
部
」
の
後
に
は
、

そ
れ
ら
の
批
評
を
全
て
来
り
越
え
た

「
定
設
部
」

が
世
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「建
設
部
」
に

「絶
対
神
」
を

は
い
た
場
合
、

そ
の
結
論
は
徹
底
的
な
批
評
の
末
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
は
い
え

な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
ぁ
ろ
う
。

経
験
に
基
づ
く

「
批
評
」
か
ら
は
、

万
人
が

納
得
し
う
る
よ
う
な

「神
の
存
在
証
明
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
導
き
だ
せ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

出
崎
は

「
目
的
論
的
進
化
論
」
の
主
張
が
そ
の
ま
ま

「神
の
存
在
証
明
」
に

な
り
う
る
と
考
え
た
。
し
か
し

「
目
的
が
あ
る
か
ら
神
が
存
在
し
、

そ
の
神

が
目
的
を
設
定
す
る
」
と
い
う
論
法
は
、

究
極
的
に
は
円
環
論
法
に
陥

っ
て
し

ま
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
で

『
天
地
大
原
因
論
』
の
読
者
で
あ

っ
た

ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た

「有
神
目
的
論
的
進
化
論
」
に
そ
の
源
流
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
、　

ヘ
ー
ゲ
ル
や
グ
リ
ー
ン
受
容
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
そ
の
萌
芽

は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
批
評
主
義
」
を
唱
え
な
が
ら
、

「
ロ
マ
ン
主
義
的
な
側
両
」
を
つ
い
に
状

い
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

彼
出
身
の
な
か
に
あ

っ
て
理
性
で
は
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
深
く
根
を
張

っ
た

「信
仰
」
が
そ
こ
に
存
在
し

て
い
た
か
ら
で
あ

つ
た
。

そ
し
て
、

そ
の

「信
仰
」
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、

彼

は
井
上
哲
次
郎
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
観
念
論
の
儒
教
的
読
み
込
み
か
ら
も
逃
れ
ら

れ
た
の
で
あ
り
、

ま
た
、

井
上
に
は
想
像
も
つ
か
ぬ
よ
う
な
苦
闘
を
経
験
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
西
の
存
在
が
、

近
代
思
想
史
に
あ

っ
て
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
れ
ば
、

そ
れ
は
ま
さ
に

「
批
評
主
義
」
と

「進
化
論
的
理
想
説
」
を
統

一
し

よ
う
と
し
な
が
ら
な
お
統

一
し
き
れ
な
か
っ
た
、

彼
の
悪
戦
苦
闘
そ
の
も
の
に

あ
る
の
で
あ
る
。

↓証

（
１
）

大
西
祝
の
伝
記
研
究
と
し
て
は
、

従
来

『大
西
全
集
』
第
七
巻
所
収

の

「
文
学
博
士
大
西
祝
先
生
略
伝
」
（綱
島
梁
川
筆
、

以
下

「
略
伝
し

が
基
本
的
資
料
と
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、

さ
ら
に

『
岡
山
市
史
』
第
二
巻

（昭
和
十
二
年
三
月
）

『
岡
山
県
史
』
第
十
巻

（昭
和
六
十

一
年
六
月
）
松
村
見
二
氏

「
操
山
大
西
祝
博
士
の
生
産
」

（
『
岡
山
泰
秋
』
第
二
十
七
号
、

昭
和
二
十
九
年
四
月
）
同
氏

「
基
骨

教
の
岡
山
伝
来
」
令
岡
山
春
秋
』
第
三
十
七
号
、

昭
和
三
十
年
七
月
）

及
び
笠
原
芳
光
氏

「
国
公
日雑
誌
』
に
お
け
る
大
西
祝
」
（同
志
社
大
学

一
〇
凹

植
村
は
、

そ
の
欠
点
を
補
う
た
め
に

『
真
理

一
斑
』
の
中
で

「良
心
」
の
存
在

を

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
。
し
か
し
、

そ
こ
で
の

「良
心
」
は

「神
の
存

在
証
明
」
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
み
で
、

植
村
自
身
の

「
良
心
論
」
は

な
さ
れ
て
は
い
な
い
。

電
倫
理
新
説
』
慢
評
」
で

「倫
理
の
研
究
の
た
め
に
は

良
心
の
研
究
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
値
村
は
、

そ
れ
を

『
真
理

一

舛
』
の
中
で
十
分
に
な
し
と
げ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

大
西
は
そ
こ
に

不
満
を
党
え
、

カ
ン
ト
と
ア
ー
ノ
ル
ド
か
ら
受
容
し
た

「
批
評
主
義
」
的
方
法

を
以
て
従
来
の
良
心
論
を
批
評
し
、

か
つ
新
た
な
史
心
論
を
打
ち
立
て
よ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
成
さ
れ
た

『
投
心
起
原
論
』
の

「
控
設
部
」
で
は
、

「
理
想
」
は

「
良
心
」
を
通
し
て
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
さ
れ
る
。

そ
の
限
り
に

お
い
て
大
西
は

『
倫
理
新
説
』
の
中
で

「
理
想
の
進
化
」
を
何
の
根
拠
も
な
く

主
張
し
た
井
上
哲
次
郎
の
無
媒
介
性
か
ら
は
脱
却
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら

ず
大
西
の

「
進
化
論
的
理
想
説
」
も
、

や
は
り
経
験
か
ら
は
導
き
だ
し
え
な
い

「
法
界
の
真
実
体
」
の
上
に
築
か
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

大
西
の

「
批
評
主
義
」
的
立
場
が
、
日
本
近
代
思
想
史
上
際
立
っ
て
明
町
な

立
場
と
し
て
し
ば
し
ば
高
い
評
価
を
受
け
る
の
に
対
し
て
、

彼
が

一
方
で
唱
え

た

「進
化
論
的
理
想
乱
」
は
、　

ヘ
ー
グ
ル
哲
学
や
グ
リ
ー
ン
の

「自
己
実
現

説
」
の
受
け
売
り
と
し
て

一
括
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、

今
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「道
化
論

的
理
想
説
」
は
、

明
治
十
年
代
の

「
進
化
諭
」
に
よ
る
反
キ
リ
ス
ト
教
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
白
ら
の
信
仰
を
守
ろ
う
と
し
た
キ
リ
ス
ト
者
た

人
文
科
学
研
究
所
編

『
「
六
合
雑
誌
」
の
研
究
』
所
収
、

昭
和
二
十
九

年
五
月
》
を
参
考
に
し
た
。

（
２
）
　

「進
化
論
的
理
想
説
」
と
に
、

弟
子
の
綱
島
梁
川
が
、

大
西
の

「倫

理
の
見
解
」
に
つ
い
て
述
べ
た
と
き
の
用
語
で
あ
る
。

令
大
西
操
山
先

生
を
追
懐
す
」

『
教
育
学
術
界
』
明
治
三
十
四
年
四
月
）。

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
、

五
八
〇
頁
。

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
の

「木
集
の
編
集
に
就
き
て
」
に
は
、

初
稿

が
明
治
二
十
三
年
頃
書
か
れ
、

後
に

「建
設
部
」
を
中
心
に
改
訂
が
加

え
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
、　

〓
三
二
頁
。

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
、　

〓
二
八
頁
。

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
、　

一
五
三
貢
。

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
、　

一
五
九
頁
。

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
、　

一
五
三
買
。

坪
内
は

「
故
大
西
祝
氏
の
追
峡
」
合
早
稲
田
文
学
』
明
治
四
十
三
年

十
月
》
で
そ
の
こ
と
に
触
れ
、

ま
た

『述
将
選
集
』
第
十
二
巻

「
大
西

祝
」
で
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
１１
）
　

『
明
治
文
化
史
』
第
四
巻
　
思
想

・
言
論
篇

（昭
和
三
十
年
》
、

二

五
二
買
。

（
‐２
）
　

「大
西
祝
∧
市
民
的
哲
学
の
起
点
∨
」

『
日
本
の
思
想
家
２
』

（朝

ロ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
、

昭
和
三
十
八
年
）
所
収
。

（
い
）
　

「大
西
祝
論
」

『
文
化
史
学
』
第
二
十
六
号

（文
化
史
学
会
発
行
、

昭
和
五
十
五
年
十

一
月
）
所
収
。

（
‐４
》
　

「
日
本
近
代
倫
理
学
の
形
成
ｌ
　
ｌ
大
西
祝
と
そ
の
思
想

（承
前
）

一
〇
五
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―
」

『秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
二
十
二
号

（昭
和
四
十
七

年
二
月
）
所
収
。

（
‐５
）
　

「良
心
論
の
独
自
性
∧
大
西
祝
∨
」

『
近
代
日
本
と
早
稲
田
の
思
想

群
像
―
』

（平
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
、

昭
和
五
十
六
年
十

一

月
》
所
収
。

（
・６
）

『
明
治
文
化
全
集
』
第
二
十
二
巻
　
思
想
篇

（明
治
文
化
研
究
会

編
、

昭
和
四
年
六
月
）
。

（
‐７
）

『
井
上
哲
次
郎
白
伝
』

含
占
山
″
、

昭
和
四
十
八
年
十
二
月
）
六

頁
。

（
・８
）
　
「
大
西
祝
と
媒
介
の
問
題
」

『増
補
版
　
明
治
思
想
史
』

（べ
り
か

ん
社
、

昭
和
六
十
年
十

一
月
）。

（
‐９
）

明
治
二
十
三
年
五
月
に
留
学
か
ら
戻

っ
た
中
出
力
造
が
、

市
大
で
倫

理
学
の
読
義
を
開
始
し
た
の
は
同
年
九
月
か
ら
で
あ
る
。

明
治
二
十
四

年
十

一
月
の

『
早
稲
田
文
学
』
第
〓
号
に
中
島
が
グ
リ
ー
ン
に
基
づ
い

て
講
義
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
十
五
年
十

一

月
に
中
島
が

「哲
学
会
」
で

「英
国
新
カ
ン
ト
学
派
に
就
い
て
」
と
い

う
講
演
を
行
っ
て
か
ら
、
グ
リ
ー
ン
の
思
想
は

一
種

の
流
行
と
な
っ

た
。
し
か
し
、

大
山
が

『
哲
学
会
雑
誌
』
編
集
委
貞
で
あ
っ
た
明
治
エ

十

一
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で
の
同
誌
に
は
グ
リ
ー
ン
の
思
想
の
紹
介
は

な
く
、

大
西
が
早
く
か
ら
グ
リ
ー
ン
に
と
出
し
て
い
た
と
は
思
え
な

い
。

（
２０
）
　

「大
西
君
を
追
棋
す
」

『
丁
山
倫
理
会
講
演
集
』
第
六

（明
治
三
十

四
年
三
月
）。

（
２‐
）
　
『
岡
山
市
史
』
第
二
巻
　
一
一五
七
七
頁
。

木
思
想
史
研
究
』
第
九
号

（東
北
大
学
日
本
思
想
史
学
研
究
室
、

昭
和

五
十
二
年
）
の
見
解
に
よ
る
。

（
３３
）
　

『
天
地
大
原
因
論
』

（福
音
社
、

明
治
十
四
年
十
月
初
仮
、

明
治
二

十

一
年
七
月
再
版
）
二
七
―
八
頁
。

（
３４
）
　
『
天
地
大
原
因
論
』
六
八
頁
。

（
３５
）
　

『
七

一
雑
報
』
明
治
十

一
年
七
Л
十
九
日
号
。

（
３６
）
　

調
倫
理
新
説
』
慢
評
」
『
植
村
正
久
と
共
の
時
代
』
第
五
巻
、　

一
七

七
貢
。

（
３７
）
　

『植
村
全
集
』
第
六
巻
、

七
六
頁
。

（
３８
》
　

『
植
村
全
集
』
第
六
を
、

八
〇
頁
。

（
３９
）

『
植
村
全
集
』
第
六
巻
、

八
四
頁
。

（
４０
）

『
創
設
期
の
同
志
社
―
卒
業
生
た
ち
の
回
想
録
―
』

（同
志
社
社
史

資
料
室
、

昭
和
六
十

一
年
十
二
月
）

一
九
頁
。

（
４．
）
　

再
真
理

一
斑
比

『植
村
正
久
と
共
の
時
代
』
第
五
巻
、　

一
九
三
頁
。

（
４２
）
　

『池
袋
清
風
日
記
』
下
巻

（同
志
社
社
史
資
料
室
、

昭
和
六
十
年
十

二
月
》
二

一
八
買
。

（
４３
）
　

『
大
西
全
集
』
第
五
巻
、　

一
四
八
頁
。

（
４４
）
　

『徳
宮
蘇
峰
関
係
文
書
』

（山
川
出
版
社
、

昭
和
五
十
七
年
十
月
）

六
〇
頁
。

（
４５
）

『徳
宮
蘇
峰
関
係
文
書
』
六
八
貞
。

（
４６
）
　

「現
代
に
お
け
る
批
評
の
任
務
」

（青
木
雄
造
訳
）

『
世
界
大
思
想

．　
全
集
』
哲
学

・
文
去
思
想
篇
二
四

（河
出
書
房
新
社
、

昭
和
三
十
五
年

二
月
）
の
要
約
。

な
お
、

大
西
の

「
批
評
論
」
と
、

ア
ー
ノ
ル
ド
の
論

文
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
、

佐
藤
善
也
氏
が

「大
西
祝
の
批
評
観
と
そ

一
〇
六

（
２２
）
　

『
岡
出
県
史
』
第
十
巻
　
一二
〇
八
頁
。

（
２３
）

渡
辺
正
雄
氏

「
明
治
初
期
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」

『講
座
　
比
較
文

学
５
　
西
洋
の
衝
掌
と
日
本
』
（東
大
出
版
会
、

昭
和
四
十
八
年
十
月
）

所
収
、

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
２４
）

以
下
ギ

ュ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

渡
辺
正
雄
氏

「
Ｊ
・
Ｔ
・

ギ

ェ
リ
ッ
ク
ー
明
治
期
の
米
人
生
教
師

・
進
化
論
生
物
学
孝
―
」

『科

学
史
研
究
』
第
七
十
七

（岩
波
書
店
、

昭
和
四
十

一
年

一
―
二
月
）
及

び
、　

卜
０
身
のｏｐ
Ｏ
●
申斥
汗
　ヽ
ＡＤ

く
０
●
市ざ
ユ
リ付
Ｄ只
】
７
【研
４
ｏ，
Ｄ
【】
」Ｏ
Ｈ
Ｚ

弓
Ｈ
ｏ
呂

＞
∽

Ｏ
Ｃ
Ｐ
あ

【
こ

６

Ｈ
呂

＞
ｏ
ｐ

　

】
ｏ
ω
Ｎ

『
ギ

ュ
リ

ッ

ク
伝

』

と

略
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
２５

）

（
２６

）

（
２７

）

（
２８

）

（
２９

）

以
下
フ
ォ
ー
ル
ズ
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

佐
波
工
締

『植
村
正
久
と

共
の
時
代
』
第
五
巻
　
一二
葛
進
化
論
』
と

『変
遷
論
ヒ
　
（
一
五
二
？

大
二
頁
）

「
フ
ォ
ー
ル
ズ
博
士
」
の
項
に
依
拠
し
て
い
る
。

『
七

一
雑
報
』
明
治
十
二
年
九
月
十
二
日
号

（立
教
大
学
蔵
）
。

『
ギ

ュ
リ
ッ
ク
伝
』
三
九
二
頁
の
ま
と
め
。

『
ギ

ュ
リ
ッ
ク
伝
』
三
九
二
頁
。

『
池
袋
清
風
日
記
』
上
巻

（同
志
社
社
史
資
料
室
、

昭
和
六
十
年
二

月
）
二
〇
四
、

二
四
五
頁
。

（
３０
）
　

「
日
本
帝
国
の
教
化
」

『
小
崎
全
集
』
第
二
巻

（幹
樫
社
内
小
崎
全

集
刊
行
会
、

昭
和
十
三
年
十
月
）
五
七
〇
頁
。

（
３‐
）
　

『
元
良
博
士
と
現
代
の
心
理
学
』

（弘
道
館
、

大
正
二
年
）

一
二
六

頁
。

（
３２
）

田
代
和
久
氏

「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
―
山
崎

為
徳

『
天
地
大
原
因
論
』
か
ら
植
村
正
久

『
真
理

一
班
』
へ
―
」

『
日

の
源
泉

（下
）
―

「批
評
論
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
立
教
大
学
研
究
乱

告
∧
人
文
科
学
Ｖ
』
第
二
十
八
号

（昭
和
五
十
四
年
二
月
）
に
お
い
て

す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
４７
）
　

「方
今
思
想
界
の
要
務
」

『大
内
全
集
』
第
六
巻
、

二
二
頁
。

（
４８
）

こ
こ
で
い
う

「信
仰
」
は
、
も
と
ょ
リ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
限
ら

な
い
。

「
法
界
の
真
実
体
」
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。

引
用
文
は
、

新
字
休
の
あ
る
洪
字
は
す
べ
て
そ
れ
に
改
め
、

通
任
句
読
点

を
付
し
た
。

（付
記
）
　

本
稿
の
骨
子
は
、
日
本
思
想
史
学
会
昭
和
六
十
二
年
度
大
会
で

発
表
し
た
も
の
で
す
。

（束
北
大
学
大
学
院
院
生
）

一
〇
七

■
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