
52

－ 13 －－ 13 －

鶴見俊輔の現代社会への視点について

鶴
見
俊
輔
の
現
代
社
会
へ
の
視
点
に
つ
い
て
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　一

　
現
代
社
会
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
と
一
体
の
関
係
に
あ
る
近
代
国
民
国

家
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
哲
学
者
、
鶴
見
俊
輔
は
国
民
国
家
の
問
題
に

つ
い
て
様
々
な
機
会
に
継
続
し
て
論
じ
、
そ
れ
が
近
代
以
前
の
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

お
け
る
結
び
つ
き
を
破
壊
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
よ
う
な
特
徴
の
な
い
国
民
を
形
成
し
て
き

た
と
指
摘
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
離
脱
し
て
い
く
道
は
、
国
民
と
し
て
組
織
さ
れ
て

い
く
前
の
、
そ
の
土
地
そ
の
土
地
で
の
自
治
、
習
慣
の
生
活
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
と
社
会

と
を
作
っ
て
い
く
道
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
小
論
は
、
こ
の
方
向
性
を
最
近
の
鶴
見
の

主
張
に
沿
っ
て
検
討
し
、
そ
の
際
に
、
特
に
鶴
見
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
二
〇
〇
一

年
の
九
・
一
一
テ
ロ
に
関
連
し
て
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
も
、
日
本
社
会
と
同
様
の
経

過
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
。

　

　
　二

　
最
初
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
つ
い
て
の
鶴
見
の
論
を
見
よ
う
。
鶴
見
は
、

二
〇
〇
一
・
九
・
一
一
テ
ロ
の
後
、
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ミ
レ
ニ
ア

ム
（
千
年
紀
）
と
い
う
物
差
し
で
考
え
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
た
が
、
そ

の
視
点
は
、
次
の
言
葉
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

　「（
前
略
）
少
し
昔
の
こ
と
か
ら
話
し
ま
す
。
一
九
四
〇
年
の
夏
、
私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
通
り
の
向
こ
う
にT

IM
ES

の
電
光
ニ
ュ
ー
ス
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
て
い
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
ナ
チ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
侵
攻
を
始
め
た

ニ
ュ
ー
ス
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
隣
に
立
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
が
、『
ナ
チ
ス

が
何
を
や
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
大
丈
夫
だ
。
世
界
中
の
重
要
な
発
明
・
発
見
は
す
べ
て
ア

メ
リ
カ
人
が
成
し
遂
げ
た
も
の
だ
か
ら
』
と
言
っ
た
。
私
が
何
も
言
わ
ず
に
い
る
と
、
別
の

ア
メ
リ
カ
人
が
『
い
や
、一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
』
と
反
論
し
た
。

す
る
と
当
の
男
が
『
い
や
、
そ
れ
で
も
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
あ
る
だ
ろ
う
』
と
訂
正
し
ま
し

た
」
①
。

　「
そ
れ
を
聞
い
て
私
は
、
ア
メ
リ
カ
も
こ
こ
ま
で
来
た
ん
だ
な
あ
、
と
思
い
ま
し
た
。
こ

の
会
話
は
ず
っ
と
忘
れ
ら
れ
な
い
。『
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
』
と
思
い
込
む
く
ら
い
の
と
こ

ろ
ま
で
ア
メ
リ
カ
は
来
て
し
ま
っ
た
あ
の
一
九
四
〇
年
の
時
間
か
ら
今
回
の
九
・
一
一
と
そ
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の
後
の
ブ
ッ
シ
ュ
の
発
言
ま
で
真
っ
直
ぐ
繋
が
っ
て
い
る
と
思
え
ま
す
。
テ
ロ
国
家
を
全
部

や
っ
つ
け
て
や
る
と
い
う
十
字
軍
み
た
い
な
発
想
ま
で
。
あ
れ
か
ら
六
十
年
間
の
道
を
ア
メ

リ
カ
は
真
っ
直
ぐ
に
歩
ん
で
き
た
」（
グ
‐
五
五
～
五
六
）。

　
こ
こ
で
の
鶴
見
の
論
理
は
こ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
建
国
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異

な
る
独
自
の
伝
統
を
築
き
上
げ
て
き
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
風
土
に
根
を
張
っ
た
伝
統
で

あ
り
、
い
わ
ば
土
着
の
思
想
と
で
も
名
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
伝
統
が

今
ま
で
と
は
違
う
方
向
に
向
か
っ
て
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
在
か
ら
考
え
れ
ば
、
と
鶴
見
は
続
け
る
。

　「
中
間
点
が
一
つ
あ
る
。
一
九
四
六
年
に
キ
ー
ナ
ン
が
立
っ
て
『
こ
れ
は
文
明
と
文
明
で

な
い
も
の
と
の
戦
い
だ
』
と
言
っ
た
。『
文
明
』
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
『
非
文
明
』
で
あ
る

日
本
と
い
う
構
図
で
、
日
本
の
戦
争
行
為
を
検
事
と
し
て
論
告
し
て
断
罪
し
た
。
こ
れ
が
中

間
点
だ
。
／
そ
れ
で
今
度
の
ブ
ッ
シ
ュ
の
十
字
軍
発
言
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
こ
の
六
十
年
ア

メ
リ
カ
は
粛
々
と
歩
ん
で
き
た
ん
だ
な
と
つ
く
づ
く
感
じ
る
」（
グ
‐
五
六
）。

　
そ
の
後
の
現
代
ア
メ
リ
カ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
い
う
単
位
を
持
ち
出

し
て
き
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　「
三
つ
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
な
か
に
、
ア
メ
リ
カ
人
は
自
分
た
ち
の
国
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
ね
。
ロ
ー
マ
帝
国
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
ア
メ
リ
カ

ン
・
エ
ン
パ
イ
ア
が
出
て
き
た
」（
グ
‐
五
七
）。

　
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
は
、
自
分
た
ち
の
伝
統
を
捨
て
て
、
国
民
国
家
の
論
理
に
方
向
転
換
を

し
た
、
そ
し
て
そ
の
道
を
「
粛
々
と
歩
ん
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
結

果
が
、
九
・
一
一
で
あ
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
。

　「
六
〇
年
前
、
ア
メ
リ
カ
は
理
想
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
は
、
持
っ
て
い
る
物
を
失

う
ま
い
と
し
て
、
反
動
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
自
分
が
民
主
主
義
を

押
し
進
め
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
」（
グ
‐
一
六
）。

　
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
変
化
に
気
づ
か
せ
、
そ
れ
の
本
来
の
姿
を
再
度
自
覚
さ
せ
て
い
く
必
要

が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
地
域
に
根
づ
い
た
社
会
の
復
権
を
、
鶴
見
は
主
張
す
る
。

　
　三

　
そ
し
て
こ
の
ア
メ
リ
カ
本
来
の
姿
を
検
討
す
る
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
ア
メ

リ
カ
で
発
生
し
た
思
想
で
あ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
出
て
き
た
背
景
で
あ
り
、
こ
の
思

想
初
期
の
姿
勢
で
あ
る
。
鶴
見
は
、
こ
こ
で
の
重
要
な
事
柄
と
し
て
「
メ
イ
ト
リ
ッ
ク
ス

（m
atrix

）」
と
い
う
概
念
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
初
期
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
形
成
し
た

メ
ン
バ
ー
た
ち
が
議
論
し
た
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
鶴
見
は
こ
う
述
べ

る
。

　「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
っ
て
い
う
の
は
、
妙
な
こ
と
だ
け
ど
、
言
語
か
ら
出
発
し
な
い
ん

で
す
よ
。
自
然
と
か
家
畜
と
か
、
そ
れ
の
や
り
と
り
で
あ
る
、
自
分
自
身
の
し
ぐ
さ
、
行
動

が
は
じ
め
に
あ
る
ん
で
す
。
言
語
か
ら
、
決
し
て
出
発
し
な
い
ん
で
す
」
②
。

　「
メ
イ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
い
う
の
は
、
母
体
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
母
体
と
か
基
盤
。

で
す
か
ら
、
考
え
始
め
る
時
に
、
そ
の
も
と
に
、
な
ん
だ
か
未
分
類
なunclassifiable	

m
atter

（
分
類
で
き
な
い
こ
と
）
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
分
類
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ん
で
す
か
ら
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
出
発
し
な
い
ん
で
す
。こ
れ
は
何
か
あ
る
。だ
か
ら
、デ
ュ
ー
イ
で
い
え
ば
、

メ
イ
ト
リ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
だ
っ
た
ら
、
ピ
ュ
ア
・
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
、
意
識
と
も

の
と
未
分
の
世
界
。（
中
略
）
だ
か
ら
、い
ま
の
、そ
の
メ
イ
ト
リ
ッ
ク
ス
が
重
大
な
ん
で
す
。

母
体
と
い
う
か
、
ま
だ
分
類
も
で
き
な
い
と
い
う
元
」（
未
‐
二
六
六
）。

　「
メ
イ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
と
は
概
念
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
分
類
の
で
き
な

い
状
態
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
独
特
の
風
土
に
あ
っ

た
文
化
、
習
慣
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
核
で
あ
り
、
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
重
要

な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
在
の
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
自
ら
を
帝
国
と

し
て
意
識
し
、「
民
主
主
義
」
を
世
界
に
向
か
っ
て
推
し
進
め
て
い
る
。

　
鶴
見
は
、
こ
れ
を
原
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、「
土
法
」
と
し
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と

名
づ
け
、
こ
こ
に
戻
る
べ
き
ア
メ
リ
カ
の
原
点
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

　「
さ
ら
に
そ
の
も
と
に
は
、ア
メ
リ
カ
の
土
法
が
あ
る
。
つ
ま
り
、弾
圧
さ
れ
て
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
ク
エ
ー
カ
ー
が
逃
げ
て
く
る
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ユ
グ
ノ
ー
と
か
が
逃
げ
て
く
る
。
そ

の
連
中
は
、
そ
ん
な
に
金
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、
あ
と
か
ら
や
っ
て
く
る
移
民
み
た
い

に
、
酒
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
飲
ま
せ
て
、
酔
っ
ぱ
ら
わ
せ
て
、
土
地
を
奪
う
っ
て
い
う
悪
知

恵
の
あ
る
人
物
た
ち
と
も
違
う
。
だ
か
ら
、
自
分
で
木
を
伐
っ
て
家
を
つ
く
る
。
一
種
の
万

能
人
な
ん
だ
。
そ
し
て
、
女
が
尊
重
さ
れ
る
。
女
は
少
数
だ
か
ら
ね
。
家
計
を
守
る
女
を
み

つ
け
て
、自
分
の
妻
と
す
る
の
は
、大
変
な
こ
と
な
ん
だ
。そ
れ
は
、土
法
の
一
部
に
な
る
」③
。

　
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
原
風
景
で
あ
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
は
こ
の
伝
統
が
脈
々
と
波

打
っ
て
い
る
。
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　「『
形
而
上
学
ク
ラ
ブ
』（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
最
初
に
思
想
と
し
て
確
立
し
た
、
パ
ー

ス
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ら
が
参
加
し
た
グ
ル
ー
プ
─
─
引
用
者
）
が
始
ま
っ
た
の
が
一
八
七
二
年

と
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
移
住
の
と
き
か
ら
ず
い
ぶ
ん
経
っ
て
い
る
。
最
初
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ス
ト
か
ら
言
え
ば
、
二
〇
〇
年
経
っ
て
る
ね
。
土
法
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
さ
ら
に
近
い
と
こ

ろ
に
い
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
ソ
ロ
ー
だ
。
ソ
ロ
ー
は
む
し
ろ
追
体
験
と
し
て
そ
こ
へ

行
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
場
合
は
、
も
と
も
と
金
が
な
い
し
、
学
校
に
も
ほ
と
ん
ど

行
っ
た
こ
と
が
な
い
し
、
印
刷
屋
の
徒
弟
を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
原
形
な
ん
だ
よ
。
そ
う
い

う
風
に
み
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
ね
」（
た
‐
一
九
八
～
一
九
九
）。

　
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
す
る
。

　「
連
邦
憲
法
を
つ
く
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
革
命
委
員
会
の
座
長
な
ん
だ
よ
。
学
生

が
や
っ
て
い
る
よ
う
な
、
革
命
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
な
ん
て
い
う
の
と
ぜ
ん

ぜ
ん
違
う
。
数
人
で
革
命
法
委
員
会
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
て
、
そ
の
座
長
だ
っ
た
ん
だ
。

八
〇
歳
を
過
ぎ
て
い
て
、
よ
く
居
眠
り
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
の
始
ま
り

は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
も
し
ろ
み
が
あ
る
ん
だ
」（
た
‐
一
九
九
）。

　
以
上
の
よ
う
な
原
点
が
忘
れ
去
ら
れ
て
、
い
ま
や
全
世
界
に
「
正
義
」
を
振
り
回
し
押
し

付
け
よ
う
と
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
鶴
見
は
根
源
的
な
批
判
を
行
う
。

　
　四

　
そ
し
て
こ
の
ア
メ
リ
カ
と
同
類
で
あ
り
、
も
っ
と
極
端
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
が
日
本
の

近
代
国
家
で
あ
る
と
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
分
岐
点
を
一
九
四
〇
年
代
に
見

た
鶴
見
は
、
日
本
の
場
合
そ
の
分
岐
点
を
一
九
〇
五
年
に
置
く
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し

て
い
る
の
が
、
次
の
言
葉
で
あ
る
。

　「
日
本
も
、
明
治
国
家
を
つ
く
る
の
は
一
八
六
八
年
で
、
一
九
〇
五
年
が
日
露
戦
争
の
終

わ
り
で
す
。
十
九
世
紀
に
明
治
国
家
が
始
ま
っ
た
と
き
は
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い
幸
福
を
も

た
ら
し
た
し
、
よ
か
っ
た
ん
で
す
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
ほ
か
の
国
々
と
同
様

に
、
国
民
国
家
と
い
う
単
位
そ
の
も
の
に
綻
び
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
惨
害
を
も
た
ら
し
た
」

（
グ
‐
三
〇
～
三
一
）。

　「
そ
の
型
は
、
一
九
〇
五
年
に
決
ま
っ
た
ん
で
す
。
日
露
戦
争
の
終
わ
り
、
あ
そ
こ
で
型

を
決
め
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
た
。（
中
略
）
一
九
〇
五
年
か
ら
ほ
と
ん
ど
百
年
の
型
が
、

い
ま
も
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
敗
戦
の
一
九
四
五
年
で
解
体
作
業
が
終
わ
っ
た

と
誤
認
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
け
ど
、
実
は
し
て
な
い
ん
だ
。
ま
だ
続
い
て
い
る
ん
だ
」

（
未
‐
三
五
九
～
三
六
〇
）。

　
こ
の
こ
と
を
鶴
見
は
繰
り
返
し
述
べ
る
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
や
や
詳
し
く
説
明
し
て
い

る
部
分
が
、
近
著
『
か
く
れ
佛
教
』
④
に
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
〇
五
年
、
日
露
戦
争
講
和
の

場
面
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
様
子
は
、
こ
う
で
あ
る
。

　「
参
謀
本
部
次
長
の
児
玉
源
太
郎
は
始
め
る
前
か
ら
分
か
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
山
県
有

朋
の
洋
館
で
会
合
を
開
き
ま
す
が
、『
や
り
ま
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
自
分
が
こ
こ
で
「
や
め
」

と
言
っ
た
ら
、
必
ず
ど
ん
な
不
利
な
条
件
で
も
講
和
条
約
を
の
ん
で
く
だ
さ
い
』
と
言
っ
た

ん
で
す
ね
。
／
そ
の
頃
、
重
臣
に
は
力
が
あ
っ
た
。
伊
藤
博
文
も
い
る
し
、
山
県
有
朋
も
い

る
。
長
閥
の
首
相
の
桂
太
郎
も
い
る
。
そ
こ
で
、
み
ん
な
の
合
意
を
と
っ
た
。
つ
い
に
そ
の

と
き
が
来
た
ん
で
す
。
奉
天
会
戦
の
あ
と
、
児
玉
源
太
郎
は
隠
密
裏
に
抜
け
出
し
て
東
京
ま

で
来
て
、政
府
に
『
い
ま
が
そ
の
と
き
。
ど
ん
な
不
利
な
条
件
で
も
講
和
を
し
て
く
れ
』
と
」

（
か
‐
一
〇
六
）。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
敗
戦
続
き
の
ロ
シ
ア
は
、
日
露
開
戦
に
反
対
だ
っ
た
ウ
ィ
ッ
テ
伯
を
代

表
と
し
て
出
し
て
き
て
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
仲
介
に
立
っ
た
。
し
か
し
ロ
シ
ア
の
条
件
は
き

わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
外
相
で
あ
っ
た
小
村
寿
太
郎
の
対
応
は
周
知
の
ご
と
く
で

あ
る
。

　「
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
で
ウ
ィ
ッ
テ
は
難
題
を
出
し
た
。
本
当
に
わ
ず
か
な
割
譲
を
譲
歩
す

る
だ
け
の
条
件
を
出
し
て
き
て
、
外
務
大
臣
の
小
村
寿
太
郎
は
そ
れ
を
の
ん
だ
。
小
村
は
前

の
謀
議
の
結
論
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。『
万
歳
、
万
歳
』
で
送
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
自

分
が
帰
っ
て
く
る
と
き
は
国
民
は
自
分
に
背
を
向
け
て
い
る
と
知
っ
て
会
談
に
入
っ
た
。
／

あ
そ
こ
ま
で
考
え
る
と
、
幕
末
、
維
新
の
リ
ー
ダ
ー
は
ま
だ
生
き
て
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

合
議
が
成
立
し
た
」（
か
‐
一
〇
六
～
一
〇
七
）。

　
と
こ
ろ
が
国
民
は
、
こ
の
事
情
を
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
食
い
違

い
が
起
こ
る
、
と
鶴
見
は
指
摘
す
る
。

　「
国
民
の
世
論
は
一
九
〇
五
年
に
日
本
が
世
界
の
主
立
っ
た
国
の
一
つ
に
な
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
幻
想
な
ん
で
す
よ
。
講
和
の
条
件
が
気
に
入
ら
な
く
て
、
日
比
谷
焼
き
討

ち
な
ん
て
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
も
っ
と
戦
争
を
し
ろ
と
言
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
戦
争
を
続

け
た
ら
日
本
国
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
ロ
シ
ア
は
ゆ
っ
く
り
と
軍
隊
や
食
料
を

シ
ベ
リ
ア
を
通
っ
て
輸
送
し
て
く
る
ん
で
す
か
ら
」（
か
‐
一
〇
五
～
一
〇
六
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
幻
想
が
い
ま
だ
に
尾
を
引
い
て
続
い
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
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鶴見俊輔の現代社会への視点について

　「『
形
而
上
学
ク
ラ
ブ
』（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
最
初
に
思
想
と
し
て
確
立
し
た
、
パ
ー

ス
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ら
が
参
加
し
た
グ
ル
ー
プ
─
─
引
用
者
）
が
始
ま
っ
た
の
が
一
八
七
二
年

と
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
移
住
の
と
き
か
ら
ず
い
ぶ
ん
経
っ
て
い
る
。
最
初
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ス
ト
か
ら
言
え
ば
、
二
〇
〇
年
経
っ
て
る
ね
。
土
法
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
さ
ら
に
近
い
と
こ

ろ
に
い
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
ソ
ロ
ー
だ
。
ソ
ロ
ー
は
む
し
ろ
追
体
験
と
し
て
そ
こ
へ

行
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
場
合
は
、
も
と
も
と
金
が
な
い
し
、
学
校
に
も
ほ
と
ん
ど

行
っ
た
こ
と
が
な
い
し
、
印
刷
屋
の
徒
弟
を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
原
形
な
ん
だ
よ
。
そ
う
い

う
風
に
み
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
ね
」（
た
‐
一
九
八
～
一
九
九
）。

　
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
す
る
。

　「
連
邦
憲
法
を
つ
く
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
革
命
委
員
会
の
座
長
な
ん
だ
よ
。
学
生

が
や
っ
て
い
る
よ
う
な
、
革
命
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
な
ん
て
い
う
の
と
ぜ
ん

ぜ
ん
違
う
。
数
人
で
革
命
法
委
員
会
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
て
、
そ
の
座
長
だ
っ
た
ん
だ
。

八
〇
歳
を
過
ぎ
て
い
て
、
よ
く
居
眠
り
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
の
始
ま
り

は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
も
し
ろ
み
が
あ
る
ん
だ
」（
た
‐
一
九
九
）。

　
以
上
の
よ
う
な
原
点
が
忘
れ
去
ら
れ
て
、
い
ま
や
全
世
界
に
「
正
義
」
を
振
り
回
し
押
し

付
け
よ
う
と
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
鶴
見
は
根
源
的
な
批
判
を
行
う
。

　
　四

　
そ
し
て
こ
の
ア
メ
リ
カ
と
同
類
で
あ
り
、
も
っ
と
極
端
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
が
日
本
の

近
代
国
家
で
あ
る
と
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
分
岐
点
を
一
九
四
〇
年
代
に
見

た
鶴
見
は
、
日
本
の
場
合
そ
の
分
岐
点
を
一
九
〇
五
年
に
置
く
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し

て
い
る
の
が
、
次
の
言
葉
で
あ
る
。

　「
日
本
も
、
明
治
国
家
を
つ
く
る
の
は
一
八
六
八
年
で
、
一
九
〇
五
年
が
日
露
戦
争
の
終

わ
り
で
す
。
十
九
世
紀
に
明
治
国
家
が
始
ま
っ
た
と
き
は
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い
幸
福
を
も

た
ら
し
た
し
、
よ
か
っ
た
ん
で
す
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
ほ
か
の
国
々
と
同
様

に
、
国
民
国
家
と
い
う
単
位
そ
の
も
の
に
綻
び
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
惨
害
を
も
た
ら
し
た
」

（
グ
‐
三
〇
～
三
一
）。

　「
そ
の
型
は
、
一
九
〇
五
年
に
決
ま
っ
た
ん
で
す
。
日
露
戦
争
の
終
わ
り
、
あ
そ
こ
で
型

を
決
め
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
た
。（
中
略
）
一
九
〇
五
年
か
ら
ほ
と
ん
ど
百
年
の
型
が
、

い
ま
も
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
敗
戦
の
一
九
四
五
年
で
解
体
作
業
が
終
わ
っ
た

と
誤
認
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
け
ど
、
実
は
し
て
な
い
ん
だ
。
ま
だ
続
い
て
い
る
ん
だ
」

（
未
‐
三
五
九
～
三
六
〇
）。

　
こ
の
こ
と
を
鶴
見
は
繰
り
返
し
述
べ
る
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
や
や
詳
し
く
説
明
し
て
い

る
部
分
が
、
近
著
『
か
く
れ
佛
教
』
④
に
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
〇
五
年
、
日
露
戦
争
講
和
の

場
面
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
様
子
は
、
こ
う
で
あ
る
。

　「
参
謀
本
部
次
長
の
児
玉
源
太
郎
は
始
め
る
前
か
ら
分
か
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
山
県
有

朋
の
洋
館
で
会
合
を
開
き
ま
す
が
、『
や
り
ま
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
自
分
が
こ
こ
で
「
や
め
」

と
言
っ
た
ら
、
必
ず
ど
ん
な
不
利
な
条
件
で
も
講
和
条
約
を
の
ん
で
く
だ
さ
い
』
と
言
っ
た

ん
で
す
ね
。
／
そ
の
頃
、
重
臣
に
は
力
が
あ
っ
た
。
伊
藤
博
文
も
い
る
し
、
山
県
有
朋
も
い

る
。
長
閥
の
首
相
の
桂
太
郎
も
い
る
。
そ
こ
で
、
み
ん
な
の
合
意
を
と
っ
た
。
つ
い
に
そ
の

と
き
が
来
た
ん
で
す
。
奉
天
会
戦
の
あ
と
、
児
玉
源
太
郎
は
隠
密
裏
に
抜
け
出
し
て
東
京
ま

で
来
て
、政
府
に
『
い
ま
が
そ
の
と
き
。
ど
ん
な
不
利
な
条
件
で
も
講
和
を
し
て
く
れ
』
と
」

（
か
‐
一
〇
六
）。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
敗
戦
続
き
の
ロ
シ
ア
は
、
日
露
開
戦
に
反
対
だ
っ
た
ウ
ィ
ッ
テ
伯
を
代

表
と
し
て
出
し
て
き
て
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
仲
介
に
立
っ
た
。
し
か
し
ロ
シ
ア
の
条
件
は
き

わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
外
相
で
あ
っ
た
小
村
寿
太
郎
の
対
応
は
周
知
の
ご
と
く
で

あ
る
。

　「
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
で
ウ
ィ
ッ
テ
は
難
題
を
出
し
た
。
本
当
に
わ
ず
か
な
割
譲
を
譲
歩
す

る
だ
け
の
条
件
を
出
し
て
き
て
、
外
務
大
臣
の
小
村
寿
太
郎
は
そ
れ
を
の
ん
だ
。
小
村
は
前

の
謀
議
の
結
論
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。『
万
歳
、
万
歳
』
で
送
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
自

分
が
帰
っ
て
く
る
と
き
は
国
民
は
自
分
に
背
を
向
け
て
い
る
と
知
っ
て
会
談
に
入
っ
た
。
／

あ
そ
こ
ま
で
考
え
る
と
、
幕
末
、
維
新
の
リ
ー
ダ
ー
は
ま
だ
生
き
て
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

合
議
が
成
立
し
た
」（
か
‐
一
〇
六
～
一
〇
七
）。

　
と
こ
ろ
が
国
民
は
、
こ
の
事
情
を
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
食
い
違

い
が
起
こ
る
、
と
鶴
見
は
指
摘
す
る
。

　「
国
民
の
世
論
は
一
九
〇
五
年
に
日
本
が
世
界
の
主
立
っ
た
国
の
一
つ
に
な
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
幻
想
な
ん
で
す
よ
。
講
和
の
条
件
が
気
に
入
ら
な
く
て
、
日
比
谷
焼
き
討

ち
な
ん
て
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
も
っ
と
戦
争
を
し
ろ
と
言
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
戦
争
を
続

け
た
ら
日
本
国
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
ロ
シ
ア
は
ゆ
っ
く
り
と
軍
隊
や
食
料
を

シ
ベ
リ
ア
を
通
っ
て
輸
送
し
て
く
る
ん
で
す
か
ら
」（
か
‐
一
〇
五
～
一
〇
六
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
幻
想
が
い
ま
だ
に
尾
を
引
い
て
続
い
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
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　「
で
も
、
そ
の
国
民
を
沸
き
立
た
せ
た
幻
想
は
、
一
九
〇
五
年
か
ら
ず
っ
と
今
日
ま
で

一
〇
〇
年
を
超
え
て
続
い
て
い
る
。
日
本
国
民
は
ま
だ
そ
の
幻
想
の
う
ち
に
い
る
ん
で
す
」

（
か
‐
一
〇
七
）。

　
し
か
も
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
を
乗
り
こ
え
て
、
で
あ
る
。

　「
第
二
次
世
界
大
戦
で
Ｕ
Ｓ
Ａ
に
負
け
た
け
れ
ど
、
負
け
た
こ
と
は
ほ
ん
の
数
年
し
か
お

ぼ
え
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
負
け
た
途
端
に
は
分
か
っ
て
い
た
と
思
う
が
、
ア
ジ
ア
の
中
で

も
日
本
は
貧
乏
の
ほ
う
で
す
。（
後
略
）／
し
か
し
、自
分
た
ち
は
世
界
の
中
の
窮
乏
国
に
な
っ

た
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
現
実
の
把
握
は
、
わ
ず
か
数
年
し
か
続
か
な
い

ん
で
す
。
な
ぜ
か
。
朝
鮮
戦
争
が
起
こ
っ
た
か
ら
。
あ
そ
こ
で
『
漁
夫
の
利
』
を
得
て
、
ど

ん
ど
ん
日
本
は
伸
び
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
も
と
の
長
く
続
い
た
幻
想
へ
戻
っ

て
し
ま
っ
た
。
日
本
は
一
流
国
だ
と
思
っ
ち
ゃ
う
わ
け
」（
同
）。

　
こ
う
述
べ
る
こ
と
で
鶴
見
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
双
方
の
近
代
国
民
国
家
に
あ
る
共
通
項

を
あ
ぶ
り
だ
す
。
す
な
わ
ち
と
も
に
、近
代
国
家
以
前
の
土
着
の
思
想
文
化
の
基
盤
を
忘
れ
、

現
在
の
状
況
の
み
を
よ
し
と
す
る
立
場
を
固
守
し
て
い
く
姿
勢
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

　「
日
露
戦
争
ま
で
は
え
ら
い
ん
だ
よ
。
だ
け
ど
、
江
戸
時
代
の
力
が
脚
立
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
現
実
を
、
明
治
の
日
本
人
は
考
え
な
か
っ
た
ん
だ
。
外
国
人
に
は
『
明
治
以
前
は

野
蛮
な
も
ん
で
す
』
な
ん
て
言
う
ん
だ
よ
。
実
は
、
そ
こ
に
力
が
あ
っ
た
ん
だ
。
つ
ま
り

寺
子
屋
の
教
育
が
、
明
治
の
独
特
の
力
を
つ
く
っ
た
ん
だ
。
／
Ｕ
Ｓ
Ａ
も
お
な
じ
な
ん
だ

よ
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
、
ホ
ウ
ム
ズ
も
、
そ
う
い
う
文
化
と
地
続
き
で

上
が
っ
て
き
た
か
ら
、
大
変
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
そ
こ
に
生
じ
た
ん
だ
。（
後
略
）」

（
た
‐
一
三
六
）。

　「
そ
の
意
味
で
は
、
明
治
初
期
の
日
本
と
Ｕ
Ｓ
Ａ
は
イ
ソ
モ
ル
フ
（
同
型
）
な
ん
だ
。
日

米
の
交
歓
は
、
両
方
が
力
を
出
し
合
っ
て
、
非
常
に
実
り
が
あ
っ
た
。
内
村
鑑
三
が
来
て
も
、

新
渡
戸
稲
造
が
来
て
も
、
米
国
人
は
彼
ら
を
高
く
評
価
し
た
。
い
ま
の
ブ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ

ア
と
小
泉
三
代
目
が
話
を
す
る
、
安
倍
三
代
目
と
話
を
す
る
、
と
い
う
の
と
違
う
ん
だ
よ
。

教
育
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
実
質
の
問
題
な
ん
だ
」（
同
）。

　
こ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
で
鶴
見
は
、
現
在
の
日
本
社
会
の
あ
り
か
た
に
根
本
的
な
疑

義
を
提
出
す
る
。

　
　五

　
さ
て
鶴
見
は
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
こ
の
認
識
を
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
い
う
言
葉

で
表
わ
し
た
が
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
末
法
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
末
法
と
は
中
国
伝

来
の
思
想
で
、
釈
迦
入
滅
後
の
正
法
、
像
法
の
時
代
を
経
て
二
〇
〇
〇
年
後
の
一
万
年
は
、

釈
迦
の
教
え
の
み
が
残
り
、
悟
り
を
得
る
者
が
い
な
い
と
い
う
世
が
続
く
と
さ
れ
る
下
降
史

観
で
、
そ
の
第
一
年
目
は
、
歴
史
的
に
は
一
〇
五
二
年
と
さ
れ
て
い
る
。
鶴
見
は
、
こ
の
末

法
の
時
代
状
況
と
現
代
の
状
況
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
現
代
の
病
巣
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
鎌
倉
仏
教
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
法
然
の
思
想
に
触
れ
る
。

　
現
代
の
状
況
に
つ
い
て
こ
れ
が
末
法
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
う
述
べ
る
。

　「
実
は
日
本
は
現
在
、
経
済
統
計
だ
け
で
見
る
と
、
世
界
の
二
流
国
で
す
。
国
民
所
得
な

ど
か
ら
い
っ
て
も
、
一
八
番
か
ら
二
〇
番
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
ア

メ
リ
カ
に
く
っ
つ
い
て
い
け
ば
ま
た
一
流
国
に
な
れ
る
と
。
惨
憺
た
る
も
の
で
す
ね
。
東
大

出
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
大
臣
、
官
僚
集
団
が
、
国
民
の
支
持
を
受
け
て
い
る
。
目
を
開
い

て
み
れ
ば
、
実
は
い
ま
こ
そ
末
法
な
ん
で
す
。
で
も
、
目
を
開
い
て
い
る
や
つ
が
い
な
い
ん

だ
よ
」（
か
‐
一
〇
七
～
一
〇
八
）。

　
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
状
況
で
あ
る
と
す
る
。

　「
東
大
で
一
番
に
な
っ
て
も
し
よ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
い
ま
は
世
界
の
番
付
が
あ
る

か
ら
、
世
界
の
番
付
を
見
る
と
（
後
略
）。
東
大
は
も
っ
と
下
。
京
大
は
さ
ら
に
下
だ
。
そ

う
す
る
と
、
も
う
一
回
一
番
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
が
東
京
大
学
で
あ

り
、
京
都
大
学
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
大
学
が
そ
れ
に
並
ぼ
う
と
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
末

法
で
し
ょ
う
」（
か
‐
一
〇
八
）。

　
こ
の
状
況
は
、
ち
ょ
う
ど
法
然
が
出
て
き
た
状
況
と
同
じ
で
あ
る
。

　「
目
を
開
い
て
い
る
や
つ
は
い
る
の
か
。
叡
山
を
下
り
た
法
然
の
と
き
と
同
じ
状
態
じ
ゃ

な
い
か
、
と
私
は
思
う
ん
で
す
が
ね
」（
同
）。

　
法
然
の
思
想
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
鶴
見
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。

　「
法
然
の
思
想
は
、
五
条
の
橋
の
下
で
親
が
子
供
を
食
っ
て
い
る
と
い
う
空
腹
と
飢
餓
状

態
の
京
都
を
見
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
。
そ
の
も
と
を
い
え
ば
、
彼
の
父
親
は
、

彼
が
子
供
の
と
き
に
殺
さ
れ
、
父
親
は
『
仇
を
討
つ
な
』
と
言
っ
た
ん
で
す
。（
後
略
）
／

自
分
は
と
て
も
助
か
ら
な
い
が
、
決
し
て
敵
を
恨
む
な
。
も
し
お
前
が
復
讐
を
思
う
な
ら
、
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　「
で
も
、
そ
の
国
民
を
沸
き
立
た
せ
た
幻
想
は
、
一
九
〇
五
年
か
ら
ず
っ
と
今
日
ま
で

一
〇
〇
年
を
超
え
て
続
い
て
い
る
。
日
本
国
民
は
ま
だ
そ
の
幻
想
の
う
ち
に
い
る
ん
で
す
」

（
か
‐
一
〇
七
）。

　
し
か
も
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
を
乗
り
こ
え
て
、
で
あ
る
。

　「
第
二
次
世
界
大
戦
で
Ｕ
Ｓ
Ａ
に
負
け
た
け
れ
ど
、
負
け
た
こ
と
は
ほ
ん
の
数
年
し
か
お

ぼ
え
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
負
け
た
途
端
に
は
分
か
っ
て
い
た
と
思
う
が
、
ア
ジ
ア
の
中
で

も
日
本
は
貧
乏
の
ほ
う
で
す
。（
後
略
）／
し
か
し
、自
分
た
ち
は
世
界
の
中
の
窮
乏
国
に
な
っ

た
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
現
実
の
把
握
は
、
わ
ず
か
数
年
し
か
続
か
な
い

ん
で
す
。
な
ぜ
か
。
朝
鮮
戦
争
が
起
こ
っ
た
か
ら
。
あ
そ
こ
で
『
漁
夫
の
利
』
を
得
て
、
ど

ん
ど
ん
日
本
は
伸
び
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
も
と
の
長
く
続
い
た
幻
想
へ
戻
っ

て
し
ま
っ
た
。
日
本
は
一
流
国
だ
と
思
っ
ち
ゃ
う
わ
け
」（
同
）。

　
こ
う
述
べ
る
こ
と
で
鶴
見
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
双
方
の
近
代
国
民
国
家
に
あ
る
共
通
項

を
あ
ぶ
り
だ
す
。
す
な
わ
ち
と
も
に
、近
代
国
家
以
前
の
土
着
の
思
想
文
化
の
基
盤
を
忘
れ
、

現
在
の
状
況
の
み
を
よ
し
と
す
る
立
場
を
固
守
し
て
い
く
姿
勢
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

　「
日
露
戦
争
ま
で
は
え
ら
い
ん
だ
よ
。
だ
け
ど
、
江
戸
時
代
の
力
が
脚
立
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
現
実
を
、
明
治
の
日
本
人
は
考
え
な
か
っ
た
ん
だ
。
外
国
人
に
は
『
明
治
以
前
は

野
蛮
な
も
ん
で
す
』
な
ん
て
言
う
ん
だ
よ
。
実
は
、
そ
こ
に
力
が
あ
っ
た
ん
だ
。
つ
ま
り

寺
子
屋
の
教
育
が
、
明
治
の
独
特
の
力
を
つ
く
っ
た
ん
だ
。
／
Ｕ
Ｓ
Ａ
も
お
な
じ
な
ん
だ

よ
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
、
ホ
ウ
ム
ズ
も
、
そ
う
い
う
文
化
と
地
続
き
で

上
が
っ
て
き
た
か
ら
、
大
変
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
そ
こ
に
生
じ
た
ん
だ
。（
後
略
）」

（
た
‐
一
三
六
）。

　「
そ
の
意
味
で
は
、
明
治
初
期
の
日
本
と
Ｕ
Ｓ
Ａ
は
イ
ソ
モ
ル
フ
（
同
型
）
な
ん
だ
。
日

米
の
交
歓
は
、
両
方
が
力
を
出
し
合
っ
て
、
非
常
に
実
り
が
あ
っ
た
。
内
村
鑑
三
が
来
て
も
、

新
渡
戸
稲
造
が
来
て
も
、
米
国
人
は
彼
ら
を
高
く
評
価
し
た
。
い
ま
の
ブ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ

ア
と
小
泉
三
代
目
が
話
を
す
る
、
安
倍
三
代
目
と
話
を
す
る
、
と
い
う
の
と
違
う
ん
だ
よ
。

教
育
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
実
質
の
問
題
な
ん
だ
」（
同
）。

　
こ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
で
鶴
見
は
、
現
在
の
日
本
社
会
の
あ
り
か
た
に
根
本
的
な
疑

義
を
提
出
す
る
。

　
　五

　
さ
て
鶴
見
は
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
こ
の
認
識
を
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
い
う
言
葉

で
表
わ
し
た
が
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
末
法
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
末
法
と
は
中
国
伝

来
の
思
想
で
、
釈
迦
入
滅
後
の
正
法
、
像
法
の
時
代
を
経
て
二
〇
〇
〇
年
後
の
一
万
年
は
、

釈
迦
の
教
え
の
み
が
残
り
、
悟
り
を
得
る
者
が
い
な
い
と
い
う
世
が
続
く
と
さ
れ
る
下
降
史

観
で
、
そ
の
第
一
年
目
は
、
歴
史
的
に
は
一
〇
五
二
年
と
さ
れ
て
い
る
。
鶴
見
は
、
こ
の
末

法
の
時
代
状
況
と
現
代
の
状
況
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
現
代
の
病
巣
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
鎌
倉
仏
教
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
法
然
の
思
想
に
触
れ
る
。

　
現
代
の
状
況
に
つ
い
て
こ
れ
が
末
法
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
う
述
べ
る
。

　「
実
は
日
本
は
現
在
、
経
済
統
計
だ
け
で
見
る
と
、
世
界
の
二
流
国
で
す
。
国
民
所
得
な

ど
か
ら
い
っ
て
も
、
一
八
番
か
ら
二
〇
番
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
ア

メ
リ
カ
に
く
っ
つ
い
て
い
け
ば
ま
た
一
流
国
に
な
れ
る
と
。
惨
憺
た
る
も
の
で
す
ね
。
東
大

出
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
大
臣
、
官
僚
集
団
が
、
国
民
の
支
持
を
受
け
て
い
る
。
目
を
開
い

て
み
れ
ば
、
実
は
い
ま
こ
そ
末
法
な
ん
で
す
。
で
も
、
目
を
開
い
て
い
る
や
つ
が
い
な
い
ん

だ
よ
」（
か
‐
一
〇
七
～
一
〇
八
）。

　
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
状
況
で
あ
る
と
す
る
。

　「
東
大
で
一
番
に
な
っ
て
も
し
よ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
い
ま
は
世
界
の
番
付
が
あ
る

か
ら
、
世
界
の
番
付
を
見
る
と
（
後
略
）。
東
大
は
も
っ
と
下
。
京
大
は
さ
ら
に
下
だ
。
そ

う
す
る
と
、
も
う
一
回
一
番
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
が
東
京
大
学
で
あ

り
、
京
都
大
学
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
大
学
が
そ
れ
に
並
ぼ
う
と
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
末

法
で
し
ょ
う
」（
か
‐
一
〇
八
）。

　
こ
の
状
況
は
、
ち
ょ
う
ど
法
然
が
出
て
き
た
状
況
と
同
じ
で
あ
る
。

　「
目
を
開
い
て
い
る
や
つ
は
い
る
の
か
。
叡
山
を
下
り
た
法
然
の
と
き
と
同
じ
状
態
じ
ゃ

な
い
か
、
と
私
は
思
う
ん
で
す
が
ね
」（
同
）。

　
法
然
の
思
想
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
鶴
見
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。

　「
法
然
の
思
想
は
、
五
条
の
橋
の
下
で
親
が
子
供
を
食
っ
て
い
る
と
い
う
空
腹
と
飢
餓
状

態
の
京
都
を
見
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
。
そ
の
も
と
を
い
え
ば
、
彼
の
父
親
は
、

彼
が
子
供
の
と
き
に
殺
さ
れ
、
父
親
は
『
仇
を
討
つ
な
』
と
言
っ
た
ん
で
す
。（
後
略
）
／

自
分
は
と
て
も
助
か
ら
な
い
が
、
決
し
て
敵
を
恨
む
な
。
も
し
お
前
が
復
讐
を
思
う
な
ら
、

－ 17 －－ 17 －

鶴見俊輔の現代社会への視点について

争
い
は
い
つ
ま
で
も
絶
え
な
い
だ
ろ
う
。
仇
討
し
た
ら
連
鎖
の
中
に
入
る
か
ら
離
脱
す
る
道

は
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
を
信
じ
る
こ
と
だ
と
い
う
。
法
然
の
個
人
史
と
し
て
い
え
ば
、
そ
れ

が
彼
に
と
っ
て
は
末
法
の
始
ま
り
で
す
ね
。
末
法
と
い
う
の
は
一
万
年
も
続
く
の
だ
か
ら
こ

れ
か
ら
も
ず
っ
と
続
く
だ
ろ
う
、
す
ぐ
に
こ
れ
か
ら
抜
け
出
す
道
は
な
い
と
い
う
、
こ
の
認

識
が
す
ご
い
」（
か
‐
一
〇
二
）。

　
そ
し
て
さ
ら
に
、
一
九
七
二
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
救
助
さ
れ
た
ア
ン
デ
ス
山
中
の
飛
行
機

墜
落
事
故
と
救
出
ま
で
の
間
に
起
こ
っ
た
深
刻
な
食
糧
不
足
と
人
肉
食
に
い
た
る
遭
難
者
た

ち
の
議
論
を
例
を
出
し
、
末
法
の
時
代
の
出
来
事
と
し
て
語
る
。

　「
そ
う
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
人
間
の
歴
史
に
起
こ
る
と
思
う
ん
だ
。
ア
ン
デ
ス
な

ん
て
い
ま
か
ら
三
八
年
ぐ
ら
い
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
い
ま
も
起
こ
っ

て
い
る
。
見
る
目
が
な
い
か
ら
、
い
ま
起
こ
っ
て
い
る
と
思
わ
な
い
だ
け
で
す
。
私
は
い
ま

の
末
法
は
日
露
戦
争
に
勝
利
し
た
一
九
〇
五
年
に
始
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も

う
一
〇
〇
年
以
上
続
い
て
る
ん
だ
」（
か
‐
一
〇
五
）。

　
こ
の
鶴
見
の
視
点
は
、
近
代
国
家
批
判
の
根
本
に
関
わ
る
。
そ
こ
に
は
近
代
国
家
の
国
民

を
組
織
し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
し
て
い
く
方
向
性
を
末
法
の
時
代
と
見
据
え
て
、
こ
れ
と
決
別

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
認
識
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
法
然
の
場
合
に
は
末
法
の

世
に
対
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
称
号
を
唱
え
る
と
い
う
方
向
を
と
る
に
い
た
っ
た
。

　「
法
然
は
そ
れ
に
対
し
て
、
叡
山
の
中
で
読
ん
だ
万
巻
の
書
の
中
か
ら
、
一
つ
の
方
向
に

向
か
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
い
う
称
号
だ
け
を
唱
え
れ

ば
─
─
こ
れ
は
呂
律
が
回
ら
な
け
れ
ば
『
南
無
』
と
い
う
だ
け
で
も
い
い
─
─
そ
れ
で
救
わ

れ
る
。『
南
無
』
以
外
の
何
も
言
わ
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
ど
ん
な
に
悪
い
こ
と
を
し
て

も
い
い
。
悪
い
こ
と
を
し
た
人
間
が
、
そ
の
ま
ま
『
南
無
』
と
言
え
ば
そ
れ
で
救
わ
れ
る
」

（
か
‐
一
〇
八
）。

　「
自
分
の
死
ん
だ
子
供
を
食
っ
て
い
る
や
つ
が
い
る
。『
南
無
』
と
言
え
ば
、
そ
れ
で
救
わ

れ
る
。
ば
ー
ん
と
来
る
で
し
ょ
う
。
す
ご
い
思
想
だ
と
思
う
ね
。
目
の
前
に
そ
う
い
う
地
獄

が
あ
り
、自
分
の
周
り
は
地
獄
で
あ
り
、自
分
も
地
獄
を
支
え
る
一
人
だ
っ
た
。
そ
れ
が
『
南

無
』
と
言
え
ば
救
わ
れ
る
」（
か
‐
一
〇
九
）。

　
こ
こ
に
現
代
の
末
法
の
世
か
ら
離
脱
す
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
法
然
の
よ
う
に
「
南
無
」
と
唱
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
前
述
の
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に

そ
の
母
胎
、
基
盤
に
戻
る
こ
と
が
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
日
本
の
場
合
も
、
そ
の

母
胎
、
基
盤
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　六

　
前
節
の
問
題
解
決
の
一
つ
の
方
向
を
、
鶴
見
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
原
形
的
な
あ
り

方
に
見
る
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　「
生
物
は
、
生
き
る
知
恵
を
身
に
つ
け
る
。
／
人
間
も
、
個
体
と
し
て
生
み
落
と
さ
れ
た

あ
と
か
ら
、
自
分
と
し
て
生
き
る
知
恵
を
身
に
つ
け
る
。
そ
の
前
か
ら
種
と
し
て
、
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
生
き
る
な
か
で
、
生
き
る
知
恵
を
育
て
る
。
そ
れ
が
土
法
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
土
法
は
、プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。／（
前
略
）ラ
ッ

プ
人
─
─
彼
ら
に
と
っ
て
は
サ
ー
メ
人
と
呼
ぶ
ほ
う
が
偏
見
を
さ
け
る
意
味
で
い
い
ら
し
い

け
れ
ど
も
─
─
は
、
雪
の
種
類
に
く
わ
し
い
。
学
者
と
し
て
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
雪
の

中
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
雪
の
状
態
に
あ
わ
せ
て
自
分
の
暮
ら
し
か
た
を
変

え
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
雪
の
概
念
そ
の
も
の
が
、
自
分
の
今
の
暮
ら
し

に
つ
い
て
の
実
験
計
画
で
あ
る
必
要
が
あ
る
」（
た
‐
二
〇
一
）。

　
人
間
を
含
む
動
物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
生
物
は
、
自
分
な
り
の
や
り
方
で
生
き
て
き
た

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
生
き
方
、
自
然
へ
の
働
き
方
こ
そ
が
基
盤
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
つ
視
点
は
、
さ
ら
に
日
本
の
社
会
的
場

面
に
お
い
て
は
、
仏
教
と
の
関
わ
り
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
例
を
鶴
見
は
、
内

山
節
の
理
論
（『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』、
二
〇
一
〇
年
）
に
見
る
。
そ
の
要
約
に
よ
れ
ば
、

　「
日
本
の
中
で
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
と
い
う
ふ
う
に
仏
教
を
取
り
入
れ
て
、
自
然
の
中
の

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
対
す
る
敬
意
の
中
に
、
仏
教
の
教
理
を
入
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
の

こ
と
が
日
本
の
仏
教
の
根
本
で
、
そ
れ
が
共
同
体
を
支
え
て
い
る
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
」

（
か
‐
一
七
五
）。

　
こ
こ
に
鶴
見
は
、
社
会
と
か
か
わ
り
を
持
ち
つ
つ
、
自
然
と
繋
が
る
可
能
性
を
有
す
る
局

面
を
獲
得
す
る
。
内
山
の
前
著
か
ら
の
次
の
二
つ
の
引
用
文
は
、こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

孫
引
き
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
引
用
す
る
。

　「
あ
る
日
私
は
村
人
の
葬
式
に
出
席
し
た
。
司
会
の
方
が
、
○
○
家
は
神
道
で
す
の
で
葬

儀
は
神
道
式
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
ま
す
、
と
告
げ
た
。
と
、
当
然
の
よ
う
に
僧
侶
が
入
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然
の
よ
う
に
読
経
を
は
じ
め
た
。
そ
の
う
ち
『
焼
香
』
と
な
っ

た
。
そ
れ
は
確
か
に
神
道
式
で
、
榊
を
捧
げ
柏
手
を
打
つ
も
の
だ
っ
た
。
読
経
が
つ
づ
く
な

か
で
。
私
は
び
っ
く
り
し
て
周
り
を
み
た
が
、
誰
も
こ
の
葬
儀
の
方
法
を
不
思
議
が
る
者
は

い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
堂
々
と
し
た
神
仏
習
合
の
形
式
だ
っ
た
。
／
村
の
信
仰
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は
、
仏
教
も
含
め
て
、
教
義
で
展
開
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
自
分
た
ち
の
生
き

る
世
界
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
、信
仰
は
つ
く
ら
れ
て
い
る
」（
内
山
。
鶴
見
の
引
用
で
は
、

か
‐
二
〇
六
）。

　「
そ
し
て
自
然
へ
の
信
仰
と
道
教
、
仏
教
を
融
合
さ
せ
な
が
ら
、
自
然
と
人
間
の
世
界
を
、

生
と
死
の
世
界
を
自
分
の
暮
ら
す
時
空
に
み
い
だ
し
て
き
た
人
た
ち
の
文
化
圏
、
こ
の
文

化
圏
の
な
か
に
生
ま
れ
た
の
が
日
本
の
共
同
体
で
あ
る
」（
同
。
鶴
見
の
引
用
で
は
、
か
‐

二
〇
七
）。

　
こ
こ
に
共
鳴
し
つ
つ
鶴
見
は
、
一
方
に
お
い
て
現
代
社
会
批
判
の
視
点
を
定
め
、
他
方
に

お
い
て
自
ら
の
諦
観
に
近
い
心
情
を
語
る
。

　「
自
然
と
仏
教
と
神
道
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
私
の
考
え
て
い
る
、
と
り
と

め
の
な
い
輪
郭
が
全
然
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
仏
教
な
ん
で
す
よ
。
で
も
こ
れ
が
実
行
さ
れ

て
い
る
。
生
き
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
が
失
わ
れ
る
と
、
相
当
不
安
に
な
っ
て
く
る

ん
で
す
ね
。
医
療
が
発
達
し
て
き
て
、
長
生
き
す
る
ん
で
す
が
、
長
生
き
し
た
人
た
ち
は
社

会
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
幸
福
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
相
当
疑
わ
し
い
。
そ
う
す

る
と
、
そ
の
老
人
た
ち
の
活
路
は
、
ボ
ケ
る
こ
と
だ
け
で
す
よ
。
ボ
ケ
る
と
感
覚
が
鈍
く

な
っ
て
く
る
か
ら
、
ボ
ケ
る
こ
と
に
は
活
路
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
活
路
が
あ
る
の
か
と

い
う
の
が
現
在
で
す
ね
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、（
中
略
）
内
山
節
に
は
あ
る
ん
で
す
」

（
か
‐
二
〇
七
）。

　
こ
の
鶴
見
の
結
論
を
ど
う
見
る
か
。
近
代
国
民
国
家
批
判
の
視
点
を
見
据
え
、
そ
れ
を
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
の
伝
統
に
基
盤
を
置
く
生
き
方
と
す
る
提
言
は
、
確
か
に
耳
を
傾
け

る
べ
き
教
訓
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
鶴
見
の
貢
献
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
共
同
体
の
再
構
築
を
探
り
、
自
然
と
の
繋
が
り
を
探
る
道
は
、

現
在
に
お
け
る
共
同
体
理
論
（
例
え
ば
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
）
の
検
討
を
抜
き
に
語

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
鶴
見
の
提
出
し
た
課
題
を
よ
り
実
り
多
き
も
の
に
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
方
向
で
の
探
求
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　註
　
①

　	

鶴
見
俊
輔
、ダ
グ
ラ
ス
・
ス
ミ
ス
『
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
』、二
〇
〇
二
年
、

光
文
社
、
五
五
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、（
グ
‐
五
五
）
等
と
表
記
す
る
。

　
②

　
鶴
見
俊
輔
『
未
来
に
お
き
た
い
も
の
は
』、二
〇
〇
二
年
、晶
文
社
、二
六
九
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、（
未
‐
二
六
九
）
等
と
表
記
す
る
。

　
③

　	

鶴
見
俊
輔
『
た
ま
た
ま
、
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
─
─
半
世
紀
後
の
「
ア
メ
リ
カ
哲

学
」
講
義
』、
二
〇
〇
七
年
、
編
集
グ
ル
ー
プSU

RE

、
一
九
八
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、（
た
‐
一
九
八
）
等
と
表
記
す
る
。

　
④

　
鶴
見
俊
輔
『
か
く
れ
佛
教
』、
二
〇
一
〇
年
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
。

　
　
　
以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、（
か
‐
一
〇
六
）
等
と
表
記
す
る
。


