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丸
山
眞
男
に
お
け
る
「
原
理
」・「
主
体
」・「
秩
序
」(１

)
渡

辺

浩

は
じ
め
に

本
稿
は
、丸
山
眞
男
の
日
本
政
治
思
想
史
に
関
す
る
主
要
な
論
文
を
取
り
上
げ
、

そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
原
理
」（
丸
山
に
お
い
て
、「
理
念
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
）

と
、「
主
体
」（「
自
我
」
と
意
味
が
近
い
場
合
が
あ
る
）
と
、「
秩
序
」（「
主
体
」

を
包
摂
す
る
「
集
団
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）
と
い
う
三
つ
の
観
念
の
関

係
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

取
り
上
げ
る
の
は
、
主
と
し
て
次
の
四
論
文
で
あ
る
。

①
「
近
世
儒
教
の
発
展
に
お
け
る
徂
徠
学
の
特
質
並
に
そ
の
国
学
と
の
関
連
」

（
一
九
四
〇
年
）
『
丸
山
眞
男
集
』（
岩
波
書
店
）
第
一
巻
所
収

②
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に
お
け
る
「自
然
」と
「作
為
」」（
一
九
四
一
年
）
同

第
二
巻
所
収

③
「
忠
誠
と
反
逆
」（
一
九
六
〇
年
）
同
第
八
巻
所
収

④
「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
」（
一
九
八
〇
年
）
同
第
十
一
巻
所
収

（
以
下
で
は
、
順
に
、「
第
一
論
文
」「
第
二
論
文
」
等
と
呼
ぶ
。）

た
だ
し
、
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
論
文
や
、
東
京
女
子
大
学
「
丸
山
眞
男

文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
に
お
い
て
公
開
さ
れ
た
資
料
を
も
用
い
て

補
足
す
る
。

本
稿
は
、
例
え
ば
こ
れ
ら
の
論
文
に
現
れ
た
儒
教
理
解
、
あ
る
い
は
朱
子
学
・

徂
徠
学
・
闇
斎
学
等
の
理
解
が
、
ど
れ
だ
け
正
し
い
の
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
徳
川
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
の
位
置
に
つ
い
て
の
説
明
が
ど
こ
ま

で
正
確
か
を
論
じ
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
対
象
理
解
の
当
否
を
論
じ
る
の
で

は
な
く
、
対
象
の
取
り
上
げ
方
と
論
じ
方
に
示
さ
れ
た
丸
山
の
思
想
的
意
図
を
探

る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
、
研
究
者
と
し
て
の
丸
山
と
い

う
よ
り
は
、
主
に
思
想
家
と
し
て
の
丸
山
を
論
じ
、
そ
の
意
味
で
の
丸
山
に
関
す

る
理
解
の
深
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
・
第
二
論
文
と
、
第
三
論
文
、
そ
し
て
第
四
論
文
は
、
執
筆
の
年
が
大
き

く
離
れ
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
概
ね
二
十
年
を
置
い
て
、
四
十
年
に
及
ぶ
）。
執
筆
時

の
日
本
と
国
外
の
状
況
も
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、表
題
に
挙
げ
た
三
つ
の（
丸

山
自
身
が
用
い
て
い
る
）
概
念
の
相
互
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丸
山

が
そ
の
間
に
持
続
し
た
思
想
的
苦
闘
を
整
理
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
本
稿
の
見
通
し
で
あ
る
。
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Ⅰ

[原
理
＋
秩
序
]↓
主
体

丸
山
に
よ
れ
ば
、
朱
子
学
で
は
、「
宇
宙
の
理
法
と
人
間
道
徳
が
同
じ
原
理
で
貫

か
れ
」（
第
一
論
文
、
第
一
巻
一
四
四
頁
）
て
い
る
。
し
か
も
、「
物
理
は
道
理
に

対
し
、
自
然
法
則
は
道
徳
規
範
に
対
し
全
く
従
属
し
」（
同
一
四
八
頁
）、「
自
然
歴

史
文
化
の
一
切
が
道
徳
的
至
上
命
令
の
下
に
立
っ
て
い
る
」（
同
一
四
九
頁
）。
こ

れ
は
、
一
種
の
「
自
然
法
思
想
」（
第
二
論
文
、
第
二
巻
一
二
頁
）
で
あ
る
。

「
で
は
こ
の
自
然
法
は
実
定
的
な
社
会
秩
序
に
対
し
て
い
か
な
る
関
係
に
立

た
し
め
ら
れ
る
か
。
一
般
に
自
然
法
は
実
定
的
秩
序
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
や

否
や
一
つ
の
Entw
eder-oderの
前
に
立
た
せ
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
自

然
法
の
純
粹
な
理
念
性
を
固
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
定
的
秩
序
に
対
す

る
変
革
的
原
理
と
な
る
か
、
そ
れ
と
も
自
己
を
全
的
に
事
実
的
社
会
関
係
と

合
一
せ
し
め
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
永
続
性
を
保
証
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
な
る
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
。」（
同
一
三
頁
）

そ
し
て
、
朱
子
学
は
、
そ
の
後
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
朱
子
学
は
、「
純
粹
な
超

越
的
理
念
性
」
が
「
甚
だ
し
く
稀
薄
」
で
あ
り
、「
規
範
と
現
実
的
事
態
と
の
間
隙

を
規
範
の
側
か
ら
た
え
ず
埋
め
て
行
こ
う
と
す
る
衝
動
が
内
在
し
て
い
る
」（
同
）

（
引
用
に
あ
た
っ
て
、
丸
山
に
よ
る
傍
点
は
省
い
た
。
以
下
も
同
じ
。）
と
い
う
の

で
あ
る
。

徳
川
時
代
初
期
の
代
表
的
な
朱
子
学
者
と
丸
山
が
考
え
る
林
羅
山
に
つ
い
て
、

丸
山
は
こ
う
説
明
す
る
。

「
…
…
と
い
う
羅
山
に
お
け
る
自
然
法
の
窮
極
的
意
味
が
現
実
の
封
建
的
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
ま
さ
に
「自
然
的
秩
序
」と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
朱
子
学
に
内
在
す
る
こ
の
「自
然
的
秩
序
」の
論

理
こ
そ
勃
興
期
封
建
社
会
に
於
て
朱
子
学
を
最
も
一
般
的
普
遍
的
な
社
会
思

惟
様
式
た
ら
し
め
た
モ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。」（
第
二
論
文
、
二
巻
一
四
頁
）

（
…
…
は
、
引
用
者
に
よ
る
省
略
を
意
味
す
る
。
以
下
も
同
じ
。）

つ
ま
り
、
原
理
・
理
念
・
規
範
に
沿
っ
て
現
実
の
秩
序
が
構
成
さ
れ
る
方
が
望

ま
し
い
の
だ
が
、
朱
子
学
で
は
、
原
理
が
既
成
の
秩
序
に
埋
没
し
、
そ
の
秩
序
に

人
が
随
順
す
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
、
そ
し
て
徳
川
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が

現
実
だ
っ
た
―
―
丸
山
は
そ
う
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る(２
)。

こ
の
構
造
は
、

[原
理
＋
秩
序
]↓
主
体

と
図
示
で
き
よ
う
（
本
稿
で
、
↓
は
、
存
立
の
論
理
的
順
序
も
し
く
は
統
制
・
制

御
の
関
係
を
意
味
し
、
[
＋

]は
、
カ
ッ
コ
内
に
含
ま
れ
た
二
者
が
一
体
化
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
）。

そ
し
て
、
こ
の
、
理
念
と
秩
序
と
主
体
の
関
係
を
転
倒
し
た
の
が
、
荻
生
徂
徠

だ
と
、
丸
山
は
考
え
る
。

Ⅱ

主
体
↓
[原
理
＋
秩
序
]

丸
山
に
よ
れ
ば
、「
社
会
秩
序
が
自
然
的
秩
序
と
し
て
通
用
し
う
る
の
は
、
当
該

秩
序
が
自
然
的
秩
序
と
し
て
見
え
る
限
り
」
に
す
ぎ
な
い
。
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「
社
会
関
係
が
自
然
的
な
平
衡
性
を
失
い
、
予
測
可
能
性
が
減
退
す
る
や
、
規

範
乃
至
法
則
の
支
配
は
破
れ
る
。
規
範
は
も
は
や
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
合

理
性
の
ゆ
え
に
自
か
ら
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
。
い
ま
や
誰
が
規
範
を
妥
当

せ
し
め
る
の
か
、
誰
が
秩
序
の
平
衡
を
取
戻
し
、
社
会
的
安
定
を
回
復
さ
せ

る
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
社
会
規
範
の
妥
当
根
拠
を
確
実

に
す
る
た
め
に
も
、
政
治
的
無
秩
序
を
克
服
す
る
た
め
に
も
危
機
的
状
勢
に

於
て
登
場
す
る
の
は
常
に
主
体
的
人
格
の
立
場
で
あ
る
。」（
第
二
論
文
、
第

二
巻
一
九
頁
）

「
秩
序
に
内
在
し
、
秩
序
を
前
提
し
て
い
た
人
間
に
逆
に
秩
序
に
対
す
る
主

体
性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
非
人
格
的
な
イ
デ
ー
の
優
位
を

排
除
し
、
一
切
の
価
値
判
断
か
ら
自
由
な
人
格
、
彼
の
現
実
在
そ
の
も
の
が

窮
極
の
根
拠
で
あ
り
そ
れ
以
上
の
価
値
的
遡
及
を
許
さ
ざ
る
如
き
人
格
、
を

思
惟
の
出
発
点
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（
同
四
七
頁
）

そ
し
て
、
丸
山
は
、「
主
体
的
人
格
」
と
し
て
の
「
聖
人
」
が
「
道
」
を
作
為
し

た
の
で
あ
り
、
そ
の
道
に
よ
っ
て
秩
序
を
実
現
す
る
と
い
う
の
が
荻
生
徂
徠
の
構

想
だ
と
理
解
す
る
。
徂
徠
の
考
え
る
「
聖
人
」
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
非
人
格
的
な
イ

デ
ー
の
優
位
を
排
除
し
、
一
切
の
価
値
判
断
か
ら
自
由
な
人
格
、
彼
の
現
実
在
そ

の
も
の
が
窮
極
の
根
拠
で
あ
り
そ
れ
以
上
の
価
値
的
遡
及
を
許
さ
ざ
る
如
き
人

格
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
徂
徠
学
の
出
現
は
「
封
建
社
会
」
の
危
機

の
表
現
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
崩
壊
を
予
兆
す
る
も
の
だ
と
し
て
高
く
評
価
す

る
。
価
値
・
理
念
を
超
越
し
た
主
体
の
出
現
が
重
要
で
あ
り
、
彼
（
等
）
が
理
念

や
原
理
を
生
み
、
あ
る
い
は
選
び
と
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
秩
序
を
実
現
す
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
、

主
体
↓
[原
理
＋
秩
序
]

と
図
示
で
き
よ
う
。
実
際
、
徂
徠
に
お
い
て
は
、「
道
」
と
は
、「
原
理
」
や
「
価

値
」
と
秩
序
と
が
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
義
」
の
込
め
ら

れ
た
「
制
度
」
の
体
系
が
「
道
」
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
構
造
の
出
現
が
、
望
ま
し
い
の
か
。

そ
れ
は
、
秩
序
に
対
す
る
個
人
の
主
体
性
は
、
ま
ず
、「
絶
対
君
主
」
に
お
い
て

自
覚
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
絶
対
君
主
こ
そ
は
自
己
の
背
後
に
な
ん

ら
の
規
範
的
拘
束
を
持
た
ず
し
て
逆
に
一
切
の
規
範
に
対
す
る
主
体
的
作
為
者
の

立
場
に
立
っ
た
最
初
の
歴
史
的
人
格
」（
同
四
三
頁
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
「
主
体
的
人
格
」
が
一
般
化
す
る
と
き
、「
作
為
的
秩
序
思
想
の
完
成

形
態
と
し
て
の
社
会
契
約
説
乃
至
機
械
観
」（
同
）
が
成
立
す
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
う
し
て
「
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
」
を
覆
す
論
理
的
可
能
性
を
秘
め
た
（
と

丸
山
の
理
解
す
る
）
荻
生
徂
徠
（
寛
文
六
／
一
六
六
六
年
―
享
保
一
三
／
一
七
二

八
年
）
の
新
し
い
儒
学
体
系
の
出
現
を
、
丸
山
は
高
く
評
価
し
た
わ
け
で
あ
る
。

丸
山
に
よ
れ
ば
、「
秩
序
を
単
に
外
的
所
与
と
し
て
受
取
る
人
間
か
ら
、
秩
序
に

能
動
的
に
参
与
す
る
人
間
へ
の
転
換
は
個
人
の
主
体
的
自
由
を
契
機
と
し
て
の
み

成
就
さ
れ
る
」。
さ
ら
に
、「
個
人
的
自
主
性
な
き
国
家
的
自
立
」
は
あ
り
え
な
い
。

福
沢
諭
吉
の
い
う
よ
う
に
「
一
身
独
立
し
て
」
こ
そ
、「
一
国
」
も
「
独
立
」
す
る

の
で
あ
る（「
福
沢
諭
吉
に
於
け
る
秩
序
と
人
間
」一
九
四
三
年
。
第
二
巻
二
二
〇
、

二
二
一
頁
）。
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こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
そ
こ
だ
け
を
取
れ
ば
、（
こ
れ
ら
の
論
文
の
執
筆
時
に
戦

争
を
遂
行
し
て
い
た
）
国
家
を
一
層
強
力
に
す
る
た
め
に
「
主
体
的
」
個
人
た
れ

と
、
読
者
を
鼓
舞
す
る
主
張
の
よ
う
に
も
取
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
お
そ
ら
く
そ

れ
故
に
、
こ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
発
表
が
で
き
、
政
治
的
な
攻
撃
の
対
象
に
も
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う(３
)。

ま
た
そ
れ
故
に
、
二
十
世
紀
末
頃
に
「
国
民
国
家
」

を
憎
悪
す
る
立
場
か
ら
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
丸
山
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
、
第
一
・
第
二
論
文
等
に
お
い
て
、
権

威
主
義
的
支
配
か
ら
の
解
放
と
、
自
由
で
民
主
的
な
政
治
社
会
の
実
現
へ
の
希
望

を
密
か
に
込
め
て
、
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
現
の
前
提
と
な
る
胎
動
が

日
本
に
も
か
つ
て
あ
っ
た
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
、
そ

し
て
敗
戦
後
の
少
な
か
ら
ぬ
読
者
た
ち
は
、
こ
の
（
暗
い
、
哀
れ
な
、
情
け
な
い
）

日
本
で
も
「
欧
米
な
み
の
」「
近
代
」
が
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
抵

抗
と
希
望
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
敏
感
に
察
知
し
て
、
丸
山
の
議
論
に
感
激
し
た
の
で

あ
ろ
う
（
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、「
先
進
国
」
で
あ
る
日
本
は
、
他
の
ア
ジ
ア
諸

国
と
違
っ
て
こ
の
よ
う
に
自
生
的
に
「
近
代
」
の
芽
を
育
ん
で
い
た
と
い
う
御
国

自
慢
な
ど
で
は
な
い
。
執
筆
時
の
日
本
の
政
治
体
制
と
「
皇
国
史
観
」
の
支
配
へ

の
屈
折
し
た
抵
抗
だ
っ
た
の
で
あ
る
）。

Ⅲ

原
理
↓
主
体
↓
秩
序

し
か
し
、
国
民
国
家
を
形
成
し
、
自
由
で
民
主
的
な
政
治
を
実
現
す
る
主
体
は
、

理
念
や
原
理
や
規
範
を
超
越
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
自
己
の
背
後
に
な
ん
ら

の
規
範
的
拘
束
を
持
た
ず
し
て
逆
に
一
切
の
規
範
に
対
す
る
主
体
的
作
為
者
の
立

場
に
立
」
つ
の
だ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
い
か
な
る
規
範
に
縛
ら
れ
ず
、
専
ら
自
分
が

規
範
を
「
作
為
」
す
る
と
い
う
個
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
自
由
で
民
主
的
な
政
治

や
公
正
で
平
等
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

第
三
論
文
は
、
占
領
軍
の
力
に
よ
っ
て
制
度
的
に
は
一
応
の
自
由
化
と
民
主
化

が
実
現
し
た
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
と
い
う
面
を
持
っ
て

い
る
。
多
分
、
丸
山
も
、
一
切
の
理
念
や
規
範
を
超
越
し
た
「
主
体
的
人
格
」
と

い
う
概
念
の
危
険
性
に
気
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
文
に
お
け
る
丸
山
は
、
権
威
や
「
大
勢
」
へ
の
単
な
る
同
調
や
随
順
を

批
判
す
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
た
ん
に
外
的
束
縛
か
ら
の
自
我
の
の
っ

ぺ
り
し
た
解
放
感
の
享
受
」（
第
三
論
文
、
第
八
巻
二
六
七
頁
）
を
も
批
判
す
る
。

さ
ら
に
、「
あ
ら
ゆ
る
被
縛
感
を
欠
い
た
自
我
の
「物
理
的
」な
爆
発
、
肉
体
的
な
乱

舞
」（
同
二
七
六
頁
）
や
、「
も
と
も
と
忠
誠
の
相
剋
や
摩
擦
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の

減
退
を
背
景
に
生
ま
れ
た
」「
の
っ
ぺ
り
反
逆
」（
同
二
七
二
頁
）
も
評
価
し
な
い

（
い
ず
れ
も
、「
戦
後
」
の
精
神
状
況
の
一
面
を
想
起
さ
せ
る
形
容
で
あ
る
。）。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
忠
誠
や
反
逆
が
望
ま
し
い
の
か
。

（
真
の
、主
体
的
な
）忠
誠
と
反
逆
は
、そ
れ
ぞ
れ「
被
縛
性
と
自
発
性
と
の
デ
ィ

ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
緊
張
」（
同
二
七
六
頁
）、「
自
我
の
内
面
的
規
制
と
陶
冶
」

（
同
二
七
二
頁
）
か
ら
生
ま
れ
る(４
)。

そ
の
よ
う
な
「
緊
張
」
を
は
ら
ん
だ
主
体
に

担
わ
れ
な
け
れ
ば
、「
革
命
運
動
」
さ
え
も
、
単
な
る
「
同
調
と
随
順
」
に
よ
る
も

の
と
な
っ
て
「
形
骸
化
」
す
る
（
同
二
七
一
―
二
七
二
頁
）。
丸
山
は
、
そ
う
語
っ
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て
い
る
。

こ
こ
で
、「
被
縛
」
は
悪
い
意
味
で
は
な
い
。
主
体
に
お
い
て
は
、「
被
縛
性
の

契
機
と
自
主
性
の
契
機
と
が
つ
ね
に
結
び
つ
い
て
」
い
る
（
同
二
七
〇
頁
）
べ
き

な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
に
お
い
て
主
体
を
「
縛
る
」
も
の
は
何
か
。
彼
は
、
本
論
文
冒
頭

で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
稿
で
は
忠
誠
も
反
逆
も
な
に
よ
り
も
自
我
を
中
心
と
し
て
、
―
―
自

我
を
超
え
た
客
観
的
原
理
、
ま
た
は
自
我
の
属
す
る
上
級
者
・
集
団
・
制
度

な
ど
、
に
た
い
す
る
自
我
の
ふ
る
ま
い
か
た
、
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。」（
同

一
六
四
頁
）

す
な
わ
ち
、
主
体
を
「
縛
る
」
も
の
と
は
、「
自
我
を
超
え
た
客
観
的
原
理
、
ま

た
は
自
我
の
属
す
る
上
級
者
・
集
団
・
制
度
な
ど
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、

原
理
↓
主
体
↓
秩
序

と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
た
あ
る
べ
き
構
造
で
あ
る
。
第
二
論
文
で
描
か

れ
た
「
自
己
の
背
後
に
な
ん
ら
の
規
範
的
拘
束
を
持
た
」
な
い
「
絶
対
君
主
」
的

な
主
体
に
代
わ
っ
て
、「
規
範
的
拘
束
」
を
鋭
く
意
識
し
た
主
体
が
登
場
し
、
今
度

は
、
原
理
と
主
体
と
の
序
列
が
転
倒
し
た
の
で
あ
る
。

勿
論
、こ
こ
で
も
、「
原
理
」を
実
現
し
よ
う
と
す
る「
自
我
の
属
す
る
上
級
者
・

集
団
・
制
度
」
へ
の
忠
誠
は
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
は
、「
秩
序
」
の
下
に
主
体
が
あ

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
[原
理
＋
秩
序
]↓
主
体
と
い
う
、
第

一
節
で
述
べ
た
構
造
と
は
異
な
る
。
原
理
を
主
体
が
引
き
受
け
、
自
分
の
も
の
と

し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
秩
序
・
集
団
へ
の
忠
誠
が
生
ず
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
秩
序
・
集
団
が
あ
る
時
点
に
お
い
て
原
理
に
反
し
て

い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
秩
序
・
集
団
へ
の
反
逆
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら

を
体
現
す
る
人
格
へ
の
反
逆
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
原
理
へ
の
忠
誠
が
、
秩
序

へ
の
忠
誠
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
各
人
が
そ
の
「
自
我
を
超
え
た
客
観
的
原
理
」
に
よ
っ
て
縛

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
の
実
現
に
向
け

て
、
粘
り
強
く
現
実
の
秩
序
に
働
き
か
け
る
。
そ
の
際
、
現
実
の
秩
序
を
変
革
し

よ
う
と
す
る
集
団
に
自
ら
属
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
既
成
の
秩
序
や
そ
れ
を
支
え
る
人
々
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
変
革
し
よ
う
と

す
る
集
団
や
組
織
に
対
し
て
も
、
原
理
に
照
ら
し
て
「
反
逆
」
す
る
こ
と
を
辞
さ

な
い
。

ま
た
、
始
め
は
、
原
理
と
秩
序
を
一
体
化
し
て
眺
め
て
い
た
主
体
が
、
原
理
と

秩
序
の
ず
れ
に
気
づ
き
、
そ
こ
か
ら
原
理
を
現
に
あ
る
秩
序
か
ら
「
剥
離
」
さ
せ
、

原
理
を
原
理
と
し
て
意
識
し
て
秩
序
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
う
る(５
)。

こ
れ
は
、
高
邁
な
理
念
を
現
実
化
す
る
た
め
に
各
人
が
努
力
を
続
け
る
美
し
い

社
会
の
像
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
徐
々
に
理
念
が
現
実
に
結
晶
化

さ
れ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
そ
の
「
原
理
」
や
「
理
念
」
が
、「
民

主
主
義
」
や
「
基
本
的
人
権
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
大
い
に
結
構
で
あ
る
よ

う
に
も
見
え
る
。

丸山眞男における「原理」・「主体」・「秩序」（渡辺浩）
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し
か
し
、
何
が
「
真
の
」「
正
し
い
」「
民
主
主
義
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
意

見
・
信
条
が
分
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
「
客

観
的
原
理
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、

万
人
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
シ
ャ
リ
ー
ア
に
従
っ
て
生
き
る
べ
き
だ
と
信
じ
る
人
も
い

る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
す
べ
て
ぺ
て
ん
で
あ
り
、
そ
れ
が
存
在
し

な
い
世
の
中
を
実
現
す
べ
き
だ
と
信
じ
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
客
観
的
原
理
」
の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
、「
反
逆
」
も

辞
さ
な
い
と
な
れ
ば
、
何
が
起
き
る
だ
ろ
う
か
。

「
客
観
的
原
理
」
に
自
分
が
「
縛
ら
れ
」
て
い
る
と
信
じ
る
「
原
理
主
義
者
」
た

ち
の
間
で
は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
穏
や
か
な
論
争
で
決
定
す
る
の
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
正
し
い
か
否
か
を
判
断
す
る
共
通
の
基
準
が
何
か
に
つ
い
て
さ
え
、
合

意
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
、
自
分
の
判
断
で
ほ
ど
ほ
ど
の
中
間
的
立

場
で
妥
協
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
、「
宗
教
戦

争
」
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
血
み
ど
ろ
の
世
界
観
闘
争
に
陥
る
危
険
は
無

い
だ
ろ
う
か
。

Ⅳ
﹇
主
体
＋
原
理
]↓
秩
序

丸
山
の
第
四
論
文
は
、こ
の
よ
う
な
疑
問
に
あ
る
程
度
答
え
る
と
い
う
意
味
を
、

お
そ
ら
く
持
っ
て
い
る
。

こ
の
「
己
れ
の
人
格
を
「道
」学
に
賭
け
た
崎
門
派
」（
第
一
一
巻
二
九
六
頁
）
を

対
象
と
し
た
第
四
論
文
の
問
題
意
識
を
、
丸
山
は
、
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

「
こ
う
し
て
経
験
的
検
証
の
不
可
能
な
教
義
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
る
論

争
は
、
ど
う
し
て
も
人
間
あ
る
い
は
人
間
集
団
を
丸
ご
と
引
き
入
れ
る
よ
う

な
磁
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
関
与
者
の
知
的
・
道
徳
的
水
準

に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
矮
小
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
醜
悪
な
相
を
帯
び
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
教
義
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
の
す
さ
ま
じ
さ
を
単
に

嘲
笑
し
、
あ
る
い
は
自
分
は
そ
う
し
た
厄
介
な
問
題
に
は
無
縁
だ
と
信
じ
ら

れ
る
の
は
世
界
観
音
痴
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
凄
絶
さ
か
ら
目
を
そ
む
け
ず

に
、
右
の
よ
う
な
磁
性
に
随
伴
す
る
病
理
を
い
か
に
制
御
す
る
か
が
、
お
よ

そ
思
想
す
る
者
の
課
題
な
の
で
あ
る
。」（
同
二
四
六
頁
）

つ
ま
り
、
丸
山
に
よ
れ
ば
、「
お
よ
そ
思
想
す
る
者
」
は
「
教
義
」「
理
念
」「
原

理
」
の
対
立
に
よ
っ
て
起
き
る
「
病
理
」
を
制
御
し
つ
つ
、
そ
の
生
き
方
を
貫
く

べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
丸
山
は
、
何
ら
か
の
「
教
義
」「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

「
世
界
観
」
を
信
じ
、
そ
れ
に
「
人
格
」
を
「
賭
け
」
る
と
い
う
生
き
方
に
共
感

し
つ
つ
、
そ
こ
に
生
じ
う
る
「
病
理
」
を
、
こ
の
論
文
で
考
え
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

も
っ
と
も
、
崎
門
で
は
そ
の
「
教
義
」
と
は
儒
教
で
あ
っ
た
。
そ
の
儒
教
の
「
上

下
尊
卑
親
疎
と
い
う
差
別
原
理
」「
親
疎
遠
近
の
倫
理
」
こ
そ
が
、「
世
界
中
ど
こ

に
住
み
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
状
況
に
い
て
も
、
人
間
は
個
人
と
し
て
不
可
侵
の

人
権
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
の
定
着
を
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
執
拗
に
は
ば

ん
だ
」（
同
二
七
三
頁
）
と
丸
山
は
考
え
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
崎
門
の
信
条
内

容
自
体
に
丸
山
の
同
情
は
な
い
。

し
か
し
、
日
本
で
は
、
朱
子
学
は
、
そ
の
普
遍
的
妥
当
性
を
両
班
た
ち
が
信
じ
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て
ま
っ
た
く
自
分
た
ち
自
身
の
も
の
と
し
た
朝
鮮
朝
と
異
な
り
、（
そ
れ
自
体
の

当
否
以
前
に
）
外
来
の
思
想
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
往
々
排
斥
さ
れ
た
。
そ

の
よ
う
な
「
特
殊
主
義
」
particularism
は
、
近
代
日
本
で
も
根
強
い
。
そ
れ
故
、

闇
斎
学
派
の
苦
闘
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
（
キ
リ
ス
ト
教
や
マ
ル
ク
ス
主
義
を

含
む
）
西
洋
由
来
の
「
原
理
」
を
摂
取
し
、
実
践
し
よ
う
と
し
て
き
た
人
々
の
苦

闘
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
そ
の
寓
話
と
な
る
。
本
論
文
は
、
次
の
文
章
で
結
ば
れ
て

い
る
。「

け
れ
ど
も
、
こ
の
行
き
過
ぎ
に
よ
っ
て
闇
斎
学
派
は
、
日
本
に
お
い
て
「異

国
の
道
」―
―
厳
密
に
い
え
ば
海
外
に
発
生
し
た
全
体
的
な
世
界
観
―
―
に

身
を
賭
け
る
と
こ
ろ
に
胎
ま
れ
る
思
想
的
な
諸
問
題
を
、
は
か
ら
ず
も
先
駆

的
に
提
示
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
に
闇
斎
学
派
の
光
栄
と
、
そ
う

し
て
悲
惨
が
あ
っ
た
。」（
同
三
〇
七
頁
）

つ
ま
り
、
丸
山
は
こ
こ
で
、
特
に
「
海
外
に
発
生
し
た
」
原
理
を
信
じ
、
そ
の

原
理
に
「
賭
け
た
」
主
体
が
、
他
の
主
体
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
れ
ば
よ
い
の
か
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
に
秩
序
と
関
わ
れ
ば
よ
い
の
か
を
、模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

直
接
に
は
過
去
を
論
じ
な
が
ら
、
同
時
に
「
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
原
理
に
「
賭

け
た
」「
思
想
す
る
者
」
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
日
本
の
思
想
状
況
に
向
き
合
い
、

あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
丸
山
は
、
闇
斎
学
派
の
思
想
内
容
に
は
嫌
悪
を
感
じ
な
が
ら
も
、

同
時
に
、
彼
等
の
苦
闘
に
共
感
し
、
同
情
し
、
尊
敬
さ
え
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る(６
)。

闇
斎
学
派
は
、
親
分
と
子
分
の
人
格
的
融
合
で
は
な
か
っ
た
。
教
師
と
弟
子

た
ち
と
の
仲
良
し
ク
ラ
ブ
で
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
大
勢

順
応
や
、「
の
っ
ぺ
り
し
た
解
放
感
」
や
、「
自
我
」
の
「
肉
体
的
乱
舞
」
や
、「
の
っ

ぺ
り
反
逆
」
よ
り
は
、
時
に
は
「
絶
交
」
を
、
時
に
は
厳
し
い
世
界
観
闘
争
を
、

「
「真
の
」道
へ
の
忠
誠
」（
同
二
六
四
頁
）
自
体
を
尊
ぶ
が
故
に
、
多
分
、
丸
山
は

選
ぶ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
論
文
で
、
丸
山
は
、「
忠
誠
loyalty
の
概
念
を
拡
張
す
れ
ば
、

自
我
の
そ
れ
自
ら
へ
の
忠
誠
―
―
い
わ
ゆ
る
自
己
に
対
す
る
忠
実
さ
と
い
う
よ
う

な
意
味
も
含
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」（
第
八
巻
一
六
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
丸
山
は
、
何
の
原
理
も
理
念
も
無
い
、
単
な
る
「
自
我
の
そ
れ
自
ら

へ
の
忠
誠
」「
自
己
に
対
す
る
忠
実
さ
」
は
、
評
価
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

そ
の
時
そ
の
時
の
自
分
の
心
や
、
情
や
、
欲
の
ま
ま
に
振
る
舞
う
こ
と
が
「
自
己

に
対
す
る
忠
実
」
で
あ
り
、
最
も
「
誠
実
」
な
態
度
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、

感
じ
方
で
あ
る
。
国
学
者
の
い
う
「
直
き
心
」
は
そ
れ
に
近
い
。
そ
し
て
、「
の
っ

ぺ
り
し
た
解
放
感
」
や
、「
自
我
の
肉
体
的
乱
舞
」
に
も
近
い
。

丸
山
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
自
我
を
超
え
た
客
観
的
原
理
、
ま
た

は
自
我
の
属
す
る
上
級
者
・
集
団
・
制
度
な
ど
、
に
た
い
す
る
自
我
の
ふ
る
ま
い

か
た
」
に
つ
い
て
語
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
自
我
を
超
え
た
客
観
的
原
理
」
と

い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
実
在
し
、
そ
れ
は
人
類
誰
も
が
承
認
せ
ざ
る
を

え
な
い
妥
当
性
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
丸
山
は
そ
の
よ
う
な

価
値
絶
対
主
義
者
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
客
観
的
」と
は
、「
自
我
」の「
外
」

に
元
来
は
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
外
」
な
る
も
の

を
、
意
識
空
間
に
お
い
て
「
上
」
に
あ
る
も
の
と
思
い
描
き
、「
自
我
を
超
え
た
」
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と
表
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
に
は
一
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
自
由
な
社
会
に

お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
「
自
我
を
超
え
た
客
観
的
原
理
」
を
信
奉
す
る
か
否
か

も
、
実
は
、
そ
の
「
自
我
」
が
選
択
し
、
決
め
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。

勿
論
、
当
の
「
自
我
」
は
、
そ
の
「
客
観
的
原
理
」
自
身
が
自
分
に
迫
り
、
自

分
を
捉
え
た
と
観
念
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
人
の
意
識
に
か
か
わ
ら

ず
、
複
数
の
「
原
理
」
が
併
存
し
、
あ
る
い
は
共
存
し
、
あ
る
い
は
闘
争
し
て
い

る
状
況
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
「
自
我
」
が
信
奉
す
る
の
は
、「
自
我
」

の
側
の
選
択
と
解
す
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
丸
山
は
、
闇
斎

学
派
に
つ
い
て
、「
道
」
に
、「
人
格
」
を
「
賭
け
」、
あ
る
い
は
「
身
を
賭
け
」、

あ
る
い
は
「
全
人
格
を
賭
し
て
コ
ミ
ッ
ト
」（
第
十
一
巻
二
四
七
頁
）
し
た
と
表
現

し
て
い
る
。
原
理
が
人
格
を
捉
え
た
の
で
は
な
く
、
人
格
が
あ
る
原
理
に
自
ら
を

投
企
し
た
の
で
あ
る
（
な
お
、
丸
山
は
、
主
体
が
自
ら
新
た
な
「
理
念
」
や
「
原

理
」
を
形
成
し
、
構
成
し
、
創
造
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
四

論
文
で
は
語
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
既
成
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
）。だ

と
す
れ
ば
、
原
理
や
理
念
へ
の
忠
誠
と
は
、
そ
れ
を
選
び
、
そ
れ
に
「
賭
け
」

た
「
自
我
」
自
身
へ
の
「
忠
誠
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
、
現
実
の
秩
序
に
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。こ

の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
、
結
局
、

[主
体
⇅
原
理
]↓
秩
序

あ
る
い
は
、﹇
主
体
＋
原
理
]↓
秩
序

と
な
る
。

そ
こ
で
、
主
体
あ
る
い
は
自
我
は
、
自
ら
を
あ
る
原
理
や
理
念
に
「
賭
け
」
る
。

そ
し
て
自
分
自
身
の
選
ん
だ
原
理
や
理
念
に
「
忠
誠
」
た
ら
ん
と
す
る
。
そ
れ
が

同
時
に
自
己
に
「
忠
誠
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
原
理
や

理
念
に
背
い
た
時
、
人
は
自
責
の
念
に
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
自

己
の
崩
壊
す
ら
感
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
そ
の
後
、
別
の
原
理
や
理
念
に

「
賭
け
」
直
す
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
）。

丸
山
は
、
第
四
論
文
で
は
、
第
三
論
文
と
異
な
り
、
原
理
に
よ
る
「
被
縛
性
」

に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
原
理
が
一
方
的
に
人
を
「
縛
る
」
と
い
う

表
現
に
、
や
や
問
題
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
丸
山
の
「
原
理
」「
主
体
」「
秩
序
」
を
め
ぐ
る
生
涯
を
か
け

た
模
索
は
、
結
局
、
こ
の
﹇
主
体
＋
原
理
]↓
秩
序
と
い
う
構
造
と
、
そ
れ
が
も
た

ら
す
困
難
性
と
あ
る
種
の
崇
高
性
の
提
示
に
行
き
着
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

お
わ
り
に

丸
山
は
、
日
本
の
思
想
史
の
単
な
る
観
察
者
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
過
去
の
思

想
を
「
現
代
」
の
高
み
か
ら
嘲
笑
し
た
り
、
冷
笑
し
た
り
は
し
な
い
。
彼
は
、
現

在
か
ら
出
発
し
て
過
去
に
溯
り
、
も
う
一
度
現
在
に
戻
っ
て
来
る
。
彼
の
生
き
て
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い
た
、
そ
の
時
そ
の
時
の
日
本
の
思
想
と
政
治
の
状
況
を
見
据
え
つ
つ
、
そ
こ
に

生
き
る
読
者
た
ち
に(７
)、

過
去
の
「
思
想
す
る
者
」
た
ち
の
軌
跡
を
示
し
て
、
あ
る

い
は
激
励
し
、
あ
る
い
は
忠
告
し
、
あ
る
い
は
警
告
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の

意
義
は
、
色
褪
せ
て
い
な
い
。

注

（
１
)
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
七
月
二
十
四
日
に
ソ
ウ
ル
の
峨
山
政
策
研
究
院
で
行
っ
た
報
告

「
丸
山
眞
男
の
儒
教
解
釈
に
つ
い
て
」
を
大
幅
に
改
訂
し
、
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
)
丸
山
は
、
こ
の
二
論
文
執
筆
後
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
思
索
を
続
け
、
そ
の
意
味
を
明

確
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
変
遷
」（
熱
海
セ
ミ
ナ
ー

報
告
、
一
九
七
四
年
三
月
）（
丸
山
眞
男
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
資
料
番
号

、
九
―
一
〇
頁
）（
講
演
の
速
記
に
丸
山
が
詳
し
く
修
正
を
加
え
た
も
の
）
で
は
、

406-1

こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
同
じ
く
儒
教
と
い
っ
て
も
、
ま
ず
第

一
に
、
儒
教
の
教
義
な
り
概
念
な
り
に
つ
い
て
の
内
容
的
な
理
解
が
、
そ
の
社
会
に
お
い

て
ど
こ
ま
で
広
く
、
ま
た
深
く
存
在
し
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
第
二
に
儒
教
の

な
か
の
伝
統
的
な
範
疇
た
と
え
ば
、
五
倫
五
常
と
か
、
天
の
道
と
か
い
っ
た
範
疇
が
、
あ

る
時
代
の
人
々
に
共
通
し
た
世
界
認
識
の
道
具
と
し
て
ど
の
程
度
ま
で
用
い
ら
れ
た
か

と
い
う
こ
と
と
は
、
や
は
り
区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
経
典
を
読
む
人
が
少
な

か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
た
経
典
の
理
解
の
程
度
が
浅
薄
だ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必

ず
し
も
第
二
の
意
味
で
儒
教
の
「影
響
」が
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
は
い
え
な

い
。
さ
ら
に
、
儒
者
の
社
会
的
位
置
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
儒
教
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
影
響
と
い
う
こ
と
も
、
必
ず
し
も
同
じ
問
題
で
は
な
い
。」
お
そ
ら
く
丸

山
は
、
こ
の
第
二
の
意
味
に
お
い
て
は
、
儒
教
が
一
貫
し
て
徳
川
日
本
に
お
い
て
重
要
な

「
影
響
」
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
３
)
後
に
陸
軍
統
制
派
の
指
導
者
と
な
る
、
永
田
鉄
山
（
一
八
八
四
年
―
一
九
三
五
年
）
は
、

つ
と
に
一
九
二
〇
年
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
（
以
下
、
川
田
稔
『
浜
口
雄
幸
と
永

田
鉄
山
』
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
二
―
一
二
四
頁
に
よ
る
）。「
我
が
国
民
性
を
観

察
す
る
に
、
…
…
往
々
に
し
て
堅
忍
持
久
、
隠
忍
苦
節
を
持
す
る
と
い
う
よ
う
な
緩
燃
性

に
欠
く
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
家
族
制
度
の
下
に
養
成
さ
れ
た
自
然
の
結
果
で
も
あ

ろ
う
が
、
依
頼
心
強
く
自
治
自
律
の
念
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
ま
け
に
外
的

律
法
の
下
に
制
縛
的
に
訓
育
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
自
覚
に
欠
け
責
任
感
が
十
分
で
な

い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（「
国
防
に
関
す
る
欧
州
戦
の
教
訓
」
一
九
二
〇
年
）

そ
し
て
、「
こ
れ
ら
の
日
本
人
の
欠
点
は
、
ま
た
欧
米
人
の
長
所
」
で
あ
り
、「
彼
ら
は
大

戦
に
お
い
て
、
日
本
人
に
は
欠
け
て
い
る
そ
の
よ
う
な
自
主
独
立
の
精
神
、
個
人
の
自
覚

に
裏
打
ち
さ
れ
た
責
任
の
観
念
、
そ
れ
に
基
づ
く
強
靱
か
つ
堅
忍
不
抜
の
心
的
持
久
力
」

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
４
)
こ
こ
で
「
陶
冶
」
と
い
う
語
が
な
ぜ
用
い
ら
れ
る
の
か
、
一
見
疑
問
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
丸
山
眞
男
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の

「
「忠
誠
と
反
逆
」関
係
資
料

原
稿
草
案
（
未
発
表
七
枚
）」（
資
料
番
号

、
作
成

667-5

一
九
五
〇
年
代
後
半
）
が
参
考
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、『
労
新
』（『
労
働
者
新
聞
』
一
九
二

二
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
国
定
忠
治
を
題
材
と
し
た
講
談
（
そ
れ
は
、「
斬
取
り
強
盗
も
極

僅
か
の
人
達
の
迷
惑
で
大
勢
の
人
達
が
助
か
る
」
と
し
て
正
当
化
し
て
い
る
）
を
例
に

と
っ
て
、「
そ
れ
は
ま
さ
し
く
明
治
社
会
主
義
の
志
士
仁
人
が
大
き
な
期
待
を
か
け
た
大

衆
的
な
騒
擾
と
暴
発
が
志
士
仁
人
の
指
導
な
し
に
「直
接
」に
自
ら
の
口
を
開
い
た
姿
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
「反
逆
」は
組
織
的
陶
冶
も
「理
論
」に
よ
る
訓
練
も
ふ

く
め
て
、
お
よ
そ
一
切
の
拘
束
を
は
ね
の
け
よ
う
と
す
る
。
…
…
や
が
て
こ
う
し
た
ア

ノ
ミ
ー
状
況
か
ら
発
す
る
激
情
的
「反
逆
」は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
政
党
と
組
合
の
「指
導
」

の
下
に
お
か
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
職
場
の
反
逆
を
「積
分
」し
た
組
織
化
で
は
必
ず

し
も
な
く
、
む
し
ろ
指
導
者
に
よ
っ
て
、
象
徴
的
操
作
の
「客
体
」と
し
て
上
か
ら
と
ら
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
え
た
原
理
へ
の
忠
誠
が

大
衆
的
基
盤
で
定
着
す
る
に
至
ら
な
い
ま
ま
に
、
そ
う
し
た
直
接
性
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
段

階
に
お
け
る
「産
報
」に
よ
る
組
織
化
に
吸
収
さ
れ
て
行
っ
た
の
も
怪
し
む
に
た
り
な

い
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
組
織
的
陶
冶
」
と
は
、
組
織
的
に
運
動
を
展

開
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
、
主
体
的
で
あ
っ
て
し
か
も
自
ら
を
規
律
す
る
精
神
や
態

度
を
養
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
５
)
幕
末
に
つ
い
て
、
丸
山
眞
男
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
「忠
誠
と
反
逆
」草
稿
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97



089_「知識人と教養」_渡辺浩氏.mcd  Page 10 17/03/02 13:27  v5.51

断
片
」（
資
料
番
号
179、
作
成
一
九
五
九
年
）
で
、
丸
山
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
幕
府

や
藩
主
へ
の
「反
逆
」を
志
士
た
ち
が
合
理
化
し
え
た
根
拠
は
必
ず
し
も
幕
府
や
藩
主
の

行
動
が
天
皇
へ
の
忠
誠
に
反
し
た
と
い
う
点
に
だ
け
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

幕
藩
体
制
が
す
で
に
パ
ー
ス
ナ
ル
な
主
従
的
結
合
を
こ
え
て
高
度
に
組
織
化
さ
れ
、
こ

の
組
織
へ
の
忠
誠
が
儒
教
的
な
原
理
に
よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
ま
さ
に

幕
府
や
藩
主
の
「失
政
」に
よ
っ
て
、
原
理
へ
の
忠
誠
を
組
織
へ
の
忠
誠
か
ら
剥
離
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。」

（
６
)
実
際
、
晩
年
の
丸
山
の
自
宅
の
応
接
間
に
は
、
朱
熹
の
詩
の
拓
本
が
飾
ら
れ
て
い
た
。
彼

に
と
っ
て
、
朱
子
学
が
た
だ
「
封
建
的
」
な
忌
ま
わ
し
い
思
想
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
し
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
。

（
７
)
一
般
に
、
丸
山
は
、
日
本
語
で
書
く
時
は
外
国
人
の
読
者
を
想
定
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

外
国
の
思
想
状
況
は
、
日
本
と
は
異
な
る
。
そ
れ
故
、
丸
山
の
思
想
家
的
側
面
が
、
日
本

人
と
外
国
人
に
同
時
に
語
り
か
け
る
こ
と
を
、
難
し
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

20世紀知識人の教養と学問
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