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本
論
文
は
、
近
代
世
界
の
内
部
に
お
い
て
生
産
さ
れ
な
が
ら
も
、
近
代
世

界
と
は
異
な
る
世
界
の
あ
り
方
を
記
述
す
る
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
分

析
方
法
と
具
体
的
な
解
釈
を
提
示
し
、
か
つ
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
解
釈
困

難
な
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
思
想
史
的
に
論
証
し
た
も

の
で
あ
る
。 

 

本
論
文
の
構
成
は
、
分
析
す
べ
き
対
象
の
設
定
、
分
析
の
視
座
に
つ
い
て

の
考
察
お
よ
び
具
体
的
実
践
的
な
分
析
手
法
を
提
示
し
た
序
章
、
第
一
章
か

ら
第
五
章
ま
で
の
本
論
、
お
よ
び
分
析
対
象
の
特
徴
を
総
括
的
に
考
察
し
た

結
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
論
は
内
容
上
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
、
第
一
章
で
は
菅
野
八
郎
の
テ
ク
ス
ト
を
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま

で
は
一
九
・
二
〇
世
紀
転
換
期
の
天
理
教
に
か
か
わ
る
テ
ク
ス
ト
を
、
第
五

章
で
は
星
野
輝
興
の
テ
ク
ス
ト
を
、
そ
れ
ぞ
れ
序
論
で
提
示
さ
れ
た
分
析
手

法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
析
し
、
新
た
な
解
釈
を
導
出
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
分
析
作
業
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
解
釈
困
難
な
も
の
と
し
て
分
析
が

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
内
的
論
理
と
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
解

釈
困
難
さ
の
機
構
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
分
析
手
法
の
有
効
性
が
検

証
さ
れ
る
。 

 

序
論
は
ま
ず
、
解
釈
困
難
な
テ
ク
ス
ト
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
困

難
さ
が
、
原
理
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
も
観
察
し
得
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
解
釈
困
難
な
テ
ク
ス
ト
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
解

釈
困
難
な
細
部
は
、
一
般
的
な
思
想
史
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
操
作
に

よ
っ
て
解
釈
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
解
釈
困
難
な
テ

ク
ス
ト
を
解
釈
か
ら
除
外
し
た
こ
と
す
ら
忘
却
さ
れ
て
い
る
。
解
釈
困
難
さ

を
除
外
し
忘
却
す
る
操
作
と
は
、
内
在
主
義
で
あ
る
。
こ
の
内
在
主
義
は
、

テ
ク
ス
ト
の
書
き
手
へ
の
内
在
を
標
榜
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
テ
ク
ス
ト
そ
の

も
の
の
全
的
解
釈
を
断
念
す
る
。
す
な
わ
ち
、
書
き
手
の
意
図
や
意
識
、
社

会
的
関
係
性
、
あ
る
い
は
思
想
と
い
っ
た
次
元
を
仮
構
し
、
こ
の
次
元
に
よ

っ
て
解
釈
困
難
さ
を
上
書
き
す
る
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
、
対
象
と
し
て
の

テ
ク
ス
ト
の
書
き
手
に
内
在
し
得
た
、
そ
し
て
書
き
手
の
意
図
や
社
会
的
関

係
性
の
歪
像
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
を
十
全
に
解
釈
し
得
た
と
結
論
す
る
の
が

内
在
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
書
き
手
の
考
察
に
よ
っ

て
代
置
す
る
還
元
論
で
あ
り
、
同
時
に
書
き
手
の
属
性
を
テ
ク
ス
ト
の
内
容

と
見
做
す
反
映
論
で
あ
る
。
内
在
主
義
の
操
作
を
正
当
化
す
る
の
は
、
テ
ク

ス
ト
の
書
き
手
を
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
手
と
ほ
ぼ
同
様
あ
る
い
は
そ
れ
以
下

の
特
性
と
能
力
を
も
っ
た
、
単
一
の
近
代
的
個
人
だ
と
み
な
す
前
提
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
前
提
を
内
包
し
た
内
在
主
義
の
操
作
は
、
解
釈
困
難
な
テ
ク
ス

ト
の
解
釈
困
難
さ
の
責
任
を
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
者
つ
ま
り
読
み
手
に
で
は
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な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
生
産
者
つ
ま
り
書
き
手
に
帰
す
る
。
す
な
わ
ち
、
書
き

手
に
お
け
る
能
力
の
欠
如
ゆ
え
に
、
書
き
手
の
愚
か
し
さ
が
ゆ
え
に
、
あ
る

い
は
書
き
手
が
み
ず
か
ら
の
意
図
や
社
会
関
係
を
十
分
に
記
述
し
得
な
か
っ

た
が
ゆ
え
に
、
テ
ク
ス
ト
に
解
釈
困
難
さ
が
侵
入
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
。

し
た
が
っ
て
内
在
主
義
は
、
テ
ク
ス
ト
の
書
き
手
へ
の
内
在
を
目
指
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
、
特
に
そ
の
解
釈
困
難
さ
を

捨
象
す
る
し
、
そ
の
捨
象
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
。
で
は
、
こ
の
内
在
主
義

の
弊
を
回
避
し
つ
つ
テ
ク
ス
ト
を
読
む
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
手
法
が
必

要
な
の
か
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
手
法
に
よ
っ
て
解
釈
困
難
な
テ
ク
ス
ト
を
読

ん
だ
と
き
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
内
在

主
義
に
よ
っ
て
は
捨
象
さ
れ
る
解
釈
困
難
さ
を
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
か
ら
説

明
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
論
文
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
で

あ
る
。
序
論
は
つ
ぎ
に
、
内
在
主
義
を
回
避
し
て
テ
ク
ス
ト
を
全
的
に
読
む

た
め
の
手
法
を
紹
介
す
る
。
こ
の
手
法
と
し
て
、
近
代
性
の
歴
史
化
、
問
い

か
け
そ
の
も
の
の
歴
史
化
、
分
析
の
次
元
と
し
て
の
「
手
つ
き
」
、
反
復
す
る

諸
概
念
の
運
動
、
非
対
称
あ
る
い
は
不
均
等
な
関
係
性
、
こ
れ
ら
五
項
目
が

概
説
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
手
法
は
、
本
論
に
お
け
る
分
析
か
ら
抽
象
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
本
論
文
に
お
け
る
作
業
の
要
点
は
、
テ
ク
ス
ト
を
運
動
と
し

て
と
ら
え
、
運
動
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
本
論
文
の
方
法
の

要
点
は
、
つ
ね
に
テ
ク
ス
ト
か
ら
出
発
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
操

作
に
よ
っ
て
、
解
釈
困
難
な
テ
ク
ス
ト
が
解
釈
可
能
な
も
の
と
な
り
、
テ
ク

ス
ト
に
対
す
る
全
的
な
解
釈
の
更
新
が
遂
行
さ
れ
得
る
。 

 

第
一
章
「
鈍
愚
の
潜
勢
力 

 

菅
野
八
郎
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
愚
」
の

問
題
」
は
、
菅
野
八
郎
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
新
た
な
解
釈
を
提
示
す
る
。

八
郎
研
究
史
は
厚
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
い
ぜ
ん
と
し
て

多
く
の
解
釈
困
難
さ
に
満
ち
て
い
る
。
多
く
の
研
究
史
は
、
テ
ク
ス
ト
に
し

ば
し
ば
登
場
す
る
キ
イ
概
念
を
取
り
上
げ
、
そ
の
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
何
か
、
時
間
の
経
過
、
経
験
の
深
化
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
意
味
が
変
化

す
る
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
か
、
そ
れ
が
八
郎
の
現
実
的
実
践
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
か
、
な
ど
を
考
察
し
て
い
た
。
し
か
し
研
究
史
は
、
八
郎
の

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
解
釈
困
難
な
部
分
、
具
体
的
に
は
八
郎
の
テ
ク
ス
ト
が

固
執
し
て
い
た
「
愚
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
捨
象
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
強
烈
な
否
定
性
と
し
て
働
く
「
愚
」
も
、
キ
イ
概
念
分
析
と
し
て
分

析
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
こ
の
章
の
課
題
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
「
愚
」

は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
的
構
成
を
撹
乱
す
る
と
い
う
運
動
性
を
持
つ
。
そ
れ
は

八
郎
の
テ
ク
ス
ト
に
繰
り
返
し
登
場
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
じ
し
ん
そ
れ
を

排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
解
釈
困
難
な
「
愚
」
が
孕
む
問
題
を
辿
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
八
郎
の
思
想
」
に
は
還
元
で
き
な
い
、
八
郎
の
テ
ク
ス
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ト
じ
し
ん
の
運
動
性
を
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
章
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
愚
」
の
運
動
を
、
三
つ
の
時
期
に
区
分
し

て
考
察
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
八
丈
島
遠
島
以
前
、
八
丈
島
遠
島
以
降
、
そ
し

て
明
治
期
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
、
あ
る
種
の
開
闢
説
が
対
応
し
て

い
る
が
、
こ
の
開
闢
説
が
、
テ
ク
ス
ト
を
媒
介
と
し
た
事
物
の
探
求
の
様
式

を
規
定
し
、
か
つ
「
愚
」
の
運
動
性
を
規
定
し
て
い
る
。
第
一
の
時
期
に
お

い
て
「
愚
」
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
表
層
の
秩
序
を
も

っ
て
事
物
の
秩
序
だ
と
取
り
違
え
る
「
愚
」
か
な
ひ
と
び
と
は
、
拙
な
い
筆

運
び
で
整
わ
な
い
文
章
を
書
き
記
し
た
八
郎
の
テ
ク
ス
ト
を
、「
愚
」
な
る
も

の
と
し
て
疎
略
に
扱
つ
て
し
ま
う
。
第
二
の
時
期
に
お
け
る
陰
陽
説
と
の
邂

逅
は
、
開
闢
説
の
構
造
を
変
容
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
事
物
の
探
求
の
様
式
と
、

「
愚
」
の
あ
り
か
た
を
も
変
え
た
。
陰
陽
説
的
開
闢
説
は
、
い
わ
ば
「
陰
陽

は
文
字
に
先
立
つ
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
次
元
に
付

着
し
た
「
愚
」
の
問
題
を
、
そ
の
根
本
か
ら
解
消
す
る
。
け
れ
ど
も
陰
陽
説

と
い
う
知
的
原
理
は
、
そ
れ
が
原
理
性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
「
愚
」
の
問
題
を

別
の
位
相
へ
と
転
移
さ
せ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、
原
理
を
得
て
も
な
お
、
貧
苦

か
ら
は
脱
し
得
な
い
み
ず
か
ら
を
自
嘲
す
る
。
さ
て
第
三
の
時
期
に
お
け
る

近
代
知
の
登
場
は
、
陰
陽
説
的
原
理
そ
れ
自
体
を
「
愚
」
と
し
て
否
定
す
る
。

テ
ク
ス
ト
は
、
近
代
知
が
覇
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か

し
陰
陽
説
を
放
棄
せ
ず
、
ま
た
近
代
知
の
覇
権
を
陰
陽
説
的
原
理
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
る
こ
と
も
し
な
い
。
テ
ク
ス
ト
は
陰
陽
説
そ
の
も
の
に
新
た
な
原

理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
知
の
い
ま
・
こ
こ
に
お
け
る
覇
権
と
、

未
来
に
お
け
る
そ
の
没
落
を
論
証
す
る
。
し
た
が
っ
て
テ
ク
ス
ト
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
示
唆
す
る
。
近
代
知
か
ら
み
れ
ば
「
愚
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
近

代
知
の
不
義
に
あ
ら
が
う
根
源
的
な
希
望
な
の
だ
、
と
。
以
上
が
第
一
章
の

骨
子
で
あ
る
。 

 

第
二
章
・
第
三
章
・
第
四
章
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に

か
け
て
の
、
天
理
教
に
か
か
わ
る
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
。
第
二
章
「
予
備

的
考
察 

 

天
理
教
研
究
に
関
わ
る
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
」
は
、
つ
づ
く
第
三

章
・
第
四
章
共
通
の
導
入
部
で
あ
る
。
そ
れ
ら
各
論
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
当

該
時
期
の
天
理
教
に
つ
い
て
、
研
究
史
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
当
該
時
期
に
生
産

さ
れ
た
歴
史
的
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
て
い
た
の
か
、
そ

れ
ら
の
見
解
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
、
ど
の
よ

う
な
方
法
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
か
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
の
見
解
が
総
体
と
し

て
示
唆
す
る
ア
ポ
リ
ア
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
べ
き
か
、
解
釈
の
方
針
を
検

討
す
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
た
解
釈
の
方
針
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
こ
れ
ら
多
様
な
る
諸
見
解
の
相
違
を
、
研
究
史
テ

ク
ス
ト
の
書
き
手
の
思
想
や
立
場
性
な
ど
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
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テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
研
究
史
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
分
析
対
象
た
る

歴
史
的
テ
ク
ス
ト
か
ら
説
明
す
る
こ
と
。
ま
た
第
二
に
、
テ
ク
ス
ト
を
そ
の

外
部
に
あ
る
実
践
に
従
属
す
る
も
の
だ
と
前
提
せ
ず
、
ま
ず
は
テ
ク
ス
ト
じ

し
ん
の
内
的
論
理
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
じ
し
ん
の
実
践
的
効

果
を
考
察
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
方
針
で
あ
る
。 

 

第
三
章
「
恐
る
べ
き
愚
民
た
ち 

 

天
理
教
批
判
テ
ク
ス
ト
に
み
る
啓
蒙
の

不
可
能
性
」
は
、
第
二
章
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
方
針
を
も
っ
て
、
当
該
時

期
の
天
理
教
批
判
テ
ク
ス
ト
の
内
的
矛
盾
を
考
察
す
る
。
批
判
テ
ク
ス
ト
は

た
だ
単
に
、
天
理
教
に
対
す
る
事
実
無
根
の
誹
謗
中
傷
と
、
近
代
知
へ
の
絶

対
的
な
信
頼
か
ら
来
る
民
衆
蔑
視
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
が
ゆ
え
に
研
究
史
は
、
テ
ク
ス
ト
作
者
た
ち
の
思
想
や
立
場
性
な
ど
に

テ
ク
ス
ト
の
主
張
を
還
元
す
る
こ
と
で
、
批
判
テ
ク
ス
ト
の
検
討
を
捨
象
し

て
い
た
。
し
か
し
本
章
は
、
批
判
テ
ク
ス
ト
か
ら
分
析
を
は
じ
め
る
。
さ
て
、

批
判
テ
ク
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
天
理
教
は
「
愚
民
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
テ
ク
ス
ト
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
愚
民
」
と
は
、
正
し
い
も
の
と
そ
う
で

は
な
い
も
の
の
区
別
が
つ
か
な
い
ひ
と
び
と
、
な
ん
ら
の
悪
意
な
く
、
正
し

く
な
い
も
の
を
正
し
い
も
の
と
し
て
取
り
違
え
て
し
ま
う
ひ
と
び
と
の
こ
と

だ
。
こ
の
よ
う
な
「
愚
民
」
は
、
近
代
啓
蒙
の
進
展
と
と
も
に
い
ず
れ
は
滅

亡
す
る
が
、
し
か
し
国
家
社
会
に
対
す
る
そ
の
害
悪
を
鑑
み
れ
ば
た
だ
ち
に

撲
滅
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
テ
ク
ス
ト
は
説
く
。
批
判
テ
ク
ス
ト
は
あ
る
種

の
解
釈
困
難
さ
を
持
つ
。
批
判
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
困
難
さ
と
は
、
テ
ク
ス
ト

じ
し
ん
が
啓
蒙
と
撲
滅
の
対
象
と
し
て
措
定
し
た
「
愚
民
」
に
そ
の
理
路
を

翻
弄
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
み
ず
か
ら
が
「
愚
民
」
の
撲
滅
が
不
可
能
で
あ
る
こ

と
を
論
証
し
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
を
除
く
す
べ
て
に
「
愚
民
」
と
し
て
の
特

性
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
、
こ
の

論
理
的
混
乱
が
生
じ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
本
章
の
課
題
で
あ
る
。

さ
て
、
批
判
テ
ク
ス
ト
の
論
理
的
混
乱
の
根
源
は
愚
性
、
つ
ま
り
正
し
い
も

の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
が
弁
別
不
可
能
だ
と
い
う
「
愚
民
」
の
特
性
に
求

め
ら
れ
る
。「
愚
民
」
は
そ
の
愚
性
ゆ
え
に
、
啓
蒙
を
啓
蒙
と
し
て
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
反
啓
蒙
的
な
天
理
教
を
正
し
い
啓
蒙
と
し
て
受
容

す
る
。
さ
ら
に
「
愚
民
」
は
、
善
意
に
よ
っ
て
そ
の
得
た
と
こ
ろ
の
も
の
を

拡
散
す
る
が
ゆ
え
に
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
増
殖
す
る
こ
と
を
、
批
判
テ

ク
ス
ト
は
論
証
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
愚
民
」
は
、
論
理
的
に
も
歴
史
的
に

も
、
啓
蒙
不
可
能
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
実
践
を
、「
愚
民
」
の
そ
れ
だ

と
テ
ク
ス
ト
は
見
做
す
の
か
。
批
判
テ
ク
ス
ト
は
、
い
く
つ
か
の
定
型
的
な

挿
話
に
よ
っ
て
、
天
理
教
の
愚
な
る
実
践
を
描
写
し
批
判
す
る
。
こ
れ
ら
の

挿
話
は
二
通
り
に
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
性
的
・
経
済
的
・
衛

生
的
規
範
の
侵
犯
を
非
難
し
て
い
る
と
読
む
解
釈
と
、
「
不
忠
」
「
不
敬
」
を
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糾
弾
し
て
い
る
と
読
む
解
釈
、
の
二
つ
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
妥
当
な
解
釈
だ

け
れ
ど
も
、
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
特
殊
性
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
前
者
を
汲

み
つ
つ
後
者
に
重
心
を
お
き
、
資
本
主
義
的
欲
望
の
過
剰
態
に
対
す
る
非
難

が
最
終
的
に
は
天
皇
制
的
規
範
へ
の
侵
犯
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
、
そ
の
理
路

を
検
討
す
る
の
が
適
切
だ
。
「
不
忠
」
「
不
敬
」
は
、
啓
蒙
不
可
能
を
超
え
て

「
愚
民
」
に
対
す
る
糾
弾
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
愚
性
そ
の
の
も
の
が

糾
弾
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
。
た
だ
し
こ
の
糾
弾
は
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
ぜ
な
ら
「
不
忠
」
「
不
敬
」
に
対
し
て
唯
一
の
正
し
い
「
忠
」
「
敬
」
を
提

示
す
る
こ
と
は
実
践
的
に
も
原
理
的
に
も
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
「
愚
民
」

は
愚
性
ゆ
え
に
、「
忠
」「
敬
」
と
「
不
忠
」「
不
敬
」
と
を
そ
も
そ
も
弁
別
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
同
時
に
「
不
忠
」「
不
敬
」
の
非
難

は
、「
愚
民
」
の
撲
滅
に
参
加
し
な
い
ひ
と
び
と
に
も
向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
自
己
責
任
を
口
実
に
「
愚
民
」
を
放
置
し
、
そ
れ
を
の
さ
ば
ら
せ
て
お
く

こ
と
が
既
に
、
「
不
忠
」
「
不
敬
」
な
の
だ
と
。
批
判
テ
ク
ス
ト
は
、
「
不
忠
」

「
不
敬
」
つ
ま
り
天
皇
制
的
規
範
へ
の
侵
犯
を
撲
滅
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
慈

悲
」
で
あ
る
と
説
く
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
天
理
教
が
国
家
に
お
い
て

い
ま
だ
存
在
し
う
る
の
は
な
ぜ
か
。
テ
ク
ス
ト
は
国
家
の
天
理
教
政
策
が
不

十
分
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
つ
つ
、
国
家
は
天
理
教
に
よ
っ
て
買
収

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
す
る
。
そ
れ
が
示
唆
す
る
の
は
、
国
家
す

ら
も
正
し
い
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
が
弁
別
で
き
な
い
と
い
う
事
態
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
は
、
国
家
の
う
ち
に
愚
性
と
似
通
っ
た
運
動
を

見
い
だ
し
て
し
ま
う
。
み
ず
か
ら
の
撲
滅
対
象
を
「
愚
民
」
と
措
定
し
た
が

ゆ
え
に
、「
愚
民
」
の
テ
ク
ス
ト
内
的
運
動
に
よ
っ
て
、
批
判
テ
ク
ス
ト
は
論

理
的
混
乱
へ
と
陥
る
。
以
上
が
第
三
章
の
骨
子
で
あ
る
。 

 

第
四
章
「
慈
悲
と
資
本
主
義 

 

天
理
教
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
二
つ

の
世
界
」
は
、
第
二
章
の
方
針
に
沿
っ
て
天
理
教
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
を
構
成

す
る
諸
挿
話
を
分
析
す
る
。
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
は
、
教
祖
中
山
み
き
を
め
ぐ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
こ
と
を
通
じ
て
あ
る
種
の
世
界
観
を
提
示
し
、
テ
ク

ス
ト
そ
の
も
の
を
媒
介
と
し
た
ひ
と
び
と
の
共
同
性
の
構
築
を
可
能
に
す
る
。

ま
ず
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
は
、
批
判
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
誹
謗
中
傷
に
対
し
て
論

駁
し
う
る
、
み
き
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
提
示
す
る
。
そ
れ
ら
諸
挿
話

に
お
い
て
み
き
は
、
日
常
性
を
生
き
る
ひ
と
び
と
か
ら
は
思
い
も
よ
ら
な
い

非
凡
な
実
践
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
に
降
り
か
か
る
危
機
的
状
況
を
克
服
す
る
。

人
知
を
超
越
し
た
み
き
の
実
践
は
、
そ
の
非
凡
さ
ゆ
え
に
ひ
と
び
と
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
迫
害
を
被
る
。
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
よ
う
に
し

て
、
通
俗
的
な
知
と
愚
の
対
立
を
、
神
と
人
と
の
対
立
そ
し
て
和
解
へ
と
ず

ら
す
。
し
た
が
っ
て
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
は
、
み
き
の
実
践
そ
の
も
の
を
解
釈

困
難
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
非
凡
な
実
践
に
対
す
る
ひ
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と
び
と
の
迫
害
と
い
う
経
験
、
そ
し
て
「
神
人
交
通
」
と
い
う
出
来
事
を
媒

介
に
し
て
、
テ
ク
ス
ト
は
み
き
を
、
ム
ハ
ン
マ
ド
や
イ
エ
ス
と
同
様
の
世
界

的
聖
人
へ
と
列
す
る
。
か
れ
ら
世
界
的
聖
人
内
に
お
け
る
み
き
の
卓
越
性
は
、

そ
れ
が
時
系
列
の
終
端
、
す
な
わ
ち
現
在
に
出
現
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
人
知
を
絶
し
た
神
の
領
域
に
属
す
る
み
き
の
実
践
を
、
教
祖
伝
テ
ク

ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
語
る
か
。
人
知
に
よ
っ
て
理
解
し
難
い
み
き
の
諸
実
践

の
核
心
を
、
テ
ク
ス
ト
は
慈
悲
と
呼
ぶ
。
慈
悲
的
実
践
は
富
の
無
限
の
放
出
、

い
わ
ば
資
本
主
義
的
実
践
も
求
め
る
と
こ
ろ
と
は
正
反
対
の
実
践
で
あ
る
。

こ
の
慈
悲
と
い
う
概
念
が
、
み
き
に
か
か
わ
る
諸
挿
話
に
あ
る
種
の
全
体
性

を
付
与
し
、
か
つ
こ
れ
ら
の
諸
挿
話
を
媒
介
と
し
て
、
す
べ
て
の
ひ
と
び
と

の
当
為
へ
と
拡
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
天
理
教
の
布
教
さ
れ
る
べ
き
領
域
、

そ
し
て
神
の
権
能
も
ま
た
、
全
世
界
へ
と
拡
張
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
慈
悲

的
実
践
を
理
解
で
き
ず
そ
れ
を
抑
圧
す
る
ひ
と
び
と
日
常
的
な
あ
り
か
た
、

つ
ま
り
富
の
無
限
の
蓄
積
を
目
指
す
資
本
主
義
的
実
践
に
対
し
て
、
慈
悲
的

実
践
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
。
天
理
教
の
因
縁
論
に
よ
れ
ば
、
資

本
主
義
的
欲
望
の
過
剰
に
よ
っ
て
、
人
心
が
神
の
望
む
と
こ
ろ
か
ら
離
れ
た

と
き
、
す
な
わ
ち
神
と
ひ
と
び
と
と
が
不
調
和
に
あ
る
と
き
、
神
は
災
厄
を

媒
介
と
し
て
ひ
と
び
と
に
警
告
を
な
す
。
そ
れ
が
災
厄
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
理
路
を
逆
に
言
え
ば
、
災
厄
を
も
た
ら
さ
な
い
程
度

の
資
本
主
義
的
実
践
が
存
在
し
得
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

資
本
主
義
的
実
践
は
慈
悲
的
実
践
を
黙
殺
あ
る
い
は
抑
圧
す
る
が
、
神
の
領

域
に
属
す
る
慈
悲
的
実
践
は
資
本
主
義
的
実
践
を
あ
る
程
度
ま
で
は
許
容
す

る
、
と
い
う
非
対
称
性
が
生
ま
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
み
き
の
挿
話
を
通
じ
て
、

こ
の
非
対
称
性
を
物
質
と
精
神
と
い
う
二
つ
の
領
域
に
拡
張
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
慈
悲
的
実
践
と
資
本
主
義
的
実
践
と
を
割
り
振
る
。
す
な
わ
ち
物
質
の
領

域
に
お
け
る
過
剰
な
資
本
主
義
的
実
践
が
も
た
ら
す
災
厄
は
、
物
質
よ
り
も

優
位
に
あ
る
精
神
の
領
域
に
お
け
る
慈
悲
的
実
践
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
の

だ
、
と
。
し
た
が
っ
て
慈
悲
的
実
践
は
、
資
本
主
義
的
実
践
の
矛
盾
を
希
釈

し
得
て
も
、
資
本
主
義
的
実
践
そ
の
も
の
の
廃
絶
を
目
指
す
こ
と
は
な
い
。

以
上
の
分
析
は
、
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
を
慈
悲
と
資
本
主
義
の
二
領
域
の
矛
盾

と
し
て
読
む
解
釈
、
い
わ
ば
横
方
向
の
解
釈
で
あ
る
。
加
え
て
本
章
は
、
縦

方
向
の
読
み
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
慈
悲
と
資
本
主
義
の
移
行
領
域
に

お
け
る
危
機
と
救
済
の
共
有
が
、
み
き
お
よ
び
み
き
に
か
か
わ
る
ひ
と
び
と

の
経
験
と
、
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
を
経
験
す
る
ひ
と
び
と
の
経
験
を
結
合
す
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
た
し
か
に
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
領
域

を
、
あ
る
種
の
神
秘
的
な
筆
致
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し

こ
の
神
秘
的
な
領
域
こ
そ
が
、
ひ
と
び
と
の
個
別
の
危
機
的
状
況
を
結
び
つ

け
、
救
済
を
分
有
さ
せ
る
。
こ
れ
が
、
危
機
の
重
ね
合
わ
せ
と
し
て
の
教
祖



 7 

伝
テ
ク
ス
ト
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
縦
と
横
、
二
つ
の
解
釈
を
総
合
し
た

と
き
、
何
が
言
え
る
か
。
教
祖
伝
テ
ク
ス
ト
の
提
示
す
る
世
界
観
と
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
び
と
の
個
別
の
危
機
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
レ
ベ
ル
の
危
機
と
原
理
的
に
繋
が
っ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
危
機
に

お
い
て
、
資
本
主
義
的
実
践
か
ら
慈
悲
的
実
践
へ
の
、
有
限
な
る
人
知
・
人

力
か
ら
無
限
な
る
神
へ
の
、
物
質
中
心
か
ら
精
神
中
心
の
生
活
へ
の
、
劇
的

な
移
行
が
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
世
界
観
は
、
テ
ク
ス
ト
が
慨
嘆
す

る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
矛
盾
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
理
路
に
よ

れ
ば
、
一
国
の
植
民
地
化
も
ま
た
因
縁
の
し
か
ら
し
む
る
結
果
な
の
だ
か
ら
、

そ
の
悲
劇
的
困
難
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
、
精
神
の
領
域
に
対
す
る
開
拓
が

必
要
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
植
民
地
主
義
批
判
は
、
精
神
の
領
域

に
対
す
る
植
民
地
化
を
要
請
す
る
。
以
上
が
第
四
章
の
骨
子
で
あ
る
。 

 

第
五
章
「
勤
労
神
ア
マ
テ
ラ
ス 
 

星
野
輝
興
の
祭
祀
学
に
お
け
る
「
革
命
」

の
問
題
」
は
、
長
く
掌
典
を
勤
め
た
神
道
家
星
野
輝
興
の
祭
祀
学
を
、
そ
の

テ
ク
ス
ト
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
星
野
に
対
す
る
諸
見
解
の
解
釈

困
難
な
矛
盾
を
解
決
す
る
方
途
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
星
野
は
、
ア
マ
テ

ラ
ス
一
神
教
に
よ
っ
て
天
皇
統
治
の
世
界
性
を
否
定
す
る
不
敬
学
説
の
唱
道

者
と
し
て
糾
弾
さ
れ
、
敗
戦
後
に
は
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
戦
争
放
棄
を
賞

賛
し
、
同
時
に
官
製
ナ
チ
ス
流
フ
ァ
シ
ズ
ム
神
道
を
案
出
し
た
人
物
と
見
做

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
見
解
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想

や
立
場
性
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
考
え
得
る
が
、
し
か
し
本
論
文
の
方
法
の

原
則
か
ら
し
て
本
章
は
、
こ
の
よ
う
な
相
矛
盾
す
る
諸
見
解
を
可
能
に
す
る
、

星
野
祭
祀
学
の
テ
ク
ス
ト
の
構
成
を
分
析
す
る
。
さ
て
、
星
野
祭
祀
学
の
核

心
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
う
ち
に
境
界
線
を
彫
琢
し
て
ゆ
く
、
テ
ク
ス
ト

の
手
つ
き
に
あ
る
。
繰
り
返
し
登
場
す
る
境
界
線
の
問
題
は
、
神
と
人
と
の

境
界
線
に
淵
源
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
星
野
祭
祀
学
は
、
こ
の
境
界
を
曖
昧

に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
お
い
て
批
判
す
る
。
境
界
線

の
曖
昧
化
と
は
す
な
わ
ち
、
事
実
を
批
判
的
に
観
察
せ
ず
想
像
に
よ
っ
て
事

物
の
本
来
的
な
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
得
る
と
い
う
考
え
方
、
ひ
と
び
と
の

具
体
的
努
力
な
く
し
て
も
神
に
熱
誠
が
通
じ
れ
ば
奇
跡
が
顕
現
す
る
と
い
う

考
え
方
、
高
度
な
神
学
的
思
索
に
よ
っ
て
問
題
解
決
が
為
さ
れ
得
る
と
い
う

考
え
方
、
森
羅
万
象
は
造
化
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
、
し

た
が
っ
て
す
べ
て
の
異
な
る
領
域
の
知
を
神
道
神
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
統
一
し
得
る
と
い
う
考
え
方
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
星
野
祭
祀
学
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
境
界
明
瞭
化
の
運
動
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
ス
ケ
ー
ル
の
問
題
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
一
種
の

自
律
性
を
宿
す
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
ま

た
星
野
の
意
図
や
立
場
性
、
政
治
的
社
会
的
な
要
請
に
左
右
さ
れ
ず
、
境
界
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線
の
問
題
は
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
星
野
祭
祀

学
の
自
律
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
星
野
祭
祀
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ケ
ー

ル
の
問
題
が
相
似
通
っ
た
問
い
と
答
え
の
構
造
を
形
作
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
い
わ
ば
フ
ラ
ク
タ
ル
な
体
系
性
を
持
つ
。
で
は
、
境
界
線
の
混
濁
を

放
置
し
た
と
き
、
何
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
神
と
人
、
本
来
的
な
日
本
の

領
域
と
そ
う
で
は
な
い
領
域
、
国
体
と
近
代
知
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
熱
誠
を

標
榜
し
た
怠
惰
、
事
物
の
秩
序
と
観
念
の
秩
序
、
最
高
神
と
造
化
神
な
ど
の

境
界
を
あ
い
ま
い
に
し
た
と
き
、
テ
ク
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
革
命
が
起
こ
る
。

星
野
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
革
命
と
は
、
直
接
的
に
は
王
朝
交
替
を
意
味
す

る
。
け
れ
ど
も
星
野
祭
祀
学
の
理
路
を
敷
衍
し
て
言
え
ば
、
革
命
後
の
世
界

と
は
、
ひ
と
び
と
が
努
力
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
、
事
物
の
進
歩
や
成
長
が

な
い
、
非
農
業
国
で
あ
る
。
こ
の
革
命
は
、
現
実
的
な
努
力
を
超
越
し
よ
う

と
試
み
る
知
識
人
た
ち
の
観
念
的
な
努
力
、
お
よ
び
現
実
的
な
努
力
を
放
棄

し
未
熟
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
選
ん
だ
ひ
と
び
と
の
懶
惰
に
よ
っ
て
招

来
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
星
野
祭
祀
学
の
理
路
か
ら
考
え
た
と
き
、
一
九
四

五
年
八
月
の
敗
戦
そ
し
て
占
領
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
以
上

が
第
五
章
の
骨
子
で
あ
る
。 

 

各
章
で
の
考
察
を
総
合
し
、
結
論
に
お
い
て
は
、
解
釈
困
難
な
テ
ク
ス
ト

の
解
釈
困
難
さ
の
仕
組
み
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
。
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
困
難

さ
は
、
テ
ク
ス
ト
じ
し
ん
の
描
き
出
し
た
世
界
の
二
重
性
に
起
因
す
る
。
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
世
界
は
、
資
本
主
義
的
実
践
の
領
域
と
非
資
本
主
義
的
実

践
の
領
域
に
分
割
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
お
お
む
ね
正
反
対
の
価
値
観
を
与

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
反
対
側
の
領
域
に
対
す
る
扱
い

も
ま
た
、
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
実
践
は
そ
の
彼

岸
を
、
愚
か
で
狂
気
に
満
ち
た
未
開
の
周
縁
と
し
て
理
解
す
る
が
、
非
資
本

主
義
的
実
践
は
そ
の
彼
岸
を
、
欲
望
と
不
義
と
不
幸
に
満
ち
た
哀
れ
む
べ
き

空
間
と
し
て
理
解
す
る
。
か
つ
本
論
文
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
が
明
ら
か
に
し
た

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
知
の
主
要
な
様
式
が
異
な
る
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
実
践
の
領
域
が
近
代
知
を
主
要
な
知

の
様
式
と
す
る
の
に
対
し
て
、
非
資
本
主
義
的
実
践
の
領
域
は
、
象
徴
や
言

語
の
秩
序
を
手
が
か
り
と
し
て
事
物
と
世
界
の
秩
序
を
探
求
す
る
と
い
う
あ

る
種
の
技
法
を
主
要
な
知
の
様
式
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
彼
岸
の
論

理
を
愚
か
な
も
の
、
秩
序
を
欠
い
た
真
な
ら
ざ
る
も
の
、
と
見
做
す
。
テ
ク

ス
ト
の
解
釈
困
難
さ
は
、
こ
の
知
の
様
式
の
差
異
に
淵
源
す
る
。 


