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近
代
日
本
の
歴
史
意
識
を
め
ぐ
る
一
考
察
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三
谷
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を
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し
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敗
戦
後
日
本
で
は
、
明
治
以
来
の
「
富
国
強
兵
」
と
い
う
「
国
是
」
こ
そ
失
わ
れ
た
も
の
の
、
戦
時
動
員
体
制
に
お
け
る
高
度
な
技
術
と
巨
大
な
機
構
性
は
、
復
興
と
高
度

成
長
を
目
指
す
戦
後
の
資
本
主
義
体
制
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
た
め
、
戦
争
を
目
的
に
組
織
さ
れ
た
ガ
リ
ソ
ン
・
ス
テ
ー
ト
は
、
戦
後
日
本
に
託
さ
れ
た
理
念
と
は
裏
腹

に
、
そ
の
軍
事
的
外
装
を
脱
ぎ
捨
て
た
形
で
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
や
個
人
は
、
こ
の
殺
伐
た
る
機
構
社
会
の
一
部
品
と
し
て
己
の
身
を
さ
ら
す
ほ
か
、
生
き
る
術

を
持
ち
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
事
態
を
精
神
史
的
に
問
い
直
す
と
き
、
現
代
と
い
う
時
代
と
は
、
昭
和
十
年
代
の
魂
を
呻
か
せ
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
弾
圧
後
の
閉
塞
状
況
に
根
差
す
実
存
的
課
題
を

も
、
そ
の
ま
ま
に
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
の
課
題
と
は
「
時
間
性
の
刻
印
を
お
び
、
歴
史
の
中
で
つ
ね
に
虚
無
と
境
を
接
し
て
い
る
自
我
（
筒
井

洋
一
郎
「
高
倉
徳
太
郎
」
キ
リ
ス
ト
教
文
化
学
会
編
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
人
物
史
』
ヨ
ル
ダ
ン
社　

一
九
九
〇
年　

一
七
〇
頁
）」
の
問
題
を
射
程
に
入
れ
た
、
歴
史
形
成
的

な
世
界
観
の
探
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

近
代
日
本　

世
界
観　

歴
史
意
識　

三
谷
隆
正　

キ
リ
ス
ト
教　

マ
ル
ク
ス
主
義　

国
家

―　２３４　―



１　

問
題
の
所
在

　

三
谷
隆
正
（
明
治
二
二
年
〜
昭
和
一
九
年
）
は
、
内
村
鑑
三
に
つ
ら
な
る

無
教
会
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
第
一
高
等
学
校
等
で
、
法
哲
学
や
国
家
論
を

講
じ
た
教
育
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

筆
者
は
既
に
、
三
谷
の
思
想
、
信
仰
の
全
体
像
に
つ
き
、
時
代
状
況
を
鑑

み
つ
つ
、
内
在
的
な
解
析
を
試
み�

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
三
谷
の
言
説

そ
れ
自
体
の
分
析
を
超
え
、
三
谷
が
時
代
の
中
で
い
か
に
読
ま
れ
た
か
と
い

う
問
題
に
ふ
み
こ
ん
で
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　

顧
み
て
三
谷
は
、
昭
和
初
頭
に
第
一
高
等
学
校
の
教
授
と
し
て
赴
任
し
て

以
来
、
学
生
達
の
間
に
強
い
求
心
力
を
放
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
、『
三
谷
隆

正－

人
・
思
想
・
信
仰－

』
や
『
三
谷
隆
正
の
生
と
死
』
に
収
め
ら
れ
た
数
々

の
追
憶
文
が
物
語
る
よ
う�

昭
和
十
年
代
に
入
っ
て
顕
著
と
な
っ
た
。

　

か
か
る
精
神
的
通
底
の
事
実
は
、
三
谷
の
人
間
的
魅
力
な
ど
、
と
か
く
個

人
的
レ
ベ
ル
に
還
元
し
て
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
十
年
代
、

三
谷
に
師
事
し
た
学
生
の
多
く
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
思
想
的
に
も
構
造

的
に
も
二
重
の
面
で
閉
塞
し
た
時
代
の
中
、
国
家
と
対
峙
し
つ
つ
、
己
が
生

き
方
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
で
、
突
出
し
た
世
代
で
あ
っ
た
。

　

彼
ら
が
か
く
も
切
実
な
問
を
抱
え
た
存
在
で
あ
っ
た
以
上
、
三
谷
が
放
っ

た
求
心
力
の
所
以
を
鑑
み
る
に
あ
た
っ
て
は
、
三
谷
自
身
の
個
人
的
資
質
に

帰
し
て
解
す
る
視
座
を
超
え
、
昭
和
戦
前
期
の
知
的
青
年
が
抱
け
る
餓
え
を

ふ
ま
え
つ
つ
、
精
神
史
的
な
考
察
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
は
論
を
ま
た
な
い
。

そ
れ
は
ま
た
後
述
す
る
ご
と
く
、
現
代
と
い
う
時
代
の
精
神
的
位
相
を
照
射

す
る
上
で
、
不
可
欠
な
営
み
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
本
稿
で
は
、
主
と

し
て
昭
和
十
年
代
の
学
生
た
ち
が
、
三
谷
の
言
葉
に
ひ
か
れ
た
理
由
に
つ

き
、
彼
ら
が
直
面
し
た
内
な
る
渇
仰
に
着
目
す
る
中
で
問
い
直
し
て
み
た

い
。
こ
の
試
み
を
通
じ
、
現
代
日
本
の
課
題
と
し
て
の
「
歴
史
形
成
的
な
世

�
�
�た。

�
�
�に、

界
観
の
不
在
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
、
一
つ
の
場
を
示
す
こ
と
が
、
本
考

察
の
目
的
で
あ
る
。

２　

規
範
的
国
家
論
の
射
程

　

三
谷
の
下
に
集
う
た
学
生
の
多
く
は
、
ほ
ぼ
大
正
十
年
前
後
に
生
を
受

け
、
昭
和
十
年
代
に
高
等
学
校
学
生
と
し
て
青
春
を
過
ご
し
た
者
た
ち
だ
っ

�

こ
の
世
代
が
信
仰
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
谷
の
言
葉
に
ひ
か
れ
た

こ
と
に
は
、
彼
ら
が
青
春
の
時
を
過
ご
し
た
昭
和
十
年
代
に
お
け
る
、
思
想

的
飢
餓
状
況
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
三
谷
の

言
説
は
、
戦
争
を
目
的
と
し
た
統
制
国
家
の
支
配
下
で
自
己
形
成
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
青
年
の
呻
き
に
対
し
、
閉
塞
を
開
き
得
る
希
望
と
し
て
、
原
理

的
な
次
元
で
対
応
を
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

顧
み
て
、
マ
ル
キ
ス
ト
の
弾
劾
が
力
で
封
じ
ら
れ
、
内
村
鑑
三
、
藤
井
武

ら
の
愛
国
者
が
「
悲
哀
の
人
」
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
実
が
照
射
す
る

よ
う
に
、
時
の
日
本
は
問
題
の
所
在
を
根
本
か
ら
問
う
こ
と
な
く
、
戦
争
に

向
け
た
体
制
再
編
成
の
強
化
に
こ
そ
、
危
機
打
開
の
道
を
求
め
て
い
た
。

　

殊
に
「
東
亜
の
盟
主
」
た
ら
ん
と
す
る
野
望
は
、
欧
米
の
反
発
を
招
き
、

孤
立
を
さ
ら
に
深
め
た
た
め
、
強
力
な
統
制
国
家
の
完
成
を
急
ぐ
と
い
う
悪

循
環
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
。
統
制
が
強
化
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
ほ
こ
ろ
び
た
人

心
を
つ
く
ろ
う
べ
く
、
国
家
的
価
値
の
付
与
も
強
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
ゆ

え
、
国
家
総
動
員
の
時
代
、
心
身
両
面
へ
の
圧
迫
は
、
構
造
的
に
必
然
化
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　

か
く
も
相
乗
的
な
抑
圧
を
前
に
、
理
想
を
失
っ
て
さ
迷
え
る
昭
和
十
年
代

の
青
年
が
、
深
刻
な
呻
き
を
も
た
ら
す
の
は
自
明
で
あ
っ
た
。
昭
和
九
年
に

は
、「
不
安
の
哲
学
」
を
説
く
シ
ェ
ス
ト
フ
、
あ
る
い
は
信
仰
を
め
ぐ
る
赤

裸
々
な
苦
悩
を
描
い
た
ジ
イ
ド
の
著
作
集
が
世
に
問
わ
れ
、
ま
た
十
一
年
に

�
�
�た。
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は
、
哲
学
や
芸
術
な
ど
、
様
々
な
文
化
を
摂
取
し
て
、
人
格
を
高
め
る
こ
と

を
人
生
の
至
上
目
的
と
す
る
、
河
合
栄
治
郎
監
修
の
『
学
生
叢
書
』
の
公
刊

が
始
ま
り
、
幅
広
い
読
者
を
得
た
も
の
だ
っ�

　

こ
う
し
た
著
作
が
、
相
次
い
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
事
実
こ
そ
は
、
か
つ
て

「
青
年
を
囲
繞
す
る
空
気
は
、
今
や
も
う
少
し
も
流
動
し
な
く
な
」
り
、「
強

権
の
勢
力
は
普
く
国
内
に
行
亘
つ
て
ゐ
る
」
と
現
実
を
呪
詛
し
た
明
治
末
期

の
青
年
さ
な
が
ら
に
、
空
し
く
己
に
突
き
返
さ
れ
て
、
孤
独
な
自
問
を
強
い

ら
れ
た
、
昭
和
十
年
代
の
内
向
す
る
青
春
を
、
如
実
に
照
射
す
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

既
述
の
ご
と
く
三
谷
の
言
説
は
、
か
か
る
餓
え
に
原
理
的
な
対
応
を
見
せ

る
も
の
だ
っ
た
。
第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
三
谷
が
学
問
分
野
に
お
い
て
展

開
し
た
規
範
的
な
国
家
論
や
法
哲
学
の
射
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
マ
ル
ク

ス
主
義
な
き
後
、
現
実
変
革
へ
の
意
志
に
向
け
、
改
革
へ
の
理
論
的
根
拠
を

呈
す
る
も
の
と
し
て
存
在
意
義
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

三
谷
は
法
と
国
家
を
、
人
間
が
社
会
生
活
を
営
む
上
で
不
可
欠
な
も
の
と

考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
現
実
の
法
と
国
家
に
対
す
る
無
条

件
な
是
認
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
三
谷
は
人
間
に
よ
っ
て
生
き

営
ま
れ
る
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
、
人
間
の
則
る
べ
き
、
普
遍
的
規
範
下
に

据
え
ら
る
べ
き
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
現
実
の
法
と
国
家
に
こ

そ
、
批
判
的
意
志
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
規
範
と
は
、
究
極
的
に
は

キ
リ
ス
ト
教
の
「
黄
金
律
」
に
根
差
す
、
三
谷
自
身
の
形
而
上
的
確
信
に
属

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
言
葉
に
よ
れ
ば
、

「
相
生
相
活
」
の
精
神
、
す
な
わ
ち
「
人
と
人
と
か
た
み
に
自
他
の
人
格
を
相

敬
重
し
つ
ゝ
相
生
き
る
こ
と
」
で
あ
っ�

か
く
し
て
三
谷
に
お
い
て
、
諸

個
人
の
内
面
を
統
制
す
る
ご
と
き
法
と
国
家
は
、
か
か
る
根
本
原
則
を
侵
す

も
の
と
し
て
、
厳
し
き
批
判
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
っ�

　

三
谷
の
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
は
、
社
会
主
義
思
想
が
抹
殺
さ
れ
、
仮
に
与

�
�
�た。

�
�
�た。

�
�
�た。

す
れ
ば
弾
圧
を
免
れ
ぬ
状
況
で
あ
る
ほ
ど
に
、
閉
塞
の
時
代
に
対
し
得
る
道

と
し
て
、
希
望
的
に
映
ず
る
可
能
性
を
胚
胎
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
三
谷

に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
を
守
ら
ん
と
す
る
意
図
は
、
国
家
の
存
在
を
否
定

せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
役
割
を
限
定
し
、
普
遍
的
価
値
の
規
制
下
に
置
く
こ
と

で
達
成
す
べ
く
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
等
、
急
進
的
社
会

理
論
や
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
闘
争
理
論
の
如
く
、
国
家
や
法
の
意
義
を

認
め
ず
、
そ
れ
ら
を
無
く
し
た
地
平
に
こ
そ
、
問
題
の
解
決
を
見
る
論
理
と

は
、
対
極
に
位
置
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
三
谷
の
法
哲
学
や
国
家
論
に
従
え
ば
、
抹
殺
さ
れ
た
「
危

険
思
想
」
に
よ
ら
ず
と
も
、
あ
る
べ
き
法
、
あ
る
べ
き
国
家
の
待
望
と
い
う

形
で
、
閉
塞
を
切
り
開
く
展
望
が
描
き
得
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
実

際
、
こ
う
し
た
求
心
力
が
奏
で
た
精
神
の
劇
と
し
て
、
時
期
的
に
は
や
や
前

後
す
る
も
の
の
、
家
永
三
郎
氏
の
存
在
が
、
示
唆
に
富
む
も
の
と
し
て
想
起

さ
れ�

　

氏
の
東
京
高
校
入
学
は
、
昭
和
六
年
、
す
な
わ
ち
満
州
事
変
勃
発
の
年
で

あ
り
、
国
家
に
よ
る
心
身
両
面
に
お
け
る
統
制
が
、
次
第
に
強
化
さ
れ
つ
つ

あ
る
頃
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
氏
は
、
祖
国
日
本
の
存
在
意
義
を
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
ゆ
え
に
国
家
の
廃
棄
を
訴
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
与

し
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
東
京
高
校
は
元
来
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
の
強

い
学
校
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
学
内
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
思
想
的
に
も
学
問
的
に
も
、
こ
の
革
命
の
論
理
に
距
離
感
を
抱
か
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
、
そ
の
回
想
録
で
顧
み
ら
れ
て
い
る
。

　

か
か
る
精
神
的
混
迷
と
、
統
制
の
強
ま
り
つ
つ
あ
る
状
況
は
、
昭
和
十
年

代
の
青
春
が
直
面
せ
る
心
象
の
原
型
と
い
い
得
る
が
、
そ
の
渦
中
で
氏
が
出

会
っ
た
著
作
こ
そ
は
、
三
谷
の
『
国
家
哲
学
』
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
氏

は
青
年
期
の
出
会
い
を
通
じ
、
三
谷
の
国
家
論
に
、
理
想
と
し
て
の
あ
る
べ

き
国
家
の
姿
を
か
い
ま
見
て
、
現
実
国
家
の
是
認
と
も
国
家
廃
棄
の
急
進
的

�
�
�る。
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主
張
と
も
異
な
っ
た
、
み
ず
か
ら
の
思
想
的
立
場
を
築
く
こ
と
を
得
た
の
で

あ
っ
た
。

　

個
人
の
内
的
世
界
を
前
に
、
国
家
の
意
義
と
限
界
を
厳
格
に
指
摘
し
た
、

三
谷
の
規
範
的
国
家
論
は
、
殊
更
に
氏
を
と
ら
え
、
東
京
高
校
に
在
学
中
の

昭
和
八
年
、
家
永
氏
は
『
国
家
哲
学
』
を
元
に
、
純
粋
政
治
学
、
中
性
国
家

の
確
立
を
訴
え
る
「
国
家
哲
学
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
文
を
、

学
内
誌
に
発
表
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
こ
の
と
き
三
谷
の
『
国
家
哲
学
』
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
理
想
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
氏
の
生
涯
を
貫
く
基
と
な

り
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
称
す
べ
き
、
教
科
書
裁
判
を
遂
行
せ
し
め
た
不
断

の
持
続
力
と
化
し
た
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。

　

か
く
も
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
邂
逅
の
体
験
は
、
法
や
国
家
を
規
範
的
に
位

置
づ
け
る
こ
と
で
そ
の
役
割
を
限
定
し
、
個
人
の
内
的
自
律
を
固
守
せ
ん
と

す
る
三
谷
の
考
え
が
、
国
家
否
定
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
違
う
形
で
、
時
代

閉
塞
を
切
り
開
く
希
望
と
し
て
の
訴
求
力
を
、
放
ち
得
た
こ
と
を
示
す
好
例

と
称
し
得
る
も
の
で
あ�

　

し
か
し
な
が
ら
三
谷
の
求
心
力
は
、
そ
の
法
哲
学
や
国
家
論
の
存
在
感
に

の
み
帰
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
崩
壊

後
の
昭
和
十
年
代
の
青
春
は
、
よ
り
内
面
的
な
、
さ
ら
な
る
餓
え
を
抱
え
込

ん
で
お
り
、
三
谷
の
実
存
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
葉
は
、
か
か
る
餓
え
に
こ
そ

応
え
得
る
内
容
を
携
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

３　

戦
時
下
日
本
の
実
存
的
課
題
と
三
谷

　

そ
も
そ
も
日
本
の
思
想
界
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
単
な
る
社
会

解
析
の
理
論
や
、
革
命
の
た
め
の
運
動
論
に
止
ま
ら
な
い
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
貧
困
か
ら
世
界
大
戦
ま
で
、
現
代
の
悲
惨
を
こ
と
ご
と
く
資
本

主
義
体
制
に
帰
結
さ
せ
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
一
切
の
私
的
所
有
を
廃
す
べ

�
�
�る。

く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
だ
け
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
固
定
化
し
た
機
構
社
会
に
理
想
を
問
え

ず
、
現
体
制
に
反
感
を
抱
く
個
に
と
っ
て
、「
罪
」
の
所
在
を
示
し
、
以
て
、

呻
く
祖
国
を
救
う
道
を
授
け
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
べ
き
「
将
来
」
に
眼
を

向
け
た
、
歴
史
形
成
的
な
世
界
観
た
り
得
た
の
だ
っ�

　

そ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
昭
和
八
年
に
お
け
る
共
産
党
幹
部
の
転
向
及

び
、
そ
れ
に
基
づ
く
大
量
転
向
を
経
て
、
昭
和
十
年
代
に
至
っ
て
は
、
実
質

的
に
崩
壊
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
我
が
国
の
如
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
多

分
に
人
生
論
と
し
て
機
能
し
、
目
指
す
べ
き
理
想
の
一
過
程
を
担
う
者
と
し

て
の
主
体
意
識
を
育
ん
で
来
た
状
況
に
て
は
、「
人
生
い
か
に
生
く
べ
き
か
」

を
指
し
示
す
倫
理
的
な
規
範
の
喪
失
と
し
て
、
深
刻
な
思
想
的
空
白
を
も
た

ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

か
か
る
事
態
は
、
激
化
す
る
戦
争
の
時
代
、
究
極
的
に
は
死
を
要
請
し
て

く
る
統
制
国
家
で
自
己
形
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
昭
和
十
年
代
の
青
年
に

と
り
大
問
題
だ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
急
務
の
課
題
は
、
み
ず
か
ら
の
限
り

あ
る
生
に
向
け
、
確
固
た
る
意
義
を
与
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

か
く
も
迫
真
的
な
問
い
か
け
に
対
し
て
は
、
単
に
閉
塞
の
時
代
を
打
破
す

べ
き
、
理
想
を
提
示
す
る
の
み
で
は
足
り
な
い
。
あ
る
べ
き
「
将
来
」
へ
の

一
過
程
を
担
う
者
と
し
て
、
確
か
な
主
体
意
識
を
育
み
得
る
歴
史
形
成
的
な

世
界
観
、
そ
れ
も
観
念
と
し
て
で
な
く
、
人
間
を
心
底
か
ら
生
か
し
め
る
力

に
満
ち
た
そ
れ
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
三
谷
の
言
説
は
、
か
か

る
餓
え
に
こ
そ
応
え
得
る
内
容
を
携
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
何
よ
り
三
谷
自
身
が
、
昭
和
十
年
代
の
青
年
同
様
、
わ
き
あ

が
る
召
命
意
識
と
は
裏
腹
に
、
破
局
に
向
か
っ
て
突
き
進
む
状
況
下
、
無
力

の
極
み
に
落
と
さ
れ
つ
つ
も
、
滑
落
す
る
祖
国
の
た
め
何
と
か
己
を
捧
ぐ
べ

く
、
超
越
的
な
実
践
の
方
途
を
こ
そ
問
い
詰
め
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
い
た
。

�
�
�た。
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既
に
見
た
よ
う
に
、
三
谷
は
権
力
機
構
と
し
て
の
国
家
の
意
義
を
認
め
て

い
た
。
し
か
し
三
谷
自
身
は
、
か
か
る
機
構
的
国
家
観
を
超
え
出
で
て
、

「
神
の
国
」
と
し
て
の
目
的
共
同
体
を
こ
そ
本
質
視
し
て
い
�
こ
の
共
同

体
は
、
隣
人
に
働
き
か
け
る
実
践
的
な
愛
を
結
合
原
理
と
な
す
ゆ
え
に
、
成

員
た
る
個
人
の
責
務
は
、
己
が
生
業
を
通
じ
、
現
に
あ
る
祖
国
同
胞
を
、
理

想
に
ま
で
聖
化
す
べ
く
、
献
身
す
る
道
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

法
哲
学
を
講
じ
る
三
谷
の
場
合
、
天
与
の
持
ち
場
た
り
得
た
の
は
学
問
と

教
育
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
俗
の
職
務
に
止
ま
ら
ず
、
神
の
創
造
の
わ
ざ
を
担

う
べ
き
天
職
と
し
て
、
信
仰
的
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
国
家
権
力

の
無
限
定
な
拡
大
を
み
た
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
、
三
谷
が
『
国
家

哲
学
』
な
ど
の
著
作
中
、
国
家
の
存
在
意
義
と
そ
の
限
界
を
思
想
的
に
問
い

質
し
た
の
は
、
世
俗
の
も
の
な
る
法
と
国
家
を
、
信
仰
的
批
判
原
理
に
従
属

さ
す
べ
く
、
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
を
な
す
こ
と
を
つ
う
じ
、「
地
の
国
」
聖

化
の
一
過
程
を
担
わ
ん
と
す
る
志
に
駆
ら
れ
た
が
ゆ
え
だ
っ
た
。

　

か
く
し
て
三
谷
に
と
り
、「
神
の
国
」
と
し
て
の
目
的
共
同
体
に
生
き
る

こ
と
は
、
祖
国
の
現
実
を
不
断
に
改
革
す
べ
く
、
実
践
的
信
仰
に
覚
醒
し
続

け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
三
谷
は
こ
の
志
あ
れ
ば
こ
そ
、
歴
史
に
対
し

て
傍
観
者
た
る
こ
と
な
く
、
現
実
と
主
体
的
に
対
峙
す
る
こ
と
を
得
た
の
で

あ
っ
た
。　

し
か
し
、
昭
和
戦
前
期
の
時
勢
に
お
い
て
、
現
実
と
不
断
に
対

峙
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
戦
争
へ
の
道
を
ひ
た
走
る
祖
国
同
胞
の
有
り

様
を
、
つ
ぶ
さ
に
見
届
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
と
に
関
東
大
震

災
、
お
よ
び
翌
年
の
妻
子
と
の
死
別
を
機
に
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
と
震
撼
的
な
邂

逅
を
な
せ
る
三
谷
に
と
り
、
祖
国
日
本
の
現
状
は
、
審
判
前
の
ユ
ダ
さ
な
が

ら
と
映
じ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

か
か
る
事
態
は
、
己
が
生
業
を
通
じ
、
現
に
あ
る
祖
国
同
胞
を
、
理
想
に

ま
で
聖
化
す
べ
く
尽
力
し
て
き
た
三
谷
の
内
面
に
、
多
大
な
危
機
を
も
た
ら

す
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
三
谷
は
頽
落
の
祖
国
に
働
き
か
け
ん
と
す

��
���た。

る
ほ
ど
に
、
失
望
と
悲
哀
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
現
実
国
家
を
理
想
に
ま
で
聖

化
せ
ん
と
す
る
志
そ
れ
自
体
を
、
深
刻
な
疑
念
の
下
に
さ
ら
さ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

内
な
る
相
克
は
、
国
際
連
盟
脱
退
後
、
も
た
ら
さ
れ
た
孤
立
を
軍
事
力
に

よ
っ
て
糊
塗
す
べ
く
、
国
防
国
家
建
設
を
急
ぐ
祖
国
の
現
実
を
直
視
す
る
中

で
、
こ
と
さ
ら
激
し
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
と
は
い
え
神
与
の
使
命
を
、

「
神
の
器
」
と
し
て
隣
人
に
働
き
か
け
る
道
に
見
出
し
た
三
谷
に
と
り
、
絶

望
し
て
祖
国
を
見
限
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
に
三
谷

は
、
心
底
か
ら
の
呻
き
を
も
ら
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
三
谷
は
、
自
棄
的
態
度
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
祖
国
の
現
実

に
希
望
を
見
出
せ
ぬ
三
谷
は
、
現
実
を
超
え
る
力
あ
る
言
葉
を
求
め
て
聖
書

に
沈
潜
し
、
萎
え
か
け
た
使
命
観
を
、
再
び
鼓
舞
せ
し
む
る
こ
と
を
得
た
の

で
あ
る
。
こ
の
と
き
三
谷
を
開
眼
さ
せ
た
の
は
、
ダ
ニ
エ
ル
書
を
通
じ
て
示

さ
れ
た
「
神
の
力
に
よ
る
完
成
」
と
い
う
希
望
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ�

　

三
谷
が
紡
ぎ
出
し
た
言
葉
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
世
界
の
完
成
が
全
く
人
間
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
結
局
、
人
間
の
努
力
は
虚
し
い
。
し
か
し
、
歴
史
に
結
末
を
つ

け
る
の
は
、
こ
の
世
を
創
造
せ
る
神
で
あ
る
。
神
の
前
な
る
真
摯
な
生
は
、

い
か
に
些
少
な
も
の
で
も
、
そ
れ
は
世
界
完
成
へ
の
一
布
石
と
し
て
、
歴
史

を
統
べ
る
神
が
用
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
そ
義
に
励
む
一

生
は
無
駄
で
は
な
く
、
各
自
の
生
に
絶
対
的
な
意
義
が
あ�

　

こ
う
し
た
超
越
的
希
望
の
下
、
国
家
へ
の
志
を
問
い
直
せ
る
三
谷
が
結
実

さ
せ
た
の
が
、
日
中
戦
争
突
入
後
、「
社
会
科
学
の
建
設
者
」
と
い
う
副
題

の
下
に
出
版
さ
れ
た
『
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
』
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ�

本
書

は
、
諸
個
人
に
使
命
負
荷
的
な
存
在
た
る
覚
醒
を
促
し
、「
神
の
国
」
到
来

の
希
望
の
下
、
各
々
の
努
力
を
、
そ
の
到
来
の
過
程
に
参
ず
べ
く
課
せ
ら
れ

た
か
け
が
え
の
な
い
「
召
し
」
と
し
て
意
義
づ
け
た
点
で
、「
神
の
力
に
よ
る

��
���た。

��
���る。

��
���た。

�筑波女子大学紀要８� � ２００４

（５�）―　２３０　―



完
成
」
と
い
う
希
望
が
刻
印
さ
れ
た
、
三
谷
国
家
論
の
到
達
点
と
称
し
得
る

作
品
で
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
三
谷
は
、「
神
と
共
に
働
く
者
」
と
し
て
、「
地
の
国
」
聖
化
の

任
を
担
う
べ
く
、
あ
ら
た
め
て
救
国
の
わ
ざ
に
邁
進
し
て
い
っ
た
。
昭
和
十

年
、
三
谷
が
み
ず
か
ら
の
専
門
分
野
初
め
て
の
著
作
、『
法
律
哲
学
原
理
』

を
著
し
、
祖
国
を
導
く
絶
対
的
な
基
軸
と
し
て
、
正
義
に
基
づ
く
法
の
必
要

性
を
質
し
た
こ
と
は
、「
神
の
力
に
よ
る
完
成
」
と
い
う
希
望
に
覚
醒
す
る

中
で
、
み
ず
か
ら
の
使
命
を
問
い
直
し
た
三
谷
の
、「
明
治
の
青
年
」
た
る

志
の
結
実
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

昭
和
十
年
代
の
学
生
た
ち
が
接
し
た
の
は
、
実
に
、
三
谷
の
こ
う
し
た
言

葉
で
あ
っ
た
点
を
看
過
す
べ
き
で
な�

三
谷
に
よ
り
、
身
を
も
っ
て
生
き

抜
か
れ
た
そ
れ
は
、「
国
家
の
た
め
の
死
」
を
意
識
し
つ
つ
自
己
形
成
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
彼
ら
に
と
り
、
渇
き
を
満
た
す
生
命
の
糧
と
し
て
受
容
さ

れ
得
る
思
想
性
と
、
人
間
を
生
か
す
、
力
の
泉
と
し
て
の
確
か
さ
を
携
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
三
谷
の
言
葉
は
、
か
つ
て
「
歴
史
の
必
然
」
を
確
言
し
た
マ

ル
ク
ス
主
義
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
単
に
閉
塞
の
時
代
を
打
破
す
べ
き

理
想
を
指
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
べ
き
「
将
来
」
へ
の
一
過
程
を
担
う

者
た
る
、
確
か
な
主
体
意
識
を
育
み
得
る
歴
史
形
成
的
な
世
界
観
を
示
し
て

お
り
、
し
か
も
な
お
、
各
々
の
生
の
意
義
を
問
い
か
け
る
に
あ
た
り
、
国
家

の
付
与
せ
る
心
情
体
系
を
超
え
て
、
よ
り
深
く
普
遍
的
な
世
界
の
相
の
下

に
、
希
望
の
あ
り
か
を
示
す
こ
と
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
、
歴
史
を
統
べ
る
神
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
、
超
越
的
使
命
観
を
問
い

か
け
た
三
谷
の
言
説
が
、
戦
時
下
に
置
か
れ
た
青
年
を
鼓
舞
せ
し
む
る
基
と

な
っ
た
こ
と
は
、
三
谷
に
生
涯
唯
一
の
家
庭
集
会
を
決
断
せ
し
め
た
の
が
、

東
京
大
学
第
二
工
学
部
の
学
生
、
高
橋
三
郎
氏
の
切
な
る
願
い
で
あ
っ
た
と

い
う
事
実
が
照
射
す�

��
���い。

��
���る。

　

氏
の
所
属
せ
る
こ
の
学
部
は
、
対
米
戦
を
想
定
し
、
軍
需
産
業
の
核
と
な

る
技
術
者
を
大
量
に
養
成
す
べ
く
、
軍
部
の
全
面
的
後
押
し
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
点
で
、「
戦
争
工
学
部
」
と
称
し
得
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

軍
需
産
業
の
一
端
を
担
い
、
国
家
に
死
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
者
に
と
り
、

生
の
意
義
へ
の
迫
真
的
な
自
問
は
必
至
で
あ
る
。
か
つ
て
吉
田
満
は
、
そ
の

著
書
『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
の
中�

学
徒
兵
の
内
な
る
餓
え
を
、「
君
国
ノ

タ
メ
ニ
散
ル
、
ソ
レ
ハ
分
カ
ル
。
ダ
ガ
一
体
ソ
レ
ハ
ド
ウ
イ
ウ
コ
ト
ト
ツ
ナ

ガ
ッ
テ
イ
ル
ノ
ダ
。
俺
ノ
死
、
俺
ノ
生
命
、
マ
タ
日
本
全
体
ノ
敗
北
、
ソ
レ

ヲ
更
ニ
一
般
的
ナ
、
普
遍
的
ナ
、
何
カ
価
値
ト
イ
ウ
様
ナ
モ
ノ
ニ
結
ビ
付
ケ

タ
イ
ノ
ダ
、
コ
レ
ラ
一
切
ノ
コ
ト
ハ
、
一
体
何
ノ
為
ニ
ア
ル
ノ
ダ
」
と
い
う

叫
び
に
結
実
せ
し
め
た
が
、
高
橋
氏
の
実
存
的
関
心
が
、
彼
ら
と
同
様
な
呻

き
に
根
差
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
氏
み
ず
か
ら
当
時
を
回
想
し
た
言
葉

の
中
に
、
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

か
く
も
切
実
な
自
問
を
抱
け
る
学
生
が
、
三
谷
へ
の
師
事
を
渇
望
し
た
事

実
こ
そ
は
、
信
仰
の
立
場
か
ら
歴
史
形
成
的
な
希
望
の
確
か
さ
を
説
い
た
三

谷
の
言
説
が
、
あ
る
べ
き
「
将
来
」
に
向
け
た
実
践
の
方
途
、
お
よ
び
救
済

史
を
担
う
「
神
の
器
」
た
る
生
の
意
義
を
授
け
る
も
の
と
し
て
、
遠
か
ら
ず

死
す
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
昭
和
十
年
代
の
青
年
に
と
り
、
生
き
て

あ
る
こ
と
を
確
認
せ
し
む
る
生
命
の
糧
と
し
て
、
受
容
さ
れ
得
た
こ
と
を
証

拠
だ
て
る
も
の
で
あ
る
。

　

思
う
に
こ
の
原
理
的
対
応
性
こ
そ
が
、
昭
和
十
年
代
、
理
想
を
失
い
閉
塞

下
に
呻
く
青
年
が
、
三
谷
を
慕
い
、
そ
の
周
囲
に
「
遺
り
の
者
」
と
も
称
す

べ
き
一
群
を
現
し
た
最
深
の
理
由
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
単
に
、
三
谷
個
人
の

人
間
的
魅
力
に
ひ
か
れ
て
、
三
谷
の
下
を
訪
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
思

想
的
、
構
造
的
な
閉
塞
状
況
の
た
だ
中
で
、
国
家
へ
の
志
を
問
い
な
が
ら
己

が
生
き
方
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
青
年
た
ち
の
、
う
ち
な
る
渇
仰
に

基
づ
く
厳
粛
な
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

��
���で、
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４　

お
わ
り
に－

現
代
日
本
へ
の
視
座

　

顧
み
て
、
閉
塞
し
た
現
状
を
切
り
開
く
規
範
意
識
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し

む
主
体
意
識
を
支
え
う
る
、
歴
史
形
成
的
な
世
界
観
へ
の
渇
仰
は
、
何
よ

り
、
若
き
三
谷
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。
三
谷
は
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
と
評

さ
れ
た
明
治
末
期
、
内
村
鑑
三
の
キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
い
、
祖
国
に
社
会
正

義
が
貫
徹
さ
れ
ん
こ
と
を
希
求
す
る
倫
理
的
主
体
と
し
て
、
新
た
に
蘇
生
し

た
経
験
を
持
つ
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
に
三
谷
は
、
理
想
を
見
失
い
、
さ
迷
え
る
青
年
の
姿
に
、
昔
日

の
己
を
重
ね
、
深
く
そ
の
呻
き
を
察
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

明
治
末
期
に
青
年
期
を
迎
え
た
三
谷
と
、
彼
に
師
事
し
た
昭
和
十
年
代
の
学

生
の
交
流
は
偶
然
で
は
な
く
、
精
神
史
的
な
必
然
と
称
し
得
る
も
の
で
あ
っ

�　
か
か
る
連
続
性
の
所
以
を
考
慮
し
つ
つ
、
現
代
と
い
う
時
代
の
問
題
を
内

在
的
に
問
い
直
す
と
き
、
か
つ
て
明
治
末
期
の
青
年
を
呻
か
せ
、
昭
和
十
年

代
の
青
春
を
暗
く
彩
っ
た
閉
塞
状
況
と
し
て
の
、「
歴
史
形
成
的
な
世
界
観

の
不
在
」
は
、
決
し
て
過
去
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
。
同

時
に
こ
の
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
諸
課
題
と
主
体
的
に
対
峙
し
て
き
た
三
谷

の
言
葉
が
、
立
ち
返
る
べ
き
起
点
と
し
て
、
今
な
お
原
理
的
な
有
効
性
を
携

え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）　

拙
著
『
三
谷
隆
正
の
研
究－

信
仰
・
国
家
・
歴
史－

』（
刀
水
書
房　

二
〇
〇

一
年
）
を
参
照
。
な
お
同
拙
著
と
本
稿
と
で
は
、
内
容
・
記
述
に
お
い
て
重
複
す

る
箇
所
が
若
干
あ
る
。

（
２
）　

南
原
繁
、
高
木
八
尺
、
鈴
木
俊
郎
編
『
三
谷
隆
正－

人
・
思
想
・
信
仰－

』（
岩

波
書
店　

一
九
六
六
年
：
以
下
『
三
谷
』
と
略
記
）、
及
び
『
三
谷
隆
正
の
生
と

��
���た。

死
』
刊
行
委
員
会
編
『
三
谷
隆
正
の
生
と
死
』（
新
地
書
房　

一
九
八
九
年：

以

下
『
生
と
死
』
と
略
記
）
を
参
照
。

（
３
）　
『
生
と
死
』
に
寄
稿
し
て
い
る
教
え
子
た
ち
の
年
代
を
参
照
（『
生
と
死
』
二
二

九
〜
二
三
〇
頁
）。

　
　
　

そ
し
て
大
正
十
年
前
後
に
生
を
受
け
た
人
々
は
、
森
岡
清
美
氏
に
よ
り
「
決

死
の
世
代
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
森
岡
清
美
『
決
死
の
世
代
と
遺
書　

補

訂
版
』〔
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
一
年
〕
の
序
章　

を
参
照
。
こ
の
世
代
の
内
な

る
餓
え
に
つ
い
て
は
、
本
書
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。

（
４
）　

戦
前
期
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
青
年
の
文
化
的
関
心
の
所
在
に
関
し
て
は
、
筒

井
清
忠
「
昭
和
前
期
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
文
化
と
し
て
の
教
養
主
義
－
読
書
調

査
に
み
る
学
歴
エ
リ
ー
ト
文
化
の
変
遷
」、
田
中
紀
之
「
戦
時
下
日
本
の
教
養
主

義－

『
学
生
叢
書
』
を
手
が
か
り
と
し
て
」（
い
ず
れ
も
戦
時
下　

日
本
社
会
研

究
会
『
戦
時
下
の
日
本
』
行
路
社　

一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（
５
）　
『
法
律
哲
学
原
理
』
岩
波
書
店　

一
九
三
五
年
（
南
原
繁
、
高
木
八
尺
、
鈴
木

俊
郎
編
『
三
谷
隆
正
全
集
』
第
三
巻　

岩
波
書
店　

一
九
六
五
年　

一
九
八
頁
ほ

か：

以
下
『
全
集
』
と
略
記
）。

　
　
　

こ
の
規
範
を
支
え
る
世
界
を
、
己
が
国
家
論
、
法
哲
学
の
基
礎
た
ら
し
む
べ

く
論
理
化
し
た
の
が
、『
信
仰
の
論
理
』（
岩
波
書
店　

一
九
二
六
年
〔『
全
集
』

第
一
巻
〕）
で
あ
る
。
詳
細
は
、
前
掲
拙
著
八
二
〜
九
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
６
）　
『
国
家
哲
学
』（
日
本
評
論
社　

一
九
二
九
年
〔『
全
集
』
第
三
巻
〕）
に
お
け
る

批
判
（
同　

二
五
頁
）
を
参
照
。
な
お
本
書
第
八
章
の
「
歴
史
的
没
理
的
所
与
」

に
関
し
て
は
、
拙
著
九
五
〜
一
〇
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
７
）　

家
永
三
郎
氏
が
、
三
谷
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
は
、『
家
永

三
郎
集
』
第
一
四
巻
（
岩
波
書
店　

一
九
九
八
年
）、
一
六
巻
（
同　

一
九
九
九

年
）
に
数
編
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
叙
述
も
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な

お
氏
の
処
女
論
文
も
、
一
六
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　

こ
こ
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
と
か
く
現
代
の
評
者
が
問
題
に
す
る
、
三
谷
に
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お
け
る
祖
国
日
本
の
「
歴
史
的
個
性
」
の
強
調
に
し
て
も
、
同
時
代
に
お
い
て

は
、
必
ず
し
も
そ
の
部
分
が
訴
求
力
を
放
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
三
谷
』
に
寄

せ
ら
れ
た
回
想
を
読
む
と
、
家
永
氏
の
例
が
照
射
す
る
よ
う
に
、
三
谷
法
哲
学

や
国
家
論
は
何
よ
り
も
、「
相
生
相
活
」
を
可
能
な
ら
し
む
則
と
し
て
、
そ
の
規

範
的
意
義
づ
け
が
持
つ
射
程
に
こ
そ
、
読
者
を
引
き
付
け
る
力
が
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
（
こ
の
点
、
野
田
良
之
「
三
谷
隆
正
先
生
の
法
哲
学
」
な
ど
、

『
三
谷
』『
生
と
死
』
収
録
の
回
想
を
参
照
）。

（
９
）　

昭
和
初
期
の
学
生
に
と
っ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
意
味
を
、
内
在
的
に
解
析

し
た
作
品
と
し
て
は
松
田
道
雄
「
な
ぜ
マ
ル
ク
ス
主
義
を
信
じ
た
の
か
」
近
代
日

本
思
想
体
系
『
昭
和
思
想
集
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
四
年　

解
説
（
同
『
わ
が
生

活
わ
が
思
想
』
岩
波
書
店　

一
九
八
八
年
）
が
示
唆
に
富
む

（　

）　

三
谷
の
国
家
観
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
三
谷
隆
正
の
信
仰
と
国
家
観
」（
大
濱

１０
徹
也
編
『
近
代
日
本
の
歴
史
的
位
相－

国
家
・
民
族
・
文
化
』
刀
水
書
房　

一
九

九
九
年
）
を
参
照

（　

）　

三
谷
が
「
神
の
力
に
よ
る
完
成
」
と
い
う
希
望
を
初
め
て
語
っ
た
の
は
「
ダ
ニ

１１
エ
ル
書
を
読
む
」『
日
本
聖
書
雑
誌
』
一
九
三
三
年
十
月
（『
全
集
』
第
四
巻
）
が

最
初
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は
、
い
ま
だ
漸
進
的
改
革
へ
の
希
望
に
彩

ら
れ
て
い
た
三
谷
の
志
は
、
昭
和
一
三
年
の
東
亜
新
秩
序
建
設
声
明
を
皮
切
り

に
、
昭
和
一
五
年
の
日
独
伊
三
国
同
盟
締
結
に
至
っ
て
、
大
き
く
転
回
す
る
。

　
　
　

こ
こ
に
お
い
て
、
も
は
や
神
の
審
判
と
し
て
の
祖
国
の
破
局
を
必
至
と
み
た

三
谷
は
、
以
後
、
焼
き
浄
め
ら
れ
た
後
の
新
生
日
本
を
担
う
べ
き
、
国
家
の
礎

た
る
信
仰
を
遺
す
こ
と
に
心
血
を
そ
そ
ぐ
。
最
晩
年
に
お
け
る
家
庭
集
会
お
よ

び
『
幸
福
論
』
執
筆
は
、
審
判
後
の
新
地
平
を
仰
望
し
た
三
谷
の
、
祖
国
へ
の

「
遺
言
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
三
谷
の
生
涯
を
貫
く
国
家
へ
の
志
の
、
最
後

の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
内
的
連
関
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
拙
著
第
三
章
第
四
節
を
参
照
の
こ
と
。

（　

）　

三
谷
が
個
々
人
の
超
越
的
使
命
観
に
つ
い
て
述
べ
た
文
と
し
て
は
、「
返
礼
の

１２

句
」
中
川
景
輝
追
念
文
集
『
一
路
十
字
架
へ
』
一
九
三
六
年
（『
全
集
』
第
五
巻
）、

「
完
成
し
た
一
生
」『
河
村
俊
平
追
想
録
』
一
九
三
七
年
（
同
右
）
等
が
典
型
的
で

あ
る
。

（　

）　
『
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
』
三
省
堂　

一
九
三
七
年
（『
全
集
』
第
一
巻
）。

１３
（　

）　

三
谷
を
振
り
返
る
回
想
に
は
、『
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
』
に
受
け
た
感
銘
が
少
な

１４
か
ら
ず
示
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
野
田
良
之
「
三
谷
隆
正
先
生
の
法
哲
学
」

〔『
三
谷
』
二
五
九
頁
〕、
喜
多
川
篤
典
「
三
谷
先
生
の
こ
と
」〔
同
右　

二
九
三

頁
〕、
隅
谷
三
喜
男
「
三
谷
隆
正
先
生
の
ご
生
涯
」〔『
生
と
死
』
一
一
四
頁
〕）。

か
か
る
事
実
は
、
信
仰
の
立
場
か
ら
歴
史
形
成
的
な
使
命
観
を
説
い
た
三
谷
の

言
葉
が
、
み
ず
か
ら
の
確
固
た
る
生
の
意
義
を
求
め
た
戦
時
下
の
青
年
に
対
し
、

確
か
な
求
心
力
を
放
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
本
稿
で
ふ
れ
た
、
三
谷
の
説
け
る
歴
史
形
成
的
な
使
命
観
と
、
同
時

代
、「
京
都
学
派
」
が
示
し
た
論
理
と
の
間
の
決
定
的
な
差
異
に
関
し
て
は
、
拙

著
二
一
二
〜
二
一
四
頁
を
参
照
の
こ
と

（　

）　

戦
時
下
に
自
己
形
成
し
た
高
橋
氏
の
呻
き
の
所
在
と
、
三
谷
へ
の
師
事
の
経

１５
緯
に
関
し
て
は
、「
三
谷
隆
正
先
生
」（『
エ
ク
レ
シ
ア
』
第
二
号　

一
九
四
七

年
）、「
真
理
を
求
め
て－

私
の
信
仰
遍
歴－

」（
一
九
八
二
年
七
月
一
八
日　

Ｎ

Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
に
て
放
映
）、「
私
の
戦
中
・
戦
後
史
」（『
十
字
架
の
言
』
一
九

九
七
年
九
月
号
）
を
参
照
（
い
ず
れ
も
『
高
橋
三
郎
著
作
集
』
第
一
巻
〔
教
文

館　

二
〇
〇
〇
年
〕
収
録
。
巻
末
の
年
譜
も
示
唆
に
富
む
）。

　
　
　

と
こ
ろ
で
、
戦
後
、
高
橋
氏
が
再
入
学
し
た
東
大
教
養
学
部
教
養
学
科
ド
イ

ツ
科
に
お
け
る
卒
業
論
文
「
キ
リ
ス
ト
教
的
著
作
家
と
し
て
の
カ
ー
ル
・
ヒ
ル

テ
ィ
（
一
九
五
四
年
）」
の
結
び
部
分
（
同
右
一
三
二
〜
一
三
頁
）
を
見
る
と
、

氏
の
初
心
と
し
て
、
祖
国
日
本
へ
の
熱
い
ま
な
ざ
し
が
存
す
る
の
が
わ
か
る
。

思
う
に
こ
の
点
で
も
、
三
谷
の
言
葉
は
高
橋
氏
の
世
代
に
訴
え
か
け
る
も
の
が

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
三
谷
や
内
村
が
「
日
本
」「
祖
国
」
と
い
っ
た
言
葉
に

込
め
た
意
味
世
界
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し

�� 村松　晋：近代日本の歴史意識をめぐる一考察―三谷隆正を事例として―
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て
は
、
後
日
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

（　

）　

吉
田
満
『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』（『
吉
田
満
著
作
集
』
上
巻　

文
芸
春
秋
社　

一

１６
九
八
六
年
）

（　

）　

明
治
末
期
の
青
年
と
昭
和
十
年
代
の
そ
れ
が
抱
え
た
、
呻
き
の
構
造
的
同
質

１７
性
に
関
し
て
は
橋
川
文
三
『
日
本
浪
漫
派
批
判
序
説
』（
未
来
社　

一
九
六
〇
年
）

を
参
照
。

参
考
文
献

南
原
繁
、
高
木
八
尺
、
鈴
木
俊
郎
編
『
三
谷
隆
正
全
集
』
全
五
巻　

岩
波
書
店　

一
九

六
四
、
一
九
六
五
年

南
原
繁
、
高
木
八
尺
、
鈴
木
俊
郎
編
『
三
谷
隆
正－

人
・
思
想
・
信
仰－

』（
岩
波
書

店　

一
九
六
六
年
）

『
三
谷
隆
正
の
生
と
死
』
刊
行
委
員
会
編
『
三
谷
隆
正
の
生
と
死
』（
新
地
書
房　

一
九

八
九
年
）

『
家
永
三
郎
集
』
第
一
四
、
一
六
巻
（
岩
波
書
店　

一
九
九
八
、
一
九
九
九
年
）

キ
リ
ス
ト
教
文
化
学
会
編
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
人
物
史
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社　

一
九
九
〇

年
）

戦
時
下
日
本
社
会
研
究
会
『
戦
時
下
の
日
本
』（
行
路
社　

一
九
九
二
年
）

『
高
橋
三
郎
著
作
集
』
第
一
巻
（
教
文
館　

二
〇
〇
〇
年
）

橋
川
文
三
『
日
本
浪
漫
派
批
判
序
説
』（
未
来
社　

一
九
六
〇
年
）

松
田
道
雄
『
わ
が
生
活
わ
が
思
想
』（
岩
波
書
店　

一
九
八
八
年
）

村
松
晋
『
三
谷
隆
正
の
研
究－

信
仰
・
国
家
・
歴
史－

』（
刀
水
書
房　

二
〇
〇
一
年
）

森
岡
清
美
『
決
死
の
世
代
と
遺
書　

補
訂
版
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
一
年
）

『
吉
田
満
著
作
集
』
上
巻　
（
文
芸
春
秋
社　

一
九
八
六
年
）

以
上
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