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一　
　

本
書
の
著
者
、
小
野
沢
あ
か
ね
氏
は
、
一
貫
し
て
日
本
近
現
代
に

お
け
る
売
買
春
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
実
証
的
、
か
つ
歴
史
記

述
者
と
し
て
の
立
場
性
に
自
覚
的
な
研
究
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
。
本

書
は
、
そ
の
中
で
、
公
娼
制
廃
止
に
焦
点
を
当
て
た
論
稿
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
こ
の
分
野
は
、
研
究
の
視
点
を
大
き
く
変

化
さ
せ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
の
多
く
は
、「
売
春
は
女
性
の
人
権

侵
害
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
前
提
に
、
廓
清
会
・
矯
風
会
を
中
心

と
し
た
廃
娼
運
動
と
、
業
者
や
政
府
と
の
攻
防
の
歴
史
に
力
点
を
置

く
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
、
廃
娼
運
動
を
無
条
件
に
「
女
性

解
放
」
運
動
と
す
る
議
論
は
も
は
や
成
立
し
な
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
。本
書
序
章
で
的
確
な
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
通
り
、ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
視
点
に
よ
る
近
代
規
範
の
見
直
し
や
、
国
民
国
家
の
統
合
機
能
へ

の
関
心
の
高
ま
り
、
こ
れ
と
並
行
し
た
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー
や
身
体

観
の
捉
え
直
し
は
、
廃
娼
運
動
へ
の
関
心
を
、
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー

の
近
代
的
再
編
や
、娼
婦
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化
の
検
証
に
移
行
さ
せ
た
。

本
書
所
収
論
文
の
初
出
は
一
九
五
五
年
以
降
で
あ
り
、
何
れ
の
論
稿

も
こ
の
変
化
の
渦
中
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
実

証
性
の
高
い
研
究
論
文
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
年
の
廃
娼
を
め
ぐ
る

議
論
へ
一
石
を
投
じ
る
論
争
的
な
側
面
も
併
せ
持
つ
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
本
書
の
業
績
を
紹
介
し
つ
つ
、
現
在
の
議
論

の
中
で
の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
二　

　

本
書
の
課
題
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
①
近
代
日
本
社
会
に
お
け
る

公
娼
制
度
批
判
の
特
徴
を
民
衆
史
的
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
、
②

近
代
日
本
の
公
娼
制
度
政
策
の
特
徴
を
国
際
関
係
史
的
手
法
で
明
ら

か
に
す
る
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。こ
の
課
題
を
受
け
、本
論
は
、「
第

一
部
公
娼
制
度
批
判
の
展
開
」「
第
二
部
公
娼
制
度
を
め
ぐ
る
国
際

関
係
」「
第
三
部
戦
時
体
制
下
の
「
花
柳
界
」
と
純
潔
運
動
」
の
三

部
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
部
で
は
、
戦
間
期
、
地
方
に
広
が
っ
た

公
娼
制
度
廃
止
論
が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
と
、
認
識
の
接
点

と
し
て
存
在
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
廃
娼
建
議
の
署
名
数
が
全
国
的

に
際
立
っ
て
い
た
長
野
県
の
状
況
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
ら
れ
る
。

第
二
部
で
は
、
一
九
一
〇
年
の
婦
女
売
買
禁
止
国
際
条
約
制
定
以
後

書　

評

小
野
沢
あ
か
ね 

著

『
近
代
日
本
社
会
と
公
娼
制
度―

民
衆
史
と
国
際

関
係
史
の
視
点
か
ら―

』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
〇
年
）

倉
敷　

伸
子
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の
国
際
世
論
、
中
で
も
国
際
連
盟
の
動
向
と
、
日
本
政
府
の
対
応
が
、

外
交
文
書
を
通
し
て
検
証
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
売
買
春
問

題
が
も
は
や
一
国
内
の
閉
じ
ら
れ
た
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
三
部
で
は
、

総
力
戦
体
制
下
、
産
業
戦
士
対
策
と
娯
楽
統
制
の
は
ざ
ま
に
立
つ
花

柳
界
の
変
容
と
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
が
国
策
と
の
接
点
な
く
し
て
は
存

在
を
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
中
で
、
廃
娼
の
系
譜
を
も
つ
運
動
が
ど
の

よ
う
な
立
場
を
示
し
得
た
の
か
が
、
軍
需
工
場
が
急
速
に
発
展
し
た

群
馬
県
の
純
潔
運
動
を
例
に
検
討
さ
れ
る
。
な
お
、
最
後
に
終
章
が

設
け
ら
れ
、
本
書
か
ら
見
た
戦
後
の
売
買
春
問
題
に
向
け
て
の
展
望

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
実
証
研
究
と
し
て
の
成
果
は
、
な
に
よ
り
、
一
九
二
〇
～

三
〇
年
代
の
公
娼
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
都
市
化
の
世
相
、
農
村

振
興
へ
の
期
待
、
総
力
戦
体
制
の
要
請
、
国
際
世
論
の
動
向
等
の
諸

要
因
を
通
し
て
歴
史
的
に
捉
え
る
視
点
を
示
し
、
ま
た
運
動
を
主
導

し
た
矯
風
会
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
地
方
議
会
、
地
方
修

養
団
体
の
意
図
を
投
書
や
雑
誌
記
事
か
ら
拾
う
こ
と
で
、
廃
娼
問

題
に
つ
い
て
の
立
体
的
な
理
解
を
可
能
と
し
た
点
に
あ
ろ
う
。
特
に

地
方
修
養
団
体
の
方
向
性
を
「
矯
風
会
と
も
官
製
運
動
と
も
同
一
で

な
い
底
流
」（
三
〇
二
頁
）
と
位
置
づ
け
る
指
摘
は
説
得
的
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
今
後
の
研
究
は
、
廃
娼
世
論
を
矯
風
会
の
言
説
に
代
表

さ
せ
て
了
と
す
る
こ
と
は
慎
ま
ざ
る
を
得
ま
い
。
ま
た
、
一
九
三
五

年
の
内
務
省
公
娼
廃
止
案
作
成
に
至
る
政
府
の
動
向
を
、
行
政
資
料

に
よ
り
詳
か
に
検
証
し
た
こ
と
で
、
政
府
の
公
娼
廃
止
認
識
が
海

外
慰
安
所
設
置
と
矛
盾
し
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
、
従
軍
「
慰
安
婦
」
を
出
現
さ
せ
た
歴
史
的
前
提
を
示

す
知
見
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
部
で
描
か
れ
た
、
総
力
戦
体
制
下

の
娯
楽
の
享
受
と
統
制
の
平
等
を
焦
点
と
し
た
政
府
・
業
者
・
世
論

の
対
抗
の
見
取
り
図
は
、
研
究
の
蓄
積
が
ま
た
れ
る
こ
の
分
野
の
深

化
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
本
書
の
成
果
は
、
こ
の
よ
う
な
史
実
の
提
示
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
実
証
を
支
え
て
い
る
著
者

の
対
象
に
向
き
合
う
視
点
に
本
書
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
事
象
や
思
想
を
類
型
化
し
て
対
抗
図
式
に
納

め
る
こ
と
に
意
を
用
い
る
前
に
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
在
的
理
解

を
通
し
て
差
異
を
描
き
分
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
言
え
る
。
た
と
え

ば
第
一
部
二
章
・
三
章
は
、
戦
間
期
に
公
娼
制
廃
止
署
名
の
担
い
手

と
な
っ
た
青
年
団
や
処
女
会
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
廃
娼
」
の
何

に
呼
応
し
た
の
か
を
丁
寧
に
洗
い
出
し
、
通
俗
道
徳
か
ら
公
娼
制
度

批
判
に
至
る
彼
ら
彼
女
ら
独
自
の
回
路
を
掬
い
上
げ
る
。「
家
」
に

ま
つ
わ
る
苦
難
を
忍
耐
と
自
負
を
も
っ
て
引
き
受
け
て
き
た
農
家
女

性
は
、
通
俗
道
徳
を
強
く
内
面
化
す
る
が
故
に
、
そ
れ
を
揺
る
が
す

公
娼
制
度
に
関
心
を
寄
せ
、
廃
娼
に
「
家
」
の
身
分
的
秩
序
の
改
変

を
展
望
し
た
。
こ
れ
は
、
矯
風
会
の
母
性
尊
重
主
義
と
も
、
同
時
期
、
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廃
娼
論
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
の
手
段
と
と
ら
え
て
い
た
地
方

青
年
の
都
会
的
教
養
志
向
と
も
異
な
る
も
の
だ
っ
た
、
と
著
者
は
指

摘
す
る
。
こ
こ
で
本
書
の
読
者
は
、「
廃
娼
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味

の
多
義
性
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
廃
娼
に
関
わ
る

運
動
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
国
家
の
統
制
や
社
会
規
範
と
の
対
抗

に
つ
な
が
る
徴
を
敏
感
に
受
け
止
め
る
。
一
九
三
〇
年
代
、
公
娼
制

廃
止
に
お
い
て
県
行
政
と
手
を
組
ん
だ
矯
風
会
長
野
支
部
が
、
営
業

の
制
限
や
生
活
地
域
か
ら
の
隔
離
を
要
望
す
る
に
留
ま
っ
た
点
で
、

女
給
課
税
や
梅
毒
検
査
で
対
応
し
た
県
行
政
と
は
一
線
を
画
し
て
い

た
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
戦
時
下
の
群
馬
県
で
の
純
血
運
動
に
つ

い
て
も
、
勤
勉
精
神
の
強
調
や
享
楽
反
対
で
国
民
精
神
総
動
員
運
動

に
呼
応
し
た
一
方
で
、
強
圧
的
取
り
締
ま
り
で
は
な
く
個
人
の
貞
操

道
徳
の
育
成
を
求
め
る
方
向
性
を
示
し
て
い
た
点
を
挙
げ
て
、
官
製

運
動
と
の
違
い
を
示
す
。
国
策
へ
の
同
調
と
も
読
み
と
れ
る
行
動
の

独
自
の
文
脈
に
、
な
ぜ
著
者
は
目
を
向
け
る
の
か
。
こ
れ
は
、
著
者

が
、
あ
る
固
有
の
目
的
に
収
斂
さ
れ
た
集
団
と
し
て
の
運
動
体
に
着

目
す
る
の
で
は
な
く
、
運
動
を
通
過
点
と
し
た
人
々
の
主
体
化
の
契

機
を
探
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、「「
家
」

の
秩
序
や
官
製
運
動
に
一
見
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
異
な
っ
た
要

求
を
つ
き
つ
け
て
い
る
運
動
に
み
ら
れ
る
主
体
形
成
の
あ
り
よ
う
」

（
三
〇
四
頁
）
の
重
要
性
を
説
く
。
こ
の
視
点
が
、
内
在
的
理
解
や

差
異
の
抽
出
の
核
に
あ
る
。
ま
た
、
本
書
の
副
題
に
「
民
衆
史
」
と

銘
打
っ
た
著
者
の
意
図
も
、
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
著
者
の
姿
勢
は
、
廃
娼
運
動
が
、
中
産
階
級
規
範
浸

透
の
尖
兵
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
近
年
の
研
究
動
向

︵
１
︶

に

対
し
て
の
、
重
要
な
問
い
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
が
示

す
通
り
、
廃
娼
運
動
、
特
に
矯
風
会
の
言
説
に
は
、
娼
婦
へ
の
蔑
視

意
識
が
隠
し
よ
う
も
な
く
あ
り
、
運
動
の
方
向
が
、
娼
婦
を
視
界
か

ら
排
除
し
た
と
こ
ろ
で
の
近
代
家
族
の
定
着
と
重
な
り
合
っ
て
い
た

こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
運
動
の
本
質
と
規
定
し
、
運

動
に
か
か
わ
っ
た
人
々
の
様
々
な
意
図
と
可
能
性
を
切
り
落
と
し

て
、「
中
流
階
級
規
範
」
と
ひ
と
括
り
に
し
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、

そ
の
歴
史
像
は
時
代
の
何
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
現
在
か

ら
見
れ
ば
錯
誤
に
満
ち
て
い
て
も
、
当
人
と
し
て
必
要
に
か
ら
れ
た

行
動
の
動
機
に
踏
み
込
み
、
運
動
の
多
義
性
を
抽
出
す
る
こ
と
で
、

著
者
は
、
現
在
の
問
題
意
識
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
歴
史
の
見

取
り
図
の
中
に
固
定
さ
れ
た
彼
ら
彼
女
ら
を
、
い
ま
一
度
、
歴
史
の

現
場
に
解
き
放
と
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、「
民
衆
史
」
の
立
場
か
ら
運
動
の
多
義
性
に
着

目
す
る
な
ら
ば
、
本
書
は
以
下
の
疑
問
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
著
者
は
、
一
九
二
〇
年
代
長
野
の
廃
娼
言
説
に
、

家
秩
序
に
拘
束
さ
れ
た
地
方
女
性
の
「
人
格
承
認
要
求
」
と
し
て
の

側
面
を
読
み
込
む
が
、
そ
こ
か
ら
娼
婦
の
人
格
と
い
う
思
考
を
獲
得

す
る
回
路
は
あ
っ
た
の
か
、否
か
。矯
風
会
活
動
の
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
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た
オ
ー
ル
ズ
夫
人
『
家
庭
と
性
教
育
』
が
述
べ
る
、
娼
婦
の
存
在
は

「
女
性
蔑
視
を
助
長
す
る
」
と
い
う
認
識
と
、
地
方
女
性
の
意
識
は
、

ど
れ
程
の
距
離
が
あ
っ
た
の
か
。
戦
間
期
か
ら
戦
時
下
の
純
潔
運
動

ま
で
、
運
動
の
根
幹
に
「
男
女
平
等
の
貞
操
道
徳
」
の
要
求
が
あ
っ

た
こ
と
を
、運
動
と
国
策
を
分
け
る
軸
と
し
て
著
者
は
強
調
す
る
が
、

こ
の
道
徳
観
念
は
、「
女
性
解
放
」
ま
た
は
「
家
」
制
度
の
相
対
化

に
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
家
と
い
う
箱
に
男
女
と
も
に
押
し

込
め
る
枷
に
な
り
は
し
な
か
っ
た
か
。
ま
た
戦
間
期
に
人
格
教
育
や

自
己
陶
冶
を
め
ざ
し
た
運
動
が
、「
家
」
制
度
を
内
側
か
ら
突
き
崩

す
契
機
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
修
養
主
義
へ
の
傾
斜
は
、
社
会

的
矛
盾
を
個
々
人
の
努
力
の
問
題
へ
読
み
替
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
純
潔
運
動
が「
人
の
数
よ
り
人
の
質
」

を
主
張
し
た
こ
と
を
、
本
書
は
国
策
と
の
差
異
と
し
て
強
調
し
て
い

る
が
、「
人
の
質
」
重
視
は
、
む
し
ろ
弱
者
を
排
除
す
る
優
生
思
想

に
連
結
す
る
思
想
で
は
な
い
か
、
等
々
。
つ
ま
り
、
内
在
的
理
解
と

い
う
手
法
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
、
彼
ら
・
彼
女
ら
の
独
自
の
意
識

が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
規
範
の
形
成
に
つ
な
が
る
の
か
、「
民
衆
史
」

と
し
て
の
全
体
史
の
中
で
の
位
置
と
意
味
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

　
三

　

最
後
に
、
本
書
を
読
む
こ
と
で
思
い
至
っ
た
事
柄
を
若
干
、
付
け

加
え
た
い
。

　

私
は
、
近
年
の
廃
娼
運
動
研
究
の
大
き
な
成
果
は
、
運
動
が
当
時

者
（
娼
婦
）
に
と
り
ど
の
様
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題

提
議
が
さ
れ
た
こ
と
だ
と
考
え
る
。
特
に
、「
彼
女
た
ち
は
多
か
れ

少
な
か
れ
自
分
の
意
思
を
も
っ
て
売
春
に
従
事
し
た
。
す
な
わ
ち
、

極
端
に
少
な
い
選
択
肢
の
な
か
で
、
売
春
が
ま
だ
し
も
ま
し
な
選
択

だ
か
ら
、
売
春
を
選
択
す
る
の
で
あ
る

︵
２
︶

」
と
い
う
認
識
か
ら
、
娼
婦

業
を
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
ク
と
し
て
捉
え
直
す
視
点
は
、
廃
娼
運
動
は
結

局
は
当
事
者
の
た
め
に
な
る
の
だ
と
い
う
思
い
込
み
に
再
検
討
を

迫
っ
た
。
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
ク
論
は
、
売
春
を
人
格
の
売
買
で
は
な
く

労
働
と
把
握
す
る
こ
と
で
賤
業
婦
観
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
解
消
し
、
ま

た
、
娼
婦
を
労
働
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
他
の
労
働
者
と

同
等
の
権
利
主
張
を
可
能
と
し
た
。こ
れ
ら
の
意
義
を
認
め
た
上
で
、

し
か
し
、
本
書
で
、
外
務
省
が
在
外
娼
婦
を
正
当
化
す
る
た
め
、「「
独

立
せ
る
婦
人
」
の
行
為
だ
か
ら
規
制
で
き
な
い
」
と
い
う
議
論
を
展

開
し
た
資
料
に
出
会
っ
た
時
、
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
ク
論
が
両
刃
の
や
い

ば
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
た
。
売
春
を
自
由
な
労
動
行
為
と
捉
え
る
こ

と
と
、
搾
取
シ
ス
テ
ム
が
両
立
し
て
い
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ

れ
は
現
在
の
売
買
春
議
論
の
場
が
「
教
訓
」
と
し
て
記
憶
す
べ
き
事

柄
と
な
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
公
娼
制
度
の
場
に
お
い
て
、
抱
え
主
の
前
近

代
的
人
格
支
配
を
基
本
と
す
る
前
借
金
と
貸
座
敷
制
度
は
、
結
局
戦
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史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）

時
下
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
。
そ
れ
を
法
的
に
守
っ
た
の
は
国
家
で

あ
る
。
本
書
第
二
部
に
よ
る
と
、
三
〇
年
代
初
頭
、
国
際
連
盟
東
洋

婦
女
売
買
調
査
団
は
、
芸
娼
妓
周
旋
業
や
前
借
金
が
、
国
際
基
準
で

は
批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
指
摘
し
て
い
た
。
そ
の

頃
、
国
内
で
は
、
私
娼
を
介
し
た
「
モ
ダ
ン
」
な
売
買
春
が
は
や
り
、

遊
廓
営
業
は
不
振
が
続
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
遊
廓
へ
の
囲
い
込
み

を
正
当
化
し
て
い
た
性
病
予
防
の
効
果
も
怪
し
く
な
っ
て
い
た
。
公

娼
制
廃
止
の
世
論
が
国
内
外
で
高
ま
っ
て
い
た
の
も
本
書
が
記
す
通

り
で
あ
る
。
つ
ま
り
売
買
春
に
対
し
、
国
の
統
制
管
理
権
や
利
潤
の

搾
取
を
今
後
も
保
持
す
る
と
し
て
も
、
政
府
が
、
よ
り
「
近
代
」
的

で
「
洗
練
」
さ
れ
た
労
務
管
理
や
シ
ス
テ
ム
の
改
編
に
着
手
す
る
口

実
は
出
揃
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、内
務
省
は
、

国
際
的
非
難
の
リ
ス
ク
を
侵
し
て
ま
で
前
近
代
的
制
度
を
擁
護
し
、

司
法
は
前
借
金
契
約
を
合
法
化
す
る
非
論
理
的
法
解
釈
を
繰
り
返
し

た
。
一
九
三
五
年
に
漸
く
立
案
さ
れ
た
公
娼
制
度
廃
止
案
に
も
、
人

身
売
買
や
売
春
斡
旋
に
対
す
る
新
た
な
処
罰
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
本
書
か
ら
知
る
時
、
公
娼
制
度
を
近
代

国
家
の
性
管
理
シ
ス
テ
ム
に
一
般
化
す
る
議
論

︵
２
︶

で
は
、
実
態
が
捉
え

き
れ
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
。
日
本
の
公
娼
制
度
は
、
労
務
管
理
や

経
済
合
理
性
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
非
合
理
で
非
近
代
的
な
要
素
を
溜

め
込
み
な
が
ら
、
近
代
法
の
保
護
の
も
と
に
近
代
都
市
に
生
き
な
が

ら
え
た
制
度
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
、

そ
こ
に
集
ま
り
、
ま
た
は
集
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
の
事
情
や
判
断
も

理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
三
部
一
章
に
よ
れ
ば
、
戦
時
体
制
下
の
京
浜
工
業
地
帯
で
は
、

単
身
労
働
者
の
増
加
に
伴
い
、
飲
食
店
で
「
性
的
要
求
」
を
す
る
客

が
増
え
、「
女
た
ち
も
そ
れ
に
抗
し
え
ず
」
私
娼
化
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
労
働
者
の
増
加
に
対
応
す
る
接
客
業
女
性
の
「
補
充
が

な
か
な
か
困
難
」
ゆ
え
に
、
単
価
が
値
上
が
り
し
た
と
い
う
。
こ
の

指
摘
を
読
み
、
そ
う
い
う
も
の
か
と
納
得
し
つ
つ
、
自
分
が
、
性
労

働
市
場
の
形
成
を
「
貧
困
の
窮
ま
り
→
（
周
旋
業
者
の
仲
介
→
）
身

売
り
」
と
い
う
単
純
な
図
式
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。

し
か
し
、
女
性
や
そ
の
周
囲
が
貧
窮
し
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
、

身
売
り
ま
た
は
私
娼
化
を
選
択
す
る
に
至
る
に
は
、
い
く
つ
も
の
岐

路
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
住
み
込
み
女
中
」
や
「
寄
宿
女
工
」

を
選
択
す
る
場
合
と
娼
妓
を
選
択
す
る
場
合
の
違
い
を
、
決
定
的
と

考
え
る
か
否
か
は
、
家
族
の
形
成
史
、
学
校
教
育
と
の
距
離
、
周
旋

人
と
の
関
係
な
ど
に
よ
り
一
様
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
金
子

ふ
み
子
は
自
伝
『
何
が
わ
た
し
を
こ
う
さ
せ
た
か
』
で
、貧
窮
し
「
玉

の
輿
に
さ
え
乗
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
娘
を
娼
妓
の
口
入
れ
屋
に

渡
し
か
け
る
が
、
娘
の
働
き
口
が
遠
方
に
な
る
と
知
っ
て
、
娘
の
身

売
り
を
思
い
と
ど
ま
る
母
親
の
姿
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
価
値
の
序

列
に
は
現
在
理
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
が
、
母
親
の
周
囲
に
は
共
感

す
る
者
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
廃
娼
運
動
は
、
様
々
な
価
値
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小
野
沢
あ
か
ね
著
『
近
代
日
本
社
会
と
公
娼
制
度―

民
衆
史
と
国
際
関
係
史
の
視
点
か
ら―

』（
倉
敷
）

観
が
錯
綜
す
る
中
で
の
一
つ
の
価
値
の
創
出
で
も
あ
っ
た
。著
者
は
、

本
書
で
「
買
う
主
体
で
あ
っ
た
人
々
が
売
る
主
体
に
も
な
り
得
た
時

代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」を
指
摘
す
る
。
ま
さ
に
、こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
掴
む
た
め
に
、
性
産
業
の
労
働
市
場
は
、
何
を
変
数
と
し
て
ど
の

よ
う
な
関
係
性
の
中
に
成
立
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
時
代
に
よ
っ

て
、
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
関
係
諸
領
域
の
研
究
の
深
化

が
必
要
だ
と
感
じ
た
。

注（
１
）
早
く
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
近
代
的
再
編
過
程
に
着
目
し
た
牟
田
和

恵
は
、
廃
娼
運
動
に
「
娼
婦
を
表
舞
台
か
ら
隠
匿
し
、
売
娼
や
娼
婦

を
罪
深
い
も
の
と
し
て
一
般
の
家
庭
や
「
ま
っ
と
う
な
」
婦
人
と
は

隔
離
さ
れ
峻
別
さ
れ
る
裏
面
の
存
在
と
す
る
」、「
新
し
い
性
の
秩
序

を
作
り
上
げ
る
機
能
」（
牟
田
和
恵
『
戦
略
と
し
て
の
家
族
』
新
曜
社
、

一
九
九
六
年
） 

を
読
み
と
り
、
階
級
の
視
点
を
強
調
す
る
藤
目
ゆ
き

は
、「
売
春
関
係
者
の
公
許
を
廃
し
犯
罪
者
化
す
る
こ
と
で
国
家
の
体

面
を
つ
く
ろ
」
い
、「
売
春
を
罪
悪
と
し
娼
婦
を
賤
視
す
る
社
会
倫
理

を
普
及
す
る
」
こ
と
が
「
廃
娼
運
動
の
大
目
的
」
だ
っ
た
と
結
論
し

て
い
る(

藤
目
ゆ
き
『
性
の
歴
史
学
』
不
二
出
版
、
一
九
九
七
年)
。

（
２
）
藤
目
前
掲
書
（
注
１
）、
七
五
頁
。

（
３
）
日
本
の
公
娼
制
度
に
つ
い
て
、
性
病
予
防
を
第
一
義
と
し
た
近
代

国
家
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
立
場
と
し
て
、
藤
目
ゆ

き
前
掲
書
、
藤
野
豊
『
性
の
国
家
管
理―

買
売
春
の
近
現
代
史
』（
不

二
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。

（
四
国
学
院
大
学
教
授
）




