
民

族

及

國

民

の
本

質

中

野

清



民
族
な
り
國
民
な
り

の
本
質
を
明

ら
か

に
し
よ
う
と
す

る
人

々
は
殆
ん
ど
例
外
な
く

と
い
つ
て
い

」
程

に
こ
れ
ら

の
言
葉

の
使

用

が
如
何

に
腰
昧
多
義

を
極
め

て
ゐ
る
か
を
指
摘
す

る
事
か
ら
始

め
る

の
を
恒
と
す

る
。
数
多
く

の
墨
者

の
民
族
理
論
を
能

ふ
限

り
洩

ら
す
事

な
く

と
り
あ
げ
そ

の

一,
々
に
端
念

な
吟
味
を
加

へ
よ

う
と
し
た

フ
ェ
ル

ス
が
途

に

..O
き
け
。巷
津
譜

容
什
m
窪
ωロ
。・
博
、、

(
「
人
毎

に
異
な
れ

る
語
義

!
し
)

と
嘆
じ

て
ゐ
る

の
も
や

、
行
過
ぎ
た
形

に
於

て

穿
あ

る
と
は

い

へ
か

玉
る
集
團

の
概
念

規
定
を

志
す
人

々
が
始

め
に
痛
感

せ
す

に
は
お
れ
な

い
當

惑
を
率
直

に
表
現
し

て
ゐ
る
。

民
族
な
り
國

民
な
り

の
語
義

が
こ
の
様

に
多
義

に
わ
た

つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
は

こ
の
言
葉

に
よ

つ
て
言

ひ
現
は
さ
れ

つ
」
あ

る

種
類

の
集
團

の
實

燈
を
把
握

す
る
事
が
如
何

に
困
難

で
あ

る
か
を
物
語

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら

の
集
團

の
本

質

に
し

て

一
義
的

に
把

握
し
得
ら
れ
る
様
な

も

の
で
あ
る
な
ら
ば
言
葉

の
使
用

に
於

て
多
義

的
で
あ

る
理
由

は
な
か
る

べ
き
筈

で
あ
る
。
所

で
こ
れ

ら
の

集
團

の
本
質
を

明
確

に
限
定
す
る
事

の
こ

の
困
難

さ
は
何

に
基

く
も

の
な

の
で
あ

ら
う
か
。
吟
味

の
封
象
そ
れ
自
艘

の
も

つ
性
質

が

一
義
的
な
概
念

把
握
を
断
念

せ
し
む
る
様
な
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
と
考

ふ
べ
き

で
あ

ら
う
か
。

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ
ッ

ヒ
は
こ
う
考

へ
る
事

に
左
澹
し

て
ゐ
る
様

に
見

え
る
。

一
般

に
科
墨

の
封
象

に
は
二
種
類

の
も

の
が
あ
る
。

一
は
例

へ
ば

鐵
、
水
な

ど
の
様

に

「
根
本

的

に
恒
常
な

る
も

の
」

で
あ
り
他

は
例

へ
ば
企
業
、
資
本
な
ど

の
如
く

に
時
間
的

に
も
室
間
的

に
も

た
え
す
攣

化
し

て
ゆ

く

も

の
で
あ

る
。
民
族
と

い
ふ
も
國
民
と

い
ふ
も
樹
象
と
し

て
は
明
払
か
に
後

の
種
類

に
属
す

る
も

の
な

の
で
あ
り
從

つ
て
か

ム

民
族
及
國
民
の
本
質

八

一

1)J.Fels,BegriffundwesenderNation,Ig27,s.6。



八

二

め

る
種
類

の
封
象

に
つ
い
て
の
概

念
も

「
可
攣
的
概

念
」

で
あ
ら
ざ

る
を

得
な

い
と

、・、
ッ
チ

ェ
ル
リ
ッ

ヒ
は

い
ふ
。

臼
井
二
尚

氏
も

「
國
民
が
歴
史

的
肚
會
的
存
在
者

で
あ
り
、
現
實
態

が
不
漸

に
新

た
な

る
進

展
を
績
け

て
已
ま
ざ
る
事
を
本
質
と
し
、
し
か
も
斯

く
流
動
攣

化
し
て
巳
ま
ざ
る
具
罷
的
存
在
者

の
存

在
を
霊
く

し
て
把
握
す

る
事
は
、
人
間

の
力
以
上

の
事

で
あ

つ
て
、
科
學
も

亦

種

々
の
限
定
さ
れ
た
立
場

か
ら
、
そ
れ
の
特

殊
な

一
部
分
を
捉

へ
る

に
過
ぎ
な

い
事
を
省

み
る
な
ら
ば

一
國
民
な
る
同

一
の
言
葉

が
科
學

に
於

て
叉
實
践

に
於

て
、
そ

の
意
昧
内
實

を
時

に
よ
り
叉
人

に
よ

つ
て
異

に
し
、臨
多
義
性
を
有
す

る
は
も

と
よ
り
當
然
で

あ
り
、
從

つ
て
國
民
な
る
概

念
を
絶
封
的
普

遍
的

に
確
立

せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
、
肚
會
科
學
的
概
念
構
成

の
特
質
を
悟
ら
ざ
る

の

も

の
と
云
は
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
」
と
さ

へ
い
ふ
。
概
念
把
握

の
困
難

さ
を
封
象
自
禮

の
も

つ
流

動
性

に
原
因

せ
し
め
よ
う
と
す

る

こ
の
考
方
は

一
見
自
明
な
論
明

で
あ
る
か

の
様

に
見

え
る
。
然

し
封
象
自
禮

の
も

つ
こ
の
流
動
性
は
猫
り
民
族
叉
は
國
民
と

い

ふ
言
葉

に
よ

つ
て
表
現

せ
ら
る

、
封
象

の
み
に
限

ら
れ
た
事

で
は
な
か

つ
た
筈

で
あ
る
。
既

に

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ
ッ

ヒ
自
身

か

玉
る

流
動
性
を
も

つ
封
象

と
し

て
民
族

、
國
民

の
外

に
手
工
業
、
企
業

、
資
本
な
ど
を
墾

げ

て
ゐ
る
。
と
す
れ
ば
こ

の
考
方
は
特

に
民

族

、
國
民

の
概
念
規
定

に
於

て
他

の
領

域

に
於
け
る
よ
り
も
遙
か
に
甚

し
き
困
難
が
存
し
て
ゐ
る
事

の
設

明
に
な
り
は

し
な

い
。
尤

も
他

の
種
類

の
封
象

の
も

つ
流
動
性

に
比
し

て
遙

か
に
複
雑
錯
綜

し
た
程
度

の
流
動

性
を
民
族

、
國
民

と
い
ふ
封
象

が
も

つ
て
ゐ

る
と

考

へ
る
な
ら
ば
封
象

自
盟

の
も

つ
特
殊
な
る
性
質

が
概
念

の
確

立
を
困
難

に
し

て
ゐ
る
と

い
ふ
読
明
は
依
然

正
當

で
あ

る
様

に
見
ら
れ

て
く
る
。
然
し

こ
う
考

へ
た
所

で
民
族
、
國
民
と

い
ふ
封
象

の
み

に
固
有
な
複
雑
錯
綜

し
た
流
動

性
と

い
ふ
も

の
は
こ

の
樹
象

そ
れ
自
罷

に
附
着

し

て
ゐ
る
性
質
な

の
で
あ
る
か
ど
う
か

の
詮
議
は
な
ほ
霊
さ
れ
す

に
淺

さ
れ

て
ゐ
る
。

一
般

に
あ

る
封

2)W.Mitscherlich,VolkundNation(Handw6rterbuchderSoziologie,Ig3t),

S.645.

3)臼 井 二 術 氏,國 民 の 概 念(日 本 祉 會 學 會 年 報 第 二 輯),2頁.



象

が
高
度

の
流
動
性
を
も

つ
て
ゐ
る
と
見
撒

さ
れ

つ
玉
あ
る
場
合

に
つ
い
て
二

つ
の
も

の
を
匠
別
す

る
必
要

が
あ
る
。

一
は
こ

玉

に
云

々
さ
れ
る
高
度

の
流
動
性

が
丈
字
通

り
の
意
味

に
於

て
あ
く
ま

で
も
封
象
そ
れ
自
艦

に
具
有
さ
れ

て
ゐ
る
場
合

で
あ
り
、
他

は
封
象

そ
れ
自
燈
は
極
め

て
簡
輩
な
性
質

の
も

の
で
あ

る
に
も
拘

は
ら
す

封
象

の
包
括
す

る
範
園
が
廣

汎
な
も

の
で
あ
る
た
め
か

叉
は

こ
の
封
象

に
向

ふ
て
人

々
が
様

々
な

理
想
的

要
求
を
掲
げ
る
事

の
多

い
た
め
か
樹
象

の
概
念
規
定

の
種

々
な
る
も

の
を
企

て

る
齢
地
が
多
分

に
與

へ
ら
れ

て
お
り
、
そ

の
結
果
と
し

て
惹
起

せ
ら
れ
る
概
念

の
多
義

性
を
誤

つ
て
封
象
そ
れ
自
艦

に
附
着

す
る

も

の
Σ
反
映
と
み
な
し

て
ゆ
く
場
合

で
あ
る
。

こ

の
中
後

の
場
合
は

一
面
事
實
上

の
存
在

で
あ
る
と
共

に
他
面
要
請

上

の
存
在

で

あ
る
性
質
を
も

つ
如
き
封
象

に
つ
い
て
屡

々
見

ら
れ

る
事
柄

に
属
す
る
。
事
實
上

の
存
在
と
し

て
の

一
面
だ
け

に
つ
い
て
み
る
な

ら
ば
事
柄
は
極
め

て
簡
軍
な

の
で
あ
り
從

つ
て
そ

の
概
念
把
握
も
容
易
な

の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
事
實

上

の
存

在
と
し

て

の

一
面

の
上

に
種

々
な

理
念
的
要
求
が
掲
げ

ら
れ
か

」
る
要
求
を
含

ん
だ
も

の
を
あ
り

の
ま

玉
の
存
在

と
し

て
把
握
し
よ
う
と
す

る
所

に

概

念
把
握

の
多
義
性
が
結

果

せ
ら
れ

て
く
る

の
で
あ

る
。

こ

玉
で
は
封
象

の
現
實
把
握
が
困
難
な

の
で
は
な

い
。
封
象

へ
の
理
念

的

要
求
、
封
象

へ
の
課
題
的
要
請
が
封
象

に
向

ひ
つ

曳
あ
る
人
自

ら

の
主
観

的
な
立
場

の
構

へ
方
と
し

て
自
畳

さ
れ

る
事
な
し

に

欝

象
そ
れ
自
艦

に
内
在
す
る
客

観
的
な
性
質
、
現
實

的
な
契
機

と
し

て
誤
認

せ
ら
れ

て
ゆ
く
蕪

に
封
象
把
握

の
困
難
さ

の
原
因

が

潜

ん
で
ゐ
る

の
で
あ

る
。

い
つ
て
み
れ
ば
こ

」
で
の
困
難
は
封
象

の
側
か
ら
由
來
す

る
そ
れ

で
は
な
く

、
樹
象

を
把
握

し
よ
う

と

す

る
人

の
側

に
於

て
主
観
的
要
求
と
客
観
的
性
質
と
を
匠
別
す

る
事

の
困
…難
さ
に
外
な

ら
な

い
の
で
あ
る
。
民
族

と
呼
ば
れ
國
民

と
名

づ
け

ら
れ

る
集
團
現
象
も
そ

の
實

か

」
る
種
類

の
封
象
な

の
で
は
な

か
つ
た
か
。
民
族
も
國
民
も

一
面

に
於

て
現
實
的
集
團

民
族
及
國
民
の
本
質

八
三



八
四

と
し

て
見

ら
れ
う
る
性
質
を

も

つ
と
共

に
、
他
面

に
於

て
は
或

は
過
去

の
申

に
磯
見

せ
ら
れ
或

は
將
來

の
中

に
見
出

さ
る

」
所

の

課
題
的
な
集

團
と
し

て
の
性
質
を
も

つ
て
ゐ
る
と
み
る
べ
き

で
は
な

い
か
。
し
か
も
民
族

、
國
民
と

い
ふ
集
團

の
上

に
期
待

せ
ら

れ

つ

」
あ
る
課
題

そ
れ
自
膣
が
現
實

に
存
在
し

つ

」
あ

る

こ

れ

ら

の
集

團

の
事
實
上

の
構
成
要
素

と
考

へ
ら
れ

て
ゆ
く
黙

に
民

族
、
國
民

の
概
念
把
握

に
於
け

る
著

し
い
困
難
と
混
齪

が
結
果

せ
ら
れ

て
來
た

の
で
は
な
か

つ
た
か
。

マ
ッ
ク

ス

・
シ
エ
ー
ラ
ー

の

が
民
族

の
概
念
は
民
族
的

に
分
岐

し
て
極
ま
る
所
が
な

い
と
読

き
、
チ
ー

グ

レ
ル
が
國
民
概
念

の
把
握

に
お
け
る
多

岐
な

る
姿

こ

の

ぞ
國
民

現
象

の
本

質
を
な
し

て
ゐ
る
事
を
指
摘
し
、

ヘ
ル
ツ
が
國
民
現
象

の
多
様
性
は
各
國
民
内
部

に
於
け

る

「
國

民
的
感
情

と

理
念
と
が
各

團
髄
毎

に
も

叉
個
人
毎

に
も
質
的

に
量
的

に
異
な

つ
て
ゐ
る
」
と

い
ふ
事

に
よ

つ
て
惹
起

せ
ら
れ
る
と
論

』

て
ゐ
る

の
も
こ

の
聞

の
事

理
を
見
通

し
て

の
事

で
あ

つ
た

の
で
あ
ら
う
。

こ
の

一
篇

は
上
述

の
如
き
事
情
を

た
え
す
念
頭

に
し
な

が
ら
民
族
と
國

民
と

の
本

質
を

明
ら
か
に
し

て
み
よ
う
と
す
る
。

一
一

 

前

項

に
於

て
民
族
、
國

民
に
つ
い
て
の
明
確
な
概
念
規
定
が
何
故

に
困
難

で
あ
る
か

の
原

因
を
指
摘
し
た
。

所
で
か

」
る
原
因

に
基
く

一
義
的
な
把
握

の
困
難
さ
は
更

に
今

一
つ
の
次

の
如
き
事
惰

に
よ
つ
て
加
重

せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
を
獲
見

す
る
。
外

で
も
な

い
、
民
族

と

い
ふ
言
葉

と
國
民

と
い
ふ
そ
れ

と
が
屡

々
相

互
代
替
的

に
使

用
せ
ら
れ
る
と

い
ふ
事
實

が
即
ち

こ
れ

で
あ
る
。

一
學

者

が
民
族

て
ふ
言
葉
を
用

ふ
る
場
合

に
他

の
學
者
は
國
民
と

い
ふ
表
現
を
用

ふ
る
と

い
ふ
形

で
混
齪
が
現
れ

て
亡
る

の
み
で
な
し

4)

5)
6)

F.Hertz,WesenundWerdenderNation(∫ahrbuchfUrSoziologie,erster

Erganzungsband,Ig27),S.48.

H.0.Ziegler,DiemoderneNation,Ig3r,S.20,

F.Hertz,ZurSoziologiederNationunddesNationalbewutzseins(Archiv

fUrSozia.1wissenschaftundSozialpQlitik,Bd.65,1931),S.9・



に
、

一
人

の
學
者

の
み
に
つ
い
て
見

て
も
屡

々
不

用
意

に
二

つ
の
言
葉

が
代
替

的
に
用

ひ
ら
れ

て
ゐ
る

の
を
見
る
。
爾
種

の
概
念

を
明
確

に
匿
別
す

べ
き
事
を
主

張
す

る
學
者

で
さ

へ
も
行
論

の
申

に
は
無
雑
作

に
相

互
に
置

き
代

へ
て
混
用
し

て
ゐ
る
場
合

が
勘

く

な

い
。
勿
論

こ

の
無
雑
作
な

混
用
は

一
面
か

ら
見
る
な

ら
ば
民
族

、
國
民

の
概
念
規
定

が

一
義
的

に
確

定
さ
れ

て
ゐ
な

い
事

の

結

果
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
が
、
他

面
か
ら
云
ふ
な
ら
ば

こ
の
不
用
意
な
混
用

の
慣
行

が
明
確
な
概
念
規

定
を
妨
げ

る
事
情

と
な

つ

て
ゐ
る

の
を
見
逃
す
事
は
出
來
な

い
で
あ

ら
う
。

從

つ
て
民
族

、
國
民

の
概
念
確

定

の
た

め
に
は
何

よ
り
も
先
づ

こ

の
爾
種

の
概
念
を
相
互

に
匠
別
し

て
お
く
事

が
要
求
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
も

と
よ
り
爾
者

の
裁
然
た
る
匝
別
は
そ

の
各

々
に
つ
い
て
の
明
確
な
本
質
措
定
を
ま

つ
て
の
み
始

め

て
可
能
な
事

で
あ

る

の
は
論

を
倹

た
な

い
が
、

こ
の
明
確
な
本
質
措
定

に
着

手
す
る
以
前

に
よ
し
な

ほ
漠
然

た
る
形

に
於

て

讐
あ
れ

爾
者

の
聞

に
匠

別

の

一
線
を
劃

し

て
お
く
事

が
必
要
な

の
で
あ

る
。
前
述
し
た
様

に
學
者
毎

に
も
叉

一
人

の
學
者

の
み

に
つ
い
て
み
て
も
屡

々
雨

者

の
代
替
的
な
使
用
が
見

ら
れ

て
は

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
仔
細

に
そ

の
読
く
所

に
つ

い
て
吟
味
す
る
な

ら
ば
若

干
の
著
し

い
例
外
は

別

と
し
て
多
く

の
諸
家

に
通

じ
て
大
罷

に
於

て
共
通
な
匠
別

の
仕

方
が
な

さ
れ

て
ゐ
る

の
に
氣
つ
く
事
が
出
來

る
。
'
以
下
暫

く
こ

の
瓢

に
思

ひ
を
.潜
め
て
み
よ
う
。

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ
ッ

ヒ
は
民
族

(<
o
ε

と
い
ふ
言
葉

の
語
義

の
歴
史
的
攣

遜
を
辿
り
な

が
ら
次

の
檬

に
そ

の
檬

々
な
場
合

を
匠
別

ラ

し

て
ゐ
衝
。
先
づ
第

一
に
最
も
古
典
的
な
意
味

に
於

て
は
民
族

と
は
兵
團
、
職
闘
部
隊

を
意
味

し
て
ゐ
た
。
勿
論
今

日
に
於

て
は

か

」
る
意
昧

に
民
族

て
ふ
言
葉
を
用

ふ
る
場
合

は
全
く
な

い
。
第

二

に
民
族
は
韓
じ

て

一
般

に
多
く

の
人

々
の
呼
構

と
し

て
用

ひ

民
族
及
國
民
の
本
質

入
五

1)W.Mitscherlich,VolkundNation(Ilandw6rterbuchderSoziologie,Ig31),

S。645f,7ほ 以 下 理 解 の 便 宜 の すこめ に 第 一一,第 二 と い ふ 風1:za別 し て み

7こが こ れ がMitcherlichの 眞 意 に 副 ふ て ゐ る か 否 か に 保 し難 い 。



八
六

ら
れ

る
に
到

つ
た
。
血
統

の
如
何
、
杜
會
的
地
位

の
上
下
等

に
全
く
關
係

な
く
唯
漠
然

と
多
数

人

の
集
團
を
表
現
し

て
ゐ
る
場
合

で
あ

る
。
此
意
味

で

の
慣
用
は
今
日

に
於

て
も
見
ら
れ

る
。
例

へ
ば

「
町

に
多
く

の

く
。
岸

が

ゐ
る
」

と

い
ふ
場
合

の
如
き

で
あ

る
。
第

三

に
右

の
様
な
多
く

の
人

々
の
申

で
特

に
あ
る
意
向

な
り
信
念
な
り
を
共

通
に
す
る
人

々
の

一
團

の
み
に
限
定
さ
れ

て
用

ひ
ら
れ

る
場
合
が
あ

る
。
基
督
…敏
徒

の
集

團
を

「
基

督
敏

的
民
族
」
と
呼

ぶ
場
合

の
如

き
で
あ

る
。
第

四
に

一
定
地
域

の
申

に
あ

つ
て
全
膿
を
作

る
多
く

の
人

々
の
呼
稽

と
し
て
用

ひ
ら
れ

る
場
合

が
あ
る
。

カ

ン
ト

の
民
族
概
念
は

こ
の
意
味

に
用

ひ
ら
れ

て
ゐ

る
。
第

五
に

フ
ィ

ヒ
テ
や

へ
ー
ゲ

ル
の
場
合

の
檬

に
各
世
代

に
わ
た

つ
て
の
持
績
的
な

生
共

同
艘

の
意
味

に
用

ひ
ら
れ
る
。
第

六

に
同

一
血
統

に
屡
す
る
人

々
の
呼
稽

、
換
言
す
れ
ば
種
族
共
同

罷
を
現
す
場
合

が
あ
る
。
第

七

に
例

へ
ば

ス
か
イ

ス
民
族
と

い
ふ

場
合

の
如
く

に
自
然
的
範

躊
と
し

て
穿
は
な
く
政
治

的
に
結

束

せ
ら
れ

た
集

團
を
指
す
事
が
あ

る
。
第
八

に

シ

ュ
ワ
ァ
ー
ベ

ン
民

族

、
チ

ェ
ウ
リ

γ
ゲ

ン
民
族

と
い
ふ
場
合

に
見
ら
れ

る
様

に
大
集

團

の
中

の

一
部
分

(..窓

。
ぎ
・
<
9
冨
。・名
§

円、.)
を

呼
稽
す

る
事

も
あ
る
。
第
九

に

一
國
家

の
中

に
あ

つ
て
支
配

せ
ら
る

、
地
位

に
あ

る
人

々
を
支
配
す
る
者

に
封
立

せ
し
め

て

一
括

し

て
民
族
と

呼

ぶ
場
合

が
あ
る
。
十
九

世
紀
申
葉

の
猫
逸
に
於

て
貴
族

、
封
建
諸
侯

、
民
族

の
間

の
軋
礫

と
人

々
が
云

々
す
る
場
合

の
如
き

こ

の
用
法

を
示
し

て
ゐ
る
。

叉
後

に
人

々
が
民
族

と

い
ふ
言
葉
を
以

て
廣

く
下
暦
階
級

の
呼
稽
と
し
て
慣
用
す

る

の
も
こ

の
用
法

に

從

つ
て
の
事
な

の
で
あ
る
。
第

十
に
佛
革

命
以
後

は
民
族

と

い
ふ
呼
稽

を
も

つ
て

一
國
家

に
所
屡

す

る
す

べ
て

の
人

々
を
表
す
様

に
な

つ
て
來
た
。
最
後

に
第

十

一
に
は
民
族
と

い
ふ
言
葉

は

「
そ

の
思
惟

、
感
畳
、
感
情

、
意

慾
及
び
行
動

に
於

て
囚
は
れ
ざ

る
、

粗
野
な

、
核

心
的

で
あ
り
根
源
的
な
、
未
敏
養

に
し

て
不
撹
な
る
」

人

々
の
群
れ
を
意
味
す
る
。
即
ち

こ

玉
で
は
あ
る

一
定
群

の



人

々
の
も

つ
特
殊
な
性
格

が
表
現

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。

さ
て
右

の
如
き

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ
ッ
ヒ
に
ょ
る
十

一
種
類

の
用
法

に
つ
い
て
、
當
面

の
爲

め

に
必
要
な
概
念
整
理
を
施

し
て
み
よ

ぬ

う
。
先
づ
第

九

の
用
法

と
第

十

一
の
そ
れ

と
は

一
は
下
暦
階
級
を

示
し
他
は
階
級

の
如
何
を
問
は
す

一
定

の
性
格
を

も

つ
人

々
を

表

し
て
ゐ
る
と

い
ふ
風

に
相
違

が
あ
る
と
は

い
ふ
も

の

玉
、
何

れ

に
し

て
も
蔑
覗

せ
ら
れ

る

」
人

々
の
集
團
を
呼
構
す

る
瓢

に
於

て
は
共
通

し
て
ゐ
る
。
叉
第

六
と
第
八

の
用
法
は
何

れ
も
種
族
叉
は
人
種

と
民
族

と
を
同

一
の
tも

の
と
み
る
鐵
に
於

て
共
通
な
る

も

の
が
あ
る
。
更

に
第

七
と
第
十
と
は
何
れ
も
政
治
的
、
國
家

的
組
織

と
民
族

と

の
密
接
な
聯
絡
を
指

示
し

つ
」
あ
る
黙

に
於
て

實

は
同

一
の
用
法

を
示
す
も

の
と
見
徹
し

て
い

玉
。

更

に
叉
第
四
、
第
五

の
用
法

は

一
は
地
域
共
同
艦
、
他
は
世
代
共
同
艦
を
現

す

黙
に
相
違

が
あ
り
は
す

る
が
そ

の
實
、
第

二
の
用
法

に
見

ら
れ

た
如
き
場
合

を
塞
間

的
に
限
定
、
叉
は
時
聞
的

に
援
大
し
た
も

の
で
あ
り

、
こ

の
意
味

に
於

て
根
本
的

に
は
第

二

の
用

法

に
於
け
る
如
く
多
く

の
人

々
の
呼
構
で
あ

る
場
合

の
特
殊
例

で
あ
る
と

見
倣
す
事
が
許

さ
れ
よ
う
。
残
さ
れ
た
も

の
は
第

一
及
び
第

三

の
場
合

で
あ
る
が
、
そ

の
申
第

一
の
も

の
は
既

に
慣
用

語
と
し
て

は
今
日
他

の
言
葉

に
よ

つ
て
全
く
置
き
代

へ
ら
れ

こ
の
意
味

で
は

い
は

冒
慶
語
と
な

つ
た
も

の
と
し
て
こ

玉
で
は

こ
れ
を
全
く
考

慮
外

に
お
く
事
が
出
來

る
し
、
又
第
三

の
場
合

は
用
法
を

や

玉
掻
大
す

る
事

に
よ

つ
て
民
族
を
文
化
共

同
艦

と
み

る

一
般
的
な
場

合

の
特
殊
な
る
も

の
と
考

へ
る
事

が
出
來
よ
う
。
今

以
上

の
様
な
概
念
整
理
が
許

さ
れ
る
も

の
と
す

る
な

ら
ば

、、、
ッ
チ

ェ
ル
穿
ッ

ヒ
に
よ

つ
て
基

示
せ
ら
れ

た
十

一
の
用
法
は
原
理
的

に
は
次

の
五
種
類

の
語
義

の
匠
別

に
蹄
着
す

る
事

と
な

つ
て
來

よ
う
。
第

一

は
蔑

覗
せ
ら
る

」
人

々
の
呼
稻
、
第
二
は
人
種

の
意
味

、
第

三
は
國
家

所
屡
員

の
意
昧
、
第

四
は
漠
然

ど
多
く

の
人

々
の
呼
稽
、

民
族
及
國
民
の
本
質

入
七



入
八

第

五
に
文

化
共
同
艦

の
意
味
。
所

で
右

の
五
種

の
語
義

の
申
第
四

の
も

の
は
特

に
民
族

と

い
ふ
言
葉

を
以

て
表
現
す

る

の
必
要
は

な
く
こ
れ
を
集

團
と
呼

ぶ
事
も
許
さ
れ
る
事
を
考
慮

に
入
れ

る
な
ら
ば

こ
の
用
法
は
姑
く
念
外
に
お
く
事

が
許
さ
れ

る
で
あ

ら
う

し
、
第

一
の
語
義
も
叉
同
様

に
蔑
稻

的
に
用

ひ
ら
れ

る
場
合

の
民
衆
叉
は
大
衆
と

い
ふ
表
現
に
よ

つ
て
置
き
代

へ
ら
れ

る
と
す
れ

ば
結

局
残

る
も

の
は
人
種
共
同
艦
と
し

て
の
民
族

、
國
家
叉
は
政
治
共
同
罷
と
し

て
の
民
族

、
文

化
共

同
艦
と
し

て
の
民
族

の
三

つ
の
場
合

と

い
ふ
事

に
な

つ
て
來
る

で
あ
ら
う
ゆ

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ

ッ
ヒ
自
身
も
叉
そ

の
概
念
整

理

の
過
程

に
つ
い
て
は
何

等
記
載

わ

す
る
所
が
な

い
け
れ
ど
も
、
結

局
こ
の
三
種
類

の
語
義

の
匠
別

に
到
達

し
て
ゐ
る
様

に
見
受
け
ら
れ
る
。
ノ
イ

マ
ン
も
叉
民
族

と

い
ふ
言
葉

の
用

ひ
ら
れ
る
場
合
を
論

理
的

に
医
別
し

て
第

一
に

「
政
治

的
統

一
膣

」
と
し

て
の
民
族

、
第

二
に
上
記

の
如
き
政
治

的

統

一
髄

が
地
域
的
、
肚
會
的

、
政
治
的

に
匠
分

せ
ら
れ
た
場
合

の
部
分
集
團

の
呼
稽
と
し

て
の
民
族
、
第

三

に

「
自

然
的
統

一

む

膣
」

と
し
て
の
、
換
言
す

れ
ば
種
族

と
し

て
の
民
族

、
第
四

に

「
精
棘

的
共
同
盟
」
と
し

て
の
民
族

の
四
と
し
て
ゐ
る

の
も
蹄

着

す
る
所

が
大
購

に
於

て
同
じ
で
あ
る
事
を
示
し

て
ゐ
る
。

だ
が
然

し
以
上

は

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ

ッ
ヒ
の
理
解
し

つ

」
あ
る
所

に
就

い
て
概
念
整
理
を
施
し

て
み
た

に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

つ
て

他

の
多
く

の
學
者

に
つ
い
て
具

さ
に
検
討
す

る
な
ら
ば
右

に
學
げ

た
以
外

の
語
義

を
民
族

と
い
ふ
言
葉

に
與

へ
つ
曳
あ
る
用
法
が

数

多
く
存
在

し
て
ゐ
る
。
殊

に
こ

の
異
な
れ

る
用
法

は
民
族
と
國

民
と
を
匿
別
し

て
用

ひ
よ
う
と
す

る
場
合

に
著
し
く
現
れ

て
來

る
。
勿
論
右

に
述

ぺ
た
檬
な
用
法

に
從

ひ
つ

曳
國

民
と
匝
別
し

て
行

か
う
と
す
る
試
み
も
な
く
は
な

い
が
か

瓦
る
行
き
方
は
傾
向

と
し
て
は
次
第

に
後

退
し

つ
玉
あ

る
と
見
微
す
事

が
出
來
よ
ヶ
。

2)W.Mitscherlich,a.a.0.,S,646.

3)F.N.Neumann,VolkundNation,1888,S.50・
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なほ臼井二術氏の前掲論



今

暫
く
民
族

と
國
民

と
の
概
念

的
匠

別
に
力
を
注
ぎ

つ

」
あ
る
有
力
な
學
者

の
み
を

念
頭

に
し
て
、

こ
れ

ら
の
人

々
が
如
何
な

る
用
法

に
よ

つ
て
國

民
と
は
異
な
る
民
族

の
特
質
を
規

定
し
よ
う
と
し
つ

曳
あ
る
か
を
見

る
の
に
大
罷

に
於

て
次

の
如
き
八
種
類

岬

の
代
表
的
な
用
法
が
行
は
れ

て
ゐ
る

の
を
機
見
す

る
事

が
出
來
る
。
第

一
の
解
繹
は
テ

ン
ニ
ー

ス
に
於

て
見
出

さ
れ

る
も

の
で
あ

ジ

ッ
デ

コ

ソ

パ

ク

デ

り

民
族
を
國
民

と
は
異
な

つ
て

「
血
統

、
言
語
、
慣
習

、
叉
恐
ら
く
は
宗
敏

に
よ

つ
て
共
同
肚
會

的

に
結
合
し

て
ゐ
る
接
燭

の
密

な

る
〃
く
か
人

ぜ
」
を
指
す
と
読
く

が
如
き
場
合

で
あ
廟
。

こ

の
場
合
彼

の
解
羅

の
重
瓢
は
民
族

が
共
同
杜
會
的
性
質
を
も

つ
と

い
ふ
黙
、
及

び
そ
れ

に
も
拘

は
ら
す

一
つ
の
メ

ン
ゲ
で
あ
る
と

い
ふ
風

に
集

團
と
し

て
の
統

】
性
を
認

め
て
ゐ
な

い
黙

に
お
か
れ

て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
從

つ
て
こ
の
テ

ン
ニ
ー

ス
の
考
方

は

一
方
共
同
肚
會
的

と
考

へ
る
事

に
よ

つ
て
民
族

が
集
團
と
し
て
も

つ

自
然

的
自

生
的

な
性
質
を
指
摘
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
黙

に
於
て
さ
き
に

、、、
ッ
チ

ェ
ル
リ

ッ
ヒ
の
場
合

に
つ

い
て
見
た
様

な
人
種
共

同
饅
と
み

て
ゆ
く
用

法
、
叉
ノ

イ

マ
ン
の
場
合

の
所
謂
自
然

的
統

一
醒

と
み
る
行

き
方

と
歩
調
を

一
に
し

て
ゐ
る
と

い
ふ
事
が
出

來

る
し
、
他
方
民
族

を
統

一
性
な
き

メ

ン
ゲ
と
み
な
し

て
お
る
黙

に
於

て
さ
き
に
私
共

自
身

の
概
念
整

理
に
於

て
姑
く
考
慮

の
外

に
放
置

し
た
所

の
民
族
を
唯
軍

に
多
く

の
人

々
の
呼
稽

と
み
て
ゆ
く
用
法

の
悌
げ
を
淺

し
て
ゐ
る

と
考

へ
ら
れ
る
。
第

二

の
解

繹

例

は
同
じ
く

テ

ン

ニ
ー

ス
の
奮

著

で
あ
る

「
杜
會
學
的
研
究
」
第

二
巻

に
於

て
探
用

せ
ら
れ

つ
曳
あ

る
考
方

で
あ
り
、
民
族

を
直

ち

に
種
族
共
同
艘

と
み

て
ゆ
く
場
合

で
あ
る
。
尤
も
こ

の
場
合

彼
は
廣

い
意
味

で
の
民
族
と

い
ふ
概

念
を

三

つ
の
場
合

に
匠
別
し

種
族
共
同
饅

と
し
て
の
民
族

、
文
化
共
同
艦

と
し

て
の
民
族

、
國
家
共
同
鎧
と
し
て

の
民
族
と

い
ふ
様

に
読

い
て
ゐ
る
が
そ

の
申

第

一
の
も

の
に
民
族
と

い
ふ
言
葉

を
用

ひ
、
第

二
、
第

三
は
そ
れ

み
＼
國
民
、
國
家
民
族

(。。
什舞
富
く
9
断
)
と

い
ふ
表
現
を
と
る
旨

民
族
及
國
民
の
本
貿

八
九
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九
〇

の

を

記
し
て
ゐ
る
。
用
法

の

一.義
的

で
な

い
憾

み
は
勿
論

あ
る
が
こ

曳
で
は
國
民
と
匝
別
し

よ
う
と
ず
る
場
合
、
種
族
共
同
鎧

で
あ

る
黙

に
民
族

の
特
質
を

求
め

よ
う
と
し

て
ゐ
る

一
瓢

は
疑

ひ
を
容
れ
な

い
で
あ
ら
う
。

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ
ッ

ヒ
が
勿
論
不
用
意

に
で

で
は
あ
ら
う

が

「
民
族
は
血
統
的
類
縁

の
關
係

を
規

定
的
な
特
…徴
と
し

て
も

つ
の
に
反
し

て
國

民
は
極
め

て
屡

々
血
統
的

に
異
な

の

れ

る
要
素
か
ら
成

立

つ
て
ゐ
る
」
と
述

べ
つ

、
あ
る
場
合

の
如

き
を

こ

の
第

二
の
用
法

の
著
し
き
例

と
し

て
學
げ
る
事
が
出
來

る

で
あ
ら
う
。

こ
の
用
法
は
第

一
の
場
合

と
同
じ
様

に
民
族

が
自
然
的
集
團

で
あ

る
黙
を
張
調
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ

の

事

は

ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ

ッ

ヒ
が
血
統

の
統

一
性

に
つ
い
て
科
學

的
な
懐
疑
を
投
じ

て
ゐ
る

に
も
拘

は
ら
す
な

ほ
國
民
か
ら
民
族
を
匠

別

し
よ
う
と
す
る
場
合

に
血
統
を
云

々
し

つ
」
あ

る
瓢

に
徴
し

て
明
ら
か

で
あ

る

ぺ
く
、

こ

、
で
血
統
云

々
の
下

に
實

は
民
族

の

自
然
的
性
質
を
端
的

に
表
現
せ
ん
と
し
た
も

の
と
み
る
事

が
出
來

る
し
、

テ

ン

ニ
ー
ズ

の
場
合

に
も

こ
の
い
は

璽
象
徴
的
な
意
義

に
種
族

と

い
ふ
言
葉
を
用

ぴ

つ
玉
あ
る
も

の
と
解
し

て
よ

い
で
あ
ら
う
。
第

三

の
用
法
は

フ
ィ

ヤ
カ

ン
ト
の
場
合

に
見

ら
る

」
所

で
あ
り
民
族
を

目
し

て
各
種
族

を
通

じ

て
の
よ
り
高
次

の
統

一
を
指
す
も

の
と
み
て
ゐ
る
場
合

が
そ
れ

で
あ
る
。

フ
イ

ヤ
カ

ン
ト

に
從

へ
ば
言

語
、
慣
習

、建

築
様
式
等

に
於

て
同

一
な
る
も

の
が
あ

る
人

々
の
集
國
を
種
族

と
呼

ぶ
。
所

で
か

玉
る
意
味

の
種
族

の

多
く

の
も

の
が
相

互
に
文
化
的

に
見

て
類
似
し

つ
」
結

合
し
て
ゐ
る
場
合

、
各
種
族
特

有

の
言
語
は
統

一
的
な
言
語

の
方

言
と
し

て
現
れ
て
く

る
。

こ
の
様
な
各
種
族

の
關
聯

の
仕
方

の
中

に
現
れ

て
く

る
よ
り
高

い
段
階

の
統

一
を
呼

ぶ
に
彼
は
民
族
な
る
名
稽

わ

を
以

て
し
た

の
で
あ

る
。

こ
の
用
法

は

一
見
し

て
明
ら
か

で
あ
る
檬

に
民
族
を
文
化
的
統

一
艦

と
考

へ
る
立
場

に
あ

る
事
を
示
す

も

の
で
あ
る
。
第

四

の
用
法
は
民
族
を

以
て
國
民

と
は
異

な
り
傳
統
的
な
性
質
を
も

つ
集

團
、
恒
常
的
な
集
團
、
同
顧
的
な
受
動

5)F.T6nnles,SoziologischeStudien,Bd・II,
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的

な
集
團

と
考

へ
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
見
地
に
た

つ
學
者

の
籔
は
多

い
。
申

に
就

い
て
代
表
的
な
も

の
の
み
基
げ

て

み

る
な
ら
ば
例

へ
ば

ヘ
ル
ツ
は

い
ふ
、

一
般

に
人

々
の
政
治
的
結
合

は
三

つ
の
道
を
通

つ
て
結

束

せ
ら
れ

る
。
そ

の
第

一
の
道
は

イ

ソ
テ

レ
ッ
セ

イ
ヂ

イ

ア

レ

傳
統
、
第

二

の
そ
れ

は

關

心
、

第

三

に
理
想
即

ち
こ
れ

で
あ
る
。
そ

の
中
第

一
の
傅
統
を
通
し

て
政
治
的

に
結
合
す

る
と

い
ふ

の
は
具
醒
的

に
い
ふ
な
ら
ば
同

一
血
統

の
信
仰
、
土
地

に
封
す

る
愛
着
即
ち
郷
土
愛

、
最
後

に
傳
統
的
な
文
化
を
通

し

て
結
合
す

鳳

紛

ヘ
ル
ツ
は

こ
の

「
多
面
的
な
傳
統
結
合
艦
」
を
民
族
と
名
づ
け

て
ゐ
る
。
叉
同
じ

ヘ
ル
ツ
が
傳

る
事
を
意
味
す
る

の
で
あ

る
が
、

の

統

的
結

合

は

民
族

精

棘

に
受

身

(勺
鋤
。。。。ぎ
け簿
)
の
色

彩
を

與

へ
る

と
説

い
て

ゐ

る
場

合

の
如

き

、
更

に
は

フ
イ

ヤ

カ

ン
ト

が

一
八
〇

恥

○
年
以
後
國
民
共

同
罷

σ
受
動
的
な
形
態

に
と

つ
て
代

ふ
る
に
能
動
的
な
も

の
が
出
現
し
た
と

い
ふ
風

に
読
く
如
き
、
更

に
叉
高

田
博
士
が

「
私

は
前

に
述
べ
た
る
と
こ
ろ

の
民
族

と
、
近
代
民
族

と
を
同

一
な

る
磯

達
線
上

に
置

き
、
前
者

が
後
者

に
ま

で
韓

化
,

し
得
る
も

の
と
見
る
。
即

ち
前
者

,
い
は

璽
古
き
民
族
は
自
然
的

の
悉

の
、
受
動
的

の
も

の
で
あ

る
に
封
し
、
そ
れ

が
あ

る
事
情

山

に
よ
つ
て
意

志
的

の
も

の
、
能
動

的

の
も

の
と
な
る

と
き

に
、

近
代
民
族

と
な

る
と
考

へ
て

ゐ

る
。
」

(
こ
の
場
合
、
近
代
民
族
と
あ

る
の
ぼ
國
民
の
事
な
指
し
て
ゐ
ろ
1
中
野
)
と

説

か
れ
た
如
き
何
れ
も
民
族

の
特

長
を
そ

の
受
動
的
な

る
職

に

求

め

て

ゐ

る

事
を

示

し

て
ゐ
る
。

叉
チ
イ
グ

レ
ル
が
民
族
は

「
私
共

に

と

つ

て

血
縁
的

な

地
縁
的
な
丈
化
的
な
結
合
を
意
味
し
そ

の
最
高

の
表
現
を

郷
土

の
感
情

の
申

に
見
出
す

一
切

の
結
合

の

謂

で

あ

る
。

こ
の
意
味

で
民
族

は
肚
會
共

同
生

活

の
比
較

的
恒
常

的
な
も
の
と
し

吻

て
現
れ

る
。
」
と
論

じ

て
ゐ
る
如
き

こ
の
第

四

〇
用
法

に
從

ひ
つ

曳
あ
る
事
を

示
す
も

の
で
あ
る
。
第

五
の
用
法
は

ナ
チ
ス
の
代
表

が

シ

ユ
レ
セ
ト

ス
フ

ヱ
ル
ビ

ソ
ヅ

ン
グ

的

國
家
學
者

と
稽

せ
ら
れ

る
ケ

ル

ロ
イ
テ

ル
が

示
し

つ
」
あ
る
も

の
で
あ
り
民
族
を
以

て

「
血
統

及
び
種

屡

的

結

合
」

に
よ

民
族
及
國
民
の
本
質

九

一

7)A.Vierkandt,Familie,VolkundStaat,ig36,S・lg・Vierkandtの この種 族i

と民 族 との 匪 別 の仕 方 は彼 の醤 著Gescllschaftslehie第 一 版,第 二 版 に於 て

も亦大 艦 同様 に観 か れ て ゐ ろ黙 で あ るが,唯 多少 の 異 な う と見 らろ 蠕 占に

後 者 に於 て に 種 族 統 一 の 内容 に 關 して 言 語,趣 味,藝 術 武 器,道 具 等 の

同一 といふ 事 情 な 塞 げ すこ瀦 及 び 民族 彪 目 して 丈 化 的 に類 似 ぜ ろ種 族 の全髄

(Gesamtheit)と な しつNあ る瀦 の二 黙 で あ ら うo



九
二

つ
て
成
立
し
、
「
一
定
地
域

に
於
け
る
生
活
」
を
通
し

て
特
色
づ
け

ら
れ
、
「
共

同
の
文
化
」

に
よ

つ
て
成
長
し
、
今

日

に
於

て
は

「
そ

の
本
質
的
な
外
的
表

現
を
共
同

の
言
語

(
母
國

語
)

の
中

に
見
出
す
」
所

の

「
運
命
共

同
艦
」

で
あ
り
、

「
固
有
な

る
有
機

腿
」
た
る
も

の
で
あ
り
、
こ

の
固
有
な

る
有
機
鎧

と
し
て

の
民
族
は

一
つ
の
本

質
共

同
罷

と
し
て

「
自
然
的
共

同
性
」

と

「
精
紳

的
共
同
性
」

と
を
合

せ
含
む
虞

の
も

の
と
見
徹

し
て
ゐ
る
場
含

が
こ
れ
で
あ

る
。

こ
の
第
五

の
用
法

の
特

色
は
民
族
を
自
然
的
統

一
艦
と
精

神
的
統

一
盟
と

の
綜

合
で
あ

る
意
昧

で
の
有
機
饅

と
考

へ
た
黙

の
中

に
見
出

さ
れ

る
。
第
六

の
用
法
は

フ
ィ

ヤ
カ

ン
ト

の
場
合

に
於

て
民
族
を
國
民
が
意
志
共
同
艦

で
あ
る

の
に
封
立

せ
し
め

て
感
情
共

同
鎧

で
あ

る
と
見

て
ゆ
く
考
方

の
申

に
例
示

せ

ら
れ

る
。
尤
も

こ
の
場
合

フ
ィ

ヤ
カ

ン
ト
は

一
方

に
於

て
は
さ
き

に
第

四

の
用

法

の
場
合

に
引
用
し
た
様

に
民
族
を
受
動

的
性
質

の
も

の
と
見
、
他
方

に
於

て
は

こ
れ
と
同
じ
意
味

の
も

の
で
あ
る

か
の
様

に
民
族
は
感
情
共

同
盟

で
あ
る
と

い
ふ
風

に
説

い
て
ゐ

る

の
で
あ
り
、
受
動
的

で
あ
る
と

い
ふ
事

と
感
情
的

で
あ
る
と

い
ふ
事
を
同
意
義

に
用

ひ
て
ゐ
る
檬

に
見

ら
れ

る
が
、
嚴
密

に
云

へ
ば

こ
の
爾
種

の
表

現
は
同

じ
事
柄
を
現
し

て
ゐ
る
と
は
思
は
れ
な

い
。
感
情
的

で
あ
る
す

べ
て
の
場
合

が
受
動
的

で
あ
る
と
は

い

へ
な

い
、
感
情
共

同
禮

と
し
て
能
動

的
で
あ
る
場
合

の
例

に
乏
し
く
な

い
事
が
充
分

に
考

へ
ら
れ
る
。
從

つ
て
こ

の
意
味

で
の

フ
ィ

ヤ
カ

ン
ト

の
用

法

の

一
つ
を
第

六

の
も

の
と
し
て
別

に
掲

け
た
繹

で
あ

る
。
第

七

の
用
法
は
前
出

の
チ
ィ
グ

レ
ル
の
別

の
場

合

に
見
出
さ
る

瓦
も

の
で
あ

つ
て
、
例

へ
ば
佛
蘭
西
革
命

史

に
於

て
人

々
は
屡

々

「
民
族
主
権
」

と

い
ふ
標
語

に
遭
遇
す

る
が
こ

の
場
合

の

{、民
族
L

と

い
ふ
の
は

一
つ
の

「
理
想
的
統

一
罷
」

を
現
し
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

つ
て
か

」
る
理
想
的
統

一

ゆ

盟

、
理
念
的
存
在

に
現
實

に
呼
鷹
し

て
ゐ
る
集
團
こ
そ
國
民

と

い
ふ
事
實

上

の
團
罷

に
外
な
ら
な

い
と

い
ふ
風

に
彼
が
読

く
場
合

8)

9)
10)

II)

F.Hertz,ZurSoziologiederNationusw.,S.18.

]El)enda,S.Ig.

A.Vierkandt,Gescllschaftslehre,Ig27,2au£,S.462・

高 田 保 馬 博 士,民 族 の 問 題,昭 和 十 年,248頁o



の
民
族

と

い
ふ
言
葉

の
用
法
が
そ

れ
で
あ

る
。

こ
の
用
法

に
於

て
チ
ィ
グ

レ
ル
は
民
族

と

い
ふ
言
葉
を
人

間
と

い
ふ
そ
れ
と
同

じ

程

の
意
味

に
用

ひ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
事
は
彼
が
民
族
主
灌

と
い
ふ
も
人
聞

の
自
由
、
平
等

と

い
ふ
も
何

れ
も

理
念
的
な
要

譜

に
す
ぎ

な

い
の
で
あ
り
決
し

て
そ

の
ま

玉
の
形

で
現
れ

て
く
る
様

な
も

の
で
は
な
く
、
こ

の
意
味

に
於

て
抽
象

的

一
般
的
な
事

を
指
稻

し
て
ゐ

る
に
止
る
が
具
艦
的

に
経

駿
的

に
現
れ
て
く

る
場
合

に
は
國
民
主
構

、
國
民
と
し

て
の
自
由
、
平
等

と
い
ふ
形
を

と

つ
て
く
る
と
論

じ

つ

、
あ

る
黙

に
徴

し
て
明
ら
か

で
あ

ら
う
。
最
後

に
第

八

の
用
法
は
イ
タ
リ
ヤ
の
代
表

的
理
論
家

と
し

て
著

聞
す

る
ボ
ゥ
ト

ロ
ッ
ト
ウ
の
場
合

に
見

ら
る

』
も

の
で
あ
り
、
在
來

の
上

に
見
た
如
き
用
法

と
は
全
く
逆

に
民
族

と
國
民
と

の
關

係
を

理
解
し
よ
う
と
し

て
ゐ
る
も

の
で
あ

る
。
即
ち
彼
は

い
ふ
、
「
國

民
は
民
族

に
ま

で
成
長
す
る
。
民
族

は
國
家

規
律

の
下

に
於

け
る
秩
序

の
表

現
で
あ
る
。
」
と
。
叉
曰
く

「
國
民
は
文

化
的

、
耐
會
的
、
歴
史
的
有
機
艦

で
あ
り

民
族

は
歴
史
的
"
政
治
的
組
織

ゆ

で
あ
り
、
國
家

は
政
治
的
μ
法
的
秩
序

で
あ
る
。
」
此
用
法

に
於

て
ボ
ゥ
ト

ロ
ッ
ト
ウ
は
民
族
を

一
つ
の
將
來

に
實

現

せ
ら
る

製
べ

き
課
題
的
性
質

の
集
團
と
見
徹

し
て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
他

の
多

く

の
學
者
が
國

民
と

い
ふ
集

團

に
於

て
こ
そ
か

、
る
課
題
的
集
團

の
名

に
値
す
る
も

の
を
見
出
し

て
ゐ
る

の
と
全
く
逆

の
解

繹
と
し
て
注
目
を

ぴ
く
も

の
が
あ
る
。

以
上

に
掲
げ
た
民
族
な
る
言
葉

の
八
種
類

の
用
法
は
何
れ

も
既

に
述

べ
た
様

に
國
民

て
ふ
言
葉

か
ら
匝
別
し

て
民
族
を
用

ふ
る

場
合

に
と
ら
れ

つ

製
あ
る
見
地
を
指
摘
し
た
も

の
で
あ
る
。
有
力
な
る
學
者

が
果

し
て
如
何
な

る
勲

に
注
目
し

つ

」
國

民
よ
り
民

族
を
分

た
う
と

し
た
か
を
指
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
所

で
こ

の
八
種
類

の
用
法

に
つ
い
て
我

々
は

こ
れ
を
能

ふ
限
り
簡
明
な
る
共

通
貼

に
齢

一
せ
し

め
る
た
め
に
若

干
の
概
念
整
理
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ

の
場
合

先
づ
第

一
に
念
頭

に
俘
び
來

る
事

は
右

民
族
及
國
民
の
本
質

九
三
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九
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の
用
法
中
最
後

の
も

の
、
即
ち

ボ
ウ
ト

ロ
ッ
ト
ウ

の
解
繹
は
全
く
異
例

に
属
す
る

と
い
ふ
事

で
あ

る
で
あ
ら
う
。

彼
が
民
族
と

い

ふ
表

現
に
與

へ
つ
玉
あ
る
意
昧
内
容
は
後

に
も
詳
述
す

る
様

に
他

の
多
く

の
人

々
が
國
民

と
い
ふ
言
葉

に
こ
そ
蹄
属

せ
し
め

つ

義

あ

る
も

の
な

の
で
あ

る
。
言
葉

の
用

ひ
方

が
全
く
逆

に
な

つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

勿
論

ポ
ゥ
ト

ロ
ッ
ト
ウ
は

こ
の
瓢

に
つ
い
て
自

分

の
こ

の
用

ひ
方

が
最

も
正
し

い
も

の
で
あ
る
事
を
主
張
し

て
は
ゐ
る
。
然

し
詮
す

る
所
は
言
葉

の
問
題

に
す
ぎ

ぬ
と

い
つ
て

い

玉
ゆ
▼
こ
う
考

へ
る
事

が
若

し
許
さ
れ
る
な
ら
ば

こ

の
第

八
種
類

の
用
法
は
言
葉

の

一
般
的
な
用

ひ
方

の
上
か
ら
見

て
實

は
國
民

か

ら
民
族
を
分
た
し
む

る
民
族

に
特
有
な
る
性

格
を
指
摘
し

つ
、
あ

る
も

の
で
は
な
く
し

て
、
そ

の
逆

に
民
族
か

ら
國
民
を
分
た

う

乏
し
て
國
民

忙
固
有
な

る
も
の
を
掲
げ

つ

玉
あ
る
も

の
と
見
倣
す
事
が
出
來

る
し
、

こ
の
意
味

に
於

て
こ
の
用
法
を
姑
く
上
記
八

種
類

の
用
法
申
か
ら
除
外
七

て
ゆ
く
事
が
可
能

に
な

つ
て
く

る
で
あ
ら
う
。

所

で
か
く

の
如
く

に
し

て
第

八
の
用
法

が
今
我

々
の

考
慮
外

に
お
か
れ

て
ゆ
く

と

い
ふ
事
は

一
の
重
要
な
る
意
味
を
包
藏

し
て
ゐ
る
。
既

に
述

べ
た
様

に
ポ
ゥ
ト

ロ
ッ
ト
ウ
は
民
族

は

國

民
と
は
異
な
り
法
的
秩
序

の
表

現
で
あ
り
歴
史
的
月
政
治
的
組
織

で
あ
る
旨
を
張
調
し

て
ゐ
る
。

と
す
る
な
ら
ば

こ
の
第

八

の

解

繹
が
考
慮
外

に
お
か
れ

て
ゆ
く

と
い
ふ
事
は
と
り
も
な

ほ
さ
す

民
族
を
國

民
か
ら
匠
別
し

て
ゆ
く
場
合

に
法
的
H
政
治
的
要
素

の
指
摘
を
除
外
し

て
ゆ
く

と

い
ふ
事

に
外
な

ら
な

い
。
淺

さ
れ
た
七
種
類

の
解
羅

に
つ
い
て

い
ふ
な
ら
ば
法
的

"
政
治
的
要
素

は

民
族
を
國
民
か
ら
琶
別
し

て
ゆ
く
場
合

必
要
な

ら
ざ

る
も

の
で
あ
る
事
を
暗

示
し
て
ゐ
る
。
事
實
淺

さ
れ
た

七
種
類

の
解

繹
中

に

は
民
族
を
、以
て
法
的
"
政
治

的
性
質

の
蚤

の
と
み
る
見
地
は
何
塵

に
も
含
ま
れ

て
ゐ
な

い
。

以
上
は
必
要
な
概
念
整
理

の
第

一
段

の
操
作

で
あ
る
が
第
二
段

に
な
さ
る

玉
べ
き
事
は
第
七
種
類

の
用

法

の
庭

理
で
あ
る
。
こ

の
用
法

で
は

チ
ィ
グ

レ
ル
が
民
族

主
権

r5)H.0.Ziegler,ZurSouveranli践tderNation,S.25=f.
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と

い
ふ
用
語

に
於

て
窺
は
れ
る
様
な
、
民
族
と

い
ふ
言
葉

に
賦
與
さ
れ

つ

玉
あ

る
特
殊
な
意
味
を

巧
み
に
看
破
し

つ

』
か

玉
る
場

合

に
於

て
は
民
族

と

い
ふ
言
葉
は
例

へ
ば
人
灌

宣
言

と

い
ふ
風

に
い
は
れ

る
場
合

の
人
間
と

い
ふ

の
と
同
じ
程

の
意
味

の
も
の
で

あ

る
事
を
指
摘
し

て
ゐ
る
。
人
椹
宣
言
と

い
ふ
言
葉

に
於

て
入
間
と

い
ふ
言
葉

が
自
然
法
的
自
由

と
平
等
と
を
共

通

に
も

つ
抽
象

的
存
在
を
現
し

て
ゐ
た

の
と
同
じ
様

に
、
民
族
主
槽

と

い
ふ
言
葉

に
於
け
る
民
族

と

い
ふ
用
語
は
自
然
法
的

に
見

て
完

全
な

る
自

由

之
平
等
と
を
享
有
す

る
人

々
の
集
團
を
現
す

も

の
と
し

て
種

々
な

る
黙

に
於

て
枇
會

的
に
特
灌
づ
け

ら
れ
て
ゐ
る
人

々
の
集
團

に
樹
立
す
る
も

の
を
表

現
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
風

に
チ
イ
グ

レ
ル
は
見

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
こ
う

い
ふ
意
味

で
の
民
族

は

い
は

璽

一

の
理
念
的
存
在

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ

か

玉
る
理
念
的
存
缶

に
現
實

に
呼
鷹
す

る
も

の
と
し

て
國

民
な

る

集

團
が
現
れ

て
く
る

と
彼
は
考

へ
る
。

こ
の
用
法

は

一
見
し

て
明
ら
か
で
あ
る
様

に
民
族
と

い
ふ
集

團
を

一
つ
の
課
題
的
集
團
、

現
實

に
は
存
在

し
な

い
が
理
想

の
集
團

と
し

て
そ

の
實
現

が
希
求

せ
ら
れ
る
如
き

理
念
的
集
團

た
る
も

の
と
考

へ
よ
う
と
す

る
立

場

に
た

つ
て
ゐ
る
。
し
か
も
こ
れ
を
政
治
的
法
律
的

に
課
題
的
集

團
と
し

て
み
て
ゐ
る
の
で
は
な
く

、
集
團
的

に
そ
う
み

て
ゐ
る

鮎

に
注

目
す

べ

き

も

の

が

あ

る
。
後

に
述

べ
る
様

に
政
治
的
意
義

に
於

て
國
民

て
ふ
集
團
を

一
の
課
題

的
集

團
と
み
て
ゆ
く
場

合
一
そ

の
課
題

た
る
性
質
は
主
と
し
て
他

の
國
民
集
團
と

の
封

立
抗
争

の
關
係
を
背
景

と
し

つ

」
見

定
め
ら
れ

て
ゆ
く

の
に
反
し

て
民
族
を

こ

玉
で

の
様

に
政
治
的
意
義

か
ら
猫
立

に

一
の
課
題

的
集
團
と
み

て
ゆ
く
場
合

に
は
、
他

の
民
族
集
團

と
の
封
立
抗
孚

の
關
係

は
全
く
そ

の
背
景

と
な

つ
て
は
ゐ
な

い
の
で
あ

つ
て
、

い
つ
て
み
れ
ば

理
念
的

に
み

て
最

も
包
括
的
な
集

團

で
あ
る
所

の

人
類

て
ふ
こ
れ
も
叉

一層
の
課
題
的
集
團

に
到
る

一
階

梯
と
し
て
叉
は
人
類

集
團

の
部
分
的
要
素

的
表

現
と
し
て
民
族

て
ふ
課
題
的

民
族
及
國
民
の
本
質

九
五



九
六

集
團
が
思
念
さ
れ

つ
玉
あ
る

の
で
あ
る
。
國

民

の
様

に
封
立
的
抗
争
的
意
義

を
も

つ
課
題
的
集

團
と
は
異
な

つ
て
人
類
集

團

の
前

提
的
叉
は
要
素

的
集

團
と
し

て
の
課
題
性

が
民
族

て
ふ
集

團

に
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

か
く

の
如
き
意
味
内
容

が
民
族

て

ふ
言
葉

に
與

へ
ら
れ

つ
曳
あ

る
…場
合

の
存
す

る
事
を
看
破
し
た
學
者

は
私

の
知
る
限
リ

チ
ィ
グ

レ
ル
以
外
に
は
存
し
な
.い
が
、
さ

て
か

玉
る
第
七
種
類

の
用
法

と
そ
れ
以
外

の
六
種

類

の
用
法

と
は
ど
う

い
ふ
關
係

に
た

つ
も

の
な

の
で
あ
ら
う
か
。

一
見
し

て
明

ら
か

で
あ
る
様

に
残
さ
れ
た
六
種

の
用
法

の
何

れ
に
つ
い
て
見

て
も
そ

こ
に
は
民
族
を
課
題
的
な

る
も
の
、
理
念
的
な
る
も

の
と

し

て
見
徹

し
て
ゆ
く
傾
向

は
全
く
見
出

さ
れ
な

い
様

に
考

へ
ら
れ
る
。
然

し
嚴

密

に
詮
索

し
て
み
て
も
な
ほ
果
し

て
そ

う
な

の
で

あ
ら
う
か
。

こ
の
黙

に
つ
い
て
思

ひ
を
潜

め
る

に
先
立

つ
て
我

々
は
今
姑

く

一
見
飛
離
れ

て
ゐ
る
様

に
感

ぜ
ら
れ

る
こ
の
第
七

の

用
法
を

「
括
孤
」

づ
け
る
事

に
よ

つ
て
僅

か

の
問

こ
れ
を
考
慮
外

に
放
置

し
、
淺

る
六
種

の
用
法

の
み

に
つ
い
て
必
要
な
整
理
を

施

し

て
み
る
事
と
す
る
。

い
は

穿
第

二
段

の
整

理
を
牛
ば

に
し
た
ま

玉
第
三
段

の
そ
れ
に
移
行

し
て
み
る

の
で
あ
る
。
先
づ

六
種

類

の
用
法
を
通
覧
す

る
場
合
第

一
に
注
目
せ
ら
る

玉
事

は
第

二
と
第

三

の
用
法
が
相

互
に
そ
れ
ぞ
れ

の
力

黙

の
置

き
方

に
於

て
相

封
立

し

つ
玉
あ
る
黙

で
あ

ら
う
。
第

二

の
用
法

で
は
民
族

の
自
然

的
統

一
艦

で
あ
る
貼

が
強
調

せ
ら
れ

て
ゐ
る

の
に
封
し

て
第
三

の
用
法

に
於

て
は
そ
れ

の
文

化
的
統

一
艦

で
あ
る
瓢
が
顧

み
ら
れ

て
ゐ
る
。
前
者

に
於

て
は
血
統

の
共

同
叉
は
類
似

の
如
き
自
然

の

的
性
質
が
叉
後
者

に
於

て
は
言
語
慣
習

等

の
共

通

の
如
き
文
化
的
性
質

が
注
目

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
所

で
第

五
の
用
法

と
し

て
掲
げ

た

ケ

〃

ロ
イ
テ

ル
の
解
繹

は
こ
の
第

二
及
び
第

三
の
用
法
を
綜
合

し
た
も

の
で
あ
る
事
に
氣
つ
く
。
從

つ
て
概
念
整

理
を
進
行

せ

し
め
る
た
め

に
は
第

二
及
第

三
の
も

の
は
こ
れ
を
第

五

の
も

の
に
よ
つ
て
代
表

せ
し
め
る
事
が
許
さ
れ
る
で
あ

ら
う
。
そ
れ

の
み



で
は
な

い
、
第

曲
の
用
法

に
於
け
る
民
族
を
共

同
杜
會
的
性
質

の
も
の
と
み
る
見
地

の
中

に
含

ま
れ
た

一
黙
、
民
族
を
自
然
的
集

團
と
み
る
ゆ
き
方

は
第
二

の
用
法
と
そ

の
撲
を

一
に
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
こ
の
部
分
も
又
第

五
に
よ

つ
て
代
表

せ
ら

れ

て
ゐ
る
と
見

て

い
玉
。
か
く
し
て
淺

さ
れ
た
る
も

の
は
第

一
の
用
法

に
お
け
る
箪

に
自
然
的
な
も

の
と
み
る
以
外

の
諸
規
定
と

第

四
及
び
第

六

の
用
法

と
で
あ
る
。
こ

の
場
合

こ
れ
も

又

一
見
し

て
自
明

で
あ
る
様

に
第
四
及
び
第

六

の
用
法

は
何
れ
も
第

一
の

用
法

の
い
は

f
具
饅
的
な
読
明
と
し

て
考

へ
ら
れ

る
。
第

四

の
用
法
に
於

て
は
民
族

の
も

つ
傅
統
的
、
恒
常
的

、
受
動
的
性
質
が

着

目
せ
ら
れ

て
ゐ
る
し
、
第

六
の
そ
れ

に
あ

つ
て
は
民
族

の
感
情
集

團
た
る
性
質
が
注
目

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
何
れ

に
し

て
も
民
族

が

テ

ン
ニ
ー

ス
的
意
義

に
お
け
る
共

同
批
會

で
あ

る
事

の
意
味
を
そ

の
顯
著
な
る
側
面
に

つ
い
て
具
艘
的

に
指
摘

し

つ
㌧
あ
る
も

の
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
庭

で

一
歩
を
進

め
て
考

へ
て
み
る

の
に
第

六

の
用
法

に
於

て
民
族

を
感
情
共
同
艦

と
し

て
國
民
が

意
志
共
同
罷
た
る
黙

に
封

立

ぜ
し
め

て
考

へ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事

は
基
礎
的
な
意
味

に
於

て
は
第

四

の
用
法
を
他

の
側

面
よ
り
観

察

し

つ

」
あ
る
も

の
で
あ
る
事
を
示
し

て
は
ゐ
な

い
か
。
民
族
を
傳
統
的
、
恒
常

的
、
受
動
的
集

團
と
み
る
と

い
ふ
事
は

こ
の
集
團

の

い
は

穿
客
観
的
事
情

に
着

目
し
た
も

の
で
あ
り
、

こ
れ

に
反
し

て
こ
れ
を
感
情
集

團
と
み
て
ゆ
く
と

い
ふ
事

は
か

曳
る
客
観

的

事
情
を
前

に
し

て
の
主
観
的
趨
向

に
着
眼
し

て
の
事

で
あ

つ
た

と
考

へ
ら
れ

よ
う
。

か
く

し
て
第

一
、
第

四
、
第

六

の
用
法
を

一

括
し

て
考

へ
る
な
ら
ば
民
族
は
客
観
的

に
み
る
な
ら
ば
傳
統

的
、
恒
常
的
、
受
動
的
な
る
性
質
を
有
す

る
共
同
杜
會

で
あ
り
、
主

観
的

に
み
る
な

ら
ば
意
志

に
於
け

る
も

の
で
は
な
く
感
情

に
於
け
る
共
同
敢
會

で
あ
る
と
し
て
眺

め
ら
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
事
が
出

來
る
。

こ
れ
を
端
的

に

い
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ

に

つ
い
て
感
情

の
共

同
が
成

立
す

る
所

の
傳
統
共
同
饅

と
し
て
受
動

的
な
性
質
を
有

民
族
及
國
民
の
本
質

九
七



九
八

す
る
集
團

と
し
て
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
蝕

に
後
述
す
る
場
合
と

の
關
聯

上
か
ら
見

て
特

に
記
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
二

つ
の
事

が
存
在
す

る
。

一
は
さ
き

に
み
た
様
な
第
四

の
用
法

に
於

て
は
傳
統

的
と

い
ふ
言
葉

の
次

に
恒
常
的
と

い
ふ
表
現
を
見
出

し
た
が
、
こ

の
場
合

の
恒
常

的
と

い
ふ
事
は
傳
統
的
と

い
ふ
事

の
別

の
表

現
と
し

て
考

へ
る
事
を
便
宜

と
す
る
と

い
ふ
見
地
か
ら

し

て
姑
く
恒
常

的
と

い
ふ
言
葉
を
考
慮

外

に
お

い
た

と
い
ふ
事

で
あ
少
、
第

二
に
は
第
四

の
用
法

に
於

て
恒
常
的
と

い
ふ
言
葉

の

次

に
お
か
れ

て
ゐ
た
受
動
的

と

い
ふ
表
現
を

こ

の
表

現

の
系
列
か
ら
切
り
離
し

て
特

別
に
扱

つ
て
み
た
と

い
ふ
事

で
あ
る
。
右

の

申
第

一
の
黙

に
つ
い
て
は
特

に
論
明
を
要
し
な

い
。
読
明
を
要
す

る

の
は
第

二

の
瓢

に

つ
い
て

買
あ
ら
う
。
受
動
的
な
る
性
質
を

も

つ
と
み
る
規
定
を
特

に
別

の
も

の
で
あ

る
か

の
如
く

に
扱
は
う
と
し
た
理
由
は
次

の
瓢

に
潜

ん
で
ゐ
る
。
民
族
を
受
動
的
な
集

團
と
し

て
み
て
ゆ
く
場
合

に
は
.次
の
様
な
二

つ
の
側
面

が
合

せ
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
。

一
は
傳
統
的
恒
常
的
な
民
族

て
ふ
集

團
は
か

曳
る
も

の
と
し

て
既

に

い
は

讐
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る
所

の
既
存
集
團

で
あ
り
、
こ

の
意
味

に
於

て
こ
れ
か
ら
先

き
に
な
ほ
そ

の
實

現

が
希
求
せ
ら
れ

て
ゆ
く
と

い
ふ
意
味

に
お
け
る
課
題
的
集
團

と
し

て
の
國
民

に
封
立
し

て
ゐ
る
と

い
ふ
側
面

で
あ
り
、
他

は
こ

の

ヘ

ヘ

へ

既
存
的
な
事
賢

が
外
部
か
ら
何
等
か

の
意
味

に
於

て
歴
迫

せ
ら
れ

つ

、
あ
る
、
叉

は
砂
く
も
外
部
か
ら
け
ち
め
づ
け
ら
れ
ろ

」
あ

る
と

い
ふ
風

に
感

ぜ
ら
れ
る
側
面

で
あ
る
。

こ

の
爾
側
面
を
民
族

は
受
動
的
な
集

團
で
あ
る
と

い
ふ
風

に
い
ふ
場
合

の
そ

の
受
動

的
な
と

い
ふ
表

現
は
合

せ
含

ん
で
ゐ
る
。
他
か
ら
押
さ
れ

る

の
で
な

け
れ
ば
受
動
的
な
る
感

じ
が
動
く
筈

は
な

い
が
、
叉
押
さ
れ

る
だ
け
の
既
存

の
事
實

が
な
け
れ
ば
押
さ
れ

る
ど

い
ふ
事
は
あ
り
得
な

い
と

い
ふ
意
味

に
於

て
民
族

が
受
動
的
な
集
團

で
あ

る
と

い
ふ
場
合

に
は
」
外
部

か
ら

の
何
等

か

の
制
肘

と
制

肘
下

に
立

つ
既
存

の
事
實

の
存
在

と
が
合

せ
て
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
筈
な

の
で



あ
る
。
勿
論

傳
統
的

と

い
ふ
表
現
を
用
ふ
る
場
合

に
も

こ
の
間

の
事

理
は
合

せ
考

へ
ら
れ

て
は
ゐ
る
。
然
し
受
動

的
と

い
ふ
表
現

が
積

極
的

に
意
識
的

に
外

部
か
ら
の
制
肘

と

い
ふ
事
情
を
考
慮

し

て
ゐ
る

の
に
比
較

す
れ
ば
多
少
そ

の
漫

の
調

子
が
弱

い
の
み
で

な

し
に
意
識
的

で
あ
る
程
度

が
低

い
。

こ
れ

が
受
動

的
と

い
ふ
表
現
を
特
別

に
取
扱
は
う
と
し
た
理
由
な

の
で
あ
る
。
さ

て
以
上

の
様
な
第

三
段

の
概
念
整

理
に
於

て
我

々
は
結

局
第

一
か
ら
第

六
迄

の
六
種

の
用
法

に
つ
い
て
二
檬

の
意
昧
内
容

の
種
類

が
あ
る

事

に
想

到
し
え
た
課

で
あ
る
。

一
は
第

五

の
用
法

に
於

て
見

ら
れ

た
如
き

(
そ

こ
で
は
既

に
第

二
、
第

三

の
用
法
が
綜
合

せ
ら
れ

て
ゐ
る
)
民
族
を
以
て
自
然
的
文
化
的
共
同
鎧

と
み
る
場
合

で
あ
り
他
は
今
直
前

に
み
た
如
く
民
族
を
以

て
傳
統
的

、
感
情

的
、

受
動
的
共

同
艦

と
み
る
場
合

で
あ
る
。
所

で

こ
の
二
種
類

の
異
な
れ

る
意
味
内
容

の
系
列

は
後
者

の
場
合

に
於
け

る
傳
統
的
と

い

ふ
表
現
を
自
由

に
し
か
も
許
さ
れ
う
る
範
園
内

に
於

て
廣

く
解

し

て
ゆ
く
限
り
更

に
簡
軍
な
る

一
系

列

の
意
味
内
容

に
包
撮

せ
し

め

て
ゆ
く

事
が
許

さ
れ
は
し
な

い
か
。
即

ち

こ
う
で
あ
る
。
自
然

的
文
化
的
共

同
農

で
あ
る
と

い
ふ
場
合

具
艦
的

に
意
味

せ
ら
れ

つ
玉
あ

る
事
柄

は
既

に
隅
れ
た
様

に
血
統

、
言
語
、
慣
習
等

に
於

け
る
共

同

に
外
な
ら
な

い
。
若

し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
こ
れ

ら

の
鮎
に
お
け

る
共

同

こ
そ

別

の
側

面
か
ら
し

て
傳
統

な
る
表
現

の
下

に
意
味

せ
ら
れ

つ
」
あ
る
所

の
も

の
に
外
な
ら
な
か

つ
た
で

あ

ら
う
。
傳
統

な
る
言
葉

の
下

に
何

が
意
味

せ
ら
れ

て
ゐ
る
か

に
つ
い
て
の
詳
細

な
吟
味

は
後

に
更
め

て
と
り

あ
げ

る
場
合

が
あ

る
が
、
今

こ
れ

を
漠
然
と
解
羅

す
る
に
し

て
も

こ
の
言
葉

の
中

に
自
然
的
丈
化
的
事
情

の
共
通
と

い
ふ
意
味
を
含
ま
し
め

て
解
す

る
事
は
甚

だ
し

い
不
合

理
で
は
な

い
で
あ
ら
う
。

と
す

る
な

ら
ば
さ
き

に
あ
げ
た

二
様

の
意
味
系
列

の
申
前
者
は
後
者

の
申

に
包

癬

せ
し
め

つ

玉
以

て
意
味
内
容
を

よ
り

=
贋
軍
元
化
し

て
ゆ
く
事

が
許
さ
れ
る
筈
な

の
で
あ

る
。
か
く
し

て
第

一
か
ら
第

六

に
到

民
族
及
國
民
の
本
質

九
九



】
0
0

る
用
法
全
般

に
わ
た

つ
て
我

々
は
次

の
様

に
い
ふ
事
が
出
來

な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
は
自
然

的
文
化
的
共
同
艘
と
し

て
の
傳

統
共

同
髄

と
し

て
、
叉
感
情
共

同
腿

と
し

て
受
動

的
な
性
質
を
有
す

る
も

の
と
し
て
の
民
族

が
考

へ
ら
れ

つ

」
あ

る
。

以
上
第

三

段

の
概
念
整

理
を
絡

へ
た

が
我

々
の
前

に
残

さ
れ
た
事
は
こ

玉
に
到
達
し
た
地
窯

か
ら

ふ
り
返

つ
て
第

二
段

の
整

理
牛
ば

に
於

て

「
括
弧
」

づ
け
た
ま

玉
姑
く
念
慮

の
外

に
放
置

し
て
お

い
た
事
柄

に
つ
い
て
そ

の

「
括

弧
」
を
解

い
て
記
憶

に
上
し

つ
」
第
三
段

の
概

念
整

理
と
蓮
絡

づ
け

て
考

へ
て
み
る
と

い
ふ
事

で
あ
る
。

こ
の
事
は
さ
き

に
牛
ば
迄
し
か
逐
行

し
な
か

つ
た
第

二
段

σ
概
念

整

理
を
完
成
す
る
事
を
意
昧
す

る
と
考

へ
て
も

い

』
し
、
新
た

に
こ
う

い
ふ
形

で
第
四
段

の
概

念
整

理
に
着

手
す
る
事
を
意
味
す

る
も

の
と
見
傲
し

て
も
よ

い
。

さ
き

に
第

二
段

の
整
理
牛
ば

に
括
弧

づ
け

て

お

い
た
事
柄
と

い
ふ

の
は
民
族
を
政
治

的
意
義

に
於

・て
Ψ
は
な
し

に
集

團
的
意
義

に
於

て
課
題
性
を
有
す
る
集

團
と
み
て
ゆ
く
ゆ
き
方

で
あ

る
。
既

に
記
し
て
お

い
た
様

に
こ
の
第

七

の
用
法
と
第

一
以
下
第

六
に
到
る
用
法

と

の
間

に
は
結

び

つ
き
難

い
も

の
が

一
見
し

て
存
在

す
る
か

の
檬

に
考

へ
ら
れ
も
す
る
が

そ

れ
は
主
と
し

て
第

一
乃
至
第

六

の
用
法

に
於

て
受
動
的
集
團
と
み
る
見

地
が
あ
つ
、
こ

の
受
動
的
と

い
ふ
表

現
と

一
致

し
な

い

と
考

へ
ら
れ

る
事

の
た
め

に
外
な
ら
な

い
。
所

で
仔
細

に
立
入

つ
て
注
目
し

て
み
る
な
ら
ば
既

に
鱗
れ
た
檬

に
受
動

的
と

い
ふ
表

現

の
中

に
は
外
部
か
ら

の
制

肘
と

い
ふ
事
情

の
外

に
、

と

い
ふ
よ
り
こ

の
事
情
成
立

の
先
行
條

件
と
し
て
の
傅
統
的
な
る
も

の
の

既

存
す
る
事
情

が
含
み
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
。
傅
統

的
な
る
も

の
が
傳
統
的
な

る
も

の
と
し

て
う
け
と
ら
れ
る
と

い
ふ
事
は

一
面

に

於

て
は
他
か
ら

の
制
肘
を
豫
想

し

て
可
能
な

の
で
あ
ら
う
が

、
他
面
に
於

て
は
こ

の

一
定

の
傳
統

圏
を
よ
り
包
括
的
な
人
類
集

團

へ
の
前
段
階
的
意
義

叉
は
勘
く

と
も
要
素

的
意
義

に
於

て
考

へ
る
事
を
前
提
と
し

て
豫
想
し

て
は
ゐ
な

い
か
。
な

る
ほ
ど
事
實

に



於

て
は

一
の
も

の
を
傳
統
圏

と
し

て
み
る
と

い
ふ
事
は
意
識

的

に
は
包
括
的
な
全
般
的
な
人
類
集

團
と

の
關
係
を
絶
ち
去

つ
て
主

と
し

て
他

の
同
様
な
る
傳
統
圏

と

の
封
峙
關
係
を
意
識

し
て
の
事

で
あ

る
場
合

が
、
屡

々
と

い
ふ
よ
り
も

一
般
的

で
あ
る
事
は
私

と
雄
も
こ
れ
を
疑
は
う
と
は
し
な

い
。
然

し
意
識

的

に
こ
う

い
ふ
封
峙
關
係

に
於

て
傳
統
的

な
特
色
を
獲
見

し
よ
う

と
す
る
と

い

ふ
事
は
、
よ
し
同

じ
く
意
識
的

に
行

き
過
ぎ
た
極
端
な
場
合

と
し
て
は
他

の
傅
統

圏

の
存
在
を
抹
消
し
さ
ら
う

と
す
る
傾
向
を
含

み
も

つ
て
ゐ
る
事
が
事
實

で
あ
る
と
し

て
も
、
な

ほ
且

つ
よ
り
包
括
的
な

る
人
類
集

團
と

の
前
述

の
如
き
關
係
を

(
現
れ

た
形
に

於

て
は
多
く
は
無
意
識

に
於

て

Ψ
あ
れ
)
豫
想
し

て
始

め

て
可
能
な
事

で
あ
る
と
考

ふ

べ
き

で
は
な

い
か
。
自

ら
の
傳
統

圏

の
特

色
を
彊
調
す
る
人

々
が
屡

々
こ
の
傳
統

圏
を

の
み
選

ば
れ
た
る
唯

一
の
集

團
と
考

へ
る
傾
向
を
見

せ
る
と

い
ふ
事
は

こ
の
聞

の
消

息

を
暗

示
し

て
は
ゐ
な

い
か
。
傳
統
的

で
あ

る
と
い
ふ
場
合

こ

の
表
現

の
中

に
は
唯
軍

に
既

存

の
事
實

が
そ

の
事
實

と
し
て
あ

る

が
ま

玉
の
姿

に
於

て
捉

へ
ら
れ
た

こ
の
最

も
嚴
密
な
る
意

味
に
於
け
る
事
實
上

の
存
在

の
み
が
意
味
さ
れ

て
含

ま
れ

て
ゐ
る

の
で

は
な

い
、
後

に
詳
論

す
る
様

に

一
定

の
方
向

に
債
値

づ
け

ら
れ
た

い
は

野

一
種

の
理
念
的
存
在

が
嚴
密
な
意

味

に
於
け
る
事
實
的

存
在

と
織
り
合
は
さ
れ

て
廣

い
意
味

で
の
事
實
的
存
在
と
し

て
含

み
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
。
債
値

的
に
眺

め
ら
れ

理
念
的

に
要
請

せ

ら
れ
た
事
實

が
既
存

の
事
實

と
共

に
そ

の
識
別
が
困
難
な
程

に
混
合

せ
し
め
ら
れ

つ

、
傳
統

的
と

い
ふ
表
現

の
中

に
そ

の
具
禮
的

な
内
容

と
し
て
包
揖

せ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
而
し

て
蝕

に

一
定

の
方
向

に
債
値
づ
け
理
念
づ
け
る
と

い
ふ
場
合

の
こ

の

一
定

の
方
向

は
あ

の
第

七

の
用
法

に
於

て
み
た
如
き
人
類
集
團

へ
の
方
向

に
於

て
民
族
を

一
の
課
題
的
集
團

と
み
て
ゆ
く
立
場
か
ら
し

て
與

へ
ら
れ

て
く
る
も

の
で
は
な
か

つ
た
か
。

こ
の
間

の
蓮
絡

が
見
忘
れ
ら
れ
勝

な

の
は

一
に
意
識
的
に
は
且

つ
直
接
的

に
は
他

民
族
及
國
民
の
本
質

一
〇

一



一
〇

二

の
傳
統

圏
と

の
封
峙
關
係

の
み
が
強
く
表
面

に
浮

び
上

つ
て
ゐ
る
が
た
め

に
外
な
ら
な

い
。

か
く

し
て
第
七

の
用
法
は
そ

の
實
第

一
乃
至
第

六

の
用
法

の
根
抵

に
豫
想

さ
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
關
係

に
た

つ
て
ゐ
る
。
今

こ

の
關
係
を
念
頭

に
し

つ
玉
以
上

の
諸
段
階

に
わ
た

つ
て
の
概
念
整

理
の
結
果
を
要
約
す

る
な
ら
ば

、
こ
れ
ら

の
七
種
類

の
用
法

に
通
す

る
も

の
と
し

て
そ
こ
で
は
民
族

は
自

然

的
文
化
的
共

同
罷

た
る
と
共

に
理
念
的
共
同
艦
た
る
傳
統

的
共
同
膿

と
し

て
感
情
共

同
禮
た
り
受
動
的
な

る
性
質
を

も

つ
も

の

と
し
て
考

へ
ら
れ

つ

」
あ
る

の
を
獲
見
す
る
。

こ
れ
を
國
民

て
ふ
言
葉

と

の
封
立

に
於

て
、
端
的

に
い
ふ
な
ら
ば
民
族

と

い
ふ
場

合

、
傳
統
的
な
る

(
こ
の
言
葉

の
中

に
既

に
自
然

的
文
化
的
共

同
も

理
念
的
共

同
も
含

ま
れ

て
ゐ
る
)
感
情
的
な
る
、
受
動
的
な

る
集

團
が
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
事

に
な

る
で
あ
ら
う
。

着

眼
を
縣

じ
て
國
民

の
概
念

に
つ

い
て
考

へ
て
み
よ
う
。
今

一
般
的

に
國
民
と

い
ふ
言
葉

が
用

ひ
ら
れ

る
様

々
な

る
場
合

に
つ

い
て
そ
れ
が
慶
語

に
な

つ
て
ゐ
る
と
否
と
を
問
は
す
,
一
々
指
摘
す

る
事

か
ら
始
め
て
ゆ
く
。
先
づ
第

一
に
國
民

と

い
ふ
言
葉

は
曾

て

「
反
語
的
な
調
子
」
を
帯

び
た
も

の
と
し
て

一
定

の
人
種
、
そ
れ
も
未
開

蒙
昧

の
人

々
を
指
す
も

の
と
し

て
用

ひ
ら
れ
た
。

こ

の
用
法
は
チ
ィ
グ

レ
ル
及
び

ヘ
ル
ツ
が
指
摘
し

て
ゐ

る
恥

あ

る
が
・

い
ふ
ま

で
も
な
く
含

に
於

て
塁

く
見
出

し
響

る
用

励

法

で
あ
る
。
第

二

に
そ
れ
は

一
定

の
土
地
、
佳
居

、
郷
里
、
都
市

等

へ
の
所
屡
關
係
を
現
す
も

の
と
し

て
(
ヘ
ル
ツ
)
、
或

は

「
行

の

政
的
匠
劃
」
を
現
す
も

の
と
し
て

(
チ
ィ
グ

レ
恥
)
用

ひ
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
。
中
世

の
宗
會

(囚
o
旨
昌
窪
)、
ギ

ル
ド
、
大
學

等

に
於

て
は

か

、
る
意
味

に
用

ひ
ら
れ

て
ゐ
る
。

こ
の
用
法
も
今

日
慶
用

せ
ら
れ

て
終

つ
た
事
第

一
の
場
合

に
同

じ

い
。
第

三
に
ご
◎

の
言
葉
は

一
定

の

◎。
雷
巳

又
は

0
8
。
匡
8
洋

に
所
馬
す

る
人

々
を

現
す
も

の
と
し

て
用

ひ
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
事

ミ
ッ
チ

ェ
ル

17)

18)

19)
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鋤

リ

ッ
ヒ
の
指
摘
し

つ
玉
あ
る
如
く

で
あ
る
。
彼
は
こ
の
用
法

の
例

と
し

て
ゲ
ー

テ
に
於
け
る
用
例

を
學
げ

て
ゐ
る
。

こ
の
用
法
も

亦
今

日

に
は
全
く
見
ら
れ
な

い
。
第

四
に
こ
れ
も
叉

、ミ
ッ
チ

ェ
ル
リ
ッ

ヒ
が
學
げ

た
場
合

で
あ
る
が
、
國
民

と

い
ふ
言
葉
は
あ

る

入

々
の
あ
る
墨
動

様
式

を
現
す
も

の
と
し

て
用

ひ
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
具
艦
的

に
い
ふ
な
ら
ば
無
能
力
な
る
人

々
、
敗
淺
者

、
賎

鋤

民

等

の
呼
稽
と
し

て
用

ひ
ら
れ
る
場
合

が
あ

る
。
第
五

に
組
國

(<
簿
①
二
き
e

叉
は
國
土

(肉
臥
9
)
の
意
味
を
現
す
場
合

が
あ

る

)

)

　

ヨ

　

リ
ロ

事
を

ザ
ウ

エ
ル
が
指

摘
し

て
ゐ
る
。
第

六
に
キ
ル

ヒ
ホ
ッ

フ
に
ょ

つ
て
示
さ
れ
た
檬

に
固
有
な
る
文
化
を
共

同

に
し
且

つ
こ
の
共

同
文
化

に
つ

い
て
の
意
識

を
共
通

に
す

る
人

々
の
呼
稻

、
即
ち
所
謂
文
化
國
民

と
し
て
の
意
味

に
於

て
用

ひ
ら
れ

る
場

合
が
存
在

す

る
。
第

七
に
こ
れ
を
特

に
國
家

と

の
關
係

に
於

て

一
國
家

に
所
属
す
る
人

々
の
総
構

と
し

て
用

ひ
ら
れ

る
場
合
が
あ
る
事
既

に

引

用

し

た

ミ
ッ
チ

エ
ル

リ

.
ヒ
、

ザ

ウ

エ
ル
、

キ
つ

ヒ
ホ

ッ

プ
そ

の
他
多

く

の
馨

が
指

摘

し

つ

毒

る

如

く

で
あ

る

。

さ

て
以

上

七
種
類

の
用
法

の
申
第

一
、
第

二
、
第

三
は
既

に
今

日
慶
用

せ
ら
れ
絡
ろ

た
も

の
と
し

て
、
叉
第

四
、
第

五
は
何
れ
も
今

日
に

於

て
は
異

常
例

に
属
す
る
用
法
と
し

て
考
慮
外

に
お
く
事

が
出
來
る

で
あ

ら
う
し
、
叉
第

六

の
用
法

は
實
は
さ
き

に
見
た
如
き
民

族

の
呼
構
を
攣

へ
た
も

の
に
外
な
ら
な

い
と
み
る
事

に
よ

つ

て
同
様

に
念
頭

か
ら
除
外
す

る
事

が
可
能

で
あ
る
と
す
れ

ば
淺
さ
れ

る
も

の
は
第

七

の
用
法

の
み
と
な

つ
て
く

る
。

か
く
し

て

一
般

的
な
用
法

の
み
に
限

つ
て
い
ふ
な

ら
ば
今

日
國
民

と
い
ふ
場
合

そ

の
最

も
意
義

に
於

て
重
要
な
る
用
法

は
キ
ル

ヒ
ホ
ッ

フ
の
所
謂
國
家

國
民

(mWけ即
騨
叶の昌
麟
偉一〇
昌
)
を
呼
稻

す
る
場
合

で
あ

る
と
い
ふ
事

に
な
銑
、
民
族

と

い
ふ
言
葉

に
つ
い
て
我

々
が
既

に
み
た
如

き
甚

し
き
困
齪

は
こ

の
場
合
存

し

て
ゐ
な

い
。

然

し
我

々
は
こ
の

一
般

的
な
用
法

に

つ
い
て
の
瞥
見

か
ら

一
歩
を
進
め

て
、
さ
き
に
民
族
な
る
用
語

に
つ
い
て
さ
う
し
た
様

に

民
族
及
國
民
の
本
質

一
〇
三

20)

21)

22)
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一
〇

四

多
く

の
有
力

な
る
學
者

が
民
族

か
ら
國

民
を
匝
別
し

て
考

へ
て
ゆ
か
う
と
す
る
場
合
如
何
な
る
鮎

に
着
目
し

つ

瓦
あ

る
か
に

つ
い

て
考

へ
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

の
場
合
さ
き
に
民
族

に
つ
い
て
そ

の
用
法

の
様

々
な
る
場
合
を
學
げ
た

の
に
能

ふ
限
り
呼

慮

せ
し
め

つ
曳
ゆ
く
事

と
す

る
。
先
づ
第

一
に
國
民
は
民
族
と
は
異
な
り
寧
ろ

「
よ
り
意
識

せ
ら
れ
た
る
、
形
作
ら
れ
た

る
、
特

に
國
民
的
藝

術
及
び
科
學

の
如
き
観
念
財

へ
の
共

同
關
與

に
よ

つ
て
結

ば
れ

て
ゐ
る
と
感
す

る
」
所

の
利
釜
砒
會
的
な
る
性
質
を

鋤

有
す

る
集

團
を
意
昧
す

る
も

の
と
し
て
指
摘

せ
ら
れ

て
ゐ
る
場
合

が
あ
る
。

テ

ン

ニ
ー

ス
に
於
け
る
用
法

が
即

ち
こ
れ

で
あ
る
。

第

二

に
民
族

が
自
然
的
自
生
的

の
も

の
で
あ
る

の
に
封
し

て
、
國
民
は

「
實
質
」

で
あ
り

「
債
値

」

で
あ
る
と
み
る
考

へ
方

が
あ

る
。
ザ
ウ

エ
ル
が

「
國

民
と
は
民
族
型

の
債
値

あ
る
實

現
を
指
す
。

叉

ば
民
族

的
理
想

型
の
實

現

へ
の
努
力
を
指
す
。
」

と
云
ひ

鋤

「
國
民
と
は
最
高

の
憤
値
共
同
鎧
な

の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
つ

玉
あ
る
場
合

の
如
き

こ
の
用
法
を
示
示
し

て
ゐ
る
。
第

三

の
用
法

は

民

族
が
傳
統
的

、
恒
常

的
、
回
顧
的
性
質

の
も

の
、
受
動
的
な
る
集
團

で
あ
る

の
に
封
し

て
前
進
的

、
歴
史
的
、
闘
争
的

、
積

極

的

性
質
を
有
す
る
も

の
と
し

て
國
民
集
團
を
考

へ
よ
う
と
す
る
場
合

で
あ
る
。
例

へ
ば

ヘ
ル
ツ
が
國

民
概
念

の
申
核
を
な
す
も

の

は

「
國
民
形
成

の
中

に
次
第

に
釜

々
明
確

に
な

つ
て
ゆ
く
所

の
理
念
即
ち
國

民
人
格
」

へ
の
努

力

の
中

に
潜

ん
で
ゐ
る
事
を
読

き

お

つ

、
あ
る
如
き
、

エ
ー
ト
ブ

ェ
ス
が
叉
ズ

ル
ッ
バ
ッ

ハ
が
図
民

の
本
質

を
模
力
意
慾
達
成

の
た
あ

の
闘
孚
共

同
禮

で
あ
る
事
を
指

　

ア
サ

ヨ

　

摘
し

つ
曳
あ
る
如
き
、
又

チ
ィ
グ

レ
ル
が
國
民
は
民
族
と
は
異
な

つ
て
歴
史
的
範
躊

の
も

の
で
あ
る
事
を
指
摘
し

て
ゐ
る
如

き
、

高

田
博

士
が
既

に
引
用
し
た

文
申

に
現
は
れ
た
如
く
近
代

民
族
即
ち
國

民
と
な

つ
て
現
れ
る

の
は

「
能
動
的

の
も

の
」
と
な

つ
た

時

で
あ
る
と
読
き
一
同
じ
く

フ
ィ
ヤ
カ

ン
ト
が
と
れ
も
叉
さ
き

に
引
用
し
た
檬

に
十
九
世
紀
以
後

に
於

て
國

民
共

同
膿

の
能
動

的

23)

24)

25)

26)
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な

形
式

が
出
現
し
た
と
み

て
ゐ
る
如
き
何
れ

も
こ

の
第

三

の
用
法
を

示
し

て
ゐ
る
。
第

四
に
民
族
が
感
情
共

同
禮
た
ウ
、
有
機
膿

た

る
に
封
し

て
、
國
民
は
特

に
意
志
共
同
鎧

で
あ
り
、
本
質
共

同
鎧

で
あ
る
事
を
指
摘
す
る
用
法
が
見
出
さ
れ
る
。

フ
ィ

ヤ
カ

ン

)

)

'

)

お

　
　

バリ

ゆ
め

り
の

　
リ

ト
、

ヶ
ル

ロ
イ
テ

ル
、

シ

ェ
ク
ー

ペ
ル
等

に
於
け
る
用
法

が
即
ち

こ
れ

で
あ
る
。
第
五

に
民
族

が

一
の
理
想

的
統

一
醗

と
し

て
抽

象

的
存
在
を
現

し
つ

玉
あ
る

の
に
封
し
て
、
國
民
は
そ

の
現
實

的
呼
鷹
を
示
し

つ

玉
あ
る
も

の
と
み

て
ゆ
く
用
法

が
あ
る
。
既
に

引

用
す

る
所
あ

つ
た
如
き
チ
ィ
グ

レ
ル
に
於

て
見
出

さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
第

六

に
民
族

が

「
國
家

的
規

律
の
下

に
於
け
る
秩
序

の
表
現
」

で
あ
る

の
に
封
し

て
國
民
は

「
文
化
的
、
砒
會
的

、
歴
史
的
有
機
醒
」

で
あ

る
と
見
徹

し

つ

曳
あ

る
ポ
ゥ
ト

ロ
ッ
ト
ウ

鋤

に
於
け

る
用
法

が
考

へ
ら
れ

る
。

さ
て
以
上
列
墨

し
た
如
き
六
種

の
用
法

に
つ
い
て
概
念
整

理
を
施

す
事

次

の
如
く

で
あ
る
。
こ

の
六
種

の
用
法

の
中
最
後

の
ポ
ゥ
ト

ロ
ッ
ト
ウ
の
用
法
は
民
族

の
場
合

に
見

た
と
同
様

に
こ
れ
を
今

姑
く

全
く
考
慮

の
外

に
お
く

事
を
許

す
も

の
で
あ

る
。
蓋

し
こ

」
で
も

又
彼

が
囲
民
な
る
言
葉

の
下

に
意
味
し

つ

曳
あ

る
も

の
は
そ

の
實
他

の
殆
ん
ど
す

べ
て

の
人

々
が
民
族

に
つ
い
て
去

々
し

つ
玉
あ
る
所

の
も

の
に
外
な

ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。
叉
第

五

の
チ
ィ
グ

レ
ル
に
於

て
見
出
し

得

た
様
な
特

殊
な
用
法
は
第

六
同
様

に
除
外
し
去
る
事
が
可
能

で
あ

る
。
民
族

の
場
合

に

つ
い
て
は
チ
ィ
グ

レ
ル
の
民
族
を
目
し

て

特
殊
な

る
意
味

に
お
け
る
課
題

的
集

團
で
あ
る
と
見
る
考

へ
方

は
重
要
な

る
意
義
を
保
有
し
得
た
が
、
國

民
て
ふ
言
葉

に
つ
い
て

の
彼

の
特
異

な
る
解
繹
は
か
く

の
如

き
重
要
さ
を
も

つ
て
ゐ
る
も
の
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
理
念
的
統

一
膿

と
し
て
は
抽
象

的
な

存
在

で
あ

る
所

の
民
族
集

團
に
現
實

的
に
呼
鷹
す

る
所

の
も

の
と
し

て
國
民
を
考

へ
て
ゆ
く
と

い
ふ
事

は
、
民
族
か
ら
國

民
を

匠

別
し

て
考

へ
て
ゆ
か
う
と
す

る
傾
向

の
擦
り
所
を
探
索

し

つ

玉
あ

る
今

の
場
合

に
と

つ
て
は
直
接
な
る
意
義
を
有
す

る
と
は
思
は

民
族
及
國
民
の
本
質

一
〇
五

27)
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30)
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一
〇

六

れ
す

こ
れ
を
考
慮
外

に
放
置
す

る
事

が
許
さ
れ

よ
う
。

と
す
わ

ば
淺
る
も

の
は
第

一
乃

至
第
四

の
用
法

で
あ
る
。
今

こ
れ

ら

の
四

用
法
を
通
覧
す
る
時

さ
き

に
民
族

て
ふ
言
葉

の
第

一
乃
至
第

六
の
用
法

に
つ

い
て
見
た
場
合

と
は
全
く
異
な
り
箸
し
き
類
似
瓢

が

共
通
し

つ

」
あ
る

の
を
見
逃
す
事

が
出
來
な

い
。
第

一
の
用
法

に
於

て
例
示
し
た
様

に
テ

ン

ニ
ー

ス
が
國
民

に
於

け

る
利
釜
枇
會

的
な
る
性
質
を
強
調
し
た

の
は
國
民
集
團
が
作

ら
れ
た

る
集
團

で
あ
り
、
叉
観
念
財

へ
の
配
與

に
於

て
生
長
し

つ

曳
あ
る
集

團

で

あ

る
事
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
外

な
ら
な

い
と
考

へ

叉
第

二

の
用
法
と
し

て
ザ
ウ

エ
ル
が
國

民
は
債
値
共

同
艦

で
あ
る

と
考

へ
よ
う
と
し
た

の
は
國
民
を
目
し
て
努
力

に
お
け
る
共
同
膿

で
あ
る

と
考

へ
つ

」
も
こ

の
努
力

の
向

ふ
方
向

に
力

黙
を

お
き

つ

玉
規
定
し
よ
う

と
し
た
た
め
で
あ
る
と
見
倣

し
、
更

に
又
第

三
の
用
法

に
於

て
三
四

の
學
者

が
國
民
を
前
進
的
、
歴
史
的
、

戦

闘
的
、
積

極
的
性
質

の
集

團
で
あ

る
と
見
よ
う
と
し
た

の
は
國
民
集

團
を
そ

の
成
立
過
程

に
力

鮎
を
お
き

つ
玉
見

て
ゆ
か
う
と
し

た
も

の
で
あ
る
と
考

へ
、
最
後

に
叉
第

四

の
用
法

に
於

て
國

民
は
意
志
共
同
艦

た
り
本
質
共

同
膿

た
る
も

の
に
外
な

ら
な

い
と
さ

れ

て
ゆ
く

の
は
國
民
集

團
の
成
立
過
程

κ
お
け
る
内
面
的
氣
組

叉
は
精
帥
的
構
造
を
特

に
指
摘
し

つ

玉
あ
る
も
の
で
あ
る
と

い
ふ

風

に
理
解
す
る
事

が
若

し
許

さ
れ

る
な
ら
ば
、
第

一
乃
至
第

四

の
用
法
は
何
れ

も
共
通
な
る
叉
は
勘
く

と
も
類
似

せ
る
あ

る

一
窯

を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
れ
る
側
面

か
ら
観

察
す

る
事

に
よ
つ
て
相
互

に
本

質
現
定

の
た
め

の
表

現
を
異

に
す
る
結
果

と
な

つ
た
も

の
に

す

ぎ
な

い
と
見
微
す
事

が
出
來
よ
う
。
共

通
な

又
は
類
似

せ
る

一
窯
と
蝕

に
記
し
た
の
は

い
ふ
ま

で
も
な
く
國

民
集

團
が
將

來

に

於

て
そ

の
實

現
が
希
求

せ
ら
れ

て
ゆ
く
所

の
課
題
的
な
る
性
質

の
集
團

と
し

て
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
黙
即
ち

こ
れ

で
あ
る
。
・

し

か
も
そ

の
場
合

以
上

に
舞
げ
た
用
法

に
於

て
は
表
面

に
こ
そ

浮
ん

で
は
ゐ
な
か

つ
た
が
後

に
詳
細

に
述

ぶ
る
事

に
よ

つ
て
明

ら

31)G.Bortolloto,a.a。0.,S.61.



か
と
な

る
で
あ

ら
う
様

に
、
國
民

の
課
題
的
集

團
た

る
性
質

が
政
治
的
意
義

に
於

て
把
握
さ
れ

て
ゐ
る
事
を
考
慮

の
申

に
い
れ
る

な

ら
ば
政
治
的

に
希
求
せ
ら
れ

る
課
題
的
集

團
と
し

て
國
民

が
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る

一
瓢

が
ζ
れ
ら

の
用
法

に
於

て
共

通

に
叉
は
類

似

的

に
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
り
、
こ
の

一
瓢
が
か

」
る
集

團
が
意
識
的

に
作

り
出
さ
れ
て
ゆ
く
側
面
か
ら
眺
め
ら
れ

て
利
釜

肚
會
と
な

さ
れ
た

の
で
あ
り

、
作

ら
れ

て
ゆ
く
過
程
そ
の
も

の

曳
角
度

か
ら
見

て
努
力
共
同
艘
と
看
徴

さ
れ

た

の
で
あ
り
、

こ
の

實
現
過
程

の
内

面
的
氣
組

に
着

眼
し

て
意
志
共
同
艘

で
あ
る

て
ふ
現
定
が
生

じ
た

の
で
あ
り
、
最
後

に
か

玉
る
過
程

の
目
指
す
庭

か
ら
眺

め
ら
れ

て
債
値
共

同
艘

と
み
ら
る

玉
に
到

つ
た

の
で
あ
ら
う
。

以
上
民
族

と
國
民
と

の
爾
概

念
に
つ

い
て
各

々
の
用
法

に

つ
い
て
そ

の

一
々
を
吟
味
し
な
が
ら
、
爾
者

が
混
用

せ
ら
れ

る
場
合

は
あ
り
な

が
ら
に
匝
別
せ
ん
と
す

る
大
艘

の
方
向

の
有
力
な
る
も

の
が
ど

の
様
な
も

の
で
あ
る
か
を
考

へ
て
來
た
。
そ

の
場
合
不

必
要

に
し

て
煩
顔

で
あ
る
■と
思
は
れ

る
程

に
後

に
概
念
整

理
を
施
す
場
合

に
は
除
外
さ
れ

て
ゆ
く
も

の
を
迄
當
初

か
ら
墨
示
し

て

ゆ
く
と

い
ふ
様
な
方
法
を
敢

て
と
つ
た

の
は

一
に
爾
概
念

の
旺
別

の

一
線
を
充
分
な

る
考
慮

に
於

て
と
り
出
し
た

か

つ
た
た
め

に

外
な
ら
な

つ
た
が
、
さ

て
そ

の
結
果

と
し

て
我

々
の
前

に
浮
び
來

つ
た
最
も
有
力
な

る
匪
別

の

一
線

は
如
何
な
る
も

の
で
あ

つ
た

か
。
民
族

が
傳
統
的
、
感
情

的
、
受
動
的
集

團
で
あ
る

の
に
封

し

て
國
民
は
將

來
的

、
意
志
的
、
積

極
的
集
團

で
あ
る
と

い
ふ
黙

即
ち

こ
れ

で
あ
る
。

こ
れ
を
よ
り
端

的
に

い
ふ
な

ら
ば
民
族
は
傳
統
的
共

同
艦

で
あ
り
國

民
は
政
治
的
意
義

に
於
け
る
課
題
的
集

團
な

の
で
あ
る
。

だ

が
然
し
以
上

の
議
論
は
あ
く
ま

で
も
爾
概
念
を
匝
別
す

べ
き
大
龍

の
標
準
を
追
求
し
た

に
止
る
も

の
で
あ

つ
て
そ
れ
以
上
で

民
族
及
國
民
の
本
質

・

一
〇
七



一
〇
八

は
な

い
。

こ

の
標
準
を

念
頭

に
し

つ

玉
民
族
、
國
民
各

々
に
つ
い
て
そ

の
本
質
を
明
確

に
限
定
す

る
事

が
進

み
て
な
さ
る

べ
き
事

と
し

て
我

々
の
前

に
残
さ
れ

て
ゐ
る
。

i≡1

 

先

づ
民
族

の
本
質

に
つ
い
て
考

へ
る
事
か
ら
始
め

よ
う
。
民
族

と
呼

ば
る

製
以
上
そ
こ
に
は

一
の
何
等
か

の
意
味

に
於

け
る
集

團
生
活
が
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ

ら
う
。
若
し
そ
う

で
あ
る
な

ら
ば

こ
の

一
定

の
集

團
生
活
を
し

て
民
族

と
呼
ば

し
む

る
に
到

る
所

以
の
も

の
は
何

に
於

て
存
し

て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
暫

く

一
見

迂
同
的

で
あ
り
す
ぎ
る

か
に
見
ゆ
る

で
あ

ら
う

順
序
を
と

り

つ
」
考

へ
を
進
め
る
事
を
許
さ
れ
た

い
。

人
問

の
あ
ら
ゆ
る
集
團
生
活

の
種
類
を
見
渡
し

て
み
る
。

こ

の
様

々
な
る
集

團
生

活

の
全
般

に
わ
た

つ
て
如
何
な

る
角
度
か
ら

如
何
な
る
分
類

が
企

て
得
ら
れ
る
か

に
つ
い
て
は

こ

、
で
は
立
入
る
必
要
が
な

い
。
唯
當

面
し

つ
、
あ
る
問

題

の
た

め
に
必
要
不

可
飲

と
思
は
れ
る

一
分
類

の
み
を

と
り
あ
げ
よ
う
。
今
假
り

に
こ

の
地
球
上

に
存
在
す
る
限
り

の
す

べ
て

の
人
聞

の
集

團
生
活

の

全
範
幽
を

世
界

と
呼
ん

で
お
く
。
こ

の
世
界

と

い
ふ
名

で
統
括

せ
ら
れ

る
集
團
生
活

に
は
そ
れ

の
全
般

に
わ
た

つ
て
そ

の
維
持
張

行

が
有
効

に
確
保
せ
ら
れ

て
ゐ
る
様
な
統

一
的
な
秩
序
は
現
在

の
所
ま

で
は
存
し

て
ゐ
な

い
。
勿
論
若

干
の
部
分
的
秩
序

の
交
錯

に
よ

る
所
謂
避
け
難
き
秩
序

の
存
す
る
も

の
が
あ
り
は
し
よ
う
。

又
所
謂
自
然
的
秩
序

の
存
在
も
浩

極
的
秩
序

の
安

當

も
考

へ
ら

れ

な
く
は
な

い
。
然

し
こ
れ
ら

の
形
で

の
秩
序

は
何
れ
を
世
界
全
般

に
わ
た

つ
て

の
統

一
的
把
持

主
禮

を
有

せ
す
從

つ
て
叉
そ
れ



だ

け
統

一
的

に
し

て
積
極
的
な
性
質
を
有
す
る
秩
序

で
は
な

い
。
こ
う

い
ふ
意
味

に
於

て
は
名
樗

こ
そ
世
界

と

い
ふ
統

一
的
で
あ

る
か
に
見
ゆ
る
も

の
を
持

つ
て
ゐ
る
と
は

い

へ
こ

玉
に
世
界
と

い
ふ
の
は
未
だ
組
織
づ
け
ら
れ
ざ

る
各
種
集
團

の
軍
な
る
総
構

に

ず

ぎ
な

い
と

い
つ
て
い

曳
。
所

で
か

」
る
事
惰

の
下

に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
集

團
生

活
は
右

に
の
べ
た
如
き
意
味

に
於
て
世
界
的
統

一

的
秩
序
な

き
所

に

い
は

穿
水
雫
的

に
封
立
の
關
係

に
あ
る
か
、
叉
は
部
分
的

に
の
み
統

一
的
な

る
秩
序

の
下

に
あ

つ
て
い
は

讐
水

卒

的

に
か
垂
直
的

に
か
相
立

に
封
立
叉
は
依
存
或

は
支
配
從
属

の
關
係

に
た

つ
か
を
分
類

の
標
準
と
す

る
事

に
よ

つ
て
二
つ
の
部

類

に
分
た
れ
る
事

が
出
來
る
。
そ
め

一
は
自
ら

の
み

の
範
園

に
於
で

は
統

一
的

に
し
て
積

極
的
な

る
秩
摩
を
も

つ
て
は
ゐ
る
け

れ

、ど

も
,
自

ら
の
範

團
を
超

え
て
は
か
く

の
如
き
統

一
的

積
極
的
秩
序
を
有

せ
ざ

る
集
團
生
活

の
種
類

で
あ
る
。
今
假
り

に
か

製
る

種

類

の
集
團
生
活
を

そ
れ

の
幾

つ
か

野
相
侯

つ
て
よ
し
統

一
な
き
姿

に
於

て

Ψ
あ
れ
世
界

と
い
ふ
全
般
的
な
集

團
生

活
を
構
成
す

る
箪
位

で
あ
る
と

い
ふ
意
味

に
於

て
世
界

に
於

け
る
部
分
集

團
と
名
づ
け

て
お
か
う
。

い
ふ

ま
で
も
な
く

こ

玉
に
い
ふ
こ
の
世
界

に
於
け
る
部
分
集
團
ば
各

々
相

互

に
水
平
的
關
係

に
於

て
封

立
す
る
。
勿
論
事
實

に
於

て
は

こ
の
水
平
的
關
係

は
垂
直

的
な
る
性

質
を
多
分

に
も
ち
、
叉
は
垂
直
的
關

係

に
入

ら
し
む

べ
く
張

制
せ
ら
れ
る
場
合

が
な
く
は
な

い
。
然

し
か

』
る
事
態
が
現
實

的
に

見

ら

れ
又
は
見
ら
れ

よ
う
と
し
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
柄

は
若

干

の
部

分
集

團

の
範

國

に
つ
い
て
の
み
云

々
せ
ら
れ
得
る
事
柄

に
す

ぎ

な

い
の
で
あ

つ
て
、

世
界
と

い
ふ
包
括
的
な

全
般

の
角
度

か
ら
し
て
み
る
な
ら
ば

か

』
る
場
合

に
あ

つ
て
も
依
然
と
し

て
各
部
分

集

團
は
相

互
に
水
平
的
關
係

に
た

つ
て
ゐ
る
。
け
だ
し
既

に
述

べ
た
様

に
世
界

の
全
般

に
わ
た

つ
て
の
統

一
的
な
る
秩
序

は
何
慮

に
も
存
し

て
お
ら
す
、
從

つ
て
叉
各
箪
位
相
互

の
關
係
を
垂
直
的

の
も

の
た
ら
し
め
得
る
所
以

の
共

通
な
る
地
盤

が
存
し
て
ゐ
な

民
族
及
國
民
の
本
質

幽
〇
九



二

〇

い
か
ら

で
あ

る
。
又

こ
の
世
界

に
於
け
る
部
分

集
團
は
相

互

に
事
實

に
於

て
は
封
立

の
關
係

に
立

つ
の
み

で
な
し

に
極
め
て
屡

々

相

互
依
存

の
關
係

に
立

つ
て
も
ゐ
る
で
あ

ら
う
。
然

し
ζ
の
相

互
依
存

の
關
係

と

て
も
あ
く
ま

で
も
若

干
歎

の
部
分
集
團

の
範
園

内

に
於

て

の
み
云

々
し
得

る
事

に
止
る

の
で
あ

つ
て
、
統

一
的
秩
序
な
き
世
界
そ

の
も

の

」
角
度
か
ら
見
る
時

に
は
各
部
分
集
團

は
相
互

に
封

立
の
關
係

に
た

つ
て
ゐ
る
と

い
ふ

の
外
は
な

い
。

以
上
は
第

一
種
類

の
葉
團

に

つ
い
て
の
大
膿

の
読

明
で
あ
る
。
次

に
か
く

の
如
き
第

一
種
類

の
集
團
か

ら
匠
別

せ
ら
れ
る
第

二
種
類

の
集

團
と

い

ふ

の

は

次

の
如
き
も

の
を
意
味

し
て
ゐ
る
。
第

一
種
類

の
集

團

で
あ
る
所

の
世
界

に
於
け
る
部
分
集

團
は
そ
れ
自

ら
は
既

に
述

べ
た
様

に
統

一
的
積

極
的
な
る
秩
序

を
有
し

て
ゐ

る
。
.か

」
る
意
味

で
の
部
分
集

團
は
本
來

の
意
味

に
於
て
全
腿
計
脚會
と
呼
ば
れ

つ

曳
あ

る
も

の
に
外
な
ら
な

い
が
、
こ
の
所
謂
全

艘
枇
會

の
内
部

に
は
前
述

の
如
き
統

一
的
積

極
的
秩
序

の
支
配

を
う
け

つ
玉
或

は
相
互

に
水
李
的

に
或

は
相
五

に
垂
直
的

に
或

は

封
立
、
依
存
、
或

は
支
配
從
屡

の
關
係

に
た

つ
て
ゐ
る
所

の
各
種

の
集
團
生
活
が
存
在
す
る
。

こ
の
種
類

の
集
團
生

活
は
普
通

に

は
軍

に
部
分
肚

會
と
呼

び
な
さ
れ

て
ゐ
る
も

の
に
他
な
ら
な

い
が
冷
さ
き
に
私

が
部
分
集
團
と
呼
ん
だ
所

の
も

の
と

の
混
同
を

さ

け

る
た
め

に
ご
玉
に
考

へ
つ
製
あ
る
第

二
種
類

の
集
團
生
活
を
諏

り

に
世
界

に
於
け
る
部
分
集

團

の
要
素

的
集
團
と
名
づ
け
て
お

か
う
。
或

は

こ
の
名
稻

が
飴
り

に
冗
長

に
失
す

る
虞

ひ
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
第

二
次
的
意
義

に
於
け
る
部
分
集
團

と

い
ふ
意

味

に
於

て
軍

に
第

二
次
部
分
集
團

と
呼
び
、
既

に
述
べ
た
所

の
世
界

に
於
け

る
部
分
集
團
を
第

一
次
部
分
集
團

と
呼

ぶ
事

に
よ

つ

て
庭
別
し
ょ
う
。
さ
て
世
界

に
於
け

る
す

べ
て
の
集

團
は
第

一
次
部
分
集
團

で
あ
る
か
第

二
次
部
分
集
團

で
あ
る
か

の
何

れ
か
で

あ
る
。
第

三
次
以
下

の
よ
り
小
な

る
部
分
集

團

の
存
在

が
考

へ
ら
れ

る
で
あ
ら
う
け
れ

ど
も
、
今

の
場
合

に
と

つ
て
は
そ
こ
ま

で



考

へ
を
押

し
進
め
て
ゆ
く
必
要
は
な

い
。
蓋

し
自
ら

の
上

に
統

一
的
積
極
的
秩
序
を
有
す
る
か
否
か

f
今

の
場
合

の
匝
別

の
標
準

と
な

つ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。

然
し

こ
れ
だ
け
で
當

面

の
問

題

の
た
め

に
必
要
な
準
備

が
そ

の
最
小
限
度

に
於

て
さ

へ
も
未

だ
な
し
審
さ
れ

て
み
る
課

で
は
な

い
。
必
要
な
最
小
限
度

の
準
備
を
整

へ
て
お
く

た
め

に
な
ほ
観

ら
る

」
可
き
今

一
つ
の
事
柄

が
存
在
し

て
ゐ
る
。

さ
き

に
世
界

に

於
け
る
部
分
集
團

、
叉
は
軍

に
第

一
次
部

分
集

團
と
呼

ん
だ
も

の

」
中
に
も
注
目
し
て
見

る
な

ら
ば

、
分
類

と
ま

で
は

い

へ
な

い

に
し

て
も
大
ま
か
な
匝
別

の
線

に
浩

ふ
て
二
様

の
も

の
が
漠
然

と
な
が
ら
分
れ

て
ゐ
る
の
に
氣
つ
く
。

そ
れ
は

こ
う

で
あ
る
。
廣

い
意
味

に
こ
れ
を
解
す
る
限
り
政
治

に
は
二

つ
の
側
面

が
あ
る

と
考

へ
ら
れ

る
。
そ

の

一
は
政
治

せ
ら
れ
る
範
園

の
内

に
注
目
を

專

ら
向
け

よ
う
と
す
る
所

の
所
謂
内
政

の
側
面

で
あ
り

、
他
は

こ
の
政
治
範

幽

の
外
に
注
目
を
向
け
他

の
集
團

と
の
關
係
を
專

ら

考
慮

按
配

し

て
ゆ

か
う
と
す
る
所
謂
外
政

(
外
交
と

い
ふ
表
現
を
殊
更

に
避
け
た
)

の
側
面

で
あ
る
。
所

で

一
般

に
政
治
す

る
と

い
ふ
機
能
は

さ
き

に
述

べ
た
如
き
第

一
次
部
分
集

團

の
み
が
憺

ふ
所

の
も

の
な

の
で
あ
る
。
第

二
次
部
分
集
團

に
は
各
種

の
統
制

活
動

が
な

さ
れ

て
ゐ
る

の
を
見
は
す
る
が
、
固

有

の
意
味

に
於
け
る
政
治
活
動

は
存
し
な

い
。
所
謂
統
制
活
動

と
政
治
活
動

と
の

匠
別
黙
は
最
も
根
本
的

に
は
こ
れ
ら

の
活
動

の
主
禮

が
第

二
次
部
分
集
團

で
あ

る
か
第

}
次

の
そ
れ

で
あ
る
か

の
相

違

の
中
に
潜

ん
で
ゐ
る
。
政
治
活
動

と

て
も
勿
論

一
種

の
統

制
活
動

に
は
違

ぴ
な

い
が
こ
れ
を
特

に
政
治
的

と
呼

び
得

る
所
以

の
も

の
は
、

一

に
政
治
的
統
制
活
動

を
螢

む
主
腿
た
る
第

一
次
部
分
集

團
が
自

ら
の
範
圃
を
超

え
て
は
統

一
的
積

極
的
秩
序
を
有

し
て
ゐ
な

い
と

い
ふ
事
情

に
因
を
獲
し

て
、
そ

の
と
る
所

の
統
制

活
動

が
か

の
自

ら
の
上

に
統

一
的
積
極
的
秩
序

の
存
在
を
有
す

る
所

の
第
二
次

民
族
及
國
民
の
本
質

一
一
一



ニ

ニ

部
分
集
團

の
螢

む
統
制
活
動

と
自

ら
異

な
ら
ざ

る
事
を
得
な

い
と

い
ふ
瓢

に
潜

ん

で
ゐ
る
。
か
く
し

て
第

一
次
部
分
集
團

の
み
政

治
活
動
を
螢
む
も

の
と
考

へ
ら
れ

る
が
、
仔
細

に
注
目
す
る
な

ら
ば
す

べ
て
の
第

一
次
部
分
集
團

が
さ
き

に
の
べ
た
如
き

政
治

の

爾
側
面
を

同
じ
度
合

に
於

て
螢

み

つ
玉
あ
る
課

で
は
な

い
。
あ

る
集

團

に
あ

つ
て
は
内
政
的
側
面

の
み
が
彊
調
せ
ら
れ

て
螢

ま
れ

る
事

が
あ

る
で
あ

ら
う
し
、
或

は
そ
の
逆

で
あ
る
事
が
あ
ら
う
。
同

一
集

團

の
み

に
つ
い
て
み

て
も
時

期
を
異

に
し
事
情
を
異

に

す

る
事

に
よ

つ
て
力

の
注
が
る

玉
側

面
に
消
長
が
あ

る
で
あ
ら
う
。

今

こ

ふ
で
は
か

瓦
る
態
容

の
様

々
な
る
姿

に
立
入

つ
て
吟
味

す
る
必
要
は
存
し
な

い
。
當

面

の
た

め
に
必
要
な

一
貼

は
主

と
し

て
所
謂
内
政
的
側

面

に
力

黙
を

お
く
如
き
事
情

の
下

に
あ

る
種

類

の
第

一
次
分
集

團
と
内
政
、
外

政
共

に
合

せ
考

へ
る
事
を
要
し
、

一
に
力

瓢
を
注
ぐ
た
め

に
は
必
然
他

に
悉
勘
く
と
も
潜
勢
的

な

が
ら
同
じ
程

の
注
目
を
彿

は
す

に
は

お
れ
ぬ
如
き
事
情

の
下
に
お
か
れ

つ
、
あ
る
種
類

の
第

一
次
部
分
集
團

と
を
大
ま
か
な
が

ら

に
分
ち
考

へ
て
お
く

と

い
ふ
事

で
あ

る
。
こ

の
相
違

が
何

に
基

く
も

の
で
あ
る
か

の
そ

の
事
情

に

つ
い
て
は

こ

玉
で
は
詳
論
す

る
場
所

で
は
な

い
が
、
大
艦

に
於

て
他

の
第

一
次
部
分
集
團
と

の
關
係

に
於
て
自
然
的

に
か

(
例

へ
ば
地
理
的
塞
聞
的

に
か
)
叉

は
枇
會
的

に
か

(
例

へ
ば
資
源
關
磯

、
市
場
獲

得
、
移
民

政
策
等

の
爲

め

に
か
)
相

互
の
接
燭
が
密

で
な

い
か
密

で
あ
る
か

の
相

違

が
最

も
決
定
的
な
事
情

で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。
今
假

り

に
後

の
便
宜

の
た
め

に
右

に
大
艦
分
け

て
考

へ
た
如
き
第

一
種
類

の

第

一
次
部
分
集
團
を
接
燭

の
疎
な
る
第

一
次
部
分
集
團

と
名
づ
け
、
第

二
種
類

の
も

の
を
接
燭

の
密
な

る
第

一
次
部
分
集

團
と
呼

ん

で
お
か
う
。
勿
論

こ

の
旺
別
は
極
め

て
流
動
的
な

る
匪
別

で
あ
ひ
、
且

つ
今

日
の
世
界

に
於
け
る
開
獲
關
係
か
ら
見

て
前
者

の

種
類

に
嚴
密

に
所
薦
す
る
も

の
は
求

め
難
く
梢
こ
れ

に
近
き

も
の
若
干
を
激

へ
得

る
に
す
ぎ
す
、

こ
の
様
な
見
分

け
方

の
も

の
現



實

的
意
義

は
極
め
て
勘

い
様

に
考

へ
ら
れ

る
け
れ
ど
も

、
そ

の
も
つ
て
ゐ

る
理
論
的
意
義
、
特

に
民
族
概
念

の
著

し
き
混
齪

を
防

止
す

る
に
役
立

つ
と

い
ふ
意
味

に
於

て
は
重
要
な
意
義
を
主
張
し
う
る
。

こ

の
事

は
臆

て
明
ら
か

に
な

つ
て
ゆ
か
う
。

さ

て
上
述

の
如
き
梢
長
き

に
す
ぎ
た

か
に
見
ゆ
る
迂
同
叉
は
準
備

か
ら
、
當
面

の
問
題

で
あ
る
所

の
民
族

の
本
質
を
何
庭

に
私

肯

ら
求
め
よ
う
と
す
る
か

の
論
議

に
蹄

つ
て
考

へ
よ
う
。
先

づ
問

ひ
を
獲

し

て
み
る
。
民
族

と

い
ふ

一
つ
の
こ
の
世
界
上
に
お
け

る
集
團
生
活
は
上
述

の
第

一
次
部
分
集

團

に
屡
す

る
も

の
で
あ
る
か
、
そ
れ

と
も
然
ら
す

し

て
第

二
次
部
分
集
團

に
鵬
す

る
も

の

な

の
で
あ
ら
う
か
。
解
答
は

一
に
民
族

が
自
ら

の
上

に
統

一
的
積

極
的
秩
序

の
支
配
す
る
も

の
あ
る

の
を
有
す
る
か
否
か

に
よ
つ

て
與

へ
ら
れ

て
來

る
。
他

の
部
分
集
團
と

の
間

に
統

一
的
積
極
的

秩
序

の
存
在
し
支
配
す

る
も

の
な
く
し

て
、

い
は

穿
こ
の
意
昧

に
於

て
は
無
秩
序
的

に
他

の
部
分
集
團

と
水
平
的

に
封

立

の
關
係

に
た

つ
て
ゐ
る
か
否
か

の
見

定
め

に
よ

つ
て

一
義

的
な
解
答

が

與

へ
ら
れ

て
來
る
筈

で
あ

る
。
、
こ

の
鮎

に
つ
い
て
人

々
は
恐
ら
く
異
議
な
く
、
民
族

て
ふ
集
團
生
活
は
自
ら

の
範

團
を
超

え
て
は

よ
り
上
位
的
な
地
位

に
於

て
支
配
す

る
庭

の
統

一
的
積
極
的
秩
序

を
有

せ
ざ
る
も

の
で
あ
り

、
こ

の
意
味

に
於

て
他

の
部
分
集
團

(
勿
論
第

一
次

の
そ
れ
)

と
無
秩
序
な
る
世
界

に
於
て
水
平
的

に
封
立
し

つ

玉
あ

る
事
實
を
容
認
す
る

で
あ
ら
う
。
若

し
そ
う

で

あ
る
な
ら
ば
民
族
は
紛
れ
も
な
く
第

一
次
部
分
集

團

の
申

に
所
屡
し

て
ゐ
る
。

だ
が
然
し
問

ひ
は
更

に
重

ね
て
嚢

せ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
等
し
く
第

一
次
部
分
集
團

の
中

に
薦
す

る
と
し

て
も
、
民
族

は
私

の
所
謂
接
燭

の
疎
な

る
第

一
次
部
分
集
團

に
驕
す

る
も

の
で
あ
る
か
、
そ
れ

と
も
然

ら
す

し

て
第

一
次
部
分
集

團

の
中

に
あ

つ
て
も
接
燭

の
密
な

る
も

の

玉
側

に
立

つ
も

の
な

の
で

あ
ち
う
か
。
現
實

に
於
け
る
民
族

と

い
ふ
言
葉

の
慣
用
例

に
つ
い
て
い
ふ
な
ら
ば

、
こ

の
間

に
匿
別
は
施

さ
れ

て
ゐ
な

い
様

で
あ

民
族
及
國
民
の
本
質

一
一
三



=

四

り
、
接
燭

の
疎
な
る
も

の
を
も
密
な

る
も

の
を
も
等
し
く
民
族

と
呼
び
な
ら
は
し
て
ゐ
る
か

に
感

ぜ
ら
れ
る
。
然

し
私
は
固
有

の

意
味

に
お
け

る
民
族

て
ふ
言
葉
は
、
接

燭

の
密

な
る
が
如
き
種
類

の
第

一
次

部
分
集
團

に
所
驕
す

る
も

の
の
み

に
限
定
せ
ら
る

均

べ
き
も

の
で
あ
る
と
考

へ
る
。
蓋
し
後

に
詳
述
す
る
様

に
民
族
概
念

の
中
核

を
な
す
も

の
は
あ
る
意

味
に
お
け
る
傳
統

で
あ
り
、

こ
の
傳
統
観
念

の
成
立

の
た
め

に
は
他

の
部
分
集
團

と
の
接
燭

の
密
な
る
事
を
前
提

と
し

て
豫
想
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
か
ら

で

あ

る
。
(
何
故

に
か
く
考

へ
る
か
の
理
由

に
つ
い
て
は
後

に
読
く
事

と
し
て
、
蝕

で
は
唯

一
般
的
な
根
擦
だ
け
を
明
ら
か
に
し

て
お

く

に
止
め

て
先
き

へ
行

く
。
)
接
燭

の
疎

な
る
第

一
次
部
分
集
團

の
呼
稻
と
し

て
民
族

と
い
ふ
名
構
を
用
ふ
る
の
は
、
こ
れ

も
叉
後

に
述

べ
る
様

に
接
膓

の
密
な
る
第

一
次

部
分
集
團

が
民
族
と
本
來
呼
ば
る

」
事

か
ら
あ

る
事
情

の
共

通
を
根
擦

と
し

て
類

推
せ
ら

れ
た
上
で

の
事

で
あ
る
か
又
は
便
宜

の
た
め

に
す
ぎ
な

い
。

こ
う
嚴
密

に
考

へ
て
お
く
事

は
民
族

の
概
念
規

定

に
於
け
る
無
用
と

思
は
れ

る
程

の
混
齪
を
さ
け
る
た
め

に
は
重
要
な
意
義
を

も

つ
と
思
は
れ
る
。
蓋

し
あ

る
任
意

の
學
者

の
民
族
概
念

の
規

定
を
論

難
す
る
た
め

の
根
擦

と
し

て
指
摘

せ
ら
れ

る
所

の
も

の
が
、
極
め

て
屡

々
本
來
類
推

的
に
叉
は
便
宜
的

に
民
族
と
呼
ば
れ

つ

製
あ

る
に
す
ぎ

ぬ
集

團
生
活

の
範
園

か
ら
採
り
あ
げ

ら
れ

て
ゐ
る
事
實

が
存
す

る
か
ら

で
あ
る
。

以
上

で
勿
論
私

の
立
場

の
方
向
を
大

腸
な

が
ら

に
で
は
あ
る
が
指
摘
す
る
事

に
よ

つ
て
民
族
は
第

一
次

部
分
集
團

の
し
か
も
接
鱗

の
密
な
る
も

の
に
所
属
す
る
も

の
で

あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
れ

で
私

の
立
場

の
方
向
す
る
所

に
つ
い
て
の
・疑
問

が
す

べ
て
解
き
講
さ
れ
た
課

で
は
な

い
で
あ

ら
う
。
等
し
く
接
隅

の
密
な
る
第

一
次

部
分
集
團

と
は

い
ふ
も

の
製
そ
こ

に
は
民
族

以
外

に
各
種

の
竜

の
」
存
在
が
考

へ
得

ら
れ

よ
う
。
若

も
そ
う
で
あ

る
な

ら
ば

こ
れ

ら
の
も

の
か
ら
民
族
を
匠
別

せ
し
む
る
所

以

の
も

の
は
こ
れ
を
何
虞

に
求
む

べ
き
も

の
な



の
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ

が
私

に
な
ほ
淺
さ
れ
た
問
題
な

の
で
あ
る
。
然

し
こ

」
で
こ

の
問
題

に
直
面
す
る
以
前

に
私
は
今

一
度
煩

裟
な
様

で
は
あ
る
が
迂
同

の
道
を

と

つ
て
み
た

い
。
そ
う
す

る
事

に
よ

つ
て
今
暫
く
他

の
多
く

の
學
者

が
如
何
な

の
徴
表

に
於

て

民
族

の
本
質
を
も

と
め
よ
う
と
し
た

か
に
つ

い
て
思

ひ
を
漕
め
て
み
よ
う
。

民
族

の
本
質
を
規

定
し
よ
う

と
し
た
試

み
は
著
し
く
多
種
多
様

で
あ
る
。
そ

の
す

べ
て
に
わ
た

つ
て
若

干
の
類

似
黙
を
と
ら

へ

以

て
能

ふ
限
り
最

小
限
度

の
部
類

に

一
々
の
學
論
を
分

類
配
列
す

る
事
さ

へ
も
そ
う
容
易
な
事

で
は
な

い
。
普
通

に
は
第

一
部
類

と
し

て
い
は

野
國
法
學
的
論
明

、
第

二

に
客
観
主
義
的
読
明
、
第

三
に
主
観
主
義
的
読
明

の
三
部
類

に
分

ち

つ

、
民
族

理
論
を
そ

　

お

の
何
れ
か

に
所
属

せ
し

め
て
考

へ
よ
う
と
す

る
。

こ
の
事
は
例

へ
ば
チ
ィ
グ

レ
ル
に
於

て
探

ら
れ

て
ゐ
る
所

で
あ

る
し
、

ヘ
ル
ツ

む

も

フ
ェ
ル

ス
も

こ
の
方
法

に
從

つ
て
ゐ
る
様

に
見

え
る
。
然
し
こ

の
分
類

の
仕
方
は
本
來
第

二
部
類

の
中

に
所
屡

せ
し
む

べ
き
も

の
を
第

一
部
類

と
し

て
特
別

に
取
扱

つ
て
ゐ
る
貼

に
於

て
難

瓢
を
も

つ
て
ゐ
る
。
蓋

し
こ

玉
に
國

法
學
的
説
明

と
し

て
指
摘

せ
ら

れ

て
ゐ
る
の
は
國
家

へ
の
所
属

に
於

て
民
族
概
念

の
本
質
を
索

め
よ
う
と
す
る
考
方
を
指
し

て
ゐ
る
が
、
か

玉
る
考
方

が
よ
し
法

律
主
義
的
形
式

的
解

繹

に
過

ぎ
ぬ
と
の
非
難

に
値
す

る
も

の
が
あ
る
と
し
て
も
、
兎

に
角
國
家

へ
の
所
厩

と

い
ふ

一
の
客
観

的
標

準

(
こ
れ

が
當
否
は
姑
く
別

と
し
て
)
を
提
出

し

て
ゐ
る
限
り
は
客
観
主
義
的
論
明

の
申

に
属
す

べ
き
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
か
ら

で
あ

る
。
私
は

こ
の
意

昧
に
於

て

一
を
客
観

主
義
的
読
明

、
他
を
主
観
主
義
的
読
明
と

い
ふ
風

に
若

干

の
不
都
合

を
忽

び
つ

玉
で

は
あ
る
が
、
す

べ
て
の
民
族

理
論
を

二
部
類

に
匝
別

し

て
考

へ
て
ゆ
か
う
と
す

る
。
今
若

干
の
不
都
合

を
忍
び

つ
玉
と
特

に
記

し

た
理
由
は
後

に
窺

ふ
様

に
、
等
し
く
客
観

主
義
的
読

明
と
呼
ば
る

玉
も

の
曳
申

に
あ

つ
て
も
主
観
的
要
素

を
充
分

に
考
慮

の
申

に

民
族
及
國
民
の
本
質

一
一
五

1)

2)

3)

H.0.Zieg】er,D圭emoderneNation.
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一

一
六

入
れ

て
ゐ
る
も

の
が
あ
り

、
叉
逆

に

一
様

に
主
観
主
義

的
立
場

と
稽

せ
ら
る

玉
も

の

玉
申

に
も
客
観

的
要
素

が
あ
る
意
味

に
於

て

不

可
訣

の
前
提
を
な
し

つ

」
あ
る
事
を
充
分

に
容
認
し

つ

玉
あ
る
も

の
が
考

へ
ら
れ
、
そ

の
間

の
匝

別
は
場
合

に
よ

つ
て
は
著
し

く
流
動
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

等

し
く
客
襯
主
義
的
立
場
を

と
る
場
合

に
あ

つ
て
も
様

々
な
る
學
詮

の
分
岐

が
存
在
す

る
。
血
統
共
同
鵠
読

が
そ

の
第

一
、
地

域
共
同
髄
読

が
第

二
、
言
語
共

同
膿
読

が
第

三
、
宗
教
共

同
腿
読
が
第

四
、
文
化
共

同
艦
読

が
第

五
、
運
命
共
同
騰
読

が
第
六
、

國
家

へ
の
共

同
所
馬
を
本
質
的
と
み
る
読

が
第

七
で
あ
る
。
他

に
な

ほ
若
干

の
客
観
的
要
索

の
綜

合
存
在
を
必
要
と
み
る
読
な
ど

幾
多

の
も

の

玉
存
す

る
事
が
考

へ
ら
れ

る
が
、
今

は
主
な

る
も

の

玉
み
を
學
げ

る
に
止
め
よ
う
。
右

に
列
墨

し
た
七
種
類

の
客
観

主
義

的
読
明

の
申
特

に
ご

」
に
と
り

あ
げ

て
吟
味
を
要
す

る
も

の
が
あ
る
と
思

は
れ
る
も

の
は
、
第

二
及
び
第

四
を
除
く

四
種
類

の
読

明

で
あ
る
。
以
下
順
を
逐
ふ

て
吟
味
を
加

へ
て
み
よ
う
。

ゆ

先

づ
血
統
共

同
艦
論

に
つ
い
て
考

へ
て
み
る
。
例

へ
ば

バ
ウ

ホ
が
明
確

に
規

定
し
た
様

に
、

こ
の
立
場
を

と
る
人

々
は
血
統
を

共
同

に
す

る
と

い
ふ
事
が
民
族

の
本
質
を
な
し

て
ゐ
る
事
を
主
張
す

る
。

こ
の
立
場
は
近
時

ナ
チ

ス
猫
逸

の
民
族

理
論
家

が
争

ふ

の

て
と
り

つ
」
あ
る
も

の
で
あ
る
事

は
云
ふ
迄
も
な

い
が
、

こ
れ

に
つ
い
て
の
批
判

は
別
稿

に
於

て
詳
細

に
展
開
し

て
お

い
た
が
故

に
ご

玉
で
は
行
論
上
必
要

で
あ
る
と
思

は
る

玉
黙

の
み
を

と
り
出
し

て
お
く
事

と
す

る
。
第

一
に
今

日
に
於

て
は
同

一
血
統

の
み

か

ら
な
る

「
純
輝

人
種
」

の
如
き
も

の
は
全
く
存
在
し

て
ゐ
な

い
。
最

近

の
自
然
科
學
的
人
種
學

的
研
究

に
於

て
人
種

と
呼
ば
れ

っ

」
あ
る
も

の
は
、
唯
軍

に
恒

に
混
血

の
結
果
た

る
所
與

に

つ
い
て
概
括

せ
ら
れ

た
生

理
的
特

徴

の
各
群
を
相
封
的

に
耕

別
す

る

4)B.Bauch,VomBegriffderNation(KantrtudienXXI),S.140f,

5)拙 稿,ナ チ ス 民 旋 理 論 の 吟 味(「 商 學 討 究 」第 九$上 冊 所 載)o



の

事

に
よ

つ
て
得
ら
れ
た
措
定
に
す
ぎ
な

い
。

こ
の
意
味

に
於

て
血
統

の
共
同

を
客
観

的
所
與
と
見
て
、
そ

こ
に
民
族

の
本

質
を
求

め
よ
う

と
す
る
事
は
著
し
く
非
科
學
的
で
あ

る
と

い
は

な

け

れ

ば

な
ら

ぬ
。
第

二
に
こ

の
読
明
は
現
實

に
背

馳
す
る
も

の
で
あ

る
。
蓋

し
現
實

に
於

て
は
血
統
を
共

同

に
し

つ
』
も
同

一
民
族
を
な

さ

穿
る
も

の
が
あ
り
、
叉
逆

に
血
統

を
異

に
し

つ

』
も
同

一

民
族

に
所
薦
す
る
場
合

が
見
出

さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
前
者

の
例
は
最
も
端

的
に
は
英
國

と
米
國
と

の
間

に
見
出
さ
れ
る
し
、
後

わ

者

の
例
は
ガ
リ

ヤ
人
種

、

ロ
ー

マ
人
種
、
グ
リ
テ

ン
入
種
、
ゲ

ル

マ
ン
人
種
等
か
ら
な

る
と
い
は
れ

る
、
佛
蘭
西
民
族

に
於

て
見

出

さ
れ

よ
う
。
尤
も
こ

の
第

二

の
難
鮎

に
つ
い
て
は
或

は
次

の
様
な
反
駁

が
豫
想

せ
ら
れ
よ
う
。
今

日
血
統
を
共
同

に
し

つ

」
も

同

一
民
族
を
な

さ

f
る
場
合

が
考

へ
ら
れ
る
が
そ
れ

は
今
日

に
於

て
そ
う
な

つ
た
に
す
ぎ
す
、
曾

て
は
同

一
民
族
を
な
し

て
ゐ
る

の
で
は
な
か

つ
た
か
、
又
今

日
血
統

を
異

に
し

つ

製
も
同

一
民
族
を
な
す
場
合

が
存
し

て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ

と
て
も
過
去

に
於

て
は

そ

の
各

々
血
統
を
異

に
す

る
も

の
が
そ
れ
ん
＼

盟
=

の
民
族
を
な
し

て
ゐ
た

の
で
は
な
か

つ
た
か

と

い
ふ
風
に
。

こ
の
あ
り
得

べ

の

き
反
駁
に
封

し
て
は
私
は
こ
う
答

へ
よ
う
と
す
る
。
曾

て
民
族
た
り
し
も

の
が
分

散
し

て
幾

つ
か

の
民
族

の
匠
別
を
生
じ
、
曾

て

民
族
を
な
さ

f
り
し
も

の
が
今

日
同

一
民
族

の
旗
幟

の
下

に
集

る

に
到

つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
の
歴
史

的
攣

遜

の
事
實

こ
そ
は
、
民

族
概
念

の
本
質
を
な
す

も

の
が
血
統

の
共
同
と

い
ふ
客
観
的
事
情

以
外

の
何
も

の
か

で
あ
る
事
を
訓

へ
て
は
ゐ
な

い
か
。

こ
の
瓢

に
つ
い
て
は
自

明
な
も

の
が
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
が
故

に
こ
れ
以
上
立
入
ら
な

い
。
さ

て
血
統
共
同
艦
読
は
右

に
述

べ
た
如
き
難

貼
を
含

ん
で
ゐ
る
。
だ
が
然

し
そ
れ

に
も
拘
は

ら
す
有
力
な

る
多
く

の
學
者
が
今

日
も
な
ほ

こ
の
立
場
に
擦
り

つ

製
あ
る
所

以

の

も
の
は
何
虎

に
存

し
て
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
か
。

血
統

の
共

同
と

い
ふ
事
情

が
科
學
的

に
は
嚴
密
な

一
義

性
を
有
す

る
も

の
で
は
な

民
族
及
國
民
の
本
質

】
一
七

6)F.Herz,``Rasse,,(HandwδrterbuchderSoziologie,drltteLieferung.ig31),

S.462f.

7)J.Fels,a.a,o.,s.79.



一

一
八

い
に
も
拘

は
ら
す
依
然
と
し

て
こ
の
立
場
を
と
の
、
叉
は
こ
の

一
義
的
な

ら
ざ
る
黙
を

知
り

つ

蕊
こ
の
立
場

に
好
ん

で
擦
ら
う
と

す

る
理
由
は
何

で
あ
ら
う
か
。
私
は
こ
の
黙

に
つ

い
て
曾
て
血
統

の
共

同
と

い
ふ
言
葉
が
、
こ
れ
を
聞
く
も

の

玉
パ

ト

ス
を

い
た

く
打

つ
も

の
が
あ
る
た

め
で
あ
る
と
考

へ
よ
う
と
し
た
。
然

し
こ
う
考

へ
る
事

は
な
ほ
問
題
を
充
分

に
解

い
て
ゐ
る
と
は

い

へ
な

い
。
何
故
な
ら
何
故

に
血
統

の
共

同
と

い
ふ
言
葉

拡
か
く

の
如
く

に
こ
れ

を
耳

に
す

る
も

の

蕊
パ
ト

ス
に
訴

へ
る

の
で
あ
る
か

望

未
だ
吟
味

し
盤
さ
れ

て
ゐ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

ク
ル
ト

・
ス
タ
ァ
フ

ェ
ン

ハ
ァ
ゲ

ン
は
血
統
共

同
髄

と

い
ふ

一
の

「
信
念
」

の
根

祇

に
は
實
は

「
世
愚

」
(爵

けじq
①
奮

)
に
於
け
る
共

同
性

が
含

ま
れ

て
ぬ
る

の
で
あ
る
事
を
指
摘

し
て
駄

・
周
園

の
諸
豪

に
封
す

る
立
場

の
構

へ
方

、
感

じ
方

に
お
け

る
共
同
性
が
血
統
共
同
性

の
名

に
於

て
傳
來

せ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ

る
と

い
ふ
の
で

あ
る
。

こ
の

ス
タ
ァ

フ
エ
ン
ハ
ァ
ゲ

ン
の
分
析
は

こ

玉
に
吟
味
し
残
さ
れ
て
ゐ
る
問
題

の
解
決

に
當
う

て
重
要
な
暗

示
を
與

へ
て

は
ゐ
な

い
か
。
血
統
共
同

て
ふ
観
念
が
パ
ト

ス
に
訴

へ
る
事

の
強

い
の
は
、

こ
の
観

念

に
於

て
最
も
具
燈
的
に
最
も

理
解

し
易
き

形
を
と

つ
て
外
部
環
境

へ
の
反
鷹

の
様
式

に
お
け
る
、
叉
様

々
な
生
活
側
面

に
お
け
る
共

同
性

の
傳
來
が
表

現
せ
ら
れ

て
ゐ
る
た

め

で
あ
る
と
考

へ
る
事

が
出
來
よ
う
。

ヨ
ォ

ナ
ス

・
コ
ー

ン
が

「
問
題

は

"
血

"
の
沸
秘
的
な
力
で
は
な
く

又
人
種

の
自
然

的
同

の

一
性

で
も
な
く
し

て
出
生

の
非
選

樺
性
、
最

初

の
憶
起

の
結
合

、
最
古

の
最

彊
固

な
る
慣
習

の
結

合

と
い
ふ
事

な

の
で
あ
る
。
」
と

論

じ

つ

玉
あ
る
の
も

こ

玉
に
想
起

し
來
る

べ
き
で
あ

ら
う
。
庭

で
血
統

の
共
同
と

い
ふ
観
念

に
於

て
そ

の
實

意
味

さ
れ

て
ゐ
る
所

の
上
述

の
如
き

「
世
界
観
」

に
於
け
る
共
同
性
、
出

生

の
非
選
鐸
性
、
古
き
記
憶
慣
習

の
結
合
等

は
何
れ
も
廣
き
意

味

に
お
け

る

傳
統

の
名

の
下

に
包
括

せ
ら
れ

う
る
事
情

で
あ
る
筈
で
あ

る
。
若
し

こ
う
考

へ
る
事

が
許
さ
れ

る
な

ら
は
血
統
共
同
艦
を
根
擦

と

8)K.Stavenhagen,DasWesenderNation,Ig34,S.65.
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し

て
の
民
族
概

念

の
規
定
は

、
よ
り
根

本
的
に
は
傳
統

に
於
け
る
共
同
を
基

礎
と
し
て
民
族

の
概
念
を
規

定
し
て
ゆ
く
事

に
よ

つ

て
果

さ
れ

る
事

と
な

つ
て
ゆ
く

の
で
は
な

い
か
。
更

に
叉
進

ん
で
考

へ
て
み
る
。
よ

し
血
統

の
共
同
と

い
ふ
客
観
的
事
情

の
根
抵

に
上
述

の
如
く
傳
統

の
共
同
と

い
ふ
事
情

が
横

は
つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事

が
當

つ
て
ゐ
な

い
と
し
て
も
、
或

は
叉
さ
う
考

へ
る
事
を

姑
く
別

と
し

て
放
置
す

る
乏
し

て
も
、
血
統
共
同
燈
読

の
中
核

は
血
統

の
共

同
と

い
ふ
客
観
的
事
實
そ

の
も

の
の
中

に
あ
る

の
で

ヘ

ヘ

へ

は
な
く
し

て
、
か

」
る
客
観
的
事
實

の
存

在
を
信
す
る

と

い
ふ
主
観
的
氣
組

の
申

に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
か

つ
た
か
。
既

に

ヘ
ル
ツ
は
血
統
共

同

て
ふ
客
観
的
事
實
を
指
摘
し

て
民
族
を
規
定
し
よ
う
と
す

る
試

み
を

い
た
く
難

じ

つ
玉
も
、
な

ほ
血
統
を
共

同

に
す
る
と

い
ふ
信
念
そ
れ
自
罷

が
民
族
を

し
て
民
族

た
ら
し
む
る
場
合

に
看

過
を
許
さ

f
る
程

の
重

要
さ
を
有
し

て
ゐ
る
事
を

の

論
じ

て
ゐ
嶺
。
客
観

的
事
實

と
し
て
立
誰
さ
れ
よ
う
と
否
と
を
問
は
す
血
統

の
共
同
を
信
す

る
と

い
ふ
鮎

に
於

て
、
民
族

が
民
族

.

と
し
て
具
艦
的

に
眼
前

に
浮

び
上
ら
し
め
ら
れ

て
く
る

の
で
あ
る
。
若
し

さ
う
考

へ
る
事

が
安
當

で
あ

る
な
ら
ば
、
血
統
共

同
饅

説
は
よ
り
根
本
的

に
は
何
等
か
主
観
主
義
的
な
立
場
を

と
る
事

に
よ

つ
て
、
よ
り
よ
く
事
態

の
申
核

に
迫
り

う
る
事
が
可
能

に
な

つ
て
く

る

の
で
は
な

い
で
あ

ら
う
か
。

助

第

二
に
言

語
共
同
髄
読

に
つ
い
て
考

へ
て
み
よ
う
。
例

へ
ば

ベ

エ
ッ
ク
は

「
言
語
は

一
切

の
民
族
成
員
を
精
紳
的
共
同
饅

に
結

束
す

る
所

の
明
白
な

る
紐
帯

で
あ
る
、
言
葉

は
最

初

の
人
聞
杜
會

に
あ

つ
て
は
相

互
的
理
解

の
必
要

の
た

め
に
作
ら
れ

た
が
後

に

は
絶

え
す

こ
の
理
解

の
可
能
を
保

誰
す
る
も

の
と
な

つ
た
、
…
…
か
く
し

て
同

一
言
語

の
存
す

る
限
り
人

々
の
接

鰯
は
内
面
的
統

一
の
最
も
多
様

に
し

て
且

つ
形
成

的
な
交

通
と
な

つ
て
現
れ
る
。
」
と
述

べ
て
ゐ
る
。
キ

ル
b
ホ
ッ

プ
が
指
摘

し
つ

」
あ
る
幾
多

の

民
族
及
國
民
の
本
質

一
一
九

Io)

II)
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一
ご
0

拗

具
罷
的
な
例
に
ま

つ
迄
も
な
く
言
語

に
於
け

る
統

一
こ
そ
は
民
族
生
活

の
徴
表
を

な
し

て
ゐ
る
か

の
様

に
考

へ
ら
れ

る
。
自

ら
主

観

主
義

的
な
立
場
に
た
ち

つ
」
あ
る

ヘ
ル

ッ
で
さ

へ
も
客
観

主
義

的
読

明

の
申
最
も
有
力
な
る
も

の
は

こ
の
言
語
共

同
膿
読

で
あ

る
事
を
認
め

つ

」
あ

る

の
み
な
ら
す

、
進

ん
で
民
族

に
於

て
言
語

の
螢
む
機

能
を
自

ら
わ
け

て
も

重
要

硯
し

つ
玉
あ
る
。
ま

こ
と

に
言
語

に
よ

つ
て
た

穿
に
人
的
接
燭

が
可
能

に
な

る
の
み
で
な
し

に
文
化

の
傳
播

が
可
能

に
な

る
と
考

へ
、
又
傳
統

的
な

る
も

の

の
傳
來

が
根
本
的

に
は
言
葉

に
澹
は
れ

て
の
み
考

へ
え
ら
る

玉
事
を
思
ふ
な

ら
ば
、
言
語
統

一
の
民
族
統

一
に
封

し

て
も

つ
意
義

は
容
易

に
看
過
し
得
ざ

る
も

の
が
あ
る
様

に
考

へ
ら
れ
る
。
然

し
そ
れ

に
も
拘

は
ら
す
我

々
は
言
語

の
共

通
を

以

て
民
族

の
徴
表

と
み
る
立
場

に
封

し
て
次

の
如
き
難
瓢

を
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
第

一
に
言

語
を
共

通

に
す

る
も
同

一
民
族
を

な
さ
す
、

言

語
を
異

に
す

る
も
同

一
民
族
を
な

し
て
ゐ
る
と

い
ふ
現
實

に
蹟

い
て
ゐ
る
。

こ
の
黙

に
つ
い
て
は

フ

ェ
ル

ス
が
藪

多

の
例
を
學
げ

鋤

て
ゐ
る
が
今
鼓
で
は
引
用
を
避
け
よ
う
。
第
二

に
言
語
に
お
け
る
統

一
は
よ
し
そ
れ

が
現
實

に
民
族
統

一
と

一
致
し

て
ゐ
る
場
合

が
あ

る
と
し

て
も
、
そ
は
唯
軍

に
言
語
統

一
が
民
族
統

一
を
表
現
し

て
ゐ
る
に
止
る

の
で
あ

つ
て
、
前
者

が
後
者

の
原

因
で
あ

る

事
を
示
し

て
ゐ
る
も

の
で
は
な

い
。
民
族

の
統

一
が
言
語

の
そ
れ

に
於

て
著
し
く
目
堵
し
易

き
形

に
於

て
印
象

せ
ら
れ

て
來

る
に

す
ぎ
な

い
の
で
あ

つ
て
、
言
語

の
統

一
を
ま

つ
て
始

め
て
民
族

の
そ
れ

が
可
能

に
な

つ
た
と

い
ふ
風

に
、
因
果
的
關
聯

を
指

摘
し

得
る
筋
合

の
も

の
で
は
な

い
で
あ

ら
う
。
第

三

に
よ
し
言
語
統

一
が
民
族
統

一
の
原
因

で
あ
る
と
す
る
考
方
を

一
歩
譲

つ
て
容
認

す
る

と
し

て
も
、
こ
の
原
因

で
あ
る
所

の
言
語
統

一
そ
れ
目
腿
は
實
は
他

の
も

の
の
結
果
的
現
象

で
あ
り
、

こ
の

「
他

の
も

の
」

こ
そ
民
族

の
徴
表
を
そ
こ
に
於

て
求
め
る
よ
す
が
と
も
な
る
も

の
で
あ
る
。
例

へ
ば

バ
ウ

エ
ル
は

「
言
語
共
同
膿
は
丈
化
共
同
饅

12)

13)

]4)
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覇

た

る
も

の
の

一
部
分

で
あ
り
蓮
命
共
同
燈

の
所
産
た

る
も
の
で
あ
る
L
事
を
指
摘
し

て
ゐ
る
し
、
叉

レ
ッ
フ

レ
ル
は
極
め
て
直
蔵

励

に

「
言
語
は
民
族
形
成

の
原
因
た
ら
す

そ

の
結

果

の

一
で
あ
る
。

…
…
言
葉

の
背
景

に
民
族
性

が
潜
ん

で
ゐ
る
」

旨
を
論

じ
て
ゐ

る
。

こ
れ

ら

の
人

々
の
所
謂

運
命

の
共

同
叉
は
民
族
性

が
果
し

て
民
族

の
究

極
的
な
徴
表

で
あ
る
か
否

か
は
姑
く
別

の
問
題

と
し

て
も

、
言
語

の
共

同
と

い
ふ
事
情

は
更

に
そ

の
背
後

に
潮

つ
て
考

ふ
る
事
を
要
す
る
所

の
い
は

悼、
中
闇
的
因
子

に
す

ぎ
な

い
事

は

孚

へ
な

い
で
あ

ら
う
。
第
四

に
更

に

一
歩
を
譲

つ
て
言

語
統

一
が
現
實

に
於

て
民
族
統

一
を
結

果
し

て
ゐ
る
場
合

の
あ
る
事
を
許

す

と
し

て
も

、
こ

の
場
合
言
語
統

一
が
民
族
統

一
を
結

果
し
得
た

の
は
前
者

が
そ

の
客
観
的
事
實
と
し

て
あ
る
が
ま

玉
の
姿

に
於

て
後
者
を
慧
起

し
來

つ
た

の
で
は
な
く
し
て
、
何
等
か

の
主
観

的
氣
紐

に
移
し
植
ゑ
ら
れ

て
の
事

で
は
な
か

つ
た
か
。
言

語
統

一

と

い
ふ
事
實

が
主
観
的
感
情

を
醸
成

し
こ

の
主
観
的
感
情
を
ま

つ
て
始

め
て
民
族
が
成

立
し
た
と
み
る

べ
き
で
は
な

か
つ
た
か
。

客
観
的
事
實

が
主
観

的
膿
験

の
世
界

に
翻
課

せ
ら
れ

る
の
み

で
な

し

に
、
そ
こ
に
於

て
潤
色

せ
ら
れ

る
事

に
よ

つ
て
の
み
民
族
統

一
が
成
立

し
う
る
と
考

ふ
べ
き
で
は
な
か

つ
た
か
。
第

五
に
言
語

の
共

同
は
廣
義

に
於
け
る
思
考
様
式

、
把
握
様
式

、
感
受
様
式

等
に
於

い
て
の
共

同
を
意
味
す

る
も

の
に
外
な

ら
す

、
叉
こ
れ
ら

の
諸

瓢

に
於
け

る
共

同
は
結
局
傳
統

に
お
け
る
共

同
と

い
ふ
事

で
は
な
か

つ
た
か
。

こ
の
黙

に
つ
い
て
思

ひ
を
潜
め

て
み
る
限
り

、
言
語

の
共

同
と

い
ふ
事
情

は
な

ほ
分
析
し
う

べ
き
も

の
を
そ

の
ま

曳
に
放

置
し
た
所

の
著
し
く
漠
然
た

る
概
念

で
あ
る
事

が
察
知

せ
ら
れ
る
筈

で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

.
第

三

に
文

化
共
同
燈
読

に
つ
い
て
考

へ
て
み
る
。
例

へ
ば

ノ
イ

マ
ン
は

い
ふ
、
民
族
は

「
高
度

に
し
て
猫
自

の
文
化
業
績

に
よ

つ
て
猫
自

の
共

通
な
る
本
質
を
獲

得
し
た
相
當
程
度

の
大

い
さ
を

も

つ
所

の
人

々
の
謂

で
あ
り

、
こ

の
本
質
は
廣

汎
な
範
園

に
わ

民
族
及
國
民
の
本
質

一
一=
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一
二
二

恥

た

つ
て
世
代

か
ら
世
代

に
傳

へ
ら
れ

て
ゆ
く
。
L
文
化
業
績

に
よ

つ
て
猫
自
な

る
本
質

が
獲
得

せ
ら
れ

た
所

に
民
族

が
成

立
す
る
と

見

て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

一
見

文
化
内
容

の
共

通
す
る
も

の
が
あ
る
か
な

い
か

に
つ
い
て

の
客
観
的
な
事
情

が
民
族

の
成

否
を
決
定
す

る
か
の
様

に
考

へ
ら
れ

る
。
然
し

こ
れ

に
つ
い
て
も

我

々
は
次

の
檬
な
批
判
を
下
す
事

が
出
來
る
。
第

一
に
文
化
内

容

の
共
通
と

い
ふ
て
も
蝕

に

い
ふ
文
化
内
容

と

い
ふ
表

現
が
極

め
て
曖
昧

で
あ
る

の
み
で
な
し

に
、
共

通
と

い
ふ
事
柄
も

し
か
く

明
白

な
る
も

の
で
は
な

い
。
こ

の
黙

に
つ

い
て
詳
細
な
吟
味
を

企
つ
る
時

,
唯

軍

に
丈
化
内
容

の
共

通
と
は
云

ひ
得
ざ

る
如

き
因

素

が
思

ぴ
も
か
け
す
前
面

に
浮
び
上

つ
て
來

は
し
な

い
か
。
こ

の
鮎

の
分
析
を
犀
利

に
企

て
た

ヘ
ル
ツ
が
文
化
共

同
龍
読

の
立
場

を
と
る
時

、
結

局
丈
化
的
敏
養

に
於

て
高
き
水
準

に
あ
る
も

の
の
み
が
民
族
を
作

る
事

と
な
る

と
し

て
、
そ

の
い
は

穿
貴
族
性
を

勘

痛
く
難

じ

つ
玉
あ
る

の
は
こ

の
聞

の
事

理
を
看
破
し
た
る
も

の
で
あ

ら
う
。
第

二

に
こ

の
立
場
は
所
謂
文
化
内
容
を
共
通

に
す
る

も
同

一
民
族
を
な
さ
す

、
叉
文
化
内
容
を
著

し
く
異

に
し

つ

」
も
同

一
民
族

を
な
し

つ

玉
あ

る
實

例

に
背

馳
し

て
ゐ
る
。

こ

の
鮎

働

フ

ェ
ル

ス
が
例
誰

に
努

め

て
ゐ
る
所

で
あ
る
。
第

三

に
丈
化
内
容

の
共
通
と

い
ふ
事
情

は
む

し
ろ
唯
そ

の
ま

」
の
姿

に
於

て
は
民

族

の
限
界
を
超
え
て
赴

か
し

め
る
所

の
も

の
と
み
る
べ
き

で
は
な

い
か
。
他

の
事
情

に
し
て
與

へ
ら
れ

て
ゐ
な

い
限
り
文
化
内
容

の
共
通
は
本
來
國
際
的
な
る
性
質
を
も

つ
も

の
と
み
る

べ
き
で
は
な

い
か
。
若

し
現
實

に
於

て
文
化
内
容

の
共

通
と

い
ふ
鮎

に

つ

い
て
民
族

の
猫
自
性
が
感

じ
ら
れ

つ

曳
あ
る
場
合

が
あ
る
と
す
れ
ば

、
そ
れ

は
こ

の
文

化
内
容

の
共

通
を
實

は
自

民
族

に
の
み
猫

得

の
傳
統
的
な
る
も

の
で
あ

る
と
確
信
す
る
事

に
よ
つ

て
の
事

で
あ
ら
う
。
若

し
そ
う
で
あ

る
な

ら
ば
、
文

化
内
容

の
共
通
そ
れ

自

艦

が
決
定
的
な
因
素

で
あ
る

の
で
は
な
く
し

て
、
こ
れ
を
よ
す
が
と
し

て
傳
統
的
な

る
も

の
を
見

出
さ
う
と
す

る
傾
向
そ
れ
自

17)

18)

19)
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艦

に
於

て
決
定
的
な

る
も

の
が
見
ら
れ

て
ゐ
る
と
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第

四

に
運
命
共
同
艦
詮

に
つ
い
て
考

へ
て
み
よ
う
。

こ

の
立
場
は
最

も
首
尾

一
貫

せ
る
形

に
於

て
は
バ
ウ

エ
ル
に
よ

つ
て
詮

か

れ
た
る
も

の
で
あ

る
事

、
及

び
こ
の
バ
ウ

エ
ル
の
蓮
命

共
同
罷
読

が
如
何
な
る
難
黙
を
藏

し

て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
は
別
稿

に
於

て

鋤

吟
味
す

る
所
が
あ

つ
た

が
故

に
、
こ

玉
で
必
要
な
限
り

に
於

て
の
み
こ
の
立
場

に
解
れ

て
ゆ
く
事

と
す
る
。

バ
ウ

エ
ル
は

「
民
族

物

と
は
運
命
共
同
艦

に
よ

つ
て
性
格
共
同
饅

に
ま

で
結
合

せ
し
め
ら
れ
た
人

々
の
総
艦

で
あ
る
」

と
定
義

す
る
。

彼

に
從

へ
ば
民
族

を
構
成

す
る
要
素

と
し
て
普
通

に
墨
げ

ら
れ

る
所

の
住
居
、
血
統

、
言
語
、
道
徳

及
び
慣
習

、
法
律
及
び
宗
教
等

の
諸
監

に
於
け

る
共
同
は
何
れ
も
共
同

の
膿

験
、
共
同

の
屡
史
的
過
去

と

い
ふ
究

極
的
な
原
因
が
作
用
し
て
ゆ
く

に
當

つ
て
の
或

は

「
活
動

の
條

件
」
た
り
、
或

は
第

一
次
的

叉
は
第

二
次
的
意
味

に
於
け
る

「
手
段
」
た
り

「
道
具
」
た
る
も

の
に
す
ぎ
な

い
。
共

同

の
罷
験

、

共

同

の
歴
史
的
過
去

こ
そ
實

は
運
命
共
同
龍

の
質
容
を
な
し

て
ゐ
る
も

の
で
あ
り

、
こ
の
運
命
共
同

腿
に
よ
つ
て
、
或

は
自
然
的

事
情

に
於
け
る
、
或
は
丈
化
的
事
情

に
於
け
る
共

同
罷

、
即
ち

一
言

に
し

て
審
す
な

ら
ば
性
格
共

同
膿

が
結
果

せ
ら
れ

て
來
た
と

鋤

考

ふ
ぺ
き

で
あ
る
と
読

い
て
ゐ
る
。

こ
の
バ
ウ

エ
ル
の
民
族

理
論

の
も

つ
優
れ

た
る
特
色

の

一
は

い
ふ
ま

で
も
な
く
右

に
述

べ
た

瓢

に
徴
し

て
明
ら
か

で
あ
る
檬

に
、
普

通

に
列
墨

せ
ら
れ

つ
玉
あ
る
様

々
な
る
民
族
構
成

の
契
機
た
る
も

の
を

極
め

て
手
極
よ
く

整

理
し

つ

玉
、
そ
れ

ら

の
も

の
と

の
密
接
な
る
關
聯

を
明
示
し

つ
墨
よ
く
自
家

の
立
場
を
明

に
し
た
る

の
黙

に
存
し

て
ゐ
る
。

こ

の
窯

に
つ
い
て
バ
ウ

エ
ル
が
我

々
に
提
供
し
た
有
力
な
武

器
は
後

に
我

々
自

ら
援
用
し
よ
う
。
然
し
そ
れ

に
も
拘

は
ら
す

我

々
は

な

ほ
次

の
如
き
批
判

を
こ

の
優
れ
た
る
民
族

理
論

に
封
し

て
加

へ
ざ

る
を
得
な

い
。
先

づ
第

一
に

「
蓮
命

の
共
同
」

と

い
ふ
徴
表

民
族
及
國
民
の
本
質

一
二
三

20)

21)

22)

拙 稿,民 族=蓮 命共 同睦 説 の吟 味(「 商 學 討 究 」第 十雀 中 冊 所 載)
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一四

を

以
て
し
て
は
等
し
く

民
族

と
呼
ば

る

瓦
も

の
、
中

に
あ

つ
て
も

、
例

へ
ば
あ
る
地
方

に
し

て
共

同

の
蓮
命

を
有
す

る
集
團
が
存

在

す
る
場
合

、
か

」
る
も

の
と
民
族

と
を
匿
別
す
る
所

以

の
も

の
は
見
失
は
れ
る
事

と
な
ら
う
。
か

」
る
民
族
内

の
小
集
團
と
民

族

と
を
分
ち
、
後
者
を
し

て
あ
く
ま

で
民
族
な
る
呼
稽

に
値
す

る
も

の
で
あ
ら
し
め
る
所
以

の
も

の
は

「
運
命

の
共

同
」
と

い
ふ

事
情

以
外

の
も

の
に
求

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
私

が
さ
き
に
第

一
次
部
分
集
團

と
第

二
次
部
分

集
團
と
を
匠

別
し
よ
う

と
し

た
事

の
意
味
は
こ

、
に
生

か
さ
れ

て
來

る
。

こ
の
黙

に
つ
い
て
は
後

に
再

び
論
す

る
時

が
あ

る
。
第

二
に

「
蓮
命

の
共

同
」

と

い

ふ
事
は

一
の
客
観
的
な
事
實

と
し

て
バ
ウ

エ
ル
に
よ

つ
て
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
し
、

こ
の
黙
は
彼
が

「
民
族
的
意
識
は
民
族
的
存
在

か
ら
し

て
の
み
理
解

せ
ら
る

ぺ
き
も

の
で
あ
り
そ

の
逆

で
は
な

い
」

と
読
き

つ

、
あ
る
鮎

に
徴

し
て
明
ら
か

で
あ

る
と
考

へ
ら
れ

る
が
、
果
し

て
運
命

の
共
同

と

い
ふ
客
観
的
事
實

そ
れ
自
艦

が
、
そ
れ

の
み

の
力
を
以
て
し

て
民
族
を
結
果

せ
し
め
う
る
も

の
な

の
で
あ

ら
う

か
。
運
命

の
共
同

が
客
観

的

に
存
す
る
と
し

て
も
唯
そ
れ
丈
け

で
は
民
族
を
結
成

せ
す

、

こ
の
運
命

の
共

同
と

い
ふ

事
實

が
債
値
意
識

に
於

て
受

け
と
ら
れ
主
観

的
罷
験

の
内

容
と
な
る
時

に
の
み
、
民
族
が
構
.域
せ
ら
れ

て
く

る
も

の
と
み
る

べ
き

で
は
な

い
か
。
蓮
命

の
共
同
と

い
ふ
事
情

が
作
用
す
る

に
當

つ
て
の
地
盤
な
り
手
段
な
り

と
し

て
住

居
、
血
統

、
言
語

、
宗
敏

、

慣
習

、
法
律

等

の
共

同
が
考

へ
ち
れ
た
檬

に
、
運
命

の
共
同
と

い
ふ
事
そ
れ
自
艦

は
叉
主
観
的
氣
組

に
於
け
る
共
同

と

い
ふ
因
素

が
活
動
す
る
た
め

の
地
盤
た
り
手
段

た
る
も

の
と
み
る

べ
き
で
は
な

い
で
あ
ら
う
か
。
既

に
バ
ウ

エ
ル
自

ら
民
族

は
運
命
共
同
艦

に
外

な
ら
な

い
と
み
る
場
合
直
ち

に
起

さ
れ
る
で
あ

ら
う
疑
問
、
民

族
以
外

に
運
命

共
同
膣
た
る
も

の
は
存

し
な

い
か
と

い
ふ
疑

問

を
豫
想

し
、

こ
れ

に
答

へ
る
に
は
共

同
禮

の
意
味
を
精
密

に
限
定
す
る
事

が
必
要

で
あ
る
と
考

へ
、
運
命
共
同
艘
と
し

い
ふ
な



ぬ

ヘ

へ

し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

ら
ば
嚴
密

に
は

「
同
様
な
運
命

の
下

に
た

つ
事
を
意
味

す
る

の
で
は
な
く
相

互

の
不
断

の
交
渉

、
絶

え
ざ
る
相

互
作
用

の
姿

に
於

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

恥

て
同

一
の
運
命

を
共
同

に
膿
験
す
る
事
を
意
味
す

る
」
と
読

き
具
艦
例
を
墨
げ

て
辮

明
に
努

め
て
ゐ
る
が

「
同
檬
な
運
命
」
と

「
同

一
の
運
命
」

と
を
分

つ
所
以

の
も

の
は
實

に

「
共

同

に
罷
験
す

る
」

と

い
ふ
主
観
的
活
動

の
有
無

に
關
は

つ
て
ゐ
る
事
を
裏
書

き

し

つ

玉
あ
る
も

の
で
あ

る
と
み
て

い
製
。

第

五
に
國
家

へ
の
共

同
所
属

を
本
質
徴
表

と
し

て
考

へ
る
立
場

に
つ
い
て
み
よ
う
。
民
族
統

一
の
成
立
特

に
後

に
述

べ
る
所

の

國
民
集
團

の
,成
立

に
封

し
て
國
家

の
も

つ
意
義

は
な

る
ほ
ど
著
し

い
も

の
が
あ
る
。

フ
ィ

ヤ
カ

ン
ト
は
既

に
引
用
し
た
様
に
、
各

特
殊
文
化
を
有
す
る
多
く

の
種
族
が
そ

の
根

抵

に
横

は
る
大
同
的
な
る
統

一
を
結

縁
と
し
て
民
族
と

い
ふ
よ
り
高

次
の
集
團

に
包

揖

せ
ら
れ

て
ゐ
る
事

を
指
摘
し

て
ゐ
る

が
、
こ

玉
に
い
ふ
よ
り
高

次

の
統

一
を

示
現
す

る
た

め
に
は
地
域
的
限

定
を
徹
塵

せ
し
め

統

一
的

支
配

の
存
す
る
も

の
あ
る
事
を
確
認

せ
し
め
る
國
家

活
動

の
存
在
が
主
要
な
役
割
を
螢
ん

で
ゐ
る

の
で
あ

ら
う
事
は
論
を

侯

た
な

い
も

の
が
あ
ら
う
。
そ
れ

に
も
拘
は

ら
す
な
ほ
次

の
如

き
諸
鐵
を
そ

の
難
黙
と
し

て
指
摘
す

る
事

が
出
來

る
。
第

一
に
國

家

を
現

に
有

せ
す

し
て
し

か
も
な
ほ
民
族
た
る
も

の
が
事
實

に
於

て
存
在
す
る
。
「
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
は
、
ロ
シ
ヤ
人
よ
り
も
早
く
猫

自

の
文
化
を
作

つ
て
ゐ
た
。

…
…
彼
等
特
有

の
丈
化

の
遺
産

と
、
嘗

て
の
自
由

の
記
憶
母
國

語

へ
の
執
着
等
は
合
し

て
國
民
的
思

鋤

惟

と
感
情

と
を
培

ぴ
、
國
家

を
失

ひ
つ

曳
も
文
化
國
民
と
し

て
存
績

を
維
持
し
た

の
で
あ

つ
た
。
」
と

い
は
れ
る

に
つ
け

て
も
、
國

家

へ
の
共
同
所
属

が
決
定
的
な
標
準

で
は
な

い
事
を

み
る

べ
き

で
あ
る
。
第

二
に
國
家

へ
の
共

同
所
属

と

い
ふ
事
は

一
の
客
槻

的

事
實

を
示
し
て
ゐ
る
が
、

こ
の
事
實
そ
れ
自
饅
が
民
族
結
合

の
決
定
的
な
因

子

で
な

い
事
は
、
恰
も
既

に
指

摘
し
た
檬

に
言
語
、

民
族
及
國
民
の
本
質

=

一五
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一
二
六

文
化

、
運
命
等

の
共

同
と

い
ふ
事
實

の
場
合

に
於
け
る
と
そ

の
事
情
を
同
じ
く
す
る
。

一
面
よ
り

い
ふ
な
ら
ば
、
國
家

へ
の
共

同

所
屡

と

い
ふ
事
實

に
於

て
實
は
他

の
側
面
特

に
傳
統

の
共

同
と

い
ふ
事
實

が
丁
度

血
統

の
共

同
の
場
合

に
お
け
る
と
同
檬

に
具
艦

化
さ
れ

て
目
謄
さ
れ

て
ゐ
る
に
す
ぎ
な

い
と
考

ふ
べ
き

で
あ
る
し
、
他
面

よ
り

み
る
な
ら
ば

。
こ

の
國
家

へ
の
共

同
所
属

と

い
ふ

事
實

が
主
観

的
な
債
値
意
識

の
内
容

と
な

つ
て
膿
駿

せ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
を
ま

つ
て
、
始

め
て
民
族
集
團

が
固
有

に
成

立
す
る
と

云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
唯
軍

に
國
法

の
上
か
ら
見

て
國
籍
を
有
す
る
と

い
ふ
事
そ
れ
自
艦

が
民
族
に
屡
す
る

か
否
か
を
直

ち
に

決
定
す
る
も

の
で
は
な

い
で
あ
ら
う
。
國
家
を
有

せ
ざ
る
民
族

が
成
立
し
國
家

を
有

す
る
も
民
族

の
成

立
せ
ざ

る
場
合

が
存
在
す

る
と

い
ふ
事
は
、
國
家

へ
の
所
屡

と

い
ふ
事
そ
れ
自
艦

が
決
定
的
な
も

の
で
は
な

い
事
を
誰
左

し
て
饒
り

が
あ

る
。

以
上
所
謂
客
観
主
義

的
読
明

に
つ
い
て
そ

の
主
な
る
も

の
の
み
を

と
り
あ
げ

て
大
禮

の
吟
味

を
絡

へ
た
。
多
く

の
諸
家

に
於
け

る
民
族
規
定

の
試

み
を
批
判
し

よ
う
と
す

る
目
的
を
も

つ
所

の
こ
の
迂
同
的
な
筆
は
、

こ
れ

に
次

い
で
所
謂
主
観
主
義
的
な
考
方

に

っ
い
て
吟
味
を
及

ぼ
さ

ね

ば

な

ら

ぬ
順
序
と
な

つ
た
様

で
あ
る
。
然

し
こ

の
貼

に
關

し

て
は
今
多
く
を
言

ふ
必
要
を
認

め
な

い
。
蓋
し
主
観
主
義
的
読
明

に
は
客
観

主
義
的
な
る
そ
れ

に
於
け
る
程
學
読

の
分

岐
は
著
し

か
ら
す

、
寧
ろ
極
め
て
簡
軍

な
る
も

の
が
あ
る
と
思
は
れ
る

の
み
な

ら
す

、
私
自

ら
あ
る
意
昧

に
於

て
主
観
主
義

的
な
立
場

に
よ
り

つ

玉
あ
る
も

の
で
あ

る
が
故

に
、

こ

の
迂
同
的
な
筆

が
迂
同
か
ら
本
來

の
道

に
還

つ
て
私
自

ら
の
理
解
を
積
極
的

に
記
し

て
ゆ
く
行
論

の
中

に
、
私

の
と
り

つ

玉
あ

る
態
度

と
は
異
な

つ
た
行
き
方

に
あ
る
如
き
他

の
主
観

主
義
的
読
明
を
批
判
し

て
ゆ
く
機

會
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。

唯

こ

玉
で
は
後

の
便
宜

の
め

に

一
般

に
主
観
主
義
的
読
明
と
呼
ば

る

玉
も

の
の
申

に
は
大
髄

に
於

て
三
種
類

の
も

の
が
あ
の
、
そ



の
第

一
は
意
識
共
同
艦
読
、
第
二
は
感
情
共
同
艘
読
、
第

三
は
意
志
共

同
膿
読

即
ち
こ
れ

で
あ
る
事

の
み
摘

記
し
て
お
か
う
。

こ

れ

ら

の
意
識
な
り
感
情
な
り
意
志
な
り

の
向

ふ
所
が
何

で
あ
る
か

に
注
目
す

る
時
、

こ
の
三
種

の
見
解

の
相
違
は
更

に
細

く
分
た

れ
得

る
と
思
ふ
が
今

は

こ
の
黙

に
も
立
入
ら

ぬ
。

さ
て
以
上

の
私

の
議
論

の
進
行

に
於
け
る

い
は

Ψ
第

二
次
の
迂
同

の
結
果

と
し
て
、
我

々
の
理
解
し
え
た
も

の
は
何

で
あ

つ
た

か
を
概
括
す
る
事

に
よ

つ
て
、
本
來

の
道

に
た
ち
か

へ
る
よ
す

が
た
ら
し
め
よ
う
。
先
づ
第

一
に
血
統

の
共

同
、
言
語

の
共
同

、

丈
化
内
容

の
共

通
性
、
國
家

へ
の
共

同
所
属

と

い
ふ
客
観

的
事
實

に
於

て
は

こ
れ

ら

の
客
観
的
事
實

そ
れ
自
膿

が
把
捉

せ
ら
れ

て

ゐ
る

の
で
は
な
く

し
て
、

こ
れ
ら

の
事
實

に
於

て

い
は

Ψ
こ
れ
ら

の
事
實
を

よ
す
が
と

し
て
實
は
傳
統
的
な
る
何
も

の
か
が

(
こ

れ

を

バ
ウ

エ
ル
に
徹

つ
て
運
命

の
共

同

と
呼
ん
で
も
よ

い
)
捉

へ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
事
を

理
解
し
た
。
傳
統
的
な
る
な

に
も

の
か

Ψ
あ
り

こ
れ
が
或

は
血
統

の
共
同

、
言
語

の
そ
れ
、
或

は
文
化
内
容

、
國
家

所
薦

の
共

通
と

い
ふ
具
象

的

に
し
て
理
解
し
易

き
客
観

的
事
實

に
於

て
い
は

f
象

徴
化

せ
ら
れ

て
ゐ
る
に
す

ぎ
ぬ

の
で
あ

る
。
民
族
理
論

に
於
け

る
著

し

い
混
齪

は
こ
の
象

徴
的

意

義

叉
は
機
縁
的
意
義

を
有
す
る

に
す
ぎ

ぬ
も

の
を

、
直
ち

に
民
族

の
本

質
徴
表

と
み
な
す
事

か
ら
結
果

せ
ら
れ

て
く
る
と

い
つ

て
も

い
玉
。
か

」
る
客
観
的
事
實

を
象
徴

と
し
機
縁

と
し

つ
」
あ
る
本
來

の
も

の
が
固
有

に
把
捉
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で

あ
る
。
第

二

に
傳
統
的
な

る
事
實

、
運
命

の
共

同
と

い
ふ
事
實
は

か

曳
る
事
實

と
し

て
あ
る
が
ま

玉
の
姿

に
於

て
唯
そ
れ

丈
け

に

於

て
民
族

の
本
質
微
表
と
な

つ
て
ゆ
く
も

の
で
は
な
く
し

て
、
か

玉
る
事
實

が
主
観
的

に
罷
験

せ
ら
れ
主
観
的
氣
組

の
内
容

と
な

る
事
を
通
し

て
始

め

て
民
族
概
念

の
契
機

と
な

つ
て
ゆ
く
も

の
で
あ
る
事

を
理
解
し
た
。
主
襯
的

に
傳
統
的
な

る
な

に
も

の
か

璽

民
族
及
國
民
の
本
質

=
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あ
る
と
感
情

せ
ら
れ
、
こ

の
形

に
於

て
確
信
せ
ら
れ

る
と

い
ふ
過
程
こ
そ
民
族

の
本
質
を
見
定
め
て
ゆ
く

に
當

つ
て
は
最

も
重

要

な

る
事
實
な

の
で
あ

る
。

こ
の
主
観
的
な
過
程

に
重
鮎
が
あ
れ
ば
こ
そ
或

る
場
合

に
は
客
観
的
事
實

の
確

實
な
る
も

の
存

せ
ざ

る

場
合

に
あ

つ
て
も
、
民
族
な

る
集
團
概
念

が
成

立
せ
し

め
ら
れ

て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

右

の
如
き
第

二
次

の
迂
同
的
考

察

に
よ

つ
て
得

ら
れ
た
所

の
理
解

と
、
さ
き

に
述

べ
た

如
き

い
は

f
第

一
次

の
迂
同
的
吟
味

に

よ

つ
て
準
備
せ
ら
れ

た
所

の
理
解

と
を

思
ひ
合

せ
つ

曳
考

ふ
る
事

に
よ

つ
て
、
我

々
は
民
族

の
本
質

が
何

で
あ
る
か
を
積
極
的

に

指
摘
し
う
る
地
窯

に
到
達
す
る
。

第

一
次

の
迂
同
か
ら
我

々
は
民
族

は

一
の
集
團

と
し
て
接
燭

の
密
な

る
第

一
次
部
分
集

團

に
属
す
る
も

の
で
あ
る
事
を

理
解
し

た

が
、
そ

の
時

に
我

々
の
前

に
淺
ざ

れ

て
ゐ
た
問
題
は
、
他

に
も
存
在
す

る
各
種

の
接
燭

の
密
な
る
第

一
次

部
分

集
團
か
ら
特

に

民
族
を
匠
別

せ
し
む

る
所
以

の
も

の
が
何

で
あ

る
か
と

い
ふ
事
に
外
な
ら
な
か

つ
た
。

こ

の
問
題

に
自

ら
な
る
解
答

を
與

へ
つ

玉

あ

る
も

の
は
第
二
次

の
迂

同
に
よ

つ

て
得
ら
れ

た
所

の
理
解

に
他
な

ら
な

い
。
等
し
く
接

燭

の
密
な

る
第

一
次
部
分
集
團

の
中

に

位
置
し

つ
玉
民
族
を

し
て
民
族
た
ら
し
め
る
も

の
は
傳
統

的
な

る
も

の
に
つ

い
て
の
主
観
的
感
情

で
あ
り
感
情

的
な

る
確
信

で
あ

る
。
若

し
こ

の
主
観
的
感
情

叉
は
感
情
的
確
信
を
民
族
意
識

(
適
當
な
表
現

で
あ
る
と
は
考

へ
ら
れ

ぬ
が
今
姑

く
慣

用
に
從

ふ
、

私

は
寧
ろ
民
族
感
情
と

い
ふ
表
現
を
選

び
度

い
、
そ

の
理
由

は
臆

て
明

ら
か

に
な
ら
う
)

と

い
ふ
言
葉
を
以

て
呼

ぶ
と
す

る
な
ら

ば
、
民
族

の
本
質
徴
表

は
こ

の
民
族
意
識

に
於

て
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る
。
か
く
考

ふ
時
直

ち
に
起

さ
れ

る
で
あ
ら
う
疑
問
は
、
民
族

の
本
質
を
民
族
意

識
で
あ

る
と
す
る
事

は

一
種

の
循
環
的
な

る
説
明

で
は
な

い
か
と

い
ふ
事

で
あ
ら
う
。
然

し
こ
れ

に
封
し

て
は



我

々
は
次

の
如
く
に
答

へ
る
事

が
出

來
る
。
循
環
論
誰

で
あ
る
か

に
見

え
る
の
は
民
族
意
識

と

い
ふ
表
現

に
お
け
る
民

族
と

い
ふ

言
葉

を
民
族

の
叉
は
詳
し
く

は
民
族

に
つ
い
て
の
と

い
ふ
風
に
理
解

し
、
從

つ
て
民
族
意
識

と

い
ふ
事

を
民
族

た
る
事

に
つ
い
て

の
意
識

と
解
羅
す
る
事

に
基

く
。
民
族
意
識

と
我

々
が

い
ふ
場
合
意
味
し

つ

」
あ

る
事

は
民
族

に
つ
い
で

の
意
識
と

い
ふ
事

で
は

な
く

し
て
、
民
族
を
作
る

叉
は
作

ら
ん
と
す
る
意
識

と

い
ふ
事

に
外
な
ら
な

い
。

こ
う

い
ふ
意
味
に
理
解

し
て
ゆ
く
限
り
民
族

の

本
質
を
民
族
意
識

に
於

て
求

め
る
と

い
ふ
試

み
は
決
し

て
循
環
論
設

に
陥
入

つ
て
は

ゐ
な

い
。

叉
次

の
如
き
疑
問
も
我

々
の
理
解

に
向

け
て
獲

せ
ら
れ
得
る
。

民
族

の
本
質
は
あ
く
ま

で
バ
ウ

エ
ル
の
所
謂
民
族
的
存
在

と

い
ふ
客
観
的

側
面
か
ら
し

て
の
み
理
解

せ
ら
る

玉
べ
き

で
あ

つ
て
、
民
族
意
識

と

い
ふ
如
き
主
観
的
側
面
か
ら
捉

へ
ら
る

瓦
べ
き
も
の
で
は
な

い
。

民
族
意
識
そ
れ
自
腿

は
更

に
客
観
的
存
在

の
側
か
ら
読
明
さ
る

玉
べ
き
事
柄

で

は

な

い

か

と

い
ふ
疑
問

で
あ
る
。

こ
れ

に
封
し

て
も
私

は
こ
う
答

へ

る
。
民
族
を

し

て
民
族
た
ら
し
む

る
所
以

の
も

の
を
求

め
る
と

い
ふ
事

は
、

さ
き

に
述

べ
た
如
き
接
燭

の
密
な

る
第

一
次
部
分
集

團

の
中
に
あ

る
他

の
種
類

の
も

の
と
の
所
謂
種
差
を
獲
見
す
る
と

い
ふ
事
を
意
昧
し

て
ゐ
る
。
所
謂

客
観
的
存
在

の
側

か
ら
す
る

読
明

は
高

々
接
燭

の
密
な
る
第

一
次
部
分
集

團
全
般

に

つ
い
て
こ

の

一
部
類
を
他

の
も

の
か
ら
分

つ
た
め
に

役
立

つ
に
す
ぎ
な

い

(
こ
れ
と

て
も
充
分

に
役
立

つ
と
は
思
は
れ
な

い
が
)

か
、
叉
は
主
観

的
契
機

が
そ

の
上

に
成

立
す
る
所

の
素

材
的
な

る
事
情

を

決
定
的
契
機

と
誤
解
し

て
の
読
明

に
す

ぎ
な

い
。

こ
う

い
ふ
風

に
理
解

し

て
ゆ
く
私

の
行
方

が
あ
ま
り

に
観
念
論
的
な

る
も

の
で

あ
る
か
に
み
ゆ
る
な
ら
ば
、
私
は
本
來

民
族

と

い
ふ
概
念
は
観
念

的
存
在
な

の
で
あ

る
事
を
指
摘
し
よ
う
。
例

へ
ば
國
家

が
現
實

的
な
存
在

で
あ
る

の
に
比
し

て
、
民
族
は
本
來
観
念

的
な

る
主
観
的
な
る
存
在

で
あ
れ
ば

こ
そ
そ

の
本
質
を
主
観
的
な
る
も

の
の

民
族
及
國
民
の
本
質
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範
園
内

に
求
め
る
と

い
ふ
事

は
、
別

し
て
観
念
論

的
な

る
と
い
ふ
非
難

に
値
す
る
筋
合

の
も
の
で
は
な

い
筈

で
あ
る
。

今
相
互

に
接
燭

の
密
な

る
幾
多

の
第

一
次
部
分
集
團

の
姿
を
眼
前

に
思

ひ
浮

べ
て
み
る
。
そ
れ

ら

の
も

の
は
相

互
に
よ
り
高
次

の
統

一
な
く

、
相
互
を
共

同

に
規
制
す
る
高

次

の
統

一
的
組

織
な
き
ま

玉
に
水
平
的
關
係

に
於

て
封
立
す

る
。
よ
り
高
次

の
統

一

的
組
織

が
何
虚

に
も
見
出

さ
れ
ざ

る
所

一
々
の
第

一
次

部
分
集
團
は
接
燭

の
密
な

る
事
情

に
促

さ
れ

て
、

い
よ

い
よ
自
ら

の
み

の

存
在
を
確
保
す
る
方
向

に
向

つ
て
努
力
す
る
。

そ
う
す
る

の
で
な
け
れ
ば
撮

る

べ
き
最
高
次

の
組
織

な
く
、
し

か
も
接

燭

の
密
な

る
世
界

に
於

て
自
ら

の
存
在

を
安
全

に
導

い
て
ゆ
く
道

が
な

い
。

か

」
る
姿

の
中

に
あ

つ
て
直
接
他

の
第

一
次
部
分
集

團
と
接
燭

し

つ

」
あ

る
第

一
次
部
分
集

團
は
、
自

ら
の
生
活
範
園
確
保

の
理
由
を

こ
の
生
活
範

園
が
今

に
到
る
ま

で
か
く
あ
り
し
歴
史
的
経

過
を
想
起
し

つ

瓦
、

こ
の

い
は

壁
傳
統
的
な

る
存
立

の
事
實

の
う
ち

に
求
め
よ
う
と
す
る
。
歴
史

的

に
傳
統
的

に
存
立
し
來
り
た

る
も

の
は
そ

の
ま

曳
そ

の
存
在
を
、
こ

の
い
は

璽
無
秩
序
な
る
世
界
杜
會

の
中

に
あ

つ
て
何
時
ま

で
も
主
張
し
う
る
理
由
を
も

つ

も

の
と
考

へ
ら
れ

て
ゆ
く
。
し
か
も
そ

の
場
合

こ

の
歴
史
的
傳
統
的
存
立

の
事
實

を
客
観
的

に
立
誰
づ
け

る
た
め

に
或

は
血
統

の

共
同

、
或

は
言
語

の
共
同

、
更

に
或

は
文
化

の
共

通
、
或

は
國
家

へ
の
共
同
所
薦
等
そ
れ
ぞ
れ

の
場
合

に
於

て
手
近

に
存
在

す
る

明
ら
か

で
あ

る
と
思
は
れ
る
事
實

、
そ

の
基

礎

の
上

に
立
脚
す
る
事
が
最

も
具
象
的

に
し

て
印
象
的

で
あ

る
と
思
惟

せ
ら
る

玉
事

實

に
訴

へ
て
ゆ
く
。

こ
う
す

る
事

に
よ

つ
て
か

、
る
黙

に
於

け
る
共

同
を
有
し
、

か
く
し

て
明

ら
か
な
る
傳
統

的
存

立
を
有
し

つ

玉
あ
る
自

ら

の
生
活
範
園
を
確
保
さ

る

玉
べ
き
債
値
あ

る
も

の
と
感
情
し
確
信
し
よ
う
と
す

る
。

か

」
る
過
程
、
か
く

の
如
き
姿

に
於

て
統

一
釣
な
る
感
情
、
確
信

の
成
立
す
る
所

に
現
れ

て
く
る
第

一
次
部
分
集

團

の
姿

こ
そ
民
族

と
名
づ
け
ら
れ

る
も

の
に
外



な

ら
な

い
。
、民
族
と

い
ふ
集
團

が
か

玉
る
も

の
で
あ
れ
ば

こ
そ
そ
れ
は
本
論
第

二
の
項

に
於

て
窺

ふ
た
檬

に
、
傳
統
的
な
る
感
情

的
な

る
集
團

と
み
ら
る

、

一
方

に
於

て
、
他
方
受
動

的
な

る
性
質
を
も

つ
と
み
ら
れ

て
ゆ
く
理
由
が
あ

る

の
で
あ
る
。
接
燭

の
密

り

つ

な
ら
ざ
る
第

一
次
部
分
集
團

の
あ
る
も

の
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
も
民
族

と
呼

ぶ
事

の
あ
る

の
は
接
燭

の
密
な

る
場
合

に
見

ら
れ

る

上
蓮

の
如
き
過
程
を
辿

つ
て

の
統

一
感
情

の
存
在
を
類
推
す
る
が
た
め
で
あ

る
。
本

來

の
意
味

に
於
け

る
民
族

な
る
名
構
は
接
濁

の
密

な
る
第

一
次
部
分
集
團

に
属

す
る
も

の
の
み

に
限
定
せ
ら
る

、
べ
き

で
あ
ら
う
。

こ

の
事
は
前

に
も
賜
れ

て
お
い
た
。

か
く

し
て
民
族

理
論

に
お
け

る
私

の
立
場
は
主
観

主
義

的
な

も

の
で
あ
り
、
し
か
も
特

に
所
謂
感
情
共
同
腿
読

の
そ
れ

に
薦

す

る
。

主
観
主
義

的
読

明
と
し

て
は
既

に
指
摘
し
た
様

に
、
そ

の
他

に
意
識
共

同
膿
読

が
あ
り
意
志
共
同
禮
詮

が
あ

る
。
私
は
こ

の

二
種
類

の
立
場
を
次

の
如
く

に
批
判

し
よ
う
と
す
る
。
先
づ
意
識
共

同
艘
論

は
種

々
な
る
客
観
的
事
實

に
つ
い
て
の
意
識

の
共

同

が
民
族

を
作
る
と
読

く
。
然

し
唯
軍

に
意
識
す
る

と
い
ふ
事

の
み
を

以
て
民
族

が
成
立
す
る
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
意
識

の
上

に

感
情
的
な
る
氣
組

が
参
加
し

て
く
る
巴

い
ふ
事

こ
そ
決
定
的
な
事
柄

で
あ
る
と
み
ね
ば
な

ら
ぬ
。
民
族
と

い
ふ
集

團

の
所
謂
客
観

的
擦
り
所
な
る
も

の
が
屡

々
任
意
的
且

り
選

揮
的
性

質
を
も

つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
實

は
、
意
識

の
共
同

の
み
を
以

て
し
て
は
民
族

の
本
質
徴
表
を
現
し
え
ぬ
道

理
を
讃
明
し

て

は

ゐ

な

い

か
。
第
二

に
意
志
共

同
龍
読

は
意
識
共
同
艦
読

に
比
す
れ
ば

正
鵠

に
近

い
。
然
し
民
族

の
中
核

は
あ
く
ま

で
も
感
情
共

同
鰐
た

る
瓢

に
存
す
る

の
で
あ

つ
て
、

こ
れ
が
意
志
共
同
艘

に
ま

で
獲
展

し
た

る

時

に
我

々
の
前

に
存
在
す
る
も

の
は
實

は
民
族

に
非
す

し

て
國
民
集
團

と
呼
ば
る

曳
も

の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
感
情

と
い
ひ
意
志

と

い
ふ
も
現
實

の
場
合

に
は
判
然
と
分
ち
難

い
も

の
が
あ
り
は
す

る
。
感
惰

の
申

に
意
志

的
な

る
も

の
が
そ

の
實

含
ま
れ

て
あ

る

民
族
及
國
民
の
本
質

=
一=



一
三

二

べ
く
、
叉
意
志

の
根
抵

に
感
情

が
動

い
て
ゐ
る

で
も
あ
ら
う
。
然

し
理
論
的

に
は
・そ

の
何

れ
が
よ
り
支
配
的

で
あ
る
か

に
從

ふ
て

見
分
け

て
ゆ
く
事

が
必
要

で
あ
る

で
あ
ら
う
。

こ

の
意
味

に
於

て
民
族
を
意
志
的
集

團

で
あ
る
と
み
る
立
場

に
與

し
得
な

い
。

四

進

ん

で
我

汝
は
民
族

か
ら
匿
別

せ
ら
れ
た
國
民

の
本
質
を
明
ら
か

に
す

べ
き
順
序

と
な

つ
た
。
さ
き

に
見
た
様

に
國
民

は
民
族

が
傅
統
的

、
感
情
的
、
受
動
的
集
團

で
あ
る

の
に
封
し

て
、
將
來
的
、
意
志
的
、
積

極
的
性
質

を
有
す

る
も

の
と
し
て
大
禮
匝
別

せ
ら
れ
る
。

か
く
匝
別

せ
ら
れ
た
國
民
集
團

の
本
質
徴
表
は
よ
り
精

密
に
は
ど
う
規

定
せ
ら
る

玉
べ
き
も

の
な

の
で
あ
ら
う
か
。

國
民
は
民
族
同
様

に
第

一
次
部
分
集

團
、
し
か
も
そ

の
接
隅

の
密
な
る
種
類

の
も

の
に
屡
す
る
。
國
民
な

る
集
團

の
上

に
臨
む

所

の
よ
り
包
括
的
統

一
的
な

る
集
團
は
存
し

て
ゐ
な

い
。

か

製
る
意
味

に
於

て
は
國
民
集

團
は
民
族
集
團
相

互

の
關
係

が
そ
う

で

あ

つ
た
様

に
、
統

一
的
積
極
的
秩
序

に
し

て
そ

の
間
を
規
制
す

る
も

の
な

き
姿

に
於

て
相

互

に
封
立
す
る
。
こ
れ

だ
け

の
事
情

に

つ
い
て
云
ふ
な
ら
ば
民
族

と
國
民
と

の
闇

に
は
匠
別

は
な

い
。
然

し

一
歩
を
進

め
で
注
目
す

る
な

ら
ば
等
し
く
接

燭

の
密
な
る
第

一
次
部
分
集
團

に
屡

し
な
が
ら
、

一
は
客
観
的

に
は
傳
統

の
中

に
擦
り
所
を
求

め
、
主
観
的

に
は
感
情

に
於

て
成

立
す

る
集

團
で

あ
り
、
之

に
反
し

て
他
は
同
様
客
観

的

に
は
課
題

叉
は
理
念

の
中

に
根
篠

が
あ
り
、
主
観
的

に
は
意
志

に
於

て
成
立
す
る
集
團

と

↓

て
封
立
ず

る
。

民
族

が

い
は

f
過
去

に
向

ふ
て
停
み

つ

、
あ

る
集

團

で
あ
る

の
に
封
し

て
國

民
は

ロ
ッ

フ

ェ
ン
ス
タ
ィ

ン
の
所

ロ

リ
リ

謂
成
り

つ

玉
あ
る
集
團

で
あ
り
、

ザ
ウ

エ
ル

の
云

ふ

「
方
向
、
目
的
」
集
團

で
あ

る
、
だ
が
然

し

一
方
を
し
て
過
去

に
向

ふ
集
團

互)Gas亡onRoffenstein,ZurSozio!ogiedesNationalismusunddernationalen

Parteien,Jahrbuchf血rSoziologie、ersterErganzungsband,1927,S.165・
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た

ら
し
め
他
方
を
し

て
將
來

に
向

ふ
所

の
課
題
的
集

團
た
ら
し
め
て
、
相
互

に
匝
別
せ
し
め
る
所
以

の
事
情

倣
如
何
な
る
も

の
な

の
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
事
情
は

一
に
國

民
集
團

に
於
け
る
意
志

が
そ

の
上

に
差
向
け
ら
れ

て
ゆ
ぐ
所

の
課
題

、
叉
は
理
念

の
内
容

を

明
ら
か

に
す
る
事

に
よ
つ
て
理
解

せ
ら
れ

て
來

る
。

私
は
國
民
集
團
を

し
て
か

」
る
も

の
た
ら
し
め

て
ゆ
く
所

の
客
観
的
徴
表

た
る
課
題
、
叉
は
理
念

は
次

の
二

つ
の
側
面

に
於

て

存

し
て
ゐ
る
と
考

へ
る
。

そ

の

一
は
内

面
的

で
あ
り

他
は
外
面
的

で
あ
る
。

内
面
的

に
内

に
向

ふ

て
立
せ
ら
れ
る
課
題
叉
は
理
念

と

い
ふ
の
は
、
國
民
集

團

に
圏
す

る
人

々
の
間

に
於
け
る
統

一
及
び
自
由
平
等

の
原
則

で
あ
り
、
外
面
的

に
外

に
向

ふ
て
立

せ
ら

れ
る
課
題
叉
は
理
念
と

い
ふ
の
は

こ
の
國
民
集
團

の
存

立
を
確
保
し
且

つ
振
充
し
よ
う
と
す

る
要
求

に
外
な

ら
な

い
。
國

民
集

團

の
概
念
は

こ
の
爾
側

面
に
於
け
る
課

題
叉
は
理
念
を
追

求
せ
ん
と
す
る
意
志

を
共
通

に
す

る
人

々
の
総
稻

と
し

て
成
立
す
る
と
考

ふ

べ
き
で
あ
る
。
然

し
こ
れ
だ
け
わ
事
を

記
し

て
筆

を
止
め
る
な

ら
ば
形
式

的
で
あ

る
と

の
誹
り
を
冤
れ
難

い
で
あ
ら
う
。

こ
の

蕪
を
詳

し
く
論
明
す

る
た
め
に
、
今

暫
く
以
上

に
述

べ
た
考
方
と
大
艦

の
方
向
を

一
に
す
る
と
思
は

る

」
二
三

の
學
者

の
見
解
を

窺

ふ
事

に
し
よ
う
。
私
自
ら

の
見
解
は

こ
れ
ら

の
學
者

の
所
設

に
よ

つ
て
訓

へ
ら
れ
、
そ
れ

に
つ

い
て
若

干

の
吟
味
批
判
を
加

ふ

る
事

に
よ

つ
て
成
立
し
た
も

の
に
外
な
ら
な

い
。

先
づ
内
面
的

理
念

に
つ
い
て
考

へ
る
。
こ

の
蕪

に
つ
い
て
最

も
有
力
な
る
示
唆
を
與

へ
つ

曳
あ
る
も

の
は
チ
イ
グ

レ
ル
の
研
究

で
あ
り
、
こ
れ

に
次

い
で
は

ヘ
ル
ツ
の
そ
れ

で
あ
ら
う
。
チ
イ
グ

レ
ル
は
國
民
な
る
概
念

は
何

よ
り
も
先
づ

「
持
績
的

に
し

て
枇

會

的
な
る
拘
束

性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
肚
會
秩
序

に
と

つ
て
、
そ

の
構
成
的
な
徴
表
を
な
す
所

の
合
法
性
表
象

と

い
ふ
あ

の

一

民
族
及
國
民
の
本
質

ニ
ニ
三



ご
二
四

般
的
な
場
合

の

一
つ
の
現
れ
L
と
し

て
取
扱

は
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
事
を
論

じ

つ

玉
次

の
檬

に
詮

明
す
る
。
佛
蘭
西
革
命

と
共

に
特
椹

階
級

の
前

に
よ
り
強
固
な

る
政
治
的
理
念
力
と
し
て
出
現
し
た
も

の
は

「
民
族
」

と

い
ふ
概
念

で
あ

つ
た
。
政
治

は
特
樺
階
級

の

た
め

に
な

さ
る

玉
べ
き

に
は
非
す
し
て
實

に

「
民
族
」

の
名

に
於

て
な
さ
る

玉
べ
き
事

が
主
張
さ
れ

た
。

こ
れ
を
以

て
し

て

「
民

族
」

と

い
ふ
概
念
は
政
治

的
支
配
を
妥

當

に
し
合
法
づ
け
る
所

の
理
念
た
る

に
到

つ
た
の
で
あ
る
。
然

し
佛
蘭
西
革

命

の
成
功

と

共

に
後

に
淺

さ
れ

た
も

の
は
何

で
あ

つ
た
か
。
成

功
以
前

に
於

て
は

「
民
族
」

と

い
ふ
理
念
は
特
椹
階
級

の
そ
れ

に
封
立
す
る
も

の
と
し

て
、
換
言
す
れ
ば

「
反
抗
」
理
念
と
し
て
そ

の
限
り

に
於

て
の
統

一
性
を
も

つ
て
は
ゐ
た
。
然
し
革

命

の
成
功

と
共

に
こ

の

「
反
抗
」

の
意
義

は
失
は
れ
た
。
新

し
き
拘
束
力

の
憺

ひ
手

と
し
て

「
民
族
」

と

い
ふ
理
念
は
政
治
舞
台

の
中

心
に
た

つ
に
到

つ
た
時

に

「
反
抗
」
理
念
と
し
て
あ

る
限
り

に
於

て
保
有
し

て
ゐ
た
統

一
性
を
失

ひ
、
代

つ
て
現
れ

た
も

の
は

こ
の

「
民
族
」

の

内
部

に
お
け
る

「
杜
會

的
分

化
」

で
あ
り

「
利
釜
と
椹
力
」
を
目
ざ
し

て
の
闘
争

に
お
け
る
相

互
封

立
に
外
な
ら
な
か

つ
た
。
反

抗
行
動

の
み

に
於

て
同
質
的

で
あ
り
得
た
も

の
が
反
抗

の
目
標
を
失
ふ
と
共

に
著
し
き
非
同
質
性
を
暴
露
す
る

に
到

つ
た
の
で
あ

る
。

こ

」
に
於

て
か
か
く

の
如
き
統

一
的
拘
束
力
を
失

ふ

に
到

つ
た

「
民
族
」

て
ふ
理
念

に
代

つ
て
薪
し
き
政
治

的
拘
束
力

の
憺

ひ
手

と
し

て
出
現
す

る

に
到

つ
た
も

の
こ
そ

「
國
民
」

て
ふ
理
念

に
外
な
ら
な

い
。
諸
他

の
國
家

な
り

民
族
な
り

に
封
す

る
外
交

上

の
立
場
を
有
利

に
導

い
て
ゆ
く
た
め

に
は
、
内

政
的

に
み

て
統

一
な
き
姿

に
あ
る

「
民
族
」

に
新

た
な

る
秩
序

と
統

一
を
與

ふ

O

る
事

が
最

も
張
く
要
求
せ
ら
れ
る
。

こ
の
要
求

に
慮
じ

て
出
現
し
た
る
も

の
が

「
國
民
」

と

い
ふ
理
念
に
他
な

ら
な

い
。

こ

の
時

以
後

「
國
民
」
概
念
は
國
家

政
治
從

つ
て
叉
こ
の
政
治

の
た
め

の
諸
機

關

の
存

立
な
り
活
動

な
り

を
要
當

づ
け
合
法
づ
け
て
ゆ
く



と
共

に
、

こ
の
國
内
部

に
お
け
る
諸
般

の
行
動
を
拘
束

づ
け

て
ゆ
く
所

の

「
拘
束
性
」
理
念
と
し
て
確

立
さ
れ

る
に
到

つ
た

の
で

あ
る
。
今

少
し
く
具
艦
的

に
い
ふ
な

ら
ば
、
こ

の

「
國

民
」
と

い
ふ
概

念

に
於

て

「
新

國
家

に
封
す
る
大
衆

の
同
意
」

が
現
れ

て

ゐ
る
の
で
あ
ρ
、
こ

の
薪
し
き

「
支
配
を
基
礎
づ
け
る
と
共

に
こ
の
支
配

の
最
後

の
目
標

で
も
あ
る
所

の
政
治
的
現
象
統

一
」

が

現
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
る

一
面
、
他
方

に
於
て
は

こ

の
概
念

に
ょ

つ
て

「
肚
會
的
行
動

が

一
定

の
道
向

に
差
向
」

け
ら
れ

「
統

一
的

ハ

行
動

が
喚
起
」

せ
ら
れ

て
く
る

の
で
あ
る
。
右

に
そ

の
大
要
を
紹

介
し
た
如

き
チ
ィ
グ

レ
ル
の
見

解
が
我

々
の
研
究

に
與

へ
た
有

力
な
示
唆

は
何

よ
り
も
先
づ
國
民

て
ふ
概
念
が
政
治
的
行
動

の
目
標

で
あ

り
、
杜
會

的
活
動

の
蹄
趨
す

る
所

で
も
あ
る
事
を
明
ら

か

に
し
た
黙

に
存

し

て
ゐ
る
。
國
民
と

い
ふ
概
念

が
敬
治
的
支
配
を
合
法

づ
け

て
ゆ
く
理
念
力

、
卑
し
く
も
政
治
的
支
配

に
し
て

み
ら
る

」
限
り

標
準
を

そ
こ
に
お
い
て
ゆ
く

べ
き
理
念
と
し

て
眺
め
ら
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
事
は
、
と
り
も
な

ほ
さ
す
國
民
概

念
が

一
の
政
治
的
意
義

に
お
け

る
課
題
性
を
有
す

る
事
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
し
、
叉

こ

の
國
民

の
概
念

が

一
般
的

な
肚
會
的
活
動

の
規
制
原
則

で
あ
る
と
見
傲
さ
う
と
し
た

の
も
矢
張
り
こ
の
概
念

の
も

つ
課
題
的
な
性
質

を
指
摘

せ
ん

と
し
た
も

の
で
あ
る
と
理
解

し

て
い

瓦
で
あ

ら
う
。
若
し
そ

う
理
解
す
る
事
が
許

さ
れ

る
な
ら
ば

、
チ
ィ
グ

レ
ル
の
可
成

り
難
解

で
あ
る
か

に
見
ゆ
る
所
読
は
結

局

に
於

て
國
民

と
い
ふ
概
念

の
も

つ
課
題
的
な
性
質
を
明
ら
か

に
し
よ
う

と
し
た
も

の
で
あ
る
と
要
約
す
る

事

が
出
來
よ
う
。

だ
が
然
し

こ
の
所
読

は
課
題
性
た
る
所

以

の
も

の
を
そ

の

一
面
即
ち
内

面

の
み
に
つ
い
て
指

摘
し
た

に
止

つ
て

ゐ
る
事
、
從

つ
て
國

民
概
念

の
本
質
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
な
ほ
他

の

一
面
即
ち
外
面

に
於
け

る
課
題
性
が
顧

み
ら
れ
な
け

れ
ば

な
ら
ぬ
事
を
我

々
は
忘
却
す

べ
き

で
は
な

い
。
次

に
内
面
的

課
題

に
關

し
て

ヘ
ル
ツ
を
窺

ふ
て
み
よ
う
。

彼

に
從

へ
ば
國
民

民
族
及
國
民
の
本
質

一
三
五
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一
三
六

と

い
ふ
の
は

「
世
界
観
的
な
も

の
で
は
な

い
が
國
民
成

立

の
中

に
釜

々
明
ら
か
に
な

つ
て
ゆ
く
所

の
理
念

^
即
ち
國
民
的
入
格

と

い
ふ
理
念
」
を
逐

ふ
て

「
努
力
す
る
全

民
族
」

の
謂

に
他
な
ら
す

、
こ
の
意
味

に
於

て
は

「
合

理
的
國
家

と
傳
統

的
民
族

と

の
結

合
」

の
上

に
成

立
す

る
所

の

「
固
有
な

る
感
情
共

同
艦
」

を
こ
そ
意

味
す

る
。
而
し

て
こ

玉
に

い
ふ
國
民
的
人
格

と

い
ふ
理
念

の

具
燈
的
内
容

を
な
す
も

の
は
第

一
に
は
統

一
、
第

二
に
自
由
、.
第

三
に
特

殊
性

、
第

四

に
要
當

で
あ
る
。
統

一
と
い
ふ
の
は
外
的

に
も
内
的

に
も
で
あ
り
且

つ
叉
濁
り
國
家
生
活

に
お
け
る
そ
れ

の
み
な
ら
す
精
聯
的
生
活

の
そ
れ
を
も
意
味

し
て
ゐ
る
が
、
歴
史

的

に
は
先

づ
外

に
向

ふ

て
の
統

一
の
理
念

が
現
れ
内
面
的
統

一
の
そ
れ

が
こ
れ

に
次

い
で
出

現
し
た

と

い
ふ
。

叉
自
由

と

い
ふ

の

ば
當
初
は
宗
教

的
自
由
を
、
後

に
は
民
主
的
就
會

的
自
由

、
更

に
こ
れ

に
つ
い
で
文
化
的
経
濟
的
自
由

と
し

て
要
請

せ
ら
れ
る

と

い
ふ
順
序
を

と
る
。
更

に
叉
特
殊
性

と
い
ふ
の
は
文
化

の
そ
れ

で
あ
り
、
そ
れ
も
軍

に
他

の
丈

化
系
統

か
ら

の
軍
な

る
猫

立
の
み

で
な
し

に
進

ん
で
は

「
敢

て
異
な

つ
た
も

の
で
あ
ら
う
と
す
る
」
所
ま

で
目
ざ

」
れ

て
ゆ
く

理
念

で
あ
る
。
最
後

に
要
當

と

い
ふ

め

は

「
文
化
、
経

濟
、
政
治
、
個

人
的
交

通
」

の
全
面

に
わ
た

つ
て

「
愛
當

、
承
認
、
名
聲

、
椹
威
」
を
獲

得
せ
ん
と
す

る
事
を
意

味

し

て
ゐ
る
。
こ
の
四

理
念

が
相

互

に
如
何
な
る
關
係

に
た

つ
か

に
つ
い
て
の

ヘ
ル
ツ
の
解

輝

に
つ
い
て
は
後

に
燭
れ
る
と
し
で

暫

く
措

き
、
こ
の

ヘ
ル
ツ
の
見
解

中
内
面
的
課
題
を
論
じ

つ
」
あ
る
今

の
場
合

、
顧

み

る
事
を
要
す

る
も

の
は
そ

の
申
統

一
に
つ

い
て
の
所
論

の
申
内
面
的
統

一
を
論

じ
た

る
部
分
及
び
自
由

の
そ
れ

で
あ
ら
う
。

こ

曳
に
意

味
せ
ら
れ

つ

玉
あ

る
内
面
的
統

一
は

さ
き

に
チ
ィ
グ

レ
ル
の
場
合

に
つ
い
て
み
た
様

に
暫
く
他

の
國
民
集

團
と

の
封
立
關
係
を
は
な
れ

て
み

て
も
、
即
ち
問
題
を
全
く

内
面
的

に
隈

つ
て
考
察
す

る
と
し

て
も
、
そ

こ

に
現
實

に
存
在
す

る
も

の
は
各
種
集

團

の
様

々
な
る
封

立

で
あ
る
厨

か
ら
し

て
そ

4)Hertz,ZurSoz. USW. S.Igf,



れ

む
各
種
集

團

の
館
趨
す

べ
き
標
準

を
現
し

つ

、
あ
る
も

の
と
解
す

べ
き

で
あ

ら
う
し
、
又

ヘ
ル
ツ
に
お
け

る
自
由

の
理
念
も
こ

の
蹄
趨
瓢
か

ら
見

て
各
人

は
生
活

の
全

面
に
わ
た

つ
て
自
由

で
あ

る

べ
き
事

、
從

つ
て
叉
こ

の
自
由

の
享
有
を
外
面

的
に
眺

め
る

な
ら
ば
各
人

は
平
等

で
あ
る

べ
き
事
を
意
味
し

つ

曳
あ
る
も

の
と
考

ふ

べ
き

で
あ
ら
う
。

か
く

し
て
我

々
は

チ
イ
グ

レ
ル
及
び

ヘ

ル
ツ
の
見
解
を

参
酌

し

つ

玉
、
國
民
集
團
を
し
て
か

」
る

も

の
た

ら

し

め

る

所
以

の
も

の

」
客
観
的
な
る
根
擦

の

一
を
な
す
所

の
内

面
的

課
題
と
は
、
個

人
及
び
集
團

の
分
岐
封
立
を
超

え
た
統

一
の
實

現
並
び
に
個
人
及
び
集

團

の
自
由

及
び
準
等

の
獲

得
と

い
ふ
事
忙
外
な
ら
な

い
と
考

ふ
る
事
が
出
來

る
で
あ
ら
う
。
勿
論
統

一
と
い
ひ
自

由
平
等

と

い
つ
て
も
あ
く
ま

で
理
念
的

に
そ
う

い
ふ
も

の
が
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
に
止
ま
る

の
で
あ

つ
て
、
現
實

に
存
在

す
る
も

の
が
依
然

と
し

て
個
人
な
り
集
團
な
り

の

利
害
封

立

で
あ
り
、
様

々
な
程
度

で
の
不
自
由
不
平
等

で
あ
る
と

い
ふ
事
は
論
す

る
ま

で
も
な

い
。
然

し
問
題
は
か

玉
る
利
害
封

立

を
超

へ
か

、
る
不
自
由
不
平
等
な
き
姿

の
も

の
が

理
念
と
し

て
定

立
せ
ら
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
事

で
あ

る
。

か

玉
る
理
念

の
定
立

を
拒
む

も

の
に
と

つ
て
は
勿
論
國
民
な
る
理
念
は
そ

の

一
牛

に
於

て
存
し
な

い
事
と
な
る
と

い
ふ

の
外
は
な

い
。
叉

理
念
た
る
か

」
る
性
質
を
没
却
す
る
も

の
は
屡

々
國
民
集
團
を
現
實

的
存

在
と
し

て
考

へ
、

か

」
る
立
場
か
ら
例

へ
ば
國

民
と
階
級

と
の
關
係

を
規
定
し
よ
う
と
す
る

が
、

こ
れ
は
問
題
設
定
を
全
く
誤

つ
た
も

の
で
あ
る
と
考

ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。
今

は
然

し
煩
雑
を
お
そ
れ

て
こ
の
黙

に
立
入
る
事
を
遜
け

た

い
。

次

に
外
面
的
課
題

に
つ
い
て
考

へ
て
み
よ
う
。

こ
の
黙

の
考
案

に
於

て
最
も
優
れ
た
る
見
解
を
獲

表

せ
ら
れ

た
る
學
者
は
高
田

博

士

で
あ
り
、

こ
れ

に
次

い
で
は

ヘ
ル
ツ

で
あ

リ

フ
イ
ヤ
カ

ン
ト
で
あ
ら
う
。

高

田
博
士
は
次

の
如
く

に
読

か
れ
る
。

「
民
族

に

民
族
及
國
民
の
本
質

一
三
七



周
三
八

は
民
族
と
し

て
の
意
識
即
ち
民
族
意
識

が
あ

る
。

こ
れ
が
漠
然

た
る
共
屡
感
情

と
し

て
の
段
階

か
ら
明
白
な
る
意
識

に
ま

で
高

ま

り

、
集
團
的
自
我
と
し

て
の
民
族

が
自

己
の
掻

充
を
要
求
す
る

に
至
る
。

こ

の
と
き
、
民
族

は
集
團
的
意

志

の
主
膿

と
な
り
、
此

意

志

に
從

つ
て
自

己
の
統

一
と
共

に
外
部

へ
の
獲

展
を
求

め
る
。
か

」
る
努

力

の
内
容

は

つ
ね
に
民
族
と
し

て
の
勢
力
意
志

の
充

足

で
あ
る
。

…
…
此
勢

力
意

志

に
よ

つ
て
動

か
さ
る

、
と
き
に
、

い
は

穿
民
族

は
此
意

志
の
内
容

を

一
の
理
想

と
し

て
打
ち
た

て

る
。
此
理
想

の
内
容

は
、
多
く
は
政
治
的
経
濟
的
な
る
要
求
、
即

ち
外
部
的
要
求
で
あ

る
が
、
ま

た
多
く

の
場
合
、
そ

の
上

に
自

國
交

化

の
普
及
、
獲
達
と

い
ふ
が
如
き

内
部
的
要
求
を
含
む
。
要
す
る

に
、
近
代

民
族

の
特
徴
と
し

て
見

る

べ
き
も

の
は
、
即
ち

以
前

の
民
族

か
ち
こ
れ

を
匝
別
す
る
も

の
は
、
理
想
を
打
た

て

」
之

を
追
求
す

る
こ
と
で
あ
り
、
而

も
此
理
想

の
追
求
は
勢
力
意

志

の
充
足
を
意
昧
す
る
。
故

に
民
族

が
勢
力
意
志
を
中

心
と
し

て
、
能
動
性
を
も

つ
と
こ
ろ
に
、
近
代
民
族

が
成

立
す

る
と
い
ふ

の

べ
き

で
あ
ら
う
。
L
高

田
博
士

は
こ
の
見
地
か
ら
さ
き

に
引
用
し
た
如

き

ヘ
ル
ツ
の
見
解

を
批
判

し
よ
う
と

せ
ら
れ
、
ヘ
ル
ツ
の

い

ふ
所

の
國
民

の
四
理
念

の
中
第

一
の
も

の
、
即
ち
統

一
の
理
念

は

「
勢
力
要
求
」

に
附

随
す

る
所

の

「
派
生
的
な

る
目
標
」

で
あ

る
、
蓋

し

「
民
族

に
含

ま
る

」
共
属

の
意
識

が
統

一
を
求
む

る
許
り

で
は
な

い
。
外
部

に
封
し

て
民
族

の
勢
力
を
は
る
爲

に
は
、

の

統

一
が
何

よ
り
も
必
要
な
る
先
行
條

件

で
あ
る
L

か
ら
で
あ
る
。
又

ヘ
ル
ツ

に
お
け
る
第
三

の
理
念
た
る
特

殊
性

の
そ
れ
も
叉
同

じ
く
派
生
的
な

る
目
標

と
み
な
す

べ
き

で
あ
る
、
蓋

し

「
統

一
の
要
求
は
民
族

の
文
化

の
固
有
性
を
高

調
し
、
保

持
し
よ
う
と
す

わ

る
要
求
を

生
む
」

か
ら
で
あ

る
。
更

に
叉
第

二
の
理
念

と
し

て
暴
げ

ら
れ
た
自

由

の
そ
れ

に

つ
い
て
は
、
果
し

て
そ
れ

が

「
近
代

民
族

の
特
徴

と
見
ら
る

べ
き
で
あ

ら
う
か
」

と
疑
は
れ

「
民
族

の
理
念
追
求

が
或

る
程
度

を
こ
え
た
る
場
合

を
見

よ
。
即

ち
狭
義

5)
6)

7)

高 田保 馬,民 族 の 問題,

同 上,26置 頁o

同 上,261頁o

249-50頁o



の
民
族
主
義

に
あ

つ
て
は
、
個

人

の
自
由
は
塵
迫

せ
ら
れ

、
他

の
民
族

に
封
し

て
は
民
族
自
決

の
範

團
を

こ
え

て
、
そ
れ

の
征
服

む

を

す
ら
求

め
る
」

と

い
ふ
事

を
指
摘

し
て
ゐ
る
。
私
は

こ
の
上
述

の
如
き
高
田
博

士

の
見
解

に
關

し
て
は
國
民
集
團

の
外
部

に
向

ふ
て
の
課
題

に
關
す
る
限
り
悉
く
こ
れ

に
左
坦
す
る
立
場
に
た

つ
。
然

し

ヘ
ル
ツ
を
批
判

せ
ら
れ

つ

玉
統

一
、
自
由

、
特
殊
性

の

三
理
念
を

、
或

は
勢
力
意
慾
と

い
ふ
理
念

の
下
に
附
随
せ
し
め
叉
は
取
除

か
う

と
す

る
勲
に
關
し

て
は
若

干

の
疑
義

を
有
す

る
。

な
る
ほ
ど

ヘ
ル
ツ
の

い
ふ
特

殊
性

の
理
念

と

い
ふ
の
は
文
化

に
お
け
る
猫
立
存

在
、
及
び
進

ん
で
は

「
他

の
も

の
で
あ

ら
う
と
す

る
」
意
慾
を
意

味
す
る
も

の
と

ヘ
ル
ツ
自

ら
が
説

明
す
る
限
り
、

こ
の
理
念

は
勢

力
意
慾

に
附
随

す
る
も

の
又
は
勢
力
意
慾

の
具

髄
的
な

る

一
つ
の
現
れ
と
し

て
理
解
す

る
事
が
出

來
る
。
こ

の
黙

に
つ
い
て
は
高

田
博
士

の
読

か
る

、
所

に
私
も
叉
從

ふ
。
然

し

統

一
及
び
自

由

の
理
念

に
つ
い
て
は
私
は
次

の
様

に
考

へ
て
み
た

い
。
統

一
は
外

に
た
ち
向

ふ
た
め

に
要
求
せ
ら
れ

る
と
み
ら
れ

う
る

一
面

が
あ
る
と
共

に
、
内

に
存

す
る
所

の
各
種

の
利
害
封

立

の
超
克
と
し

て
み
ら
る

玉
他
面

が
存
在

し

て
ゐ
よ
う
。

こ
の
中

後

者
は
外

に
封
す
る
關
係

か
ら
要
求
せ
ら
れ

て
く
る
と
あ
く
ま

で
み
ら
れ
う
る

で
あ
ら
う

が
、
然

し
こ

の
外

に
封
す

る
關
係
か
ら

全
く
離
れ

て
も
現
實

に
存
在
す
る
利
害

の
封

立

の
申
か

ら
自

ら
要
求
さ
れ
出
し

て
く
る
と
考

ふ
べ
き

で
は
な

い
で
あ

ら
う

か
。
外

か
ら

の
關
係

に
よ

つ
、て
要
求

せ
ら
れ
る
統

一
は

い
は

穿
外
部
的
張
制
的
な

る
統

一
で
あ
る

で
あ
ら
う
が
、
こ
れ

に
封
し

て
内
部
的

へ

に
自

ら
湧

出
し
て
く
る

い
は

f
内
部
的
必
然
的
な

る
統

一
が
考

へ
ら
れ
な

い
で
あ

ら
う
か
。
内

面
的

に
個
人

の
叉
集

團

の
利
害
が

野

立
分
岐

し
て
極
ま

る
所

が
な

い
場
合

、
外

に
封
す

る
關
係
か
ら
し

て
統

一
が
要
求

さ
れ
る

の
み
で
な

し
に
、
か

玉
る
關
聯
を
は

な
れ

て
も
即
ち
自

ら

の
み

の
範

幽
を
考
慮
す

る
と
し
て
も

そ
こ
に
統

一
が
希

求
さ
れ

て
來
は
し
な

い
か
。
若

し
か
く
考

ふ
る
事

が

民
族
及
國
民
の
本
質

コ
ニ
九

上,265頁 。8)同



一
四
〇

詐

さ
れ
る
な
ら
ば
、
外
か
ら
促

さ
れ

て
の
統

一
は
な
る
ほ
ど
勢
力
意
慾
か
ら
派
生

せ
ら
れ
た
も

の
に
は
違

ひ
な

い
が
、
内

か
ら
自

ら
獲
す

る
統

一
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
自
艦
猫

立
な

る

一
理
念
を
な
し

て
ゐ
る
と
み
な
す

べ
き
も

の
と
考

へ
ら
れ

る
。
叉
自

由

の
理

念

に
つ
い
て
も
そ

の
中
外
部
か
ら

の
自
由

は
結

局
特
殊
性

へ
の
要
求

の
先
行
條
件
を
な
す
も

の
と

い
ふ
意
味

に
於

て
、
や
が
て
は

勢
力
意

慾
の
下

に
た

つ
派
生
的
理
念

と
し

て
み
ら
る

」
べ
き
も

の
で
あ
ら

う
が
、
内

に
あ

つ
て
理
念
的

に
追
求
せ
ら
れ

る
自
由

は

理
念

と
し
て
は
外

に
向

ふ
勢
力
意
慾

か
ら
猫
立
な

る
存
在

で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ら
う
。
な
る
ほ
ど
現
實

に
お
け

る
國
民

の
勢
力
意

慾

の
活
動

の
旺
盛
な

る
、
屡

々
こ
の
内

面
的
な

る
自
由
平
等

の
理
念
を
墜
役
し

て
ゐ
る
場
合

が
見

ら
れ
な
く
は

な

い
。
然
し
そ
れ
は
勢
力
意
慾

が

一
方
的

に
押
し
進
め
ら
れ
た
る
事
態

、
換
言
す
れ

ば
所
謂
狭
義

に
お
け
る
民
族
主
義

が
活
躍
す

る
場

合
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
り
、
自
由
平
等

の
理
念

の
現
實

的
希

求
が
暫
く
措
外

せ
ら
れ
た
事
を

示
す

も

の
で
は
あ

つ
て
も
、

こ

の
故

に
自
由

平
等

の
理
念
が
理
念

と
し
て
も

つ
性
質
が
存
在

せ
す

に
な

つ
た
事
を
意
味
し

て
は
ゐ
な

い
筈

で
あ
る
。
逆

に
い
つ

て
外

に
向

ふ
て
の
勢
力
意
慾

の
充
足
は
、
内

に
お
け

る
自

由
年
等
理
念

の
實
現

の
た
め

の
先
行
條
件
を
な

し
て
ゐ
る
と
も
見
ら
れ

る

一
面
が
存
在

し
て
ゐ
よ
う
。
更

に
叉
高

田
博
士

に
よ

つ
て
そ

の
難
黙
と
し

て
指
摘

せ
ら
れ
た
黙
は

ヘ
ル
ツ
自
ら
意

識
し

て
ゐ
た

も

の

」
如
く

に
見
ら
れ
る
し
、

こ
の
黙

に
つ

い
て
の

ヘ
ル
ツ

の
叙
述
は
根
本
的

に
は
高

田
博
士

の
見
解

に
極
め
て
近

い
も

の
が
あ

る
事
を
示
し
て
ゐ
る
様

で
あ
る
。
即
ち

ヘ
ル
ツ
は
四

つ
の
理
念
を
墨

げ
た
後

に
、
そ

の
中
嘗

て
最

も
基
本

的
な
も

の
で
あ

つ
た

の

は
統

一
の
理
念

で
あ

つ
た

が
今
は
第
四

の
愛
當

の
理
念

こ
そ
決

定
的
な
も

の
で
あ

る
と
し

て
、
そ

の
理
由
を
次

の
如
く

に
述

べ
て

ゐ
る
。
「
國
民

の
統

一
と
自
由
と

へ
の
希
求

は
殆

ん
ど
全
く
要
當

へ
の
努
力

で
あ
る
と

い
ふ
事

は
明
ら
か

で
あ

る
。
何
故

に
分
裂
せ



る
且

つ
墜
迫

せ
ら
れ
た

る
諸
民
族
は
統

一
と
自
由

と
を
狙

ふ
か
。
主
と
し

て
自

ら

の
状
態
を
蔑

む

べ
き
も

の
、
自

ら
の
中

に
藏
す

る

生
産
力

の
障
凝

と
し

て
感
受
す
る
か
ら

で
あ
り
而

し

て
叉
統

一
と
自
由

と
は
彼
等
に
世
界

に
於
け
る
政
治
的
、
経
濟
的
、
精

紳

的

に
よ
り
高

き
聲

望
を
約
束
す

る
と
期
待
す

る
か
ら
で
あ

る
。

ル
ッ
ソ
ウ
が
始
め

て
彊
調
し
た
所

の
國
民
的
特
殊
性

と
い
ふ
理
想

は
本
來
は
唯
統

一
及
び
自
由

の
努
力
を
文
化
的
領

域

に
移

し
た
る
も

の
に
す
ぎ
な

い
。
L

こ

の

ヘ
ル
ツ
の
解
羅

は
自

ら
認
め

つ

義

あ
る
内
面
的
課
題

の
猫
立
性
を
再

び
自

ら
奪

ひ

つ
玉
あ

る
も

の
に
他
な

ら
な

い
。
我

々
は
外
面

的
課
題
と
共

に
内
面
的
課
題
を
同

等

に
注
目
し
な
け

れ

ば

な

ら

な

い
の
で
あ
る
。
こ

の
外
面
的

課
題
を
明
ら
か
に
し
た
る
今

一
人

の
學
者
は

フ
イ
ヤ
カ

ン
ト

で
あ

る
。
彼
は

「
國
民

の
内
容

に
と

つ
て
本
質
的
な
る
も

の
は
共

同

の
文
化
即
ち
國
民
的
様
式

及
び
そ

の
精
帥

的
所
産

の
う
ち

に
藏

せ

ら

る

玉
精
帥
的
債
値

並
び
に
そ

の
歴
史

(
そ

の
内
容

は
從

つ
て
屡

々
多
少

に
ま
れ
意
識
的

に
誤

ら
れ

る
)

に
つ
い
て
の
誇
り

で
あ

り
而

し
て
叉
か

玉
る
文
化
を
培

ひ
、
主
張
し
且

つ
安
當

せ
し
め
ん
と
す
る
意

志
で
あ

る
。
」
と
読
き

「
政
治

的
樺
力
意
志
」
と
は
異

勒

な
所

の

「
國
民
的
椹
力
意

志
」
な

る
言
葉
を
用

ひ
つ

」
あ

る
。

こ

の
フ
ィ

ヤ
カ

ン
ト

の
解
繹
は

一
見
し

て
明
ら
か
で
あ
る
様

に
國

民

の
本
質
を
な
す
所

の
も

の
を
文
化
的
領
域

に
限
定
し
て
考

へ
よ
う

と
し
た
瓢

に
難
鮎
を
も

つ
の
み

で
な

し
に
、
内
面
的
な
る
理

念
を
顧
み
な
か

つ
た
黙

に
於

て
も
,
批

判
さ
る

瓦
ぺ
き
も

の
を
も

つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
が
出
來

る
で
あ
ら
う
。

以
上
有
力
な
る
三

學
者

に
つ
い
て
訓

へ
ら
る

玉
所
を
記
し
來

つ
た

が
、
そ

の
結

果
と
し

て
我

々
は
國
民
を
し

て
國
民
た
ら
し
め
る
外
面
的
課
題
を
経

濟
、
文
化
そ

の
他
全
面

に
わ
た

つ
て
國

民
的
存
立
を
外

に
向

ふ
て
確
保
す

る
の
み
な

ら
す
援
大
し
よ
う
と
す

る
瓢

,
高

田
博

士

の

所

謂
勢
力
意
慾

の
充

足

に
あ
る
も

の
と
見

て
ゆ
く
事

が
出
來
る

で
あ
ら
う
。

民
族
及
國
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一
四

二

國

民
と

い
ふ
概
念

は
以
上
述

べ
來

つ
た
如
き
内
容

を
有
す
る
所

の
、
内
面
的
及
び
外
面
的

課
題

の
追
求
を
共

同

に
す

る
人

汝
の

集

團
と
し
て
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
。
内
面
的
統

一
と
自
由

李
等

、
外
面
的
存
立

と
損
大
と

い
ふ
理
念

叉
は
課
題
を
目
ざ
す

所

の恥

「
協
働

と
し

て
の
結
合
」
こ
そ
國
民

の
概
念
を
現
し

て
ゐ
る
。

こ
の
意
味

に
於

て
國
民
集

團
は

ヘ
ル
ツ
が
恐
ら
く
誤

つ
て
記
し
た

で
あ

ら
う
様

に

「
感
情
共

同
艘
」

た
る
も
の
で
は
な
く
し

て
あ
く
ま

で
意

志
共

同
膿

た
る
も

の
で
あ
る
。

な
ほ
此
稿

を
終

へ
る
に
先
立

つ
て
附

記
す

べ
き
事

が
あ

る
。
上
述

の
如
く
紅
理
解

せ
ら
れ

た
國
民
集

團
は
國
家

と
結

び
つ

い
て

の
み
考

へ
ら
れ
得
る
か
と

い
ふ
問
題

に
關
し

て

穿
あ

る
。
昌
彗
δ
昌

の
課

語
と
し

て
日
本
語

「
國
民
」
と

い
ふ
文
字

の
中

に
含
ま
れ

た

「
國
」

と

い
ふ
文
字

に
注

目
す

る
な

ら
ば
、

こ
の
問
題

は
あ
く
ま

で
肯
定
的

に
答

へ
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
檬

に
思
は
れ
る
。
國

民

と
あ
る
以
上

國
家

と
の
關
聯

を
は
な
れ

て
考

へ
得

ぺ
き

で
な

い
と
思
は
れ

る
。
然
し

こ

の
黙

に
つ
い
て
私

は
次

の
様

に
理
解

し
た

い
。
國
民
と
呼

ば
れ

る
集
團

が
そ
れ

に
と

つ
て
本
質
的
な
上
述

の
如

き
課
題
を
果

し
て
ゆ
く
た
め

に
は
現
實

と
し

て
は
國
家
を
嵌

い
て
は
な
さ
れ

え
な

い
。
然

し
こ
の
課
題
を
目
ざ

し
て
ゆ
く
と

い
ふ

一
窯

に
重
黙
を

お

い
て
國
民
概
念
を
規
定
し

て
ゆ
く

べ
き

で

あ

つ
て
、
例

へ
ば
現

に
國
家
を
有

せ
ざ
る
も
か

」
る
課
題

へ
の
追

求
を
共
同

に
す
る
事

挺
よ
つ
て
結
束

し

つ
曳
あ
る
集
團

に
封
し

て
も
、
叉
國
民
な
る
名
構
を

(
民
族
な
る
名
構
を

で
は
な
く
)
與

ふ
べ
き

で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。
從

つ
て
國
家

を
為

つ
と
否

と

は

い
は

穿
現
實
的

政
策

の
問
題

で
あ

つ
て
本
質
的

一
義

的
な
る
問
題

で
は
な

い
と
考

ふ
べ
き

で
あ
ら
う
。

こ

の
瓢
高
田
博
士
が
國

民

な
る
語
を
避
け

て
近
代
民
族
な

る
言
葉
を
用

ひ
ら
れ

、
チ
ィ
グ

レ
ル
及

び

ヘ
ル
ツ
が

傷
δ

目
。
曾
H器

ス
豊

。
昌

と

い
ふ
表

現
を

く
。
涛

及

び
こ
れ
と
同
意
義

に
用

ぴ
ら
れ
た
る
場
合

の
軍
な

る

Z
註

。
旨

か
ら
匠
別
し

て
使

用
し

つ

玉
あ
る
の
は
訓

ふ
る
所
が
多
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