
3　　　序

序

　

わ
た
く
し
は
、
曽か

つ
て
昭
和
二
二
年
に
『
近
代
日
本
の
形
成
』
と
い
う
書
物
を
ま
と
め
た
。
こ
れ
は
、

幕
末
か
ら
明
治
二
三
年
の
帝
国
議
会
開
設
に
い
た
る
ま
で
の
わ
が
国
外
交
・
内
政
の
概
観
を
試
み
た
も
の

で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
そ
の
序
に
記
し
た
よ
う
に
、
や
が
て
続
篇
を
書
き
、
そ
れ
以
後
の
時
期
に
つ
い
て

も
同
様
の
試
み
を
す
る
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
仕
事
の
関
係
な
ど
で
容
易
に
着
手
で
き

な
い
ま
ま
で
い
つ
か
時
を
経
る
中
に
、
右
の
書
物
自
体
に
甚
だ
あ
き
た
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
を

書
き
改
め
た
上
で
続
巻
を
書
く
こ
と
に
計
画
を
変
え
、
そ
の
改
訂
し
た
も
の
を
『
近
代
日
本
政
治
史
Ⅰ
』

［
本
書
『
明
治
政
治
史（
上
）』
の
こ
と
］と
し
て
こ
の
た
び
公
刊
す
る
こ
と
に
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
第
一

巻
で
取
扱
っ
た
時
期
は
、
旧
著
と
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
幕
末
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
は
、
明
治
維
新
以

後
の
そ
れ
を
解
明
す
る
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
点
も
旧
著

と
同
様
で
あ
る
。

　

前
著
を
刊
行
し
て
一
五
年
を
経
た
の
ち
、
こ
れ
を
全
く
書
き
改
め
る
に
際
し
て
も
通
史
を
書
く
こ
と
の

む
ず
か
し
さ
を
改
め
て
痛
感
せ
ざ
る
を
え
ず
、
み
ず
か
ら
省
み
て
意
に
み
た
な
い
点
、
思
う
に
委
せ
な
か
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っ
た
点
も
依
然
ま
こ
と
に
少
く
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
著
書
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
将
来
さ
ら
に
補

訂
し
、
み
ず
か
ら
の
学
問
的
成
長
と
と
も
に
こ
の
書
物
を
成
長
さ
せ
た
い
と
い
う
の
が
、
筆
を
擱お

く
に
あ

た
っ
て
の
率
直
か
つ
切
実
な
気
持
で
あ
る
。

　

旧
著
公
刊
後
、
わ
が
国
近
代
政
治
史
の
研
究
は
学
界
に
お
い
て
一
段
と
活
潑
に
な
り
、
特
定
の
題
目
に

つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
研
究
は
そ
の
数
を
加
え
て
来
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
近
代
政
治
史
全
体
の
概
観
を
試

み
た
書
物
は
現
在
も
な
お
き
わ
め
て
乏
し
い
。
そ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
こ
の
小
著
が
若
干
の
存
在

理
由
を
も
ち
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
大
き
な
幸
せ
で
あ
る
。

昭
和
三
七
年
一
〇
月

岡　

義　

武
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第
一
章　

序
論
＝
江
戸
封
建
体
制
と
そ
の
瓦
解

第
一
節　

体
制
の
構
造
と
内
部
的
矛
盾
の
発
展

　

江
戸
幕
府
下
の
わ
が
国
は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
身
分
的
秩
序
に
よ
っ
て
き
び
し
く
規
律
さ
れ
た
封
建
社

会
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
支
配
層
た
る
武
士
層
に
つ
い
て
み
る
と
、
将
軍
家
を
尖
端
に
い
た
だ
き
、
そ
の

下
に
諸
侯
が
家
格
に
応
じ
て
細
く
差
等
づ
け
ら
れ
て
服
属
し
て
い
た
。
ま
た
、
将
軍
家
お
よ
び
諸
侯
の
下

に
は
そ
の
家
臣
が
同
じ
く
家
格
に
応
じ
て
上
下
・
尊
卑
の
階
層
に
分
れ
て
従
属
し
て
い
た
。

　

幕
府
は
朝
廷
か
ら
国
政
を
委
任
さ
れ
た
と
い
う
建
前
に
立
ち
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
判
断
に
も
と
づ
い
て

政
治
の
運
営
に
あ
た
っ
た
。「
大
政
御
委
任
」
の
こ
の
建
前
は
文
書
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
て
、

そ
れ
は
歴
史
的
慣
行
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
幕
末
に
入
っ
て
初
め
て
、
当
時
の
政
治
状
況
と
の

関
係
か
ら
そ
の
こ
と
が
文
書
の
中
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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従
っ
て
、
朝
廷
は
幕
末
以
前
に
お
い
て
は
全
く
無
力
で
あ
っ
た
。
朝
廷
に
対
す
る
幕
府
の
地
位
は
圧
倒

的
に
強
大
で
あ
り
、
天
皇
の
譲
位
、
即
位
、
立
太
子
な
ど
も
朝
廷
み
ず
か
ら
決
定
す
る
わ
け
に
い
か
ず
、

幕
府
の
意
向
を
徴
し
た
上
で
と
り
行
わ
れ
た
。
な
お
、
行
幸
さ
え
も
事
実
上
自
由
で
は
な
く
、
皇
居
の
火

災
で
避
難
す
る
よ
う
な
場
合
な
ど
を
除
い
て
は
歴
代
の
天
皇
は
皇
居
の
中
に
と
じ
こ
も
っ
て
生
涯
を
過
す

有
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
朝
廷
の
主
た
る
権
限
と
い
え
ば
、
わ
ず
か
に
官
位
の
授
与
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
さ
え
も
幕
府
の
推
薦
に
も
と
づ
い
て
ま
た
は
幕
府
の
承
認
の
下
に
と
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

朝
廷
に
対
す
る
幕
府
の
基
本
的
方
針
は
、
尊
敬
を
一
応
は
装
い
な
が
ら
も
朝
廷
を
政
治
的
に
無
力
な
状

態
に
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
幕
府
は
朝
廷
と
諸
侯
と
の
間
に
連
絡
の
生
れ
る
の

を
防
止
し
よ
う
と
し
、
た
と
え
ば
、
京
都
を
め
ぐ
る
畿
内
、
江
戸
・
京
都
を
結
ぶ
東
海
道
お
よ
び
東
山
道

を
天
領（
将
軍
家
の
直
轄
地
）、
徳
川
家
一
門
、
譜
代
諸
侯
の
領
地
で
堅
め
て
、
外
様
諸
侯
と
朝
廷
と
の
接

触
を
阻
む
よ
う
に
し
た
。
ま
た
た
と
え
ば
、
公
家
と
武
家
と
の
間
に
婚
姻
関
係
の
結
ば
れ
る
の
を
厳
重
に

取
締
っ
た（
元
和
三
年〔
一
六
一
七
年
〕の
武
家
諸
法
度
、
参
照
）。
な
お
、
元
和
元
年（
一
六
一
五
年
）制
定
の

禁
中
並
公
家
諸
法
度
は
、
天
皇
は
「
習
学
」
に
専
心
励
み
給
う
べ
き
も
の
と
し
、
ま
た
摂
政
家
に
属
す
る

も
の
で
も
能
力
な
い
も
の
は
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
、
摂
政
、
関
白
に
任
ず
べ
き
で
は
な
い
と
定
め
（
1
（

て
、

幕
府
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
も
の
が
朝
廷
の
こ
れ
ら
の
地
位
に
就
く
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
た
。

（
1
）　

摂
政
家
と
は
、
摂
政
・
関
白
に
補
せ
ら
れ
る
家
柄
を
い
い
、
近
衛
、
九
条
、
二
条
、
一
条
、
鷹た
か

司つ
か
さの
五
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家
が
こ
れ
で
あ
っ
た
。

　

朝
廷
に
は
朝
廷
・
幕
府
間（
朝
幕
間
）の
連
絡
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
武
家
伝
奏
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ

に
任
ぜ
ら
れ
る
公
家
は
就
任
の
際
に
幕
府
に
対
し
て
誓せ

い

紙し

を
差
出
し
、
幕
府
に
対
し
て
粗
略
な
考
え
を
も

た
ず
、
隔
意
の
念
を
抱
か
ず
、
幕
府
か
ら
朝
廷
の
事
情
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
場
合
に
は
包
み
か
く
す
こ

と
な
く
答
え
る
こ
と
を
誓
約
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
幕
府
は
ま
た
、
京
都
所
司
代
を
置
い
て
譜
代
大

名
を
こ
れ
に
任
じ
た
が
、
所
司
代
の
職
務
は
皇
居
警
護
、
畿
内
以
西
の
西
国
諸
侯
に
対
す
る
取
締
、
京
都

の
民
政
お
よ
び
朝
廷
の
監
視
に
あ
っ
た
。
以
上
の
例
に
よ
っ
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
朝
廷
に
対
す
る
幕
府

の
警
戒
、
監
視
は
、
ま
こ
と
に
峻
厳
を
き
わ
め
た
の
で
あ
る
。

　

朝
廷
は
経
済
的
に
も
甚
だ
し
い
窮
乏
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
。
皇
室
お
よ
び
公
家
以
下
朝
廷
関
係
者
の

石
高
合
計
は
一
二
万
石
な
い
し
一
三
万
石
で
、
禁
裏
御
料
は
約
三
万
石
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
公
家
の
石
高
も
僅
か
で
、
家
格
の
低
い
も
の
の
貧
困
は
と
く
に
著
し
か
っ
（
1
（
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、

実
は
朝
廷
の
政
治
的
無
力
と
表
裏
の
関
係
に
立
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
1
）　

た
と
え
ば
、
公
家
中
家
格
の
最
も
高
い
五
摂
家
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
の
中
の
石
高
の
最
大
で
あ
っ
た

近
衛
家
さ
え
も
約
二
八
六
〇
石
に
過
ぎ
ず
、
家
格
の
低
い
も
の
、
た
と
え
ば
岩い

わ

倉く
ら

具と
も

視み

の
生
れ
た
岩
倉
家
の

ご
と
き
は
僅
か
に
一
五
〇
石
で
あ
っ
た
。
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朝
廷
の
公
的
権
限
は
前
述
の
よ
う
に
き
わ
め
て
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
朝
廷
の
伝
統
的
な
儀
式
を

別
に
す
れ
ば
公
家
の
な
す
べ
き
公
の
仕
事
は
乏
し
か
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
古
き
家
柄
、
そ
の
由
緒
ふ
か
い

身
分
に
誇
り
を
抱
き
な
が
ら
も
貧
窮
に
あ
え
（
1
（

ぎ
、
失
わ
れ
た
王
朝
時
代
の
栄
光
を
空
し
い
語か
た

草り
ぐ
さに
し
て
生

涯
を
有
職
芸
道
に
過
す
有
様
で
あ
っ
（
2
（
た
。

（
1
）　

幕
末
の
蘭
学
者
桂
川
甫ほ
し

周ゅ
う

の
女
に
生
れ
た
今
泉
み
ね
は
、
そ
の
回
顧
談
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語

っ
て
い
る
、「
京
都
の
あ
る
橋
の
た
も
と
に
、
砂
に
字
を
書
い
て
遊
ん
で
ゐ
た
乞
食
に
も
近
い
や
う
な
身
な

り
を
し
た
少
女
に
、
通
り
か
ゝ
り
の
人
が
道
を
尋
ね
ま
し
た
。〈
お
い
、
ね
ー
さ
ん
、
何
処
そ
こ
に
行
く
の

だ
が
…
…
〉と
い
く
ら
き
い
て
も
、
ウ
ン
と
も
ス
ン
と
も
答
へ
ま
せ
ん
。〈
お
前
つ
ん
ぼ
か
、
お
前
の
お
と
つ

さ
ん
は
…
…
〉と
色
色
つ
め
て
き
き
ま
し
た
ら
、
ふ
り
む
い
て
只
一
言〈
身
は
姫
ぢ
や
〉と
き
り
つ
と
し
て
言

つ
た
な
り
、
又
砂
を
か
い
て
遊
ん
で
居
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
姫
さ
ま
と
い
ふ
も
の
は
、
ぢ
き
〳
〵
に

は
口
を
き
く
も
の
で
な
い
、
大
層
な
気
位
の
も
の
だ
と
云
ふ
お
は
な
し
を
子
供
の
時
に
き
い
た
事
が
あ
り
ま

し
た
。
昔
は
な
り

0

0

風
俗
で
男
も
女
も
ち
よ
つ
と
見
れ
ば
身
分
も
大
抵
わ
か
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
が
、

あ
ん
ま
り
な
り
が
ひ
ど
か
つ
た
の
で
、
ぞ
ん
ざ
い
に
も
の
な
ど
き
か
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
そ
ん
な
に

苦
ん
だ
の
は
旗
本
の
娘
た
ち
で
は
な
く
て
、
京
都
の
公
卿
さ
ま
の
お
ひ
め
さ
ま
だ
と
思
ひ
ま
す
と
今
で
は
済

ま
な
い
気
が
い
た
し
ま
す
」（
今
泉
み
ね
、『
名
ご
り
の
夢
』、
昭
和
一
六
年
、
二
〇
九
―
一
〇
頁
）。
こ
の
挿

話
は
、
江
戸
時
代
の
公
家
の
姿
を
端
的
に
物
語
る
も
の
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
。

（
2
）　

公
家
は
古
来
一
定
の
家
業
・
家
芸
を
も
つ
も
の
が
多
く
、
そ
れ
は
有
職
学
の
場
合
も
あ
り
、
芸
道
の
場
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合
も
あ
っ
た
。
土つ
ち

御み

門か
ど

家
の
陰
陽
道
、
吉
田
家
の
神
祇
道
、
飛
鳥
井
家
、
冷れ
い

泉ぜ
い

家
、
烏
か
ら
す

丸ま
る

家
の
和
歌
、
滋し
げ

野の

井い

家
、
持
明
院
家
、
園そ
の

家
の
神
楽
な
ど
、
そ
の
例
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
幕
府
と
諸
侯
と
の
関
係
を
み
る
と
、
幕
府
は
諸
侯
統
御
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
の
配
慮
を
こ
ら

し
た
。
た
と
え
ば
、
天
領
、
徳
川
家
一
門
の
所
領
、
譜
代
諸
侯
の
所
領
、
外
様
諸
侯
の
所
領
を
巧
み
に
組

合
せ
て
配
置
し
、
外
様
諸
侯
が
反
幕
的
な
動
き
に
出
る
の
を
困
難
に
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
、
幕
府
は

外
様
諸
侯
に
対
し
て
は
宥
和
方
針
を
も
併
用
し
、
石
高
の
加
増
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
有
力
な
も

の
と
将
軍
家
と
の
間
に
婚
姻
関
係
を
結
び
、
こ
う
し
て
幕
府
へ
ひ
き
つ
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
ま
た
、
武

家
諸
法
度
を
制
定
し
て
諸
侯
の
行
動
を
峻
厳
に
規
制
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
参
覲
交
代
の
制
度
を
布
い
た
。

そ
れ
は
封
建
制
度
下
に
お
い
て
、
中
央
集
権
的
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
諸
侯
に
莫
大
な
財
政
的
負
担
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
侯
が
経
済
力
を
蓄
積
す
る
の
を
抑
制
す

る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
点
で
諸
侯
統
御
上
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
。

　

武
士
層
の
下
に
は
、
被
支
配
層
と
し
て
庶
民
層
が
農
・
工
・
商
の
順
に
格
づ
け
さ
れ
て
隷
従
し
て
い
た
。

こ
の
「
百
姓
町
人
」
は
武
士
層
と
は
身
分
的
に
全
く
か
け
は
な
れ
て
劣
っ
た
卑
し
い
も
の
と
し
て
取
扱

わ
（
1
（

れ
、
そ
の
衣
食
住
に
つ
い
て
も
瑣
末
な
点
ま
で
き
び
し
い
規
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
支
配

層
た
る
武
士
層
の
内
部
が
身
分
的
秩
序
で
き
び
し
く
規
律
さ
れ
て
い
た
の
と
照
応
し
て
、
庶
民
層
の
内
部
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に
も
身
分
的
上
下
・
尊
卑
の
関
係
が
定
立
さ
れ
て
い
（
2
（

た
。

（
1
）　

渋
沢
栄
一
は
幕
末
徳
川
昭
武（
慶
喜
の
弟
）に
随
行
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
た
。
彼
が
後
年
回
想
し
て
語

っ
た
と
こ
ろ
を
渋
沢
秀
雄
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
徳
川
民
部
大
輔（
徳
川
昭
武
）の
輔
導
役
と
し
て

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
か
ら
つ
け
ら
れ
た
人
に
武
人
の
コ
ロ
ネ
ル
・
ヴ
ィ
ネ
ッ
ト
、
銀
行
家
の
フ
ロ
リ
ヘ
ラ
ル
ド

と
い
ふ
人
た
ち
が
ゐ
た
。
こ
の
時
分
の
日
本
の
観
念
で
い
ふ
と
、
前
者
は
武
家
で
、
後
者
は
町
人
で
あ
る
。

し
か
る
に
二
人
の
応
待
す
る
有
様
に
は
、
わ
が
国
の
よ
う
な
階
級
的
な
差
別
が
な
い
。
の
み
な
ら
ず
町
人
で

あ
る
フ
ロ
リ
ヘ
ラ
ル
ド
の
方
が
、
ど
う
も
一
枚
上
の
よ
う
に
さ
へ
見
受
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
当
時
の
父

（
渋
沢
栄
一
―
著
者
）に
は
非
常
に
意
外
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
一
国
が
富
強
に
な
る
に
は
、
町
人
が
こ
ゝ
ま
で

向
上
し
な
く
て
は
駄
目
で
あ
る
。
階
級
的
な
官
尊
民
卑
が
破
れ
な
い
う
ち
は
、
国
家
は
決
し
て
真
正
の
発
展

を
な
し
得
る
も
の
で
な
い
と
い
ふ
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
つ
た
」（
東
京
日
日
新
聞
社
・
大
阪
毎
日
新
聞
社

編
、『
父
の
映
像
』、
昭
和
一
一
年
、
所
収
、
渋
沢
秀
雄
、「
渋
沢
栄
一
」、
二
六
五
―
六
頁
）。
こ
の
記
述
は

興
味
ふ
か
い
。

（
2
）　

農
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
般
に
村
役
人（
本
百
姓
の
中
か
ら
任
ぜ
ら
れ
た
）、
本
百
姓
、
水
呑
百
姓
、
ま

た
工
・
商
を
い
と
な
む
町
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
江
戸
で
は
地
主
、
地じ

借が
り

人に
ん

、
店た
な

借が
り

人に
ん

と
い
う
身

分
的
上
下
の
順
位
が
劃か

く

然ぜ
ん

と
存
在
し
て
い
た
。

　

江
戸
封
建
体
制
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
身
分
的
秩
序
は
、
各
個
人
の
生
活
様
式
を
も
規
制
し
、
た
と
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え
ば
、
文
字
の
用
法
、
用
い
る
言
葉
な
ど
も
身
分
の
別
に
よ
っ
て
同
一
で
は
な
か
っ
た
。

　

江
戸
封
建
体
制
を
経
済
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
武
士
層
の
支
配
的
地
位
は
農
民
層
に
対
す
る
搾
取
、
い

い
か
え
れ
ば
、
農
業
生
産
に
対
す
る
権
力
的
収
奪
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
関
係
を
典
型
的
に

表
現
す
る
も
の
は
、
貢
租
で
あ
っ
た
。
江
戸
封
建
体
制
下
に
お
い
て
「
農
」
が
庶
民
層
の
中
で
工
・
商
に

対
し
て
上
位
に
格
づ
け
さ
れ
て
い
た
の
も
、
実
は
こ
の
こ
と
と
連
関
す
（
1
（
る
。

（
1
）　
「
商
」
が
最
下
位
に
格
づ
け
さ
れ
た
の
は
、「
商
」
が
生
産
活
動
に
携
ら
ず
、
利
潤
追
求
に
従
事
す
る
と

い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
封
建
体
制
の
観
念
的
支
柱
は
、
儒
教
で
あ
っ
た
。
儒
教
は
父
に
対
す
る
子
の
服
従
を
人
倫
の
基
本

的
関
係
と
み
て
、
君
臣
、
夫
婦
、
兄
弟
の
関
係
を
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
れ
ら
の
社
会
関
係
に
お
け
る

上
下
尊
卑
を
規
定
し
、
服
従
・
奉
仕
の
関
係
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
江
戸
封
建
体
制
の
上

述
の
よ
う
な
社
会
構
成
は
、
儒
教
が
理
想
と
し
て
い
る
中
国
周
代
の
封
建
社
会
と
若
干
の
類
似
点
を
そ
な

え
て
い
た
。
幕
府
が
儒
教
を
も
っ
て
体
制
を
支
え
る
観
念
形
態
と
し
て
こ
れ
を
保
護
、
奨
励
し
た
の
は
、

そ
れ
故
に
甚
だ
自
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
儒
教
的
な
思
考
様
式
は
、
被
支
配
層
た
る
庶
民
層
の
中
へ
も

拡
大
、
浸
透
し
て
生
活
感
情
化
す
る
に
い
た
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

つ
ぎ
に
、
江
戸
幕
府
下
の
わ
が
国
は
、
海
外
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
た
か
。
将
軍
家
康
は
切キ

リ
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支シ

丹タ
ン

宗
門
を
厳
禁
し
、
宣
教
師
を
国
外
に
放
逐
し
た
が
、
し
か
し
、
西
洋
諸
国
と
の
通
商
は
許
容
す
る
方

針
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
将
軍
家
光
の
下
で
寛
永
一
三
年（
一
六
三
六
年
）に
わ
が
国
人
の
海
外
渡

航
は
一
切
禁
止
さ
れ
、
同
一
六
年
に
は
い
わ
ゆ
る
鎖
国
令
が
布
か
れ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
船
お
よ
び
中
国
船
に

限
り
来
航
を
許
す
こ
と
に
し
、
且
つ
そ
の
貿
易
は
専
ら
長
崎
で
行
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
つ
い
で
、
同
一

八
年（
一
六
四
一
年
）に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
を
出
島
に
移
し
、
爾じ

来ら
い

オ
ラ
ン
ダ
人
は
こ
の
小
さ
な
島
に
半
ば
囚

人
の
よ
う
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
き
び
し
い
監
視
の
下
で
貿
易
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
文
化
一

〇
年（
一
八
一
三
年
）以
後
は
オ
ラ
ン
ダ
船
の
渡
来
も
一
年
二
隻
に
制
限
さ
れ
た
。
ま
た
、
清
国
人
と
の
貿

易
に
つ
い
て
は
、
初
め
は
長
崎
の
町
に
わ
が
国
人
と
雑
居
し
て
取
引
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
が
、

元
禄
二
年（
一
六
八
九
年
）に
長
崎
に
い
わ
ゆ
る
唐と
う

人じ
ん

屋
敷
を
設
け
、
彼
ら
を
こ
こ
に
集
団
的
に
居
住
さ
せ

て
取
締
る
こ
と
に
し
た
。
つ
い
で
、
寛
政
三
年（
一
七
九
一
年
）以
後
は
清
国
船
の
渡
来
も
ま
た
一
年
一
〇

隻
に
制
限
さ
れ
（
1
（
た
。

（
1
）　

オ
ラ
ン
ダ
人
お
よ
び
中
国
人
に
対
し
て
以
上
の
よ
う
な
措
置
の
加
え
ら
れ
た
大
き
な
理
由
は
、
切
支
丹

宗
の
流
布
を
取
締
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

幕
府
は
、
鎖
国
に
よ
っ
て
わ
が
国
を
こ
の
よ
う
に
世
界
か
ら
隔
絶
し
た
地
位
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
も
は
や
海
外
の
世
界
の
こ
と
は
、
小
規
模
な
貿
易
の
営
ま
れ
る
長
崎
を
通
し
て
僅
か
に
点
滴
の
よ



19　　　第 1 章　序論＝江戸封建体制とその瓦解

う
に
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
出
島
の
甲カ

比ピ

丹タ
ン（

オ
ラ
ン
ダ
東
印
度
会
社
日
本

商
館
長
）は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
に
伝
え
ら
れ
て
来
る
海
外
の
出
来
事
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
風ふ
う

説せ
つ

書が
き

を
折
々
幕

府
に
差
出
し
た
。
そ
れ
は
甚
だ
断
片
的
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
海
外
に
つ
い
て
の
幕
府
の
知
識
は

こ
の
風
説
書
に
も
と
づ
く
こ
と
が
少
く
な
か
っ
（
1
（
た
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
船
、
清
国
船
が
長
崎
に
も
た
ら
す

僅
か
の
商
品
、
洋
書
、
漢
籍
も
海
外
に
関
す
る
知
識
の
源
で
あ
っ
た
。
な
お
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
た

め
に
日
本
人
通
訳
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
通
詞（
通
事
）も
海
外
に
つ
い
て
の
知
識
を
ひ
と

び
と
に
伝
え
る
役
割
を
荷
っ
た
。

（
1
）　

幕
府
は
難
破
、
そ
の
他
の
理
由
で
西
洋
人
が
渡
来
し
た
場
合
、
江
戸
・
小
石
川
の
切
支
丹
屋
敷
に
拘
禁

し
た
が
、
こ
れ
ら
西
洋
人
に
対
す
る
取
調
も
幕
府
の
海
外
知
識
の
一
つ
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
人
で
難

船
、
漂
流
し
て
西
洋
の
土
を
ふ
み
、
送
還
さ
れ
て
来
た
も
の
に
対
す
る
審
問
も
、
ま
た
同
様
の
意
味
を
も
っ

た
。

　

こ
の
江
戸
封
建
体
制
下
の
わ
が
国
は
、
い
わ
ば
停
滞
の
社
会
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
幕
府
は
体
制
の

安
定
を
維
持
す
る
上
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
変
化
を
好
ま
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
天
和
三
年
の
武
家

諸
法
度
に
「
一
、
企
巴

新
規
蚤

…
…
制
禁
之
事
」
と
あ
り
、
ま
た
享
保
年
間
の
法
度
に
「
惣す
べ

而て

新
規
之
儀
器

物
之
類
一
切
仕
出
候
事
可
覗

為
巴

無
用
蚤

候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
お
よ
そ
新
し
い
こ
と
は
で
き
る
だ
け
阻
止
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し
よ
う
と
し
た
。
新
儀
停ち
ょ

止う
じ

の
方
針
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
幕
府
の
鎖
国
方
針
は
国
内
の
商
業

資
本
の
発
展
を
著
し
く
阻
害
し
た
が
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
伝
統
的
な
体
制
の
持
続
に
結
果
的
に
は
大
き
く

役
だ
つ
こ
と
に
な
っ
（
1
（

た
。

（
1
）　

安
政
三
年
に
初
代
の
日
本
駐
劄
総
領
事
と
し
て
下
田
に
赴
任
し
て
来
た
ハ
リ
ス（T

. H
arris

）は
、
そ

の
日
記
の
中
に
、
日
本
で
は
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
「
静
止
し
て
い
る
も
の
は
動
か
す
な
」
と
い
う
格
言

が
守
ら
れ
て
い
る
、
と
記
し
て
い
る（T

he Com
plete Journal of T

ow
nsend H

arris, 1930, p.363.

）

（
邦
訳
、
坂
田
精
一
、『
ハ
リ
ス
日
本
滞
在
記
』、
三
冊〔
岩
波
文
庫
〕）が
、
そ
れ
も
彼
の
眼
に
映
じ
た
当
時
の

日
本
社
会
の
停
滞
性
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
杉
亨こ

う

二じ

は
そ
の
自
伝
の
中
で
、
元
治
元
年

（
一
八
六
四
年
）に
彼
が
開
成
所
の
教
授
に
な
っ
た
頃
に
世
界
史
を
ひ
も
ど
き
、「
フ
ラ
ン
ス
大
顚
覆
の
部
」

を
よ
ん
で
「
人
間
社
会
の
変
動
は
ケ
様
な
も
の
か
と
胆
を
潰
し
た
。
人
間
社
会
に
大
時
勢
の
流
行
が
あ
る
と

云
ふ
こ
と
を
何
と
無
く
少
し
ば
か
り
悟
つ
た
」（『
杉
亨
二
自
叙
伝
』、
大
正
七
年
、
四
一
頁
）と
述
べ
て
い
る
。

元
治
元
年
と
い
う
年
は
す
で
に
幕
末
の
動
乱
期
に
あ
た
る
が
、
こ
の
頃
で
も
な
お
且
つ
以
上
の
よ
う
な
感
想

が
抱
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
封
建
社
会
の
停
滞
性
が
人
間
社
会
の
本
質
に
つ
い
て
つ
い
に
一
種
の
固

定
観
念
を
ひ
と
に
抱
か
せ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
中
期
以
後
に
入
る
に
つ
れ
て
、
以
上
の
よ
う
な
封
建
体
制
の
中
に
は
内
部
的
矛
盾
が

徐
々
に
成
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
商
品
経
済
の
発
展
、
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
の
著
し


