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ハ

「
征
韓
論
」
の
文
化
人
類
学
的
解
釈

ー
社
会

・
文
化
的
背
景
を
中
心
に
し
て
ー

張

竜

傑

〈
要
旨
〉

「
征
韓
論
」

の
よ
う
な
歴
史

的
な
事
件
を

理
解

す

る
た

め
に
は
そ

の
事

件
を
取
り
巻

い
て

い
た
当
時

の
社
会

・
文

化
的
な

コ
ソ
テ
ク

ス
ト
を

理
解

す
る

必
要

が
あ
る
。
そ
れ

は
そ

の
事
件

が

日
本

の
近
代

社
会

へ
の
変
化

そ

の
も

の
を

反
映
し

て
い
る
し
、
朝
鮮
と

い
う

「
異
文
化

11
他
者
」
が
存

在
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
従
来

の
議
論
は

「政

治
的
な

理
念

の
対
立

の
論
理
」
と

「
植

民
地
支
配

の
論
理
」
が
支

配
的

で
あ

っ
た

の
で

日
本
と
朝
鮮

と

の
間

の

「
異
文
化

11
他
者

」
と

い
う

文
化
的
な
問

題

(文
化

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ

ョ
ソ
)
は
排
除

さ
れ

て
い
る
。
そ

こ
で
征
韓

論
を
文
化

の
問
題
と
し

て
広

げ
る

た
め

に
当
時

の
社
会

・
文
化
的
な
背

景
を
検
討
す

る
。
そ
れ
は

イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
と
し
て

、

の
天
皇
制

の
両
義
性
と
当
時

の
社
会
変
化
で
あ
る
。

明
治
維

新
後
当
時

日
本
は
近
代

西
洋
と
接
触

し
な
が
ら
近
代

化
を
成
し
遂
げ

る
国
家

創
造

の
過
程

で

「
攘
夷

と
開

国
」
、
「
自
己
喪
失

と
自
己
創
造
」
、
「
変
化

へ
の
抵
抗
と
変

化

へ
の
志
向
」

と
い
う
社
会

・
文

化
的
な
対

立
、
葛
藤
、
緊
張

、
分
裂

の
よ
う

な
様

々

な
矛
盾

を
露

呈
し
た
。
そ

こ
で
天
皇
制
は

こ
の
よ
う
な
矛
盾

を
全
体
的

に
包
摂
し
な
が

ら
、

一
方

で
は

伝
統

を
継
承

し
、
も
う

一
方

で
は
近
代
化

の
妥
当
性
を
与

え
模
範
的
な

中

心
と

し
て
両
義
的
な

文
化
的
表
象

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か

し
そ

の
よ
う
な

国
家

と

国
民

の
モ
デ

ル
は

「
純
粋
」
を
身

に
ま
と

い
な

が
ら
も
矛
盾

・
対

立
す
る

「
雑

種
」

.を
内

に
綜
合
し

て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ

を

コ
ピ
ー
す

る
側

は

モ
デ

ル
の

「
純

粋

」
だ
け
を
求
め

る
。
そ

の
結
果

一
つ
の

「
純
粋

」
と
も
う

一
つ
の

「
純
粋
」

が
対
立

す

る
よ
う

に
な
吟

「
征
韓
論
」
は
そ

の
よ
う
な
対
立

の
表
象
で
あ
る
。
・

キ

ー

ワ

ー

ド

征
韓

論

、

異
文

化

、

他
者

、
天
皇
制

の
両
義
性

、
モ
デ

ル
と

コ
ピ

ー
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1

.

は

じ

め

に

明
治
6
年
、
日
本
は
近
代
化
の
波
に
洗
わ
れ
て
社
会
全
体
が
急
激
に
変
化
す

る
途
上
に
あ

っ
た
。
「征
韓
論
」
は

こ
の
よ
う
な
日
本
と
朝
鮮
と
の
外
交
問
題

が
政
治
的
な
問
題
に
発
展
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
が
重
要
な
の
は
日
本

の
近
代
社
会

へ
の
変
化
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

征
韓
論
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
「
政
治
的
な

対
立
」
乏

「
植
民
地
支
配
」
と
が
主
な
結
論
と
し
て
出
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
日
韓
両
国
に
お
け
る
研
究
は
日
本
の
近
代
史
の
流
れ
の
な
か

で
、
「
歴
史
的
な
資
料
の
事
実
性
」

に
気
を
配
り
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
的
な
事

実
を
再
構
成
す
る
た
め
の
多
様
な
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な

歴
史
学
者
の
業
績
の
蓄
積
は
否
定

で
き
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
論
文
で
も
そ
の
恩
恵
を
充
分
に
受
け
て
い
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
征
韓
論
が
日
本
内
部
の

・
政
治
事
件
で
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
は
常
に
朝
鮮
と
い
う
他
者
が
存
在
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長

い
歴
史
的
関
係
を
保
ち
つ
づ
け
て
き
た
両
国
間
の
こ

と
を
考
え
る
と
、
当
時
朝
鮮
は
日
本

に
と

っ
て
ど
ん
な
意
味
を
持

つ
国
で
あ

っ

た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
考
え
始
め
る
と
、
た
ち
ま
ち
歴
史
学
的

な
論
理
だ
け
で
は
説
明
し
に
く
い
矛
盾
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
「征
韓
論
」
に
関
す
る
歴
史
学
老
の
書
物
に
接
し
て
み
る
と
、
明
治

初
期
の
政
治
的
動
向
よ
り
も
む
し
ろ
明
治
初
期
・の
急
激
な
社
会

・
文
化
的
な
変

化
に
伴
う
混
乱
、
絶
望
、
理
想
、
葛
藤
、
緊
張
な
ど
の
維
新
後
の
社
会
的
な
情

況
の
方
が
切
実
に
浮
び
上
が

?
て
く
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。
特
に
、
「
西
洋
」

と
い
う

「異
質
な
も
の
11
異
文
化
」
に
対
す
る
接
し
方
を
通
し
て
当
時
の
日
本

人
の

「心
性
」
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
朝
鮮
と
の
関
係
も
単
な
る

外
交
上
の
摩
擦
よ
り
は
、
そ
の
背
後
に
文
化
的
な
摩
擦
の
存
在
を
示
唆
し
て
い

る
よ
う
な

一
面
も
あ
る
。

本
論
文
で
は
日
本
の
近
代
政
治
史
の
流
れ
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る

「征
韓
論
」
を
と
り
上
げ
、
人
類
学
及
び
ア
ナ
ー
ル
派
の
歴
史
人
類
学
の

理
論
的
蓄
積
に
頼
り
な
が
ら
、
従
来
よ
り
も

っ
と
包
括
的
な
理
解
を
試
み
る
。

そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の

一
般
的
な
歴
史
学
の
視
点
か
ら
は
い
っ
た
ん
離
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
を
通
し
て
日
本
の
近
代
の

一
面
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て

「征
韓
論
」
が
明
治
初
期
に
起
こ

っ
た
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明

治
維
新
後
の
社
会

・
文
化
的
な
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
ま

ず
、
革
命
の
理
念
で
あ

っ
た

「王
政
復
古
」
と

「
尊
王
攘
夷
」
の
意
味
の
変
化

を
追
い
、
天
皇
が
国
家
創
造
の
過
程
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

っ
た
か
を
見
て
い
く
。

2

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
天
皇
制
の
両
義
性

青
木
保
は

『
日
本
文
化
論
の
変
容
』
と
い
う
著
書
の
中
で
、
「
日
本
文
化
論
」

の

「歴
史
的
相
対
性
の
認
識

(1
9
5
5
1
6
3
)」
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、

加
藤
周

一
の

「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」
い
わ
ゆ
る

「
雑
種
文
化
論
」
と
梅
棹
忠
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夫
の

「生
態
史
観
論
」
を
取
り
上
げ

て
、

に
評
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
分
析
に
つ
い
て
次
の
よ
う

「『
雑
種
文
化
』
で
あ
る
に
せ
よ
、
『
西
欧
』
と
の

『並
行
進
化
』
で
あ
る
に

せ
よ
、
日
本
人
の

『自
己
認
識
』
の
追
及
に
と

っ
て
は
、
敗
戦
後
の
屈
辱
と
劣

位
意
識
、
誤
れ
る
過
去
の
認
識
、
封
建
遺
制
と
前
近
代
性
と
い
っ
た

『
否
定
的
』

見
方
か
ら
、
よ
う
や
く
日
本
の

『独
自
性
』
の
主
張
、
そ
れ
も
先
進

『欧
米
』

諸
国
と
の
類
似
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
る
そ
の
認
識
は
、
『自
信
回
復
』
に

(1
)

大

き

く
役

立

つ
。
」

加
藤
や
梅
棹
の
論
考
は
西
洋
と
の
比
較
の
上
で

「
日
本
文
化
」
を
肯
定
的
に

と
ら
え
る
方
向
へ
と
向
う
き

っ
か
け
を
示
し
た
こ
と
で
戦
後
の
日
本
人
が
自
信

を
回
復
す
る
の
に
貢
献
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

「
雑
種
文
化
論
」
と
は

「
和
洋
折
衷
」
は
日
本
文
化
の
特
徴
で
、
そ
の
折
衷

に
意
義
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
や

フ
ラ
ソ
ス
の
文
化

と
比
較
し
た
上
で
「英
仏
の
文
化
を
純
粋
種
の
文
化
の
典
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

日
本
文
化
は
雑
種
の
文
化
の
典
型
で
は
な
い
か
」
と
示
唆
し
な
が
ら
、
日
本
文

化
の
特
徴
は

「
伝
統
的
な
日
本
か
ら
西
洋
化
し
た
日
本

へ
注
意
が
移

っ
て
き
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
二
つ
の
要
素
が
深

い
と
こ
ろ
で
絡
ん
で
い
て
、

(2
)

ど
ち
ら
も
抜
き
難
い
と
い
う
こ
と
自
体
」
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
文

化
は
大
陸
か
ら
の
影
響
と
黒
船
以
来
の

「
欧
米
」
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た

が
、
西
欧
の

「純
粋
種
」
に
劣
等
感
を
抱
く
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
と
は

違

っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
意
味
の

「
日
本
文
化
論
」
の
展
開
で

(3
)

あ
る
。

ま
さ
に
、
「
雑
種
」
そ
の
も
の
が
日
本
文
化
の

「純
粋
性
」
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
異
質
な
も
の
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
中
か

ら
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
.東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
と
い
う
図
式

を
設
定
す
れ
ば
、
日
本
は
ど
ち
ち
で
も
な
い
第
三
の
文
化
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
明
治
初
期
の
国
家
創
造
の
時
代
に
戻
る
と
、
先
の
話
は
当
て
は
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
時
代
は
ま
さ
に

「純
粋
文
化
」
に
執
着
す
る
時
代
だ

っ
た
か
ら
だ
。
「
純
粋
な
自
分
」
を
創
り
出
す
た
め
に
さ
ま
さ
ま
な
も
の
ご
と

が
惜
し
み
な
く
利
用
さ
れ
る
時
期
で
あ

っ
た
。

「
天
皇
は
日
本
の
神
で
あ
る
」
、
「
天
皇
に
洋
服
を
着
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と

は
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
状
況
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「雑
種
文
化
」

へ
の
積
極
的
な
姿
勢
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
積
極
的
な
意

識
は

「雑
種
」
よ
り
は

「純
粋
」
へ
の
志
向
が
強
か

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「伝

統
文
化
の
切
腹
」
が
激
し
く
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
、
・こ
の
時
代
が
自
己

を
確
立
す
る
の
に
犬

い
に
貢
献
し
た
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
代
価
は
あ
ま
り
に

も
大
き
す
ぎ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

結
局

「
変
化

へ
の
抵
抗
」
を
示
す
人
々
も

「変
化
を
志
向
」
す
る
人
々
も
そ

れ
ぞ
れ
が

「純
粋
」
性
を
求
め
て
争
い
、
両
者
の
緊
張
や
対
立
は
社
会
的
心
理

的
不
安
を
生
む
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

『太
政
官
日
誌
』
に

「
外
国
御
応
接
の
儀
者
、
上
代
、
崇
神
、
仲
哀
御
両
朝

之
頃
よ
り
年
を
逐
て
盛
に
成
来
り
、
…
皇
国
固
有
之
御
国
体
と
万
国
之
公
法
を

御
採
用
に
相
成
候
者
、

…

王
政

一
新
万
機
従
二
朝
廷

一
被

二
仰
出

一
候

二

(4
V

付
て
者
」
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
天
皇
は
日
本
の
伝
統
の
神
様
で
あ
る
。
こ
の

「征韓論」の文化人類学的解釈147



9

(5
)

よ
う
な
思
想
は
も
う
近
世
か
ら
す
で
に
現
れ
始
め
た
も
の
で
、
天
皇
の
神
聖
性

を
古
代
の
神
話
に
頼
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
王
政
復
古
」
の
基
本
理
念
で
あ

る
。し

か
し
、
本
来
天
皇
は

「江
戸
時
代
に
は
幕
府
の
保
護
と
監
督
の
下
で
、
徳

川
幕
府

の
支
配
の
正
統
性
を
保

つ
た
め
の
飾
り
物
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い

」

(6
)

た
だ
け
の
存
在
」
で
あ

っ
た
が
、
ぺ
り
1
以
後
そ
の
国
際
的
な
対
応
能
力
を
失

っ
た
江
戸
幕
府
は
天
皇
を
政
治
の
舞
台
に
引
き
込
む
。
こ
れ
は
今
ま
で
権
力
の

中
心
と
し
て
そ
の
力
を
保
ち
つ
づ
け
て
き
た
幕
府
が
、
自
分
の
無
力
さ
を
現
し

・た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
経
済
状
況
の
悪
化
が
深
刻
に
な
り
、
結
局
徳
川

幕
府
は
内
外
か
ら
の
圧
迫
を
招
く
よ
う
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

国
の
閉
鎖
的
な
環
境

の
中
で
維
持

さ
れ
て
き
た
徳
川
政
権
は
、
巨
大
な
力
を

前
面
に
出
し
て

「
開
国
」
を
要
求
す
る
西
洋
の
前
に
そ
の
無
力
を
露
呈
し
、
遂

に
、
天
皇
に
意
見
を
頼
む
事
態
に
ま

で
至
っ
た
。
共
同
体
や
古
い
権
威
の
構
造
、

そ
れ
ら
に
結
び
付

い
て
い
た
伝
統
が
適
応
力
を
失

い
、
急
速
に
実
践
不
可
能
に

(7
)

な

っ
た
よ
う
に
徳
川
政
権
も
今
ま
で
守

っ
て
き
た
伝
統
を
も

っ
て
し
て
は
国
際

時
代
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
帝
国
主
義
時
代

1
に
対
処
が
で
き
・な
い
事
態
に
陥

っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
内
外
の
問
題
は

「尊
王
攘
夷
」
を
通
じ
て
解
決
が
計

ら
れ
た
。

そ
れ
は
幕
府
体
制
を
守
ろ
う
と
す
る
儒
教
的
な
名
分
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
国
家
が
団
結
し
て
外
国
勢

の
侵
略
か
ら
国
を
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
、
朱
子
学
の

「
大
義
名
分
、
華
夷
内
外
」
の
論
に
由
来
す
る
幕
藩
体

(8
)

制
護
持
論
で
あ
り
、
反
幕
で
は
な
い
。

し
か
し
、
江
戸
幕
府
は
尊
王
攘
夷

を
実
践
す
る
過
程
で
現
実
的
政
治
路
線
を

と
る
べ
き
だ
と
い
う

「
開
国
論
」
に
変
わ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
国
力
を
高
め
る

た
め
に
は
結
局
西
洋
の
文
明
が
必
要
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
西
洋

文
明
を
取
り
入
れ
な
が
ら

「攘
夷
」
を
成
し
遂
げ
る
、
と
い
う
折
衷
的
攘
夷
に

な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
藩
士
た
ち
は
攘
夷
論
を
主
張
し
な
が
ら
幕
府

(9
)

を
倒
す
の
で
あ
る
。

社
会
の
崩
壊
に
よ

っ
て
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
が
不
分
明
に
な

「っ
た
場
合
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
構
成
力
を
通
し
て
文
化
的
な
意
味
を
再
編
成
す
る
こ
と
で
、
政
治
が

(10
)

神
話
と
結
び
付

い
て
権
威
と
権
力
を
創
り
出
す
が
、
「
王
政
復
古
」
は
江
戸
幕

府
が
攘
夷
論
と
日
本
の
古
代
神
話
に
頼
り
な
が
ら
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
創
出

し
よ
う
と
し
、
天
皇
の
復
古
を
企
て
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
王

政
復
古
」
の
神
話
性
の
根
本
理
念
は
江
戸
末
期
に
幕
府
を
中
心
に
し
て

一
致
団

結
し
て
西
洋
の
力
に
対
抗
す
る
、
と
い
う

「尊
王
攘
夷
」
の
延
長
で
あ

っ
た
。

勿
論
、
「
王
政
復
古
」
が
直
接
に

「尊
王
」
と
結
び
付
く
の
で
は
な

い
。
「尊
王
」

は
幕
府
を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
後
日
幕
府
が
倒
さ
れ
る
と
き
、
す

な
わ
ち

「
王
政
復
古
」
が
実
践
さ
れ
る
際
に

「尊
王
」
は
そ
の
意
味
が
転
換
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
幕
府
が
天
皇
に
と

っ
て
替
え
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
の
根
本
的
な
意
味
は

「攘
夷
論
」
と

「
神
話
性
」
に
基

づ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
封
建
的
な
幕
府
支
配
の
政
治
秩
序
が
崩
壊
す
る
と
、
明
治
維
新

に
お
い
て
新
政
府
は
古
い
政
治
秩
序
を
解
体
し
、
新
し
い
秩
序
を
創
り
出
そ
う

と
す
る
。
ま
ず
、
「
王
政
復
古
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
徳
川
幕
府
の
替
り

に
天
皇
を
唯

一
の
君
主
と
し
て
擁
立
す
る
。

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
が

『
創
ら
れ
た
伝
統
』
の
な
か
で
、
伝
統
の
創
出
は

「
単
に
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反
復
を
果
た
す
こ
と
に
よ

っ
て
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
過
去
を
参
照

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
形
式
化
と
儀
礼
化
の
過
程
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
し
た
儀
礼
や
象
徴
の
複
合
体
の
実
際
の
創
造
の
過
程
を
歴
史
家
は
充

(H
)

分
に
研
究
し
て
こ
な
か

っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
普
通
伝
統
は
過
去
と
の
連

続
性
に
そ
の
意
味
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
は
過

去
と
の
連
続
性
で
は
な
く
、伝
統
は
創
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

天
皇
が
伝
統
的
な
神
秘
を
強
調
す

る
に
は
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
過
去
と

の
連
続
性
を
持
た
な
け
れ
ば
成
ら
な

い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
創
造
の
歴
史

的
連
続
性
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
神
秘
性
、
神
聖
性
は

現
在
の
状
況
に
う
ま
く
適
合
し
む
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
威
力
を
見
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
維
新
以
後
、
新
政
府
は
積
極
的
に
天
皇
の
権
威
を
極
大
化
あ
る
い
は
絶

対
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、

一
つ
に
は
支

配
の
正
当
性
と
正
統
性
を
国
民
に
認
識
さ
せ
よ
う
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
そ

の
手
段
と
し
て
政
府
は
宗
教
的
に
天
皇
を
神
と
し
て
そ
の
神
聖
性
を
強
調
し
、

(12
)

「神
道
」を
国
家
宗
教
と
し
て
教
育
を
通
じ
て
国
民
に
普
及
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
新
政
府
が
自
ら
の
正
統
性
を
裏
付
け
る
必
要
が
あ

っ
た
の
に
加

え
て
、
江
戸
幕
府
が
残
し
た
内
外
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
.

う
こ
と
も
潜
在
的
に
あ

っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
情
は
天
皇
の
慶
応
4
年
戊
辰
3
月
に
発
表
さ
れ
た

「
親
書
」

に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。

.
「中
世
、
朝
廷
は
衰
え
て
武
家
が
政
権
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
朝
廷
は
国
民

の
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
態
に
さ
れ
た
。
今
般
、
朝
廷
は

一

新
さ
れ
、
私
自
身
率
先
し
て
艱
難
に
あ
た
り
祖
先
の
努
力
と
功
績
を
継
承
し
て

国
民
大
衆
の
元
首
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
よ
う
努
力
す
る
。
祖
先
歴
代
の
天
皇
は

自
ら
事
に
の
ぞ
み
朝
廷
の
政
治
は
簡
易
で
あ
り
君
主
は
相
親
し
み
そ
の
徳
は
あ

ま
ね
く
天
下
に
ゆ
き
わ
た
り
国
威
は
海
外
に
輝
い
て
い
た
。
然
る
に
近
来
、
世

界
は
開
け
各
国
が
四
方
に
雄
飛
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
時
ひ
と
り
日
本
だ
け
が

世
界
の
形
勢
に
う
と
く
旧
習
を
固
守
し
、
私
も
宮
中
の
中
で

」一
時
の
安
を
む
さ

ぼ

っ
て
国
家
が
1
0
0
年

の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
の
を
放
置
し
て
い
れ
ば

つ

い
に
各
国
の
浚
侮
を
う
け
祖
先
を
は
ず
か
し
め
国
民
大
衆
を
苦
し
め
る
こ
と
に

な
る
。
故
に
私
は
こ
こ
に
百
官
諸
候
と
広
く
相
誓
い
祖
先
の
偉
業
を

つ
い
で
艱

難
を
も
の
と
も
せ
ず
国
勢
を
担

っ
て
国
民
大
衆
を
安
撫
し
、
さ
ら
に
万
里
の
波

涛
を
開
拓
し
国
威
を
四
方
に
ひ
ろ
め
て
、
天
下
を
大
安
に
お
こ
う
と
す
る
津
守

で
あ
る
。
国
民
は
私
の
こ
の
意
志
を
体
認
し
て
共
に
協
力
し
て
公
議
に
よ
り
綿

史
の
こ
の
つ
と
め
を
助
け
て
日
本
を
保
全
し
祖
先
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
こ
と
が

(13
>

で
き
れ
ば
私
の
生
前
の
幸
で
あ
る
。」

、
こ
こ
で
は
天
皇
の
復
古
に
対
す
る
正
当
性
と
、
天
皇
の
神
格
化
に
よ
る
絶
対

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
国
民
と
の

一
体
性
も
ま
た
主
張
さ
れ
て

い
る
。

天
皇
の
復
古
は
武
家
の
旧
習
と
江
戸
幕
府
の
無
能
さ
が
国
家
の
艱
難
を
招
い

た
か
ら
で
あ
り
、
幕
府
が
外
国
勢
に
対
応
で
き
な
か

っ
た
た
め
に
国
民
大
衆
が

苦
し
み
の
奈
落
に
陥

っ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
天
皇
は
祖
先
が
成
し
遂
げ
た

「治
徳
」
の
理
念
を
も

っ
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て
こ
の
困
難
な
状
況
を
切
り
開
い
て

い
く
。
現
実
の
難
関
を
乗
り
切
る
た
め
に

は
過
去
の
祖
先
の
業
績
に
従
い
、祖
先
崇
拝
の
理
念
を
全
面
に
出
す
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
天
皇
の
神
聖
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
神
話
の
論

理
を
押
し
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
の
権
威
の
神
聖
性
を
正
当
化
す

る
。
こ
う
し
て
天
皇
は
権
力
よ
り
宗
教
性
に
よ
る

「権
威
」
の
表
象
に
な
り
、

(14
)

そ
の
よ
う
な

「
権
威
」
は
民
衆
と

一
体
化
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天

皇
の
権
威
は
内
部
だ
け
で
は
な
く
外
部
に
も
同
様
に
発
揮
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

江
戸
幕
府
を
否
定
す
る
た
め
に
、
天
皇
の
絶
対
性
と
神
格
化
が
祖
先
崇
拝
原
理

を
通
じ
て
創
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
天
皇
の
正
統
性
と
同
時
に
新
政

府
の
正
当
性
を
立
証
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
天
皇
は

「権
威
の
伝
統
」
で
、
武
家
は

「権
力
の

伝
統
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
天
皇
が
武
家
を

従
え
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
天
皇
が
権
力
を
握
る
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る

し
、そ
の
権
力
は
旧
習
を
踏
み
潰
す
新
た
な
権
力
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
明
治
初
期
の
世
界
の
厳
し
い
情
勢
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

.
ま
さ
に
天
皇
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
天
皇
は
宗
教
性
を
伴

っ
て

神
格
化
さ
れ
、
権
威
と
権
力
を
あ
わ
せ
も

っ
て
、
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ

て

「模
範
的
な
中
心
」
を
確
立
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
強
化
す
る
た

め
に
神
道
中
心
の
宗
教
弾
圧
が
行
わ
れ
た
。

宗
教
上
の
弾
圧
は
天
皇
だ
け
が
神
聖
な
る
神
だ
と
い
う

「
純
粋
性
」
の
論
理

を
広
く
国
民
に
示
す
政
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
政
策
は

一
般

民
衆
の
支
持
を
広
く
受
け
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岩
倉

は
外
交
官
の
前
で
、
「
我
々
に
敵
対

し
て
い
る
者
は
、
我
々
の
こ
と
を
民
衆

の

宗
教
の
敵
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は

仏
教
を
廃
絶
し
て
し
ま
う

つ
も
り
は
な
い
の
で
す
。
我
々
は
、
か
つ
て
神
道
に

献
納
さ
れ
た
聖
党
を
純
化
し
た
い
な
の
だ
け
で
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
将
軍

が
こ
う
し
た
聖
堂
を
不
正
に
仏
陀
に
奉
献
し
、
そ
こ
を
も

っ
ぱ
ら
自
ら
信
仰
す

る
仏
教
の
寺
院
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
神
道

の
礼
拝
も
同
時
に
行
わ
せ
る
か
、

し
た
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
神
道
こ
そ
が
、
い
つ
の
時
代
に
あ

っ
て
も
公
に
認

(15
)

め
ら
れ
た
宗
教
、
つ
ま
り
天
皇
の
宗
教
だ

っ
た
の
で
す
」
と
言
う
の
だ
。

天

皇
の

「
純
粋
」
を
揚
げ
て
成
立
し
た
新
し
い
秩
序
は
仏
教
を
敵
に
回
し
て
破
壊

「す
る
の
で
あ
る
σ
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
江
戸
幕
府
の
旧
習
を
壊
す
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
弾
圧
は
国
内
の
宗
教
に
限
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
に

対
し
て
も
行
わ
れ
た
。

岩
倉
は
外
国
の
非
難
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
返
し
て
い
る
。

「
(国
内
の
)
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
国
の
祭
祀

へ
の
参
加
を
拒
む
の
で
す
。
こ

れ
は
、
天
子
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
軽
蔑
す
る
宗
教
の
宗
主
で
あ
る
天
皇

に
対
す
る
謀
反
行
為
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
祭
壇
の
飾
り
と
し
て
供
花
す
る

の
を
拒
み
ま
す
。
彼
ら
は
鳥
居

(社
道
の
入
り

口
に
つ
く
ね
ん
と
立

つ
大
門
)

を
く
ぐ
る
の
を
避
け
た
り
、
神
社
に
隣
接
す
る
場
所
を
横
切
る
の
を
避
け
る
の

で
す
。
彼
ら
は
外
国
人
の
司
祭
の
権
威
を
認
め
、
司
法
官

へ
の
服
従
を
拒
む
の

で
す
。
慣
習
に
反
し
て
、
彼
ら
は
、
出
生
、
婚
姻
な
ら
び
に
葬
式
の
際
に
坊
主

「

を
受
け
入
れ
ま
せ
ん
。
換
言
す
れ
ば
こ
う
し
た
場
合
に
司
祭
が
徴
収
す
る
お
布

施
を
坊
主
に
は
拒
む
の
で
す
。
最
後
に
、
彼
ら
は
密
か
に
集
合
す
る
の
で
、
謀

反
人
で
す
。
彼
ら
は
主
権
者
と
宗
主
に
対
し
て
、
国
の
法
と
慣
法
に
対
し
て
、
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(16
)

反
逆
す
る
者
な
の
で
す
。」

岩
倉
は
外
国
人
の
宗
教
弾
圧
に

つ
い
て
の
批
判
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
正
面

切

っ
て
言
い
返
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
神
道
の
宗
教
的
な
原
理
を
否
定

し
て
い
る
。
そ
れ
は
国
家
に
対
す
る
謀
反
で
あ
る
。
そ
し
て
密
か
に
集
合
す
る

こ
と
は
反
逆
者
で
あ
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
論

じ
な
が
ら
同
時
に
天
皇
の
国
家
権
力
と
し
て
の
意
味
に
も
言
及
し
て
い
る
。
彼

の
言
葉
に
は
宗
教
的
な
対
抗
意
識
を
も

っ
て
西
洋
に
暗
暗
裡
に
抵
抗
し
て
い
る

日
本
の
当
時
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

天
皇
の
宗
教
的
な
純
粋
性
は
西
洋
に
対
抗
す
る
た
め
の
砦
で
あ
る
と
、
同
時

に
日
本
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
表
明
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
は
宗
教
的
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
と
も
に
西
洋
に
対
す
る
理
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
天
皇
に
表
彰
さ
れ
る
純
粋
性
は
東
洋
的
な
も
の
と
同
時
に
西
洋

的
な
も
の
を
も
崩
す
こ
と
が
で
き
る
。

祖
先
崇
拝
は
儒
教
の
基
本
的
な
原
理
で
あ
り
、
こ
こ
に
東
洋
的
な
儒
教
と
キ

リ
ス
ト
教
と
の
対
立
が
生
じ
る
。
ま
た
儒
教
は
江
戸
時
代
の

「武
士
道
」
の
根

本
理
念
と
し
て
定
着
し
て
い
た
理
念
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
武
家
の
旧
習
が
そ
の

精
神
の
中
に
面
々
と
流
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「武
士
道
」
の
儒
教
は

「忠
」
.を
基
本
的
な
理
念
に
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
天
皇
の
神

(17
)

聖
を
国
家
に
ま
で
昇
化
さ
せ
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。

要
す
る
に
、
「
王
政
復
古
」
と

「
尊
王
攘
夷
」
と
の
絡
み
合
い
が
天
皇
の
復

古
と
正
当
性
を
明
確
に
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
天
皇
は

「権
威
の
論
理
」
と

「権
力
の
論
理
」
・が
結
合
し
た
象
徴
的
存
在
と
な
る
。
即
ち
、
国
家
の

「模
範

的
な
中
心
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「模
範
的
な
中
心
」
は
そ
の
実

践
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
天
皇
が
あ
わ
せ
持

っ
て
い
た
二
つ
の
論
理
は
実
践
的
な
過
程

で
は
不
均
衡
を
露
呈
す
る
。
即
ち
、
「
王
政
復
古
」

の
持

っ
て
い
る
神
聖
性
は

「模
範
的
な
中
心
部
」
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
攘
夷
」
の
た
め
に
は

そ
の
力
だ
け
で
は
不
十
分
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
純
粋
な
神
聖
性
だ
け
で

は
攘
夷
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
攘
夷
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
改
革
が
必
要
で
あ
る
が
、
改
革
の
た
め

に
は
西
洋
文
明
が
必
要
で
あ

っ
た
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
改
革
の
根
本
的
な
方

法
論
と
い
う
点
で
天
皇
を
中
心
と
す
る
新
政
府
は
何
ら
知
識
を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
に
と

っ
て
西
洋
文
明
が
必
要
で
あ

っ

た
わ
け
で
あ
る
。

「聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
な
た
は
長
い
あ
い
だ
国
で
重
職
を
に
な
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
大
国
に
て
い
く
た
び
と
な
く
大
使
の
責
務
を
果
た
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
な
た
の
仕
事
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
か
、
我
に
は
し
か
と

は
判
じ
か
ね
る
が
、
も
し
そ
な
た
の
実
り
多
い
経
験
の
う
ち
で
、
我
が
し
っ
て

お
い
た
法
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
遠
慮
な
く
わ
が
顧

(18
)

問
官
た
ち
に
申
し
伝
え
る
が
よ
い
。」

こ
の
よ
う
に
天
皇
自
身
も
西
洋
文
明
に
対
し
て
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
こ

・と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
な
る
と
西
洋
文
明
を
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
攘
夷
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

一
般
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の
人

々
と
り
わ
け
侍
た
ち
の
間
で
は
攘
夷
論
は
強
か

っ
た
。
西
洋
人
を
襲
撃
す

る
事
件
が
頻
繁
に
起

こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
「開
国
」
を
正

当
化
す
る
に
は
西
洋
文
明

の
流
入
に
よ

っ
て
日
本

の
純
粋
な
ア
イ
デ

テ
ィ
テ

ィ
ー
が
揺
ら
ぐ
と
い
う
危
惧
を
封
じ
込
め
る
必
要
が
あ
る
。
「
開
国
」
に
よ
る

「雑
種
化
」
を
覆
い
か
く
す
た
め
に
天
皇
の

「神
聖
」
と
そ
の

「
雑
種
性
」
は

以
前
に
も
増
し
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

結
局
、
「模
範
的
な
中
心
部
」
は
天
皇
の
神
聖
化
に
よ
る
宗
教
的
な
絶
対
性

に
加
え
て

「攘
夷
」
か
ら

「開
国
」

へ
と
転
換
す
る
論
理
も
抱
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は

「模
範
的
な
中
心
部
」

の
な
か
で
は
表
立

っ
て

対
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
は

一
方
が
隠
さ
れ
て
見
え
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
天
皇
の
神
秘
性
だ
け
が
光
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
伝
統

的
な
神
秘
性
は
過
去
を
反
復
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
創
り
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
創
り
出
さ
れ
た
神
秘
性
は
雑
種
で
は
な
く
純
粋
そ
の
も
の
を

象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
王
政
復
古
」
が
過
去
を
参
照
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
「
尊
王

攘
夷
」
の

「開
国
」

へ
の
理
念
的
な
変
化
は
新
し
い
創
造
過
程
の

「
儀
礼
」
に

な
る
。
そ
し
て
天
皇
の

「伝
統
的
神

聖
化
」
は
こ
の
理
念
的
変
化
そ
の
も
の
を

内
包
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「王
政
復
古
」
が
天
皇
の

「伝
統

的
神
聖
性
」
の
復
活
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

「尊
王
攘
夷
」
の
意
味
的
な
変
質
は
天
皇
の

「
近
代
的
神
聖
」
の
創
造
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
は
別
々
で
は
な
く
相
互
に
作
用
し
あ
い
な
が
ら
統

一

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
見
る
と
、
天
皇
は
攘
夷
の
象
微
で
あ
る

と
同
時
に
そ
の
神
聖
性
は
攘
夷
か
ら
開
国
へ
の
移
動
を
無
理
な
く
で
き
る
よ
う

に
助
け
て
い
る
。
倒
幕
派
の
攘
夷
論
が
開
国
論

へ
変
化
し
て
も
日
本
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
天
皇
の

「
伝
統
的
神
聖
性
」
が
守

っ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
逆
説
的
に
い
え
ば
、
「
開
国
」
の
必
要
性
が
天
皇
の

「純
粋
性
」

の
光
を
さ
ら
に
輝
か
し
い
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
天
皇

は
日
本
の
「純
粋
」
を
現
す
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

・
だ
か
ら
こ
そ
、
古
く
て
時
代
に
合
わ
な
い
伝
統
は
天
皇
は
破
壊
す
る
こ
と
が

で
き
、
新
し
い
も
の
ー
こ
こ
で
は
西
洋
の
文
明
1
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
破
壊
者
に
も
改
革
者
に
も
な
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う

し
て
改
革
の
実
践
者
た
ち
は
徹
底
的
に
実
行
に
移
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ

の

「
純
粋
性
」
は
実
践
の
過
程
で
恐
ろ
し
い
破
壊
力
を
発
揮
し
、
そ
れ
は
西
洋

に
対
し
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
長
き
に
わ
た
る
武
士
の
時
代
に
そ
の
姿
を
隠
し
て
い
た

「
天

皇
」
は
権
威
と
権
力
の
象
徴
と
し
て
政
治
の
表
舞
台
に
そ
の
光
を
な
げ
か
け
は

じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
雑
種
性
」
を
内
に
秘
め
な
が
ら
も

「
純
粋
」
の

衣
装
を
身
に
ま
と
う
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
ま
で
、
近
代
に
新
し
く
誕
生
し
た
天
皇
の
象
徴
的
な
意
味
を
神
聖

化
さ
れ
た
絶
対
性
や
他
者

(西
洋
の
植
民
地
主
義
)
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は

「
王

政
復
古
」
と

「
尊
王
攘
夷
」
の
意
味
的
な
変
化
と
の
関
係
か
ら
理
解
し
て
き
た
。

要
す
る
に
、
近
代
に
お
け
る
天
皇
制
は
伝
統
的
な
神
話
の
論
理
を
も

っ
て
、
異

質
な
西
洋
文
明
ま
で
も
抱
摂
し
て
、
新
た
な
天
皇
に
生
ま
れ
変
わ

っ
た
。
こ
れ

は
た
だ
権
力
と
か
、
歴
史
的
な
正
統
性
、
神
聖
性
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
を
生

き
延
び
る
1
正
確
に
い
え
ば
、
世
界
の
植
民
地
主
義
に
対
応
し
て
い
く
1
日
本

に
新
し
い
力
を
与
え
る

「
模
範
的
な
中
心
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
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包
括
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「雑
種
」
化
の
可
能
性
を
内
包
し
な
が
ら
、

同
時
に

「純
粋
」
を
し
て
変
わ
り
の
な
い
純
粋
な
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
提

供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
の
論
理
は

「
王
が
神
で
あ
り
、
王
宮

は

『模
範
的
中
心
』
で
あ

っ
て
、
国
家
と
国
民
の

『
モ
デ
ル
』
と
な
り
、
こ
れ

か
ら
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
を
通
し
て
、
『
モ
デ
ル
と

コ
ピ
ー
』
と
い
う

関
係
が
生
ま
れ
、
民
衆
は
下
の
レ
ベ

ル
か
ら
上
の
レ
ベ
ル
へ
と

『模
範
的
中
心
』

(19
)

を
モ
デ

ル
と
し
て
コ
ピ
ー
を
し
な
が
ら
上
昇
志
向
を
い
だ
く
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。明

治
時
代
に
台
頭
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
そ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
は
相
矛

盾
す
る
も
の
で
あ

っ
て
も
結
局
は
矛
盾
し
た
価
値
を
抱
摂
す
る
天
皇
と
い
う
模

範
的
な
中
心
に
向

っ
て
収
斂
し
て
い

っ
た
。
明
治
時
代
に
天
皇
が
絶
対
君
主
と

し
て
君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
下
か
ら
の
儀
礼
的
、
象
徴
的

な
模
倣
の
過
程
を
通
じ
て
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
近
代
の

「模
範
的
な
中

心
」
と
し
て
の
権
威
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
天
皇
が
対
立

・
葛
藤
を
抱
摂
す
る
模
範
的
中
心
と
し
て
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
作
用
し
て
い
る

一
方

で
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
血
で
血
を

洗
う
よ
う
な
抗
争
状
態
が
続

い
て
い
た
。
ま
る
で
、
「
死
の
儀
礼
」
が
演
じ
ら

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
神
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で

は
な
く
、
生
き
て
い
く
人
間
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
の
中
に
存
在
し
て
い

た
破
壊
と
創
造
の
逆
説
は
凄
惨
な
現
実
と
し
て
地
上
に
そ
の
姿
を
現
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

3

改
革
実
践
に
よ
る
社
会
変
化

明
治
維
新
の
歴
史
的
な
意
義
を
羽
人
五
郎
は
、
封
建
主
義
の
崩
壊
に
よ
る
歴

史
的
な
進
歩
で
、
「憲
法
と
自
由
に
よ

っ
て
保
障
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
国
民
と

(20
)

し
て
の
自
覚
を
確
実
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
」
と
、
現
代
日
本
の
起
源
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
明
治
維
新
を
民
権
論
の
立
場
か
ら
定
義
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
明
治
維
新
後
に

「
自
由
民
権
論
」
運
動
が
起
こ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
納
得
の
い
く
定
義
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
に
限
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
歴
史
家
は
維
新
を
歴
史
的
な
進
歩
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
.マ
ル
ク
ス
の
歴
史
主
義
の
影
響
を
受
け
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
井
上
清
も
明
治
維
新
を
通
じ
て
、
封
建
時
代
か
ら
近
代

へ

の
歴
史
的
な
進
歩
が
成
し
遂
げ
ら
れ
、
階
級
闘
争
の
結
果
民
衆
が
非
支
配
階
級

(21
)

か
ら
脱
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
学
者
が
見
て
い
る
よ
う
な
肯
定
的
な
意
味
だ
け
が
明

治
維
新
の
意
義
で
は
な
い
。
む
し
ろ
社
会
的
な
混
乱
が
こ
の
時
点
か
ら
始
ま

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
維
新
の
肯
定
的
な
意
味
付
け
が
生
じ
る
の
は
お
そ
ら

く
現
代
に
視
点
を
お
い
て
明
治
維
新
と
封
建
制
の
江
戸
時
代
を
振
り
返
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
明
治
維
新
後
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
は
歴
史
学
者
の

肯
定
的
な
意
味
付
け
を
く
つ
が
え
す
の
で
あ
る
。

ギ
ア
ー
ツ
は
社
会
変
化
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
人
間
生
活
の

「
文
化
的
な
側

面
」
と

「
社
会
的
な
側
面
」
を
分
離
し
た
上
で

「
両
者
の
間
に
は
根
源
的
な
不

連
続
性
が
あ
る
が
、
そ
の
不
連
続
性
が
社
会
変
化
の
根
本
的
な
主
動
因
と
な
る
」
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(22
)

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は

「
文
化
」
と
は
、
「意
味
と
シ
ン
ボ
ル
の
秩

序
づ
け
ら
れ
た
体
系
」
で
、
「
社
会
体
系
」
と
は
、
「社
会
的
な
相
互
作
用
の
型

そ
の
も
の
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

二

方
に
は
、
人

々
が
世
界
を
明
ら
か
に
し
、
感
情
を
表
現
し
、
判
断
を
下

す
た
め
の
、
信
仰
や
意
味
豊
か
な
シ

ソ
ボ
ル
や
価
値
の
枠
組
が
あ
る
。
他
方
に

は
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
相
互
作
用
行
動
の
連
続
が
あ
り
、
そ
れ
が
常
に
変

わ
ら
ず
持

っ
て
い
る
形
を
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
構
造
と
よ
ぶ
。
文
化
と
は
、
人

間
が
自
分
の
経
験
を
説
明
し
、
行
動

の
指
針
と
す
る
た
め
の
、
意
味
の
枠
組
で

あ
る
。
社
会
構
造
乏
は
、
行
為
の
形

で
あ
り
、
実
際
に
存
在
す
る
社
会
関
係
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
化
と
社
会
構
造
は

一
つ
の
現
象
か
ら
引

き
出
さ
れ
た
異
な
る
抽
象
概
念
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
的
行
為
は
、
そ
れ

を
行
う
人
に
と

っ
て
の
意
味
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
何
ら

(23
)

か
の
社
会
体
系
の
働
き
に
対
す
る
寄
与
の
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
」

文
化
と
社
会
と
の
関
係
は
常
に
解
釈
と
行
為
の
相
互
関
係
で
あ
ろ
う
。
人
類

学
は

「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
も
の
で
は
な
い
理
解
を
我

々
が
理
解
す
る
と
は
ど
う

(42
)

い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
な
ん
と
か
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
」
の
だ
と
す
る
と
、

解
釈
学
と
は

「
理
解
を
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
化
と
社

会
と
の
相
互
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
意
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
新
し
い
象
徴
的
な
も
の
を
体
系
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

明
治
維
新
が

「
王
政
復
古
」
と

「尊
王
攘
夷
」
と
い
う
二
つ
の
理
念
が

「
開

国
」
と
い
う
局
面
に
向

っ
て
そ
の
意
味
を
転
換
さ
せ
た
の
を
見
て
き
た
。
そ
れ

は
変
化
に
伴
う
社
会
的
心
理
的
緊
張
を
背
景
と
し
て
生
じ
て
き
た

「意
味
の
構

造
H
シ
ン
ボ
ル
体
系
」
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
の

神
格
化
さ
れ
た
絶
対
性
と
言

っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
が

「
模
範
的
な
中
心
」

を
な
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
次
は
模
範
的
中
心
を
指
針
と
し
て
行
わ
れ
る
社

会
的
行
為
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
-
節
で
引
用
し
た
青
木
が
述
べ

る
よ
う
に

「
モ
デ
ル
と
コ
ピ
ー
」
の
関
係
で
あ
る
。

モ
デ
ル
で
あ
る

「模
範
的
な
中
心
」
は

「純
粋
」
を
身
に
ま
と
い
な
が
ら
も

.

矛
盾

・
対
立
す
る

「雑
種
」
を
内
に
綜
合

つ
ま
り
と
り
も
な
お
さ
ず
、
天
皇
の

神
格
化
さ
れ
た
絶
対
性
が
、
近
代
日
本
に
お
け
る
大
き
な
問
題
で
あ

っ
た

「攘

夷
」
と

「開
国
」
と
の
理
念
的
な
対
立
を
ス
ム
ー
ズ
に
抱
摂
す
る
こ
と
を
み
て

き
た
。
と
同
時
に
、
こ
の
中
心
は
伝
統
と
異
文
化
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
破
壊

し
て
し
ま
う
恐
ろ
し
さ
も
も

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
は
常
に
神
秘
性
に

囲
ま
れ
て
お
り
、
日
本
国
民
に
と

?
て
は

「模
範
」
そ
の
も
の
に
映
る
の
で
あ

ろ
う
。」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
天
皇
は
全
て
を
抱
擁
す
る

「生
き
て
い
る
」
神
な

の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
ー
モ
デ
ル
を

コ
ピ
ー
す
る
人
々
1
の
目
に
は
モ
デ
ル

の

「雑
種
性
」
で
は
な
く

「純
粋
性
」
だ
け
が
見
え
て
い
た
。
従

っ
て
人
々
の

.行
為
は
モ
デ
ル
を
模
倣
し
な
が
ら
も

「
純
粋
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

明
治
維
新
が
終

っ
た
後
の
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
楽
観
的
で
は
な
か

っ
た
し
、
民
衆

の
階
級
か
ら
の
解
放
が
ど
れ
ほ
ど
達
成
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
新

し
い
支
配
階
級
が
創
り
出
さ
れ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
歴
史
的
な
発

展
論
も
、
階
級
闘
争
説
も
必
ず
し
も
こ
の
時
期
の
日
本
に
当
て
は
ま
る
と
は
言

え
ず
、
そ
こ
に
は
近
代
に
向

っ
て
走

っ
て
い
く
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
、
対
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立
、
矛
盾
し
た
姿
が
見
え
る
だ
ろ
う

。
こ
れ
ら
は
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
説

明
で
き
な
い
意
味
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。

明
治
時
代
初
期
の
混
乱
の
中
で
堺
市
の
攘
夷
の
事
件
が
起
こ
っ
た
。
侍
た
ち

が
フ
ラ
ソ
ス
人
を
殺
し
た
の
で
あ
る
。
外
国
人
に
対
す
る

「
武
士
道
」
の
儀
式

.

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ー
ネ
ス
ト

・
サ
ト
ウ
は
こ
の
光
景
を
次
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
。

「罪
人
は
仏
壇
の
前
の
赤
い
毛
氈

の
ひ
か
れ
て
い
る
上
段

へ
導
か
れ
た
。
彼

は
仏
壇
に
向
い
、
遠
く
か
ら
,一
度
、
近
く
か
ら

一
度
、
都
合
二
回
頭
を
下
げ
て

か
ら
着
座
し
た
。
(中
略
)
彼
は
大
分
乱
れ
て
は
い
た
が
、
は

っ
き
り
し
た
声

で
1
声
の
乱
れ
は
恐
怖
の
念
や
、
感
情
の
動
揺
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
の
恥
ず

べ
き
行
為
を
渋

々
な
が
ら
認
め
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
i
逃
げ
ん

と
す
る
外
国
人
に
対
し
不
法
に
も
発
砲
を
命
じ
た
も
の
は
こ
の
自
分
に
ほ
か
な

ら
ぬ
、
こ
の
罪
に
よ

っ
て
、
自
分
は
切
腹
す
る
と
述
べ
、
こ
の
場
を
見
届
け
て

(25
)

も

ら

い
た

い

と

い

っ
た

。
」

こ
れ
は
普
通
の

「
切
腹
」
と
は
意
味
が
違
う
だ
ろ
う
。
勿
論
、
武
士
が
罪
人

に
な
る
と
切
腹
の
沙
汰
が
あ
る
の
が
常
識
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
そ
の
罪
が

一
体
何
か
が
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
武
士
道
に
お
げ
る

「
死
」
を
考
え
る
と
、

こ
の
侍
の
切
腹
が
ど
ん
な
切
腹
で
あ

っ
た
か
が
理
解
で
き
る
。

『葉
隠
』
の
な
か
で
大
木
陽
堂
は
武
士
の

「死
」
に
関
し
て
説
い
て
い
る
が
、

武
士
は

「常
住
死
身
に
な
り
て
居
る
時
は
、
武
道
に
自
由
を
得
、

一
生
落
度
な

く
、
家
職
を
仕
果
た
す
べ
き
な
り
。
」
(三
)
「
死
は
最
上
の
忠
義
」
(
一
=
二
)
、

(26
V

「
恥
を
さ
ら
す
よ
り
は
切
腹
」
(
二
四
七
)
、
の
よ
う
に
死

の
中
に
生
を
見
出

し
て
い
る
。
死
と
生
の
な
か
で
彼
ら
は
死
を
選
ぶ
。
こ
の
よ
う
な

[死
」
に
対

す
る
態
度
は
生
活

の
美
学
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
.そ
し
て

「
死
」

は
戦
争
の
と
き
以
外
は
主
君
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
切
腹

は
そ
の
美
学
的
な
生
を
昇
華
す
る
儀
式
な
の
で
あ
る
。

も
し
こ
の

「死
」
を
攘
夷
論
の
立
場
か
ら
見
る
と
そ
れ
は
美
学
的
だ
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

「死
」
を
開
国
の
立
場
か
ら
み
る
と
不
忠
の
意
味

で
恥
の

「死
」
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
件
は
1
8
6
8
年
に
起
こ
っ
た
も
の

だ
が
、
こ
の
事
件
を
通
し
て
当
時
の
武
士
た
ち
の
立
場
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は

「忠
」
と

「
不
忠
」
と
の
間
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
ら
は
本
来
の
生
活
の
美
学
的
な

「
死
」
の
中
で

「忠
」
と

「
不
忠
」

と
い
う
互
い
に
相
反
す
る
文
化
的
論
理
を
抱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
に
対
す
る
彼
ら
が
持

っ
て
い
た

「忠
誠
心
」
の
論
理
だ

け
で
充
分
説
明
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
現
実
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
は

「
忠
誠
心
」
を
現
実
に
か
か
わ
り
な
く
表
現
す
る
。
攘
夷
で

あ
れ
開
国
で
あ
れ
、
天
皇
の
意
志
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

一
人
の
役
人
が
こ
の
事
件
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
は
、
堺
の
事
件
は
罪
を
犯
し
た
も
の
で
あ
り
、

正
当
化

の
余
地
は
な

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
(中
略
)
天
皇
が
我
が
国
を
開
化

し
よ
う
と
す
る
御
方
針
を
、
私
の
部
下
が
妨
げ
た
こ
と
を
思
う
と
、
私
の
心
が

痛
み
ま
す
。
(中
略
)
私
と
し
て
は
私
の
心
情
を
フ
ラ
ン
ス
公
使
や
そ
の
他
の

(27
V

外
国
代
表
団
の
方

々
に
知

っ
て
欲
し
い
気
持
ち
で

一
杯
で
す
。」

「征韓論」の文化人類学的解釈155



こ
の
言
葉
か
ら
我
々
は
少
な
く
と
も

「
武
士
」
が
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

一
方
は
お
そ
ら
く
本
人
は
恥
だ
と
は
認
め
な
か

っ
た
だ
ろ
う
が

表
向
き
に
は
恥
の
た
め
に
切
腹
し
た
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
方
は
外
国
と
の
外

交
問
題
に
な

っ
た
事
件
の
主
謀
者
が
自
分
の
部
下
な
の
で
そ
の
責
任
を
恐
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
部
下
を
処
罰
す
る
こ
と
を
約
束
し
て

い
る
。
切
腹
は
、
部
下
の
本
人
に
之

っ
て
は
忠
誠
心
の
切
腹
少
な
く
と
も

『
葉

隠
』
を
真
面
目
に
実
践
し
た
行
為

で
あ
る
が
、
主
君
の
立
場
か
ら
見
る
と
そ
れ

は

「
恥
の
切
腹
」
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
と
も
に
天
皇

へ
の
忠
誠
に

つ
き
動
か
さ
れ
て
い
る
点
で
は
違

い
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
「
武

士
」
の
切
腹
を
通
し
て
当
時
の
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
互
い
に
、

純
粋
を
志
向
し
て
い
る
と
し
て
も
結
局
雑
種
の

一
部
分
に
な
る
だ
ろ
う
。

ど
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
え
ば
、

明
治
維
新
の
中
心
人
物
は
ほ
と
ん
ど

「武
士
」
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、

そ
れ
は
自
分
自
信
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
武
士
道
の
実
践
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「伝
統
文
化
の
切
腹
」
で
あ
る
。

結
局
暴
力
で
あ
れ
、
平
和
的
で
あ
れ
、
攘
夷
で
あ
れ
、
開
国
で
あ
れ
、
彼
ら
は

そ
の
こ
と
こ
そ
模
範
的
な
中
心
の

コ
ピ
ー
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
れ
は

恐
ろ
し
い
破
壊
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

岩
倉
は
改
革
に
対
し
て
次
の
よ
う

に
強
い
自
信
を
見
せ
て
い
る
。

「
大
名
た
ち
は
将
軍
に
よ

っ
て
抑

え
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に

は
将
軍
の
直
接
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
者
も
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
幕
府
が

倒
れ
て
大
名
た
ち
は
ま

っ
た
く
独
立
の
状
態
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
許
し
難
い
こ
と
で
し
た
し
、
そ
れ
に
天
皇
の
権
力
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
我

々
が
企
て
た
こ
と
で
す
。
我

々
の
仕
事
は
三

年
後
に
は
完
了
す
る
で
し
ょ
う
。
藩
は
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
旧
大
名
は

元
の
領
土
の
知
事
と
し
て
権
力
を
保
ち
続
け
る
こ
と
さ
え
な
い
で
し
ょ
う
。
知

事
に
は
、
ど
ん
な
出
身
階
級
で
あ
れ
、
有
能
な
人
間
を
任
命
し
ま
す
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
も
し
有
能
な
人
間
で
あ
れ
ば
大
名
も
も
ち
ろ
ん
政
府
で
高
い
地

位
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
小
さ
な
藩
は
も

っ
と
大
き
な
藩
に
統
合

さ
れ
、
軍
隊
は
、
こ
れ
ま
で
大
名
の
家
臣
と
し
て
傭
わ
れ
て
き
た
武
士
を
土
台

(28
)

に
し
て
形
成
し
ま
す
。」

こ
の
話
は
お
そ
ら
く
廃
藩
置
県
の
後
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
3
年
を
強
調
し

て
い
る
が
、
明
治
4
年
岩
倉
使
節
団
が
欧
米
を
約
2
年
間
旅
す
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
明
治
7
年
頃
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
征
韓
論
」
と

の
関
係
が
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
の

岩
倉
の
話
の
意
味
は
改
革
の
究
極
の
目
標
は
幕
藩
体
制
を
徹
底
的
に
踏
み
潰
す

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
天
皇
す
な
わ
ち
中
央
に
権
力
を

集
中
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
政
策
の
中
に
は
ま
だ
江
戸
時
代
の

慣
例
を
踏
襲
し
て
い
る

一
面
も
見
え
る
。
た
と
え
ば
廃
藩
の
後
、
知
事
を
東
京

に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
は
江
戸
時
代
に
も
あ

っ
た
。
す
る
と
、
少
な
く
と
も
完
全

な
改
革
は
使
節
団
が
欧
米
か
ら
文
明
を
学
ん
で
帰
国
し
た
後
に
な
る
。従

っ
て
、

明
治
初
期
の
改
革
は
新
旧
の
慣
例
が
入
り
混
じ

っ
た
改
革
で
あ

っ
た
。
ス
フ
ィ

ン
ク
ス
の
よ
う
な
姿
を
し
た
改
革
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
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ギ
ア
ー
ツ
は
独
立
後
の
新
興
国
の
社
会
に
見
ら
れ
る
暗
い
ム
ー
ド
の
要
因
と

し
て
い
く

つ
か
の
社
会
生
活

の
現
実
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
指
導
者
の
指
導

力
の
弱
体
、
新

エ
リ
ー
ト
集
団
と
旧

エ
リ
ー
ト
集
団
と
の
結
び
付
き
に
よ
る
特

権
の
復
活
、
革
命

の
推
進
力
の
喪
失
に
伴
う
運
動
の
停
滞
、
ま
た
西
欧
と
の
力

(29
)

の
不
均
衡
に
対
す
る
敏
感
な
反
応
な
ど
で
あ
る
。

明
治
初
期
の
日
本
の
社
会
的
な
管
況
は
ギ
ア
ー
ツ
が
指
摘
し
て
い
る
点
と
似

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
幕
府
の
時
代
に
藩
士
で
あ

っ
た
人
々
が
権
力
の
中
心
部
に

入

っ
て
お
り
、
各
藩
で
は
藩
主
が
勢
力
を
握

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
般
の
人

々
に
改
革
の
知
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徐

々
に
中
心
部
の
人
々
が
特
権

階
級
化
し
て
い
く
。
明
治
維
新
の
理
念
は
次
第
に
薄
れ
て
い
く

一
方
で
、
不
平

等
条
約
を
押
し
つ
け
て
く
る
西
洋
の
列
強
の
力
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
。
ま
た
、
経
済
的
な
困
窮
の
た
め
に
各
地
で

「世
な
お
し
」
の
反
乱
が
起

こ
ゆ
、
廃
藩
置
県
は
藩
主
た
ち
の
不
満
を
、
ま
た
徴
兵
制
は
武
士
の
不
満
を
招

(03
)

い
た
。
こ
う
し
て
立
場
の
弱
く
な

っ
た
明
治
新
政
府
は
制
度
改
革
の
た
め
に
は

西
郷
隆
盛
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

」廃
藩
置
県
を
施
行
す
る
と
き
も
、
西
郷
の
軍
隊
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
明
治
政
府
は
改
革
を
施
行
し
よ
う
と
し
た
の

だ
が
政
府
は
軍
事
力
が
弱
か

っ
た
た
め
に
、
西
郷
隆
盛
を
前
面
に
出
し
て
そ
れ

を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

一
連

の
改
革
の
結
果
社
会
的
心
理
的
緊
張
は

一
層
高
ま
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
流
入
し

て
く
る
西
洋
文
明
を
受
け
入
れ
る
か
否
か

の
対
立
は
さ
ら
に
先
鋭
化
し
、
攘
夷
論
と
開
国
と
の
対
立
が
政
治
的
理
念
だ
け

で
は
な
く
、
日
常
生
活
に
も
広
ま

っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ブ
ナ
ー
は
こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
皮
肉
な
印
象
を
込
め
て
書
い
て

い
る
。
彼
は
常
に
日
本
の
伝
統
の
破
壊
に
つ
い
て
注
意
を
払

っ
て
い
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
「
上
流
階
級
の
住
民
の
意
見
は
真

っ
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

進
歩
派
の
人
達
は
、
色
ん
な
や
り
方
で
古
い
保
守
派
の
顰
蹙
を
買
い
、
肉
食
の

習
慣
に
よ

っ
て
自
ら
を
汚
す
ま
で
に
走
る
。
江
戸
で
も
京
都
で
も
、
肉
屋
が
店

開
き
を
し
た
ば
か
り
で
、改
革
派
は
週
に

一
度
牛
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(中
略
)
土
佐
候
と
長
州
候
は
改
革
派
に
数
え
ら
れ
て
お
り
、
長
州
は
体
力
を

(31
V

付
け
る
た
め
に
兵
士
に
肉
を
食
べ
る
よ
う
命
じ
る
、
と
法
令
で
明
記
し
て
い
た
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

一
連
の
変
化
は
社
会
心
理
的
な
緊
張
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
単
に
改
革
派
と
か
保
守
派
と
い
う
図
式
で
分
け
ら
れ

る
も
の
で
ば
な
い
。
表
面
的
に
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
中
に
は
錯
綜
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
統
合
と
分
裂
の
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
天
皇
と
い
う

「純
粋
性
」

の
中
に
表
象
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

4

む
す
び
に
か
え

さ
て
、
簡
単
に
日
本
の
明
治
維
新
前
後
の
時
期
を
通
し
て
社
会

・
文
化
的
な

現
象
の

一
端
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
次
の
こ
と
を
強
調
し
た

い
。

す
な
わ
ち
、
日
本
の
明
治
初
期
の
国
家
建
設
と
西
洋
の
列
強
と
の
関
わ
り
方

は
、
単
な
る

「
創
ら
れ
た
伝
統
」
と
か

「
文
化
変
化
」
と
か

「
文
化
接
触
」
と

い
う
概
念
を
は
る
か
に
越
え
て
、
「血
塗
ら
れ
の
儀
礼
」
で
あ

っ
た
。
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巨
大
な
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
彼
ら
は
神
殿
を
を
創

っ
て
神
聖
性
に
訴
え

る
。
そ
し
て
神
聖
性
は
文
化
の
純
粋
性
を
追
及
す
る
心
性
を
提
供
す
る
。
し
か

し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
人
々
が
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
た
め
に

追
い
求
め
て
い
る

「純
粋
」
さ
と
天
皇
と
い
う
模
範
的
中
心
の
神
聖
性
が
も

つ

「純
粋
」
性
と
は
異
な
る
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。
前
者
が
人
々
が
歴
史
を
生
き

抜
く
た
め
に
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
純
潔
さ
だ
と
す
れ
ば
、
後
者

の
神
聖
性
の
純

粋
と
は
相
矛
盾
す
る
価
値
を
抱
摂
す

る
包
括
的
で
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
純
粋
は

「
雑
種
性
」
を
内
包
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
後
者
は
ま

さ
に
、
日
本
の
近
代

の
中
心
的
な
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間

の
純
粋
と
神
聖
の
純
粋
は
限
り
な
く

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
演
じ
て
い
く
。

こ
れ
が
日
本
の
近
代
初
期
の
社
会

・
文
化
的
な
現
象
で
あ
る
と
言

っ
て
は
言
い

す
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
亦
。
天
皇
と
い
う
模
範
的
中
心
は
日
本
の
当
時

の
葛
藤
、

分
裂
、
欲
望
、
権
力
へ
権
威
、
希
望

、
新
世
界
な
ど
、
様

々
な
姿
を
抱
摂
し
、

「
純
粋
」
が
何
か
を
見
せ
て
く
れ
る
。

し
か
し
、
人
間
に
と

っ
て
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
実
現
で
き
な
い
あ
ま
り
に

も
近
付
き
が
た
い
神
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
苦
悩
す
る
し
、
血
を

要
求
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
モ
デ

ル
と

コ
ピ
ー
」
の
不
幸
は
そ
こ
に
あ

っ
た

わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
征
韓
論
」
を
考
え
る
時
、
な
ぜ
二
項
対
立
的

な
図
式
を
し
て
解
釈
が
で
き
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
解
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
政
治
的
な
対
立
で
あ
れ
、
植
民
地
支
配
の
欲
望
で
あ
れ
、
明
治
初

期
が
抱
え
て
い
た
社
会
文
化
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
か
ら
生
じ
て
く
る
錯

綜
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

「薄
い
解
釈
」

に
な
る
。
日
本
と
西
洋

(新
た
な
他
者
)
と
の
関
係
に
お
い
て
日
本
が
政
治
的

な
力
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
を
も

っ
て
対
抗
し
て
い
く
そ
の
過
程
は
、
西
洋
に

限
ら
ず
東
洋
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

要
す
る
に
、
日
本
に
と

っ
て
他
者
で
あ
る

「
朝
鮮
」
を
意
味
付
け
る
時
に
、

政
治
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
常
に
自
分
の
中
か
ら
創
り
出
さ
れ
る
内
的
な

意
味
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「征
韓
論
」
の
本
質
的
な

意
味
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は

「征
韓
」
と

「征
韓
論
」
を
概
念
上
で
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
意
味
と
し

て
の
文
化
体
系
と
社
会
体
系
を
区
別
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
相
関
関
係
を
掘
り

下
げ
る
こ
と
が
社
会
変
化
を
理
解
に
は
必
要
か
つ
有
力
な
方
法
だ
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
我

々
は

「征
韓
論
」
.
が
政
治
的
な
対
立
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
議
論
を
進
め
て
き
た
。
「征
韓
論
」

の
内
容
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
分
析
を
行

っ
て
い
く
。

注(
1
)
青
木

保

、
『
日
本
文
化
論

の
変

容

-
戦
後

日
本

の
文
化
と
ア
イ
デ

ン
デ

ソ
テ

ィ
テ
ィ
ー
』
、
1

9
9
0
年
、
中
央
公
論
社
、
O

・刈
り
・

(2
)
青

木

保

、
同
書

、
O
歹
①
①
ー
窓

.①
刈
■

(
3
)
青
木

保

、
同
書

、
b
●①
⑩

(
4
)
飛
鳥
井
雅

道
編

、
『
国
民
文
化

の
形

成
』
、

1
9
8
4
年

、
筑

摩
書
房

、
唱
』
Φ

。

原
文
は

『
太
政
官

日
誌
』
第

1
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

(
5
)

こ
れ
は
東
ア
ジ
ア

の
関
係

の
中
で
中
国
に
対
抗
す
る
た
め

の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と

し
て
現
れ
る
。
中
国

の
儒
教
文
化
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
自
国
の
文
化
を
意
識
し

158



て
中
国
文
化
と
対
等
な
立
場
を
乏
ろ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
神
儒

一

致

の
立
場
か
ら
、
儒
教
を
日
本
化
し
て

い
く

の
で
あ
る
。
記
紀
神
話

に
連
な

っ
て

皇
統
を
賛
美
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
は

「
和
魂
漢
才
」
の
典
型
と
し
て
定
着

す

る
。

日
本
型
中
華
意
識

で
あ
る
。

柴

田
純

、

『
思

想

史

に

お

け

る

近

世

』
、

1

9

9

1
年

、

思

文

閣

出

版

、

署

b
謡

-
署

b
ミ

.

(
6
)

藤

原

影

他

、
『
天
皇

の
昭

和
史

』
、
1

9
8

8
年

、
新

日
本

出

版
社

、

や
日
9

(
7
)

エ
リ

ッ
ク

・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ

ム
、
テ
レ
ソ
ス

・
レ
ン
ジ

ャ
ー
編

(前
川
啓
治
、
梶

原
景

昭

他
訳
)
、
『
創

ら
れ
た
伝
統
』
、

1
9
9
2
年
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
O
.ド
9

(
8
)
幕
末
尊

王
攘
夷
論
は

水
戸
学
が
中

心
に
な

っ
て
儒
教
的
名
分
論
に
基
づ
く
封
建

秩
序

を
建

て
直

す
た

め
の
、
幕
府
擁
護
論

で
あ

っ
た
。

西
洋

の
列
強
と
戦
う
た
め

に
は
幕

府
を
中

心
に
し
て

一
致

団
結

し
て
国
防

を
強
化

し
て
対
抗
す
る

、
い
う
攘

夷
論
で
も
あ

っ
た
。

遠

山
茂
樹

、

『
遠

山
茂

樹
著

作
集

第

4
巻
』
、

1
9

9

2
年

、
岩
波

書
店

、

O
や
目
ー
娼
戸
H
O
.

(
9
)
井

上

清
、

『
田
本

の
歴
史

中
』
、

1
9

7
3
年

、
岩

波
新

書
、
O
サ
9

4

1
窓

●8

.

(
10
)
梶

原
景

昭
、
「
文
化
と
政
治
」
、
伊
藤
幹
治
、
米

山
俊
直

編
、
『
文
化
人
類
学

の

ア
プ

ロ
ー
チ
』
、
1
9
8
8
年
、

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房
、
P
H
q。
H
.

(
11
)

エ
リ

ッ
ク

・
ボ
ブ

ズ

ボ

ウ

ム
、

テ
レ

ン
ス

・
レ

ソ
ジ

ャ
ー
編

、
上
掲

書

、

署

・H
ω
ー
℃
歹
註
.

(
12
)
藤
原

影

他
、
上
掲
書
、
署

.b⊃
O
l
署

.。。
ρ

(
13
)
斎
藤
信

明
、
『
西
郷

と
明
治
維
新
革
命
』
、

1
9
8
7
年
、
彩
流
社

、
"
.H
①
●こ

れ
は
本
文

を
訳
出

し
て
そ

の
趣

旨
を
ま

と
め
た
文
章

で
あ
る

。
原

文
は

『
法

令

丁

全
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
14
)
赤
坂
憲
雄

、
『
王
と
天
皇
』
、
1
9
8
8
年

、
筑
摩
書
房
、

署

・日
⑩
g。
1
署

b
O
刈
●

`

こ
れ

に

つ
い
て
赤
坂
は
天
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   'Seikanron' from the interpretation of cultural anthropology 

              Focussing on social and cultural context -

   When you think about the historical event like 'Seiksnron' it should be important to understand 

social and cultural context around that in those days. Because this event reflects the very change into 

Japanese modem society, and there is 'different culture = the other' as Korea. However, former the-
ories have been referred to 'opposition of social ideology' and 'theory about rule by colonization'; 
therefore the issue, which is mentioned from the angle of culture between Japan and Korea as 'differ-

ent culture = the other' (cultural communication), has been excluded. The social and cultural con-

text will be considered. here to think of Seikanron ascultural issue.That means ambivalence towards 

the Emperor system of Japan and social change at that time. 
   After the Meiji Restoration Japan had been establishing the modern society contacting with 

Western modernization. In that process the opposition, complications,tension, division and various 

kinds of contradiction in social, and cultural field were showed up. Those were like 'exclusion of 

foreigners and the opening of a country', 'loss and creation of personality', 'resistance and intention 

to the change'. The Emperor system of Japan also had the contradiction like that. they had inherited 

tradition, but on the other hand they were proper models of modernization. After all they become a 

symbol of ambivalent culture. In spite of having the contradiction, 'crossbreed' in a sense, the nation-

al model became a 'purity'. And people on the side of copying the model just wanted the 'purity'.Therefore 

one 'purity' and the other 'purity' appeared and they became to oppose to one another. Seikanron is 

the symbol of opposition like that. 

Key words 

   Seikanron, other culture, the other, ambivalence of the Emperor system of Japan, model and copy
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