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本
書
は
、
明
治
維
新
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
著
者
が
二
〇
一
一
年
一
〇
月
か
ら

一
二
月
に
、
世
田
谷
区
市
民
大
学
で
行
っ
た
全
六
回
の
連
続
講
義
の
記
録
に
、
加
筆

修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
触
れ
る
が
、
本
書
の
内
容
は
著
者
が
二

〇
〇
六
年
に
有
志
舎
か
ら
刊
行
し
た
論
文
集
『
明
治
維
新
を
考
え

る
』
（
後
に
岩
波

現
代
文
庫

〔
二
〇
一
一
年
〕
に
再
編
さ
れ
て
収
録
）
と
内
容
的
に
重
な
る
部
分
が
多

く
、
本
書
と
『
明
治
維
新
を
考
え

る
』
は
姉
妹
作
品
と
も
言
え

る
。

本
書
の
目
的
は
、
近
代
日
本
の
経
験
を
日
本
固
有
の
特
殊
事
例
と
し
て
扱
う
の
で

は
な
く
、
明
治
維
新
の
革
命
性
を
、
世
界
に
開
か
れ
た
普
遍
的
な
形
で
比
較
検
討
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
愛
国
」
、
「
革
命
」
、
「
民
主
」
の
三

つ
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
し
て
、
世
界
、
特
に
東
ア
ジ
ア
各
国
を
比
較
検
討
し
、
近
代
に
つ
い
て
の
相
互

理
解
を
深
め
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
ソ
フ
ト
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
て

の
明
治
維
新
」
像
で
あ
る
。

要
約

要
約
に

つ
い
て
は
、
「
愛
国
」
（
第
一
講
、
第
二
講
）
、
「
革
命
」
（
第
三

講
、
第
四

講
）
、
「
民
主
」
（
第
五
講
、
第
六
講
）
の
三

つ
に
分
け
て
論
じ
る
。
「
け
じ
め
に
」
に

お
い
て
、
著
者
は
二
百
年
以
上
に
わ
た
る
長
い
平
和
と
鎖
国
、
明
治
維
新
後
の
急
速

な
近
代
化
な
ど
、
近
代
日
本
の
様
々
な
経
験
を
、
日
本
固
有
の
特
殊
事
例
と
す
る
の

で
は
な
く
、
現
在
及

び
将
来
の
日
本
人
、
さ
ら
に
は
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
い

ま
と
未
来
を
考
え
る
た
め
の
普
遍
と
し
て
捉
え

る
。
そ
の
た
め
に
、
「
愛
国
」
、
「
革

命
」
、
「
民
主
」
に
着
目
す
る
。
さ
ら
に
、
従
来
の
学
問
が
西
洋
と
比
較
し
て
自
ら
を

位
置
づ
け
る
こ
と
を
「
近
代
」
の
倣
い
と
し
て
い
た
た
め
、
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国

と
の
相
互
理
解

が
希
薄
化
し
て
し
ま
っ
た
と
反
省
し
、
近
隣
諸
国
と
の
関
係
が
密
接

に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
そ
れ
ら
と
の

対
比
の
な
か
で
定
位
し
直
す
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
説
く
。

ま
ず

「
愛
国
」
（
第
一
講
、
第
二
講
）
に

お
い
て
、
世
界
各
国
の
相
互
依
存
性
が

高
ま
る
な
か
で
、
国
家
主
義
の
対
立
関
係
が
お
き
て
い
る
現
状
に
、
著
者
は
警
鐘
を



鳴
ら
す
。
そ
の
う
え
で
、
問
題

が
深
刻
化
す
る
前
に
、
対
立
を
和
ら
げ
る
た
め
の
工

夫
を
凝
ら
す
べ
き
で
あ
り
、
「
愛
国
」
の
主
張
や
制
度
、
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
性
質
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
著
者
は
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

基
本
構
造
を
二
点
に
ま
と
め

る
。
一

つ
目
は
、
あ
る
国
家

を
基
準
に
し
て
、
「
我

々
」
と
「
他
人
」
と
を
差
別
す
る
心
の
習
慣
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
国
単
位

の
自
他

差
別
意
識
が
庶
民
に
ま
で
浸
透
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
で
著
名
な

ペ
ネ
デ
ィ
ク
ト

ー
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
や
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
は
、
社
会
の
内
部
か
ら

「
国
民
」
と
し
て
の
統
一
性
や
均
一
性
が
で
き
た
と
し
て
い
る
が
、
著
者
は
福
島
真

人
の
境
界
生
活
モ
デ
ル
や
多
層
世
界
の
な
か
で
の
境
界
昇
降
モ
デ
ル
を
用

い
て
、
愛

国
心
が
発
生
す
る
条
件
に
お
い
て
は
、
実
際
に
は
そ
の
社
会
と
他
の
社
会
と
の
相
互

作
用
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
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こ
の
相
互
作
用
の
際
に
生
じ
る
の
が
、
歴
史
記
憶
の
相
互
作
用
と
し
て

の
「
忘
れ

え
ぬ
他
者
」
で
あ
る
。
集
団
同
士
が
あ
る
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
摩
擦
を
起
こ
し
た

時
に
、
他
者
と
自
分
か
ち
を
区
別
す
る
集
合
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
ま
れ
、

そ
れ
が
記
憶
と
し
て
定
着
す
る
。
こ
の
記
憶
が
偶
発
的
な
事
件
が
生
じ
る
度
に
想
起

さ
れ
、
強
烈
な
反
応
を
示
す
。
こ
れ
が
、
忘

れ
た
く
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
他
者
な
の

で
あ
る
。
「
忘
れ
え
ぬ
他
者
」

は
世
代
を
超
え
て
伝
わ
る
も
の
で
、
愛
憎
表
裏
一
体

の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
関
係
の
深
さ
ゆ
え
に
相
互
不
信
に
陥
っ
て

い
る
、

日
韓
関
係
、
日
中
関
係
の
問
題
の
根
幹
が
あ
る
の
だ
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
日
中
韓

の
近
代
化
の
あ
り
方
の
差
異
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
忘
れ
え
ぬ
他
者
」
の
関
係
は
、
容

易
に
は
解
決
で
き
な
い
の
で
、
粘
り
強
く
慎
重
に
関
係
の
改
善
を
図
る
は
か
な
い
。

そ
の
た
め
に
も
、
日
本
に
お
け
る
「
愛
国
」
の
起
源
で
あ
る
、
明
治
維
新
が
ど
の
よ

う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
に

つ
い
て
、
よ
り
根
本
的
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
。

こ
こ
で
、
著
者
は
「
革
命
」
（
第
三

講
、
第
四

講
）
と
は
何
か
に
つ
い
て
取
り
上

げ
る
。
著
者
は
明
治
維
新
を
革
命
と
し
て
、
次
の
三
点
を
特
徴
と
し
て
述
べ
る
。
す

な
わ
ち
、
①
武
士
身
分
（
世
界
史
基
準
で
は
貴
族
）
の
社
会
的
自
殺
に
よ
る
そ
の
権

利
の
再
配
分
②
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
と
比
較
し
た
場
合
に
お
け
る
革
命
の
「
犠
牲
」

の
少
な
さ
③
連
邦
国
家

（
複
合
国
家
）
か
ら
、
単
一
の
中
心
（
天
皇
）
と
政
府
を
持

つ
国
家

へ
の
転
換
で
あ
る
。
だ
が
、
ペ
リ
ー
来
航
以
前
は
大
塩
平
八
郎
の
乱
を
除
け

ば
、
反
体
制
派
は
ほ
ぼ
不
在
で
あ
る
た
め
、
維
新
の
原
因
は
特
定
で
き
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
中
国
で
は
外
圧
が
あ
っ
て
も
社
会
の
再
編
に
時
間
が
か
か
っ
た
よ
う
に
、

幕
府
だ
け
で
な
く
武
士
身
分
も
消
滅
し
た
こ
と
は
、
外
圧
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
著
者
が
注
目
す
る
の
が
、
決
定
論
カ
オ
ス
（
複
雑
系
）
の
理
論
で
あ
る
。

決
定
論
カ
オ
ス
と
は
、
例
え
ば
天
候
は
微
細
な
変
化
そ
の
も
の
が
長
期
的
に
大
き

な
影

響
を
与
え
る
た
め
、
短
期
的
に
は
予
想
が
可
能
で
も
、
長
期
に
お
い
て
は
天
気

予
報
が
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
法
則
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を

歴
史
学
の
議
論
に
応
用
す
る
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
が
唱
え
た
歴
史

の
法

則
に
よ
る
予
測
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
歴
史
の
変
化
（
＝
革
命
）

の
現
象

パ
タ

ー
ン
の
比
較
・
類
型
化
を
試
み

る
の
で
あ
る
。

こ
の
革
命
の
現
象
パ
タ
ー
ン
の
比
較
・
類
型
化
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、

最
初
か
ら
具
体
像
あ
り
き
の
欧
米
と
は
異
な
り
、
核
に
な
る
ア
イ
デ
ア
が
最
初
に
登

場
し
、
具
体
的
な
秩
序
像
が
ゆ
っ
く
り
形
成
さ
れ
、
共
有
さ
れ
て
い
く
と
い
う
日
本

の
秩
序
像
で
あ
る
。
こ
れ
が
段
階
を
踏
ん
で
実
現
さ
れ
た
た
め
、
明
治
維
新
は
比
較

的
暴
力
が
少
な
か
っ
た
と
著
者
は
評
価
す
る
。
例
え
ば
、
武
士
身
分

の
社
会
的
自
殺

は
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
次
の
よ
う
な
段
階
を
踏
ん
だ
こ
と
で
達
成
さ

れ
た
と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
リ
ー
来
航
に
よ

る
危
機
意
識
は
、
下
級
武
士
た

ち
に
、
言
路
洞
開
（
上
級
の
統
治
者
に
封
書
で
提
言
す
る
こ
と
）
と
、
従
来
の
家
柄

に
と
ら
わ
れ
な
い
人
材
登
用

の
道
を
開
い
た
。
ま
た
、
徳
川
公
儀
の
政
権
運
営
に
携

わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
大
大
名
た
ち
は
、
公
議
（
公
共
の
問
題
に
つ
い
て
の
発

言
権
）
と
政
権
参
加
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
公
議
に
基
づ
く
体

制
が
整
え
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
十
分
に
攘
夷
を
達
成
で
き
て
い
な
い
徳
川
公
儀
よ



り
も
、
自
分
た
ち
こ
そ
が
よ
り
尊
王
攘
夷
を
達
成
で
き
る
の
だ
と
す
る
議
論
が
噴
出

す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
徳
川
公
儀
を
下
支
え
し
て
き
た
尊
王
攘
夷
論
は
、
か
え

っ
て
徳
川
公
儀
を
打
ち
倒
す
力
と
し
て
作
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
流
れ
に
よ

っ
て
王
政
復
古
が
唱
え
ら
れ
、
比
較
的
短
期
に
終
わ
っ
た
戊
辰
戦
争
を
経
て
、
天
皇

中
心
の
国
づ
く
り
を
掲
げ
る
明
治
政
府
が
誕
生
す
る
。
そ
し
て
明
治
政
府
は
、
中
央

集
権
政
府
の
創
設
と
い
う
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
版
籍
奉
還
、
廃
藩
置
県
、

秩
禄
処
分
と
い
う
武
士
階
級
の
社
会
的
抹
殺
を
段
階
的
に
実
施
し
て
い
く
。
こ
れ
ら

は
不
平
士
族
の
反
乱
な
ど
の
紆
余
曲
折
を
経
た
も
の
の
、
短
い
期
間
か
つ
少
な
い
犠

牲
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
と
、
著
者
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
を
達
成
し

た
前
提
条
件
と
し
て
、
手
段
と
し
て
の
「
民
主
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
す

る
。
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最

後
の
「
民
主

」
（
第
五
講
、
第
六
講
）
に
お
い
て
、
著
者
は
政
治
制
度
だ
け
で

は
な
い
、
民
主
制
を
支
え

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
希
求
す
る
。
明
治

維
新
に
始
ま

る
急
速
な
変
化
を
支
え
た
の
が
、
徳
川
公
儀
に
お
け
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

式
の
官
僚
組
織
の
形
成
と
、
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
と
し
て
の
公
論

の
存
在
で
あ
る
。
特
に
公
論
は
、
幕
末
期
の
私
塾
以
来
の
歴
史
を
持
ち
、
明
治
維
新

の
革
命
の
敗
者
（
不
平
士
族
）
で
あ
る
民
権
運
動
家
に
、
生
産
的
な
言
論
活
動
を
提

供
し
た
。
ま
た
、
勝
者
で
あ
る
明
治
政
府
も
、
公
論
を
自
ら
の
側
に
取
り
入
れ
よ
う

と
し
た
。
こ
れ
は
、
や

が
て
は
官
民
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
立
憲
君
主
制
の
成
立
に

結
び
つ
い
た
。
こ
の
よ
う
な
前
提
条
件
と
過
程
に
よ
っ
て
、
比
較
的
穏
や
か
で
あ
り

な
が
ら
も
、
大
規
模
な
革
命
と
し
て
、
明
治
維
新
が
達
成
さ
れ
た
と
著
者
は
主
張
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
本
の
近
代
化
の
経
験
を
世
界
に
語
る
こ
と
で
、
様

々
な
軋
轢

を
生
ん
で
い
る
東
ア
ジ
ア
や
世
界
の
近
代
化
の
問
題
に
対
し
て
、
何
ほ
ど
か
の
貢
献

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
期
待
を
寄
せ
る
。
ま
た
、
歴
史
を
通
し
て
経
験

を
語
る
こ
と
は
、
相
互
の
「
伝
統
」
と

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ー
プ
ラ
イ
ド
」
を
尊
重
し

つ

つ
、
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
位
置
づ
け
て

い
る
。

本
書
の
位
置
づ
け

本
書
を
通
し
た
著
者
の
意
図
は
、
国
ご
と
の
近
代
化
と
、
政
治
的
自
由
を
つ
く
る

方
法
論
の
歴
史
を
比
較
し
、
主
に
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
愛
国
心
の
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
と
、
漸
進
主
義
（
間
接
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）
に
基
づ
く
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
自
由
主

義
）
を
目
指
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ
と
し
て

の
明
治
維
新
」
像
の
提
唱
と
、
そ
の
教
訓
を
現
在
に
活
か
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
明
治
維
新
を
歴
史
の
事
象
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
の

で
は
な
く
、
現
代
の
問
題
に
即
し
て
捉
え
る
に
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
一
つ
の

価
値
観
を
打
ち
出
し
て
い
る
点
で
斬
新
と
い
え

る
。

こ
の
著
者
の
維
新
・
近
代
化
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
が
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
①
非

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
維
新
理
解
の
試
み
②
比
較
研
究
と
し
て
の
近
代

化
論
再
評
価
③
無
限
の
「
発
展
」
を
理
念
と
す
る
「
近
代
」
の
限
界
の
指
摘
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
本
著
の
姉
妹
編
と
も
い
え
る
『
明
治
維
新
を
考
え
る
』
の
議
論

を
引
用
し
つ
つ
、
述

べ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
①
非

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
維
新
理
解
の
試
み
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は

東
京
大
学
で
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
歴
史
研
究
の
系
譜
に
位
置
し
、
自
ら
も

マ
ル
ク

ス
主
義
と
は
距
離
を
と
っ
て
き
た
こ
と
を
自
覚
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
歴
史
学
の
泰
斗
で
あ
る
、
遠
山
茂
樹
の
明
治
維
新
史
研
究
批
判
に
如
実
に

示
さ
れ
て

い
る
。
著
者
は
遠
山
茂
樹
の
体
制
権
力
と
下
層
階
級
の
対
立
分
析
モ
デ
ル

に
つ
い
て
、
二
つ
の
点
を
批
判
す
る
。
一
つ
は
、
王
政
復
古
に
お
け

る
変
化
を
う
ま

く
説
明
で
き
て
い
な
い
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
王
政
復
吉
が
秩
序
破
壊
の
革
命

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
王
政
復
古
は
封
建
権
力
に
よ
る
秩
序
維
持
の
改
革
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ

る
。
前
者
に
つ
い
て
詳
述
す
れ
ば
、
「
王
政
復
古
が
単
な

る
「
権
謀
術
数
」
の
小
さ
な
出
来
事
に
過

ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
そ
の
後
、
「
社
会
」

の
深
部
に
ま
で
及
ぶ
改
革
が
連
続
し
た
と
い
う
対
照
的
な
史
実
が
、
説
得
的
な
説
明



ぬ
き
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点
」
で
あ
る
(
1
)
。
こ
れ
を
著
者
は
、
遠
山
が
体
制

権
力
と
下

層
階
級
の
全
面
対
決
と
い
う
講
座
派
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
図
式
に
こ

だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
図
式
に
則
る
の
で
は
な
く
、

些
細
な
変
化
が
巨
大
な
変
化
を
生
み
出
す
よ
う
な
「
初
期
条
件
で
な
く
、
過
程
自
体

が
新
た
な
形
を
生
ん
で
ゆ
く
。
そ
れ
も
単
一
の
原
因
で
は
な
く
、
相
互
作
用
が
決
定

的
な
役
割
を
は
た
す
複
雑
系
の
観
点
」
を
用

い
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
(
2
)
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
よ
う
に
、
初
期
条
件
や
階
級
対
立
を
重
視

す
る
形
式
主
義
的
な
理
解
で
は
、
明
治
維
新
の
変
化
を
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
な
い
。

決
定
論
カ
オ
ス
の
よ
う
に
、
要
素
間
の
小
さ
な
相
互
作
用
の
過
程
そ
の
も
の
が
大
き

な
変
化
を
生
み
出
す
と
い
う
立
場
を
と
る
。
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次
に
、
②
比
較
研
究
と
し
て

の
近
代
化
論
の
再
評
価
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

著
者
は
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学

の
必
然
性
を
批
判
し
、
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
る

偶
然
性
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
論
敵
で
あ
っ

た
近
代
化
論
に
は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
マ
リ
ウ
ス
・
Ｂ
・
ジ
ヤ
ン

セ
ン
の
評
価
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ジ

ヤ
ン
セ
ン
は
近
代
化
論
に
基
づ
い
た
日
本

研
究
の
先
駆
者
で
あ
り
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
で
の
日
本
研
究
を
リ
ー
ド
し
た
人
物
で

あ
る
が
、
ジ
ョ
ン

ー
ダ
ワ
ー
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
反
戦
世
代
の
近
代
化
論
批
判
に
よ
っ
て

批
判
を
受
け
た
人
物
で
も
あ
る
。
著
者
は
タ
ワ
ー
ら
の
近
代
化
論
批
判
を
、
中
国
や

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
近
代
化
へ
の
動
き
を
分
析
で
き
て
い
な
い
と
批
判
し
、
徹
底
的
な
客

観
主
義
に
よ
っ
て
近
代
化
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
ジ
ヤ
ン
セ
ン
の
試
み
を
「
相
対
主

義
的
近
代
化
論
は
、
普
遍
主
義
的
価
値
観
の
他
地
域

へ
の
押
し
つ
け
を
抑
制
す

る
役

割
も
果
た
し
て

い
る
」
と
評
価
す
る
(
3
)
。
そ
の
う
え
で
、
「
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る

ア
メ
リ
カ
人
の
た
め
の
研
究
で
は
な
く
、
現
地
に
生
き
る
人

々
、
変
化
に
期
待
し
つ

つ
、
そ
の
渦
中
で
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人

々
と
、
と
も
に
歩
む
の
を
可
能
と
す

る
よ

う
な
研

究
へ
の
道
」
を
提
示
す
る
(
4
)
。
こ

の
よ
う
に
著
者

は
近
代
化
論
を
再
評

価
す
る
こ
と
で
、
近
代
化
と
い
う
人
類
共
通
の
課
題
に
、
人

々
が
ど
の
よ
う
に
対
処

し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
経
験
を
共
有
す

る
こ
と
を
試
み
る
。

最
後
に
、
③
無
限
の
「
発
展
」
を
理
念
と
す
る
「
近
代
」
の
限
界
の
指
摘
で
あ
る
。

著
者
が
近
代
化
へ
の
契
機
を
重
視
す
る
の
は
、
近
代
化
そ
の
も
の
を
評
価
す
る
の
で

は
な

く
、
近
代
化
を

相
対
的
に

分
析
す

る
た
め
で
あ

る
。
著
者

は

「
近
代
」

を

「
「
絶
え
ざ

る
変
化
」
を
特
徴
と
す
る
時
代
」
と
位
置
づ
け
る
(
5
)
。
そ
し
て
、
中

国
や
イ
ン
ド
の
台
頭
に
よ
っ
て
早
晩
資
源
と
環
境
の
制
約
の
限
界
に
達
し
、
い
ず
れ

破
局
が
到
来
す
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
限
界
で
破
局
を
迎
え
な

い
た
め
に
も
「
停
滞
」
や

「
縮
小
」
を
も
受
け
入
れ
る
よ
う
な
転
換
が
求
め
ら
れ
る

と
す
る
(
6
)
。
こ
の
よ
う
に
理
念
と
し
て
の
「
近
代
」
を
相
対
化
す

る
著
者
は
、

ゆ
る
や
か
に
豊

か
に
な

っ
た

「
近
世
」
を
そ

の
対
抗
軸

と
し
て
打
ち
出
す
。
「
近

世
」
は
必
ず
し
も
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
体
制
化
し
た
時
代
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
清

代
の
中
国
で
は
総
人
口
が
、
徳
川
日
本
の
場
合
は
一
人
あ
た
り
の
所
得

が
漸
進
的
に

増
加
し
て

い
っ
た
。
各
社
会

は
、
あ
る
枠
内
で

「
よ
ど
み
」
（
安
富
歩
）
的
安
定
を

見
せ

つ
つ
、

緩
や

か
に
発

展
」
し
て

い
っ
た
(
7
)
。
制
度

化
さ
れ
た
果
て
な

き

「
発
展
」
に
よ
る
進
歩
で
は
な
く
、
「
停
滞
」
や

「
衰
退
」
を
も
受
け
入
れ
た
う
え
で
、

相
互
の
理
解
と
政
治
的
自
由
を
提
起
す
る
。
こ
れ
に
決
定
論
カ
オ
ス
の
理
論
を
持
ち

込
む
こ
と
で
、
長
期
的
に
は
予
測
不
可
能
な
変
化
を
少
し
で
も
呼
び
込
み
、
無
限
の

発
展
で
は
な
い
、
多
様
な
変
化
と
自
由
の
希
求
と
し
て
、
近
代
化
を
読
み
替
え
る
こ

と
を
試
み
る
。
こ
れ
が
著
者
の
近
代
化
・
維
新
理
解
で
あ
る
。

批
判

こ
れ
ま
で
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
著
者
は
「
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
の

明
治
維
新
」
像
を
提
示
し
、
決
定
論
カ
オ
ス
の
よ
う
に
相
互
に
連
関
し
あ
う
小
さ
な

変
化
の
連
続
こ
そ
が
、
安
全
か
つ
大
き
な
変
化
を
呼
び
起
こ
し
、
真
の
理
解
と
相
互

の
自
由
を
切
り
拓
く
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
変
化
の
連
続
こ
そ

が
、
東
ア
ジ
ア
の
相
互
不
信
や
近
代
化
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
方
法
で
あ
る
と



提
示
す
る
。
著
者
の
意
図
は
、
歴
史
学
を
歴
史
の
事
象
だ
け
に
と
ど
ま
ら
せ
ず
、
現

代
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
知
恵
と
し
て
再
評
価
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
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だ
が
、
本
書
に
は
批
判
す
べ
き
点
も
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
近
代
化
論
と

ア
メ
リ
カ
の
戦
後
対
日
戦
略
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
明
確
に
否
定
的
な

立
場
を
と
っ
て
い
る
た
め
(
8
)
、
評
者
と
し
て
は
少
々
違
和
感
を
覚
え

る
点
で
も

あ
る
が
、
敢
え
て
触
れ
な

い
こ
と
に
す
る
(
9
)
。
ま
た
、
大
胆
に
新
し
い
明
治
維

新
像
を
描
い
て
い
る
た
め
、
実
証
的
、
あ
る
い
は
理
論
的
に
議
論
が
分
か
れ
る
点
も

見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
も
著
者
の
意
図
と
ず
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
評

者
が
考
え

る
本
書
の
批
判
す
べ
き
点
と
は
、
比
較
検
討
を
用

い
て
描
い
た
、
「
ソ
フ

ト
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
の
明
治
維
新
」
像
を
、
著
者
は
描
き
切
れ
て
い
な
い
と
い

う
点
て
あ
る
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
対
内
的
な
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
描
け
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
対
外
的
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
描
け
て
い
な
い
。

し
か
も
、
著
者
は
対
外
関
係
に
つ
い
て
も
本
論
で
問

い
を
立
て
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
そ
の
問
い
に
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

著
者
を
批
判
す
べ
き
点
は
、
近
代
化
論
の
批
判
的
継
受
か
曖
昧
な
点
で
あ
る
。
方

法
論
と
し
て
は
、
近
代
化
成
立
の
前
提
条
件
を
追
求
す
る
と
い
う
近
代
化
論
が
得
意

と
し
た
方
法
論
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
化
論
の
批
判
論
者
で
あ
る
タ
ワ
ー
ら
が
用
い

て
い
る
、
記
憶
や
相
互
ト
ラ
ウ
マ
の
議
論
の
影
響
を
明
ら
か
に
受
け
て
い
る
(
1
0
)。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
近
代
化
論
を
近
代
化
論
批
判
の
方
法
論
で
読
み
直
す
の

か
、
は
っ
き
り
と
問
題
提
起
し
て

い
な
い
。
著
者
が
近
代
化
論
を
継
受
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
再
評
価
だ
け
で
な
く
、
批
判
的
に
継
受
す
る
と
い
う
意
識
を
明
確
に
打

ち
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
本
書
で
は
こ
の
部
分
が
あ
ま
り

明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
次
に
述
べ
る
「
忘
れ
え
ぬ
他
者
」
論
と
、
明
治
維
新
の

肯
定
面
の
み
の
評
価
の
ね
じ
れ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
明
治
維
新
論
に
つ
い
て
は
大
日
本
帝
国
憲
法
が
制
定
さ

れ
た
と
こ
ろ
ま
で
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
対
外
戦
争
に
つ
い
て
は
描
い
て

い
な
い
。
だ
が
、
著
者

の
主
張
す
る
「
忘
れ
え
ぬ
他
者
」
論
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し

く
対
外
戦
争
や

植
民
地
支
配

の
問
題
こ
そ
が
最
大
の
論
点
に
な
る
。
し
か
も
、
「
近

代
の
日
本
人
の
、
日
本
人
に
対
す
る
態
度
は
非
常
に
穏
や

か
で
、
で
き
る
だ
け
殺
す

の
を
回
避
し
た
と
、
間
違
い
な
く
言
え
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
外
国
人
に
対
し
て
は

そ
う
で
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
」
（
二
四
頁
）
と
本
文
中
で
問
い
ま
で
立
て
て

い

る
。
だ
が
、
前
者
の
内
部
で
の
穏
や

か
さ
に
つ
い
て
は
詳
細
に
語
ら
れ
て
も
、
後
者

の
外
部

へ
の
暴
力
に
対
し
て

の
直
接
の
回
答
は
、
本
書
に
も
、
『
明
治
維
新
を
考
え

る
』
に
も
み
ら
れ
な
い
。
「
忘

れ
え
ぬ
他
者
」

論
で
、
現
在

の
日
韓
関
係
や
日
中
関

係
の
禍
根
の
原
点
を
日
本
の
対
外
侵
略
に
お
く
の
な
ら
ば
、
対
内
的
に
は
ソ
フ
ト
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
に
終
わ
っ
た
明
治
維
新
が
、
対
外
的
に
は
よ
り
多
く
の
犠
牲
を
出
し
た

こ
と

の
意
味
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
真
剣
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
戦
争

の
手
前
で
議
論
を
終
え
、
し
か
も
自

ら
設
定
し
た
は
ず
の
問
い
に
答
え
て
い
な
い
の
は
、
議
論
を
十
分
に
尽
く
し
て
い
る

と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
批
判
な
し
に
互
い
の
「
近
代
」
や
伝
統
、
歴
史
を
評
価
し
あ
う
だ

け
で
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇

世
紀
の
東
ア
ジ
ア
文
化
間
に
お
け
る
相
互
の
異
種
混

淆
性
(
1
1
)
や
現
実
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
関
係
(
1
2
)
を
捨
象
し
、
文
化
多
元
主
義
（
1
3
）

の
問
題
を
乗

り
越
え

る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し

か
も
本
書
で
は
、
「
忘

れ
え

ぬ
他

者
」
論
以
外
で
は
近
代
の
東
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け

る
相
互
関
係
の
視
点

が
ほ
ぼ
抜
け

落
ち
て
い
る
。
歴
史
と
は
決
し
て
記
憶
だ
け
で
語
り
得
ぬ
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
記
憶
の
問
題
の
み
を
東
ア
ジ
ア
の
関
係
で
論
じ
る
こ
と
は
、
実

態
と
乖
離
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

評
者
が
思
う
に
、
タ
ワ
ー
ら
の
日
本
研
究
の
欠
点
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
二
国

関
係
の
記
憶
や
文
化
関
係
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
戦
後
日
本
と
ア
メ
リ
カ
が
東
ア

ジ
ア
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
ま
た
影
響
を
受
け
た
の
か
に
つ
い
て



は
、
ご
く
大
ま
か
に
し
か
描
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ダ
ワ
ー
の
議

論
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
、
む
し
ろ
著
者
の
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
方
法
論
は
、
明
治

維
新
の
教
訓
を
直
截
に
現
代
に
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
明
治
維
新
の
革
命
が
生

み
出
し
た
現
象
の
パ
タ
ー
ン
が
、
様

々
な
可
能
性
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
結
果
と
し
て

ど
の
よ
う
な
形
で
、
対
内
的
平
和
と
、
対
外
侵
略
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
か
、
冷

静
に
見

つ
め
直
す
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
そ
の

「
失
敗
」
を
受
け
入
れ
て
、
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
再
度
組
み
直
し
て
い
く
か
、

記
憶
や
相
互
の
ト
ラ
ウ
マ
を
ど
う
捉
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
そ
の
問
題
提
起
を
行

う
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
維
新
研
究
に
偉
大
な
足
跡
を
記
す
研
究
を
続
け
て
い
る
著
者
に
対
し
て
、
評

者
は
あ
ま
り
に
無
知
な
批
判
を
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
対
内
的
な

平
和
と
対
外
的
な
侵
略
を
結
び
つ
け
た
う
え
で
論
じ
な
け
れ
ば
、
著
者
の
意
図
を
達

成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
著
者
の
問
題
提
起
は
今
後
明
治
維

新
を
幅
広
く
考
え
て
い
く
う
え
で
重
要
な
論
点
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
読
者

に
読
ま
れ
る
こ
と
で
、
本
書
の
論
点
が
よ
り
広
く
吟
味
さ
れ
れ
ば
と
願
う
。

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三

年
八
月
刊
行
、
三
五
二
頁
、
定
価
一
八
〇
〇
円

十
税
）

三 谷 博 著『 愛 国 ・ 革命 ・ 民主 』（西 田 ）
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註

(
1
)
三
谷
博

「
遠
山
茂
樹
―
―
『
明
治
維
新
』
に
み
る
戦
後
日
本
史
学
」
『
明
治
維
新
を

考
え
る
』
（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
／
二
〇
一
二
年
、
ニ
一
七
頁
）
。

(
2
)
同
右
（
二
一
八
頁
）。

(
3
)
三
谷
博
「
マ
リ
ウ
ス
・
Ｂ
・
ジ
ヤ
ン
セ
ン
―
―
日
本
の
発
見
と
比
較
研
究
」
『
明
治

維
新
を
考
え
る
』
（
一
八
六
頁
）
。

(
4
)
同
右
（
一
八
六
頁
‐
一
八
七
頁
）
。

(
5
)

三

谷

博

「
「
近

代

化
」

再

考

―

―

「
東

ア

ジ

ア
的

近

世
」

論

へ
の

応

答

」
『
明

治

維
新

を
考

え

る

』
（
二

七
二

頁

）
。

(
6
)

同
右

（
二
七

三

頁

―
二

七
四

頁

）
。

(
7
)

同
右

（
二
五

七

頁

）
。

(
8
)

三

谷

博

「

マ
リ

ウ

ス

・
Ｂ

・

ジ

ヤ
ン

セ

ン

」
『
明

治

維
新

を

考
え

る
』
（
一
八

一

頁

‐

一
八

六
頁

）
。

(
9
)

ア

メ

リ

カ

の
日

本

研

究

の

あ

り
方

を

批
判

す

る
研

究

に

は

、
代

表
的

な

も

の
と

し

て

は

酒

井

直

樹

『
日

本

思

想

と

い
う

問

題

―

―
翻

訳

と

主

体

』
（
岩

波

書

店

、

一

九

九

七

年

）

が

あ

る
。

(
1
0
)例
え

ば

、

ジ

ョ

ン

・
Ｗ

・

ダ

ワ

ー

『
忘

却

の
し

か

た

記

憶

の

し

か

た
―

―
日

本

・

ア

メ

リ

カ

・
戦

争
』
（
外
岡

秀

俊

訳
、

岩
波

書

店

、
二

〇

一
三

年

）
。

(
1
1
)
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
権
利
』
（
磯
前
順
一
／
ダ
ニ
エ
ル
・
ガ
リ
モ
ア
訳
、

み

す

ず
書

房
、
二

〇

〇

九
年

）
。

(
1
2
)例
え

ば
、

植

民

地

朝

鮮

に

お
け

る

近
代

宗

教

概

念

は

、

帝

国

と

し

て
君

臨

し

た

日

本

の

支
配

下

に

お

い
て

形

成

さ

れ

て

い

る

（
磯

前

順

一
／

尹

海

東

『
植

民

地

朝

鮮

と

宗

教

ト

ト

帝

国

史

・
国

家

神
道

・
固
有

信

仰

』
三

元

社

、
二

〇

一
三

年

）
。

(
1
3
)文

化
多

元

主

義

に

つ

い

て

は
、

チ

ャ
ー

ル

ズ

・
テ

イ

ラ

ー

「
承

認
を

め

ぐ

る

政

治

」

エ

イ

ミ
ー

・

ガ
ッ

ト

マ
ン

『

マ

ル
チ

カ

ル

チ

ュ
ラ

リ

ズ

ム
』

一
九

九

二

年

／

一

九

九
四

年

（
佐

々

木
毅

他

訳

、
岩

波

書

店

、

一
九

九

六

年

）
。

こ

れ

に
対

す

る

文

化
多

重

主

義

の

立

場

か
ら

の
批

判

と

し

て

、
ヴ

ェ
ル

ナ

ー

・
（
I

マ
ツ
（
I

『
他

自

律

―

―

多

文

化

主

義

批
判

の
た

め
に

』
二

〇

〇
三

年

（
増

田
靖

彦

訳
、

月

曜
社

、

二
〇

〇

七

年

）
。

〈
付
記
〉
本
稿

は
、
八
月
五
日
‐
七
日
に
埼
玉
大
学
ほ
か
で
開
催
さ

れ
た
「
立
命
館
大
学
・
東

北
大
学

第
一
回
歴
史
学
・
思
想
史
合
同
研
究
報
告
会
」
に
て
発
表
し
た
内

容
を
加
筆
修
正
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
日

本
学

術

振
興

会

特
別

研

究
員

）
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