
新

河
野
仁
昭
著

『
村
』

著
者
の
河
野
氏
は
同
志
社
社
史
史
料
編
集
所
の

事
務
主
任
で
、
『
同
志
社
百
年
史
』
刊
行
の
総
元

締
兼
プ
ロ
ン
プ
タ
ー
の
術
を
は
た
し
て
き
た

人
。
現
職
に
つ
く
ま
で
に
大
学
の
文
学
部
事
務

長
、
学
生
課
長
、
大
学
会
第
務
室
主
任
等
の
要

職
を
歴
任
さ
れ
た
。
文
学
部
で
は
特
講
「
日
本
文

学
近
現
代
L
 
で
現
代
赫
を
誰
じ
て
い
る
。

本
沓
は
河
野
さ
ん
の
第
四
詩
誓
あ
る
。
「
村
」

は
河
野
さ
ん
の
故
郷
で
あ
る
愛
媛
県
の
小
村
を
さ

す
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
一
郁
に
度
だ
け
茗
各

が
老
い
た
而
親
に
顔
を
見
せ
に
帰
う
た
と
こ
ろ
で

あ
る
と
伺
時
に
、
い
ま
令
国
忙
散
在
す
る
と
こ
ろ

の
、
現
代
文
明
の
都
市
の
中
で
消
え
か
か
っ
て
い

る
無
数
の
小
村
を
も
さ
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
詩

集
は
そ
れ
に
対
す
る
鎮
泌
歌
で
も
あ
る
。

望
郷
の
念
を
お
さ
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
詩
人

は
、
冒
頭
の
詩
に
お
い
て
「
秋
風
が
立
っ
九
ら
/

こ
の
国
の
/
捨
て
さ
ら
れ
た
村
々
を
/
訪
れ
た

い
/
朽
ち
か
け
六
草
屋
の
軒
な
ど
に
/
ひ
と
む
ら

の
葉
鶏
頭
が
/
自
生
し
て
は
い
な
い
か
」
と
歌
う
。

咲
き
も
せ
ず
、
開
き
も
し
な
い
で
、
総
身
で
炎
の

よ
う
に
燃
え
て
い
る
葉
鶏
頭
は
、
消
え
て
い
っ
た

村
々
の
、
か
つ
て
は
生
き
て
い
た
こ
と
の
し
る
し

で
あ
る
。
執
念
の
炎
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

故
郷
の
村
に
は
都
会
に
出
て
い
っ
た
息
子
を
待

ち
わ
び
る
老
い
た
両
親
が
い
る
。
母
親
は
戦
争
に

行
っ
て
そ
れ
っ
き
り
知
っ
て
こ
な
い
息
子
の
帰
郷

を
今
な
お
待
っ
て
い
る
。
「
1
門
口
に
だ
れ

や
ら
立
っ
と
る
が
い
。
/
1
今
度
の
バ
ス
で

戻
ん
て
き
よ
る
。
/
ー
お
客
さ
ん
が
き
九
け
ん

座
蒲
団
光
し
て
や
。
/
話
が
通
じ
ん
の
じ
ゃ
と

兄
貴
は
い
う
。
三
十
三
年
だ
れ
を
待
っ
た
か

待
つ
思
い
だ
け
の
お
ふ
く
ろ
の
抜
殻
を
ぽ
く
は

ひ
そ
か
に
ぽ
く
の
な
か
で
邱
非
す
る
。
」

村
は
そ
の
出
身
者
に
と
っ
て
な
つ
か
し
い
と
こ

ろ
だ
か
、
し
か
し
ま
九
悲
し
く
も
お
ぞ
ま
し
い
思

文
鞭
 
A
五
版
九
九
頁

い
出
に
満
ち
て
も
い
る
。
山
の
子
は
里
の
子
に
い

じ
め
ら
れ
る
。
生
垣
の
内
か
ら
砂
利
が
と
ん
で
き

て
、
山
の
子
に
当
る
。
一
緒
に
歩
い
て
い
た
親
に

も
当
る
が
、
当
っ
て
も
知
ら
ん
顔
で
通
り
す
ぎ
て

い
く
。
そ
の
歯
が
ゆ
さ
。
そ
し
て
村
に
は
狂
女
も

住
ん
で
い
る
。
大
阪
に
出
て
い
っ
て
悪
い
病
気
を

う
つ
さ
れ
て
帰
郷
し
た
が
、
大
阪
と
村
の
区
別
が

つ
か
な
く
な
っ
た
女
性
で
あ
る
。

河
野
さ
ん
の
心
の
中
で
村
は
生
き
続
け
る
。
詩

人
は
田
舎
の
本
質
を
知
っ
て
い
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ

ツ
ク
に
そ
れ
を
べ
た
ほ
め
し
た
り
、
逆
に
そ
れ
を

嫌
惡
す
る
こ
と
も
な
い
。
村
に
対
す
る
詩
人
の
態

度
は
切
々
た
る
哀
惜
の
念
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ

は
認
の
再
生
の
九
め
の
か
け
が
え
の
な
い
場
所
で

も
あ
る
よ
う
だ
。
文
明
を
代
表
す
る
都
市
の
生
活

が
人
問
に
与
え
る
心
の
傷
を
い
や
す
の
は
、
や
は

り
村
で
あ
る
。
そ
し
て
村
び
と
の
用
い
る
方
言

を
、
村
か
ら
き
り
は
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
0

河
野
さ
ん
の
雄
輝
で
繊
細
な
文
体
は
、
殊
に

「
自
分
白
身
の
村
」
を
も
需
者
に
は
、
こ
れ
を

向
分
の
十
'
と
し
て
、
自
分
の
心
を
能
ん
で
い
る
よ

う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

北
垣
宗
治
(
大
学
文
学
部
教
授
)
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J
 
・
ジ
エ
イ
コ
ブ
ズ

木
村
俊
夫

訳

中
島
直
子

イ
ギ
リ
ス
民
話
集

こ
の
よ
う
に
叟
は
こ
な
れ
た
文
体
で
、
親

に
適
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
て
、
訳
者
の
労

苦
が
う
か
か
え
る
。

1Ⅱ
『
ヤ
ラ
リ
ー
、
フ
ラ
ウ
ン
』

J
 
・
ジ
エ
イ
コ
ブ
ズ

木
村
俊
夫

訳

山
田
正
章

ケ
ル
ト
民
話
集

『
デ
ィ
ア
ド
レ
』

1Ⅱ
『
ア
ン
ド
リ
ユ

Ⅲ
『
ノ
ッ
ク
グ
ラ

る
。
こ
れ
ら
は
九
ん
に
楽
し
器
み
も
の
で
あ
る

は
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
人
九
ち
の
心
鴛
み
と
れ
る
。

民
俗
学
は
十
九
世
紀
中
頃
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
中

心
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
九
学
問
で
、
今
世
紀
に
入

つ
て
か
ら
は
学
際
的
研
究
の
導
入
に
ょ
り
世
界
各

国
で
め
ぎ
ま
し
い
成
果
を
お
さ
め
て
い
る
学
問
で

あ
る
が
、
民
俗
学
の
中
心
資
料
の
一
つ
で
あ
る
民

問
伝
承
は
、
今
日
で
は
民
俗
学
、
言
翠
、
文
化

人
類
学
、
心
理
学
、
社
会
学
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な

学
問
領
域
か
ら
収
集
・
検
討
が
加
え
ら
て
れ
い

る
。
木
村
教
授
ら
の
訳
出
さ
れ
九
民
墓
の
原
編

者
ジ
,
ゼ
フ
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
は
民
俗
学
の
今
日

の
降
盛
の
某
礎
を
築
い
た
イ
ギ
リ
ス
民
俗
学
界
の

第
一
人
者
で
あ
っ
九
。

こ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
と
ケ
ル
ト
(
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
一
部
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
ゲ
ー

ル
語
が
話
さ
れ
て
い
る
地
域
)
の
民
話
は
、
原
編

者
が
序
文
で
記
し
て
い
る
よ
う
に
「
民
俗
学
の
学

問
的
価
値
を
い
さ
さ
か
も
冒
さ
な
い
」
緑
度
に
「
一
言

葉
が
子
供
た
ち
に
分
か
り
に
く
す
ぎ
る
場
合
に

は
、
平
易
に
」
さ
れ
九
、
素
朴
磊
み
や
す
い
文

休
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
目
を
楽
し
ま
せ

て
く
れ
る
べ
ッ
テ
ン
の
こ
れ
ま
た
素
朴
な
挿
絵
が

ト
ツ
ト

プ
イ
ッ
ト

東
洋
文
化
社
メ
ル
ヘ
ン
文
庫
・
新
書
版

二
七
八
頁
・
ニ
ハ
九
頁
・
一
三
四
頁
・
ニ

一
七
頁
・
二
0
八
頁
 
1
・
Ⅱ
・
ー
・
Ⅱ

各
四
五
0
円
、
Ⅲ
四
八
0
円

文
学
部
の
木
村
俊
火
教
授
が
被
昇
天
女
子
短
期

大
学
の
中
島
直
子
專
任
講
師
と
同
志
社
女
子
大
学

の
山
田
正
章
助
手
と
の
協
力
で
訳
出
さ
れ
た
こ
れ

ら
五
冊
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ケ
ル
ト
民
話
集
は
、

「
夢
と
冒
険
、
幻
想
と
怪
奇
L
 
に
富
ん
だ
物
語
を

紹
介
し
よ
う
と
す
る
シ
リ
ー
ズ
「
メ
ル
ヘ
ン
文

庫
」
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
も
の
で
あ

1
 
●

1
』

フ
ト
ン
の
伝
説
』

コ
フ
ィ

そ
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
民
話
の
な
か
に

は
、
「
ジ
山
'
ツ
ク
と
豆
の
つ
る
」
「
二
匹
の
子
灰
の

物
語
」
「
親
指
ト
ム
の
話
」
「
猯
の
森
」
「
ジ
ャ

ツ
ク
と
仲
間
た
ち
L
「
鳥
六
ち
の
戦
争
」
「
黒
い

馬
L
「
ラ
セ
ッ
ト
・
ド
ッ
グ
」
「
フ
ィ
ン
が
巨
人
の

国
へ
行
っ
た
話
」
な
ど
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち

が
子
供
の
頃
か
ら
馴
染
ん
で
い
る
話
も
数
多
く
含

ま
れ
て
い
る
。

お
馴
染
み
の
「
三
匹
の
子
豚
の
物
語
」
の
冒
頭

を
引
用
し
て
み
ょ
う
。

昔
、
豚
が
歌
を
歌
っ
て
い
九
頃
、

猿
が
か
み
九
ぱ
こ
を
か
ん
で
い
た
頃
、

め
ん
ど
り
が
大
夫
に
な
ろ
う
と
、
峡
ぎ
た
ぱ

こ
を
映
い
で
い
た
頃
、

そ
し
て
、
あ
ひ
る
が
、
グ
ワ
ッ
、
グ
ワ
ッ
、

グ
ワ
ッ
、
と
わ
め
い
て
い
九
頃
の
こ
と
。

一
匹
の
お
ぱ
あ
さ
ん
豚
が
三
匹
の
子
豚
を
持

つ
て
い
た
が
、
子
豚
を
養
っ
て
ゅ
け
な
く
な
っ

六
の
で
、
自
分
の
幸
せ
は
内
分
で
見
つ
け
る
ん

だ
よ
、
と
い
っ
て
外
へ
送
り
だ
し
た
。

.『】

ト
ム
.
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド
け
民
話
の
宝
庫
と
い
わ
れ
る
だ

け
あ
っ
て
、
玖
お
語
り
口
も
た
く
み
な
ら
、
種

類
も
豊
¥
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
訳
出
は
さ

れ
て
い
な
い
が
編
者
が
注
で
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
わ
が
国
の
こ
ぷ
と
り
ぱ
な
し
に
類
似
し
た

民
話
も
あ
る
。
「
ノ
ッ
ク
グ
ラ
フ
ト
ン
の
編
L
と

い
う
の
が
そ
れ
で
、
頬
(
ま
た
は
額
)
に
こ
ぷ
が

あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
民
話
で
は
こ
ぷ
は
背
中

に
あ
る
。
紳
夕
を
ラ
ズ
モ
ア
と
い
う
男
が
い
て
、

彼
は
築
い
草
で
帽
子
や
か
ご
を
編
む
の
が
う
ま

か
っ
た
。
あ
る
と
き
、
祭
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
速

れ
て
行
か
れ
、
妖
精
た
ち
の
歌
う
歌
の
続
き
を
声

高
く
歌
っ
て
ゃ
っ
た
お
か
げ
で
、
こ
ぷ
が
と
れ

る
。
そ
れ
を
知
っ
た
あ
る
老
婆
が
知
り
合
い
の
ジ

ヤ
ッ
ク
・
マ
ド
ン
と
い
う
こ
ぷ
の
あ
る
男
に
も
ラ

ス
モ
ア
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
ら
せ
る
が
、
校

狷
な
マ
ド
ン
は
妖
焚
ち
の
機
嫌
を
そ
こ
ね
、
ラ

ズ
モ
ア
の
こ
ぷ
ま
で
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
お
ま

け
に
死
ぬ
は
め
に
な
る
と
い
・
つ
話
で
あ
る
。
原
緬

者
は
こ
倫
は
少
な
く
と
も
十
六
也
紀
の
終
り
頃

ま
で
さ
か
の
ぽ
れ
る
雫
、
日
本
の
こ
ぷ
と
り
ぱ

な
し
は
も
っ
と
後
作
日
本
に
入
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
が
、
日
木
倫
は
十
三
世
紀
は
じ

め
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
は
捷
わ
し
い
。

(
し
か
し
、
円
外
決
の
わ
九
し
に
け
両
老
に
ど
ん

な
相
互
関
係
が
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
)

と
も
か
く
、
こ
れ
ら
五
冊
の
民
肇
は
ま
こ
と

化
楽
し
い
読
み
も
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ら

を
通
し
て
こ
れ
ら
の
民
話
を
語
り
伝
え
る
人
た
ち

の
心
の
な
か
に
入
っ
て
行
け
る
の
で
あ
る
。
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
詩
人
で
民
話
の
収
集
に
も
力
を
注
い

だ
W
 
・
 
B
 
・
イ
エ
イ
ツ
も
「
民
話
は
単
純
さ
と
音

楽
性
に
富
ん
だ
も
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
聖
」

何
世
紀
も
の
問
、
変
わ
る
こ
と
な
く
伝
え
て
き
た

階
厨
の
人
九
ち
の
文
学
で
あ
り
、
そ
の
人
た
ち
は

あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
心
に
深
く
し
み
こ
ま
せ
て
い

た
、
そ
し
て
、
そ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
あ
ら
ゆ

る
こ
と
が
表
象
で
あ
っ
た
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

岩
山
太
次
郎
(
大
学
文
学
部
教
授
)

白
と
紫
の
清
楚
な
装
頓
の
『
わ
た
し
と
同
志
社

1
回
順
八
十
年
』
が
、
著
者
の
加
藤
延
雄
先
生
逝

か
れ
て
半
条
に
し
て
、
久
永
省
一
先
生
の
御
努

力
に
ょ
っ
て
世
に
出
九
。
一
読
し
て
、
今
は
亡
き

先
生
に
再
び
出
会
う
と
と
も
に
、
同
褒
の
歴
史

そ
の
も
の
を
見
る
よ
う
な
気
が
し
九
。

父
延
年
先
生
の
同
嘉
赴
任
に
伴
っ
て
、
延
雄

少
年
は
、「

相
国
寺
の
籔
に
か
こ
ま
れ
、
鳥
丸
通
り
に

沿
う
士
塀
の
内
側
に
一
木
の
柳
の
大
木
と
二

三
本
の
ア
カ
シ
ア
の
大
木
が
、
西
向
い
の
大

聖
寺
の
松
の
大
木
と
交
互
に
枝
を
伸
し
合
っ

て
握
手
し
て
い
た
」

と
こ
ろ
の
東
側
北
寮
の
教
師
館
に
住
み

「
二
階
の
わ
た
し
た
ち
の
部
屋
か
ら
南
を
望

む
と
、
彰
栄
館
の
側
面
が
ま
正
面
に
見
え
た
。

時
計
台
の
大
時
駄
よ
く
見
え
、
そ
の
文
字

板
は
今
と
ち
が
っ
て
デ
ィ
ー
プ
グ
リ
ー
ン
で

文
字
と
大
小
の
針
は
金
色
で
、
白
、
緑
、
金
、

赤
い
れ
ん
が
色
、
実
に
す
ぱ
ら
し
い
配
色
で

あ
る
。
雪
の
稙
っ
た
朝
な
ん
か
大
変
美
し
く

見
え
、
時
鐘
は
美
し
く
、
ま
九
遠
く
ま
で
鳴

り
ひ
び
い
九
」

と
語
っ
て
居
ら
れ
て
、
そ
こ
を
生
活
の
場
と
さ

れ
た
先
生
が
、
恩
社
の
風
物
の
中
で
成
長
を
し

て
ゅ
か
れ
る
姿
が
、
ま
る
で
映
画
の
シ
ー
ン
の
よ

加
藤
延
雄
著

『
わ
た
し
と
同
志
社
』

1
回
顧
八
十
年
1

加
藤
延
雄
先
生
篇
集
編
集
発
行
会

B
6
版
三
五
七
頁
一
、
 
0
0
0
円
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う
に
雌
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

先
生
は
人
生
の
出
発
に
於
い
て
、
同
志
社
と
深

く
関
わ
り
、
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
人
生
の
全
て
と

さ
れ
た
。

そ
れ
故
、
こ
の
書
に
は
、
先
生
の
人
生
と
、
同

志
社
の
歴
史
と
が
輝
然
一
体
と
な
っ
て
私
ど
も
を

感
動
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
先
生
は
器
の
諸
先

生
を
一
人
一
人
、
愛
敬
の
情
を
こ
め
て
描
い
て
居

ら
れ
る
。
ま
た
チ
ャ
ヘ
ル
で
の
説
教
者
で
あ
る
牧

師
の
方
々
の
印
象
も
仲
々
に
鋭
く
捕
え
て
居
ら
れ

る
。
そ
の
他
学
友
、
同
僚
、
知
人
、
先
輩
、
後
輩

に
至
る
ま
で
、
こ
ま
や
か
に
そ
の
印
象
を
綴
っ
て

居
ら
れ
る
。
ま
た
同
盟
休
校
事
件
や
、
そ
の
他
同

志
社
学
内
の
諸
問
題
に
触
れ
ら
れ
て
い
て
、
或
る

意
味
で
、
同
志
社
史
の
釜
な
資
料
と
な
る
も
の

が
数
小
ノ
く
な
い
。
と
く
に
課
外
活
動
と
、
私
と
ス

ポ
ー
ツ
の
項
で
は
、
同
志
社
の
ス
ポ
ー
ツ
の
発

生
、
興
隆
と
と
も
に
、
そ
れ
に
活
躍
し
た
人
物
が

描
か
れ
、
こ
れ
ま
た
同
志
社
ス
ホ
ー
ツ
史
に
幾
頁

か
が
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
現
存
す
る

同
志
社
の
古
建
築
。
彰
栄
鍵
チ
ャ
ペ
ル
、
理
化

学
館
、
神
学
鉢
、
有
終
轡
が
そ
の
外
観
内
部

構
造
の
変
化
光
ま
で
及
ん
で
警
れ
て
い
る
。

こ
の
書
に
ょ
っ
て
、
人
は
、
同
志
社
と
と
も
に

生
き
九
、
誠
実
、
懲
深
く
、
終
始
一
貫
し
て
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
、
教
師
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
同
志
社
人
と
し
て
生
き
た
一
人
の
先
輩
の
強
烈

な
仙
性
に
触
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
書
に

描
か
れ
る
多
く
の
人
物
像
や
、
同
志
社
の
行
事
風

物
の
中
に
、
古
き
、
良
き
の
時
代
の
同
志
社
の
歴

史
の
面
影
を
見
出
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ

れ
る
0こ

の
読
後
慧
の
文
を
綴
っ
て
い
る
こ
ろ
、
同

志
社
大
学
が
明
治
を
倒
し
て
、
ラ
グ
ビ
ー
学
牛
選

手
権
の
王
座
を
獲
得
す
る
。
こ
の
快
挙
を
、
元
同

大
ラ
ガ
ー
の
加
藤
先
生
は
天
上
に
在
っ
て
、
莞
爾

と
し
て
笑
み
心
か
ら
祝
福
の
拍
手
を
送
っ
て
居
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

ブ
ー
ム
の
渦
中
に
あ
っ
て
は
と
ま
ど
い
に
終
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
本
書
に
は
く
っ
き
り
し
た
必
然

性
が
あ
る
。
麺
喜
で
あ
る
嶋
田
啓
一
郎
先
生
の

定
年
退
職
を
む
か
え
、
先
生
の
牛
涯
の
研
究
主
題

で
あ
る
,
社
会
福
祉
の
真
の
姿
と
は
、
一
体
何
な

の
か
'
と
い
う
問
い
に
対
し
、
先
生
を
軸
と
し
て
、

各
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
座
と
領
域
に
つ
い

て
、
論
延
究
明
を
試
み
た
集
成
で
あ
る
。
社
会

福
祉
の
研
究
領
域
、
そ
の
理
論
に
つ
い
て
の
成
果

は
き
わ
め
て
多
彩
で
あ
る
。
戦
後
三
0
余
年
の
討

究
の
な
か
で
、
ゆ
九
か
な
蓄
積
が
あ
っ
九
が
、
嶋

田
先
生
は
、
そ
の
理
論
研
究
の
需
の
な
か
に
、

ユ
ニ
イ
ク
な
発
言
と
位
置
を
占
め
て
こ
ら
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
半
世
紀
を
経
た
同
志
社
の
社
会

亀
健
三
(
中
学
校
教
諭
)
福
祉
研
究
の
歴
史
、
基
盤
、
学
統
、
先
生
の
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
、
新
島
襄
の
思
想
の
継
承
と
先
生
の

田
啓
一
郎
編

人
間
的
な
る
も
の
へ
の
強
裂
関
心
と
責
務
な
ど

『
社
会
福
祉
の
思
想
と
理
論
』

が
輝
然
と
重
合
し
て
い
る
。
本
書
の
巻
頭
に
は

ー
そ
の
国
際
性
と
日
本
的
展
開
1

「
社
会
福
祉
と
科
学
的
方
法
論
」
の
論
稿
が
あ
る

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一
房
 
A
5
版

が
、
こ
こ
に
も
、
粍
を
直
視
し
、
該
博
な
論
理

三
一
0
頁
三
七
0
0
円

一
っ
の
著
作
の
公
刊
に
は
、
な
ん
ら
か
の
勲
に
ょ
る
社
会
福
祉
染
展
開
さ
れ
、
と
く
に
、
価

性
が
な
く
て
讐
味
が
な
い
。
情
報
化
社
会
を
映
値
と
科
学
、
経
済
体
制
と
社
会
体
制
の
力
動
的
総

し
て
洪
水
の
よ
う
な
出
版
物
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
意
合
理
曹
構
成
と
、
先
生
の
愚
、
そ
の
希
求
と

味
や
必
然
性
を
た
し
か
め
よ
う
と
し
て
も
、
こ
の
も
い
う
べ
き
全
人
的
人
間
の
統
一
的
人
格
ー
ア
イ

毛'写^仁コ仁々'勺^"無弐寓^ユC爲^ヨ'嵜4^'勺仁、ーキ、^
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デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ふ
く
む
論
証
が
展
開
さ
れ
て
い

る

嶋
田
論
文
を
中
心
に
、
十
人
の
研
究
論
文
に
ょ

つ
て
本
書
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
生

の
つ
よ
い
主
張
と
し
て
の
国
際
的
視
野
と
日
本
的

特
性
の
深
い
相
関
の
解
明
な
ど
が
各
論
稿
の
そ
れ

ぞ
れ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
主
題
を
紹
介
す
る
と

1
部
の
社
会
福
祉
論
の
体
系
的
展
開
で
は
、
「
社

会
福
祉
の
固
有
性
と
専
門
性
」
(
岡
村
重
夫
(
火
阪

社
会
事
業
短
期
大
学
学
長
)
)
「
キ
リ
ス
ト
教
と
社

会
福
祉
思
想
」
「
阿
部
志
郎
・
横
須
賀
キ
リ
ス
ト

教
社
会
館
長
)
、
Π
部
の
社
会
福
祉
に
お
け
る
国

際
性
と
日
本
的
条
件
で
は
「
欧
米
に
お
け
る
社
会

福
祉
の
現
代
的
展
開
と
日
本
」
(
一
番
ケ
瀬
康
子
・

Π
本
女
子
大
学
教
授
)
「
福
祉
国
家
と
福
祉
社
会
」

(
岡
田
藤
太
郎
・
坤
戸
女
学
院
大
学
教
授
)
「
市
民

福
祉
の
思
想
」
(
小
倉
妻
一
・
同
大
教
授
)
「
社
会

福
祉
の
日
本
的
性
格
」
(
住
谷
磐
同
大
教
授
)
、
第

Ⅲ
部
の
社
会
福
祉
方
法
論
1
発
展
の
条
件
で
は

「
日
木
に
お
け
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
再
生
」
(
大
塚

達
雄
・
同
大
教
授
)
、
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
発
展
の

社
会
的
背
景
」
(
黒
木
保
博
・
同
大
専
任
講
師
)

「
地
域
福
祉
論
の
課
題
」
(
井
岡
勉
・
同
大
教
授
)

「
社
会
福
祉
調
査
と
政
策
L
(
井
垣
章
二
・
同
大
教

授
)
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

は
、
そ
れ
は
モ
ザ
イ
ッ
ク
模
様
に
も
似
て
い
て
、

嶋
田
先
生
の
。
問
い
'
に
応
じ
て
、
密
接
な
協

カ
・
支
持
の
な
か
で
各
論
稿
に
は
独
自
の
論
証
が

提
示
さ
れ
つ
つ
、
主
題
の
し
め
す
よ
う
に
ゆ
る
や

か
な
、
理
論
と
思
想
に
お
け
る
共
通
の
べ
ー
ス
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。

現
実
の
社
会
福
祉
の
理
論
と
実
践
は
、
大
き
な

転
型
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
変
革
の
意

味
を
問
い
、
一
つ
の
指
標
を
提
立
し
た
い
と
い
う

希
い
が
本
書
に
は
ひ
そ
ん
で
い
る
。
本
書
に
隻
約

さ
れ
た
到
達
点
か
ら
、
嶋
田
先
生
の
,
問
い
'
を

さ
ら
に
深
め
、
た
し
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
私

た
ち
先
生
に
つ
づ
く
も
の
の
責
務
で
も
あ
る
。

小
倉
襄
二
(
大
学
文
学
部
教
授
)




