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住
谷
悦
治
(
同
、
柱
総
長
)
「
同
志
社
の
一
隅

か
ら
」
京
都
・
法
律
文
化
社
、
 
B
6
判
二
八
0
頁

定
価
五
五
0
円
。

名
山
と
し
て
突
え
ら
れ
る
山
の
な
か
に
は
し

ぱ
し
ぱ
広
く
美
し
い
す
そ
野
を
ひ
い
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
ひ
と
は
そ
の
す
そ
野
に
立
っ
て
き
び
し

い
山
頂
の
偉
容
に
う
た
れ
る
と
同
時
に
す
そ
野
の

広
さ
美
し
さ
に
み
と
れ
、
や
が
て
い
つ
か
は
そ
の

果
て
に
そ
び
え
る
山
頂
に
た
ど
り
つ
き
九
い
も
の

だ
と
思
う
。
住
谷
総
長
が
五
十
年
ち
か
い
教
授
生

活
・
文
筆
生
活
の
な
か
で
書
き
残
さ
れ
た
千
余
篇

の
著
述
は
わ
れ
わ
れ
に
こ
う
し
た
名
山
の
す
が
た

を
慧
さ
せ
る
。
日
本
経
済
学
史
・
社
会
思
想
史

の
分
野
で
の
か
ず
か
ず
の
先
駆
的
業
績
は
山
頂
で

あ
る
。
そ
の
周
り
に
は
す
そ
野
を
な
す
い
く
た
の

評
論
随
筆
が
拡
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
政
治
・
経

済
・
社
会
か
ら
宗
教
哲
学
・
文
芸
・
美
術
な
ど
の

諸
分
野
に
ま
で
及
ん
で
実
に
広
い
。
そ
し
て
人
閻

の
悪
に
対
す
る
無
限
の
信
頼
と
誠
実
な
人
柄
が

全
篇
に
し
み
わ
た
っ
て
い
て
実
に
美
し
い
。

著
者
は
、
す
で
に
こ
の
よ
う
部
論
・
随
筆
の

な
か
か
ら
い
く
つ
か
を
え
ら
ん
で
「
私
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
」
「
研
究
室
の
う
ち
そ
と
」
の
二
書
を

刊
行
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
続
篇
で
あ
る
。

本
書
の
特
徴
は
前
二
書
が
い
わ
ば
一
教
授
、
あ
る

い
は
一
文
筆
家
と
し
て
の
発
言
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
総
長
の
重
責
に
つ
か
れ
九
著
者
が
「
愛
す

る
同
志
社
へ
の
小
さ
な
置
き
み
や
げ
」
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
九
点
に
あ
る
。

本
書
の
前
半
「
総
長
室
の
窓
か
ら
」
に
収
め
ら

れ
た
数
篇
で
著
者
は
新
島
先
生
を
は
じ
め
建
学
初

期
の
同
志
社
の
歴
史
を
つ
く
っ
九
有
名
・
無
名
の

い
く
人
か
の
人
九
ち
を
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
ら

せ
て
い
る
。
読
む
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
し
か

古
き
ょ
き
時
代
の
同
志
社
の
姿
に
著
者
と
と
も
に

す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
著
者
の

意
図
は
九
だ
そ
の
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な

む
し
ろ
著
者
は
そ
の
な
か
か
ら
新
し
い
も

0

い

の
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
か
正
し
く
継
承
し
て

い
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
も
の
を
汲
み
と
っ
て
現
代
の

同
志
社
の
な
か
に
生
か
し
、
さ
ら
に
未
来
を
に
な

う
人
た
ち
へ
の
「
置
き
み
や
げ
」
と
し
て
残
そ
う

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
だ
全
体
と
し
て
み

る
と
軍
国
主
義
支
配
下
の
受
難
と
苦
悩
に
み
ち
た

同
志
社
、
著
者
自
身
も
学
問
の
良
心
を
守
る
た
め

も
っ
と
も
苦
労
さ
れ
た
こ
ろ
の
同
志
社
の
記
述
が

乏
し
い
管
が
す
る
の
は
、
本
書
が
戦
争
を
知
ら

な
い
若
い
世
代
に
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
だ
け
に
残
念
に
お
も
わ
れ
る
。

「
折
に
ふ
れ
て
」
書
か
れ
た
後
半
の
部
全
C
、

つオ

れ
わ
れ
は
よ
り
生
々
し
い
著
者
の
姿
に
ふ
れ
、
そ

の
あ
突
か
い
人
柄
に
み
ち
び
か
れ
て
誠
実
に
生

き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
た

め
に
、
必
要
な
勇
気
を
与
え
ら
れ
る
。
巻
中
に
お

さ
め
ら
れ
た
林
要
教
授
の
痛
快
な
名
文
が
本
書
に

花
を
そ
え
、
巻
末
の
余
録
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
思
想
」
が
著
者
の
豊
か
な
学
問
的
業
績
の
一
端

(
S
)

を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

エ
ル
ネ
ス
ト
・
チ
ェ
・
ゲ
バ
ー
ラ
著
、
神
代
修
(
経

済
学
部
助
教
授
)
訳
ゲ
パ
ー
ラ
回
想
記
1
革
命

戰
争
の
旅
」
東
京
・
青
木
書
店
、
 
B
6
判
三

一
頁
、
定
価
四
五
0
円
。



こ
の
書
物
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
は
ゲ
バ

ー
ラ
は
ま
だ
南
米
の
ど
こ
か
で
ゲ
リ
ラ
を
指
導
し

な
が
ら
健
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
原
稿
を
書

き
だ
し
た
こ
ろ
は
カ
ス
ト
ロ
を
は
じ
め
、
彼
の
死

亡
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
情
勢
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

北
米
人
(
グ
リ
ン
ゴ
)
た
ち
に
圧
迫
さ
れ
た
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
解
放
の
た
め
に
立
ち
上
っ

た
ゲ
バ
ー
ラ
は
キ
ュ
ー
バ
革
命
の
立
役
者
フ
ィ
デ

ル

.
カ
ス
ト
ロ
の
右
腕
と
一
言
わ
れ
た
。
こ
の
回
想

記
は
キ
ュ
ー
バ
が
北
米
人
の
配
下
で
し
か
な
い
バ

チ
ス
タ
を
打
倒
す
る
ま
で
の
記
録
で
あ
る
。

,
ア
レ
グ
リ
ー
ア
.
デ
.
。
ヒ
ー
オ
ι
の
戦
闘
か
ら

は
じ
ま
る
キ
ュ
ー
バ
の
革
命
を
飾
ら
ず
に
卒
直
に

え
が
い
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
で
あ
る
。

誰
ひ
と
り
と
し
て
超
人
的
な
英
雄
と
し
て
は
書

か
れ
て
い
な
い
。
革
命
の
進
行
中
に
は
苦
し
い
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
ゲ
バ
ー
ラ
を
は
じ
め
革
命
の

推
進
者
た
ち
は
喘
ぎ
な
が
ら
一
歩
一
歩
成
功
へ
の

道
を
歩
い
て
い
っ
た
。

し
か
し
フ
ィ
デ
ル
の
命
を
狙
う
裏
切
り
者
も
あ

つ
た
。
こ
れ
は
天
祐
と
し
か
一
言
え
な
い
よ
う
な
で

き
ど
と
か
ら
成
功
せ
ず
、
フ
ィ
デ
ル
は
助
か
っ
た
0

こ
の
記
録
に
み
ら
れ
る
ゲ
バ
ー
ラ
は
決
し
て
超

人
的
な
人
間
で
は
な
い
。
喘
息
の
発
作
に
も
度
々

悩
ま
さ
れ
た
。
だ
が
彼
の
三
大
陸
人
民
連
帯
機
構

へ
の
〆
ツ
セ
ー
ジ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

ι
世
界
の
被
搾
取
人
民
で
あ
る
我
々
は
今
後
ど
ん

な
役
割
を
演
ず
る
で
あ
ろ
う
か
?
(
中
略
)
人
民
の

一
般
的
な
欝
は
、
対
決
の
生
じ
て
い
る
す
べ
て

の
戦
線
で
間
断
な
い
、
断
固
た
る
攻
撃
を
敢
行
す

る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
1
ψ
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
ゲ
バ
ー
ラ
の
回
想
記
は
こ
の
よ
う
な
熱

烈
な
目
的
完
成
の
意
志
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
。
彼

は
可
愛
が
っ
て
い
た
「
ち
び
っ
子
」
に
は
不
断
の

移
動
、
不
断
の
疑
心
、
不
断
の
.
戒
心
を
持
て
と

助
言
し
な
が
ら
も
、
恐
ら
く
一
暁
の
ど
れ
か
の
欠

如
に
ょ
っ
て
彼
の
願
い
を
完
成
す
る
こ
と
な
く
倒

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
皮
肉
に
も
ゲ

バ
ー
ラ
自
身
の
問
題
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の

だ
。
訳
者
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
者
と
し
て
の

立
場
か
ら
、
ゲ
バ
ー
ラ
の
業
績
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

力
の
将
来
に
と
っ
て
公
正
に
評
価
し
な
が
ら
愛
恬

を
こ
め
て
訳
出
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
す
こ
ぷ

る
明
解
な
訳
に
な
っ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で

あ
る
。

(
大
島
正
)

今
中
司
(
文
学
部
教
授
)
著
「
日
本
交
化
史
研
究
」

凉
都
.
三
和
書
房
、
 
A
5
判
、
四
0
六
頁
定
価
一

二
0
0
円
(
瓢
国
及
版
一
、
 
0
0
0
円
)
。

文
化
史
と
い
う
名
称
に
は
、
社
会
経
済
史
に
対

し
て
芸
術
・
思
想
・
宗
教
と
い
っ
た
特
殊
史
を
総

称
す
る
も
の
、
い
わ
ば
下
部
構
造
の
歴
史
に
対
す

る
上
部
構
造
の
歴
史
と
い
っ
九
解
釈
が
あ
る
。
こ

れ
も
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
い
い
が
た
い
。
文
化
史

の
中
に
は
、
た
し
か
に
そ
う
し
た
内
容
の
歴
史
学

も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
志
社
大

学
に
は
文
化
史
学
専
攻
と
い
う
学
科
が
あ
り
、
文

化
史
学
の
教
授
陣
が
あ
り
、
博
士
課
程
以
下
学
部

生
に
至
る
五
百
名
近
い
学
生
が
あ
る
わ
け
だ
が
、

そ
こ
に
一
言
う
文
化
史
と
は
そ
の
よ
う
な
狭
義
の
内

容
で
は
な
い
。
社
会
経
済
史
は
お
ろ
か
、
お
よ
そ

人
問
の
営
み
に
か
か
わ
り
の
あ
る
一
切
の
文
化
が

そ
の
研
究
の
対
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

広
義
の
史
学
を
あ
え
て
文
化
史
学
と
よ
ぷ
所
以
は

一
に
研
究
の
理
諭
・
方
法
に
ゆ
ら
い
し
て
い
る
。

著
者
は
広
義
の
文
化
史
学
の
方
法
論
に
立
っ
て

こ
の
著
述
を
成
し
た
。
そ
の
求
め
ん
と
す
る
と
こ

ろ
は
「
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
人
間
の
主
体
的
営

み
」
で
あ
り
、
人
間
が
共
に
生
命
を
か
け
て
成
就

し
て
き
た
文
化
創
造
の
過
程
で
あ
っ
た
。
生
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
主
体
的
な
人
問
が
器
に
対
泱

し
、
既
成
の
文
化
に
挑
戦
す
る
苦
團
の
連
続
に
外
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な
ら
な
い
。
そ
し
て
当
面
の
敵
で
あ
る
既
成
文
化

財
の
価
値
が
高
け
れ
ぱ
高
い
ほ
ど
、
対
決
の
結
果

た
る
製
は
偉
大
な
も
の
と
な
る
。
「
弱
敵
は
相

手
に
し
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
文
化
史
学
は
、
こ

の
よ
う
な
価
値
の
巨
大
な
歴
史
的
人
問
の
過
去
の

営
み
に
対
決
す
る
学
問
で
あ
る
」
と
著
者
は
説
い

て
い
る
。

科
学
を
標
梼
す
る
歴
史
学
が
陥
り
が
ち
な
歴
史

主
峩
の
無
価
値
な
相
対
論
を
救
う
も
の
は
何
か
、

こ
の
書
物
は
価
値
科
学
と
し
て
の
文
化
史
学
の
方

法
を
と
く
の
み
で
な
く
、
古
今
の
日
本
文
化
の
各

分
野
に
つ
い
て
の
著
者
自
身
の
研
究
成
果
を
ひ
と

ま
と
め
に
し
た
労
作
で
あ
り
、
同
時
に
博
学
な
る

ロ
マ
ン
チ
ス
ト
今
中
教
授
の
面
目
躍
如
た
る
ユ
ニ

ー
ク
な
文
化
史
通
論
で
も
あ
る
。

内
容
は
1
古
代
、
Ⅱ
中
世
、
Ⅲ
近
世
、
Ⅳ
近
代
、

V
史
学
方
法
論
の
五
項
に
大
別
さ
れ
、
古
代
t
現

代
に
わ
九
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
顕
著
な

文
化
現
象
を
と
り
あ
げ
、
上
休
的
人
間
の
文
化
創

造
の
驫
力
と
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
を
客
観
的
に
考

察
し
つ
っ
、
行
問
に
は
珠
玉
の
ご
と
き
文
明
批
判

を
ち
り
ぱ
め
て
い
る
。
史
学
方
論
の
項
は
恐
ら

く
本
書
の
性
格
上
簡
略
に
扱
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
で
き
う
れ
ぱ
独
立
の
一

書
と
し
て
著
者
の
御
薙
蓄
を
御
披
露
願
い
た
い
も

(
小
川
)

の
と
切
望
し
て
ゃ
ま
な
い
。

加
藤
正
男
(
法
学
部
教
授
)
ほ
か
著
「
現
在
法
思

想
の
潮
流
1
二
0
世
紀
の
法
思
想
家
た
ち
」

京
都
・
法
律
文
化
社
、
 
B
6
判
三
六
四
頁
定
価

六
五
0
円
。

現
在
が
法
な
い
し
裁
判
に
対
し
て
求
め
て
ぃ
る

も
の
に
対
す
る
答
が
法
思
想
で
あ
り
、
そ
し
て
、

「
本
書
は
こ
の
よ
う
な
法
思
想
の
現
代
の
状
況
を

つ
か
む
九
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
」
法
思
想
の
こ
の

よ
う
な
解
答
に
つ
き
、
人
々
は
、
「
今
日
の
時
点

に
お
い
て
」
「
妥
当
な
解
決
を
提
供
し
て
い
る
」
の

は
い
ず
れ
の
法
思
想
か
と
い
う
解
答
を
要
求
す
る

、
、

だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
本
書
は
、
「
人
々
が
自
分

な
り
の
鮖
決
を
み
い
だ
古
九
め
ひ
サ
、
ぐ
フ
小
を
提

供
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
」
、
そ
の
要
求
に

そ
っ
て
作
ら
れ
九
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
。

近
代
法
愚
1
典
型
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
啓
装
期
の
自
然
法

暴
と
「
こ
れ
に
つ
づ
い
て
成
立
し
た
概
念
法
学

の
法
実
聖
義
」
1
の
「
現
代
的
烹
」
(
ど
ぅ

継
承
さ
れ
、
ど
ぅ
批
判
さ
れ
て
い
る
か
)
を
誓

し
、
そ
し
て
、
現
代
法
思
墾
と
ら
え
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
弱
代
に
お
け
る
自

然
法
の
復
興
の
動
き
」
、
「
法
学
に
お
け
る
《
論
理
》

や
《
概
念
》
の
評
価
」
の
問
題
、
「
大
陸
法
学
と

英
米
法
学
か
ら
く
る
発
想
法
の
ち
が
い
」
の
諸
問

題
よ
り
ひ
き
だ
さ
れ
る
論
点
は
か
ぎ
り
な
い
し
、

そ
れ
ら
は
ま
さ
に
現
代
の
法
思
想
黒
点
と
も

「
い
ぇ
よ
う
。
」
そ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
分
析
し
検
討
し
て
い
る
の
が
、
本

書
の
中
核
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 
1
第
一
部
基
礎

理
論
を
つ
く
っ
た
人
た
ち
1
法
哲
学
(
ケ
ル
ゼ
ン

《
大
橋
智
之
輔
1
敬
称
略
。
以
下
同
じ
。
》
、
ラ
ー

ト
ブ
ル
ッ
フ
《
松
尾
敬
一
》
、
コ
ー
イ
ン
グ
《
小

西
美
典
》
)
Ⅱ
法
社
会
学
(
エ
ア
リ
ッ
ヒ
《
石
田

喜
久
夫
》
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
《
中
野
貞
一
郎
》
、
レ
ン

ナ
ー
《
加
優
正
男
》
)
第
二
讃
代
の
さ
ま
ぎ
ま

な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
Ⅲ
理
想
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
(
ヴ

エ
ル
ツ
ェ
ル
《
金
沢
文
雄
》
、
ロ
ン
メ
ン
《
阿
南

成
一
》
、
フ
ラ
】
《
稲
垣
良
典
》
)
、
Ⅳ
経
験
主
義。

ハ

的
ア
プ
ロ
ー
チ
(
ホ
ー
ム
ズ
《
矢
崎
光
圀
》
、

ウ
ン
ド
《
八
木
鉄
甥
》
、
ハ
ー
ト
《
恒
藤
武
二
》
)

V
現
実
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
(
フ
ラ
ン
ク
《
早
川

武
夫
》
、
ガ
イ
ガ
ー
《
佐
榛
節
子
》
)
ー
サ
ン
プ
ル

の
提
示
は
、
「
内
容
的
に
共
通
す
る
も
の
を
そ
れ

ぞ
れ
益
の
項
目
で
く
く
る
と
い
う
方
法
」
に
ょ

つ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
本
鴛
は
二
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0
枇
紀
創
Υ
に
お
い
て
法
お
よ
絵
繊
お
禿
展

の
た
め
に
つ
く
し
た
法
儲
奨
な
ら
び
に
第
二

炊
大
戦
後
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
着
竺
あ
ら
わ
れ
、

^
"
日
1
^
く
】
^
^
さ
^
、
一
^
L
^
占
^
^
リ
ー
^
ブ
イ
ン
^
・

グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
法
思
恕
家
の
双
方
を
中
心
に

す
え
て
、
今
日
の
法
織
の
サ
ン
プ
ル
を
し
め
そ

う
と
し
て
い
る
。
本
譜
の
執
等
者
の
な
か
に
は
、

「
実
定
法
学
者
」
も
*
ら
れ
れ
ば
、
「
基
礎
器
に

う
ち
こ
ん
で
い
る
人
た
ち
も
お
ら
れ
る
。
以
上

の
内
審
に
、
さ
ら
に
、
フ
ロ
ロ
ー
グ
、
執
筆
者
紹

介
、
あ
と
が
き
、
文
献
り
ス
ト
、
事
史
年
表
が

つ
い
て
い
る
。

総
じ
て
い
え
ば
、
難
解
な
本
と
い
い
う
る
。
し

か
し
、
こ
と
に
、
わ
が
国
の
通
説
的
法
律
学
衣
ひ

と
通
り
理
解
し
た
者
、
例
え
ば
四
回
生
後
期
の
法

学
部
学
生
諸
君
に
と
っ
て
、
読
ん
で
必
ず
う
る
と

こ
ろ
の
あ
る
本
と
い
え
よ
う
。
一
読
を
お
す
す
め

す
る
。

(
.
塚
)

入
江
節
次
郎
(
経
済
学
部
教
授
)
著
帝
国
主
義

論
序
説
」
京
都
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
卞
,
房
、
 
B
6

版
二
五
八
頁
、
五
六
0
円
。

帝
国
主
義
研
究
の
古
典
と
い
え
ぱ
、
何
よ
り
も

ま
ず
レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
蓑
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
書
物
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
五
十
年
が

経
過
し
、
そ
の
岡
に
帝
国
卜
義
研
究
に
寄
せ
ら
れ

六
労
作
は
だ
大
な
量
に
の
ぽ
る
。
こ
の
長
い
年
月

と
だ
大
な
研
究
撃
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の

研
究
か
レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
』
の
上
に
な
に

を
積
み
上
げ
得
た
の
か
?
レ
ー
ニ
ン
の
研
究
の

い
か
な
る
点
が
不
十
分
で
あ
っ
て
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
解
決
し
得
た
の
か
?
が
問
わ
れ
る
の
は
当

然
で
あ
ろ
う
。
実
証
的
な
側
而
で
は
多
く
の
す
ぐ

れ
九
研
究
が
な
さ
れ
、
レ
ー
ニ
ン
の
時
代
と
は
比

較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
豊
富
で
粘
密
な
分
析
成
果
が
尓

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易
罷
翠
き
る
。
し
か

し
「
器
的
研
究
」
と
称
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、

発
展
の
跡
を
九
し
か
め
得
ぬ
ぱ
か
り
か
、
そ
の
意

欲
さ
え
見
出
し
難
い
も
の
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、

理
曾
発
展
は
土
台
と
な
る
も
の
の
批
判
的
検
討

を
つ
う
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
の
に
、
『
帝
国
主

峩
の
解
説
と
解
釈
、
あ
る
い
は
た
か
だ
か
細
部

、

の
補
足
と
改
釈
に
終
止
す
る
も
の
が
帝
国
主
義
研

究
者
の
多
数
を
占
め
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
需
し
た
状
況
を
打
開
す

べ
く
、
向
己
の
体
系
構
成
を
:
<
正
面
か
ら
提
示
し

た
の
が
こ
の
入
江
教
授
の
街
で
あ
る
。

さ
て
帝
国
主
義
研
究
の
最
大
の
問
題
は
、
竒
国

主
義
の
邸
階
"
怜
質
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う

墓
本
的
綴
を
、
『
資
本
論
』
に
尓
さ
れ
る
よ
う

な
資
本
主
義
の
一
般
器
と
の
禦
的
関
連
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
は
九
す
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

著
者
は
そ
の
問
題
を
、
「
牛
傍
集
積
」
を
帝
国

士
義
の
基
底
的
範
疇
と
し
て
経
付
け
、
と
れ
を

起
点
と
す
る
上
向
的
論
理
衡
の
う
ち
に
独
占

資
本
以
下
の
諸
概
念
を
措
定
し
て
行
く
、
と
冒

体
需
成
に
お
い
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
(
第

一
第
)
。
本
書
は
「
生
産
の
集
積
」
の
規
定
を
明

使
し
、
そ
れ
を
も
と
に
帝
国
主
鶉
の
主
要
な
特

質
(
独
占
、
歴
史
性
等
)
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
需
の
体
系
構
成
を
足
固
め
す
る
こ
と
を

お
も
な
丙
答
と
し
て
い
る
。
か
く
て
第
二
・
草
以

下
で
は
「
生
産
の
集
積
」
の
具
体
的
な
姿
と
し
て

コ
ン
ビ
ネ
シ
ー
.
ン
の
に
お
け
る
雀
資
本
の
特

質
か
い
か
に
独
占
等
の
概
念
内
容
を
規
定
す
る
か

が
示
さ
れ
る
。
体
系
構
成
の
か
か
る
内
容
に
つ
い

て
は
紹
介
者
も
多
く
の
疑
問
を
持
つ
も
の
で
あ
る

゛
)
、

か
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
発
表
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。
本
書
が
み
の
り
多
い
需
の
き
っ
か
け
と
な

つ
て
、
帝
国
主
義
研
究
の
従
来
の
沈
滞
が
打
破
さ

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
読
者
の
積
極
的
反
応
を
期

待
し
た
い
。

(
星
野
)
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