
近
代
日
本
に
お
け
る

「
市
民
」

概
念
の
再
検
討

四

立
じ
め
に

「
市
民
一
と
い
う
用
語
の
登
場

そ
の
後
の
展
開

「
市
民
社
会
」
概
念
の
問
題

残
さ
れ
る
課
題

お
わ
り
に

ほ
こ
め
に

近
年
の
用
語
「
市
民
」
の
流
行
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
少
な
く
と
も
戦
後
の

畏
開
を
概
略
化
す
れ
ば
、
ま
ず
一
九
五

0
年
代
ま
で
の
西
欧
「
近
代
市
民
社
会
」

の
歴
史
的
研
究
と
い
う
経
過
を
経
て
、
六

0
年
代
以
降
で
は
い
わ
ゆ
る

「
草
の
銅
板

民
主
主
義
」
が

」
の
用
語
の
基
盤
を
形
成
し
た
。
七

0
年
代
に
は
い
る
と
、
高

度
成
長
と
福
祉
行
政
の
展
開
と
と
も
に
、
都
市
日
自
治
体
に
お
け
る
民
主
主
義
の

視
点
か
ら
、
言
葉
多
く
「
市
民
参
加
」
が
唱
え
ら
れ
、
一
方
で
は
、
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
と
と
も
に
「
地
方
の
時
代
」
の
噴
出
に
お
い
て
「
市
民
」
が
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
八

0
年
代
か
ら
は
、
税
工
業
化
と
都
市
論
の
再
構
築
と
い
う
観

点
か
ら
、
今
や
「
市
民
」
形
成
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
さ
え
抱
え
こ
ん
で

森

貢

い
る
の
で
あ
る
。

本
積
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
課
題
を
青
負
う
と
と
も
に
、
忠
想
史
的
に
ふ

は
た
し
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
用
語
一
市
民
」
が
、
ど
の
よ
う

り
か
え
っ
て
、

な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
り
ま
た
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、

さ
ら
に
、

そ
こ
に
は

西
欧
近
代
の
「
市
民
」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
ま
た
し
な
か
っ
た
の
か
、
と

い
う
分
析
に
立
ち
い
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
市
民
一
を
ど
う
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
で
怠
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
筆
者
は
第
二
六
回
日
本
作
業
療
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
で
、

「
市
民

H

シ
ピ
ル

を
理
解
す
る
た
め
に
英
語
を
利
用
す
る
と

三
ふ
一
(
市
民
の
)

H

と
い
う
語
の
使
わ
れ
方
が
そ
の
鍵
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

一
八
六

O
年
の
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
は

H

シ
ピ
ル
・
ウ
ォ

i

と
こ
ろ
が
、
日
本
一
語
で
は

H

シ
ピ
ル
・

た
と
え
ば
、

。
三
一

J3F
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

ウ
ォ

i
H
は
一
内
乱
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ

ま
た
一
九
六

0
年
代
に
、

リ
カ
の
黒
人
達
が
白
人
達
と
同
じ
学
校
に
通
つ
て
な
、
ぜ
悪
い
の
か
、

同
じ
ス

ク
ー
ル
パ
ス
に
乗
る
の
は
主
ぜ
い
汁
な
い
の
か
、

と
い
う
よ
う
に
黒
人
の
地
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位
を
高
め
る
運
動
が
展
開
さ
れ
た
が

こ
の
運
動
は

H

シ
ピ
ル
・
ラ
イ
ト

。一〈ニユ
m
t
f
の
運
動
と
言
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
が
日
本
語
で
は
「
公

民
権
」
運
動
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
れ
に
建
築
の
分
野
で
、
橋
や
道
路
や
ト

ン
ネ
ル
の
建
設
は

日
本
語
で
は

「
土
木
」
と
い
わ
れ
る
が

そ
れ
ら
は
英

語一で

H

シ
ビ
ル
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
丘
三
一
角
川
口
包

5
2
5
?
と
呼
ば
れ
て

い
る
。こ

れ
ら
を
み
る
と
、

「
内
乱
一
や
一
公
民
権
」
や
「
土
木
」
が
な
、
ぜ
H

シ
ピ

ル
H

と
表
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
疑
問
が
わ
く
。

実
は
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

H
シ
ビ
ル
H

は
ロ

i
マ
の

H
キ

ウ
ィ
タ
ス
己
三

gmwu
か
ら
う
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

tま
ギ

H

キ
ウ
ィ
タ
ス
H

リ
シ
ア
の
ア
ネ
テ
や
ス
パ
ル
タ
と
い
う

H

ポ
リ
ス
三
一
子
(
都
市
国
家
と
よ

く
訳
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
共
同
体
と
理
解
し
た
方
が
よ
い
)
と
同
じ
よ
う
な

組
織
で
、
そ
の
構
成
員
は
誰
も
が
同
等
の
権
利
を
も
っ
と
同
時
に
同
等
の
責

こ
れ
が

H

キ
ウ
ィ
タ
ス
H

で
あ
っ
た
。

任
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の

H

キ
ウ
イ
タ
ス
H

H

シ
チ
ズ
ン

か
ら

H

シ
ピ
ル
H

が
う
ま
れ

己
Z
N
Z
H
H
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
ユ
ミ
Z

H

す
な
わ
ち

「
市
民
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
が

う
ま
れ
る
。

そ
れ
ら
は
、
誰
に
も

つ
ま
り

「
み
ん
な
」

に
権
利
が
等
し

く

「
み
ん
な
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

に
責
任
も
等
し
い

だ
か
ら
、
南
北
戦
争
の
よ
う
に
国
の
運
命
を
決
め
る
戦
争
は
、

人
と
し
て
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
人
間
な
ら
、
当
然
に
も
責
在
を
回

避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
態
度
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

ア
メ
リ
カ

う
な
戦
い
だ
か
ら
こ
そ
、

の
戦
争
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

H

シ
ビ
ル
d

ノ，，

ま

た
、
黒
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
税
金
は
は
ら
っ
て
そ
の
地
域
を
つ
く
り
あ
げ

て
い
る
一
員
で
あ
る
の
に
差
別
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
く
、
社
会
の
メ
ン
バ

i

と
し
て
同
じ
権
利
を
主
張
す
る
運
動
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

H

シ
ピ
ル
H

「
権
利
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

道
路
・
橋
・
ト
ン
ネ
ル
は
「
み
ん
な
(
公
共
)
」
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

技
能
と
い
う
の
で
、

H

シ
ビ
ル
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
H

と
い
う
の
で
忘
る
。

「
土
木
」
と
い
う
と
わ
か
り
に
く
い
が

「
市
民
」

「
権
利
」
と
「
貢
在
」

の
主
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
無
視
し
て

tま

「
市
民
」
概
念
は
な
り
た
た
な
い
。
以
下

そ
の
よ
う
な
用
語
「
市
民
」

の
登
場

を
近
代
日
本
に
お
い
て
み
て
み
よ
う
。

「
市
民
」

と
い
う
用
語
の
登
場

近
代
日
本
に
お
い
て
、
用
語
「
市
民
」
が
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
た
め
に
、

ま
ず
明
治
諒
後
の
号
本
に
お
け
る
数
種
の
辞
書
を
検
討
し
て

み
よ
う
。

j¥ 

四

一
)
年
の

は
「
庶
人
」
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

『
賠
危
利
重
語
林
大
成
』
(
本
木
正
栄
)

(
文
化

で
は

「
シ
チ
ズ
ン

n
E
N
O
D」

一
八
六

(
文
久
二
)
年
の

『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
(
堀
達
之
助
)

で
は
、

「
素
姓
正
シ
キ

市
井
ノ
」

「
市
井
ノ
入
」

一
八
六
九
(
明
治
二
)
年
の

「
住
民
」
と
な
っ
て
い
る
。

『
和
訳
英
辞
書
(
薩
摩
辞
書
)
』

「
素
姓
正
シ
キ
都
府
ノ
人
」

で
tま

「
府
中
ノ
住

民
」
と
い
う
訳
で
あ
る
。

童
三
で
も
「
素
姓
正
シ
キ
都
府
ノ
人
」
「
府
中
の
住
民
」
で
あ
る
。

/¥ 
七

(
明
治
五
)
年
の

『
開
拓
使
・
英
和
対
訳
辞

ヘ
ボ
ン
式
と
い

う
ロ
ー
マ
字
つ
づ
り
の
方
法
で
よ
く
知
ら
れ
た
、

J

・
C
-
ヘ
ボ
ン

(
へ
ッ
プ

パ
l
ン
)

に
よ
る
一
八
八
六
(
明
治
一
九
)
年
の
『
和
英
語
林
集
成
』
で
も
、
「
シ

、
ン
」
と
い
う
語
は

「
市
民
」

は
み
あ
た
ら
な
い
。

-
四
民
」

の
項
目
し
か
な
く

の
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そ
の
第
二
部
に
つ
け
ら
れ
て
い
る

の
部
を
み
て
も
、

「
シ
チ
ズ
ン

「
英
和
」

h
E
N
2と
は
、
「
ジ
ュ
ウ
ニ
ン
住
人
一
「
キ
リ
ゥ
ウ
ニ
ン
寄
留
人
」
「
ト
チ
ノ
ヒ
ト
土

地
の
人
」
と
い
う
訳
語
し
か
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、

用
語
「
市
民
」
が
、
少
な
く
と
も
辞
書
類
に
お
い
て
は
見
あ
た
ら
な
い

と
す
る
と

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

」
の
占
…
に
つ
い

て
は

(
明
治
八
)
年
に
出
張
さ
れ
た
、
福
沢
諭
吉
の

『
文
暁
論
之
被

一
八
七
五

略
』
に
そ
れ
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

た
と
え
ば

「
田
舎
の
百
姓
は
正
直
な
れ
ど
も
頑
愚
な
り

都
会
の
市
民
は
持

嗣
な
れ
ど
も
軽
薄
な
り
」
、

「
田
舎
の
土
民
と
都
会
の
市
民
」
と
い
う
よ
う
に
対
比

し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が

」
の
意
味
で
は

「
市
民
」

は
単
な
る
都
市
居
住
者
の

こ
と
で
し
か
な
い
。

考
慮
す
べ
き
は

ロ

i
マ
建
国
の
説
明
笹
所
で
の

一
市
民
会
議
」
と
い
う
用
例

と
、
中
世
社
会
に
お
け
る

「
フ
リ
イ
・
シ
チ
」

に
つ
い
て

「
『
フ
リ
イ
・
シ
チ
』

は
自
由
な
る
市
邑
の
義
に
て
其
人
民
は
郎
ち
独
立
の
市
民
な
り
」
と
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
市
民
」

は
完
治
組
織
の
講
成
員
と
解
せ
ら

こ
れ
ら
を
み
る
と

れ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
用
法
と
し
て
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
近
代
日
本
に
お

し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

つd

が
概
念
と
し
て
定
着
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

け
る
初
出
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

用
語
一
市
民
」

そ
の
後
の
展
開

そ
の
後
の
長
関
に
つ
い
て
は
、
設
討
の
例
と
し
て
ま
ず
中
江
兆
民
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。

東
洋
の
ル
ソ
!
と
呼
ば
れ
た
中
江
兆
民
は

そ
の

『
長
約
訳
解
』
に
お
い
て

は
、
「
市
民
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
」
を
「
土
」
と
訳
し
て
い
る
の
で
あ
り
(
兆
民
の
『
訳

解
』
が
あ
え
て
東
洋
的
概
念
を
用
い
た
り
、
文
体
も
漢
文
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
に

西
欧
思
想
の
受
容
に
あ
た
っ
て
の
見
識
を
し
め
す
こ
と
で
あ
る
の

つ
い
て
は
、

は
、
す
で
に
識
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
は
い
る
が
)
、
こ
れ
で
は
「
市
民
」
概
念
が

定
着
さ
せ
ら
れ
は
し
な
い
。

で
は
、
他
の
自
由
民
権
の
思
想
家
た
ち
に
お
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
植
木

枝
盛
や
馬
場
辰
猪
に
し
て
も
、
「
人
民
」
や
「
衆
人
」
と
い
う
用
語
法
は
見
う
け
ら

れ
る
が
、
総
じ
て
、
「
市
民
」
の
患
語
法
は
見
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、

馬
場
一
反
猪
の
英
文
に
よ
る

J
，
Z
E
E
-
2一
円
。
主
主
ο
コ
o
こ
さ
き
ミ
戸
∞
∞
∞
(
日
本

の
政
治
状
態
)
に
は
、
「
シ
チ
ズ
ン
丘
三
号
コ
」
は
登
場
す
る
が
、
こ
の
日
本
訳
は

本
人
に
よ
っ
て
は
し
め
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
に
お
わ
っ
た
。

「
市
民

と
い
う
語

は
昌
由
民
権
の
忠
想
家
た
ち
の
間
で
は
諌
縁
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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用
語
一
市
民
」
が
日
本
語
の
貯
一
界
で
通
用
し
だ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

明
治
二
一
年
の
「
市
町
村
制
一
か
ら
で
あ
る
。
行
政
区
の
「
市
」
が
登
場
し
て
、

そ
の
住
長
と
い
う
意
味
で
の
「
市
民
」
が
用
法
と
し
て
あ
ら
わ
れ
だ
し
た
。
し
か

「
市
町
村
制
」
は
、
概
念
上
で
新
し
い
混
乱
を
う
み
だ
す
。

し

の

そ
れ
は

の
競
念
で
あ
る
。

そ
の
一
市
町
村
説
理
由
一
を
み
る
と
、
「
自
治
一
と
は
名

J

ば
か
り
で
、
制
定
の
理

「
政
府
ノ
事
務
ヲ
分
任
シ
又
人
民
ヲ
シ
テ
之
一
一
参
与
セ
シ
メ
以
テ
政
府
ノ
繁

「
公
民
」

由
ち¥

雑
ヲ
省
キ
併
セ
テ
人
民
ノ
本
務
ヲ
尽
サ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
一
一
在
リ
」

と
い
う
よ
う

に
、
こ
れ
は

「
国
家
統
制
」

の
観
点
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
制
度
な
の
で
あ
る
。

し

た
が
っ
て
、
規
定
さ
れ
た
了
逗
の
資
格
を
も
っ
こ
の
制
度
上
の

「
公
民
」
と
は

通
常
の

市
民
社
会
」

「
市
民
一
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
も
つ
も

の
世
情
成
員
た
る

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ゆ
え
に
ま
た
、

)
の
尾
一
語
「
公
民
」
を
も
っ
て

「
市
民
」
概



念
の
成
立
と
は
み
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
た
辞
書
に
か
え
る
と

『
日
本
大
辞

主
回
』
に
は
、
「
し
み
ん
」
は

明
治
二
五
年
の
山
田
美
妙
の

「
四
民
」
と
し
か
表
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
明
治

三
一
年
の
落
合
直
文
に
よ
る
『
こ
と
ば
の
泉
』
で
は

「
市
民
」
が
登
場
し
て

「市

の
中
に
住
居
せ
る
人
民
」
と
」
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
大
正
四
年
の
上
田
高
年

に
よ
る
『
大
日
本
国
語
辞
典
』
で
は
、
「
市
民
」
は
「
市
内
の
住
民
」
で
島
り
、
大

『
改
修
言
泉
』
に
は
で
」
と
ば
の
泉
』
と
変
わ
ら
ず
に

「
市
の
中
に
住
居
せ
る
人
民
」
と
説
明
さ
れ
、
昭
和
八
年
の
大
観
文
章
の

正
一

O
年
の
落
合
童
文
の

『
大
三
一
口

海
』
で
は

「
市
内
ニ
居
ル
住
民
。
山
民
ナ
ド
ニ
対
ス
。
」
と
あ
っ
て

「
東
京
市

民
」
と
い
う
用
例
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。

英
和
の
辞
書
の
方
で
は
、

や
っ
と
大
正
五
年
の
斎
藤
秀
三
郎
『
英
和
中
辞
典
』

に
お
い
て
、
「
丘
三
N
g
Q
ボ
X，
V
¥

」
が
「
市
民
」
〔
公
民
」
「
国
民
」
と
訳
語
が
見
い

だ
さ
れ

「
丘
三
一
そ
尺
」
ヤ
」

tま

「
平
民
の
」
「
庶
人
の
」
「
普
通
の
」
が
見
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
「
三
三
-
m
c
n
5
q
シ
ビ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
」
は

「
文
明
社
会
」
な
の
で
あ
っ
て
決
し
て

「
市
民
社
会
」

で
は
な
い
。
大
正

年

の
井
上
十
吉
『
英
和
大
辞
典
』

で
も
大
き
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
が
、

「円リ↑〈一一

き
の
苛
ミ
シ
ピ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
」

で
あ
る
。
そ
の

「己〈己

「
集
盟
社
会
」

tま

社
会
」

で
あ
る
が
、
昭
和
二
年
の
岡
倉
由
三
郎
『
新
英
和
辞
典
』
で
は
「
文
明

で
あ
る
が
、
昭
和
三
年
の
三
省
堂
『
英
和
大
辞
典
』
に
は
、
不
思
議
な
こ

ω
。。
-mM3こ

と
に
用
例
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
不
思
議
さ
は
、
斎
藤
秀
三
郎
に
も
み
ら

れ
、
同
じ
く
昭
和
二
一
年
の
『
斎
藤
和
英
大
辞
典
』

h主

「
市
民
」

tま

H

、H
，
Yめ

zt々
口言。
Z
F
と
あ
り
、
「
企
民
」
に

H

〉
己
三
N
2
F
と
し
め
さ
れ
て
い
る
。

の
ま
に
か
「
シ
チ
ズ
ン
〕
か
ら
「
市
民
」
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し、

ぺ〉

以
上
の
よ
う
に
、
各
辞
書
の
用
例
を
み
た

(
辞
書
の
選
定
に
は
特
別
の
基
準
を

設
け
た
わ
け
で
は
な
く
、

た
ま
た
ま
手
一
瓦
に
お
い
て
利
用
で
き
た
も
の
し
か
検
討

し
て
お
ら
ず
、
各
辞
書
そ
の
も
の
の
-
評
価
も
考
察
の
範
囲
か
ら
外
れ
て
お
り
、

ま
っ
た
く
の
ア
ッ
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
な
も
の
で
あ
る
)
が

一
般
的
に
い
っ
て
、
用

語
「
市
民
」

は
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
で
き
あ
が
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
(
た
だ
し
「
市
民
社
会
」
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
成
立
し
て
い
な
い
)
。

し
か
し
、
問
題
は
こ
の
こ
と
か
ら
あ
ら
た
な
も
の
を
引
き
だ
し
て
く
る
の
で

あ
っ
て

の
同
概
念
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
/ー¥
ヲF

'-

「
市
民
」

「
公
民
」

そ
れ
は

と

の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
)
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
行
政
区
と
し
て
の
「
市
」

に
居
住
す
る

用
法
で
は
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
片
山
潜
の
『
都
市
社
会
主
義
』
(
明
治

「
市
民
」
と
い
う

三
六
年
、

「
蔀
市
論
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
自
治
悼
の
主
体
と

一
九

O
三
)

で
あ
る
。

こ
れ
は

E
本
の
近
代
に
お
け
る
本
格
的
な

-70 -

「
市
民
」
接
念
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
評
植
を
あ
る
論
考
で
紹
介
し
て
位
量
づ
け
て
お
い
た
。

し
か
し
、
片
山
の
よ
う
な
関
は
特
異
な
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
前
に
お
い
て
は
、

し
て
の

「
市
民
」
と
い
う
用
語
は
あ
く
ま
で
も
行
政
豆
の

市

の
住
民
と
い
う
概
念
で

こ
の
用
語
に
は
社
会
形

し
か
な
か
っ
た
。
特
に
軍
国
主
義
化
の
下
に
あ
っ
て
は

成
の
主
体
と
し
て
の
意
味
は
ま
っ
た
く
施
こ
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ

で
も
、

そ
の
他
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
時
計
メ
i
カ

i
尚
工
舎
の
製
作
し
た
時
計
が

後
藤
新
平
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
、

こ
と
も
あ
り
、
告
白
と
権
利
の
主
体
と
し
て
の

「
シ
チ
ズ
ン
)

の
誕
生
を
み
る

(
一
九
一
八
年
)

五
郎
作
『
ミ
ケ
ル
ア
ン
ヂ
エ
ロ
』

「
市
民
」
概
念
を
主
張
す
る
羽
仁

の
公
刊
(
一
九
三
九
年
)
も
あ
っ
た
。

し
か

し
、
こ
れ
も
特
異
な
例
と
し
て
語
れ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
「
市
民
」
概
念
の
一
般

化
に
は
と
て
も
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



「
市
民
社
会
」
概
念
の
問
題

さ
て

「
市
民
」

の
概
念
に
ふ
れ
る
以
上
は

の
問

ど
う
し
て
も
「
高
民
社
会
」

題
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
市
民
社
会
」
概
念
を
整
理
し
な
い
ま
ま

を
論
ず
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
袋
小
路
か
論
理
矛
信
に
お
ち
い
っ
て

「
市
民
」

し
ま
う
。

西
欧
近
代
の
一
市
民
社
会
」
概
念
を
項
日
的
に
ス
ケ
ッ
チ
す
れ
ば
、

よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

で
は
、

お

。
一
七

八
世
紀
の

「
市
民
社
会
」

た
と
え
ば
ホ
ッ
プ
ズ

ロ
ッ
ク

ル
ソ
!
。

」
こ
に
お
い
て
は

「
市
民
社
会
」

tま

「
政
治
社
会
」

の
こ
と
で
あ
る
。

C

フ
ァ

l
ガ
ス
ン
や
ス
ミ
ス

後
ら
に
お
い
て
は

ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の

「
市
長
社
会
」
論
が
語
ら
れ

て
い
る
。

。へ
l
ゲ
ル
の

「
市
民
社
会
」

と
昌
家
(
政
治
社
会
)

周
知
の
よ
う
に

「
欲
求
の
体
系
」
と
し
て
の

「
市
民
社
会
一
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

0

マ
ル
ク
ス
の
逆
転

」
れ
に
は

マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
の

0

フ
ラ
ン
を
見
れ
ば
、
「
市
民
社
会
」
の
分

析
が
国
家
論
の
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
〈
「
近
代
国
家
」
(
政
治
社
会
〉

の
二
重
化
・
分
離
〉
が
わ
か
る
。

と
「
市
長
社
会
」

こ
の
こ
と
が
問
題
を
難
か
し
く
さ
せ
る
原
困
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

ロ
ッ
ケ
/

や
ル
ソ
!
の
い
う
「
市
民
社
会
三
1
2
0
2
2
竺
と
は
「
政
治
社
会
」
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
こ
に
は
理
論
講
成
上
に
伺
の
問
題
も
な
い
が
、
し
か
し
、

マ
ル
ク
ス
の
現
附

議
し
た
よ
う
な
「
市
民
社
会
」
と
「
政
治
的
国
家
」
と
の
分
離
を
理
論
と
し
て
受

汁
い
れ
る
と

召
u
五
ロ
1
h
r

仁

F
ニ二ロ

J
λ

「
市
民
社
会
」

そ
れ
が
ロ
ッ
ク
や

と
い
う
同
一
性
か
ら

ル
ソ
i
の
い
う
「
市
民
社
会
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も

の
論
理
的

一
政
治
的
国
家
」

前
提
で
あ
る

と
い
う
理
論
的
混
乱
を
ひ
き

「
市
民
社
会
」

を
指
す
の
か
ど
う
か

お
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
概
念
が
異
な
れ
ば
、

用
語
が
同
一
で
島
る

だ
け
に
混
迷
の
度
は
よ
り
深
ま
っ
て
し
ま
う
。

た
し
か
に
近
代
は
一
つ
の
人
務
を
二
つ
に
分
裂
さ
せ
た
。
弘
と
公
の
分
裂
で
あ

る
。
一
一
コ
口
い
か
え
れ
ば
、
「
私
的
存
在
」
と
「
公
的
存
在
一
に
分
裂
し
な
が
ら
も
一
人

の
人
間
と
し
て
二
重
の
社
会
(
「
市
民
社
会
」
と
「
政
治
社
会
」
)

に
身
を
霞
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
一
七
八
九
年
八
月
二
六
日
に
憲
法
制
定
議
会

に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た

『
人
権
宣
言
』
に
お
い
て
み
れ
ば

そ
れ
は

「
人
(
オ

証ム
と〉

な と
る(9)市
。民

、/

ト

ワ

イ
ア
ン

の
権
利
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
例

オ
ム
」

の
の

権梅
干日惟

矛ttま
t主

「
私
的
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
権
利
で
あ
り
、

「
公
的
存
在
一
と
し
て
の
人
間
の
権
利
で
あ
る
。

「
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
」

そ
の
場
を
範
時
的
に
区
分
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
が

「
致
治
社

「
市
民
社
会
」

と

会
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
を
図
式
的
に
理
解
し
て
は
な
ら
な

い
。
も
し

「
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
」

「
政
治
社
会
」

の
一
員
で
あ
り

「
オ
ム
」

tま

「
市
民
社
会
」

の
一
員
で
あ
っ
て
両
者
を
実
体
的
に
別
個
の
も
の
と
把
握
す
る

と
、
と
ん
で
も
な
い
ま
ち
が
い
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
「
シ
ト
ワ
イ
ア

、ノ

L一一

tま

「
政
治
社
会
」

の
一
員
で
あ
る
論
理
的
前
提
と
し
て

の

「
市
民
社
会
」
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ロ
貝
す
な
わ
ち

「
オ
ム
」
な
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
「
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
」
を
日
本
語
で
表
記
し
て
「
市
民
」
と
い
う
用
語

を
あ
て
る
な
ら
ば
、

「
市
民
」
と
は
「
市
民
社
会
」
の
一
員
で
あ
り
か
っ

会
」
を
構
成
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
依
黙
と
し
て
多
く
の
も
の
を
残
す
。

「
政
治
社「市

し
か
し

マ
ル
ク
ス
の

民
社
会
↑
認
識
の
評
語
は
本
稿
の
任
に
あ
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
さ
て
お

く
と
し
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
一
車
問
の

「
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
」
と
〔
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
と
の
混

乱
が
ル
ソ

i
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
j

i
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
述

の
拙
稿
「
ル
ソ

i
の《(い
E
C
三
ロ
》
と
中
江
兆
民
の
『
土
』
」
参
照
i
i
、
そ
れ
を
ド

イ
ツ
語
で
表
現
し
た
場
合
の
「
ピ
ュ
ル
ガ

i
σ
E加
。
『
」
と
「
ピ
ュ
ル
ガ

i
リ
ッ
ヒ

-
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

σ
三部
2
z
n
F
角川加
2
Z
Z
7
h広
三
お
よ
び
「
シ
ュ
タ
l
ツ
ビ
ュ
ル

ガ

1
2
m
Z
Z寸
三
翌
二
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
解
き
あ

か
す
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が

た
と
え
、
ば

へ
!
ゲ
ル
は

『
法
の
哲

尚

子

』

「
十
市
民
社
会

E
司
加
の
ユ
主
再
雪
句
。
一
一
与
さ
」

の

一
市
民

に
お
い
て
は

寸
己
『
哲
『
」
を
「
フ
ラ
ン
ス
語
で
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は

ル
ソ

i
の
指
摘
し
た
よ
う
に

た

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
人
が
一
般
的
に
誤
解
し
て
い

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
す
な
わ
ち
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
誤
解
し
て
い
た

よ
う
な
こ
と
な
の
か

ル
ソ

i
が
正
し
く
識
別
し
た
よ
う
な

「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
す

な
わ
ち
本
来
的
意
味
に
お
け
る
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
と
は
異
な
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
な
の

か
、
も
う
一
度
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
島
る
。

た
だ
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち

い
る
余
裕
と
能
力
は
な
く
、
問
題
を
指
掃
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
市
民
社
会
」
概
念
の
認
識
が
、
重
要
な
理
論
的
課
題
で
あ

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
論
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

る
iJミ

四

残
さ
れ
る
課
題

か
つ
て
福
田
歓
一
氏
は

お
い
て

「
思
想
空
一
一
口
葉
」
(
『
思
想
』

一
市
民
と
い
う
日
本
語
の
指
示
内
容
を
引
照
で
き
る
よ
う
な
た
だ
一
つ
の

一
九
六
五
年
三
月
号
)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
証
間
は

ど
う
も
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
い
う

な
ら
ば
、

そ
れ
は
す
く
な
く
と
も
ぎ
己
『
∞

2
2
と
立
さ
ヨ
ロ
な
い
し
そ
の
形
容
詞

と
し
て
の
巳
三
一
と
い
う
二
つ
の
コ
ト
パ
の
ど
ち
ら
か
一
つ
に
置
換
え
る
ほ
か
な

い
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
戦
前
下
に

「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
い
う
危
険
な

用
語
を
さ
げ
て

そ
の
代
用
と
し
て
使
わ
れ
た
」

こ
と
か
ら
戦
後
に
お
い
て
も

「
市
長
は
す
こ
ぶ
る
口
あ
た
り
の
よ
い
コ
ト
パ
と
し
て
飛
躍
的
に
流
通
範
曹
を
ひ

ろ
げ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か

が
喪
っ
て
い
る
当
人
に
も
は
な
は
だ
唆
味
に
な
り

し
た
が
っ
て
読
む
側
の
イ

メ

i
ジ
は
ま
す
ま
す
暖
味
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
様
々
な
著
書
訳
書
の
な
か
の

を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
「
民
事
」

「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
も
は
な
は
だ
暖
昧
な
コ
ト
パ
で
あ
る
が
、

「
市
民
」

「
国
家
」
「
公
民
」
な
ど
と
置
換
え
る
と
、

市
民
よ
り
は
る
か
に
通

信
効
率
が
高
い
は
ず
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
。

し
か
し

」
れ
は
極
端
な
も
の
で
あ
っ
て

必
ず
し
も
説
得
力
を
も
つ
も
の
で

は
な
い
。
事
実
、

こ
の
論
説
が

〔
橋
注
」
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
同
氏
の

『近

代
政
治
原
理
成
立
史
浮
説
』
(
岩
波
書
詰
、

一
九
六
六
年
)

に
お
け
る
用
語
「
市

民
」
を
こ
と
ご
と
く
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
と
置
換
え
る
と
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
な

い
論
理
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
も

こ
の
提
言
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る

「
市
民
」
概
念
を
整
理
す
る
必
要
性
の
主
張
は
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
る
。

し
た
見
解
か
ら
、
同
氏
は
、
講
談
社
版
《
人
類
の
知
的
遺
産
》
却
の

こ
九
/

『
ル
ソ

i
』
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に
お
い
て
『
社
会
契
約
論
』
中
の

「
公
民
」

「
シ
ト
ワ
イ
z

ア
ン
」

を
す
べ
て

と
い

う
訳
語
で
統
一
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
見
識
で
あ
ろ
う
。

た

だ
そ
れ
で
は
用
語
「
市
民
」

は
ど
の
よ
う
な
嶺
念
と
し
て
存
在
し
う
る
の
で
あ
ろ

う
か

と
い
う
疑
問
は
残
る
の
で
為
る
。

ま
た
、
最
近
の
著
作
の
な
か
か
ら
一
つ
の
併
を
と
り
島
、
げ
る
と

山
口
定
・
宝

田
善
・
進
議
栄
一
・
住
沢
博
起
編
『
士
市
民
自
立
の
政
治
戦
略
』
(
朝
日
薪
需
社
、

九
九
二
年
)
の
な
か
で
は

一
市
民
社
会
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
と

り
あ
げ
、
そ
れ
に
概
念
規
定
を
あ
た
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
自
立
し
た
人

「
市
民
」
と

間
同
士
が
お
互
い
に
自
由
・
平
等
な
関
係
に
立
っ
て
公
共
社
会
を
構
成
す
る
と
い

う
〈
共
和
感
覚
〉
に
支
え
ら
れ
、

そ
う
し
た
人
々
の
自
治
を
社
会
運
営
の
基
本
と

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
公
共
的
決
定
に
主
体
的
に
参
加
し
ょ
と
す
る
巨
発
的
人
間

型
」
を
「
市
民
」
む
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
そ
の
も
の
に
は
特
に
異
論
は

な
い
。
ま
さ
に
「
権
利
」
と
豆
長
在
」
の
主
体
確
立
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
特
に
「
基
本
的
人
権
」
の
意
識
が
武
士
北
し
て
い
な
い
日
本
の
現
代
的
状
況

で
は
戦
略
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

「
市
民
」
が
構
成
員
た
る
べ
き
一
市
員
社
会
」
を
目
標
概
念
と
し

て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
一
つ
の
疑
問
が
湧
く
。
山
口
定
氏
に
よ

た
だ
、
こ
の

れ
ば
、

「
巨
標
概
念
と
し
て
の
市
民
社
会
」

と
tま

「
『
国
家
』

か
ら
『
社

そ
の

会
』
が
自
立
す
る
と
い
う
意
味
で
の
『
社
会
の
自
立
』
一
と
、
「
『
封
建
制
』
や
前
近

代
的
な
『
共
同
体
』
と
の
関
保
に
お
い
て
個
々
人
が
自
立
す
る
と
い
う
恵
味
で
の

『
鰐
人
の
自
立
』
」
と
、
「
『
大
衆
社
会
』
並
び
に
『
管
理
社
会
』
と
の
関
係
に
お
い

て
個
々
人
が
『
自
立
』
を
回
復
し
『
共
和
』
の
理
念
に
支
え
ら
れ
て
公
共
社
会
を

『
下
か
ら
』
再
構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
の
『
倍
々
人
の
自
立
と
公
共
社
会
の
国

復
』
」
と
い
う
三
点
を
、

そ
の
中
心
的
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
説
明
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
そ
の

「
市
民
」
概
念
の
規
定
か
ら
み
て
、
「
市
民
社
会
」
が
そ
う
し

た

「
市
民
」

の
集
合
で
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
疑
問
と
す
る
の

こ
の
よ
う
な
「
市
民
社
会
」
概
念
も
し
く
は
こ
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ

争
j
h

、

市

民
社
会
Y

一
の
当
否
に
つ
い
て
で
は
な
い
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
「
市
民
社
会
」
概
念
が
、
ど
の
よ
う
な
概
念
体
系
の
な

か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
市
民

社
会
」
が
た
と
え
口
標
概
念
で
あ
る
と
し
て
も
、
で
は

-
政
治
的
出
家
」
と
い
う
概
念
辻
ど
の
よ
う
な
関
採
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

「
政
治
社
会
一
す
な
わ
ち

の
よ
う
な
概
念
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
概
念
と
し

て
泊
誠
さ
せ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
弓
標
概
念
と
し
て
の
市
民

に
対
し
て
は
無
意
味
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

ス
の
指
摘
す
る
近
代
の
二
重
性
す
な
わ
ち
「
弘
的
存
在
」
と
-
公
的
存
在
一
と
い

う
人
格
の
分
裂
が
、
ど
の
よ
う
に
消
化
さ
れ
て
矛
盾
な
く
「
市
民
」
概
念
の
う
ち

に
統
一
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
全
概
念
体
系
の
内
容
を
知

社
会
」

マ
ル
ク
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り
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
用
語
「
市
民
」

に
か
か
わ
る
能
の
用
語
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
市
民
」
と
一
国
民
」
と
の
差
異
詰
ま
た
用
語
「
公
民
」
を
ど
う
取
り
あ

は白

「
国
民
」
競
念
に
つ
い
て
は
、
山
口
氏

「
こ
れ
ま
で
の
、
閉
ざ
さ
れ
た
『
国
民
』
と
し
て
の
発
想
よ
り
も
も
っ
と
開
か

っ
か
う
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の

れ
た
『
人
間
と
し
て
の
権
利
』
と
い
う
読
点
」
こ
そ
一
市
民
」
概
念
の
舟
容
で
あ

そ
の
両
者
の
位
置
関
係
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

問
題
な
の
は

一
公
民
」

で
あ
る
。
こ
の
用
語
一
公
民
」

を
ど
う
処
理
す
べ
き
か
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
整
理
が
残
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の

「
公
民
」
と
い
う
概
念
に
関
し
て
は
現
在
の
円
本
の
法
律
体
系
の



な
か
で
は
、
用
語
「
市
民
」
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
公
民
」
と
い
う
表
現
は

登
場
す
る
(
た
だ
し
、
「
市
民
」
と
い
う
表
現
は
、
国
捺
条
約
の
「
市
民
的
及
び
致

治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
に
み
ら
れ
る
)
。
現
行
法
の
な
か
の
尾
語
「
公

民
」
は
労
横
基
準
法
の
「
使
用
者
は
、
労
観
者
が
労
協
潮
時
間
中
に
、
選
挙
権
そ
の

組
公
民
と
し
て
の
権
利
を
行
使
し
、
又
は
公
の
職
務
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な

時
間
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
第
七
条
に

登
場
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
権
利
の
内
容
か
ら
い
っ
て
「
公
民
」
は
能
動
的
地

位
に
お
け
る
国
民
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
は
「
国
民
-
概
念
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
旧
市
町
村
部
下
の
「
公
民
」
概
念
を
払
拭
し
う
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
も
残
さ
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
社
会
教
育
法
に
お
け
る
「
公
民
館
」

の
設
置
と
い
う
第
二

O
条
の
規
定
も
あ
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
「
公
民
」
が
本
稿

の
課
題
と
し
て
き
た
「
市
民
」
概
念
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に

も
疑
問
が
残
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
近
代
日
本
に
お
け
る

現
代
日
本
の
課
題
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

「
市
民
」
概
念
の
検
討
は

以
上
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
市
民
」
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
用
語
と
概
念

の
問
題
は
、
焦
点
を
し
、
ぼ
る
ど
こ
ろ
か
、
多
岐
に
わ
た
る
問
題
へ
の
拡
散
す
る
の

で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
派
生
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え

ば
近
代
日
本
に
お
け
る

の
師
概
念
の
検
討
に
ま
で
す
す
ま
ね
ば
な

「
市
民
社
会
」
と
い
う
概
念
の
認
識
は
、
日
本
的
風
土
の

特
色
の
一
つ
で
あ
る
「
国
家
」
と
「
社
会
」
を
概
念
的
に
も
実
体
的
に
も
同
一
規

す
る
構
造
に
ま
で
も
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
「
社
会
」
と
い
う
毘
語

が
こ
れ
も
近
代
に
な
っ
て
登
場
し
た
こ
と
に
関
連
す
る
が
、
そ
の

そ
の
も
の
の
認
識
の
問
題
に
ま
で
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。

「
公
」
と
「
私
」

ら
な
く
な
る
。
そ
し
て

「
社
会
」
概
念

お
わ
む
に

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
市
民
」
観
念
の
再
検
討
を
お
こ
な
っ

た
が
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
て
、
本
稿
が
、
遂
に
は
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ

た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
し
た

「
市
民
」
概
念
に
か

か
わ
る
問
題
が
す
ぐ
れ
て
現
代
的
課
題
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
与
え

よ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
で
は
、
一
市
民
」
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
政
治
理
論
の
問

そ
の
焦
点
が

題
で
あ
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
し
、

ヱ
巾
民
社
会
」
概
念
の
把
握

西
歌
近
代
以
韓
に
お
け
る

「
市
民
社
会
」
概
念
の
展
開
を
ス
ケ
ッ
チ
的
に
述
べ
は
し
た
が
、
そ
の
整
理
も
充

分
に
は
な
さ
れ
ず
に
本
稿
を
閉
じ
る
の
で
は
、
幾
分
に
も
気
の
重
い
も
の
を
感
ず

る
の
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
現
段
階
の
報
告
に
と
ど
め
て
お
く
。

に
あ
る
こ
と
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
く
る
。
持
に
、
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(1) ~主

本
稿
辻
、
一
九
九
三
年
震
の
日
本
政
治
学
会
に
お
い
て
筆
者
が
報
告
し
た
も
の
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
市
民
」
の
概
念
の
分
析
を
こ
の
数
年
来
つ
づ
け
て

き
た
結
果
、
本
穣
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
テ
i

マ
に
対

し
て
与
え
ら
れ
た
「
帝
塚
山
学
園
特
別
研
究
」
の
助
成
の
賜
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て

お
く
。

拙
稿
「
『
市
民
』
概
念
と
現
代
日
本
」
(
『
作
業
療
法
』
第
一
二
巻
第
二
号
、
一
九
九
二

年)。
拙
稿
「
近
代
日
本
に
お
け
る
用
語
『
市
畏
』

i
福
沢
諭
吉
の
場
合
!
」
『
帝
塚
山
短
期

大
学
紀
要
』
第
三
O
号
、
一
九
九
三
年
、
参
照
。

拙
穣
「
ル
ソ
;
の
合
一
言
寄
る
と
中
江
兆
民
の
『
土
』
」
「
坂
大
法
学
』
第
四
二
巻
第

一
一
・
三
号
、
一
九
九
二
年
、
参
照
。

(2) (3) (4) 



(5) 

指
稿
「
近
代
日
本
に
お
け
る
『
都
市
議
』
と
『
市
民
』
概
念
の
形
成
i
片
山
潜
『
都

市
社
会
主
義
』
の
論
理
i

一
者
塚
山
短
期
大
学
『
日
本
文
化
史
研
究
』
第
一
三
号
、

一
九
九

C
年。

茜
尾
孝
弓
「
十
市
長
」
(
日
本
政
治
学
会
一
編
『
年
報
政
治
学
一
九
七
九
・
政
治
学
の
基

礎
概
念
』
岩
波
書
広
、
一
九
八
一
年
)
参
照
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
ス
ケ
ッ
チ
で
し
か
な
く
、
そ
の
ひ
と
つ
一
つ
を
論
ず
る
だ
け
で
も

大
層
な
作
業
と
な
り
、
こ
こ
で
は
、
政
治
患
想
史
研
究
の
先
人
達
の
成
果
を
ま
と
め

と
し
て
あ
げ
て
お
い
た
。

(6) (7) (8) 

ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
・
・
の
「
市
民
社
会
一
と
い
う
詩
語
法
が
一
政
治
社
会
」
の
こ
と
を
意

味
す
る
点
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
を
取
り
ま
ち
が
え
る
と
、
彼
ら
の
思
想
そ
の
も
の

を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
混
乱
に
導
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
、
「
理
論
講
成
上
」

「
問
問
題
一
が
な
い
、
と
い
う
の
は
、
一
市
民
社
会
」
と
「
政
治
的
富
家
一
の
観
念
亙
剥

を
す
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
島
る
。

こ
の
『
人
権
宣
言
』
の
日
本
に
お
け
る
翻
訳
紹
介
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
橋
本
文

雄
が
そ
の
著
「
市
民
法
と
社
会
法
』
(
一
九
三
四
年
)
に
お
い
て
、
「
人
権
並
に
市
民

権
宣
言
」
と
紹
介
す
る
一
方
、
戦
後
に
お
い
て
も
美
濃
部
達
吉
訳
で
は
「
人
権
及
び

国
員
権
宣
一
一
一
三
、
と
さ
れ
、
条
文
に
お
い
て
「
公
民
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
」
と
訳
さ
れ
る
混

乱
が
み
ら
れ
る
。
播
本
は
司
書
に
お
い
て
、
「
十
市
民
社
会
シ
ウ
ル
ソ
サ
エ
テ
ィ
一
と

い
う
用
法
を
用
い
て
い
る
が
、
同
氏
こ
そ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
一
市
民
」
と
「
市

民
社
会
」
の
正
当
な
る
用
法
者
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
の
初
期
に
、
中
村
正
室
が

J
-
S
-
ミ
ル
の
『
白
由

論
』
を
語
訳
し
て
「
自
由
之
理
』
を
出
抜
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
中
村
辻

「
ソ
サ
イ
エ
テ
イ
」
の
訳
語
に
「
侍
間
違
中
郎
チ
政
府
」
と
い
う
説
明
を
つ
け
て
い

る
。
そ
う
し
た
「
社
会
」
概
念
の
認
識
に
つ
い
て
の
問
題
虫
に
つ
い
て
は
、
指
稿

「
訳
語
『
社
会
』
と
「
自
由
之
理
』
」
(
者
塚
山
短
期
大
学
「
司
本
文
化
史
研
究
』
第

六
号
、
一
九
八
四
年
)
参
問
。
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