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あ
る

こ

と

を
自
覚
し
て

い

た
。

に

も
か

か

わ

ら

ず、

久
米
の

も
の

の

見
方

は

あ
る

意
味、

先
進
的
な
人
道
主

義
を

感
じ
さ
せ

る
。

無
宗
教
な
の

に

人

道
的
　
　
そ
の

根
底
に

あ
る
も
の

は

何
か

。

　

そ
れ
は
習
慣

化
さ
れ
た

祈
り
で

あ
る

。

朝
は

河
流
井
水
に

拝

礼
し

、

日

の

出
を
拝
し

、

上
下
四

方
を

拝
す
な
ど

柏
手
の

聞
こ

え
な
い

里
は

な
い

。

「

是
神
代
よ

り
の

景
象
な
り

」

（
「

神
道
は

祭
天
の

古
俗
」

）

、

命
じ

ら
れ
た

わ
け
で

も
な
い

の

に

毎
日

毎
年
祈
り
続
け
る

行
為
は
「

思
へ

ば

涙
の

出
る

程
な

り
」

（

同）

と

久
米
は

言

う
。

宗
教
の

根

幹
に

あ
る
の

は

祈
り
だ

。

そ

れ
を

特
に

意
識
す
る

こ

と
な

く

習
慣
化
し
て

い

た

久
米
は
、

キ

リ

ス

ト

教
の

外
見
や
教
義
を

飛
び
越
え
て

そ
の

本
質
を

捉
え
た

。

そ
れ

が
品
行
を

重
視

す
る

と
い

う
見
方
で

あ

り、

久
米
の

キ
リ

ス

ト

教
観
は

そ
の

点
に

集

約
さ

れ
て

い

る
。

帝
国
日
本
に

お

け
る

筧
克
彦
の

神
道
思
想
と
そ
の

影
響
に

つ

い

て
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九
六

こ

は

東
京
帝
国
大
学
法
学
部
教
授
で

あ
り
な
が
ら

、

神
道
を
宗
教
と
し、

神
道
だ

け
で

な

く
仏
教
や
キ
リ
ス

ト

教
も
含
め

て
、

す
べ

て

の

信
仰
は

天
皇
へ

の

崇
拝
に

む
す
び
つ

く
も
の

で

あ
る

と

説
き、

「

古
神
道
」

や
「

神
な
が
ら

の

道
」

を
主

張
し
た

人
物
で

あ
る

。

ま
た

、

大
正
天
皇
の

皇

后
で

あ
る

貞
明
皇

后
の

信

頼
が

厚
く、

皇

室
に

影
響
を

与
え
た

人
物
と
し
て

も
知
ら
れ
て

い

る
。

　
こ

れ

ま
で

筧
克
彦
は

、

神
社
政

策
や
皇
室
と
の

か
か
わ

り
、

ま
た
は

そ

の

独
自
の

思
想
体
系
を

中
心
に

研
究
さ
れ
て

き
た

。

そ
れ

に

対
し

て

筆
者

は
、

植
民
地
を

含
め

た
、

帝
国
と

し

て

の

日

本
に

お

け
る

筧
克
彦
の

神
道

思
想
の

展
開
と
、

そ
の

か

か

わ

り
に

つ

い

て

考
察
を

深
め

た
い

。

そ
し

て

筧
の

思
想
を

取
り
上
げ
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

戦
前
は
形
式

的
に

は

非
宗
教

と

し
て

扱
わ

れ
て

い

た

神
道
を

、

積
極
的
に

「

宗
教
的
信

仰
」

と

し
て
、

そ
の

政
治
論
に
結
び
つ

け
て

説
く

論
理
と

は
何
で

あ
る

の

か、

ま

た、

そ

れ
が
帝
国
と

し
て

の

日

本
及
び
そ
の

勢
力
下
に

お
い

て
、

人
々

に

ど
の

よ

う
な

影
響
を

与
え
た
の

か

を

解
明
し

た
い

。

　
ま

ず
は、

筧
克

彦
の

思
想
が

日

本
の

内
地
だ

け
で

な
く、

植
民
地
な
ど

に

ど
の

よ

う
に

影

響
し
た

か
に

つ

い

て
、

四

つ

の

事
例
を

中
心
に

述
べ

た

い
。

 
山

崎
延
吉
や

加
藤
完
治
の

よ

う
に

、

農
本
主

義
者
と

し
て

植

民
地

に

多
大
な

影
響
を

与
え
た

人
々

の

思
想
の

理

論
に

は
、

筧
の

古

神
道

論
が

用
い

ら
れ
て

い

る
。

 
朝
鮮
半
島
に
お

い

て
、

神
道
を
利
用
し
た
文

化
政

治
を

推

進
し
た

守

屋
栄

夫
と

筧
に

は
、

子
息
の

筧
泰
彦
の

証
言

な
ど

か

ら
、

密
接
な

交
流

関
係
が
あ
っ

た

こ

と

が

う
か

が

わ

れ
る

。

 
満
州

帝
国

の

皇
帝
溥

儀
は
、

「

神
な
が

ら
の

道
」

に

近
い

構
想
か
ら
、

満
州
帝
国
の

国
家
祭
祀
を

作
り
出
そ
う
と

し
て

い

た
。

 
崔
南
善
な
ど

の

よ

う
な

植
民

地
朝
鮮
の

知
識
人
の

な
か
に
は

、

筧
の

古
神
道
的
な
論
理
を
と
ら

え

返
す

こ

と
で
、

独
自
の

神
道
論
を
出
し
て

い

る

も
の

も
い

る
。

　
こ

の

よ

う
に、

筧
の

思
想
は
日

本
だ
け
で

な
く、

植

民
地
に

ま
で

大
き

な
影
響
を

与
え
て

い

る

こ

と

が
見
て

取
れ
る

が、

そ
れ
で

は

筧
は

自
ら
の

思
想
の

広
が
り
を、

専
門
で

あ
る

法
学
に

お
い

て

ど

の

よ

う
に

と
ら

え
た

の

で

あ
ろ

う
か

。

そ
れ
を

解
く
た
め

に
、

筧
が
著
述
し

た

憲
法
論
で

あ
る

『

大
日

本
帝
国
憲
法
の

根
本
義
』

（

一

九一
二

六

年
）

の

内
容
を

参
照
し
た
い

。

本
書
に

お
い

て

筧
は

「

立

国
の

大
法
」

と
い

う
存
在
を

掲
げ
て

い

る
。

こ

の

「

立
国
の

大

法
」

と
は

、

憲
法
だ
け
で

な

く、

法
律
や

習
慣、

さ
ら
に

は
哲
学
や
道
徳

、

信
仰
ま
で

も
包

括
す
る

生

活
全

体
を
と

り
ま
く
法
で

あ

る
。

「

立
国
の

大
法
」

は

時
代
ご

と

に

そ
の

表
れ

は

変
化
す
る

も
の

の
、
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そ

の

存
在
そ
の

も
の

は

永
久
不
変
の

も
の

で

あ
る

。

そ
し

て

日

本
に

お
い

て

は
、

お

互
い

に
相
争
う
た
め

に

「

立

国
の

大
法
」

が

十
分
に

表
現
さ
れ

て

い

な
い

外
国
と

は

異
な
っ

て
、

天

皇
の

名
の

も
と
に

、

神
話
の

時
代
か

ら

変
わ

ら

ず
「

立
国
の

大
法
」

が

十
分
に

表
現
さ
れ

て

い

る

と

述
べ

ら
れ

る
。

つ

ま

り、

筧
は

「

立

国
の

大
法
」

と
い

う
概
念
を

用
い

る

こ

と
で

、

法
律
や
生

活
の

秩
序
は

す
べ

て

「

立

国
の

大
法
」

の

表
現
で

あ
る

と
し
て

い

る
。

そ

し
て

「

立

国
の

大
法
」

が

十

分
に

表
現
さ

れ

て

い

る

の

は
、

天

皇
が

国
を

治
め
、

国
民
が

普
遍
的

信
仰
と
し

て

天
皇
を

崇
め

て

い

る

か
ら

と

す
る

の

で

あ
る

。

　

筧
の

議
論
は

神
が

か

り
と
さ
れ
、

当
時
に

お
い

て

は

イ
ン

テ

リ

に

は
小

馬
鹿
に

さ
れ

る

議
論
で

あ
っ

た
。

だ
が
、

筧
は

そ
れ

に

も
か

か
わ

ら

ず
帝

国
の

全

体
性
を

包
括
的
に

「

矛
盾
な
く

」

説
明
し
よ

う
と

す
る
。

我
々

に

は
そ
の

説
明
体
系
は

ほ

と
ん

ど
破

綻
し
て

い

る

こ

と
は

明
白
で

あ
る

が
、

一

方
で

筧
の

影
響
は

大
き
な
広
が

り
を

見
せ
て

い

る
。

そ
の

秘

密
は

「

惟

神
の

道
」

の

も
と
に

、

生

命
や

法
と
い

う
さ
ま

ざ
ま
な
全

体
性
を、

天
皇

の

秩
序
の

肯
定
に

む

す
び
つ

け
て

重
ね

合
わ
せ
る

論
法
に

あ
る

の

で

は
な

い

だ
ろ

う
か

。

筧
の

よ

う
な

議
論
が

ど
の

よ

う
な
時
代
状
況
の

中
で

話
さ

れ、

ま
た

ど
の

よ

う
な
効
果
を
も
っ

た
の

か
。

そ
の

内
実
に
迫
る

こ

と

は、

戦
前
に

お

け
る

荒
唐
無

稽
で

神
秘

的
な

政
治
思

想
が

ど
の

よ

う
に

説
か
れ

た
の

か
を

知
る

う
え
で、

重

要
に

な
る

だ
ろ

う
。

前
期
西
田

哲
学
に

お

け
る

「

意
識
」

の

問
題

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

秋
富
　
克

哉

　

西

田
幾
多
郎
の

処
女

作
『

善
の

研

究
』

は
、

「

純
粋
経
験
」

を

唯
一

の

実
在
と

し
て

す
べ

て

を

説
明
し
よ

う
と

す
る

独

創
的
な

試
み

で

あ
る

。

し

か
し

他
方

、

そ
こ

に
一

貫
し
て

用
い

ら
れ
て

い

る

「

意
識
」

の

語
に

は
、

あ
る

種
の

違

和
感
を

覚
え
る

こ

と
も
ま
た

事
実
で

あ
る

。

と

言
う
の

も
、

「

意
識
」

は

近

代
哲
学
の

主

観
性
の

立

場
を

特

徴、
つ

け
る

も
の

で

あ

り、

主

客
の

枠
組
み

を

超
え
る

立

場
を

開
こ

う
と

す
る

姿
勢
と
は

相
容
れ

な
い

よ

う
に

思
わ
れ

る

か

ら

で

あ
る

。

に

も
か
か
わ
ら

ず
「

意
識
」

の

語
を

用

い

ざ
る

を

得
な
か
っ

た

背
景
に

は
、

同
時

代
的

な
哲
学
潮
流
の

う
ち
に

な

お

強
く
働
く

近
代
哲
学
の

主

観
性
の

立
場

、

さ
ら
に

は

独
自
な

歩
み

を

進

め
つ

つ

あ
っ

た

心

理
学
の

立

場
を

受
け
止
め

た

う
え
で

、

自
ら

の

議
論
を

展
開
し

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

と
い

う
事
情
が
あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

状
況

下
、

意
識

理

解
の

深

ま
り
は

実
在
理
解
の

深
ま
り
と

相
俟
っ

て
、

続

く

『

自
覚
に

於
け
る

直
観
と

反
省
』

か
ら

『

意
識
の

問
題
』

、

さ

ら

に

『

芸

術

と

道

徳
』

を

経
て
、

や

が

て

意
識
の

「

場

所
」

的
性
格
の

確
立
に

ま
で

繋

が
っ

て

い

っ

た
。

　
と
こ

ろ

で
、

『
善
の

研
究』

に

お

け
る
意

識
理
解
の

特
色
は、

思

惟、

意
志

、

知
的

直
観
と
い

う
順
に、

純
粋
経

験
の

深
ま

り
が

認
め

ら
れ

る

こ

と
、

ま
た

「

知
情
意
」

と

い

う
表
現
を

用
い

な
が

ら
、

「

情
」

の

独
自

性

が

取
り
出
さ
れ

て

い

な
い

こ

と
で

あ
る

。

さ

ら
に

問
題
点
と
し

て
、

意
志

と

知
的
直
観
に

優
位
を

置
く
立

場
は

、

却
っ

て

思
惟
の

位
置
づ

け
の

低
さ

を

際
立
た
せ

る
。

『

善
の

研
究
』

を
成

り
立
た
せ

る
哲

学
的
知
は、

知
よ

り
も

情
意
が

深
い

こ

と

を
理

解
し

説
明
す
る

知
で

あ
る

は

ず
で

あ
る

。

こ

の

高
次
の

知
の

位
置
づ

け
が

明
ら
か
に

さ
れ

て

い

な
い

と
こ

ろ

に
、

本
書

の

問
題
点
が

残
っ

て

い

る
。

　
こ

の

課
題
に
対
し

、

『

自
覚
に

於
け
る

直
観
と

反
省
』

は
、

一

方
で

主

客
未
分
の

純
粋
経
験
を

「

直
観
」

と

受
け
止
め

直
し
、

他
方
で

高
次
の

思

惟
の

立

場
を

「

反
省
」

と

捉
え

、

両
者
を

繋
ぐ
も
の

を
「

自
覚
」

と

位
置
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