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日
本的
特
殊
性の
研
究肉

免

久
和

佐
藤
誠
三

郎
・

公
文
俊

平
・

村

上品桜・
亮
三

氏
の
「
日
本
近
代
化
分
析

ll
イ
エ

社会
の

近
代
化」
を
拝
読
し
た 。
「
幕
末
日
本
の
中

に
す
で
に
整
え
ら
礼
て
い
た」
近
代
化
の
た

め
の
三
条
件
と
し
て、
「
付
実
質
的
な
全
国

統
合 、
同
そ
の
よ
う
な
徳
川
統
合
の
正
統
性

の
破
綻 、
伺
各
種
イ
エ
型
組
織
に
お
け
る
経

営
経
験
の
蓄
積」
を
挙
げ
ら
れ
る 。
同
を
重

視
す
る
点
に
い
わ
ゆ
る
v

近
代
化
論d
と
相

通
ず
る
性
格
が
あ
る
と
思
う 。

問
じ
三
月
号
所
収
の
「
平
衡
と
成
熟
の
世

紀へ」
で
小
島
隆
三
氏
は 、
わ
が
国
の
左
翼

史
家
の
近
代
化
論
に
対
す
る
態
度
を
批
判
し

て
い
る
が 、
私
も
同
感
で
あ
る 。
ま
た
付
を

重視
す
る
点
も 、
注
目
に
慎
し
よ
う 。
ゴ
ロ

1
ニ
ン
が
『
日
木
幽
囚
記』
で
述
べ
て
い
る

よ
う
な
日
本
的
特
殊
性
が 、
遠
山
茂
樹
氏
の

設
う
絶
対
主
義
的
民
族
独
立
と
い
う 、
一
見

矛
盾
し
た
説
を
よ
く
説
明
し
う
る
の
で
は
な

引

t’ff

·
r 

’ %, 

沈
静
化
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い 。

中
国
に
関
し
て
は 、
周
恩
来
首
相
の
死
去

後
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
取
る
と
恩
わ
れ
た
郷

小
平
氏
の
首
相
葬
絡
が
予
怨
さ
れ
た
が 、
対

外
的
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
菜
園
鋒
民

が 、
首
相
代
行
と
な
り 、
部
小
平
氏
を
は
じ

め
と
す
る
笑
務

派路
線
が
後
退
を
余
儀
－な
く

さ
れ
る
見
通
し
も
生
ま
れ
て
き
た 。
華
氏
の

首
相
代
行
は
暫
定
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い

が 、
左
派
的
路
線
が
強
ま
る
と
と
も
あ
り

得

ょ
う 。
中
嶋
氏
の
述べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

「
工
業
体
系 、
国
民
経
済
体
系
の
建
設
と
い

う
方
向
は 、
今
日
の
中
国
に
と
っ
て 、
も
は

や
逆
転
し
得
な
い
社
会
的・
国
家
的
要
請」

で
あ
る
か
ど
う
か
は 、
今
後
事
態
の
推
移
を

見
守
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う 。
と
も
あ
れ
中

国
内
部
で 、
路
線
の
対
立
が
激
化
し
て
い
る

の
汚
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 。

あ
ま
り

華
々
し
き
の
な
か
っ
た
フ
ォ
ー
ド

訪
中
に
つ
い
て
の
中
嶋
氏
の
と
ら
え
方
に

も 、
注
目
すべ
き
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

え
る 。

（
京
都
府
・

自
由
業
・

怨
歳｝

檀氏に
ひ
か
れて

紙手のへ”仇uFカロ集編叫が

後

一際空
氏
の
「

酬明侃
無
頼一派
へ
の
挽

筆

歌」
を
真
先
に
読
ん
だ 。
八
方
破
れ
の
人
生

を
送
っ
た
と
か 、
最
後
の
無
頼
派
の
文
士
な

土
田

祥

－

締
切

毎
丹
二
十
三
日

2

宛
先

中
央
公
論
編
集
部
「
筆
者
と
錨
禦

部
へ
の
手
紙
同

係

3

字
数

七
百
字
以
内

4

原
稿
に
氏
名・
年
働・
職
業
・

住
所
を
明
記

5

採
用
の
方
に
は
税
料
三
千
四
を
お
送
り
し

ま
す

い
か 今
オ
ル
テ
ガ
が
『
大
衆
の
反
逆』
で
述

べ
た
よ
う
に 、
血
族・
言
語
が
多一
だ
か
ら

統一
の
た
め
の
努
力
と
し
て
国
家
が
虚
構
的

に
存
立
で
き
る
が 、
日
本
の
場
合
は
こ
の
よ

う
な
必
要
は
な
か
っ
た 。
と
の
ゆ
え
に 、
フ

ァ
ッ
シ
ョ

化
過
程
に
お
い
て
も 、
ナ
チ
ズ
ム

の
「
民
族
協
肉
体」
の
よ
う
な
公
的
政
治
的

概
念
は
日
本
は
必
要
と
し
な
か
っ
た
し 、
ま
ー

た
幕
末
に
お
い
て
も
絶
対
主
義
務
力
に
主
る

民
族
統一
を
グ

無
為
に
し
て0
・な
し
え
た
と

思
う 。絶

対
主
義
H

民
族
統一 、〆
市
民
革
命
H

民

族
独
立
と
い
う
西
洋
史
の
尺
度
で
は
計
り
き

れ
冶
日
本
的
特
殊
性
を
追
求
し
な
け
れ
ぼ 、

特
殊
日
本
的
「
近
代」
化
は
理
解
で
き
ま

い 。

（
京
都
府・
大
学
院
生・
幻
歳｝

故
周
首相の
魅
力

原
田

害

続

三
月
号
の
特
集
「
流
動
す
る
ア
ジ
ア
と
日

本」
の
う ，
ち 、
竹
内
実
氏
の
「
周
恩
来
の
遺

産
と
革
命
第
二
世
代」
と 、
貝
塚
茂
樹 、
隊

ど
と
呼
ば
れ
る
植一
維
に 、
最
近
と
く
に
ひ

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ 。

後
藤
明
生
氏
が
『
わ
が
然
り』
の
不
思
議

な
笑
い
に
魅
力
を
お
ぼ
え
ら
れ
た
と
と
や 、

被
さ
ん
の
魅
力
に
ひ
か
れ 、
時
間
の
許
す
限

り
そ
の
酒
席
に
出
席
さ
れ
た
ζ
と
な
ど 、
興

味
を
ゆ
り

動
か
さ
れ
た 。

と
ζ
ろ
で
棟一
維
の
死
去
当
時 、

新潟
の

あ
る
知
人
が 、
「．，．．
 故
人
は
約
二
寸
固
く

ら
い
新
潟
入
り
し
て
い
ま
す
が 、
毎
回 、
新

潟
叡
あ
る
い
は
新
潟
空
港
か
ら
碑一（
坂
口
安
否

の
碑 、
銀
者
注）
へ
直
行
さ
れ
る
の
で
し
た 。

早
朝
で
あ
ろ
う
と
深
夜
ぞ
あ
ろ
う
と
お
か
ま

い
な
し・・・
」
と
謡っ
て
い
た
新
聞
記
事
を

読
み 、
強
く
感
動
さ
せ
ら
れ
て
h
た 。

そ
れ
だ
け
に 、
「
わ
れ
天
涯
に一
人」
の

く
だ
り
は 、
「
無
頼」
と
他
人
に
分
類

命名

さ
れ
た
檀一
雄
の
胸
中
に
思
い
を
い
た
し 、

ひ
た
す
ら
に
心
の
う
ず
く
の
を
覚
え
た 。

『
わ
が
祭
り』
や
『
火
宅
の
人』
と
い ーっ
た

作
品
も 、
賑
や
か
な
酒
宴
や
坂
口
安
否
の
碑

に
か
け
つ
け
る
姿
も
み
な 、
ひ
っ
き
ょ
う

「
わ
れ
天
涯
に一
人」
の
人
の
「
天
然
の
旅

情」
と
い
う

消楚
に
し
て
強
烈
を
真
心
が
生

地
の
ま
ま
表
出
さ
れ
た
も
の
と
感
じ
な
い
で

は
お
ら
れ
な
い 。

同
時
に 、
そ
う
し
た
激
し
い
感
動
や
美
し

さ
を
奏
で
て
い
る
も
の
に
対
す
る
も
う一
つ

の
も
の 、
い
わ
ば
指
標
と
し
て 、
後
藤
氏
の

舞
臣 、
三
田
村
泰
助
氏
の
座

談会
「
人
間
周

恩
来
の
魅
力
を
語
る」
を
談
ん
だ 。
周
恩
来

死
し
て
約
二
月 、
地
下
に
映
る
周
首
相
の
温

顔
が
浮
か
ぶ 。
か
つ
て 、
ソ
ビ
エ
ト

の
ス
タ

I
F
ン
が
死
し
た
と
き 、
私
は
小
学
生
だ
っ

た
が 、
学
校
で
新
開
部
員
を
し
て
お
り 、

教

室
の
掲
示
黒
板
に
「
世
界
の
巨
星
溶
ち
る」

と
題
し
て
小
文
を
書
い
た
ら、
「
と
れ
は
設

が
惑
い
た
か」
と

先生
が
色
を
な
し
た
の
を

想
い
出
す 。

当
時
と
現
代
と
で
は 、
共
産
主
義
に
対
す

る
考
え
方
も
変
っ
て
き
て
い
る
し 、
私
の
認

識
の
度
合
も
格
段
の
ス
テ
ッ

プ
を
上
っ
て
い

る
と
自
認
し
て
い
る 。
人
間
の
魅
力 、
幅 、

深
さ
を
考
え
る
と 、
周
恩
来
は
ス
タ
ー
リ
ン

の
比
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う 。
ナ
ン
バ
ー・

ス
リ
ー

の
地
位
に
甘
ん
じ
た
「
忍」 、
恐
妻

家
で
あ
っ
た
庶
民
性 、
繊
細
な
気
配
り
を
持

っ
た
相官
力 、
死
後 、
灰
に
し
て
ば
ら
ま
い
て

く
れ
と
言
い
残
し
た
合
理
主
義、
ど
れ
を
と

っ
て
も
常
人
を
超
え
た
魅
力
を
も
っ
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か 。

私
は 、
だ
か
ら
と
い
っ

て
超
人
的
な
指
導

者
を
も
っ
た
共
産
主
義
を
讃
美
す
る
も
の
で

は
な
い 。
む
し
ろ
と
う
し
た
達
人
と
も
い
え

る
リ
ー
ダ
ー

が一
人
地
上
か
ら
消
え
た
と
い

う
と
と 、
共
産
主
義
大
国
中
国
に
一舟
び
現
わ

れ
る
と
と
の
な
い
で
あ
ろ
う

将
来
に 、
淋
し

さ
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る 。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

「・・・・
つ
ま
り 、
『
わ
れ
天
涯
に一
人』
で
は

－な
か
っ
た・・・・」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
点
を

玩
味
し
な
け
れ
ば
走
ら
ぬ
と
つ
く
づ
く
思
っ

た 。
そ
れ
ぞ
れ
に
人
間
存
在
の
根
源
に
触
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る 。

不
消
化
な
点
や
早
の
み
と
み
の
と
こ
ろ
も

多
い
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
が 、
私
な
り
に

隔憎
め
て
感
銘
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た 。

（
新
潟
県
・

教
育
公
務
員
・

ω
蔵）

－
「文
章読
本」
に
関し
て

林
田

栄

本
誌
二
月
号
本
欄
に
寄
せ
ら
れ
た
「
身
近

な
文

章読
本
を〕
と
い
う
小
林
さ
ん
の
御
意

見
に
対
し

て 、
一
言
申
し
述
べ
た
い 。

第一
に 、
か

文
諸
説
本a
と
い
う
表
題
の

i
も
つ
意
味
に
つ
h
て
誤
解
が
あ
る 。
す
な
わ

ち
m

文

京読
本d
と
い
う
言
葉
は 、
と
ζ
で

は
文
章
入
門
あ
る
い
は
文
章
教
科
書
と
い
っ

た
広
く
深
い
意
味
あ
い
を
も
っ

て
用
い
ら
れ

て
h
る
の
に
対
し
て 、
小
林
さ
ん
は
手
紙・

臼
況
な
ど
の
日
常
の
笑
用
的
作
文
純
例
あ
る

い
は
読
み
方
教
科
書
と
い
っ
た 、
一
面
的ー
な

解
釈
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る 。

第
二
に 、
絵
を
描
い
た
り
楽
器
を
演
奏
し

た
り

す
る
と
と
も 、
芸
術
的
観
点
に
立
て
ぽ

文
章
創
作
同
様
に
困
難
で
あ
る 。
そ
の
証
拠

に 、
士宮
術
性
の
高
い
絵
を
描
い
た
り 、
同
じ

と
人
格
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ＼

る 。
卓
越
し
た
人
格
は
尊
敬
さ
る
べ
き
で
あ

る 。
そ
の一
例
は 、
卓
球
大
会
に
参
加
し
た

パ
レ
ス
チ
ナ
選
手
団
入
場
の
と
き 、
彼
が
真

っ
先
に
立
ち
上
が
っ
て
拍
手
し
た 、
ぞ
れ
に

つ
づ
い
て
万
来
の
拍
手
が
わ
き
起
っ
た
と
い

う 。
演
技
と
い
え
ば 、
そ
れ
ま
で
だ
が 、
常

人
の
持
ち
え
な
い
感
覚
と
い
う
か 、
人
間
性

と
そ
周
首
相
の
すべ
て
で
あ
ろ
う
と
思
う 。

周
首
相
の
安
ら
け
き
永
眠
を
願
う 。

公
務
員
・

ぬ
歳）

中
嶋
氏の
と
ら
え
方

一一－ 410－ーー

西

畑

造

『
中
央
公
論』一二
月
号 、
中
嶋
嶺
雄
氏
の

「『
新
太
平
洋
ド
ク
ト
リ
ン』
と
中
ソ
冷
戦」

を
興
味
深
く
読
ん
だ 。
米
中
ソ
の
壮
大
な
パ

ワ
1

ゲ
I
ム
を 、
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
た
論

文
だ
と
思
う 。
結
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
た

「
中
ソ
対
立
を
利
用
し
得
る
度
合
段 、
ア
メ

H
カ
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
い
ζ
と
に
な

る 。
そ
れ
だ
け 、
中
ソ
双
方
に
対
し
て
弱
い

立
場
に
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て 、
と
と
対
中
対

ソ
外
交
に
か
ん
し
て
は 、
い
か
友
る
白川
か
ら

し
て
も
ア
メ
リ
カ
に
迫
随
し
得
な
い
ζ
と
が

明
ら
か」
で
あ
る
と
の
指
摘
は 、
日
本
の
外

交
当
局
者
が
十
分
認
識
すべ
き
ζ
と
で
あ

る 。
中
嶋
氏
の
考
え
の
如
く
中
ソ
対
立
は 、

く
楽
器
を
演
奏
し
た
り

す
る
こ
と
は
設
に
で

も
で
き
る
芸
当
で
は
な
い
し 、
ほ
ん
の
子
供

の
描
い
た
絵
が
ど
ん
な
に
う
ま
〈
械
か
れ
て

い
よ
う
と
芸
術
作
品
と
は
言
わ
な
い 。

第
三
に 、
「
鴎
外
の
文
章
と
数
学
の
公
式

の
文
章
と
に
ど
れ
だ
け
差
異
が
あ
る
か
わ
か

ら
な
い 。
同
じ
く
ら
い
無
味
乾
燥
に
思
え

る」
と
述札
て
お
ら
れ
る
が 、
数
学
の
公
式

の
説
明
文
は
論
理
的
で
あ
れ
ば
事
足
り
る
の

に
反
し 、
小
説
な
ど
の
文
章
は
単
な
る
説
明

文
で
は
な
い 。
加熱
論 、
小
説
な
ど
の
文
章
と

言
え
ど
も
弘前
斑
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が 、
単
な
る
説
明
文
や
記
録
文
な
ど
と
呉
な

り
論
理
性
以
上
の
も
の
が
要
求
さ
れ
る 。

最
後
に 、
御
承
知
の
方
も
多
い
と
思
わ
れ

る
が 、
丸
谷
才一
氏
が
歴
史
的
か
な
使
い
を

固
執
さ
れ
る
理
由
は 、
歴
史
的
か
な
使
い
の

論
理
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
て 、
氏
の
良
著

『
日
本
語聞
の
た
め
に』
（
新
潮
社）
な
ど
に
詳

し
い
の
で
御一
読
を
お
薦
め
す
る 。

（
長
崎
県
・

大
学
院
生
・

Mm
歳｝

ー－ -411 －一一

お

願

い

毎々

・本
誌
へ
の
ご
投
稿
有
難
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す 。
投
稿
の
数
も
多
く 、
ま
た

一

事
務
錯
綜
の
た
め 、
h石
原
稿
は一
々
返
却

一

致
し
か
ね
ま
す 。
つ
き
ま
し
て
は 、
ど
投

一

稿
に
際
し 、
hM
手
許
に
コ
ピ
ー
を
と
ら
れ

－
一

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す。
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