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紹
介
と
批
静

山
崎
丹
照
著

『
内
　
閣
　
論
』

　
剛
　
著
者
山
崎
丹
照
氏
は
、
か
つ
て
、
　
「
内
閣
制
度
の
研
究
」
（
解
醜
辮
搬
年
）

を
公
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
稿
を
明
治
維
新
に
お
こ
し
、
太
政
官
々
制

の
特
質
、
お
よ
び
、
こ
の
制
度
の
内
閣
制
へ
及
ぼ
せ
る
影
響
を
論
述
し
、
更
に
、

明
治
憲
法
の
丙
閣
制
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
聞
、

随
所
に
豊
富
な
資
料
を
掲
げ
我
が
國
内
閣
制
を
研
究
す
る
た
め
必
讃
の
参
考
文

献
で
あ
つ
た
。
こ
の
書
の
序
文
に
著
者
は
、
　
「
我
が
内
閣
の
制
度
機
構
は
、
依

然
と
し
て
牛
世
紀
前
の
古
色
蒼
然
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
あ
る
種
の
精

算
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
正
に
其
の
所
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と

い
わ
れ
改
正
の
必
要
を
読
か
れ
る
。
そ
の
後
十
年
、
我
が
國
は
幾
多
の
紆
飴
曲

折
を
へ
て
ム
「
、
日
に
い
た
つ
た
。
内
閣
制
度
も
亦
明
治
憲
法
下
の
そ
れ
と
全
く
趣

を
異
に
し
て
再
現
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
著
者
は
奮
著
の
序
文
に
指
摘
し
た
と
こ

ろ
が
今
日
い
か
に
實
現
せ
ら
れ
た
か
を
明
か
に
す
る
た
め
、
本
書
を
公
刊
す
る

に
い
た
つ
た
と
述
べ
ら
れ
る
（
序
参
照
）
。
な
お
、
本
書
は
明
治
憲
法
下
の
内

閣
制
を
読
明
す
る
に
あ
た
り
、
奮
著
を
引
用
し
、
あ
る
い
は
、
奮
著
に
の
べ
ら

紹
介
と
批
評

れ
た
事
實
に
た
い
し
現
代
的
解
繹
を
下
さ
れ
る
。

本
書
は
奮
著
の
改
訂
再
版
と
い
い
え
よ
う
。

こ
の
意
味
で
書
名
こ
拳
、
異
れ

　
二
　
衣
に
本
書
の
内
容
を
簡
軍
に
紹
介
す
る
。
王
政
復
古
後
の
我
が
國
は
三

職
八
局
の
中
央
行
政
機
構
を
設
け
た
。
こ
の
制
度
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
中

央
集
穰
制
度
へ
の
過
渡
的
形
態
と
し
て
、
當
時
未
だ
整
理
統
一
せ
ら
れ
ざ
る
讐

封
建
諸
藩
の
封
立
と
均
衡
の
上
に
、
取
敢
え
ず
早
急
に
樹
立
さ
れ
た
暫
定
的
機

構
で
あ
つ
た
。
」
（
二
〇
頁
）
而
し
て
、
こ
の
中
央
行
政
機
構
曝
て
の
後
政
騰
書

に
よ
り
三
灌
分
立
主
義
に
基
く
太
政
官
制
度
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
．
し

か
し
、
こ
の
政
膣
書
の
三
灌
分
立
主
義
た
る
や
き
わ
め
て
外
形
的
な
も
の
で
、

政
膿
書
を
具
膿
化
し
た
「
官
職
制
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
立
法
官
た
る
上
司
議
定
は

行
政
官
た
る
輔
相
を
兼
ね
、
行
政
官
た
る
郷
事
は
立
法
官
た
る
下
局
議
長
を
兼

ね
…
…
」
　
（
二
五
頁
）
の
由
で
あ
る
。

　
こ
の
政
騰
書
に
よ
る
中
央
行
政
機
構
は
「
職
員
令
」
（
瑚
治
二
肺
）
に
ょ
り
根
本

的
に
改
め
ら
れ
た
。
本
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
官
位
職
制
は
主
と
し
て
大
費
令

の
古
制
に
倣
う
と
い
う
き
わ
め
て
復
古
的
な
も
の
で
あ
る
。
政
膣
書
は
内
在
的

矛
盾
を
ふ
く
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
當
時
と
し
て
確
か
に
進
歩
的
立
法
で
あ

り
、
立
憲
政
治
制
度
的
機
構
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
當
時
は
維
新
の
餓

儘
未
だ
お
さ
ま
ら
ず
、
兵
馬
な
お
倥
偲
た
る
う
ち
に
機
構
改
革
を
漸
行
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
時
代
で
あ
つ
た
。
か
か
る
情
勢
下
に
あ
つ
て
は
と
か
く
行
政
府
濁
裁
の

傾
向
を
生
じ
や
す
い
。
こ
の
た
め
、
立
憲
政
治
制
度
へ
の
移
行
は
未
だ
早
く
、

さ
り
と
て
、
か
か
る
情
勢
下
に
劉
虞
す
る
政
治
機
構
は
漱
米
に
そ
の
範
を
求
め

る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
こ
で
、
茅
、
の
形
式
を
古
い
王
朝
制
度
に
倣
つ
た
の
で
あ

ろ
う
。

六
七

（
五
三
五
）



紹
介
と
批
評

　
そ
の
後
、
太
政
官
々
制
は
屡
々
改
正
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
こ
れ
等
の
改
正

に
封
し
常
に
資
料
を
附
記
し
、
細
目
に
わ
た
り
論
ず
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
は

便
宜
省
略
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
太
政
官
制
度
は
明
治
十
八
年
の
「
丙
閣
職
擢
」
に
よ
り

慶
止
さ
れ
、
國
政
の
中
福
機
關
と
し
て
内
閣
制
度
が
登
場
し
て
き
た
（
も
つ
と

も
内
閣
と
い
う
言
葉
自
騰
は
明
治
十
六
年
の
太
政
官
々
制
改
正
に
お
い
て
既
に

使
用
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
の
「
内
閣
職
権
」
は
い
ろ
い
ろ
の
意
義
を
ゆ
う
す
る
。

営
時
一
般
は
、
　
「
太
政
擁
關
の
職
は
、
中
世
以
來
政
事
の
墜
遷
種
々
多
様
な
り

と
錐
も
、
常
に
春
日
明
紳
の
子
孫
に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
に
近
付
く
能
は
ず
」
（
七

二
頁
）
と
の
醐
念
に
支
配
さ
れ
、
更
に
、
伊
藤
博
文
初
代
内
閣
総
理
大
臣
の
地

位
に
つ
き
、
そ
の
閣
僚
に
公
卿
出
身
者
を
み
な
い
の
に
勤
し
、
　
「
内
閣
中
既
に

公
卿
の
隻
影
を
見
ず
、
春
日
の
瀞
威
今
日
地
に
陥
つ
。
」
（
七
六
頁
）
と
嘆
ぜ
ら

れ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
從
來
の
公
卿
政
治
が
終
焉
を
つ
げ
封
建
的
身

分
關
係
の
幾
澤
が
一
掃
さ
れ
た
こ
と
を
表
わ
し
意
義
が
深
い
。
更
に
、
こ
の
「
内

閣
職
権
」
は
各
大
臣
の
責
任
の
所
在
を
明
か
に
す
る
と
共
に
、
内
閣
絡
理
大
臣

は
各
大
臣
に
封
し
非
常
に
強
い
椹
限
を
ゆ
う
し
て
い
た
。
こ
れ
等
の
こ
と
よ
り

し
て
「
内
閣
職
権
」
は
近
代
的
内
閣
制
度
の
創
設
と
い
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
内
閣
制
度
も
明
治
憲
法
が
制
定
せ
ら
れ
る
や
改
正
せ

ら
れ
、
・
て
の
結
果
で
き
た
の
が
明
治
廿
二
年
の
「
内
閣
官
制
」
に
よ
る
内
閣
制

度
で
あ
る
。
本
制
度
は
、
　
「
立
憲
政
治
は
大
臣
の
責
任
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
に
、
内
閣
総
理
大
臣
の
各
省
大
臣
に
封
す
る
統
制
力
大
に
過
ぎ
る
時
は
、

各
省
大
臣
は
國
務
大
臣
と
し
て
の
職
責
を
果
し
え
ぬ
．
．
」
（
八
六
頁
）
と
の
趣
旨

に
基
き
内
閣
は
國
務
大
臣
の
合
議
機
關
と
な
し
、
内
閣
絡
理
大
臣
を
内
閣
議
長

た
る
の
地
位
に
引
下
げ
た
。
か
か
る
改
正
は
明
治
憲
法
に
い
う
國
務
大
臣
手
等

六
八

（
五
一
二
山
ハ
）

の
原
則
の
當
然
の
麟
結
（
、
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
と
統
帥
穰

の
猛
立
と
が
後
に
わ
が
國
内
閣
制
の
内
在
的
な
飲
黙
と
な
つ
た
こ
と
も
記
憶
に

止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
書
は
「
丙
閣
官
制
」
の
意
義
を
論
じ
た
後
、
本
官
制
を

細
目
に
わ
た
り
詳
細
に
解
説
し
内
閣
制
度
の
墜
遜
（
第
一
章
）
を
結
ぶ
。

　
本
書
の
第
二
章
は
「
明
治
憲
法
の
下
に
お
け
る
内
閣
制
度
の
宿
命
的
敏
階
」

と
題
し
、
内
閣
制
度
の
本
質
的
飲
黙
を
各
方
面
、
－
δ
論
ず
る
が
、
本
章
は
ま
さ

に
本
書
の
中
心
部
分
を
な
し
て
い
る
．
こ
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
明
治
憲
法
下
の
内

閣
は
、
第
一
に
内
閣
絡
理
大
臣
任
命
方
法
が
き
わ
め
て
曖
昧
不
合
理
で
あ
つ
た
。

こ
の
任
命
に
さ
い
し
元
老
・
内
大
臣
等
近
代
的
國
家
機
構
と
お
よ
そ
無
巌
、
か

つ
、
責
任
の
き
わ
め
て
不
明
瞭
な
者
が
關
與
し
て
い
る
。
第
二
に
議
會
制
度
と

政
裳
と
は
分
離
L
え
ざ
る
關
係
に
あ
る
の
で
、
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
も
内
閣

が
政
糞
内
閣
的
色
彩
を
帯
び
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
フ
ァ
ヅ
シ

ョ
化
乃
至
軍
國
主
義
的
傾
向
が
一
度
生
ず
る
や
、
政
裳
政
治
は
た
ち
ま
ぢ
に
し

て
消
滅
し
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
黙
に
つ
き
多
く
の
原
因
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
一
と
し
て
明
治
憲
法
が
政
黛
に
封
し
消
極
的
乃
至
否
定
的
態
度
を
と

つ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
え
な
い
。
故
に
、
一
時
隆
盛
を
き
わ
め
た
政
裳
も
時

節
の
墜
遷
に
と
も
な
い
次
第
に
凋
落
し
、
大
政
翼
賛
蓮
動
・
翼
貧
政
治
會
・
大
日

本
政
治
會
と
い
う
官
製
的
政
治
結
耽
が
順
次
誕
生
し
た
璽
、
」
あ
る
。
更
に
、
明

治
憲
法
は
兵
政
分
離
主
義
を
固
守
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
閣
僚
の
李
等
性
と
相

侯
ち
ま
す
ま
す
内
閣
の
慕
礎
を
薄
弱
に
し
て
い
つ
た
。
明
治
憲
法
下
の
内
閣
制

に
と
も
な
う
宿
命
的
敏
陥
は
こ
れ
の
み
に
つ
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
は
こ

の
間
の
事
情
を
常
に
政
治
現
象
に
立
脚
し
つ
つ
論
じ
つ
く
し
て
い
る
（
鰐
二
靴
Y

三
　
次
い
で
、
本
書
は
現
行
憲
法
下
の
内
閣
制
度
の
説
明
を
お
こ
な
つ
て
い



る
。
た
だ
し
、
読
明
に
あ
た
り
第
二
章
ま
で
の
方
法
を
一
郷
し
、
憲
法
・
國
會

法
・
丙
閣
法
の
條
文
を
中
心
と
し
て
考
察
を
す
す
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

れ
と
て
輩
な
る
條
文
の
み
の
解
濯
に
終
始
せ
ず
そ
の
間
常
に
實
例
の
引
用
を
忘

れ
ぬ
。
さ
ら
に
、
著
者
の
優
れ
た
考
察
は
各
所
に
散
在
し
、
爾
々
相
侯
ち
大
い

に
参
考
と
な
つ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
等
の
部
分
は
學
界
に
お
い
て
も
未
だ
定
読

が
樹
立
さ
れ
て
い
な
い
黙
が
多
い
の
で
、
著
者
の
主
張
に
封
し
反
封
読
の
存
す

る
こ
と
も
亦
や
む
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
天
皇
の
國
事
行
爲
は
、
「
常
に
、
『
丙

閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
、
内
閣
が
そ
の
責
任
を
負
5
。
』
從
つ
て
こ
の
限

度
に
お
い
て
は
、
新
憲
法
下
に
お
け
る
内
閣
も
、
明
治
憲
法
の
下
に
お
け
る
と

同
じ
く
、
天
皇
の
輔
弼
機
關
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
二
八

三
頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
内
閣
を
天
皇
の
輔
弼
機
關
と
い
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
實
釜
と
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
づ
か
。
ま
た
、
憲
法
改
正
灌
に
か
ん

し
、
内
閣
に
も
憲
法
改
正
権
の
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
「
法
律
案
は
第
七
二
條

に
い
う
議
案
の
丙
に
含
ま
れ
る
か
ら
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
も
内
閣
に
そ
の
獲

案
灌
を
認
め
て
も
そ
の
不
可
な
る
所
以
を
知
ら
ぬ
。
」
（
原
交
要
約
三
九
六
頁
）

さ
ら
に
、
『
内
閣
法
第
五
條
の
、
「
内
閣
綴
理
大
臣
は
、
…
…
法
律
案
、
豫
算
案

そ
の
他
の
議
案
を
國
會
に
提
出
し
…
…
」
に
お
い
て
憲
法
改
正
案
は
そ
の
他
の

議
案
の
中
に
含
ま
れ
る
』
（
原
丈
要
約
三
九
六
頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、
法
律
案

と
憲
法
改
正
案
と
は
何
れ
が
重
要
な
の
系
、
あ
ろ
う
か
。
内
閣
は
法
律
案
を
提
出

で
き
る
か
ら
と
い
つ
て
そ
れ
が
當
然
憲
法
改
正
案
に
ま
で
撞
張
で
き
る
と
も
考

え
ら
れ
ぬ
し
、
丙
閣
法
第
五
條
の
そ
の
他
の
議
案
の
内
に
重
要
な
る
べ
き
憲
法

改
正
案
を
漠
然
と
ふ
く
ま
せ
る
の
は
幾
分
疑
問
が
幾
る
。
ま
た
、
法
律
案
提
出

権
が
内
閣
に
も
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
技
術
的
要
請
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す

る
と
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
も
な
お
か
か
る
技
術
的
要
請
が
必
要
な
の
で
あ
ろ

紹
介
と
批
評

う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
現
行
内
閣
制
度
を
解
詮
し
た
後
、
本
章
の
結
論
を
も
か
ね
、
「
新

内
閣
制
度
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
章
前
牛

の
法
律
論
（
就
中
解
繹
論
）
に
封
し
純
然
た
る
政
治
論
的
立
場
よ
り
論
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
、
政
黛
の
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
し

つ
つ
現
代
の
國
會
を
も
つ
て
、
十
八
世
紀
の
道
具
に
よ
り
廿
世
紀
の
仕
事
を
す

る
と
難
じ
、
丙
閣
と
國
會
の
關
係
を
「
嘗
つ
て
封
建
的
な
い
し
専
制
的
な
勢
力

が
執
行
灌
を
構
威
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
は
こ
れ
に
劉
抗
し
た
第
三
階
級

が
、
議
會
を
以
て
執
行
樺
を
牽
制
し
、
阻
止
し
、
弱
化
す
る
機
關
と
考
え
た
こ

と
も
堂
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
膿
的
な
國
民
の
自
己
支
配
が
實
現
さ

れ
、
執
行
灌
そ
の
も
の
が
國
民
意
思
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
現
代
に

お
い
て
、
依
然
と
し
て
政
府
を
牽
制
し
、
阻
止
し
、
弱
化
す
る
こ
と
が
議
會
の

機
能
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
大
い
な
る
間
違
い
で
あ
る
。
現
代
の
民
主
政
治
に

お
け
る
議
會
は
、
む
」
ろ
優
れ
た
指
導
者
の
出
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
道
場

で
あ
る
と
と
も
に
、
國
民
各
暦
の
意
思
と
利
釜
を
統
合
し
つ
つ
、
政
府
に
建
設

的
な
批
判
を
與
え
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
機
能
が
あ
る
。
」
（
四
三
八
頁
）
と
結
ば

れ
る
。
理
想
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　
最
後
に
二
言
讃
後
感
を
の
べ
さ
せ
て
載
く
。
率
直
に
い
え
ば
第
二
章
を
最
も

興
味
深
く
讃
ま
せ
て
載
い
た
。
本
章
に
の
べ
ら
れ
た
政
治
現
象
は
著
者
が
綿
密

に
、
か
つ
、
自
分
の
眼
で
醒
察
し
そ
の
結
果
を
の
べ
て
お
ら
れ
る
た
め
、
非
常

に
力
彊
さ
を
感
じ
た
。
現
行
内
閣
制
度
に
つ
い
て
も
か
か
る
方
法
を
も
つ
て
分

析
し
畿
表
さ
れ
る
日
の
一
日
も
早
き
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る
。
非
常
に
限
ら

れ
た
紙
面
の
た
め
、
著
者
の
眞
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
示
し
え
な
か
つ
た
鮎
、
深

く
お
わ
び
す
る
。
（
學
陽
書
房
刊
・
A
5
判
四
九
二
頁
）
　
　
（
金
子
芳
雄
）

、
六
九

（
五
三
七
）


