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坂
田
　
吉
雄
著

『
天
皇
親
政
ー
明
治
期
の
天
皇
観
ー
』

は
じ
め
に

　
福
沢
諭
吉
が
．
「
帝
室
は
政
治
社
外
の
も
の
な
り
。
萄
も
日
本
国
に
居

て
政
治
を
談
じ
政
治
に
関
す
る
者
は
、
其
主
義
に
於
て
帝
室
の
尊
厳
と
其

神
聖
と
を
濫
用
す
可
ら
ず
」
と
書
き
は
じ
め
た
『
帝
室
論
』
を
発
表
し
た

の
は
、
明
治
十
五
年
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
こ
で
、
徹
底
的
に
立
憲
政
治
に

お
け
る
君
主
の
在
り
方
を
説
い
た
。
そ
れ
は
天
皇
専
制
へ
の
傾
斜
を
排
除

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
専
制
独
裁
の
政
体
に
在
て
は
、
君

上
親
か
ら
才
機
に
当
て
直
に
民
の
形
体
に
接
す
る
も
の
な
り
と
難
ど
も
、

立
憲
国
会
の
政
府
に
於
て
は
、
其
政
府
な
る
者
は
、
唯
全
国
形
体
の
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
維
持
す
る
の
み
に
し
て
、
精
神
の
集
点
を
欠
く
が
故
に
、
帝
室
に
依
頼

す
る
こ
と
必
要
な
り
」
（
傍
点
H
内
山
）
と
し
て
、
国
家
・
国
民
の
統
合
象

徴
に
「
帝
室
」
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
福
沢
に
は
、

帝
室
の
政
治
化
の
危
険
が
予
知
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
し
、
そ
れ
を
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
で
、
警
鐘
を
な
ら
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
　
「
凡
そ
政
党
に
免
か
る
可
ら
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
保
守
論
者
の
流

　
　
よ
り
之
を
見
れ
ば
猜
疑
な
き
を
得
ず
．
彼
等
は
口
に
甘
き
言
を
唱
れ

　
　
ど
も
、
内
心
は
甚
だ
危
険
な
る
者
な
り
、
去
連
は
恐
ろ
し
き
次
第
、

　
　
こ
れ
を
捨
て
置
く
可
ら
ず
と
て
、
何
の
手
段
も
な
く
し
て
唯
容
易
に

　
　
帝
室
の
名
を
用
ひ
、
公
に
帝
室
保
護
な
ど
と
唱
へ
て
経
営
す
る
其
有

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
様
は
、
恰
も
帝
室
の
名
義
中
に
籠
城
し
て
満
天
下
を
敵
に
す
る
者
の

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
如
し
。
」
（
傍
点
”
内
山
）

　
残
念
な
が
ら
、
福
沢
の
こ
の
警
鐘
は
日
本
国
民
の
耳
朶
に
触
れ
る
と
こ

ろ
強
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
の
近
代
史
に
明
ら
か
で
あ
る
．
た
と

え
ば
、
大
正
二
年
の
憲
政
擁
護
運
動
に
お
け
る
尾
崎
行
雄
の
「
玉
座
を
以

て
胸
壁
と
な
し
、
詔
勅
を
以
て
弾
丸
に
代
え
て
政
敵
を
倒
さ
ん
と
す
る
も

の
」
と
の
桂
太
郎
首
相
弾
劾
演
説
は
、
も
は
や
「
帝
室
の
名
義
中
に
籠
城

し
て
満
天
下
を
敵
に
す
る
」
政
党
政
治
の
権
力
ゲ
ー
ム
が
、
確
立
さ
れ
た

一
つ
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
ま
た
虚
偽
の
天
皇
親
政
．
あ
る
い
は
幻
想
的
な
そ
れ
が
多
様
に

相
互
補
完
的
に
高
唱
さ
れ
、
異
議
を
暴
力
的
・
法
律
的
に
踏
み
破
り
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ら
私
た
ち
は
破
滅
へ
の
道
を
着
実
に
歩
ん
で
い
っ
た
。

　
こ
の
事
実
を
私
た
ち
は
、
敗
戦
後
に
、
国
民
的
経
験
と
し
て
確
定
し
累

積
し
、
さ
ら
に
は
遺
産
と
し
て
継
承
可
能
な
形
に
結
実
で
き
て
は
い
な
い
、

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
福
沢
が
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇

の
天
皇
制
と
し
て
の
存
在
は
、
W
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
イ
ギ
リ
ス
の
皇
室
に

つ
い
て
語
っ
た
、
そ
の
機
能
と
し
て
の
尊
厳
的
部
分
と
実
践
的
部
分
を
分
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化
し
き
れ
ず
．
む
し
ろ
天
皇
の
象
徴
性
の
刷
り
込
み
が
「
心
根
の
天
皇
制
」

と
し
て
国
民
化
し
て
い
る
以
上
、
天
皇
制
打
倒
あ
る
い
は
廃
止
の
論
理
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
心
根
」
に
よ
っ
て
は
ね
飛
ば
さ
れ
る
ま
で
に
確
立
さ
れ
た
現
実
を
、
私

た
ち
は
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ
を
始
発
点
と
し
た
と
き
に

課
題
と
し
て
定
立
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
昭
和
終
焉
の
瀬
戸
際
に
あ
る
と
き
、
天
皇
制
を
古
代
王
権
の
性
格
に
還

元
す
る
自
己
説
得
的
正
統
化
よ
り
も
．
近
代
天
皇
制
の
形
成
過
程
を
こ
そ
、

私
た
ち
は
い
ま
顧
み
る
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
論
脈
で
、
私
は

本
書
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

一

「
明
治
維
新
は
王
政
復
古
に
始
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
王
政
復
古
と
明
治

維
新
と
は
分
け
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
明
治

維
新
の
中
心
事
業
は
封
建
制
社
会
の
変
革
、
す
な
わ
ち
、
廃
藩
知
県
と
そ

れ
に
続
く
身
分
制
の
廃
止
と
い
う
社
会
的
変
革
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う

な
社
会
的
変
革
の
構
想
は
、
王
政
復
古
成
就
の
後
に
な
っ
て
始
め
て
現
わ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
，
王
政
復
古
の
過
程
の
中
で
は
、
ま
だ
誰
の
頭
に
も

浮
ん
で
い
な
か
っ
た
。
」
（
一
頁
）
こ
の
王
政
復
古
と
明
治
維
新
の
．
後
世
か

ら
す
れ
ば
ま
ぎ
れ
の
な
い
歴
史
の
連
続
過
程
が
、
実
は
王
政
復
古
（
レ
ス

ト
レ
ー
シ
。
ン
）
と
明
治
維
新
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
特
殊
的
な
課
題
と
し
て
、

状
況
的
史
脈
の
中
で
発
現
し
て
い
る
事
態
を
、
私
た
ち
は
ま
ず
も
っ
て
確

認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
武
合
体
運
動
に
し
て
も
尊

王
擾
夷
運
動
に
し
て
も
、
公
議
政
体
論
に
し
て
も
、
幕
府
が
鎖
国
体
制
を

維
持
し
、
国
家
意
志
の
決
定
を
必
要
と
し
な
い
政
治
的
現
実
が
破
綻
し
た

時
、
し
か
ら
ば
国
家
意
志
の
決
定
主
体
を
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
し
て
措
定

す
る
か
、
を
め
ぐ
る
論
点
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

っ
て
、
「
王
政
復
古
は
、
あ
く
ま
で
も
、
封
建
政
治
体
制
の
枠
内
で
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
現
存
の
封
建
政
治
体
制
の
も
と
で
、
天
皇
を

国
策
の
最
終
決
定
者
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
論
の
統
一
、
し
た
が
っ

て
ま
た
国
民
の
統
一
を
は
か
る
」
（
八
頁
、
傍
点
目
内
山
）
こ
と
こ
そ
が
目
的

で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
「
国
策
の
最
終
決
定
者
」
た
る
天
皇
の
定
礎
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

幕
府
の
政
策
決
定
の
追
認
者
と
し
て
現
実
の
天
皇
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ

と
は
、
「
非
義
の
勅
命
は
勅
命
に
非
ず
」
と
す
る
、
正
統
性
と
合
法
性
の

分
離
を
惹
起
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
大
政
奉
還
が
必
然
的
に
発
現

す
る
契
機
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
大
政
奉
還
に
よ
っ
て
、
「
『
朝
権
一
途
二
出

ル
』
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
幕
府
が
自
己
の
立
場
を
固
執
す
る
こ

と
な
く
、
天
皇
の
決
定
を
真
に
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
、
国
論
の
統
一
を

は
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
「
天
皇
独

裁
の
政
治
体
制
を
み
と
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
国

策
の
決
定
に
当
っ
て
は
、
『
広
ク
天
下
ノ
公
議
ヲ
尽
ス
』
と
い
う
手
続
き

を
踏
む
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
た
」
（
九
頁
）
の
だ
っ
た
。
著
者
は

か
く
し
て
、
王
政
復
古
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
あ
げ
る
。

　
　
「
王
政
復
古
と
は
、
天
皇
親
政
・
公
議
輿
論
の
二
大
原
則
の
も
と
に

　
　
国
民
統
一
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
政
治
体
制
の
変
革

　
　
で
あ
り
、
天
皇
は
日
本
に
お
け
る
唯
一
最
高
の
権
威
者
で
あ
っ
て
、
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こ
の
最
高
権
威
者
に
よ
る
裁
定
は
理
非
を
超
越
す
る
聖
断
と
し
て
そ

　
　
れ
に
は
国
民
の
全
て
が
無
条
件
に
従
う
と
い
う
原
則
を
確
立
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
と
で
あ
っ
た
．
聖
断
は
理
非
を
超
越
す
る
絶
対
的
裁
定
で
あ
る
と
い

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
う
こ
と
で
、
天
皇
親
政
の
原
則
は
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
決
し
て
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
、
当
時
に
お
い
て
は
、
最
も
合
理

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

　
　
的
で
あ
る
と
と
も
に
最
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
」
（
一
〇
頁
、
傍

　
　
点
”
内
山
）

　
こ
の
「
合
理
的
」
近
代
天
皇
制
の
創
出
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

治
制
度
理
念
に
お
け
る
合
理
性
と
非
合
理
性
の
問
題
を
、
本
質
的
に
、
抱

懐
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
天
皇
親
政
と
公
議
輿
論
が
相
互

に
矛
盾
す
る
観
念
で
あ
る
こ
と
に
表
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
王
政
復
古
時

に
あ
っ
て
は
、
伝
統
的
観
念
と
し
て
の
天
皇
親
政
に
力
点
が
お
か
れ
、
公

議
輿
論
の
実
効
性
は
無
視
さ
れ
る
と
い
う
不
合
理
が
、
現
実
合
理
的
力
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
し
て
評
価
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
政
治
の
合
理
性
が
姿
を
現
わ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
著
者
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
徳
川
慶
喜
が
「
公

議
輿
論
を
楯
に
天
皇
親
政
を
否
定
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
国
内

分
裂
が
避
け
ら
れ
て
王
政
復
古
が
実
現
し
た
」
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

「
公
議
輿
論
を
無
視
し
て
実
現
さ
れ
た
王
政
復
古
は
．
ま
さ
に
，
公
議
輿

論
を
無
視
し
て
実
現
さ
れ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
多
難
の
道
を

歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
（
士
貢
）
点
を
、
私
た
ち
は
見
据
え
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
公
議
輿
論
の
無
視
と
い
う
王
政
復
古
の
イ
ロ
ニ
ー
は
、
天
皇
親
政

に
よ
ろ
わ
れ
た
薩
長
政
権
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
国
民
に
与
え
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
疑
惑
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
と
く
か
が
新
政
権
の
課
題
に
な
る
。

そ
れ
へ
の
対
応
が
「
王
政
維
新
」
論
で
あ
り
、
明
治
維
新
へ
の
状
景
転
換

で
あ
っ
た
．
新
政
府
を
国
家
統
治
機
関
と
し
、
国
家
政
策
決
定
機
関
と
し

て
の
旧
政
府
を
解
体
、
構
造
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
ポ
イ
ン
ト
が
廃
藩
置

県
で
あ
っ
た
．
藩
籍
奉
還
か
ら
廃
藩
置
県
へ
の
転
換
に
は
、
ま
さ
に
、
こ

の
よ
う
な
変
革
へ
の
意
志
が
包
摂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

公
議
輿
論
の
体
制
と
は
、
公
議
輿
論
で
政
治
を
運
営
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

「
年
に
四
五
件
も
あ
る
か
な
い
か
わ
か
ら
な
い
重
要
国
策
の
決
定
に
つ
い

て
、
諸
藩
の
私
心
・
私
見
を
離
れ
た
公
論
を
聞
き
、
そ
れ
を
も
と
に
、
全

国
か
ら
集
め
ら
れ
た
人
材
で
構
成
さ
れ
た
政
府
が
国
策
を
決
め
、
天
皇
の

裁
可
を
得
て
、
勅
命
と
し
て
諸
藩
に
そ
の
実
施
を
命
ず
る
」
と
い
っ
た
た

ぐ
い
の
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
矛
盾
を
と
く

た
め
の
廃
藩
置
県
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
「
朝
廷
」
が

実
質
的
に
目
本
国
政
府
と
な
り
、
天
皇
が
目
本
国
の
主
権
者
と
な
り
、
日

本
帝
国
の
生
誕
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
藩
知
事
の
消
失
は
、
か
く
し

て
、
も
っ
と
も
確
実
な
単
一
国
家
の
成
立
を
意
味
し
、
「
王
臣
」
は
こ
こ

で
は
じ
め
て
「
官
僚
」
と
し
て
、
天
皇
親
政
の
に
な
い
手
と
し
て
正
統
化

さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
れ
が
新
し
い
公
議
輿
論
体
制
で
あ
っ
た
．
つ
ま
り
、

旧
公
議
輿
論
体
制
に
あ
っ
て
は
、
「
天
皇
は
単
に
象
徴
的
存
在
に
と
ど
ま

る
こ
と
も
で
き
た
け
れ
ど
も
、
官
僚
政
府
の
専
制
体
制
に
あ
っ
て
は
、
天

皇
が
政
府
の
政
策
を
充
分
理
解
し
た
上
で
、
厳
然
た
る
態
度
を
も
っ
て
国

民
に
命
令
を
下
す
こ
と
が
絶
対
に
必
要
」
（
三
九
頁
）
な
条
件
に
な
っ
て
く

る
。
か
く
て
、
「
命
令
老
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
君
徳
培
養
』
が
官
僚
政
府
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の
前
提
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
征
韓
論
問
題
に
よ
っ
て
下
野
し
た
参
議
た
ち
が
、
西
郷
の
大
使

派
遣
中
止
決
定
を
岩
倉
の
専
断
と
し
て
、
〈
聖
断
〉
の
名
目
性
を
暴
露
し
、

近
衛
将
校
の
多
数
が
天
皇
の
慰
留
に
も
か
か
わ
ら
ず
辞
職
し
た
こ
と
は
、

聖
断
否
定
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
、
政
治
体
制
の
危
機
を
招
い

た
の
だ
っ
た
。
こ
の
危
機
解
決
の
線
上
に
、
天
皇
親
政
原
理
の
一
方
的
重

視
の
是
正
と
し
て
の
公
議
輿
論
原
理
の
回
復
が
あ
る
。
大
久
保
利
通
の

「
立
憲
政
体
に
関
す
る
意
見
書
」
で
の
．
君
臣
共
治
の
制
”
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
だ
が
、
「
天
皇
ハ
我
輩
人
民
ト
同
ジ
ク
人
類
ナ
レ
バ
、
従
令
イ
、
天
皇

の
権
ト
難
モ
、
我
等
人
民
ヲ
待
ツ
ニ
牛
馬
ヲ
以
テ
シ
玉
ウ
ヲ
善
シ
ト
ス
ル

ノ
理
ハ
決
シ
テ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
『
国
体
新
論
』
）
と
の
加
藤
弘
之
の
論
旨

が
、
た
と
え
「
政
府
首
脳
の
考
え
の
底
に
あ
っ
た
も
の
を
、
論
理
的
に
大

胆
卒
直
に
論
述
し
た
」
（
六
〇
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
君
徳
培
養

の
任
に
当
っ
て
い
た
、
た
と
え
ば
元
田
永
孚
た
ち
侍
補
に
は
こ
の
型
の
君

臣
共
治
は
あ
り
よ
う
も
な
い
。
彼
ら
は
儒
教
に
お
け
る
理
想
政
治
た
る
発

舜
政
治
の
天
皇
に
よ
る
実
現
を
こ
そ
原
理
と
す
る
天
皇
教
育
を
想
定
し
て

い
る
．
こ
こ
で
も
政
府
は
乗
り
こ
え
る
べ
き
対
象
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
善
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
、
天
皇
親
政
と
は
、
国
民

全
体
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
仁
政
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
国
民
側

の
仁
義
忠
考
の
道
徳
観
念
自
覚
に
よ
る
社
会
秩
序
の
安
定
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
．
し
た
が
っ
て
、
国
民
の
道
徳
観
念
が
高
揚
す
る
施
策
を
こ
そ
政

府
は
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
公
議
輿
論
原
理
の
発
動

で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
に
、
近
代
官
僚
の
政
治
的
合
理
性
と
儒
学
者
の

政
治
的
道
義
性
の
対
立
が
明
ら
か
に
な
る
．

　
結
局
は
、
侍
補
の
廃
止
と
し
て
こ
の
対
立
は
解
決
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど

も
、
そ
の
結
着
の
つ
け
方
は
、
明
治
官
僚
政
府
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
政
府
に
と
っ
て
も
、
天
皇
親
政
の
立
場
か
ら
い

っ
て
、
天
皇
の
命
令
は
絶
対
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
の
意
に
反
し
て

も
勅
命
に
従
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
政
府
と
し
て
の

責
任
は
と
れ
な
か
っ
た
。
勅
命
は
、
政
府
の
伺
い
に
対
す
る
震
断
と
し
て

降
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
侍
補
た
ち
の
よ
う
な
局
外
者
の
意
見
に
も

と
づ
い
て
降
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
侍
補
の
廃
止
は
、
表

面
的
に
は
、
『
侍
補
ノ
申
シ
立
二
依
』
っ
て
決
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
宮
中
・
府
中
の
別
を
明
ら
か
に
し
、
政
務
に
関
し
て
は

政
府
が
一
切
の
責
任
を
と
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
侍
補
が
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
．
」
（
七
一
頁
）

　
こ
の
ポ
イ
ソ
ト
で
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
が
、
為
政
者

像
の
転
換
の
現
実
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
明
治
維
新
が
富
国
を
国
家
目
標

と
し
て
定
礎
し
た
と
き
、
国
家
は
近
代
化
へ
と
転
回
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の
場
合
の
為
政
者
は
、
国
益
の
増
進
を
至
上
命
令
と
し
た
「
公
事
」
に
専

念
す
る
近
代
官
僚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
他
方
、
侍
補

た
ち
に
と
っ
て
、
為
政
者
は
「
義
」
を
中
核
と
す
る
君
子
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
究
極
点
に
天
皇
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
つ
ま
り
、

近
代
か
ら
す
れ
ば
、
天
皇
は
「
私
事
」
の
世
界
に
属
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
と
す
れ
ば
、
為
政
老
と
し
て
の
近
代
官
僚
の
「
公
私
の
別
」
は
逆
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転
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
、
こ
こ
で
の
政
治
道
徳
の
あ
り
方
の
新
し
い
表

出
の
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二

　
第
四
章
欽
定
憲
法
以
下
第
一
〇
章
天
皇
機
関
説
問
題
に
い
た
る
ま
で
、

著
者
は
こ
の
天
皇
親
政
と
公
議
輿
論
と
の
相
剋
を
基
軸
に
、
《
明
治
V
の
時

代
相
の
ひ
だ
に
分
け
入
っ
て
ゆ
く
。
ま
ず
第
一
は
、
明
治
二
三
年
国
会
開

設
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
官
権
党
に
し
て
も
民
権
党
に

し
て
も
、
立
憲
君
主
制
以
外
の
政
体
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
点
を
銘
記
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
．
そ
こ
で
の
民
権
党
の
主
張
は
、
公
議
輿
論
を
抑
圧

す
る
有
司
専
制
の
排
除
で
あ
っ
て
、
天
皇
親
政
原
理
は
保
存
さ
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
政
府
側
も
確
実
に
認
識
し
て
お
り
、
間
題
は
、

著
老
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
ど
の
よ
う
な
形
で
『
天
皇
親
政
』
体

制
の
中
に
『
公
議
輿
論
』
を
採
り
入
れ
る
か
」
の
方
法
を
め
ぐ
る
対
立
で

あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
福
沢
諭
吉
が
先
導
し
た
イ
ギ
リ
ス
型
の
立
憲
政
治
は
、
君

臨
す
る
天
皇
と
政
党
内
閣
に
よ
る
政
治
的
二
「
原
」
理
論
で
あ
っ
た
．
だ

か
ら
こ
そ
、
福
沢
や
そ
の
系
統
の
改
進
党
の
政
治
論
は
，
天
皇
親
政
体
制

へ
の
公
議
輿
論
の
取
り
込
み
を
考
え
る
政
府
と
は
、
決
定
的
に
対
立
す
る

と
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
る
．
最
有
能
史
井
上
毅
が
そ
の
危
険
を
見
破
ら
な

い
は
ず
は
な
い
。
彼
は
原
理
の
転
回
が
、
「
主
権
ハ
専
ラ
議
院
二
在
リ
テ
、

国
王
ハ
徒
二
虚
器
ヲ
擁
ス
ル
ノ
ミ
」
と
危
機
感
を
明
ら
か
に
し
、
「
是
二

反
シ
、
普
魯
西
ノ
如
キ
ハ
、
国
王
ハ
国
民
ヲ
統
ブ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
且
、

実
二
国
政
ヲ
理
シ
、
立
法
ノ
権
ハ
議
院
ト
之
ヲ
分
ツ
ト
難
．
行
政
ノ
権
ハ

専
ラ
国
王
ノ
手
中
二
在
リ
テ
敢
テ
他
二
譲
与
セ
ズ
。
国
王
ハ
議
院
政
党
ノ

多
少
二
拘
ラ
ズ
シ
テ
其
ノ
宰
相
執
政
ノ
撰
任
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但
、
実
際

ノ
実
情
二
従
テ
、
多
ク
ハ
議
院
輿
望
ノ
人
ヲ
採
用
ス
ト
錐
、
其
権
域
ヲ
論

ズ
ル
ト
キ
ハ
、
決
シ
テ
議
院
政
党
ノ
左
右
二
任
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
確
言

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
意
見
書
が
岩
倉
名
儀
で
太
政
大
臣
と
左
大
臣
に

（
明
治
十
四
年
）
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
政
府
側
が
二
原
理

の
ぎ
り
ぎ
り
の
併
立
を
も
っ
て
事
態
へ
の
対
処
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
証

明
す
る
。

　
と
り
わ
け
、
政
党
内
閣
制
論
は
絶
対
に
彼
ら
の
天
皇
親
政
論
と
は
相
容

れ
な
い
論
説
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
政
府
組
織
を
決
定
す
る
の
は
天
皇
大

権
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
成

立
す
る
の
は
天
皇
の
政
府
以
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
立
憲
制
は
君
主
の

大
権
を
制
限
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
特
色
と
す
る
以
上
、
日
本
に
お
け

る
立
憲
制
へ
の
移
行
は
、
天
皇
大
権
の
制
限
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
本
質
的
矛
盾
を
矛
盾
と
し
な
い
権
力
構
成
の
規
定
こ
そ
が
欽
定

憲
法
の
秘
奥
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
次

の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
　
「
日
本
の
場
合
に
お
い
て
は
－
…
国
民
に
天
皇
の
政
治
を
翼
賛
さ
せ

　
　
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
天
皇
み
ず
か
ら
そ
の
大
権
を
制
限
す
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
憲
法
政
治
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
憲
法
は

　
　
あ
く
ま
で
も
『
欽
定
憲
法
』
で
あ
り
、
天
皇
大
権
は
な
に
も
憲
法
に

　
　
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来
的
に
天
皇
に
附
属
す
る
も
の
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で
あ
る
と
し
て
、
特
に
い
く
つ
か
の
大
権
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
。

　
　
憲
法
政
治
に
よ
る
国
家
意
志
へ
の
服
従
が
、
依
然
と
し
て
、
尊
厳
な

　
　
る
天
皇
の
命
令
へ
の
服
従
と
い
う
形
で
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

　
　
の
で
あ
る
。
」
（
九
五
頁
）

　
教
育
勅
語
（
第
五
章
）
制
定
に
当
っ
て
、
伊
藤
博
文
が
元
田
永
孚
の
「
教

育
大
旨
」
に
よ
る
仁
義
忠
孝
の
教
学
主
義
に
反
論
し
て
、
そ
れ
こ
そ
旧
来

の
随
習
に
復
古
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
道
徳
を
教
育
の
基
本
に
据
え
る
こ
と

に
反
論
し
た
こ
と
は
覚
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
徳
育
問
題
と
し
て
明
治
二
三
年
に
山
県
内
閣
の
手
に
よ
っ
て
元
田

論
が
復
活
さ
れ
た
。
山
県
の
発
想
は
短
絡
は
で
き
な
い
が
、
明
治
十
五
年

の
軍
人
勅
諭
に
よ
る
精
神
主
義
涌
養
を
通
じ
て
の
政
府
軍
の
国
軍
化
に
結

実
し
た
点
を
考
え
合
わ
す
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
井
上
毅
が
ま
と
め
あ
げ

た
草
案
の
意
図
は
、
勅
語
が
絶
対
に
天
皇
の
権
威
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、

つ
ま
り
、
国
の
内
外
か
ら
の
い
か
な
る
論
議
批
判
の
対
象
に
な
ら
な
い
、

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
無
色
無
味
無
臭
の
勅
語
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
内
容
が
国
家
主
義

的
色
調
に
染
め
あ
げ
ら
れ
る
に
は
、
日
清
戦
争
と
い
う
国
家
存
立
の
危
機

に
際
会
し
て
、
「
教
育
勅
語
の
国
家
主
義
的
解
釈
以
外
の
解
釈
は
社
会
的

に
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
」
（
＝
…
頁
）
事
態
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
公
議
輿
論
体
制
を
立
憲
君
主
制
に
す
り
合
わ
す
点
で
も
っ
と
も
大
き
な

困
難
は
、
政
党
政
治
の
導
入
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
本
書
で
は

第
七
章
政
党
内
閣
、
第
八
章
第
二
流
内
閣
が
そ
の
た
め
に
提
出
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
場
合
、
国
家
予
算
の
決
定
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
議
会
の
協
賛

を
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
．
前
述
し
た
よ
う
に
、
総
理
大
臣
の
任

免
権
は
天
皇
の
大
権
に
属
し
、
推
挙
す
る
母
体
は
薩
長
首
脳
会
議
で
あ
る
。

こ
の
元
勲
が
た
と
え
薩
閥
意
識
を
こ
え
た
と
こ
ろ
で
首
相
を
推
薦
す
る
に

し
て
も
、
外
部
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
は
薩
閥
の
脈
絡
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
民
党
の
対
政
府
策
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
予
算
案
が
対
象
に

な
る
。
だ
か
ら
、
も
し
国
家
予
算
策
定
を
産
業
国
家
日
本
を
至
上
命
題
と

し
、
さ
ら
に
軍
拡
政
策
を
前
提
と
す
れ
ば
、
政
府
の
選
択
肢
は
憲
法
の
否

定
か
、
政
党
と
の
妥
協
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。

　
少
な
く
と
も
伊
藤
博
文
は
後
者
を
選
択
し
た
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
厄
介

な
場
合
が
「
天
皇
親
政
」
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
「
元
老
の
間
に
意
見
の

対
立
が
あ
っ
て
、
天
皇
み
ず
か
ら
が
総
理
大
臣
を
任
命
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
場
合
、
天
皇
が
任
命
し
て
そ
の
者
が
引
受
け
よ
う
と
し
な
い
場
合
」

（
一
六
九
頁
）
で
あ
る
。
現
に
、
こ
う
し
た
実
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
．

た
と
え
ぽ
松
方
正
義
が
進
歩
党
と
決
別
し
て
独
自
の
方
途
を
探
っ
た
際

「
政
党
的
内
閣
た
ら
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
独
力
敢
行
し
て
所
謂
松
方
流
を
発

揮
す
る
に
如
か
ず
、
議
会
の
解
散
亦
已
む
を
得
ざ
る
べ
し
、
曖
昧
に
し
て

一
時
を
糊
塗
す
る
は
、
朕
の
執
ら
ざ
る
所
な
り
、
卿
宜
し
く
主
義
を
持
し
、

一
貫
し
て
以
て
進
む
べ
し
」
と
天
皇
か
ら
激
励
さ
れ
て
い
る
．
ま
た
、
最

後
の
手
段
と
し
て
、
勅
語
の
喚
発
を
求
め
る
方
策
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
述

し
た
通
り
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
、
帝
国
憲
法
下
の
立
憲
政
治
に
あ
っ
て
は
、
政
党
政
治
が
機
能

す
る
領
域
が
明
確
化
さ
れ
ず
、
こ
の
変
態
政
党
政
治
が
公
議
輿
論
と
天
皇

親
政
を
リ
ン
ク
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
政
治
体
制
が
国
内
外
の
状
況
に
よ
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っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
特
性
を
も
つ
原
因
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

首
相
お
よ
び
閣
僚
は
常
に
主
権
者
天
皇
の
輔
弼
責
任
を
痛
感
す
る
こ
と
を

第
一
と
し
、
現
実
に
は
議
会
の
政
党
勢
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
、
と
い

う
決
定
的
矛
盾
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
矛
盾
の
露
呈
は
、
天
保
世
代
に
か
わ
っ
た
少
壮
者
を
意
味
す
る

「
第
二
流
」
内
閣
に
あ
っ
て
判
然
と
し
て
く
る
。
日
露
戦
争
に
よ
る
国
民

総
動
員
に
成
功
し
て
も
、
そ
の
戦
後
処
理
は
間
違
い
な
く
、
社
会
の
水
面

上
に
「
民
衆
」
を
登
場
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
動
員
の

結
果
と
し
て
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
衆
が
む
か
う
所
は
公
議
輿
論
の

発
動
で
あ
り
、
政
党
が
そ
の
表
出
を
に
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
政

党
は
議
会
の
と
こ
ろ
で
ぶ
つ
ん
と
切
れ
て
し
ま
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

野
党
が
多
数
党
の
位
置
を
占
め
る
現
実
が
あ
る
。

　
こ
の
過
程
で
南
北
朝
正
閏
問
題
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
制
の
正

統
性
根
拠
で
あ
る
万
世
一
系
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
正
統
性
根
拠

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
論
理
的
整
序
化
の
契
機
で
も
あ
っ
た
。
天
皇
機
関
説
論
争
（
第
一
〇
章
）

も
、
こ
の
正
統
性
の
法
理
学
的
整
序
の
問
題
で
あ
る
。
機
関
説
の
美
濃
部

達
吉
が
力
説
し
た
の
は
、
た
と
え
ば
教
育
勅
語
に
お
け
る
「
国
体
」
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

法
学
か
ら
除
外
し
、
合
法
性
の
範
疇
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
、
立
憲
君
主

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

制
の
法
理
論
を
確
定
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
美
濃
部
に
し
て

み
れ
ば
、
大
目
本
帝
国
を
法
理
学
的
に
国
家
た
ら
し
め
る
学
問
的
、
理
論

的
要
請
を
実
践
的
要
請
に
直
結
し
た
こ
と
で
、
「
変
装
的
専
制
政
治
」
論

で
あ
る
国
体
論
の
憲
法
論
へ
の
侵
入
を
断
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
上
杉
慎
吉
や
そ
の
師
で
あ
る
穂
積
八
束
に
は
、
立
憲
君
主
制

の
普
遍
性
よ
り
も
、
立
憲
天
皇
制
の
特
殊
性
こ
そ
が
、
国
家
原
理
と
し
て

主
張
さ
る
べ
き
正
統
性
根
拠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
間
違
い
な
く
、
政
党
内

閣
制
に
ひ
そ
む
政
党
専
制
の
可
能
性
の
予
知
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
愚
民
は
所
詮
は
政
治
主
体
と
し
て
は
承
認
す
る
べ
き
で
な
く
、
天
皇

親
政
の
精
神
を
体
得
し
う
る
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
統
治
機
構
の
確
定
に
主
眼

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
公
議
輿
論
は
か
く
て
そ
の
範
囲
を
限
定
し
た
と

こ
ろ
で
の
み
成
立
し
て
誤
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
と
想
定
し
て
い
る
の
だ
っ

た
。
し
か
し
、
上
杉
ら
の
官
僚
内
閣
制
が
官
僚
専
制
に
陥
ら
な
い
保
証
は
、

一
に
か
か
っ
て
親
政
主
体
天
皇
の
英
適
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
官
僚
専
制

を
ま
た
十
分
に
予
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
．
「
明
治
天
皇

の
崩
御
に
よ
っ
て
天
皇
親
政
は
明
治
期
を
終
っ
た
。
内
に
、
官
僚
専
制
政

治
へ
の
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
軍
人
専
制
政
治
へ
の
移
行
を
抱
え
な
が
ら
」

（
三
一
九
頁
）
と
本
書
が
結
ば
れ
て
い
る
、
そ
の
文
節
が
、
私
た
ち
の
「
近

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

代
」
が
現
実
に
進
行
し
た
歴
史
過
程
へ
の
問
題
を
予
示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
国
家
を
創
設
し
、
そ
れ
に
「
近
代
」
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
せ
る
。
「
近

代
」
が
普
遍
的
概
念
と
し
て
認
識
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
国
家
創
設
の

政
治
的
求
心
性
の
支
点
と
し
て
「
近
代
」
が
定
礎
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な

る
．
い
わ
ば
原
理
と
し
て
の
「
近
代
」
が
人
に
も
国
に
も
能
動
的
に
作
動

す
る
．
だ
が
、
そ
の
原
理
は
現
実
的
に
機
能
原
理
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

い
わ
ば
、
そ
の
機
能
の
と
こ
ろ
で
「
近
代
」
の
特
殊
化
が
行
な
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
く
な
る
。
普
遍
的
原
理
と
し
て
の
「
近
代
」
と
機
能
原
理
と
し
て
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の
「
近
代
」
の
せ
め
ぎ
合
い
、
そ
れ
を
一
身
に
お
い
て
体
現
し
た
の
淋
福

沢
諭
吉
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
貫
徹
せ
ん
が
た
め
に
「
在
野
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
福
沢
が
状
況
的
思
考
に
お
い
て
機
能
を
考
え
抜
い
た

論
理
は
、
だ
か
ら
こ
そ
普
遍
的
原
理
と
し
て
の
「
近
代
」
と
決
定
的
矛
盾

を
露
呈
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．

　
だ
が
、
現
実
政
治
家
た
ち
に
そ
う
し
た
質
の
闊
達
さ
は
望
み
う
べ
く
も

な
い
。
求
心
原
理
と
し
て
の
天
皇
親
政
、
そ
し
て
求
心
す
る
た
め
に
は
遠

心
機
能
を
も
帯
び
か
ね
な
い
公
議
輿
論
原
理
が
、
か
く
て
常
態
と
し
て
の

対
立
矛
盾
を
露
呈
す
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
「
衆
心
発
達
」
と
し
て
の
文

明
の
進
歩
が
あ
る
。
そ
の
文
明
を
常
に
求
心
の
ベ
ク
ト
ル
に
組
み
入
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

お
く
べ
き
思
考
様
式
と
そ
の
発
現
形
態
を
、
私
た
ち
は
私
た
ち
の
近
代
と

し
て
理
解
を
つ
く
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
で
「
現
代
」
に
お
け
る
試

行
が
持
続
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
著
者
坂
田
吉
雄
氏
は
、
ほ
ぼ
明
治
に
視
点
を
据
え
た
研
究
者
と
し
て
令

名
が
高
い
。
本
書
を
読
む
と
き
、
坂
田
氏
の
蓄
積
が
天
皇
親
政
と
公
議
輿

論
の
対
立
的
政
治
原
理
に
よ
っ
て
発
現
し
た
明
治
政
治
の
動
力
学
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
歴
史
解
析
に
お
け
る
視
座
の
意
味
を
も

ひ
し
ひ
し
と
伝
え
て
く
る
。

　
私
は
、
実
証
と
し
て
の
歴
史
解
析
は
、
解
析
者
が
ど
の
よ
う
な
キ
イ
ワ

ー
ド
を
歴
史
か
ら
析
出
し
て
く
る
か
、
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
評
価
す
る

地
点
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
十
分
に
説
得
力
を
も
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
天
皇
大
権
の
あ
り
方
を
立
憲
制
と
の
関
連
で
強
調
し
、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ガ
バ
メ
ン
ト
を
そ
れ
に
位
置
づ
け
る
論
法
に
、
あ
る
い
は

統
帥
権
の
軽
視
と
い
っ
た
批
判
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
立
憲
天
皇
制
を
大
正
・
昭
和
と
読
み
透
す
場
合
に
、
天
皇
専
制

や
天
皇
独
裁
と
た
と
え
か
た
ず
け
る
に
し
て
も
、
「
立
憲
」
の
視
角
は
放

棄
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
た
と
え
ば
松
下
圭
一
氏

が
提
出
し
た
大
衆
天
皇
制
論
に
お
け
る
、
「
共
和
化
」
の
問
題
意
識
（
『
昭
和

後
期
の
争
点
と
政
治
』
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
）
の
意
義
が
、
明
治
の
近
代
に

ま
で
つ
な
が
っ
た
領
野
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
が
分
か
る
ま
い
。

　
本
書
に
つ
い
て
も
う
一
つ
あ
げ
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
体
の

問
題
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
い
わ
ゆ
る
章
末
註
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
出

典
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
読
み
下
し
て
ゆ
く
の
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う

に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
書
を
読
み
や
す
く
し
て
い
る
、
そ

の
意
味
を
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
私
自
身
、
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、

本
書
の
評
価
は
十
全
で
は
な
い
。
だ
が
、
素
人
に
近
け
れ
ば
近
い
だ
け
、

本
書
の
論
述
を
理
解
で
き
る
、
一
つ
の
角
度
は
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

　
坂
井
氏
に
大
正
・
昭
和
の
天
皇
親
政
論
を
求
め
る
の
は
多
望
で
あ
ろ
う
。

坂
井
氏
の
切
り
口
を
継
承
す
る
大
正
・
昭
和
天
皇
史
論
を
発
表
す
べ
き
責

務
は
、
私
た
ち
の
世
代
に
属
す
る
。
明
治
人
の
奮
闘
は
、
大
正
・
昭
和
人

の
怠
惰
に
つ
ら
な
っ
た
の
か
ど
う
か
。
歴
史
は
そ
れ
を
私
た
ち
に
突
き
つ

け
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
八
．
十
二
．
一
〇
）

　
　
　
（
A
5
判
三
一
九
頁
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
四
年
、
四
、
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
　
秀
夫
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