
は
じ
め
に—

本
書
の
構
成
に
つ
い
て

　
本
書
は
、
日
本
近
代
思
想
史
を
専
攻
す
る
新
進
気
鋭
の
著
者
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
明
治
時
代
の
啓
蒙
学
者
・
加
藤
弘
之
の
社
会
進
化
論
が
ど
の
よ
う
な
国

家
観
を
そ
の
都
度
提
起
し
、
そ
れ
が
実
際
の
国
家
権
力
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で

あ
っ
た
か
を
論
じ
る
良
書
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
、
そ
れ
に

従
い
な
が
ら
評
し
て
み
た
い
。

　
本
書
は
、
以
下
の
よ
う
な
章
立
て
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
節
省
略
）。

　
序
章
　
本
書
の
課
題
と
方
法

　
第
一
章
　
国
家
思
想
の
構
築
と
社
会
進
化
論
の
受
容

　
第
二
章
　「
優
勝
劣
敗
是
天
理
矣
」

　
　
　
　
　—

『
人
権
新
説
』
の
思
想
世
界
に
お
け
る
〈
万
物
法
〉—

　
第
三
章
　
明
治
二
十
年
前
後
に
お
け
る
〈
優
勝
劣
敗
〉
思
想
の
深
化

　
第
四
章
　
明
治
国
家
の
確
立
と
〈
天
則
〉
の
主
張

　
第
五
章
　
日
清
戦
争
前
後
の
「
道
徳
法
律
」
論

　
第
六
章
　
日
露
戦
後
に
お
け
る
社
会
進
化
論
の
行
方

　
　
　
　
　—

〈
自
然
〉
一
元
論
の
提
唱—

　
補
章
　
加
藤
弘
之
に
よ
る
「
追
遠
碑
」
建
設

　
　
　
　
　—

大
正
二
、三
年
の
茨
城
県
筑
波
郡
訪
問—

　
終
章
　
本
書
の
成
果
と
残
さ
れ
た
課
題

一
覧
し
て
お
分
か
り
の
通
り
、
本
書
は
、
加
藤
の
国
家
構
想
に
つ
い
て
の
さ
ま

ざ
ま
な
思
索
を
通
史
的
に
描
い
て
い
る
。
社
会
進
化
論
が
時
代
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
理
論
的
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
松
本
三
之
介
の
『「
利
己
」

と
他
者
の
は
ざ
ま
で—

近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
進
化
思
想
』★
★

が
最
新
に
し

て
網
羅
的
な
研
究
で
あ
る
。
松
本
の
成
果
は
、
社
会
進
化
論
が
与
え
た
影
響
範

小
野
寺
　
真
人

田
中
友
香
理
著
『〈
優
勝
劣
敗
〉
と
明
治
国
家

—
加
藤
弘
之
の
社
会
進
化
論
』
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囲
を
、
単
な
る
国
家
主
義
に
の
み
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
自
由
民
権
運
動
や

初
期
社
会
主
義
と
い
っ
た
国
家
主
義
に
対
抗
す
る
思
想
運
動
と
し
て
通
史
的
に

描
い
た
点
に
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
の
力
点
は
あ
く
ま
で
加
藤
の
思
索
の
変
容
と
そ
の
中

核
と
が
、
同
時
代
の
国
家
の
あ
り
よ
う
と
い
か
な
る
緊
張
関
係
を
切
り
結
ん
だ

も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
論
点
の
中
心
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。本

書
の
達
成
点

　
序
章
で
提
示
さ
れ
る
論
点
は
主
に
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
国
体
論
と
〈
優
勝
劣

敗
〉
と
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
著
者
は
「
明
治
国
家
と
社
会
進
化
論
の

緊
張
関
係
を
紐
解
く
こ
と
」（
一
二
〜
三
頁
）
と
位
置
づ
け
る
。
第
二
の
論
点

は
、
学
者
と
し
て
の
加
藤
弘
之
を
「
知
識
人
の
社
会
に
お
け
る
役
割
」（
一
五

頁
）
を
ど
う
果
た
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の

論
点
は
、
近
年
の
進
化
論
研
究
の
潮
流
に
対
し
て
、「
文
化
進
化
学
を
は
じ
め

と
す
る
新
し
い
研
究
分
野
の
進
展
に
資
し
て
い
」（
一
六
頁
）
く
も
の
と
し
て
、

本
書
の
問
題
を
構
成
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
の
論
点
を
深
め
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
著
者
は
、
第
一
章
に
て
幕
末

維
新
期
の
加
藤
の
思
想
に
着
目
す
る
。
中
で
も
、「
隣
艸
」
や
『
真
政
大
意
』

に
お
い
て
は
「
立
憲
君
主
制
と
議
会
政
治
が
統
治
の
た
め
の
「
良
術
」」（
三
二

頁
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
『
国
体
新
論
』
で
は
「
後
の
天

皇
機
関
説
に
限
り
な
く
近
い
も
の
で
あ
っ
た
」（
四
〇
頁
）
と
評
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、
加
藤
と
い
え
ば
こ
れ
。
と
誰
も
が
注
目
の
目
線
を
注
が
ざ
る

を
え
な
い
『
人
権
新
説
』
が
そ
の
中
心
主
題
を
占
め
る
。『
人
権
新
説
』
の
思

想
史
的
意
義
を
強
調
す
る
著
者
は
、「
進
化
論
を
は
じ
め
と
す
る
科
学
的
視
点

や
分
析
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
…
（
中
略
）
…
宇
宙
、
自
然
、
そ
し
て
人

類
社
会
を
対
象
に
、
こ
れ
ら
を
貫
く
法
則
を
探
る
こ
と
」（
七
八
頁
）
で
あ
っ

た
と
、
著
者
は
中
立
的
な
評
価
を
行
う
。
ま
た
『
人
権
新
説
』
を
「
ド
イ
ツ
の

歴
史
学
派
の
法
学
、
経
済
学
…
（
中
略
）
…
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
、
人
類
学
、

民
俗
学
、
歴
史
法
学
等
の
人
文
科
学
か
ら
ま
な
ん
だ
科
学
的
手
法
と
歴
史
的
事

実
に
拠
る
こ
と
で
…
（
中
略
）
…
〈
優
勝
劣
敗
〉
の
思
想
を
導
き
出
し
た
」
と
、

引
用
元
で
あ
る
西
洋
の
学
知
の
受
容
に
即
し
て
、
メ
タ
的
に
論
じ
て
い
る
。
特

に
、「
王
公
政
府
」
と
「
上
等
平
民
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
加
藤
の
思
索
が
、

加
藤
の
著
作
各
版
の
校
合
作
業
か
ら
明
ら
か
に
す
る
点
は
、
真
摯
な
一
次
史
料

の
読
解
の
痕
跡
が
看
取
で
き
る
、
本
書
の
一
つ
の
白
眉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
上
で
、
明
治
十
四
年
（
政
変
）
前
後
の
君
主
と
主
権
の
所
在
を
め
ぐ
る
議
論

が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
社
会
進
化
論
受
容
後
の
加
藤
は
「
開
化
史
」
に
お
い

て
、
国
家
の
成
立
か
ら
発
展
ま
で
を
社
会
契
約
説
や
天
賦
人
権
説
で
は
な
く
自

然
科
学
に
起
源
を
有
す
る
社
会
進
化
論
に
よ
っ
て
説
明
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
『
人
権
新
説
』
の
諸
版
の
差
異
に
着
目
し
、「
良
性
ナ

ル
優
勝
劣
敗
」
と
「
邪
悪
ナ
ル
優
勝
劣
敗
」
と
い
う
概
念
が
送
付
さ
れ
、
さ
ら

に
は
「
時
勢
ノ
変
遷
」
が
付
け
加
え
ら
れ
、「
統
治
と
権
利
を
め
ぐ
る
〈
優
勝

劣
敗
〉を
時
に
抑
止
し
時
に
調
整
す
る
た
め
」に「
国
家
と
い
う
存
在
が
ク
ロ
ー
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ズ
ア
ッ
プ
」
さ
れ
た
、
と
す
る
（
一
〇
一
〜
二
頁
）。
そ
う
し
た
上
で
『
人
権

新
説
』
を
「
転
向
」
と
い
う
問
題
か
ら
遠
ざ
け
、「
立
憲
君
主
制
を
是
と
す
る

国
家
思
想
を
さ
ら
に
補
強
す
る
た
め
に
〈
優
勝
劣
敗
〉
の
進
化
思
想
を
導
入
し

た
も
の
」（
一
一
四
頁
）
と
一
旦
結
論
づ
け
る
。

　
第
三
章
は
、
明
治
二
十
年
代
に
そ
の
ス
テ
ー
ジ
を
移
す
。
一
般
的
に
「
政
治

の
季
節
」
と
さ
れ
る
当
該
期
に
お
け
る
社
会
進
化
論
は
い
か
な
る
深
化
を
遂
げ

て
い
た
の
か
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
草
稿
「
自
由
論
」
を
具
体
的
な

素
材
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
著
者
の
丹
念
な
史
料
調
査
と
読
解
の

痕
跡
が
よ
く
看
取
で
き
る
。
そ
し
て
、
元
老
院
の
地
方
自
治
制
度
審
議
に
も
著

者
は
そ
の
目
を
向
け
て
い
る
。
著
者
は
こ
う
結
論
づ
け
る
。「
治
者
と
被
治
者

の
「
自
由
」
の
進
化
は
、
三
つ
の
時
代
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
治
者
、
被
治

者
と
い
う
概
念
の
な
い
集
団
の
時
代
、「
最
強
者
」
が
出
現
し
強
暴
な
「
強
者

ノ
権
利
」
を
発
揮
で
き
る
者
が
国
家
を
創
始
し
被
治
者
を
支
配
す
る
時
代
、
そ

し
て
「
強
者
ノ
権
利
」
を
発
揮
で
き
る
者
が
被
治
者
の
な
か
か
ら
現
れ
、
政
権

を
担
う
時
代
」（
一
四
九
頁
）
と
し
て
、
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
加
藤
は
自
治
制
を
「
人
民
ノ
権
利
自

由
ヲ
伸
張
ス
ル
ノ
法
」」（
一
五
〇
頁
）
と
し
て
加
藤
の
地
方
自
治
制
度
論
を
積

極
的
に
意
義
づ
け
る
。

　
明
治
国
家
の
確
立
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
第
四
章
は
、
明
治
憲
法
と
進
化
論

と
の
関
係
性
の
問
題
が
ま
ず
抽
出
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
加
藤
は
創
刊
し

た
雑
誌
『
天
則
』
を
微
に
入
り
細
に
入
り
読
み
解
き
、
万
物
の
基
本
法
則
で

あ
っ
た
〈
優
勝
劣
敗
〉
論
を
、〈
天
則
〉
へ
と
昇
華
さ
せ
、「
無
窮
皇
統
」
に
統

べ
ら
れ
た
「
日
本
人
種
」
が
い
か
な
る
存
在
を
占
め
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
議
論
が
鮮
や
か
に
展
開
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
天
則
を
「〝the law

 

of nature

〟〝das N
aturgesetz

〟
を
和
訳
し
た
も
の
」
と
し
、「
自
然
、
人
間
、

社
会
す
べ
て
を
包
括
す
る
超
越
的
概
念
」
と
位
置
づ
け
（
一
八
一
頁
）、「
統
治

権
の
本
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
無
窮
皇
統
」
を
「
国
粋
」
と
し
て
「
保
存
」
し

続
け
る
こ
と
を
も
正
当
化
す
る
日
本
に
特
有
の
〈
天
則
〉
で
あ
っ
た
」（
一
八
五

頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
第
五
章
は
、
日
清
戦
争
と
い
う
具
体
的
な
「
対
外
戦
争
」
期
の
加
藤
の
思
索

の
あ
り
よ
う
が
主
題
と
な
り
、
加
藤
が
「「
国
民
」
像
／
「
臣
民
」
像
の
形
成

と
い
う
同
時
代
の
課
題
に
…
（
中
略
）
…
「
道
徳
法
律
」
を
も
っ
て
対
処
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
著
者
の
仮
説
に
基
づ
き
、『
強
者
の

権
利
の
競
争
』
と
『
道
徳
法
律
之
進
歩
』
が
具
体
的
な
検
証
素
材
と
な
っ
て
、

次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
加
藤
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
「
道

徳
」
は
「
忠
君
愛
国
」
の
一
致
し
た
理
想
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
天
皇
と
い

う
「
最
大
優
者
」
と
日
本
と
い
う
国
家
を
「
維
持
進
歩
」
さ
せ
る
た
め
に
日
本

人
の
内
面
に
刻
み
込
ま
れ
た
「
道
徳
」
と
さ
れ
た
」（
二
〇
五
頁
）
の
で
あ
る
。

社
会
有
機
体
説
に
基
づ
い
た
「
第
三
段
階
有
機
体
」
と
し
て
の
国
家
が
、
加
藤

の
『
道
徳
法
律
深
化
の
理
』
の
初
版
と
増
補
改
訂
版
に
ま
で
分
け
入
っ
て
、
そ

の
差
異
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
で
は
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「「
社
会
」
が
未
開
段
階
に
あ
る
と
き
、「
社
会
を
組
成
す
る
所
の

要
素
」
と
は
「
権
力
」
を
把
握
す
る
「
治
者
と
貴
族
」
と
い
っ
た
「
優
強
階
級
」

の
み
で
あ
」
る
が
、開
化
段
階
に
至
る
と
「「
劣
弱
階
級
」
も
「
知
識
」
と
「
財

産
」
を
有
し
権
力
を
把
握
す
る
」
の
で
あ
り
、「
優
劣
の
差
が
縮
小
す
れ
ば
、「
個

人
」
は
「
利
己
心
」
を
抑
制
し
「
社
会
の
安
寧
幸
福
」
と
い
う
共
通
の
目
的
を
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も
っ
て
ひ
と
つ
の
「
社
会
」
を
構
成
す
る
よ
う
要
求
す
る
」（
二
二
三
〜
四
頁
）

も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
六
章
は
、
日
露
戦
争
の
後
に
お
け
る
社
会
進
化
論
が
ど
の
よ
う
に
編
成
／

変
成
さ
れ
て
い
く
か
が
大
き
な
注
目
点
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
欧
列
強

の
一
角
を
占
め
る
国
家
で
あ
る
と
さ
れ
る
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
勝
利
を
経
て
、「
一

等
国
」
と
し
て
大
日
本
帝
国
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
進
化
論
が
編
成
／
変
成

さ
れ
て
い
く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た〈
優
勝
劣
敗
〉

論
が
「
復
権
」
の
契
機
を
得
て
、「
煩
悶
青
年
」
と
自
然
主
義
へ
の
批
判
が
ど

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、〈
自
然
〉
一

元
論
と
「
国
家
の
自
治
」
へ
と
加
藤
の
社
会
進
化
論
が
帰
結
し
て
い
く
有
様
を

活
き
活
き
と
描
写
し
、
本
書
の
こ
れ
ま
で
の
思
索
が
端
的
に
加
藤
の
「〈
自
然
〉

一
元
論
」
を
帰
結
し
た
と
す
る
（
二
五
一
頁
）。

　
補
章
は
、
本
書
の
中
の
興
味
深
い
特
異
点
を
形
成
し
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、「
追
遠
碑
」
か
ら
加
藤
弘
之
の
晩
年
の
思
考
／
志
向
を
読
み
解
こ
う
と
す

る
も
の
、こ
れ
で
あ
る
。
加
藤
は
晩
年
に
「
日
本
に
お
け
る
「
祖
先
崇
拝
」
は
、

単
に
自
身
の
先
祖
で
は
な
く
、
と
く
に
「
皇
祖
皇
宗
」
と
「
大
功
臣
」
に
対
す

る
も
の
」（
二
八
五
頁
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

前
夜
の
加
藤
の
思
想
を
し
て
著
者
は
「
加
藤
に
お
け
る
国
家
の
構
成
員
像
は
、

「
族
父
統
治
」
国
家
に
お
け
る
、
天
皇
の
赤
子
と
さ
れ
る
臣
民
と
し
て
の
側
面

を
強
め
て
い
っ
た
。「
祖
先
崇
拝
」
を
と
お
し
て
、
天
皇
と
の
擬
似
的
な
父
子

関
係
を
再
確
認
し
、
国
家
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
も
厭
わ
ぬ
存
在
」（
二
八
七
頁
）

で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
終
章
で
は
、「
快
楽
」
と
「
努
力
」
と
い
う
構
成
要
素
に
よ
っ
て
社
会
進
化

論
の
あ
り
よ
う
が
論
じ
ら
れ
、
明
治
国
家
に
お
い
て
社
会
進
化
論
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
成
果
と
課
題
点

に
つ
い
て
自
己
言
及
が
な
さ
れ
、
本
書
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。
成
果
に
つ
い
て

は
「
加
藤
弘
之
に
お
け
る
社
会
進
化
論
に
支
え
ら
れ
た
国
家
思
想
と
現
実
の
明

治
国
家
形
成—

確
立—

再
編
過
程
の
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
…
（
中

略
）
…
加
藤
の
同
時
代
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
見
出
す
な
か
で
、
社
会
進
化
論

に
基
づ
い
た
国
家
思
想
の
思
想
的
境
位
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
…
（
中
略
）
…

近
代
日
本
に
お
い
て
社
会
進
化
論
に
よ
っ
て
国
家
を
論
じ
る
こ
と
の
意
味
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
文
化
進
化
学
と
い
っ
た
新
し
い
学
問
分
野
に
対
し
て

一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
す
る
こ
と
」（
三
〇
四
頁
）
と
さ
れ
る
。

　
以
上
が
、
本
書
の
大
ま
か
な
内
容
で
あ
り
、
同
時
に
達
成
点
で
も
あ
る
。
書

評
論
文
と
し
て
評
者
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
か
ら
は
本
書
に
対
す
る
若
干
の
稚
拙
な
私
見
を
述
べ
て
、
フ
ィ
ナ
ー

レ
を
迎
え
た
い
。

結
語—

加
藤
弘
之
思
想
の
世
界
史
的
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に

　
こ
れ
ま
で
叙
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
加
藤
の
国
家
観
と
社
会
進
化
論

の
結
合
に
つ
い
て
、
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
真
摯
に
議
論
し
て
き
た
。
そ
の
極

め
て
実
証
的
な
思
想
史
に
評
者
は
最
大
級
の
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
蛮
勇
を

奮
っ
て
何
か
を
い
う
こ
と
が
赦
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、次
の
よ
う
に
い
い
た
い
。

そ
れ
は
、
同
時
に
著
者
が
「
明
治
国
家
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」、
あ
る
い
は
「
世
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界
史
に
お
い
て
帝
国
日
本
と
い
う
近
代
国
家
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
大

き
な
問
い
を
「
棚
上
げ
」
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
重
要
な
視
点
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、

評
者
は
厳
し
く
指
摘
し
た
い
。

　
例
え
ば
加
藤
の
社
会
進
化
論
の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
た
矛
盾
に
つ
い
て
で
あ

る
。〈
優
勝
劣
敗
〉
論
は
、
そ
の
時
々
の
強
者
の
正
当
性
を
担
保
す
る
も
の
で

は
あ
れ
、
競
争
に
よ
っ
て
将
来
的
に
強
者
が
劣
者
に
「
転
落
」
す
る
局
面
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
先
進
国
で
あ
る
欧
米
列
強

と
対
抗
す
る
た
め
に
、
急
速
に
近
代
国
家
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

日
本
に
と
っ
て
は
、〈
優
勝
劣
敗
〉
論
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

を
掌
握
す
る
に
あ
た
っ
て
の
「
希
望
の
論
理
」
と
も
な
り
う
る
し
、
ま
た
、
ア

ジ
ア
に
お
い
て
い
ち
早
く「
文
明
開
化
」し
た
日
本
が
、ア
ジ
ア
諸
国
を「
指
導
」

の
名
の
下
に
植
民
地
化
し
て
い
く
局
面
を
説
明
で
き
な
い★
★

。
し
か
し
、
そ
う

し
た
矛
盾
の
あ
り
よ
う
と
弁
証
の
さ
れ
方
を
著
者
は
あ
く
ま
で
加
藤
の
思
索
の

変
成
の
中
か
ら
し
か
説
明
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
天
皇
を
中
心
と

し
た
中
央
集
権
国
家
が
急
速
に
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
、

著
者
の
議
論
で
は
応
答
し
よ
う
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
評
者
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
有
賀
長
雄
、
丘
浅
次
郎
と
い
っ
た
同
時
代
の
社
会

進
化
論
者
の
思
索
を
、
加
藤
と
の
対
比
材
料
と
し
か
登
場
さ
せ
て
い
な
い
こ
と

に
も
、
大
き
な
不
満
が
残
る
。
例
え
ば
、
有
賀
長
雄
を
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
『
宗
教
進
化
論
』
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
く
「
社
会
学
」
シ
リ
ー
ズ

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
族
制
進
化
論
』
に
つ
い
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
、
当
該
期

の
言
説
空
間
の
あ
り
よ
う
の
な
か
で
の
加
藤
の
立
ち
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
に

は
、
あ
ま
り
に
も
ア
ン
フ
ェ
ア
な
議
論
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
具
体

的
に
は
、テ
ー
ゼ
と
し
て
の
加
藤
社
会
進
化
論
は
、早
期
に
有
賀
社
会
学
に
よ
っ

て
弁
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る★
★

。

　
ま
た
、
同
じ
く
社
会
進
化
論
者
で
あ
っ
た
丘
浅
次
郎
は
、
人
類
が
自
然
か
ら

進
化
し
て
き
た
種
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
す
な
わ
ち
人
獣
同
祖
説
か

ら
は
、
万
世
一
系
の
天
皇
制
批
判
な
ど
「
神
話
に
過
ぎ
な
い
」
こ
と
を
揶
揄
し

て
い
る
の
だ
が★
★

、
そ
う
し
た
加
藤
の
矛
盾
し
た
論
理
の
側
面
を
著
者
は
ど
の

よ
う
に
し
て
弁
証
す
る
の
か
、
本
書
か
ら
は
そ
の
点
は
ま
っ
た
く
看
取
で
き
な

か
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
、近
代
的
な
主
権
国
家
が
東
ア
ジ
ア
に
成
立
し
た
要
因
と
は
何
か
。

そ
れ
は
西
欧
列
強
に
よ
る
植
民
地
と
市
場
の
獲
得
競
争
と
い
う
、
帝
国
主
義
時

代
が
世
界
史
的
条
件
と
し
て
貫
通
し
た
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
、
加
藤
が
思
索
を
展
開
し
た
時
代
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス

主
義
的
な
発
展
段
階
論
や
、
そ
れ
の
影
響
を
直
接
受
け
た
社
会
主
義
思
想
（
そ

れ
自
体
が
社
会
進
化
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
前
掲
松
本
書
が
明
白
に

し
て
い
る
）、
更
に
は
、
福
沢
諭
吉
が
中
心
と
な
っ
て
展
開
し
た
文
明
史
観
と

の
連
関
を
無
視
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
ら
と
て
ま
た「
明

治
国
家
」
と
「
帝
国
日
本
」
の
大
き
な
部
分
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
に
間

違
い
は
な
い
。
そ
う
し
た
時
代
状
況
に
ア
ダ
プ
ト
す
る
た
め
の
国
家
主
義
と
い

う
位
置
づ
け
な
く
し
て
、
明
治
国
家
を
問
う
こ
と
、
あ
る
い
は
帝
国
日
本
を
問

う
こ
と
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
も
議
論
の
脆
弱
性
を
呈
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
ま
い
。
本
書
は
明
治
国
家
と
い
う
主
権
国
家
の
成
立
と
二
つ
の
対
外
戦
争

と
い
う
世
界
史
の
歯
車
に
隣
接
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
噛
み
合
う
た
め
の
歯
だ
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け
を
備
え
つ
つ
、
回
転
軸
と
し
て
の
車
輪
を
用
意
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
点
を
進
化
／
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
そ
、
本
書
は
は
じ
め
て
世
界
史
に
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
加
藤
弘
之
の
国
家
思
想
と
社
会
進
化
論
と
を
連
結
さ
せ
た
本
書

は
、
政
治
学
書
と
し
て
も
政
治
思
想
史
書
と
し
て
も
歴
史
書
と
し
て
も
類
例
を

見
な
い
良
書
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
本
書
の
成
果
が
こ
れ
か
ら
の
論

理
の
進
展
の
た
め
の
大
き
な
土
台
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
は
強
調
し
て
し
す
ぎ
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
手
前
味
噌
な
引
用
と
、
勝
手
か
つ
暴
力
的
に
過
ぎ
る
評
論
を
繰
り
返

し
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
の
全
責
任
は
評
者
が
受
け
持
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
評
者
の
浅
学
非
才
な
論
評
が
本
書
の
魅
力
を
一
切
損
耗
さ
せ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
祈
念
し
、
一
旦
こ
こ
に
筆
を
措
く
こ
と
と
し
よ
う
。

『〈
優
勝
劣
敗
〉
と
明
治
国
家
　
加
藤
弘
之
の
社
会
進
化
論
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
一
九
年
、
六
八
〇
〇
円
＋
税
）

　
註★

1 

以
文
社
、
二
〇
〇
七
年
。

★
2 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
二
つ
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、
二
つ
の
ア
ジ

ア
観—

明
治
一
〇
年
代
の
言
説
空
間
の
ア
ポ
リ
ア
と
エ
ク
ソ
ダ
ス—

」、

『
洛
北
史
学
』
第
九
号
、
二
〇
〇
七
年
に
よ
っ
て
微
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
適
宜
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

★
3 

前
掲
拙
稿
三
六
〜
九
頁
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
証
し
て
い
る
。

★
4 

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
右
田
裕
規
「
天
皇
制
と
進
化
論—

近
代
日
本
の

統
治
機
構
に
よ
る
進
化
論
へ
の
対
応
の
変
遷
」、『
歴
史
学
研
究
』
七
九
二
号
、

二
〇
〇
四
年
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

お
の
で
ら
・
ま
さ
と
（
日
本
近
現
代
史
・
思
想
史
）


