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〇
七
年
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北

山

俊

哉

本
書
は
、
著
者
自
身
が
深
く
か
か
わ

っ
て
き
た

一
九
九
五
年
以
降

の
分
権
改

革
に

つ
い
て
、
そ

の
体
験
を
含
め
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
通
常

の
研
究
書
と
は

違

い
、
政
治
行
政
過
程

へ
の
参
加
者

に
よ

る
回
想
録
と

い
う
側
面
も
持

つ
。
著

者
は
、
す

で

に

『
未
完

の
分
権

改
革
―

霞

が
関
官

僚
と
格

闘

し
た

一
三
〇
〇

日
』
に
お

い
て
、

一
九
九
九
年
ま
で

の
分
権
改
革

に
つ
い
て
の
情
報
を
公

に
し

て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
ま

で
の

「
第

二
次
分
権
改
革
」

ま
で
に

つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上

で
の
著
者

の
分

析
枠
組
み

の
深
化
に

つ
い
て
も
学
ぶ

こ
と
が

で
き
る
。

本
書
評
は
ま
ず
、
社
会

科
学
に
お
け
る
研
究
と
提
言
と

の
関
係
に

つ
い
て
考

え

る
。
次
に
、
研
究
と
提
言
の
両
方
に
お

い
て
、
概
念

の
持

つ
重
要
性
を
指
摘

す

る
。
最
後
に
、
中
央

地
方
関
係
の
類
型
化
と
提
言
に

つ
い
て
議
論
し
た

い
。

分
権
化

の
政
治
過
程

が
五
五
年

体
制
下
に
お
け
る
も

の
と
は
非
常
に
異
な

っ

た
も

の
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
進
展
を
み
せ
た
こ
と
な
ど
、
論
じ
た

い
点
は
他

に
も
数
多

い
の
で
あ

る
が
、
紙

幅
の
関
係
で
上

の
三

つ
に
と
ど
め
た

い
。

一

社
会

科
学

に
お
け
る
研
究

と
提
言

に

つ
い
て

社
会
科

学
者
と

、
政
治
過
程

に
実

際
に

コ
ミ

ッ
ト
す
る
者
と

の
関
係
を
ど

の

よ
う

に
考
え

る
べ
き
だ

ろ
う

か
。

研
究
と

い
う

立
場
と
提

言
と

い
う
立
場

の
二

つ
が
融
合

し
て

い
る
と

こ
ろ
に
本
書

の
特
色

が
あ

る
こ
と

は
、
著

者
自
身

も
強

く
意
識
を

し
て

い
る
点

で
あ

る
。

ゴ
ー
ル
ド

ソ
ー
プ

の
次

の
文
章

か
ら
考
え

て

み
た

い
。
イ

ン
フ
レ
に

つ
い
て
彼

は
以

下
の
よ
う

に
述

べ
る
。

結
局

の
と

こ
ろ
イ

ン
フ
レ
の
問
題
は
、
政
治

の
次

元
の
問
題
だ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
と

い
う

こ
と

は
、
イ

ン

フ
レ
問
題
に
対
す

る
姿
勢

は
、
わ
れ
わ
れ
が

ど

の
よ
う
な
社
会
を
望

ん
で

い
る
か
に
依
存
す

る
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
点

に

か
ん
し
て
は
、
社
会
学
者
と

し
て
の
私
も

、
道
路
掃
除
夫

の
意
見
以

上
の
も

の

を
も

っ
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

こ
れ
は
、
究
極
的

に
は
、
政
治
行
動

に

つ
な

が
る
事
柄

で
あ

る
。
社
会
学
者
と

し
て
は
、
私

は
分
析
を
提
供
す

る
。

私
は
、

も
う

一
歩
進
め

て
、

「
A
か

ら
B

へ
行
き
た

い
な
ら
、
こ
う

い
う
風

に
行

っ
た

ら
ど
う
か
」
程
度

の
こ
と
ま

で
い
う
か
も

し
れ
な

い
―
も

っ
と
も
、

そ
れ
を

い

(
1

)

う

の
が
私

の
重
要
な
役
割
だ
と

は
思

っ
て

い
な

い
が
―
。

こ
れ
は
、
社
会
科
学
者

の
役
割
を
分
析

の
提
供
と
捉
え
、
そ
れ
以
上

は
、
政

治
上

の
行
為
者

の
役
割

で
あ

る
と
す

る
立
場

で
あ

る
。

し
か
し

こ
の
立
場

に
は

二

つ
の
問
題
が
あ

る
。

一
つ
は
、
分
析

は
客
観
的
な
も

の
だ
け

で
は
あ
り
え
な

い
こ
と

で
あ
る
。
分
析
は
言
葉

や
概
念
を
使

っ
て
行
わ
れ

る
。
そ
れ
ら

の
概
念

は
、
分
析

の
た
め

の
も

の
で
も
あ

る
が
、
現
実
政
治

に
お

い
て
も
大
き

な
影
響

を
持
ち
う
る

の
で
あ
り
、
き
れ

い
な
分
業
は

で
き
な

い
か
ら

で
あ

る
。
本
書

の

著
者
も

こ
の
点

で
自
覚
的

で
あ
り
、
次
節

で
そ

の
点
を
検
討
し
た

い
。

第
二

に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど

の
よ
う
な
社
会
を
望

ん
で
い
る
か
は

っ
き
り
と

し
た
意
見
を
持

っ
て
い
な

い
か
も
し
れ
な

い
。
ど

の
よ
う
な
社
会
を
望
む

の
か

に
つ
い
て
明
確
な
選
好
を
有
し

て
い
る
と
す
る

の
は
、
経
済
学
者

や
合
理
的
選
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択
論
者

の
前
提

で
あ

る
。

し
か

し
、
現
状

に

つ
い
て
も
制
度
改
革

の
効

果
に

つ

い
て
も
、
わ

れ
わ
れ
が
持

っ
て
い
る
情
報

は
非
常

に
限
定

さ
れ
て

い
る
。
ま
た

何
が
望
ま

し

い
か

に

つ
い
て
も

、

一
般
論
と
個

別
の
議
論

(総
論

と
各

論
)
と

で
答
え

が
異
な

る
か
も

し
れ
な

い
し
、
そ
も

そ
も

分
ら
な

い
場

合
も
多

い
。
な

れ
ば

こ
そ
、
よ
り
多
く

の
情
報

や
知
識
を
持

っ
て

い
る
と
考
え

ら
れ
る
社
会
科

学
者
、
有

識
者

に
対

し
て
の
需
要

が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
現
状
認

識

に
お

い
て
も
規
範

理
解

に
お

い
て
も

、
言
葉

・
概
念

の
力
を

借
り
て
、
わ
れ

わ

れ
は
で
き

る
限
り
、
納
得

し
よ
う
と
す

る
。

そ
の
よ
う

な
意
味

で
、
研
究

と
提
言

は
分
業

し
き

れ
な

い
と
し

て
も
、
ゴ
ー

ル
ド
ソ
ー
プ

の
指
摘

は
、
次

の
二
点
を

明
ら
か
に
し
て

い
る
点
で
有
用
で
あ
る
。

提
言

は
ど
の
よ
う

な
社
会

を
望

ん
で

い
る
か
に
依
存

し
て

い
る
こ
と
、
そ
し

て

そ
れ
は
政
治
上
の
行
為
で
あ
る
こ
と
、
こ

の
二
点
で
あ
る
。
本
書

の
著
者
も
、

政
治

上
の
行
為

者
と
し
て
提
言
を
行

っ
て

い
る
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
著
者
が
ど

の
よ
う

な
社
会

を
望
ん
で

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
に

つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
考

慮

に
入
れ
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。

二

概
念
と
政
治
に

つ
い
て

第
五
章

一
節

「
集
権
分
権
構
造

の
仕
組
み
を
説
明
す
る
諸
概
念
」

に
お

い
て
、

改
革
者
た
ち
に
よ

っ
て
創
り
上
げ
ら
れ
た
概
念
が
、
実
際

の
政
治

に
お

い
て
大

き
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
を
著
者
は
強
調
し

て
い
る
。
地
方
分
権
推
進
委
員
会

の
審
議

の
過
程

で
、
国

の

「
関
与
」
と

い
う
新
し

い
概
念
が
作
り
出
さ
れ
、
そ

の
実
態
調
査
が
な
さ
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
通
達
行
政

の
退
治
が

可
能
と
な

っ

た
と

い
う
。
ま
た

「
立
法
的
関
与
」
と
し

て
必
置
規
制
を
と
ら
え
、
そ

の
退
治

に
邁
進

し
た
。
こ

の
新

し

い
改
革

の
切

り
口
は
、
そ

の
う
ち

に
、
「
法
令

の
規

律

密
度

の
緩
和
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
れ
は
政
治

の
見
方

に
関
連
す
る
問
題

で
あ
る
。

一
方

で
は
、
政
策
決
定
を

複

数

の
代
替
肢

の
中
か
ら
も

っ
と
も
合
理
的
な
も

の
を
選
択
す
る

こ
と
と

み
る

見
方
が
あ

る
。
そ
れ

に
対

し
て
代
替
的
な

見
方
は
、
「
概
念
を

め
ぐ

っ
て
、
そ

し
て
概
念
を
使

っ
て
行
わ
れ
る
闘
争
」
と
政
治
を
捉
え

る
も

の
で
あ
る
。
そ

の

概
念

の
定
義
、
再
定
義

に
よ

っ
て
、
連
合
形
成

の
あ
り
方
も
変
化
し
、
政
治
は

変
動
す

る
。

「
三
位

一
体

の
改
革
」

と

い
う
概
念

も
ま
た
、
改
革

へ
の
多

数
派

連
合
を

「
三
方

一
両
損
」
と

い
う
か
た
ち

で
形
成
す

る
た
め

の
概
念
と
考
え

る

こ
と
が

で
き
る
。
分
権

に
対
抗
す
る
側
も
ま
た
、

ナ
シ

ョ
ナ
ル

・
ミ
ニ

マ
ム
や

公
平
性
な
ど
と

い

っ
た
概
念
を
使

っ
て
、
政
治
的

に
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
。別

の
概
念
を

み
て
み
よ
う
。
著
者
は
、
自
治
体

の
自
治
権
を
拡
充
す

る
上

で
、

事
務
権
限

の
移
譲
よ
り
重
要
な

の
は
、
国
か
ら
自
治
体

へ
の
立
法
権

の
移
譲

で

あ
る
と

い
う

。
「
地
方
自
治

に
と

っ
て
重
要

な

の
は
、
事
務
事
業

の
執
行
基
準

や
執
行
手
続
を
自
主
的

に
設
計
す

る
自
由

で
あ
り

、
事
務
事
業

の
取
捨
選
択
を

す
る
自
由

で
あ
り
、
事
務
事
業

の
優
先
順
位
を
決

め
る
自
由

で
あ

る
。
」

(
一
六

三

ペ
ー
ジ
)

し
か

し
、
著
者

の

い
う
自
由
は
、

ア
イ
ザ

イ
ア

・
バ
ー
リ
ン
の

い
う
消
極

的

自
由
、
す
な
わ
ち

「他
者

の
強
制
的
干
渉

が
不
在

の
状
態
」

の
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
国

の
関
与

が
な

け
れ
ば

、
自
治
体

は
自
由

に
な
る
と

い
う

わ
け
で
あ

る
。

財
政
状
況

が
豊

か
な
自
治
体

な
ら
ば
当

て
は
ま
る
状
況
で
あ
ろ
う

。

こ
れ
に
対

し
て
、
積
極
的

な
自
由

と

い
う
も

の
が
あ
る
と

い
う
の
が
バ
ー
リ

ン
の
主
張

で
あ

る
。
そ
れ
は

「
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
意

味

の
あ
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る
選
択
が

で
き
る
能
力
」
を
意
味
し
、

こ
の
自
由
が
意
味
を
も

つ
た

め
に
は
リ

ソ
ー

ス
を
も

っ
て
い
る

こ
と
が
必
要
と
な

る
。

こ
の
場
合
、
税
源

の
乏

し

い
自

治
体
が
国
な
ど
か
ら
移
転
支
出
を
受
け
取

る
こ
と
は
、
自
由

の
拡
大

に
繋

が
る

の
で
あ
り
、
自
由
と

い
う
概
念

の
定
義

の
仕
方

に
よ

っ
て
、
ま

っ
た
く
異

な
る

政
策

や
制
度
が
追
求
さ
れ

る
こ
と

に
な

る
の
で
あ

る
。

著
者
は
ま
た
以

下
の
よ
う

に
い
う
。

こ
の
地
域
差
は
地
域
社
会

の
諸
条
件

の
差
異
を

反
映

し
た
至
極
当
然

の
結
果

に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な

い
か
。
む

し
ろ
、
地
域
社
会

の
諸
条
件

の
違

い
に
応

じ

て
形
成

さ
れ
て
き
た
地
域

の
独
自
文
化

の
個
性
差

な
の
で
は
な

い
か
。
全
国
画

一
の
基
準

設
定

は
こ
の
貴
重
な
個
性
差
ま

で
駆
逐
し
て
し
ま

お
う

と
し
て

い
る

の
で
は

な

い
か
。

(
二
六

二
―

三
ペ
ー
ジ
)

従
来

か
ら

「
地
方

の
格

差
」

と

い
わ
れ

て

い
た

こ
と

は
、
「
至
極
当

然
」

の

地
域
差

で
は
な

い
か
と
著
者

は

い
う
。

し
か
し
こ
れ
に
反
対
す

る
立
場
か
ら
は
、

地
域

間
の
再
分
配
を
行

っ
て
き

た
政
策
自

体
が
日
本
の
独
自

文
化
で
あ
り
、
分

権
化

は
こ
の
貴
重

な
個
性
差
を

駆
逐

し
よ
う
と
し
て

い
る
と

い
え
る

の
で
あ
る
。

政
治

は
こ
の
よ
う

に
、
概
念

の
定
義

、
再
定
義

を
行

っ
て
多

数
派
を
獲
得
し
よ

う
と
す

る
試

み
で
あ

る
こ
と
を

本
書

は
力
強
く
指
し
示
し
て

い
る
よ
う
に
評
者

に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
筆
者

は
、
本

書
に
お

い
て
消
極
的
自

由
を
よ
り
重
視
し
、

地
域

の
個
性
差

が
望
ま

し

い
と

い
う

立
場
か
ら
提
言
を
し
て

い
る
よ
う
と
考
え

る
。
し
か
し
、
問
題
は

一
章

に
あ
る
。

三

中
央
地
方

関
係

の
類
型
化

に

つ
い
て

一
章

の
戦
後

日
本

の
地
方
制
度
の
特
徴
点
で
は
、
日
本

の
地
方
自
治

の
主
要

な
特
徴
点

と
し
て
、
四
点

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
提
言
が

あ

る
。

第

一
に
、
日
本

の
行
政
シ

ス
テ
ム
は
、
集
権
的
分
散
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。

こ

れ
を

「
先
進
諸
国
並
み

の
グ

ロ
ー
バ

ル
水
準
」

に
近
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
実

質

的
な
決
定
権
を
自
治
体
に
移
譲
す
る

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
第

二
に
、

日
本

は
集
権
融
合
型

の
地
方
制
度

で
あ
る
。
日
本

の
行
政

シ
ス
テ
ム
を

「
先
進
諸
国

並
み

の
グ

ロ
ー
バ

ル
水
準
」
に
近
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
国
と
自
治
体

の
融
合

の
度
合
を
大
幅
に
緩
和
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
第
三
が

「
三
割
自
治
」

で

あ
る
が
、
こ

の
名
称
は
不
正
確

で
あ
り
、

日
本

の
自
治
体
は
ど

こ
の
国
よ
り
も

政
府
体
系

の
中

で
大
き
な
役
割
を
占
め

て
き
た
。

こ
の
よ
う
な

日
本

の
地
方
自

治
制
度
を

「
先
進
諸
国
並
み

の
グ

ロ
ー
バ
ル
水
準
」

に
近
づ
け
よ
う
と
す

る
と
、

歳
入
歳
出
ギ

ャ
ッ
プ
と
財
政
移
転

の
規
模

の
縮
減
を
は
か

る
必
要
が
あ

る
。
第

四
に
、
市
町
村
優
先
主
義
と
市
町
村
横
並
び
平
等
主
義

で
あ

る
。
先
進
諸
国

の

中

に

は
、
大

市

町
村

主

義

(北

欧

諸

国
、
英
、
独
)
、
小
市

町
村

主

義

(仏

伊
)

の
国

に
分
か
れ

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に

一
長

一
短

が
あ

る
。

第

四
点
目
は
、
ま
さ

に
比
較
政
治
学
的
な
分
析

で
あ

る
。

し
か
し

そ
れ
以
外

の
三
点
す

べ
て

に
お

い
て
、
「先

進
諸
国
並

み
の
グ

ロ
ー
バ
ル
水
準
」

で
念

頭

に
置
か
れ

て

い
る
の
は
ど

の
よ
う
な
国
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

「先

進
諸
国
並

み

の
グ

ロ
ー

バ
ル
水
準
」

に
は

一
長

一
短
は
な

い
の
で
あ

ろ
う

か
。

日
本

が
目
指

す

べ
き
望
ま
し

い
社
会
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

日
本

は
大
市
町
村
主
義

で
、
自

治

体
が
ど

こ
の
国
よ
り
も
大
き
な
役
割
を
占

め
て
き
た
特
徴
を
持

つ
。

そ
の

一
長

一
短
を
比
較
政
治
学
的

に
議
論

し
な
け

れ
ば

い
け
な

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
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国
か
ら

の
関
与
は
少
な

い
が
、
地
域
間

の
財
政
調
整
は
な
く
、
市
町
村
が
大

き

な
役
割
を
果
た
さ
な

い
ア
メ
リ
カ
に
も
、
国
か
ら

の
関
与
は
多
く
、
小
市
町

村
主
義

の
フ
ラ

ン
ス
に
も
、
そ
し
て
国
か
ら

の
立
法
的
関
与
以
外

に
関
与
は
な

く
、
大
市
町
村
主
義

で
あ
る
が
、
そ
の
役
割
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な

い
イ
ギ
リ

ス
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ

一
長

一
短
が
あ
る
。
そ

の

一
長

一
短
を
ど
う
判
断
す
る
か

は
ど

の
よ
う

な
社

会
を

望

ん

で

い
る
か

に
依
存

す

る
。

し
か

し
、
「
先
進

諸

国
」

や

「
グ

ロ
ー
バ
ル
水
準
」

と

い
っ
た
用
語
か
ら
日
本

の
地
方
シ

ス
テ
ム
を

比
較

し
、
改

革
提
言
を
行
う

こ
と
は
、
比
較

政
治
学
的
分
析
と
し
て
も
、
政
治

行
為
と

し
て
も
適

切
で
は
な

い
と
評
者

は
思
う

。

社
会
科
学
者
と

し
て
は
比
較

政
治

学
的

に
各

国
の

一
長

一
短

を
詳
し
く
論
じ
、

政
治
行
為
者
と

し
て
は
ど

の
よ
う
な
社
会
を

望
ん
で

い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と

が
、
わ

れ
わ

れ
に
も
求

め
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
両
方

の
営

み
に
お

い
て
、

概
念

が
重
要

な
意
味
を
持

つ
こ
と
を
本
書

は
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
し
か
し
、

「先
進
諸
国
並

み
の
グ
ロ
ー
バ
ル
水
準
」
と

い
う
概
念

は
、
そ
の
両
方
に
お

い

て
問
題

が
あ

る
と
評
者
は
思
う

の
で
あ

る
。

【注
】

(
1
)

〔補
遺
〕
社
会
科
学
者

の
役
割

に

つ
い
て
、

二
八
〇

ペ
ー
ジ
。

フ

レ

ッ
ド

・
ハ
ー
シ

ュ
、
ジ

ョ
ン

・
H

・
ゴ

ー
ル
ド

ソ
ー
プ
編

『
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
政
治
経
済
学
』

(
日
本
経
済
新
聞
社
、

一
九

八
二
年
)
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