
論
　
文
　
評

近
代
日
本
の
君
主
制
研
究
展
望

　
…
河
西
秀
哉
氏
の
拙
著
書
評
に
答
え
つ
つ伊

藤
之
雄

　
拙
著
『
昭
和
天
皇
と
立
憲
君
主
制
の
崩
壊
一
睦
仁
・
嘉
仁
か
ら
裕
仁

へ
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
に
対
し
、
河
西
氏
が
本
誌
八

九
巻
四
号
（
二
〇
〇
六
年
七
月
）
に
書
評
の
労
を
取
っ
て
下
さ
っ
た
。

　
近
年
は
膨
大
な
史
料
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
研
究
水
準
が
上
が

っ
た
こ
と
で
、
ベ
テ
ラ
ン
の
研
究
者
も
含
め
最
近
の
日
本
史
研
究
者
の
多
く

が
、
自
ら
の
専
門
を
明
治
維
新
史
と
か
、
大
正
期
の
都
市
史
・
第
二
次
大
戦

後
の
天
皇
制
、
等
と
限
定
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
門
専
門
」
と
す
る

分
野
を
少
し
ず
れ
る
と
、
議
論
す
ら
で
き
な
い
「
専
門
」
家
が
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
昭
和
の
天
皇
制
を
十
分
に
考
察
す
る
に
は
、
当
然
、
明
治
の
天
皇

制
へ
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
っ
た
自
覚
が
な
い
研
究
者
が
あ
ま
り
に

も
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
河
西
氏
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
天
皇
制
の
研
究
に
関
し
、
い
く
つ
か

の
成
果
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
河
西
氏
は
、
「
評
者
は
未
だ
自
ら
の
近
代
天

皇
制
像
を
確
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
と
対
蒔
さ
せ
た
上
で
の
書
評
を
試
み
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
素
直
に
認
め
つ
つ
も
、
最
近
研
究
の
進
展
が
著

し
い
近
代
日
本
の
天
皇
制
（
君
主
制
）
に
つ
い
て
、
拙
著
の
書
評
を
機
会
に
、

考
察
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　
河
西
氏
は
、
拙
著
の
内
容
を
紹
介
さ
れ
、
研
究
史
的
意
義
を
以
下
の
三
点

に
要
約
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ω
「
倉
富
勇
三
郎
日
記
」
な
ど
「
読
解
が
非
常

に
困
難
な
未
刊
行
の
一
次
史
料
を
丹
念
に
読
み
解
く
こ
と
で
、
当
該
期
の
天

皇
を
め
ぐ
る
政
治
史
を
詳
細
に
解
明
し
、
各
グ
ル
ー
プ
の
動
向
を
立
体
的
に

再
構
成
し
た
」
、
働
「
立
憲
鴛
主
制
」
の
概
念
を
用
い
、
天
皇
制
と
他
の
君

主
制
と
の
国
際
比
較
を
行
お
う
と
し
た
、
㈹
門
政
治
の
問
題
と
イ
メ
ー
ジ
の

問
題
」
を
一
書
で
検
討
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
河
西
氏
は
、
拙
著
に
も
疑
問
が
な
い
わ
け
で
な
い
と
し
て
、
四
つ

の
質
問
を
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
氏
が
第
一
、
第
二
ど
し
て
あ
げ
た
質
問
が

特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
主
に
そ
れ
に
答
え
る
形
で
近
代
日
本
の
君
主

制
研
究
を
展
望
し
た
い
。
こ
の
二
つ
は
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
近
代
日
本
の
天

皇
の
権
力
に
特
殊
な
「
魔
力
」
を
認
め
る
の
か
否
か
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
表
現
し
て
き
た
天
皇
の
特

殊
な
権
力
を
、
こ
こ
で
便
盧
的
に
「
魔
力
」
と
表
す
。
天
皇
に
「
魔
力
」
を

認
め
る
見
解
は
、
戦
後
の
歴
史
学
界
で
井
上
清
氏
以
来
、
増
園
知
子
氏
・
安

田
華
氏
・
永
井
和
氏
や
ビ
ッ
ク
ス
氏
ら
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

　
私
は
本
書
の
元
に
な
っ
た
四
本
の
長
編
論
文
に
「
倉
富
勇
三
郎
日
記
」
な

ど
未
公
刊
の
史
料
を
、
公
刊
史
料
と
と
も
に
厳
密
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
「
魔
力
」
を
否
定
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
近
代
日
本

の
天
皇
制
研
究
と
は
異
な
る
新
し
い
見
解
を
実
証
的
に
提
起
し
た
。
そ
の
～

例
が
、
一
九
二
六
年
一
二
月
に
富
鉱
（
事
実
上
の
即
位
）
し
た
昭
和
天
皇
に

対
し
、
軍
人
や
国
粋
主
義
者
等
か
ら
、
明
治
天
皇
に
比
べ
て
頼
り
な
い
と
い

う
不
安
や
不
満
が
、
田
中
義
一
内
閤
期
ま
で
に
出
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
拙

稿
「
浜
口
内
閣
と
立
憲
君
主
制
の
動
揺
　
　
昭
和
天
皇
を
め
ぐ
る
政
治
と
イ
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評論文

メ
ー
ジ
」
『
法
学
論
叢
』
皿
四
九
巻
六
号
、
一
五
〇
巻
一
・
二
・
四
・
六
号
、

二
〇
〇
一
年
九
・
～
○
・
＝
月
、
二
〇
〇
二
年
一
．
三
月
）
。

　
そ
れ
に
対
し
、
永
井
氏
（
同
『
青
年
君
主
昭
和
天
皇
と
元
老
西
園
寺
撫
京

都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
二
～
一
九
三
、
二
三
二
～
二
三

三
、
三
七
二
～
三
七
三
頁
）
や
、
安
田
氏
（
安
田
雲
量
編
「
座
談
会
　
日
本

近
現
代
史
の
な
か
の
昭
和
天
皇
」
咽
年
報
日
本
現
代
史
騙
第
九
号
、
二
〇
〇

四
年
）
は
、
そ
の
事
実
に
は
全
く
言
及
さ
れ
ず
、
ま
た
事
実
誤
認
に
も
と
づ

い
た
批
判
を
し
て
こ
ら
れ
た
。

　
そ
こ
で
拙
著
を
ま
と
め
る
際
に
、
私
の
論
旨
を
も
っ
と
わ
か
り
易
く
す
る

た
め
、
四
本
の
拙
論
を
文
字
通
り
解
体
し
て
編
成
し
な
お
す
と
と
も
に
、
新

た
な
史
料
を
加
え
、
大
幅
な
加
筆
・
訂
正
を
行
っ
た
。
ま
た
拙
著
は
、
犬
養

毅
内
閣
ま
で
の
時
期
を
直
接
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
か
ら
敗

戦
直
後
ま
で
の
時
期
を
本
書
の
枠
組
み
と
の
関
連
で
、
拙
稿
門
昭
和
天
皇
と

立
憲
君
主
制
　
　
近
代
日
本
の
政
治
慣
行
と
天
皇
の
決
断
」
（
伊
藤
之
雄
・

川
田
稔
編
著
三
〇
世
紀
日
本
の
天
皇
と
君
主
制
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

四
年
）
と
し
て
執
筆
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
永
井
氏
や
安
田
氏
ら
か
ら
の

反
論
は
、
今
の
と
こ
ろ
な
い
。
そ
の
た
め
、
私
の
見
解
は
自
明
の
も
の
と
し

て
受
け
取
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
河
西
氏
か
ら
疑
問
を
呈

さ
れ
た
。

　
ま
ず
河
西
氏
の
第
二
の
疑
問
か
ら
検
討
し
よ
う
。
河
西
氏
は
第
二
の
疑
問

と
し
て
、
筆
者
が
提
起
し
た
「
慣
行
と
い
う
概
念
の
問
題
」
を
挙
げ
ら
れ
た
。

そ
の
上
で
、
「
本
書
に
は
こ
の
よ
う
に
天
皇
の
権
力
と
権
威
（
威
信
）
、
昭
和

天
皇
個
人
と
権
力
基
盤
（
構
造
と
し
て
の
天
皇
制
）
の
問
題
が
交
錯
し
て
い

る
部
分
も
存
在
す
る
。
近
代
天
皇
制
を
把
握
す
る
時
、
天
皇
の
権
力
と
権
威
、

天
皇
個
人
と
天
皇
制
と
い
う
制
度
、
そ
れ
ぞ
れ
を
｝
度
峻
別
し
て
考
え
る
こ

と
で
問
題
を
整
理
し
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
単
純
に
分
け
ら
れ
る
も
の
ば
か
り

で
は
な
い
が
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
な
り
合
う
地
点
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
偏
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。

　
「
天
皇
の
権
力
と
権
威
、
天
皇
個
人
と
天
皇
制
と
い
う
制
度
漏
を
峻
別
す

る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
本
書
が
そ
れ
を
し
て
い
な
い
結
果
、
ど

ん
な
こ
と
が
説
明
で
き
て
い
な
い
の
か
が
、
氏
の
書
評
で
は
具
体
的
に
書
か

れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
河
西
氏
の
意
図
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
拙
著
は
、

法
令
と
慣
行
や
天
皇
個
人
の
行
政
能
力
を
離
れ
た
、
天
皇
の
「
魔
力
」
的
な

政
治
権
力
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
を
前
提
に
、
法
令
と
慣
行
に
制

約
さ
れ
た
中
で
、
昭
和
天
皇
が
な
ぜ
権
力
掌
握
に
失
敗
し
た
の
か
を
考
察
し
、

そ
の
こ
と
を
「
倉
富
勇
三
郎
日
記
」
等
の
一
次
史
料
に
よ
り
論
証
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
河
西
氏
は
門
評
者
は
絶
対
主
義
的
天
皇
制
論
を
主
張
し
た
い
の
で
は
な

い
」
と
述
べ
て
は
お
ら
れ
る
が
、
永
井
氏
・
安
田
氏
ら
と
岡
様
に
、
天
皇
と

し
て
の
「
魔
力
扁
的
な
政
治
権
力
を
設
定
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
、
昭
和
天
皇
の
権
力
基
盤
が
弱
か
っ
た
と
い
う
拙
著
の
論
証
を
認

め
つ
つ
も
、
「
構
造
と
し
て
の
天
皇
制
」
に
と
も
な
う
「
魔
力
」
と
し
て
の

政
治
権
力
の
存
在
を
分
析
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も

し
河
箇
氏
が
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
な
ら
、
自
ら
そ
れ
を

実
証
す
る
か
、
少
な
く
と
も
具
体
例
を
挙
げ
て
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
方
が
、
よ
り
生
産
的
な
議
論
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
で
は
河
西
氏
は
な
ぜ
、
天
皇
と
し
て
「
魔
力
」
的
権
力
が
あ
る
と
誤
解
さ

れ
た
の
か
。
氏
の
書
評
と
戦
後
の
天
皇
制
に
関
す
る
研
究
か
ら
推
定
し
て
、

二
つ
の
「
事
実
」
が
考
え
ら
れ
る
。

137 （375）



　
一
つ
目
は
、
河
西
氏
が
第
一
の
疑
問
と
さ
れ
た
、
田
中
内
閣
総
辞
職
を
め

ぐ
る
動
向
の
読
み
誤
り
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
確
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
ω

田
中
首
相
が
張
作
森
爆
殺
事
件
の
真
相
究
明
を
天
皇
に
約
束
し
て
お
き
な
が

ら
、
事
件
関
係
者
の
行
政
処
分
に
方
針
を
転
換
し
た
こ
と
に
対
し
、
昭
和
天

皇
は
事
実
上
の
「
問
貴
」
を
し
た
、
②
そ
れ
に
対
し
、
行
政
処
分
と
い
う
方

針
を
上
奏
し
た
白
川
義
則
陸
相
の
案
を
、
天
皇
は
裁
可
し
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
私
は
、
ω
に
つ
い
て
は
、
天
皇
は
自
ら
の
政
治
権
力
の
不
十
分
さ

に
不
安
を
持
ち
つ
つ
も
、
二
〇
歳
前
後
で
征
韓
論
政
変
を
裁
定
し
た
と
い
う
、

明
治
天
皇
の
虚
像
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
、
牧
野
伸
顕
内
大
臣
の
助
雷
の
ま
ず

さ
か
ら
、
か
な
り
無
理
な
政
治
関
与
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
評
価
し
た
。
し

か
し
、
権
威
に
不
安
を
持
つ
若
い
天
皇
は
、
陸
軍
を
も
敵
に
回
す
事
態
に
陥

る
こ
と
を
恐
れ
る
常
識
は
あ
っ
た
の
で
、
②
の
よ
う
に
白
川
陸
相
の
上
奏
は

裁
可
し
た
、
と
解
釈
し
た
。

　
そ
れ
に
対
し
、
河
西
氏
は
、
天
皇
は
自
己
に
権
威
が
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
前
後
矛
盾
し
た
田
中
を
叱
責
し
た
が
、
白
州
陸
相
の
上
奏
は

前
後
矛
盾
せ
ず
、
行
政
処
分
方
針
で
一
貫
し
て
い
た
か
ら
認
め
た
、
と
永
井

氏
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
お
ら
れ
る
。

　
昭
和
天
皇
は
生
真
面
目
な
二
八
歳
の
若
い
天
皇
で
あ
る
。
彼
は
元
老
西
園

寺
公
望
や
牧
野
内
大
臣
の
助
言
も
あ
っ
て
、
張
作
森
爆
殺
事
件
の
真
相
を
少

な
く
と
も
彼
を
含
め
た
権
力
中
枢
で
は
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
処
分
を
決

め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
そ
の
天
皇
が
、
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
と
上
奏
し
て
お
き
な
が
ら
、

そ
れ
が
で
き
ず
に
天
皇
に
真
実
を
言
わ
な
か
っ
た
田
中
首
相
に
は
激
怒
し
、

真
相
を
解
明
す
る
な
ど
と
い
う
下
手
な
こ
と
は
上
奏
せ
ず
、
真
実
を
も
み
消

す
よ
う
内
奏
・
上
奏
し
た
白
川
陸
相
に
は
、
前
後
矛
盾
な
し
と
し
て
腹
を
立

て
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
現
実
味
を
欠
い
た
解
釈
と
醤
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
天
皇
は
真
相
を
知
っ
て
お
り
、
軍
法
会
議
で
処
罰
す
る
こ
と
を

望
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
は
当
然
、

爾
者
に
対
し
憤
り
を
覚
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
も
う
少
し
説
明
を
加
え
よ
う
。
明
治
天
皇
以
来
の
近
代

天
皇
の
政
治
権
力
の
可
能
性
を
総
合
的
に
考
察
す
る
と
、
第
～
に
近
代
天
皇

は
首
相
や
閣
僚
な
ど
有
力
者
を
誰
で
も
辞
任
さ
せ
る
権
力
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
天
皇
が
特
定
の
人
物
に
拝
謁
を
許
さ
ず
、
そ
の
人
物

に
関
わ
る
上
奏
を
一
切
裁
可
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
入
物
は
政
務
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
辞
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
、
天
皇
が
幼
少
で

あ
る
場
合
や
、
特
定
の
入
物
が
政
府
の
み
な
ら
ず
宮
内
省
な
ど
宮
中
中
枢
で

も
支
持
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
天
皇
が
右
の
よ
う
な
行
動
を
と
れ
ば
、
押
し

込
め
に
あ
っ
て
摂
政
を
立
て
ら
れ
る
リ
ス
ク
を
冒
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
近
代
天
皇
に
と
っ
て
最
も
難
し
い
問
題
は
、
天
皇
の
貴
任
で
特

定
の
人
物
を
排
除
し
た
後
に
、
新
し
い
政
権
が
で
き
、
そ
の
も
と
で
円
滑
に

政
治
が
行
わ
れ
る
と
い
う
保
証
が
何
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
明
治
天
皇
は
、
自
ら
の
貴
任
で
内
閣
を
倒
し
た
こ
と
は
な
い
（
た
と
え
ば
、

旧
自
由
党
系
閣
僚
が
辞
任
し
た
後
、
大
隈
重
信
多
相
の
閣
僚
補
充
を
天
皇
が

認
め
ず
、
第
一
次
大
隈
内
閣
が
倒
れ
た
際
は
、
前
も
っ
て
板
垣
退
助
・
星
亨

ら
旧
自
由
党
系
と
山
県
有
朋
系
富
僚
閥
か
ら
倒
閣
の
動
き
が
あ
っ
た
）
。
そ

れ
は
、
天
皇
は
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
万
一
次
の
内
閣
が
で
き

な
い
場
合
に
は
き
わ
め
て
窮
地
に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
そ
の
明
治
天
皇
で
す
ら
、
藩
閥
内
閣
が
倒
れ
た
後
に
後
継
首
相
が
な
か
な

か
決
ま
ら
な
い
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
関
与
を
行
わ
ざ
る
を
得
ず
悩
ん
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だ
こ
と
は
、
近
年
の
研
究
で
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
明
治
天
皇
は
、

そ
の
際
に
、
有
力
元
老
で
陸
軍
の
長
老
で
も
あ
る
山
県
有
朋
を
関
わ
ら
せ
る

こ
と
で
、
陸
相
を
得
る
担
保
と
し
た
（
拙
著
『
立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博

文
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
同
欄
立
憲
国
家
と
日
露
戦
争
騙
木
鐸
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
。

　
昭
和
天
皇
が
田
中
首
相
を
問
責
し
て
辞
任
さ
せ
た
の
は
、
第
一
の
政
治
権

力
を
行
使
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
近
代
天
皇
の
権
力
か
ら
新
し
い
政

権
が
で
き
る
保
証
は
何
も
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
白
川
陸
相
の
上
奏
内

容
は
、
陸
軍
首
脳
が
一
丸
と
な
っ
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
陸
軍

に
ほ
と
ん
ど
権
力
基
盤
を
有
し
て
い
な
い
昭
和
天
皇
が
、
白
川
陸
相
の
上
奏

内
容
を
直
ち
に
裁
可
し
な
か
っ
た
ら
、
豊
川
陸
相
は
当
然
辞
表
を
出
す
。
こ

の
場
合
、
後
任
陸
相
の
な
り
手
が
な
く
、
次
の
内
閣
は
成
立
し
な
い
。
昭
和

天
皇
は
結
局
上
奏
を
裁
可
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
屈
辱
を
味
わ
う
こ
と

に
な
る
。
な
お
、
拙
著
で
述
べ
た
よ
う
に
、
頭
山
行
や
小
泉
策
太
郎
が
、
そ

れ
ぞ
れ
申
野
正
剛
や
安
達
謙
蔵
ら
と
い
う
、
民
政
党
幹
部
で
国
粋
主
義
者
と

つ
な
が
り
を
持
つ
人
物
に
、
第
五
六
議
会
（
一
九
二
八
年
差
一
月
二
四
日
～

一一

續
N
三
月
二
五
日
）
に
お
い
て
事
件
の
暴
露
を
し
な
い
よ
う
に
と
働
き
か

け
た
の
で
、
事
件
の
真
相
は
議
会
で
明
る
み
に
出
な
か
っ
た
（
拙
著
、
一
〇

八
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
陸
軍
が
陸
相
を
出
さ
ず
、
政
治

が
混
乱
し
そ
う
に
な
っ
て
も
、
政
友
会
は
当
然
の
こ
と
、
民
政
党
も
護
憲
運

動
に
動
く
気
配
は
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
田
中
首
相
を
問
貨
し
て
辞
任
さ
せ
た
だ
け
な
ら
、
浜
ロ
雄

幸
・
民
政
党
内
閣
が
成
立
す
る
が
、
昭
和
天
皇
が
陸
軍
ま
で
敵
に
回
し
て
し

ま
っ
て
は
、
次
の
内
閣
は
で
き
ず
、
昭
和
天
皇
と
牧
野
内
大
臣
は
窮
地
に
陥

る
の
で
あ
る
。

　
牧
野
は
外
相
ま
で
務
め
た
首
相
ク
ラ
ス
の
政
治
家
で
あ
り
、
こ
の
程
度
の

流
れ
は
読
め
た
は
ず
で
、
万
一
昭
和
天
皇
が
そ
れ
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
助

醸
し
た
は
ず
で
あ
る
。
咽
牧
野
露
顕
日
記
』
に
そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
未
熟
な
昭
和
天
皇
で
す
ら
、
陸
軍
に
直
接
手
を
つ
け
る
危

険
性
に
気
づ
い
て
い
て
、
そ
れ
は
二
人
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
お
り
、
田
申

首
相
を
問
責
す
る
か
否
か
の
み
が
焦
点
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
拙
著
で
述
べ
た
よ
う
に
、
元
老
西
園
寺
公
望
は
、
最
終
段
階
で
田
中
首
相

へ
の
問
責
に
反
対
し
た
。
ま
た
、
田
中
首
相
が
辞
任
し
て
内
閣
が
倒
れ
る
と
、

政
友
会
や
陸
軍
・
国
粋
主
義
者
・
保
守
主
義
者
を
中
心
に
、
海
軍
強
硬
派
の

将
校
を
含
め
、
昭
和
天
皇
と
天
皇
を
支
え
る
牧
野
ら
へ
の
強
い
不
信
が
生
じ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
田
中
首
相
か
ら
再
度
の
説
明
を
聞
く
こ
と
を
拒
否
す
る

と
い
う
形
で
、
首
相
を
辞
任
に
追
い
込
む
行
動
で
す
ら
、
若
く
て
威
信
に
欠

け
権
力
基
盤
を
有
し
て
い
な
い
天
皇
に
と
っ
て
は
、
強
す
ぎ
た
の
で
あ
っ
た
。

拙
著
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
件
の
処
分
を
発
表
し
て
二
、
三
カ
月
後
に
田
中

内
閣
が
辞
職
す
る
と
い
う
程
度
で
妥
協
が
で
き
れ
ば
、
政
友
会
・
陸
軍
や
国

粋
主
義
者
の
天
皇
不
信
は
緩
和
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に

解
釈
す
る
の
が
、
ご
く
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊

＊

＊

　
と
こ
ろ
で
、
河
西
氏
の
直
接
の
研
究
対
象
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
天

皇
制
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
推
定
し
、
氏
が
、
昭
和
天
皇
が
天
皇
と
し
て
「
魔

力
」
の
よ
う
な
権
力
を
持
っ
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
た
二
つ
匿
の
理
由
は
、
戦

後
の
象
徴
天
皇
制
に
お
い
て
す
ら
、
首
相
が
昭
和
天
皇
に
政
務
の
内
奏
を
行

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
過
大
に
捉
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
象
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徴
天
皇
制
に
お
い
て
、
天
皇
の
発
雷
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
政
治
家
は
い
る

が
、
昭
和
天
皇
が
政
治
に
直
接
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
例
は
実
証
さ
れ
て

い
な
い
。

　
類
似
し
た
こ
と
は
明
治
維
新
直
後
の
明
治
天
皇
に
も
み
ら
れ
る
。
慶
応
四

（一

ｪ
六
八
）
年
四
月
九
日
に
大
久
保
利
通
は
、
大
坂
行
幸
中
の
明
治
天
皇

（
当
時
一
五
歳
）
に
拝
謁
し
た
。
こ
れ
は
、
藩
士
が
拝
謁
し
た
最
初
の
例
で

あ
り
、
大
久
保
は
身
に
余
る
幸
せ
と
感
激
し
た
。
続
い
て
四
月
一
七
日
に
木

戸
孝
允
も
拝
謁
し
、
数
百
年
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
感
動
し
、
こ
の
手

配
を
し
た
岩
倉
具
視
と
三
条
実
美
に
感
謝
し
た
。

　
明
治
天
皇
は
一
五
歳
で
あ
る
が
、
大
久
保
や
木
戸
か
ら
特
別
の
敬
意
を
払

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
明
治
天
皇
が
政
治
権
力
を
持
つ
こ
と
と
は

別
問
題
で
あ
る
。
維
新
後
に
、
明
治
天
皇
は
「
万
機
親
裁
」
（
す
べ
て
を
自

ら
決
断
す
る
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
た
が
、
三
塁
歳
の
一
八
八
五
年
夏

に
な
っ
て
も
十
分
な
政
治
権
力
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
誤
解

と
不
満
か
ら
政
務
放
棄
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を
行
い
、
参
議
中
の
最
高
実
力
者

で
あ
る
伊
藤
博
文
を
悩
ま
せ
た
。
明
治
天
皇
が
伊
藤
ら
藩
閥
有
力
者
に
信
頼

さ
れ
、
政
治
関
与
を
抑
制
す
る
調
停
君
主
と
し
て
政
治
権
力
を
本
格
的
に
持

つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
頃
、
年
齢
で
い
え
ば
三
五
、

六
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
伊
藤
ら
の
理
想
と
す
る
憲
法
理

論
で
あ
る
君
主
機
関
説
を
天
皇
が
理
下
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
（
拙
著
『
明
治

天
皇
撫
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
九
月
、
六
二
、
二
五
〇
～
二
七
三

頁
）
。

　
す
な
わ
ち
、
天
皇
は
「
貴
種
」
の
最
高
形
態
と
し
て
敬
意
を
払
わ
れ
尊
重

さ
れ
る
が
、
彼
が
政
治
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
た
め
に
は
、
自
ら
が
こ
の

権
力
行
使
に
関
し
、
臣
下
か
ら
信
頼
さ
れ
る
存
在
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な

い
の
で
あ
っ
た
。

＊

＊

＊

　
河
西
氏
は
書
評
の
最
後
で
、
私
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
「
先
行
研

究
」
（
安
田
・
増
田
：
水
井
各
氏
の
著
作
）
と
私
の
見
解
に
は
隔
た
り
も
多

く
、
コ
朝
一
夕
に
は
埋
め
ら
れ
な
い
差
異
も
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
共
通
点
も
あ
る
。
各
氏
と
も
近
代
天
皇
制
を
絶
対
主
義
と
し
て
固
定
的

に
杷
握
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
各
政
治
過
程
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー

の
醤
動
を
丁
寧
に
分
析
し
、
そ
う
し
た
個
々
の
把
握
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て

近
代
天
皇
制
の
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
」
、
「
我
々
は
、
伊
藤
氏

を
は
じ
め
と
す
る
各
氏
が
一
つ
一
つ
の
事
象
か
ら
理
論
立
て
て
い
っ
た
姿
勢

を
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
、
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。

　
河
西
氏
が
拙
著
を
評
価
し
て
下
さ
っ
た
の
は
有
難
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本

書
と
「
先
行
研
究
」
の
本
質
的
な
違
い
を
も
う
少
し
明
確
に
打
ち
出
し
て
、

そ
の
上
で
河
西
氏
の
評
価
を
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
そ
れ
が
十
分
に
展

開
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
天
皇
が
門
魔
力
」

の
よ
う
な
政
治
権
力
を
持
っ
て
い
る
と
の
「
先
行
研
究
」
の
主
張
に
、
河
西

氏
も
共
鳴
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
昭
和
戦
前
期
に
庶
民
と
し
て
天

皇
制
を
体
験
し
た
人
々
の
「
実
感
」
と
し
て
は
正
し
い
。

　
し
か
し
、
歴
史
学
と
し
て
真
実
を
再
構
成
し
よ
う
と
研
究
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
前
提
が
実
証
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
、
ま
ず
疑
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た

書
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
実
態
解
明
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
当

局
者
の
日
記
・
書
状
・
書
類
な
ど
の
一
次
史
料
を
、
公
刊
・
未
公
刊
を
問
わ

ず
、
で
き
る
限
り
多
く
読
み
、
史
料
批
判
を
踏
ま
え
た
厳
密
な
分
析
を
す
る
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こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
河
西
氏
が
署
及
し
た
「
先
行
研
究
」
は
、
い
ず
れ
も
一
〇
年
以

内
に
刊
行
さ
れ
、
現
在
と
史
料
利
用
の
条
件
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
関
し
き
わ
め
て
不
十
分
と
思
わ
れ
る
。
三
年
前

に
刊
行
さ
れ
た
永
井
氏
の
研
究
は
、
「
青
年
君
主
昭
和
天
皇
」
を
表
題
の
中

に
掲
げ
、
叙
述
の
重
な
り
が
多
い
と
は
い
え
五
〇
〇
頁
以
上
の
大
部
な
も
の

で
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
昭
和
天
皇
の
践
酢
か
ら
犬
養
内
閣
の
崩
壊
ま
で

く
ら
い
は
、
当
然
分
析
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か

も
、
「
あ
と
が
き
」
に
『
牧
野
伸
顕
日
記
』
と
「
倉
冨
勇
三
郎
日
記
」
を
用

い
た
と
特
記
し
て
お
ら
れ
る
（
五
一
一
頁
）
。
ま
た
、
昭
和
天
皇
の
践
酢
か

ら
犬
養
内
閣
の
崩
壊
ま
で
六
五
ヵ
月
ほ
ど
あ
り
、
倉
畜
は
そ
の
間
も
膨
大
な

日
記
を
書
き
続
け
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
井
氏
は
未
公
刊
の

「
倉
富
勇
三
郎
心
遣
」
は
、
田
中
内
閣
期
に
限
っ
て
、
し
か
も
わ
ず
か
数
カ

月
ほ
ど
し
か
使
用
し
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
浜
口
・
第
二
次
若

槻
礼
次
郎
・
犬
養
の
三
内
閣
期
は
、
天
皇
の
君
主
権
の
行
使
に
関
し
田
中
内

閣
と
同
様
に
重
要
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
分
析
対
象
と
さ
れ
な
い
こ
と
も
問

題
で
あ
る
。

　
一
九
九
九
年
号
刊
行
さ
れ
た
増
田
知
子
『
天
皇
制
と
国
家
聴
（
青
木
書

店
）
も
、
浜
口
内
閣
期
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
批
准
問
題
や
犬
養
内
閣

期
の
政
治
問
題
な
ど
に
限
っ
て
、
「
倉
富
勇
三
郎
日
記
」
を
使
用
さ
れ
て
い

る
程
度
で
あ
る
。
安
田
氏
に
い
た
っ
て
は
、
　
九
九
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
著

作
で
、
未
公
刊
史
料
を
ほ
と
ん
ど
使
用
せ
ず
、
そ
の
後
も
自
ら
の
主
張
で
あ

る
君
主
権
の
強
い
天
皇
像
を
主
張
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
門
先
行
研
究
」
が
右
の
よ
う
な
史
料
使
用
の
状
況
に
あ
る
の
は
、
そ
の
研

究
を
行
っ
た
方
々
の
実
証
へ
の
誠
意
や
史
料
読
解
能
力
の
問
題
以
上
に
、
近

代
天
皇
が
「
魔
力
」
の
よ
う
な
政
治
権
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
思
い
込
み

の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
先
行
研
究
」
は
、
史
料
へ
の

誠
実
な
分
析
か
ら
構
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
一
部
の
史
料
の
み
を
読
み
、

思
い
込
み
に
合
わ
せ
て
、
史
料
を
当
て
は
め
た
傾
向
が
強
い
と
い
え
よ
う
。

　
門
先
行
研
究
」
の
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
拙
著
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ

う
に
、
昭
和
天
皇
の
動
向
を
、
明
治
天
皇
以
来
の
近
代
君
主
制
の
枠
の
中
で

考
察
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
治
天
皇
以
来
の
近
代
君
主

制
の
枠
を
自
ら
公
刊
・
未
公
刊
の
～
次
史
料
を
読
み
、
そ
れ
ま
で
の
一
次
史

料
を
使
っ
た
研
究
の
成
果
と
合
わ
せ
て
考
察
す
る
作
業
は
大
変
で
あ
る
が
、

そ
の
姿
勢
な
く
し
て
昭
和
天
皇
の
真
実
は
見
え
て
こ
な
い
。

　
最
新
の
研
究
を
～
例
の
み
挙
げ
る
。
永
井
氏
は
、
西
爾
戦
争
後
に
天
皇
親

裁
と
い
う
建
前
を
公
文
書
上
で
保
障
す
る
書
式
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、

「
一
八
七
九
年
は
明
治
天
皇
が
名
実
共
に
大
元
帥
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
」

と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
永
井
和
門
朕
は
汝
等
軍
人
の
大
元
帥
な
る
ぞ
」
佐
々

木
由
仁
『
明
治
維
新
期
の
政
治
文
化
騙
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
。
永

井
氏
は
明
治
天
皇
（
近
代
天
皇
）
の
権
力
形
成
の
解
明
を
目
指
し
て
、
こ
こ

数
年
精
力
的
に
国
立
公
文
書
館
等
の
公
文
書
の
様
式
研
究
を
進
め
て
お
ら
れ

る
。
し
か
し
永
井
氏
は
、
明
治
天
皇
の
権
力
行
使
を
示
す
当
局
者
の
日
記
・

書
状
・
書
類
な
ど
の
～
次
史
料
や
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
『
明
治
天
皇
紀
』
も

あ
ま
り
読
ん
で
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
「
明
治
天
皇
が
名
実
共
に
大
元
帥
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
一

八
七
九
年
以
降
も
、
明
治
一
四
年
（
｝
八
八
一
年
）
政
変
の
過
程
で
、
明
治

天
皇
は
情
報
す
ら
十
分
に
与
え
ら
れ
ず
、
最
終
段
階
で
大
隈
重
信
追
放
の
動

き
を
了
承
し
た
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
う
し
た
状
況
に
不
満
で
、
一
八

八
五
年
夏
に
は
政
務
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
ま
で
し
て
、
実
力
者
の
伊
藤
を
困
ら
せ
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た
こ
と
等
が
生
じ
て
い
る
事
を
、
永
井
氏
は
考
慮
に
い
れ
て
お
ら
れ
な
い

（
前
掲
、
拙
著
『
明
治
天
皇
臨
二
～
六
～
二
五
五
頁
）
。

　
た
と
え
ば
、
同
じ
制
度
の
下
の
首
相
と
い
っ
て
も
、
実
力
の
あ
る
者
や
そ

う
で
な
い
者
が
出
る
よ
う
に
、
近
代
天
皇
の
実
権
を
確
認
す
る
に
は
、
安
易

に
文
書
様
式
に
よ
る
の
で
な
く
、
権
力
行
使
を
確
認
す
る
た
め
、
当
局
者
の

一
次
史
料
を
検
討
し
、
一
つ
…
つ
の
事
件
の
過
程
や
結
果
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
明
治
天
皇
で
す
ら
名
実
共
に
天
皇
に
な
る
に
は
、
自
ら
学
習

し
、
円
熟
し
臣
下
か
ら
信
頼
さ
れ
、
臣
下
と
の
人
間
関
係
を
構
築
す
る
と
い

う
過
程
が
必
要
で
あ
っ
た
。
明
治
天
皇
が
よ
う
や
く
そ
れ
を
達
成
で
き
た
の

は
、
三
五
、
六
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
権
の
あ
る
君

主
に
な
る
こ
と
は
大
変
な
の
で
あ
る
（
前
掲
、
拙
著
『
明
治
天
皇
』
二
六
一

一
二
七
三
頁
）
。
そ
う
し
た
明
治
天
皇
の
権
力
の
実
態
へ
の
認
識
を
十
分
に

持
っ
て
お
ら
れ
な
い
永
井
氏
等
は
、
張
作
森
爆
殺
事
件
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
、

践
難
し
て
三
年
半
の
未
熟
な
昭
和
天
皇
で
あ
っ
て
も
、
も
っ
と
強
い
政
治
関

与
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
、
現
実
離
れ
し
た
解
釈
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

　
河
西
氏
の
提
示
さ
れ
た
第
三
の
疑
問
に
話
を
移
そ
う
。
そ
れ
は
、
ω
門
国

体
」
問
題
を
盛
ん
に
持
ち
出
す
よ
う
に
な
る
風
潮
と
、
立
憲
君
主
制
の
崩
壊

が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
る
か
、
②
「
国
体
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
隆
盛

す
る
と
き
、
天
皇
ほ
か
皇
族
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
い
か
な
る
も
の
に
変
容
し

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
松
尾
尊
書
氏
が
提
起
し
た
ω
の
「
国
体
」
問

題
は
、
政
党
政
治
の
理
論
的
背
景
を
弱
め
た
り
、
国
民
を
国
策
に
動
員
す
る

強
制
的
な
規
範
を
強
め
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
、
立
憲
君
主
鋪
の
土
台
を

弱
め
た
。
田
中
内
閣
の
閣
僚
が
、
張
作
霧
爆
殺
事
件
の
真
相
を
明
ら
か
に
し

な
い
こ
と
で
一
致
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
国
民
の
政
党
政
治
（
あ
る
い
は
そ
の
箭
段
階
と
し
て
の
政
党
勢

力
の
政
治
参
加
の
拡
大
）
へ
の
期
待
を
天
皇
が
最
終
的
に
理
解
し
、
承
認
し

て
い
く
こ
と
で
立
憲
鱈
主
制
の
形
成
や
展
開
が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
拙
著
の

観
点
に
立
つ
と
、
「
国
体
」
の
問
題
は
立
態
君
主
制
崩
壊
の
直
接
の
要
因
で

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
天
皇
の
動
向
か
ら
見
た
直
接
の
原
因
は
、
牧
野
内

大
臣
ら
の
助
轡
が
不
適
切
で
、
昭
和
天
皇
が
張
作
森
爆
殺
事
件
・
ロ
ン
ド
ン

海
軍
軍
縮
条
約
問
題
・
満
州
事
変
勃
発
直
後
の
朝
鮮
軍
の
独
断
越
境
問
題
な

ど
で
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
一
貫
し
た
対
応
を
取
れ
ず
、
そ
の
処
理
に
失
敗
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
軍
部
に
威
信
を
確
立
し
統
制
を
確
保
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
拙
著
H
部
で
も
実
証
し
た
よ
う
に
、
「
国
体
」

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
出
現
で
天
皇
・
皇
族
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
ぐ
に
変
わ
っ

た
の
で
は
な
い
。
門
国
体
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
問

題
以
降
に
強
ま
り
、
満
州
事
変
と
い
う
準
戦
時
体
制
下
で
、
天
皇
に
は
「
神

秘
」
的
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
国
民
動
員
に
は

機
能
す
る
が
、
昭
和
天
皇
の
軍
部
へ
の
政
治
権
力
を
強
め
る
の
に
役
立
た
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
河
西
氏
は
第
四
に
、
～
九
二
一
年
の
裕
仁
皇
太
子
外
遊
が
立
憲
君
主

制
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
拙
著
で
も
っ
と
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
私
は
拙
著
で
、
裕
仁
の
渡
欧
が
彼
の
視
野
を
広
め
た
こ
と

や
、
渡
欧
中
の
開
放
的
行
動
が
皇
族
の
「
平
民
偏
黒
影
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の

直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
私
は
、
戦
後
に
昭
和

天
皇
が
、
イ
ギ
リ
ス
訪
問
時
に
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
か
ら
「
立
憲
政
治
の
在
り
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方
」
に
つ
い
て
学
ん
だ
等
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
戦
前
に
お
け
る
自
ら
の

「
立
憲
君
主
」
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
る
た
め
の
、
戦
後
に
お
け
る
言
説
に
す
ぎ

な
い
と
考
え
る
。
英
語
も
で
き
な
い
初
対
面
の
日
本
の
皇
太
子
に
、
ジ
ョ
ー

ジ
芝
繋
が
立
ち
入
っ
た
政
治
の
話
を
す
る
と
は
思
え
な
い
。
な
お
、
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
女
王
・
エ
ド
ワ
ー
ド
上
世
・
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
君
主

は
政
治
関
与
を
行
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
ジ
ョ
ー
ジ
五
方
は
、
自
ら
の
好
み

を
抑
制
し
、
調
停
的
に
政
治
に
関
わ
る
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
の
政
党
政
治
を
発

達
さ
せ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
今
日
で
は
歴
史
学
の
常
識
に
な
っ
て
い

る
が
、
当
時
に
お
い
て
は
、
一
部
の
当
局
者
を
除
い
て
国
王
の
政
治
関
与
に

つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
新
聞
を
読
む
の
が
好
き
だ
っ
た
裕
仁
は
、
日
本
に
い
る
間
か

ら
新
聞
を
通
し
て
関
心
を
抱
い
て
い
た
西
欧
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
イ
ギ
リ
ス

の
立
憲
君
主
制
を
、
渡
欧
し
て
み
て
肌
で
感
じ
た
。
そ
れ
を
帰
国
後
に
新
聞

等
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
し
、
そ
れ
な
り
に
表
面
上
は
理
解
し
て
い
っ
た

と
い
う
の
が
実
態
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
本
稿
で
は
、
河
西
氏
が
「
先
行
研
究
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
諸

氏
の
研
究
に
つ
い
て
、
拙
著
で
蓋
口
及
し
た
以
上
に
か
な
り
厳
し
く
論
じ
た
。

そ
れ
は
河
西
氏
の
よ
う
な
近
代
天
皇
制
研
究
に
行
き
が
か
り
が
な
く
真
面
目

な
研
究
者
が
拙
著
を
読
ん
で
も
、
近
代
天
皇
に
は
特
殊
な
「
魔
力
」
の
よ
う

な
権
力
が
あ
っ
て
、
た
と
え
若
い
天
皇
で
も
、
強
く
出
れ
ば
軍
部
を
押
さ
え

ら
れ
る
と
の
誤
解
を
し
続
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
驚
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
私
の
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
河
西
氏
が
書
評
の
労
を
取
っ
て

下
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
研
究
に
参
入
す
る
人
々
が
、

よ
り
生
産
的
な
研
究
を
行
う
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

評論文
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