
か
つ
て
吉
野
作
造
は
、「
明
治
新
政
府
」
が
世
間
一
般
か
ら
の
強
烈
な
反
感
に

さ
ら
さ
れ
て
い
た
明
治
初
年
の
状
況
と
、「
凡
て
の
人
が
皇
室
を
見
つ
め
て
日
本

国
民
と
し
て
の
共
通
の
感
情
を
有
つ
様
に
な
る
」
明
治
二
〇
年
代
の
温
度
差
を
、

率
直
に
指
摘
し
た
（
１
）
。
本
書
を
読
了
す
る
と
、
国
家
形
成
に
不
可
欠
だ
っ
た
は
ず
の

マ
ク
ロ
な
次
元
で
の
意
識
の
変
化
が
、
政
治
と
社
会
の
い
か
な
る
相
互
交
渉
を
経

て
生
じ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
大
局
を
見
据
え
た
通
史
が
、
意
外
に
少
な
い
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。

近
代
日
本
に
立
憲
制
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
回

答
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
或
い
は
「
国
民
」
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
社
会
の
自
律

領
域
を
狭
め
て
い
く
明
治
政
府
像
を
強
調
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
（
こ
の
よ
う

な
成
果
は
本
書
に
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
）。
だ
が
維
新
政
権
が
二
〇
年
を
か
け
、

「
勤
王
の
餌
を
以
て
し
て
も
容
易
に
薩
長
に
頭
を
低
げ
な
か
つ
た
連
中
」（
吉
野
作

造
）
を
含
む
人
々
へ
向
け
た
同
時
代
的
な
正
統
性
を
獲
得
し
て
い
く
、
必
ず
し
も

平
坦
で
な
い
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
に
は
、
政
局
の
分
析
や
国
民
国
家
論
の
援
用

に
と
ど
ま
ら
な
い
、
広
義
の
社
会
史
的
視
座
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

本
書
の
著
者
で
あ
る
鈴
木
淳
氏
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
し
て
の

「
維
新
」
が
、
体
制
変
革
の
象
徴
の
み
な
ら
ず
、
社
会
変
革
の
象
徴
で
あ
っ
た
と

い
う
視
角
か
ら
、
こ
の
二
〇
年
に
一
貫
し
た
説
明
を
与
え
よ
う
と
し
た
。「
維

新
」
は
全
社
会
的
な
対
応
を
促
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
維
新
の
構
想
」
を
抱
い
た
多

様
な
「
担
い
手
」
を
生
み
出
し
て
い
く
。
こ
の
担
い
手
た
ち
が
最
終
的
な
合
意
に

達
し
た
場
が
明
治
二
二
年
の
憲
法
発
布
式
で
あ
り
、
五
箇
条
の
御
誓
文
か
ら
そ
の

フ
ィ
ナ
ー
レ
に
い
た
る
群
像
劇
を
、
政
治
と
関
連
す
る
諸
領
域
の
動
向
を
多
分
に

踏
ま
え
つ
つ
、
総
合
的
に
描
き
き
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

叙
述
の
上
で
特
徴
的
な
の
は
、
海
運
や
道
路
の
整
備
、
金
融
機
関
の
拡
充
、
郵

便
制
度
の
定
着
、
と
い
っ
た
経
済
活
動
領
域
の
拡
大
が
政
局
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク

ト
を
強
調
す
る
点
だ
ろ
う
。
大
久
保
利
通
の
い
う
「
維
新
の
盛
意
」
が
正
し
く
貫

徹
さ
れ
る
に
は
、「
経
済
上
の
維
新
」（
一
二
〇
頁
）
や
「
社
会
、
産
業
の
維
新
」

（
一
九
八
頁
）、「
交
通
の
維
新
」（
二
四
九
頁
地
図
解
説
）
を
経
る
必
要
が
あ
っ
た

こ
と
を
、
著
者
は
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
著
者
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、「
海
か

ら
は
じ
ま
る
明
治
」
の
胎
動
が
、
憲
法
制
定
の
物
語
と
交
錯
す
る
地
平
に
こ
そ
、

【
書
評
】
鈴
木
淳
『
日
本
の
歴
史
二
〇

維
新
の
構
想
と
展
開
』

前

田

亮

介

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
三
号

二
〇
〇
九
年
三
月
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「
維
新
の
構
想
と
展
開
」
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
場
面
で
、
は
じ
め
て

海
を
見
る
天
皇
に
木
戸
孝
允
が
抱
い
た
感
慨
は
、
そ
の
意
味
で
も
本
書
全
体
の
通

奏
低
音
を
な
す
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

目
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

第
一
章

明
治
の
「
藩
」

第
二
章

戸
長
た
ち
の
維
新

第
三
章

士
族
の
役
割

第
四
章

官
と
民
の
出
会
い

第
五
章

内
治
を
整
え
民
産
を
殖
す

第
六
章

憲
法
発
布

第
一
章
は
、
明
治
維
新
の
精
神
的
出
発
点
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
五
箇
条
の
御

誓
文
」
が
、
倒
幕
へ
の
幅
広
い
合
意
を
調
達
す
る
必
要
上
具
体
性
を
欠
い
て
お
り
、

そ
の
大
枠
を
共
有
し
た
様
々
な
試
行
錯
誤
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め

て
維
新
が
浸
透
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
展
望
を
示
す
。
最
初
の
試
金
石
は
、
公
卿

と
藩
主
に
よ
る
連
合
政
権
の
結
集
核
と
な
っ
た
公
議
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

政
治
参
加
の
一
定
の
拡
大
を
目
指
し
た
公
議
所
の
挫
折
や
、
成
果
を
挙
げ
つ
つ
も

狭
ま
る
選
択
肢
の
な
か
で
自
己
撞
着
を
来
た
し
た
藩
政
改
革
の
限
界
は
、
既
成
の

「
藩
」
を
単
位
と
し
た
維
新
の
可
能
性
を
見
失
わ
せ
て
い
く
。

第
二
・
三
章
は
、
役
割
が
過
小
評
価
さ
れ
が
ち
な
戸
長
と
士
族
に
注
目
す
る
こ

と
で
、
官
民
が
未
分
化
な
時
代
の
社
会
変
革
を
前
衛
で
支
え
た
「
維
新
の
担
い

手
」
の
姿
を
映
し
出
す
。
戸
長
は
地
域
に
お
け
る
維
新
の
担
い
手
で
あ
り
、
新
国

家
の
像
を
提
示
す
る
県
と
受
容
す
る
民
衆
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
弁
者
と
し
て
、
利
害

調
整
や
情
報
収
集
に
邁
進
し
た
。
こ
の
戸
長
経
験
は
、
府
県
会
や
帝
国
議
会
へ
の

進
出
に
向
け
た
政
治
資
源
や
、
各
種
の
起
業
を
通
じ
た
経
済
資
源
を
蓄
積
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。

ま
た
「
征
韓
」
の
夢
に
殉
じ
た
者
だ
け
が
士
族
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
制
度

化
さ
れ
な
い
公
議
の
場
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
の
叢
生
は
、
彼
ら
に
民
権
の
担
い
手
と

し
て
の
意
識
を
煥
発
し
、
当
初
軍
事
力
の
担
い
手
で
も
あ
っ
た
巡
査
は
、
徴
兵
制

軍
隊
と
の
不
整
合
か
ら
社
会
教
化
の
担
い
手
に
収
斂
さ
れ
、
秩
禄
処
分
を
契
機
と

し
た
国
立
銀
行
の
増
設
は
、
士
族
が
近
代
的
会
社
経
営
を
先
導
す
る
経
路
を
切
り

開
い
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
士
族
対
策
に
よ
っ
て
近
代
的
な
金
融
制
度
の
枠
組
み

が
定
着
し
、
時
代
は
維
新
の
第
二
段
階
に
移
っ
て
い
く
。

明
治
一
一
年
の
地
方
三
新
法
は
、「
官
」
と
「
民
」
の
当
面
の
役
割
分
担
を
定

め
た
。
第
四
・
五
章
の
主
題
と
な
る
の
は
、
政
治
・
経
済
・
社
会
に
広
く
ま
た
が

る
両
者
の
、
時
に
「
激
烈
な
」
遭
遇
で
あ
る
。
新
た
に
誕
生
し
た
府
県
会
が
専
門

官
僚
の
政
策
決
定
に
掣
肘
を
加
え
た
よ
う
に
、
自
ら
も
維
新
を
担
っ
た
自
覚
を
持

つ
人
々
の
、
一
定
の
合
意
が
な
い
限
り
、「
維
新
の
貫
徹
」
は
困
難
で
あ
っ
た
。

西
南
戦
争
の
最
中
に
存
続
の
危
機
に
直
面
し
た
徴
兵
制
が
、「
民
」
へ
の
配
慮
を

制
度
に
組
み
込
む
こ
と
で
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
そ
の
好
例
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
官
と
民
の
新
た
な
関
係
性
は
、
経
済
面
か
ら
特
に
看
取
で
き
る
。
民

そ
と
が
こ
い

の
側
で
は
「
外
囲
」（
阪
谷
芳
郎
）
を
前
提
と
し
た
、
自
己
責
任
に
基
づ
く
経
済

活
動
の
観
念
が
普
及
し
、
自
由
な
投
資
活
動
の
広
ま
り
と
新
技
術
の
活
用
を
背
景

と
し
た
企
業
勃
興
を
も
た
ら
す
。
官
の
側
も
こ
れ
に
応
じ
て
特
定
企
業
へ
の
保
護

を
避
け
、
公
平
で
安
定
し
た
競
争
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
経
済
秩
序
を
追
求
す
る

よ
う
に
な
る
。
両
者
は
中
央
集
権
的
な
近
代
化
へ
の
意
志
を
共
有
し
つ
つ
、
各
自

議
会
開
設
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
く
。

第
六
章
は
結
末
に
ふ
さ
わ
し
く
、
維
新
の
構
想
と
展
開
の
集
大
成
と
し
て
憲
法
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発
布
を
取
り
上
げ
る
。
御
誓
文
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
正
嫡
の
座
を
占
め
た
憲
法
は
、

「
大
赦
の
論
理
」
に
よ
っ
て
過
去
の
反
乱
士
族
や
民
権
派
も
そ
の
伝
統
の
担
い
手

と
し
て
回
収
し
た
。
し
か
し
広
範
な
支
持
を
得
た
か
に
見
え
た
新
体
制
は
、
合
意

形
成
と
い
う
点
で
新
た
な
問
題
も
孕
ん
で
い
た
。
第
一
に
、
皇
室
を
機
軸
に
し
た

政
権
の
正
統
化
は
、
政
府
攻
撃
の
刃
と
し
て
逆
流
す
る
余
地
を
常
に
残
し
た
。
第

二
に
、「
書
物
奴
隷
」
主
導
の
維
新
に
対
す
る
原
理
的
な
異
議
申
し
立
て
に
対
し
、

憲
法
は
十
分
な
存
在
理
由
を
主
張
で
き
な
か
っ
た
。

か
く
し
て
本
書
は
、「
憲
法
が
こ
の
時
点
ま
で
の
維
新
の
担
い
手
た
ち
の
合

意
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
社
会
全
体
を
と
ら
え
切
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
」
と
い
う
、
印
象
的
な
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

以
上
が
概
要
で
あ
る
。
著
者
は
維
新
を
「
武
士
の
特
権
的
な
地
位
を
改
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
全
国
的
な
新
制
度
や
新
時
代
の
軍
事
力
を
作
り
、
新
た
な
政
治
や
経
済

活
動
の
枠
組
み
を
作
り
上
げ
て
い
く
過
程
」
と
弾
力
的
に
定
義
し
（
一
六
―
七

頁
）、
広
範
な
層
の
国
家
構
想
を
立
体
的
に
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
明

治
政
府
が
各
層
の
合
意
を
調
達
し
、
憲
法
発
布
に
よ
っ
て
「
御
誓
文
の
精
神
」
を

正
し
く
発
展
・
反
映
さ
せ
た
の
だ
と
広
く
認
識
さ
れ
る
過
程
は
、
読
者
に
よ
っ
て

は
、
国
家
の
自
己
認
識
を
示
す
「
国
史
」
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
た
も
の
と
映
る
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
本
書
の
狙
い
は
あ
え
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
制
度
発
達
史
を
中

軸
に
据
え
る
こ
と
で
、
同
時
代
の
眼
に
映
じ
た
政
府
像
を
洗
い
出
す
こ
と
に
あ
る
。

下
か
ら
の
自
生
的
発
展
よ
り
も
上
か
ら
の
変
革
の
重
み
を
重
視
す
る
著
者
が
、
こ

れ
ま
で
使
い
古
さ
れ
た
史
料
で
あ
ろ
う
「
学
制
」
や
「
軍
人
勅
諭
」
な
ど
の
条
文

を
、
改
め
て
丹
念
に
読
み
込
ん
で
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
に
起
因
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
三
島
通
庸
や
戸
長
な
ど
い
く
つ
か
の
副
旋
律
を
設
定
し
、
長
い
ス
パ
ン

で
定
点
観
測
し
た
こ
と
も
、
叙
述
と
し
て
の
整
合
性
を
高
め
た
と
い
え
よ
う
。
た

と
え
ば
、
明
治
二
年
藩
政
改
革
を
担
う
都
城
地
頭
と
し
て
登
場
し
た
三
〇
代
半
ば

の
三
島
は
（
六
六
―
七
頁
）、
第
四
章
で
は
県
令
と
し
て
福
島
事
件
を
引
き
起
こ

し
た
も
の
の
、
第
五
章
で
は
内
務
省
土
木
局
長
と
し
て
、
法
案
通
過
の
た
め
県
会

の
誘
導
工
作
を
試
み
て
い
る
（
二
八
三
頁
）。
議
会
制
の
到
来
を
危
惧
し
つ
つ
斃

れ
た
三
島
の
軌
跡
に
、
読
者
は
官
と
民
の
関
係
の
象
徴
的
な
変
遷
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
周
到
さ
は
、
や
や
も
す
れ
ば
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
集
積
に
陥
り
、
主
題
が
拡
散
し
が
ち
な
構
成
を
と
る
本
書
に
、
引
き
締

ま
っ
た
統
一
感
を
与
え
て
い
る
。

以
上
の
評
価
を
踏
ま
え
た
上
で
、
二
点
、
論
点
を
提
起
し
た
い
。
一
点
目
は
、

新
技
術
と
藩
閥
の
関
わ
り
で
あ
る
。
本
書
を
通
読
し
て
最
も
感
慨
深
か
っ
た
の
は
、

維
新
の
担
い
手
た
ち
の
、
時
に
抜
き
難
い
翳
を
帯
び
た
魅
力
的
な
相
貌
で
あ
っ
た
。

松
田
道
之
の
死
を
琉
球
藩
主
尚
泰
が
見
送
る
場
面
（
二
七
三
頁
）
も
忘
れ
が
た
い

が
、
と
り
わ
け
三
島
通
庸
を
筆
頭
と
す
る
薩
摩
藩
の
出
身
者
が
、
新
技
術
に
対
す

る
「
独
自
の
感
性
」（
黒
田
清
隆
へ
の
評
価
、
一
二
四
頁
）
を
磨
い
て
い
た
点
に
、

著
者
は
特
別
な
思
い
入
れ
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
を
挙
げ
よ
う
。
樺
山
資
紀
が
「
開
化
」
の
象
徴
で
あ
る
鉄
道
に
感
心
し
た
一

事
を
も
っ
て
、「
守
旧
」
の
側
に
と
ど
ま
っ
た
不
平
士
族
と
の
決
定
的
な
違
い
を

見
出
し
て
い
る
点
（
二
三
七
―
八
頁
）。
ま
た
東
京
府
会
が
導
入
を
図
っ
た
蒸
気

ポ
ン
プ
も
、「
樺
山
総
監
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
…
積
極
的
に
応
じ
た
の
で
は
な

い
か
」（
二
七
七
頁
）。
山
形
の
官
庁
街
な
ど
「
目
に
見
え
る
開
化
を
好
む
」
三
島

は
よ
り
露
骨
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
技
術
に
敏
感
で
あ
っ
た
薩
派
は
、
議
会
制
を
迎
え
る
中

で
失
速
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
地
方
長
官
が
「
従
来
の
地
方
の
支

配
者
か
ら
、
批
判
可
能
な
一
官
吏
へ
と
変
わ
っ
て
い
」
く
と
き
（
三
一
六
頁
）、
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「
意
識
改
革
」（
同
上
）
が
最
も
遅
れ
た
の
が
薩
摩
出
身
の
古
参
地
方
官
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
第
二
回
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
干
渉
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
本
書
の

中
で
は
こ
う
し
た
人
々
の
位
置
づ
け
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
民
権
派
と
も

呼
応
す
る
「
独
自
の
感
性
」
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
対
応
能
力
が
、
背
反
す
る
方

向
に
向
か
っ
た
理
由
を
、
い
ま
一
歩
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
。
坂
野
潤

治
氏
が
「
上
か
ら
の
工
業
化
派
」
と
し
て
構
造
化
し
た
、
薩
摩
系
の
「
開
発
独

裁
」
路
線
（
２
）
と
は
別
の
モ
デ
ル
を
提
示
で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
著
者
は

よ
り
大
胆
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

二
点
目
は
、
第
六
章
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、

「
維
新
の
担
い
手
」
の
外
部
か
ら
帝
国
憲
法
を
批
判
す
る
論
理
を
持
ち
え
た
神
代

復
古
誓
願
運
動
を
、
ひ
と
つ
の
類
型
と
し
て
抽
出
し
、
憲
法
発
布
で
一
件
落
着
と

す
る
よ
う
な
予
定
調
和
的
理
解
の
超
克
を
試
み
て
い
る
。
現
実
の
運
動
に
ど
れ
ほ

ど
の
社
会
的
基
盤
が
あ
っ
た
か
を
「
史
料
で
明
確
に
示
す
こ
と
は
困
難
で
は
あ

る
」（
三
四
〇
頁
）
に
せ
よ
、
こ
れ
は
本
書
も
多
く
依
拠
す
る
鳥
海
靖
氏
へ
の
一

定
の
批
判
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
章
は
ほ
か
に
も
、「
昭
和
維
新
」
と
の
連
続
性
な

ど
刺
激
的
な
指
摘
に
満
ち
て
お
り
、
著
者
の
近
代
史
理
解
の
射
程
を
想
像
さ
せ
る

部
分
と
し
て
、
興
味
深
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、「
維
新
」
の
終
着
駅
が
憲
法
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
著
者
自

身
が
予
め
諒
解
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
二
三
年
の
議
会
開

設
は
、
官
と
民
の
役
割
分
担
を
「
根
本
か
ら
変
革
」（
二
七
〇
頁
）
さ
せ
る
一
大

転
機
で
あ
っ
た
。
第
六
章
が
読
者
に
残
す
知
的
余
韻
は
、
著
者
な
り
の
帝
国
議
会

像
を
示
す
こ
と
で
、
か
な
り
の
程
度
、
発
展
的
解
消
が
見
込
め
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「
憲
法
発
布
」
へ
の
評
価
は
慎
重
に
留
保
し
つ
つ
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で

物
語
と
し
て
考
察
す
る
本
書
の
鋭
い
モ
チ
ー
フ
が
、
後
の
時
代
に
向
け
た
具
体
的

な
展
望
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
は
、
や
や
残
念
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
憲
法
体
制
に
統
合
さ
れ
な
か
っ
た
領
域
へ
の
言
及
は
示
唆
に
富
ん

で
い
る
。
保
護
会
社
の
独
占
に
よ
っ
て
「
経
済
活
動
の
公
平
性
」
が
閑
却
さ
れ
て

い
た
北
海
道
や
、
そ
も
そ
も
維
新
の
担
い
手
が
不
在
で
あ
っ
た
沖
縄
の
存
在
は

（
三
一
七
―
九
頁
）、
確
か
に
社
会
全
体
を
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
憲
法
の
不
備
を

突
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
軍＝

徴
兵
制
軍
隊
の
一
元
性
を
撹
乱

す
る
要
素
と
し
て
、
屯
田
兵
の
存
在
が
随
所
に
意
識
さ
れ
る
（
一
三
四
頁
、
二
一

八
頁
、
三
二
三
頁
）。
一
方
で
制
度
の
改
廃
を
重
視
し
つ
つ
、
他
方
で
制
度
外
的

領
域
へ
の
目
配
り
を
怠
ら
な
い
本
書
の
姿
勢
は
、
複
眼
的
な
歴
史
認
識
を
可
能
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
明
治
初
年
か
ら
立
憲
制
導
入
に
い
た
る
二
〇
年
は
、
政
治
史
や
経

済
史
と
い
っ
た
単
一
の
分
析
枠
組
で
は
時
代
構
造
を
把
握
し
き
れ
な
い
複
雑
性
を

備
え
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
難
易
度
の
高
い
こ
の
時
代
に
対
し
、
様
々
な
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
を
架
橋
し
つ
つ
、
自
ら
の
視
角
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
本
書
の
野
心
的
な

姿
勢
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
著
者
は
別
の
論
考
で
、
他
の
学
問
領

域
で
存
在
す
る
歴
史
学
の
「
概
説
書
」
が
、
文
学
部
日
本
史
学
科
出
身
の
日
本
人

研
究
者
か
ら
生
産
さ
れ
な
い
現
状
に
強
い
危
機
感
を
表
明
し
て
い
る
（
３
）
。
本
書
が
目

指
し
た
も
の
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
概
説
書
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
読
者
は
そ

の
禁
欲
的
な
筆
致
の
う
ち
に
、
歴
史
家
と
し
て
の
確
か
な
矜
持
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
末
尾
で
「
維
新
の
構
想
と
展
開
」
を
見
届
け
た
重
野
安
繹
は
、
史
学
会

の
初
代
会
長
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
実
証
史
学
の
泰
斗
で
あ
っ
た
。
著
者
が
描

こ
う
と
し
た
「
こ
の
国
の
あ
り
さ
ま
」（
一
四
―
五
頁
）
は
、
他
な
ら
ぬ
重
野
の

問
い
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
時
代
の
「
あ
り
さ
ま
」
を
描
け
る
だ
け
の

バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
力
技
を
兼
ね
備
え
た
歴
史
家
は
多
く
は
な
い
。
著
者
が
次
な
る
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通
史
に
挑
む
こ
と
を
期
待
し
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）

※
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
九
日
に
演
習
「
日
本
政
治
外
交
史
研
究
の
諸

潮
流
」（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
）
で
評
者
が
行
な
っ
た
報
告
を

基
に
し
て
い
る
。

（
１
）

吉
野
作
造
「
明
治
維
新
の
解
釈
」『
婦
人
公
論
』
一
九
二
七
年
一
二
月
号
、

『
吉
野
作
造
選
集
一
一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）。

（
２
）

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
の
国
家
構
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）、
第
一

章
。

（
３
）

鈴
木
淳
「
史
学
の
本
分
―
日
本
近
代
史
研
究
の
視
座
か
ら
」
史
学
会
編

『
歴
史
学
の
最
前
線
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
）、
五
七
―
六
〇
頁
。
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