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序
　
近
世
・
近
代
政
治
思
想
史
の
現
在

　
思
想
史
と
い
っ
て
も
︑
時
代
も
対
象
も
広
が
り
が
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
筆

者
の
力
量
の
許
す
範
囲
で
︑
徳
川
期
お
よ
び
明
治
期
を
対
象
と
す
る
政
治
思
想

研
究
に
お
け
る
︑
最
近
十
年
程
度
の
期
間
に
刊
行
さ
れ
た
図
書
の
中
か
ら
︑
こ

の
分
野
に
お
け
る
達
成
点
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
も

の
を
対
象
と
し
た
い
︒

　
い
く
つ
か
前
提
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
研
究
分
野
に

つ
い
て
す
で
に
そ
の
状
況
を
よ
く
知
っ
て
い
る
読
者
に
は
不
要
だ
が
︑
こ
れ
か

ら
当
該
分
野
を
研
究
し
た
い
と
い
う
方
や
︑
ま
だ
日
本
語
で
書
か
れ
た
研
究
書

に
は
そ
れ
ほ
ど
な
じ
み
が
な
い
と
い
う
方
に
は
役
立
つ
か
と
思
わ
れ
る
︑
基
礎

的
な
確
認
事
項
で
あ
る
︒

　
ま
ず
︑
近
年
で
は
︑
明
治
政
権
の
成
立
以
前
と
以
後
を
分
離
し
て
﹁
近
世
思

想
﹂
や
﹁
近
代
思
想
﹂
と
い
う
枠
で
い
わ
ゆ
る
﹁
専
門
分
野
﹂
を
限
定
す
る
こ

と
は
︑
ほ
ぼ
な
く
な
っ
た
︒
程
度
問
題
で
は
あ
る
が
︑
た
と
え
ば
︑
徳
川
期
の

漢
文
あ
る
い
は
和
文
で
書
か
れ
た
史
料
を
ま
っ
た
く
読
ま
ず
（
読
め
ず
）
に
︑

近
代
の
刊
本
だ
け
を
材
料
に
し
て
﹁
近
代
思
想
﹂
の
研
究
論
文
を
仕
上
げ
て
も
︑

説
得
力
が
あ
る
研
究
成
果
と
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
か
り
に
研
究
対
象
が
漢
文
学

の
素
養
が
弱
く
な
っ
た
世
代
に
属
し
て
い
る
思
想
家
で
あ
る
と
し
て
も
︑
用
い

ら
れ
て
い
る
概
念
が
︑
儒
学
の
古
典
あ
る
い
は
漢
訳
仏
典
な
ど
に
関
係
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
︑
日
本
語
の
古
典
籍
︑
儒
学
経
典
︑

仏
教
経
典
な
ど
か
ら
の
引
用
を
確
認
す
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
﹁
工
具
書
﹂
や

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
︑
必
要
に
応
じ
て
そ
の
解
釈
に
関
す
る
研
究
を
参
照

思 
想 
史
　Intellectual H

istory

松
田
宏
一
郎

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

思
想
史
の
方
法
︑
儒
学
︑
家
礼
︑
荻
生
徂
徠
︑
会
沢
正
志
斎
︑
西
周
︑
津
田
真
道
︑
丸
山
眞
男
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す
る
こ
と
は
基
本
的
な
作
業
と
し
て
定
着
し
て
い
る
︒
近
代
思
想
研
究
だ
か
ら

朱し
ゅ

熹き

の
思
想
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
︑
と
い
っ
た
割
り
切
り
は
許
さ
れ
な
い
︒
こ

れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
を
全
く
学
ば
な
い
ま
ま
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
が
で
き
な
い
の
と

同
じ
こ
と
で
あ
る
︒

　
次
に
︑
か
つ
て
は
さ
し
た
る
確
認
も
な
さ
れ
ず
に
思
想
史
学
お
よ
び
関
連
分

野
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
中
で
流
通
し
て
い
た
︑
思
想
家
や
学
問
グ
ル
ー
プ
あ
る
い

は
政
治
体
制
の
お
お
ま
か
な
性
格
規
定
は
ほ
ぼ
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
︒
た

と
え
ば
︑
日
本
政
治
思
想
史
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
丸
山
眞
男
の
初
期
著

作
に
見
ら
れ
た
︑
朱
子
学
が
徳
川
政
権
の
﹁
体
制
教
学
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
認

識
は
︑
丸
山
眞
男
自
身
も
後
に
撤
回
し
て
お
り
︑
現
在
こ
れ
に
依
拠
し
て
徳
川

期
の
朱
子
学
を
論
じ
る
研
究
は
︑
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
無
意
味
な
研
究
で
あ
る
︒

あ
る
い
は
︑
荻
生
徂
徠
を
日
本
の
ホ
ッ
ブ
ズ
︑
西に
し 

周
あ
ま
ね

や
福
澤
諭
吉
を
日
本
の

啓
蒙
主
義
者
︑
中
江
兆
民
の
日
本
の
ル
ソ
ー
な
ど
と
す
る
安
易
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー

も
使
え
な
い
︒
も
し
そ
う
い
っ
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
ホ
ッ
ブ

ズ
︑E

nlightenm
ent

︑
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
︑
最
新
の
︑
し
か
も
日
本
語
に
限
ら

な
い
研
究
成
果
ま
で
参
照
し
︑
厳
密
な
考
証
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
︒
た

と
え
近
世
思
想
の
研
究
者
で
も
︑
必
要
が
あ
れ
ば
西
洋
語
の
文
献
に
あ
た
っ
て

確
認
す
る
こ
と
は
常
識
で
あ
る
︒
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑﹁
封
建
﹂︑﹁
啓

蒙
﹂︑﹁
市
民
﹂︑﹁
革
命
﹂
な
ど
と
い
っ
た
政
治
的
負
荷
の
か
か
っ
た
概
念
だ
け

で
な
く
︑
本
稿
で
す
で
に
使
用
し
て
し
ま
っ
て
い
る
﹁
近
世
﹂︑﹁
近
代
﹂
と

い
っ
た
時
代
区
分
の
た
め
の
概
念
も
︑
現
在
の
研
究
水
準
で
ど
の
よ
う
な
議
論

が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
︑
使
用
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
︒

徳
川
期
︑
明
治
期
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
歴
史
叙
述
でconventional

に
通
用
し

て
い
た
﹁
幕
府
﹂︑﹁
朝
廷
﹂︑﹁
維
新
﹂
な
ど
と
い
っ
た
用
語
も
︑
前
も
っ
て
使

用
の
意
図
を
明
示
し
な
け
れ
ば
使
用
で
き
な
い（

1
）

︒

　
ま
た
︑
あ
る
種
の
実
体
的
価
値
（
あ
る
い
は
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
）
が
あ
る
こ
と

を
期
待
し
て
﹁
日
本
﹂
を
語
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
日

本
﹂
に
固
有
の
す
ぐ
れ
た
政
治
的
伝
統
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
設
定
自
体

は
︑
研
究
者
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
情
の
投
影
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ

う
と
見
な
さ
れ
て
警
戒
さ
れ
る
︒
西
洋
社
会
に
は
（
あ
る
い
は
中
国
や
朝
鮮
に

は
）
な
い
﹁
日
本
﹂
固
有
の
欠
陥
が
あ
る
と
想
定
す
る
い
わ
ゆ
る
﹁
欠
如
理
論
﹂

（
こ
れ
を
理
論
と
呼
ぶ
の
は
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
が
）
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
裏
返

し
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
見
な
さ
れ
︑
も
は
や
過
去
の
遺
物
で
あ
る
︒

　
こ
う
い
っ
た
条
件
お
よ
び
認
識
は
︑
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
承
認
・
共
有

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
図
書
の
著
者
た

ち
を
指
導
し
た
研
究
者
の
世
代
で
す
で
に
強
く
意
識
さ
れ
︑
そ
れ
が
以
前
か
ら

教
育
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
諸
前
提
は
︑
も
は
や
現
在
の

研
究
の
現
場
で
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
︒
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一
　 K

iri Param
ore, Japanese C

onfucianism
: A

 C
ultural H

istory
（C

am
bridge U

P, 2016

）

　
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
者
が
︑
日
本
思
想
史
を
専
攻
し
日
本
語
で
博
士
論

文
を
書
き
日
本
の
大
学
か
ら
学
位
を
得
る
こ
と
は
︑
も
は
や
珍
し
く
な
い
︒
と

は
い
え
︑
西
洋
語
を
母
語
と
す
る
者
が
︑
漢
文
史
料
を
使
っ
て
︑
近
世
思
想
の

学
位
論
文
を
書
く
と
い
う
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
︒
キ
リ
・
パ
ラ
モ
ア
氏

は
そ
の
困
難
を
克
服
し
た
一
人
で
あ
る
︒
パ
ラ
モ
ア
氏
の
学
位
論
文
を
も
と
に
︑

著
者
本
人
に
よ
り
英
訳
さ
れ
た
版
と
し
て
︑Ideology and C

hristianity in 

Japan

（R
outledge, 2010

）
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
よ
り
新
し
い
書
き
下
ろ

し
の
著
作
で
あ
る
﹃
日
本
の
儒
学
﹄
を
と
り
あ
げ
た
い
︒

　
本
書
は
︑
日
本
に
お
け
る
儒
学
思
想
を
︑
宗
教
性
︑
公
共
性
の
圏
域
（public 

sphere

）
で
の
役
割
︑
学
問
・
教
育
︑
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
自
由
主
義
お

よ
び
資
本
主
義
と
の
か
か
わ
り
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
︑
戦
後
に
タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
状

況
︑
と
い
っ
た
問
題
群
に
整
理
し
て
章
立
て
し
つ
つ
︑
同
時
に
︑
近
世
か
ら
現

代
ま
で
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
流
れ
を
追
う
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒

　
ま
ず
パ
ラ
モ
ア
氏
が
採
用
し
た
基
本
的
視
座
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒

先
述
の
よ
う
に
︑
朱
子
学
を
徳
川
政
権
の
﹁
体
制
教
学
﹂
と
見
な
す
枠
組
み
が

批
判
さ
れ
た
後
︑
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
︑
徳
川
社
会
で
通
用
し
て
い
た
倫
理

観
や
社
会
的
な
仕
組
み
︑
た
と
え
ば
武
士
の
役
割
意
識
や
︑
血
統
主
義
で
は
な

く
機
能
主
義
的
な
イ
エ
単
位
の
組
織
原
理
︑
人
々
の
職
業
意
識
な
ど
と
︑
朱
子

学
に
よ
る
個
人
の
道
徳
的
完
成
の
要
請
︑
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
た
︑
あ
る
べ
き

個
人
︑
統
治
の
理
念
︑
先
祖
を
同
じ
く
す
る
者
を
統
合
す
る
宗
族
原
理
と
の
間

に
は
大
き
な
乖
離
が
あ
る
こ
と
が
基
礎
知
識
と
し
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た（
2
）

︒
な
に
よ
り
も
︑
儒
学
的
理
念
を
実
践
化
す
る
制
度
で
あ
る
﹁
礼
﹂
が
徳
川

体
制
で
は
き
わ
め
て
軽
視
さ
れ
て
お
り
︑
孔
子
の
教
え
に
の
っ
と
っ
た
﹁
礼
﹂

を
実
践
す
る
こ
と
と
で
︑
お
の
れ
の
社
会
的
振
る
舞
い
の
正
し
さ
を
表
明
す
る

意
欲
は
︑
統
治
階
級
も
一
般
の
人
々
も
︑
限
ら
れ
た
例
外
を
除
け
ば
︑
も
た
な

か
っ
た（

3
）

︒
パ
ラ
モ
ア
氏
も
こ
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
で
は
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
徳
川
社
会
で
儒
学
を
学
び
︑
そ
こ
か
ら
知
的
な
喜
び
だ
け
で
な

く
︑
な
に
が
し
か
の
社
会
的
実
践
の
指
針
を
引
き
だ
そ
う
と
す
る
人
々
が
現
れ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
︑
パ
ラ
モ
ア
氏
は
着
目
す
る
︒
つ
ま
り
︑
近
世
日

本
を
い
わ
ゆ
る
﹁
儒
教
文
化
圏
﹂
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
確
か
に
難
し
い
が
︑

そ
れ
で
も
人
々
は
自
発
的
に
︑
つ
ま
り
権
力
に
誘
導
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
注
入
や

強
制
を
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
儒
学
を
学
び
︑
で
き
れ
ば
い
く
ば
く
か
の
実
践

を
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
（p. 42

）︒

　
本
書
で
は
︑
儒
学
に
よ
っ
て
︑
徳
川
権
力
が
期
待
・
誘
導
し
た
わ
け
で
は
な

い
︑
い
わ
ば
自
発
的
な
効
果
が
政
治
に
も
た
ら
さ
れ
︑
そ
れ
が
﹁
建
設
的
な
緊

張
﹂
を
生
ん
だ
点
が
特
に
評
価
さ
れ
て
い
る
（p. 66

）︒
儒
学
が
も
た
ら
し
た

の
は
︑
閉
鎖
的
な
権
威
主
義
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
自
由
な
政
策
批
判
︑
自
発
的

な
学
問
的
集
ま
り
︑
幕
末
に
顕
著
に
な
る
知
識
そ
の
も
の
へ
の
積
極
的
な
関
心
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（
つ
ま
り
西
洋
の
知
識
ま
で
も
学
び
た
い
と
い
う
意
欲
）
で
あ
っ
た
︒
結
局
︑
徳
川

直
轄
の
学
問
所
で
あ
る
昌
し
ょ
う

平へ
い

黌こ
う

の
成
立
か
ら
医
学
所
︑
開
成
所
に
至
る
教
育
政

策
で
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
徳
川
政
権
は
知
識
人
を
制
度
内
に
取
り
込
み
︑
権
力

の
維
持
を
知
力
の
強
化
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
︒
十
八
世
紀
末
か
ら
各
藩
で
藩

校
が
次
々
と
創
設
さ
れ
︑
あ
る
い
は
再
整
備
さ
れ
た
の
も
同
様
の
流
れ
の
中
に

あ
る
︒
い
わ
ば
徳
川
政
権
は
︑
武
力
政
権
か
ら
知
力
政
権
へ
と
自
己
を
改
造
す

る
試
み
の
途
中
で
瓦
解
し
た
︒

　
本
書
の
後
半
で
は
︑
明
治
以
降
︑
い
わ
ゆ
る
近
代
化
の
課
題
に
︑
儒
学
が
い

か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
儒
学
史
を
徳
川
期

だ
け
で
終
わ
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
著
者
の
関
心
を
反
映
し
て
い
る
︒

明
治
以
降
の
西
洋
化
の
展
開
の
中
で
︑
儒
学
の
役
割
は
大
き
く
い
っ
て
二
つ
あ

る
︒
一
つ
は
︑
国
民
国
家
建
設
や
資
本
主
義
的
経
済
を
理
解
し
︑
自
己
規
律
お

よ
び
社
会
に
献
身
す
る
意
欲
の
定
着
へ
の
貢
献
で
あ
る
︒
従
来
の
研
究
で
も
個

別
の
思
想
家
に
つ
い
て
は
（
た
と
え
ば
本
書
で
も
言
及
さ
れ
る
横
井
小
楠
や
西
周
︑

中
村
正
直
︑
福
澤
諭
吉
な
ど
）︑
同
様
の
指
摘
は
あ
っ
た
が
︑
本
書
で
は
︑
そ
れ

が
特
別
な
現
象
で
は
な
く
︑
徳
川
後
期
以
来
︑
儒
学
が
果
た
し
て
き
た
役
割
の

大
き
な
流
れ
が
継
続
し
た
と
み
な
し
て
い
る
︒

　
も
う
一
つ
は
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
︒
儒
学
は
︑
道
徳
的

に
立
派
な
人
間
は
経
済
的
に
成
功
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
可
能
に
し
た

（
渋
沢
栄
一
の
例
）︒
あ
る
い
は
︑
儒
学
は
社
会
主
義
と
結
び
つ
く
こ
と
も
で
き

る
︒
さ
ら
に
は
二
十
世
紀
に
な
れ
ば
︑
西
洋
近
代
の
行
き
詰
ま
り
を
指
摘
し
︑

日
本
の
帝
国
主
義
や
戦
争
動
員
体
制
を
擁
護
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
利
用
で

き
た
︒
こ
れ
は
戦
後
︑
儒
学
が
思
想
と
し
て
の
中
身
よ
り
も
︑
そ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
性
の
み
で
と
ら
え
ら
れ
︑
民
主
主
義
に
そ
ぐ
わ
な
い
悪
し
き
思
想
伝
統
と

し
て
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
︒
儒
学
は
借
り
物
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も

日
本
の
﹁
国
民
精
神
﹂
に
根
付
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
津
田
左
右
吉

の
戦
前
か
ら
の
主
張
は
︑
新
た
な
文
脈
で
︑
日
本
社
会
の
特
殊
性
の
擁
護
論
と

も
な
っ
た
（p. 174

以
下
）︒
逆
に
︑
た
と
え
ば
︑
陽
明
学
こ
そ
は
戦
後
の
借
り

物
の
民
主
主
義
か
ら
日
本
人
の
精
神
を
救
う
と
い
う
︑
一
種
の
対
抗
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
も
生
ま
れ
た
（
安
岡
正
篤
︑
三
島
由
紀
夫
）︒
こ
れ
は
︑
王
陽
明
の
思
想
か

ら
は
︑
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
戦
後
日
本
に
は
︑
こ
れ
こ
そ
が
陽

明
学
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
人
々
も
存
在
し
た（

4
）

︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
日
本

の
儒
学
研
究
が
そ
れ
ま
で
に
積
み
上
げ
て
き
た
人
間
と
社
会
と
知
識
の
関
係
に

つ
い
て
の
厚
い
思
考
の
層
を
見
え
に
く
く
す
る
︑
表
面
的
な
効
果
だ
け
を
狙
っ

た
言
説
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
︒

　
本
文
二
百
頁
に
満
た
な
い
本
の
中
で
︑
一
気
に
以
上
の
よ
う
な
議
論
が
展
開

さ
れ
︑
し
か
も
日
本
の
歴
史
や
儒
学
一
般
に
知
識
の
な
い
読
者
で
も
つ
い
て
こ

ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
本
書
は
︑
日
本
学
や
儒
学
史
な
ど
の
専
門
家
の
外

の
読
者
に
も
︑
関
心
を
も
た
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
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二
　 
田で

ん

世せ
い

民み
ん

﹃
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
﹄ 

（
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
一
二
）

　
田
世
民
氏
は
︑
台
湾
か
ら
日
本
に
留
学
し
日
本
語
で
論
文
を
書
い
て
学
位
を

取
得
し
た
研
究
者
で
あ
る
︒
母
語
で
漢
字
を
使
う
か
ら
︑
少
し
は
困
難
が
軽
減

さ
れ
る
か
と
い
う
と
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
︒
漢
文
史
料
を
日
本
風
に
読

み
下
し
て
み
な
け
れ
ば
︑
日
本
の
学
者
が
ど
う
や
っ
て
古
典
漢
文
を
理
解
し
︑

ま
た
自
ら
漢
文
で
著
作
を
し
て
い
た
の
か
︑
そ
の
思
想
的
身
体
感
覚
は
わ
か
ら

な
い
︒
西
洋
語
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
ま
た
違
う
困
難
を
克
服
し
て
の
成
果

で
あ
る
︒

　
本
書
は
︑﹁
礼
﹂
の
実
践
に
つ
い
て
の
近
世
知
識
人
の
議
論
を
対
象
に
し
た

研
究
で
あ
る
︒
一
般
的
に
は
政
治
思
想
の
研
究
で
は
︑
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う

な
政
治
的
判
断
や
制
度
の
理
念
を
支
持
し
︑
批
判
し
た
の
か
︑
そ
れ
は
ど
う

い
っ
た
動
機
か
ら
く
る
の
か
と
い
う
分
析
が
中
心
と
な
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か

し
︑
現
在
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
政
治
的
意
味
を
も
っ
た
実
践
︑
す
な
わ

ち
目
に
見
え
る
行
為
や
そ
の
た
め
の
空
間
設
計
︑
演
出
︑
時
間
の
管
理
な
ど
の

も
た
ら
す
効
果
と
意
図
の
分
析
も
︑
政
治
思
想
研
究
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占

め
る
︒
著
者
も
﹁
そ
も
そ
も
︑
儒
学
は
本
来
実
践
的
思
想
で
あ
り
︑
言
説
レ
ベ

ル
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂（
一
八
頁
）
と
指
摘
す
る
︒
現
代
が
対
象
で

あ
れ
ば
映
像
や
音
声
記
録
な
ど
の
材
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
記
録

と
複
製
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
発
達
す
る
以
前
に
は
︑
建
築
物
や
美
術
品
の
よ
う

に
後
の
時
代
で
も
実
際
に
確
認
で
き
る
も
の
以
外
に
は
︑
基
本
的
に
経
典
を
読

解
し
て
︑
実
践
の
場
で
ど
の
よ
う
な
行
為
が
ど
の
よ
う
に
現
出
し
︑
そ
れ
に
ど

の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
か
を
再
構
築
し
て
い
く
し

か
分
析
・
検
討
す
る
方
法
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
日
本
で
中
国
古
代
の
﹁
礼
﹂

を
学
ぶ
近
世
知
識
人
が
お
か
れ
た
状
況
で
あ
る
︒

　
本
書
は
具
体
的
に
は
︑
朱
熹
の
﹃
家
礼
﹄
に
も
と
づ
く
葬
祭
儀
礼
を
︑
日
本

で
ど
の
よ
う
に
実
践
し
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て
︑
近
世
日
本
の
知
識
人
が
抱

え
込
ん
だ
悩
み
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
︒
近
世
日
本
に
お
け
る
﹃
家
礼
﹄
受

容
の
研
究
は
︑
そ
れ
な
り
の
蓄
積
が
あ
る
︒
著
者
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
へ
の
目

配
り
を
怠
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
熊
沢
蕃
山
か
ら
懐
徳
堂
ま
で
を
一
気
に
視
野
に

お
さ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
近
世
日
本
の
知
識
人
が
︑
テ
ク
ス
ト
解
読
を
手
が

か
り
に
︑
自
分
た
ち
を
と
り
か
こ
む
宗
教
実
践
と
は
異
質
な
葬
祭
儀
礼
を
実
践

す
る
（
あ
る
い
は
そ
の
実
現
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
試
み
る
）
こ
と
で
儒

者
と
し
て
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
︑
そ
の
よ
う
な
態
度
そ
の
も
の
の
特
質
が

描
き
出
さ
れ
る
︒
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
︑﹁
礼
﹂
が
要
請
す
る
行
為

の
型
に
つ
い
て
の
知
識
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
が
自
己
と
人
々
の
思
考
と
心
理

に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
の
丁
寧
な
考
察
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
様
相
で
あ
る
︒

　
本
書
に
お
け
る
︑
熊
沢
蕃
山
（
の
著
作
と
一
般
的
に
は
扱
わ
れ
る
が
︑
本
書
に

指
摘
が
あ
る
と
お
り
疑
問
が
残
る
）﹃
葬
祭
辨
論
﹄︑
若
林
強
斎
﹃
家
礼
訓
蒙
疏
﹄︑

浅
見
絅
斎
﹃
喪
祭
小
記
﹄・﹃
家
礼
師
説
﹄︑
水
戸
藩
で
作
ら
れ
た
﹃
喪
祭
儀
略
﹄︑
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中
井
甃
菴
﹃
喪
祭
私
説
﹄
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
分
析
そ
れ
ぞ
れ
が
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
︒
筆
者
が
特
に
注
意
を
ひ
か
れ
た
の
は
︑
中
井
履
軒
や
山
片
蟠
桃

ら
懐
徳
堂
の
学
者
が
﹁
無
鬼
﹂
論
を
主
張
︑
つ
ま
り
人
間
が
死
後
鬼
神
と
な
る

こ
と
を
否
定
し
な
が
ら
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
祖
先
祭
祀
を
礼
に
の
っ
と
っ
て
お
こ

な
う
実
践
が
﹁
孝
﹂
の
純
度
を
高
め
る
と
考
え
た
逆
説
の
指
摘
で
あ
る
︒
鬼
神

を
畏
怖
す
る
﹁
風
俗
﹂
そ
の
も
の
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑﹁
礼
﹂
に

よ
っ
て
そ
れ
を
洗
練
さ
れ
た
︑
社
会
秩
序
の
安
定
に
も
役
立
つ
行
為
の
型
と
し

て
確
立
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
︑
純
度
の
高
い
道
徳
的
経
験
を
も
た
ら
す
こ
と

が
で
き
る
と
彼
ら
は
考
え
る
︒
近
代
日
本
の
国
家
儀
礼
が
人
心
を
統
制
し
よ
う

と
し
た
発
想
に
通
じ
る
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
︒
ま
た
そ
れ
が
︑
国
家
権
力
に
よ
る

誘
導
や
要
請
に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
町
人
と
し
て
の
社
会
的
役
割
を
意
識
し
た

懐
徳
堂
知
識
人
に
よ
っ
て
︑
い
わ
ば
自
発
的
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ

る
︒

　

三
　 

高た
か

山や
ま

大だ
い

毅き

﹃
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」
︱
︱
荻
生
徂
徠

以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
﹄ （
東
京
大
学
出
版
会
︑二
〇
一
六
）

　
荻
生
徂
徠
に
と
っ
て
﹁
礼
楽
﹂（
し
か
る
べ
き
振
る
舞
い
）
と
﹁
修
辞
﹂（
し
か

る
べ
き
言
葉
）
は
︑
た
だ
儒
学
経
典
の
研
究
上
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
あ
る
の
で

は
な
か
っ
た
︒
日
本
社
会
で
は
実
現
が
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
︑
そ

れ
を
自
ら
実
践
し
︑
ま
た
人
々
が
︑
そ
の
実
践
を
取
り
交
わ
し
合
う
（
言
葉
の

や
り
と
り
も
そ
の
一
つ
）
中
で
生
き
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
に

少
し
で
も
近
づ
き
た
い
と
い
う
願
い
が
︑
徂
徠
の
学
問
を
支
え
て
い
た
︒
本
書

は
︑
徂
徠
自
身
の
﹁
礼
楽
﹂
と
﹁
修
辞
﹂
に
つ
い
て
の
考
え
を
ま
ず
冒
頭
に
提

示
し
︑
続
い
て
︑
徂
徠
の
影
響
下
に
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
着
目
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
知
識
人
︑
さ
ら
に
は
会
沢
正
志
斎
を
も
︑
徂
徠
の
思
想
の

一
つ
の
継
承
者
（
も
ち
ろ
ん
継
承
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
）
と
し
て
位
置
づ

け
︑
徂
徠
学
に
お
け
る
望
ま
し
い
社
会
関
係
の
骨
格
（
本
書
で
は
そ
れ
を
﹁﹁
接

人
＝
人
に
接ま

じ

は
る
﹂
の
制
度
構
想
﹂
と
呼
ぶ
）
を
丁
寧
に
描
い
て
み
せ
た
︒

　
徂
徠
の
政
治
思
想
を
︑
朱
子
学
的
道
徳
国
家
観
か
ら
︑
政
治
主
体
の
決
断
に

よ
る
﹁
作
為
﹂
の
論
理
を
解
放
し
た
革
新
的
な
主
張
と
信
じ
込
ん
で
い
る
研
究

者
は
︑
も
は
や
い
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
徂
徠
の
思
想
的
射
程
圏
は
大
き
く
︑
そ
の

特
徴
を
簡
単
に
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
徂
徠
は
自
由
な
﹁
主

体
﹂
に
よ
る
﹁
作
為
﹂
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
政
治
領
域
の
自
立
（﹁
自
然
﹂

や
道
徳
的
権
威
か
ら
の
）
を
提
唱
し
た
の
で
は
な
く
︑
人
の
行
為
だ
け
で
な
く

心
理
ま
で
﹁
礼
﹂
に
よ
っ
て
統
御
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
想
し
た
︑
と
い
う
の
が

大
ま
か
な
共
通
了
解
で
あ
る
︒
徂
徠
に
よ
れ
ば
︑
統
治
者
は
︑
古
代
の
﹁
先

王
﹂
が
﹁
制
作
﹂
し
た
﹁
礼
﹂
が
実
践
さ
れ
る
社
会
を
実
現
し
維
持
す
る
た
め

に
︑
細
心
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
が
﹁
先
王
﹂
の
意
図
で
あ
り
︑

孔
子
の
教
え
で
あ
る
︒﹁
礼
﹂
が
望
ま
し
い
状
態
で
実
践
さ
れ
て
い
る
社
会
に

は
主
体
な
ど
不
要
で
あ
る
︒
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現
在
の
徂
徠
学
研
究
で
は
︑
も
は
や
そ
こ
に
溯
っ
て
長
々
と
議
論
を
す
る
必

要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
必
要
な
の
は
そ
の
先
︑
つ
ま
り
︑
徂
徠
に

と
っ
て
の
﹁
礼
﹂
が
︑
現
実
の
多
様
で
変
化
の
多
い
︑
具
体
的
な
人
々
の
あ
い

だ
の
社
会
的
相
互
行
為
を
ど
の
よ
う
に
制
度
化
し
︑
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
心

理
プ
ロ
セ
ス
に
ど
う
や
っ
て
浸
透
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
の
分
析
で
あ

る
︒

　
本
書
の
第
一
部
は
﹁
礼
﹂
を
テ
ー
マ
に
す
る
︒
徂
徠
に
と
っ
て
は
﹁
親
子
以

外
の
基
本
的
な
人
間
関
係
の
型
﹂
は
﹁
全
て
人
工
物
﹂（
六
七
頁
）
で
︑
つ
ま

り
人
の
自
然
な
性
質
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
統
治
者
は

こ
の
﹁
人
工
物
﹂
の
在
り
方
と
効
果
を
学
び
︑
民
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

そ
れ
に
従
う
よ
う
誘
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
君
主
の
﹁
仁
﹂
で
あ

り
︑﹁
礼
﹂
の
実
践
で
あ
る（

5
）

︒﹁
礼
楽
﹂
は
﹁
制
作
﹂
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑

個
々
の
統
治
者
が
好
き
勝
手
に
決
め
る
の
で
は
な
く
︑
す
で
に
﹁
先
王
﹂
に

よ
っ
て
原
型
は
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
具
体
的
な
実
践
に
つ
い
て

は
︑
た
と
え
ば
﹁
風
俗
﹂
の
違
い
に
応
じ
て
︑
工
夫
の
余
地
が
あ
る
︒
そ
の
工

夫
が
う
ま
く
で
き
る
か
ど
う
か
は
︑
統
治
者
が
﹁
礼
楽
﹂
に
ど
れ
だ
け
習
熟
し

て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る（

6
）

︒

　
さ
ら
に
本
書
第
一
部
で
は
︑
徂
徠
の
﹁
礼
楽
﹂
論
の
提
示
に
続
い
て
︑
徂
徠

の
書
簡
で
﹁
水
神
童
﹂
と
言
及
さ
れ
た
熊
本
の
水
足
博
泉
︑﹁
投
壺
﹂（
古
代
中

国
の
遊
戯
で
︑
壺
に
矢
を
投
げ
入
れ
て
得
点
を
競
う
）
を
︑
服
装
か
ら
所
作
に
至

る
﹁
礼
﹂
の
実
践
と
し
て
復
興
し
よ
う
と
し
た
田
中
江
南
︑
徂
徠
学
の
影
響
が

深
部
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
会
沢
正
志
斎
の
﹁
天
祖
﹂
論
が
丁
寧
に
分
析
さ
れ

る
︒

　
第
二
部
は
﹁
修
辞
﹂
が
テ
ー
マ
で
あ
る
︒﹁
礼
﹂
が
身
体
所
作
を
整
え
る
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑﹁
修
辞
﹂
は
い
わ
ば
言
語
所
作
を
整
え
る
も
の
で
あ
る
︒

﹁
修
辞
﹂
に
習
熟
す
る
こ
と
は
︑
古
代
の
聖
人
が
い
た
時
代
の
﹁
人
情
﹂
と

﹁
風
俗
﹂︑
そ
し
て
目
の
前
の
日
本
社
会
に
あ
る
そ
れ
を
︑
深
み
か
ら
理
解
す
る

た
め
に
必
須
で
あ
り
︑﹁
修
辞
﹂
を
深
く
身
に
つ
け
た
者
が
詩
文
を
と
り
か
わ

す
こ
と
は
︑
望
ま
し
い
﹁
接
人
﹂
の
実
践
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
徂
徠
お
よ
び
徂

徠
学
派
の
詩
論
︑
第
一
部
に
も
登
場
し
た
田
中
江
南
の
詩
論
︑
古
文
辞
派
の
領
り
ょ
う

袖し
ゅ
うで

あ
る
李
攀
龍
の
書
簡
を
集
め
た
﹃
滄そ
う

溟め
い

尺せ
き

牘と
く

﹄
の
流
行
に
う
か
が
わ
れ
る
︑

十
八
世
紀
の
漢
文
書
簡
を
通
じ
た
い
わ
ば
文
芸
的
公
共
圏
（
た
だ
し
︑
高
山
氏

は
こ
の
よ
う
な
薄
っ
ぺ
ら
な
概
念
は
用
い
な
い
）
の
様
相
が
分
析
さ
れ
る
︒

　
高
山
氏
の
漢
文
読
解
能
力
は
︑
こ
の
分
野
の
研
究
者
の
中
で
も
抜
き
ん
出
て

お
り
︑
個
々
の
文
献
の
読
解
や
論
点
の
提
示
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
い
が
︑
あ
え

て
︑
本
書
の
中
で
︑
政
治
思
想
史
的
な
興
味
か
ら
も
っ
と
も
重
要
な
点
を
挙
げ

る
と
す
れ
ば
︑
会
沢
正
志
斎
を
﹁
遅
れ
て
き
た
古
学
者
﹂
と
位
置
づ
け
た
こ
と

で
あ
る
︒
会
沢
は
︑
幕
末
の
尊
皇
攘
夷
運
動
へ
の
影
響
か
ら
逆
算
さ
れ
て
︑
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
萌
芽
的
思
想
を
提
唱
し
た
思
想
家
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
︒
し
か
し
高
山
氏
の
丁
寧
な
読
解
に
よ
れ
ば
︑
会
沢
の
生
き
た
時
代
は
だ

い
た
い
十
九
世
紀
前
半
で
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
思
想
は
︑
む
し
ろ
徂
徠
学
が
全

盛
で
あ
っ
た
十
八
世
紀
中
盤
ま
で
の
﹁
礼
楽
﹂
論
の
枠
組
み
を
堅
固
に
保
持
し
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て
︑
つ
い
に
は
そ
れ
を
西
洋
の
政
治
体
制
の
解
釈
に
ま
で
適
用
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
会
沢
は
い
わ
ば
日
本
の
十
八
世
紀
思
想
の
最

後
の
重
要
人
物
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
︑
幕
末
（
あ
る
い
は
明
治
初
期
ま
で

含
む
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
先
駆
者
で
は
な
い
︒
著
者
は
意
識
し
て
い
な
い

か
も
知
れ
な
い
が
︑
こ
れ
は
歴
史
家
と
し
て
の
優
れ
た
感
覚
か
ら
生
ま
れ
た
見

識
で
あ
る
︒﹁
礼
﹂
に
か
な
っ
たcivilized

な
所
作
の
要
請
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
文

明
化
の
過
程
﹂（
エ
リ
ア
ス
）
と
し
て
︑
西
洋
社
会
に
も
出
現
し
た
︒
こ
の
﹁
文

明
化
﹂
の
意
識
は
︑
十
七
～
十
八
世
紀
西
洋
社
会
の
特
異
な
政
治
文
化
の
産
物

で
あ
る
こ
と
が
︑
今
日
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
研
究
者
は
︑
そ
の

歴
史
的
特
性
を
無
視
し
て
︑
後
代
の
（
特
に
十
九
世
紀
に
盛
ん
に
な
っ
た
）
文
明

発
展
史
観
に
無
理
矢
理
合
流
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
︒
会
沢
も
い
わ
ば
︑
日
本
に

お
け
るcivilized

な
﹁
礼
﹂
の
実
践
を
﹁
国
体
﹂
と
し
て
構
想
し
た
︒
し
か
も
︑

徂
徠
学
か
ら
学
ぶ
こ
と
で
︑
自
分
た
ち
が
実
践
で
き
るcivilized
な
所
作
は
︑

自
分
た
ち
を
取
り
囲
む
歴
史
的
条
件
に
厳
し
く
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

明
確
に
意
識
し
て
い
た
（
そ
し
て
西
洋
人
も
自
ら
の
﹁
礼
﹂
の
世
界
に
生
き
て
い

る
と
考
え
た
︒
一
六
六
頁
）︒
結
果
的
に
は
︑
西
洋
に
出
現
し
た
も
の
と
比
較
す

る
こ
と
の
で
き
る
︑
日
本
に
お
け
る
十
八
世
紀
的
﹁
文
明
﹂
観
が
︑
こ
の
会
沢

論
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒

　

四
　 

大
久
保
健た

け

晴は
る

﹃
近
代
日
本
の
政
治
構
想
と
オ
ラ
ン
ダ
﹄ 

（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
）

（
7
）

　
西
周
と
津
田
真
道
と
い
う
︑
明
治
初
期
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
思
想
家

が
︑
幕
末
に
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
ラ
イ
デ
ン
大
学
教
授
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
指

導
で
西
洋
法
学
や
政
治
制
度
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
彼
ら
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
知
識
を
得
た
の
か
︑
そ
の
知
識
は
当

時
の
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
世
界
で
は
︑
ど
の
程
度
の
水
準
の

ど
の
よ
う
な
特
性
を
も
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
詳
し
い
研
究
が

こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
︒
こ
の
研
究
史
上
の
欠
落
の
原
因
は
単
純
で
あ
っ
て
︑
こ

れ
ま
で
西
や
津
田
を
研
究
し
た
人
々
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
が
あ
ま
り
読
め
ず
︑
あ

る
い
は
十
九
世
紀
後
半
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
法
学
︑
国
家
学
︑
経
済
学

（
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
専
門
は
統
計
学
︑
経
済
学
で
あ
る
）
な
ど
に
つ
い
て
の
具
体

的
知
識
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
︑
そ
の
部
分
の
研
究
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
西
と
津
田
が
学
ん
だ
の
は
︑
自
然
法
や
近
代
憲
法
に
つ

い
て
の
初
歩
的
な
︑
し
か
し
後
進
国
日
本
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
で
も
十

分
衝
撃
的
な
理
論
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑
大
久
保
氏
は
オ
ラ
ン
ダ
語
を
習
得
し
︑
ラ
イ
デ
ン
大
学
は

じ
め
オ
ラ
ン
ダ
に
あ
る
史
料
を
徹
底
的
に
調
査
し
︑
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
法
学
︑

国
家
学
︑
経
済
学
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
︑
西
と
津
田
の
ノ
ー
ト
や
著
作
と
突
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き
あ
わ
せ
る
根
気
の
い
る
作
業
を
通
じ
て
︑
い
わ
ば
日
本
に
お
け
る
社
会
科
学

の
建
設
過
程
を
再
現
し
た
︒

　
西
と
津
田
に
対
す
る
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
貢
献
で
︑
柱
と
な
る
の
は
︑
幕
末

の
憲
法
構
想
︑
統
計
学
の
導
入
︑
お
よ
び
万
国
公
法
の
理
解
で
あ
る
︒
特
に
︑

本
書
な
ら
で
は
の
優
れ
た
分
析
を
示
し
て
い
る
の
は
︑
統
計
学
の
導
入
に
よ
る

社
会
認
識
の
大
き
な
変
化
を
描
く
第
二
章
で
あ
る
︒
統
計
学
は
︑
社
会
の
様
相

を
量
的
に
一
気
に
捕
捉
し
︑
い
わ
ば
社
会
の
再
帰
的
認
識
の
方
法
を
も
た
ら
す

画
期
的
な
学
問
で
あ
っ
た
︒
西
と
津
田
は
そ
れ
に
魅
せ
ら
れ
た
が
︑
そ
の

シ
ョ
ッ
ク
は
西
と
津
田
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
明
治
政
府
に
よ
る
統
計
行
政
の
導
入

に
影
響
を
与
え
た
︒
そ
れ
は
︑
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
統
計
学
が
﹁
学
者
が
統
計

行
政
に
関
わ
り
︑
中
立
か
つ
学
問
的
に
資
料
を
収
集
し
︑
そ
の
情
報
を
広
く
開

示
し
て
い
く
た
め
の
透
明
性
の
あ
る
制
度
と
し
て
︑
中
央
統
計
局
の
設
立
﹂
を

要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
九
七
頁
）︒
つ
ま
り
︑
西
と
津
田
は
︑

統
計
学
の
方
法
を
学
び
な
が
ら
︑
知
識
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
統
治
と
い
う
︑

す
で
に
徳
川
後
期
に
浮
上
し
て
い
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（Param

ore

氏
の
著
作
で
述
べ

ら
れ
て
い
た
）
を
再
構
成
し
︑
政
治
課
題
化
し
た
︒
同
様
に
早
く
か
ら
統
計
学

に
関
心
を
も
っ
た
福
澤
諭
吉
が
︑
政
府
に
よ
る
社
会
統
制
の
無
意
味
さ
を
説
明

す
る
の
に
統
計
学
的
知
見
を
利
用
し
て
い
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
点
も
興
味

深
い
︒

　
ま
た
本
書
後
半
部
分
で
は
︑
小
野
梓
の
ロ
ー
マ
法
理
解
に
決
定
的
な
影
響
を

与
え
た
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
ハ
ウ
ド
ス
ミ
ッ
ト
（G

oudsm
it

　
小
野
は
英
訳
で
読
ん

だ
の
で
﹁
ゴ
ー
ド
ス
ミ
ツ
﹂
と
呼
ん
だ
）
の
著
作
と
︑
小
野
に
よ
る
纂
訳
﹃
羅
馬

律
要
﹄
を
突
き
あ
わ
せ
︑
さ
ら
に
は
ハ
ウ
ド
ス
ミ
ッ
ト
の
法
学
の
全
体
像
と
︑

小
野
の
自
然
法
︑
権
利
︑
功
利
主
義
な
ど
の
理
解
を
比
較
検
討
す
る
︒
こ
れ
に

よ
り
︑
具
体
的
な
史
料
的
根
拠
を
裏
付
け
と
し
て
︑
小
野
が
ベ
ン
サ
ム
や
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
の
法
理
論
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
オ
ラ

ン
ダ
法
学
経
由
で
︑
ロ
ー
マ
法
的
概
念
操
作
と
歴
史
法
学
的
と
の
間
の
方
法
的

な
緊
張
に
気
づ
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
自
由
民
権
思

想
の
中
で
英
国
型
の
功
利
主
義
的
な
理
論
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
の
み
位
置

づ
け
ら
れ
て
き
た
小
野
の
思
想
を
︑
立
体
的
に
か
つ
個
々
の
論
点
に
証
拠
と
な

る
文
献
を
確
定
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

　
特
に
小
野
が
民
法
の
意
義
を
理
解
し
て
い
く
過
程
は
重
要
で
あ
る
︒
小
野
は
︑

統
治
の
た
め
の
﹁
主
治
者
の
命
令
﹂
の
反
射
と
し
て
個
々
人
の
﹁
権
理
﹂
が
保

護
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
個
々
人
の
﹁
権
理
﹂
保
護
に
対
す
る
個
人
個
人
の
互

い
の
義
務
が
先
に
成
立
し
︑
そ
れ
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
﹁
主
治
者
﹂
が
法
を

制
定
し
た
も
の
が
民
法
で
あ
る
と
理
解
す
る
︒﹁
主
治
者
﹂
と
民
と
の
間
に
権

利
と
義
務
を
定
め
る
の
で
は
な
く
︑
民
の
相
互
の
﹁
交
際
﹂
を
保
護
す
る
た
め

に
︑
政
府
の
法
制
定
が
な
さ
れ
る
︒﹁
小
野
に
と
っ
て
︑﹁
人
間
交
際
﹂
と
は
︑

法
や
制
度
︑
国
家
が
創
設
さ
れ
る
以
前
に
︑
人
々
が
相
対
し
て
営
む
社
会
生
活

を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
﹂（
三
一
〇
頁
︑
仁
斎
や
徂
徠
な
ら
﹁
接
人
﹂
と
呼
ぶ
だ
ろ

う
か
）︒
こ
の
よ
う
な
理
解
は
︑
ハ
ウ
ド
ス
ミ
ッ
ト
か
ら
学
ん
だ
︑
ロ
ー
マ
法

と
歴
史
法
学
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
説
明
す
る
︑
市
民
社
会
の
権
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利
の
根
拠
と
い
う
問
題
の
所
在
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
た
︒

明
治
期
の
国
家
学
︑
法
学
を
︑
単
純
に
英
米
派
︑
仏
派
︑
独
派
な
ど
と
区
分
す

る
こ
と
の
危
う
さ
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
点
で
も
︑
本
書
は
貴
重
な
示
唆
を
含

ん
で
い
る
︒

　

五
　 

菅
原 

光
ひ
か
る

﹃
西
周
の
政
治
思
想
︱
︱
規
律
・
功
利
・
信
﹄ 

（
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
九
）

　
西
周
の
名
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
思
想
史
研
究
と
し
て
見
る
べ
き
成
果

は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
充
実
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
︒
徂
徠
学
の
影
響
︑
功
利

主
義
理
論
の
紹
介
者
で
あ
る
こ
と
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
西
の
著

作
が
近
代
日
本
の
政
治
思
想
︑
法
思
想
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
こ
と

が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
は
き
た
も
の
の
︑
印
象
批
評
で
は
な
く
︑
テ
ク
ス
ト
の
正

確
な
読
解
お
よ
び
引
用
や
言
及
（
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
も
の
の
）
の
同
定
と
分
析
を
踏
ま
え
て
︑
正
面
か
ら
西
の
政
治
思
想
を
論
じ

た
研
究
と
し
て
︑
本
書
は
重
要
な
成
果
で
あ
る
︒

　
西
の
思
想
の
骨
格
を
形
成
す
る
要
素
と
し
て
︑
本
書
は
以
下
の
三
つ
の
論
点

に
着
目
す
る
︒
一
つ
目
は
︑﹁
軍
事
﹂
が
社
会
全
体
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味

を
持
つ
の
か
（
西
は
﹁
軍
人
勅
諭
﹂
の
起
草
に
携
わ
っ
た
）︑
二
つ
目
は
︑
政
治

制
度
の
設
計
に
功
利
主
義
は
有
効
か
︑
三
つ
め
は
︑
知
識
の
普
及
に
よ
っ
て
道

徳
や
宗
教
の
姿
を
ま
と
っ
た
因
習
か
ら
人
々
を
解
放
で
き
る
の
か
︒
政
治
思
想

研
究
と
し
て
︑
こ
の
着
眼
は
妥
当
だ
が
︑
同
時
に
挑
戦
的
で
も
あ
る
︒
従
来
の

研
究
は
︑
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
に
気
づ
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
個
々

に
深
く
掘
り
下
げ
つ
つ
︑
同
時
に
相
互
の
関
係
を
探
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り

し
て
こ
な
か
っ
た
︒
西
の
著
作
そ
の
も
の
が
断
片
的
で
︑
輪
郭
の
は
っ
き
り
し

た
像
を
結
ぶ
よ
う
に
再
構
成
す
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
本
書
は
︑

そ
の
困
難
な
課
題
に
あ
え
て
取
り
組
ん
で
い
る
︒

　
ま
ず
︑
西
の
軍
事
を
扱
っ
た
議
論
を
分
析
す
る
中
で
菅
原
氏
が
着
目
す
る
の

は
︑
西
の
関
心
が
実
は
﹁
平
常
社
会
﹂
の
原
理
︑
つ
ま
り
戦
闘
組
織
で
は
な
い

社
会
組
織
の
原
理
で
あ
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
西
の
軍
事
論
は
︑
一
般
の
社
会
組

織
で
お
こ
な
わ
れ
る
︑
個
人
の
能
力
評
価
や
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
の
組
み
合
わ
せ

る
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
鏡
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒﹁
軍
人
勅
諭
﹂
に
あ
る
よ
う
に
︑
天
皇
は
軍
を
統
率
す
る
が
︑
社
会
は
そ

の
よ
う
に
は
統
率
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
西
の
憲
法
構
想
も
こ
れ
を
反
映
し

て
お
り
︑﹁
西
の
議
論
に
お
い
て
は
︑
構
成
上
︑
天
皇
も
ま
た
︑
行
政
権
の
長

と
し
て
三
権
分
立
に
よ
る
相
互
抑
制
の
枠
内
に
含
め
ら
れ
て
い
る
﹂（
四
一
頁
）︒

つ
ま
り
天
皇
は
軍
や
行
政
を
兵
卒
と
し
て
統
御
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
︑
そ
の

外
部
（
つ
ま
り
一
般
の
社
会
）
を
そ
の
よ
う
に
統
御
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

　
そ
れ
で
は
︑
個
人
に
対
す
る
権
力
者
の
直
接
の
命
令
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
︑

一
般
社
会
の
秩
序
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
の
が
︑
第
二
の
功
利

主
義
問
題
に
か
か
わ
る
︒
気
を
つ
け
る
べ
き
は
︑
個
人
が
啓
蒙
さ
れ
て
個
々
に
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利
益
の
極
大
化
を
計
算
す
る
と
︑
そ
れ
が
う
ま
く
合
成
さ
れ
て
全
体
の
秩
序
が

立
ち
上
が
る
と
い
う
論
理
を
︑
西
は
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
し
ば
し

ば
西
の
﹁
人
生
三
宝
説
﹂
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
）︒
西
に
よ
る
Ｊ
・

Ｓ
・
ミ
ル
﹃
功
利
主
義
﹄
の
漢
文
訳
﹃
利
学
﹄
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
を
通

じ
て
︑
菅
原
氏
は
西
の
意
図
が
従
来
も
た
れ
て
い
た
印
象
と
は
異
な
る
と
こ
ろ

に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
解
釈
で
は
︑﹃
利
学
﹄
は
社
会
全
体
の
最
大

福
祉
達
成
を
目
的
と
し
た
制
度
設
計
に
つ
い
て
の
﹁
立
法
者
﹂（
西
の
用
語
で
は

﹁
君
子
﹂︑﹁
恵
民
の
官
﹂︑﹁
牧
民
の
官
﹂）
へ
の
指
南
書
で
あ
る
（
一
一
六
︱

一
二
三
頁
）︒
わ
ざ
わ
ざ
漢
文
に
訳
し
た
こ
と
も
︑
そ
の
よ
う
な
意
図
を
表
し

て
い
る
︒
ミ
ル
の
﹃
功
利
主
義
﹄
に
こ
の
よ
う
な
﹁
君
子
﹂
に
つ
い
て
書
い
て

あ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
西
の
主
張
を
翻
訳
に
も
ぐ
り
こ
ま
せ
た
も
の
で

あ
る
（
必
ず
し
も
翻
訳
全
体
が
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
）︒﹁
君
子
﹂
は
︑

﹁
仁
人
﹂
と
表
現
さ
れ
る
箇
所
も
あ
る
が
︑
儒
学
で
想
定
す
る
有
徳
君
主
と
は

異
な
り
︑
立
法
に
あ
た
っ
て
功
利
主
義
原
理
を
採
用
す
る
こ
と
を
被
治
者
に
宣

言
し
︑
ま
た
被
治
者
の
監
視
に
さ
ら
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
︒

　
第
三
に
︑
西
が
一
般
民
衆
へ
の
知
識
の
普
及
に
よ
っ
て
目
指
し
た
の
は
︑
各

人
が
合
理
的
な
功
利
計
算
者
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
︑
法
の
功
利
的
設
計
を

﹁
信
﹂
じ
る
こ
と
の
で
き
る
判
断
力
の
涵か
ん

養よ
う

で
あ
る
︒
西
の
﹁
百
学
連
環
﹂
お

よ
び
﹁
教
門
論
﹂
に
お
け
る
宗
教
論
で
は
︑
個
人
の
知
的
努
力
で
で
き
る
限
界

ま
で
は
考
え
る
べ
き
だ
が
︑そ
の
先
は
﹁
信
﹂
の
領
域
と
さ
れ
て
い
る
（
一
五
九

頁
）︒
こ
れ
は
民
は
最
終
的
に
は
権
威
を
盲
信
す
る
し
か
な
い
と
い
う
意
味
で

は
な
く
︑
制
度
が
掲
げ
て
い
る
原
理
が
信
頼
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
以
上
の
解
釈
を
通
じ
て
︑
ル
ー
ル
功
利
主
義
原
理
（
個
別
の
行
為
判
断
を
導

く
行
為
功
利
主
義
原
理
に
対
比
し
て
︑
そ
の
規
則
に
従
う
こ
と
で
全
体
の
功
利
が
最

大
化
す
る
か
を
問
う
）
に
基
づ
く
﹁
立
法
者
﹂
と
い
う
構
想
を
︑
西
は
事
実
上

提
起
し
て
い
た
と
い
う
の
が
︑
本
書
の
主
張
で
あ
る
︒
実
は
こ
の
西
の
構
想
に
︑

大
久
保
健
晴
氏
が
取
り
上
げ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
︑

統
計
学
と
の
出
会
い
が
関
係
す
る
︒
社
会
全
体
の
功
利
を
計
算
す
る
た
め
に
は

統
計
学
が
不
可
欠
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
知
の
方
法
へ
の
関
心
が
︑
西
の
功
利

主
義
原
理
へ
の
期
待
と
結
び
つ
い
て
い
た
（
一
八
九
頁
）︒

　

六
　 

河こ
う

野の

有ゆ
う

理り

﹃
偽
史
の
政
治
学
︱
︱
新
日
本
政
治
思
想
史
﹄ 

（
白
水
社
︑
二
〇
一
六
）

　
河
野
有
理
氏
は
本
書
の
前
に
す
で
に
単
著
が
二
つ
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
阪
谷

素
︑
田
口
卯
吉
と
い
っ
た
︑
こ
れ
ま
で
政
治
思
想
研
究
の
分
野
で
は
あ
ま
り
取

り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
思
想
家
に
つ
い
て
の
︑
学
問
的
に
き
わ
め
て
有
益
な
成

果
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
明
治
期
か
ら
戦
後
ま
で
に
わ
た
る
複
数
の
思
想
家

と
概
念
を
取
り
扱
っ
た
最
新
の
著
作
を
と
り
あ
げ
た
い
︒

　
ま
ず
個
性
的
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
﹃
偽
史
の
政
治
学
﹄
の
含
意
に
つ
い
て
触
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れ
て
お
き
た
い
︒
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
︑
第
六
章
で
扱
わ
れ
る
︑
権
藤
成
卿
の

﹃
南
淵
書
﹄
が
﹁
偽
書
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
問
題
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
︒
大
正

十
一
（
一
九
二
二
）
年
に
︑
権
藤
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
南
淵
靖
安
（
推
古
朝
の

遣
唐
使
留
学
生
）
の
作
で
あ
る
史
書
と
称
し
た
も
の
が
摂
政
宮
（
後
の
昭
和
天

皇
）
に
献
呈
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
が
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
な
っ
て
︑
偽
書

で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
︒
権
藤
は
直
接
そ
れ
に
答
え
な
い
が
︑
河
野
氏
の
推

測
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
は
権
藤
が
確
信
犯
的
に
偽
書
に
仮
託
し
て
︑
農
本
主
義
的

﹁
社し
ゃ

稷し
ょ
く﹂

の
思
想
を
話
題
に
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
権
藤
は
︑﹁
社

稷
﹂
思
想
が
古
代
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
想
像
が
︑
た
と
え
史
的
事
実
で
は

な
く
と
も
︑
共
感
と
波
紋
を
生
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
（
一
九
六
頁
）︒
思

想
史
研
究
に
と
っ
て
は
︑
そ
の
よ
う
に
歴
史
的
事
実
の
提
示
よ
り
も
想
像
に
訴

え
る
こ
と
を
狙
っ
た
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
り
︑
し
か
も
シ

リ
ア
ス
な
学
術
的
著
作
と
﹁
偽
史
﹂
と
の
間
に
簡
単
に
境
界
線
は
引
け
な
い
で

あ
ろ
う
と
い
う
問
題
提
起
が
︑
当
該
章
で
は
控
え
め
に
︑
し
か
し
本
書
の
タ
イ

ト
ル
で
は
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
︒
敷ふ

衍え
ん

す
れ
ば
︑
本
書
の
他
の
章
で
扱

わ
れ
る
明
六
社
か
ら
︑
丸
山
眞
男
︑
神
島
二
郎
に
至
る
思
想
家
・
大
学
教
授
ら

の
仕
事
も
︑﹁
偽
書
﹂
で
あ
り
え
た
か
も
し
れ
ず
︑
た
だ
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ

て
思
想
史
的
価
値
が
下
が
る
も
の
で
は
な
く
︑
思
想
史
学
の
対
象
と
し
て
検
討

に
値
す
る
と
い
う
意
図
が
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
込
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
本
書
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒
第
一
部
で
は
︑
明
六
社
の
メ
ン
バ
ー
相

互
の
論
争
へ
の
自
覚
的
な
構
え
（
特
に
阪
谷
素
の
そ
れ
）
が
︑﹁
合
議
﹂
に
よ
る

国
家
の
構
想
の
方
法
論
的
対
立
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
︑
第
二
部
で
は
︑
す
ぐ

れ
た
国
家
制
度
は
何
か
を
追
究
す
る
よ
り
も
︑
人
々
は
現
実
に
は
ど
の
よ
う
な

社
会
的
制
度
の
中
に
編
成
さ
れ
︑
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
は
じ
き
だ
さ
れ
て
い
る

の
か
を
︑
イ
エ
と
養
子
の
関
係
や
青
少
年
団
体
の
﹁
自
治
﹂
論
の
議
論
を
通
じ

て
問
題
に
し
た
知
識
人
の
﹁
社
会
﹂
観
︑
第
三
部
で
は
︑
権
藤
成
卿
や
戦
後
の

政
治
思
想
史
学
者
が
い
だ
い
た
日
本
の
﹁
精
神
構
造
﹂
を
再
構
成
し
提
示
し
た

い
と
い
う
欲
望
（
そ
し
て
そ
の
材
料
が
﹁
偽
史
﹂
の
こ
と
も
あ
る
）
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
︒

　
い
ず
れ
の
章
も
興
味
深
い
論
点
と
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
多
く
の
事
実
を
提
示
し
て
お
り
示
唆
に
富
む
が
︑
こ
こ
で
は
最
終
章
に
お
か

れ
た
︑
丸
山
眞
男
の
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
︑﹁
正
統
﹂（legitim

acy

）

の
と
ら
え
方
に
対
す
る
分
析
に
着
目
し
た
い
︒

　
結
局
未
刊
に
終
わ
っ
た
﹃
近
代
日
本
思
想
史
講
座
　
第
二
巻
　
正
統
と
異

端
﹄（
筑
摩
書
房
）
の
準
備
の
た
め
の
研
究
会
資
料
が
︑
東
京
女
子
大
学
比
較

文
化
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
︑
現
在
閲
覧
可
能
に
な
っ
て
い
る
︒
河
野
氏
は
︑
こ

の
研
究
会
記
録
と
︑
丸
山
自
身
の
他
の
著
作
︑
証
言
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が

ら
︑
丸
山
が
研
究
会
の
場
で
︑﹁
そ
の
︹
正
統
性
に
つ
い
て
の
︺
点
で
は
カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ほ
う
が
︹
ウ
ェ
ー
バ
ー
よ
り
も
︺
正
し
い
︒
近
代
国
家
の

正
統
性
基
礎
は
単
な
る
合
法
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
人
民
が
自
分
が

つ
く
っ
た
法
律
に
自
ら
服
す
る
と
い
う
︑
そ
う
い
う
意
味
で
は
人
民
主
権
的
正

統
性
が
そ
の
背
後
に
あ
る
﹂（
二
三
一
頁

（
8
）

）
と
述
べ
て
い
る
点
を
重
視
す
る
︒
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河
野
氏
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
発
言
は
︑
制
度
の
内
部
か
ら
︑
合
法
的
に
そ
の
制
度

の
理
念
の
本
来
の
姿
を
問
い
直
す
こ
と
で
︑
制
度
そ
の
も
の
を
作
り
直
そ
う
と

す
る
﹁
忠
義
の
逆
焰
﹂
者
へ
の
共
感
（
丸
山
の
﹁
忠
誠
と
反
逆
﹂
論
文
で
提
起
さ

れ
た
）
で
は
な
く
︑
革
命
に
よ
っ
て
国
家
の
歴
史
的
人
格
を
切
断
し
︑
人
民
が

法
を
作
る
（
つ
ま
り
︑
明
治
国
家
を
否
定
し
て
︑
戦
後
民
主
主
義
国
家
を
は
じ
め
か

ら
作
る
）
と
い
う
﹁
人
民
主
権
的
正
統
性
﹂
へ
の
共
感
を
示
し
て
い
た
（
二
三
四

頁
）︒

　
し
か
し
︑
丸
山
の
﹁
人
民
主
権
﹂
へ
の
共
感
は
︑
す
ぐ
に
隘あ
い

路ろ

に
陥
っ
た
と

い
う
︒
丸
山
は
﹁
政
治
﹂
が
他
の
人
間
的
諸
活
動
に
対
し
て
優
位
を
主
張
す
る

こ
と
を
一
貫
し
て
嫌
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
﹁
正
統
と
異
端
﹂
研
究
会
の
時
点
で

も
変
わ
ら
な
い
︒
人
民
が
一
つ
の
意
思
を
持
っ
た
﹁
革
命
﹂
の
主
体
と
し
て
根

底
か
ら
国
家
を
作
り
直
す
事
態
は
︑﹁
政
治
﹂
の
圧
倒
的
優
位
を
生
み
か
ね
な

い
︒
丸
山
の
そ
の
点
で
の
躊
躇
が
︑﹁
正
統
と
異
端
﹂
の
企
画
の
挫
折
の
原
因

で
は
な
い
か
︑
と
い
う
の
が
河
野
氏
の
読
み
で
あ
る
︒

　
筆
者
は
河
野
氏
の
分
析
か
ら
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
︒
筆
者
は
︑
丸
山
の
福

澤
諭
吉
論
（
一
九
五
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
）
に
つ
い
て
︑
戦
前
か
ら
丸
山
が
親
し

ん
で
い
た
ケ
ル
ゼ
ン
︑
マ
ン
ハ
イ
ム
︑
ヴ
ェ
ー
バ
ー
︑
ジ
ン
メ
ル
ら
か
ら
学
ん

だ
も
の
を
徹
底
的
に
活
用
し
︑
他
方
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
決
断
す
る
政
治
主
体

と
い
う
構
想
を
（
そ
の
思
想
的
喚
起
力
を
認
め
な
が
ら
も
）
あ
え
て
避
け
︑
福
澤

の
思
想
を
民
主
主
義
と
い
う
擬
制
へ
の
積
極
的
承
認
と
い
う
文
脈
に
置
こ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た（

9
）

︒
し
か
し
︑
一
九
六
〇
年
前
後
に
丸
山
の

共
感
の
所
在
に
大
き
な
揺
ら
ぎ
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
丸
山
の
福
澤
理
解

に
つ
い
て
も
︑
そ
の
後
に
大
き
な
変
化
や
隘
路
を
経
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
︒

　

む
す
び

　
以
上
︑
駆
け
足
で
︑
二
十
一
世
紀
の
日
本
政
治
思
想
史
研
究
の
必
読
書
と
呼

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
︑
最
近
の
成
果
を
紹
介
し
て
き
た
︒
近
年
︑
日
本
政
治
思
想

史
分
野
の
研
究
手
法
と
記
述
ス
タ
イ
ル
は
精
緻
で
堅
実
な
（
し
か
も
十
分
に
思

考
喚
起
力
の
あ
る
）
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
︒
本
稿
で
紹

介
し
た
図
書
は
︑
序
文
で
挙
げ
て
お
い
た
学
問
的
能
力
と
方
法
意
識
に
つ
い
て

の
要
請
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
︒
も
し
危
惧
が
抱
か

れ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
の
中
身
に
つ
い
て
で
は
な
く
︑
こ
れ
ら

が
一
般
の
読
者
は
お
ろ
か
︑
専
門
的
研
究
者
に
も
十
分
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
政
治
史
や
西
洋
思
想
な
ど
隣
接
分
野
の
研
究
者
が
日
本
思

想
の
現
在
の
研
究
水
準
を
あ
ま
り
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

念
は
︑
学
会
や
研
究
会
の
場
で
時
々
頭
を
よ
ぎ
る
（
逆
も
時
々
あ
る
が
︑
そ
れ

ほ
ど
頻
繁
で
は
な
い
）︒

　
他
に
も
紹
介
す
べ
き
重
要
な
業
績
は
あ
る
が
︑
紙
幅
と
筆
者
の
能
力
の
関
係

で
︑
こ
こ
で
一
旦
む
す
び
と
し
た
い
︒
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本
稿
校
了
後
︑
藍ら
ん

弘こ
う

岳が
く

﹃
漢
文
圏
に
お
け
る
荻
生
徂
徠
︱
︱
医
学
・
兵
学
・

儒
学
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
七
）
が
刊
行
さ
れ
た
︒
大
変
重
要
な
著
作

で
あ
る
た
め
︑
別
の
機
会
に
紹
介
し
た
い
︒

註（
1
）  

渡
辺
浩
﹃
日
本
政
治
思
想
史
│
十
七
～
十
九
世
紀
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六

年
）︑
一
︱
一
三
頁
︒

（
2
）  

渡
辺
浩
﹃
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
五
年
︐
増
補
版

二
〇
一
〇
年
）
の
影
響
が
大
き
い
︒

（
3
）  

徳
川
政
権
が
人
々
（
武
士
で
あ
れ
一
般
民
衆
で
あ
れ
）
の
道
徳
を
指
導
す
る
こ
と
に

あ
ま
り
熱
意
が
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒K
oichiro M

atsuda, “A
n 

Intolerant but M
orally Indifferent R

egim
e?: H

eresy and Im
m

orality in E
arly M

odern 

Japan,” in Toleration in C
om

parative Perspective, edited by V
icki Spencer (L

ondon: 

Lexington B
ooks, 2017). 

（
4
）  

近
代
以
降
の
日
本
の
陽
明
学
理
解
の
奇
妙
さ
に
つ
い
て
は
︑
小
島 

毅
つ
よ
し
﹃
近
代
日
本
の

陽
明
学
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
〇
六
年
）
に
詳
し
い
︒

（
5
）  

徂
徠
が
﹃
礼
記
﹄
に
あ
る
﹁
礼
楽
刑
政
﹂
と
い
う
熟
語
を
用
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
刑
政
﹂

に
引
き
ず
ら
れ
て
か
︑
徂
徠
を
︑
道
徳
を
顧
み
な
い
刑
罰
主
義
者
の
よ
う
に
み
な
す
向

き
も
あ
る
よ
う
だ
が
︑
こ
れ
は
徂
徠
の
著
作
に
あ
た
ら
ず
に
︑
た
だ
の
印
象
か
ら
ラ
ベ

リ
ン
グ
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒

（
6
）  

統
治
者
は
﹁
礼
﹂
の
正
し
さ
を
示
す
典
拠
に
も
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
徂

徠
は
考
え
る
︒
松
田
宏
一
郎「
近
世
国
家
と
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
︱
︱
徂
徠
学
の
視
点
」﹃
思

想
﹄
二
〇
一
六
年
一
二
月
︑七
二
頁
︒﹃
思
想
﹄
の
同
じ
号
に
収
録
さ
れ
た
高
山
大
毅
「
徂

徠
学
の
風
景
」
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
7
）  

本
書
に
は
英
訳
版
が
あ
る
︒
書
籍
と
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
論
文
に
分
か
れ
て
お
り
︑

以
下
の
と
お
り
︒O

kubo T
akeharu, T

he Q
uest for C

ivilization: Encounters w
ith 

D
utch Jurisprudence, Political Econom

y, and Statistics at the D
aw

n of M
odern Japan, 

translation by D
avid N

oble (Leiden: B
rill, 2014); O

kubo T
akeharu, “O

no A
zusa and 

the M
eiji C

onstitution: T
he C

odification and Study of R
om

an Law
 at the D

aw
n of 

M
odern Japan,” translated by G

aynor Sekim
ori, Transcultural Studies, N

o. 1, 2013, 

http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/article/view
/10747 

(A
ccessed 31 O

ctober 2017).

（
8
）  

丸
山
に
よ
る
﹁
合
法
性
﹂
と
﹁
正
統
性
﹂
の
対
立
図
式
の
理
解
は
︑
ウ
ェ
ー
バ
ー
批

判
に
は
有
効
で
は
な
い
こ
と
が
水
林 

彪
た
け
し

﹃
国
制
と
法
の
歴
史
理
論
﹄（
創
文
社
︑

二
〇
一
〇
年
）︑
二
九
〇
︱
三
三
五
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
9
）  

松
田
宏
一
郎 

﹃
擬
制
の
論
理
　
自
由
の
不
安
﹄ （
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑ 

二
〇
一
六

年
）︑
一
五
三
︱
一
六
八
頁
︒


