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現

代

日

本

へ

の

警

鍾

一
、

は

じ

め

に

二
、
修

身

斉

家

治

国

平

天

家

三
、
国

の
独

立

と

は
何

か
、

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
を

土
台

に

し

て

の
独

立
論

議

は

ま
ち

が

っ
て
い
る
。

四
、

個

人

と

は

、

社

会

と

は

　

　

…

五
、
科

学

と

は

、

そ

し

て

心

の

問

題

と

は

六

、
誤

解

さ

れ
た
歴
代

天

皇

に

つ

い
て

の

一
考
察
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現

代

日

本

へ

の

警

鍾

一
、
は
じ
め
に
明
治
以
来
百
年
、
そ
の
間

に

い
ろ

い
る
な
．紆
余
由
折

が
あ

っ‐
た
が
、
現
在
、
日
本
は
隆
ガ

た
る
発
展
・を
と̈
げ
、
今
後
も
そ
れ
を
続
け
る
で
あ
一ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
間
、

日
本
民
族

の
主
体
性
に
基

い
て
、
一西
洋
文
化
を
吸
収
・し
そ
い

た
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
西
洋
文
化
の
絢
爛
さ
に
眩
惑

さ
れ
て
無
批
判

に
つ
け
入
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
今
は
そ
れ
を
再
検
討

す
べ
き
、、時

ｒ
あ
り
、

い
わ
ば
、
民

族
発
展

の
過
渡
期
・と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

の
中

で
も
特
に
気
に
な
る‐こ‐
′と
は
Ｌ

本
σ

大
学
あ

学
問

―
高
等
学
校
や
中
学
校
り
学
問
「も
そ
れ
に
関
連

し
て
い
る
と
思
ヶ
が
卜
特

ｒ
人
闘

と
は

，
社
会

と
・は

，
一ど

い
う
こ
と
を
追
求
し

て
い
る
文
化
系̈

の
学
問

と

い
う
も
の
が
は
た
し
て
学
問
と

い
２
名
に
ふ
さ
わ
し

い
展

開
を
し

て
い

る
か
と
い
う
こ
と
いで
あ
る

。
諸
君
は
そ

の
大
学
を
り

っ
ぱ
に
卒
業

し
■
今

や
・社
会
に
二

歩
を

ふ
み
だ
し
て
人
生

の

コ
ー

ス
に
か
ム

て
祝
福
さ
れ
る
べ
き

一
段
階
に
あ
る
と

い
う
こ
．ど

が
．で
き
る
。

し
か
し
、
も
し
諸
君
が
学
問
だ
と
思̈

Ｆ
て
い
た
こ
と
が
学
問
全
体

の
あ
る

一
部
分
に
す
ぎ

な
か

っ
た
と
す

れ
ば
、

こ
こ
で
ょ
ほ
ど
考
え
‐、を
と
り
も
ど
し
て
い
一か
な
い
と
、
実
社
会
と

マ
ッ
チ
し
て
い
か
な
く
な
る
。

実
社
会
と
い
う
も

の
は
、
非
常
に

欠
点
だ
ら
け
だ
一と
ぃ
ぅ
こ
と
は
別
と
し
て
、
人
間
が
真
剣
に

生
き
抜

い

て
い
る
所
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち

が
い
な

い
ら

だ
か
ら
、
そ
の
真
剣
に
生
き
抜

い
て
い
る
所

で
通
用
す
る
学

問
を
ど
れ
だ
け
諸
君
が
学
ん
で
送
た
か
、
あ
る

い
は
通
用
す
る
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
な
ほ
そ

こ
に
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欠
け
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
機

ｒ会
て
十

…分
考
え
な
お
ｔ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

二
、

「
修

身

斉

家

治

国

平

天

下

」
１
一̈

Ｆ

・ヽ
　

　

　

　

・　

　

　

　

　

　

　

・

支
那
の
古
い
言
葉
に

「
修
身
斉
、́家
一治
日
予
天
下
」
と
い
う
の
が
あ
る
一。
諸
君
一か
・ら
見

れ
」ば
一非
常
ｒ
古
く

さ
く
思
わ
れ
る
．か
も
し
れ
な
い
。
．が
．、
ま
ァ
聞
い
て
下
さ
い
。
・修
身
と
い
う
の
は
ヽ
自
分
の
行
い
を
正
し

く
修
め
る
と
い

，
こ
ど
を

あ
り
、―
斉
家
と
は
、
諸
・君
が̈
生
れ
そ
だ

っ
た
一家
庭
と
や
が
て
結
婚
し
て
営
む
で

あ
ろ
う
家
庭
を
よ
く
と
と
．ｑ
た
、
お
さ
め
る
こ
と
．で
あ
る
ｆ
一治
国
と
は
、
国
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ̈
の
国
と
い

，
９
は
′、

お
互
い
が
日
本
人
で
あ
る‐
と
い
″う
意
識
に
立

つ
て
考
え
る
べ
き
立
場
を
指

；し
、
治

国
平
天
．■
ど̈
は‐・一ぞ

０̈
″国‐
が
治
ま

つ
て
、
は
じ
め
て
天

下
が
平
ら
か
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
を
は
ち

，

平
天
下
、
争
一
ｈ
．た
に
世
界
■
れ
と
い
う
も
の
は
■
修
身
―
斉
家
、
治
国
と
い
う
順
序
で
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
音
の
支

雅
た
が
ら
ヽ
な
一も
‐‐σ
・で
お
お
Ｒ
ど
こ
に
い
う
国
と
は
、
当
時
の
支
那
に
ぶ
け
る
封
建
諸
国
、
日
本
で
い
え
ば
幕
末
ま
で
の
静
に

柱
当
「す
か
０
針
ど
な
え
‐が

は
襲
い
。
従
夕
で
こ
こ
で
一い
う
天
下
ど
は
支
那
全
体
の
意
で
あ
り
、
現
在
で
は
国
は
世
界
各
国
い
天

下
は
世
‐‐』λ

ど‐́…
広
一・穫
一̈い
て‐ｉ
二
ろ
し
い
。
　
　

　

　

　

　

・　

　

´
　

．　

　

　

一

．
さ‐ｉぃ‘

こ‐
．の‐

、佐

身

卜
為

．家

な̈
ンど‐
と…，
内

う
言

葉

は
非
常

に
陳

腐

な
も

の

の
よ

う

に

み
え

る
が
、

実

際

に
は
、

今

日
諸
…〕な

．た
社

斜
・に
出
」な

上ｉ．
に

か

い
一

て
密

接

な
関
係

を

も

つ
も

の

な

の
で
み
一る
．●

例

え

ば
諸

君
は
現

在
、

り

っ
ば

な
人
間

に
な
Ｌろ

，
、
幸

福

な
人
間

に
な
ろ
２

と
願

つ
て

い
る

が
、

そ

れ

は

こ

の
修

身

に
よ

つ
て
、
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は
じ

め

て
達

成
さ

れ

る

と

こ
ろ

の
も

の
で
あ

る
。

ま

た
、
近

頃

は

や

っ
て

い
る

マ
ィ

ホ
ー

ム
主
義

と

い
う

の
は

、
結

婚

し

て
家

を

も
ち
、

そ

れ

を
豊

か

に
し

よ
う

と

い
う
願

い
で

あ

っ
て
、

そ

れ
は
と

り

も

な
お

さ

ず
斉

家
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の

よ
う
に
考

え，
る
ど
、

諸

君
は
、
幸

福

に

な

り

、

り

つ
ば

な

人
間

に

な

り
、
家
庭
を
マ
ィ
ホ
ー
ム
主
義
て
建
設
し
て
い
こ
夕
と
す
な
修
身
ヽ
斉
家
と
い
う
感
覚
を
い
や
と‐
い
”
ほ

ど
頭‐
の
中
に
こ
び
り
つ
か
せ
て
い
る
は
ず
で
み
．か
。
．
・　

．
¨^

■
．　
一
一
　
一　
　
　
　
　
　
　
・

・

　

・

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

´
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

と

こ
ろ

で
諸

君

の
学

生
時
代

に

は

げ

じ
く
論

争

さ

れ

た
社

会

主
義

か
資

本

主
義

か

と

い
う
問

題
は
、
　
一

体

こ

の
中

の
ど

れ
に

関
連

し
た
問

題

な

の
だ

ろ
う

か
。

実

は
、
社

会

主
義

が

い
い

の
か
、

資

本

主
義

が

い

い
の
か
と

い
う
問
題

は
、

何

も

一
身

一
家

の
問

題

に

関
係

し

た
も

の
で
は

な
く

て
、

そ
れ
は

む

し
ろ
天

下

に
関

す
る
問

題

な
の

で

あ
る
。

な

お
そ

の
ほ
か

に
修

正
資

本

主
義

と
か
、
修

■
社

会

主
義
、

あ

る

い
は
共

産

主
義
と‥
が

ぃ
わ

れ

る

よ

う
な

い
わ

ゆ

る
天

一

に
関
係‐
し
た
問
題

で
詮

君
は
学

生

時‐
代

に
熱

中

し

て
論

議

，　
一
〓一　
　
　
　
一
・̈

一　
一一一̈一
一一̈一
一

し

て
き

た

と
思
わ

れ

る

が
、

こ

の
ほ

か

に
、

自
分

一
身

の
問

題
及

び

マ
イ

ホ
ー

ム
主
義

を
合

わ

せ

た
三

つ

ら
は

諄

に
酢
．Ｊ

．ｒ
一
縦

．証

乞
集

中

し

た
に
す

で
あ

れ
、

と

こ
ケ

が
自
分

一
個

人

と

家

と
天
下

の
問

題

と

の

間

に

肝
♂̈

ぼ

舛
．計

題

が
な

が
．だ

　ヽ
こ
れ

を
ど

の
よ

う
に
位
置

づ
け

し

て
き

た

か
。

そ

の
考

え

が
き

ま
ら

な

け

れ
は
社

会

生
活

は
営

め

な

い
と

思

わ

れ

る

の
で
あ

る
。

ヽヽ
，

″
　

一
一́一

一̈
一
一
　

　

・
　

　

　

¨
一
　

　

　

　

　

　

（

諸

粛
は
今

、
企
業

に
入

つ
た

の

で
あ

る
が
、

企
業

体

と

い
う

の
は

国

と
家

と

の
間

に
あ

る
集

団

生
活

で
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あ

っ
て
、
諸
君
は
そ

の
企
業
体
か
ら
月
給
を
も
ら

い
、
ポ
ー
ナ

ス
を
も
ら

い
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て

マ
イ

ホ
ー

ム
を
き
ず

こ
夕
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
企
業
体
社
会
と

い
う
も
の
は
い
や
お
う

な
し
に
諸
君
の

一
日
二
†
四
時
間
の
生
活
の
う
ち
、
場
合

に
よ

っ
て
は

十
五
時
間
か
ら

す
六
時
間
、
諸
君

を
精
神
的
、
肉
体
的

に
拘
束
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
諸
君

の
生
活
の
大
部
分
は
会
社
と
取

り
く
む
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
諸
君
は
家
と
身
の
た
め
、

マ
イ

ホ
ー

ム
の
た
め
に
会
社

に
つ
と
め
る
の
か
、
あ

る
い
は
学
生
時
代

一
生
け
ん
め
い
取
り
く
ん
だ
資
本
主
義

と
か
社
会
主
義
と
か
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
会
社
の
生
活
を
す
る
の
か
。
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
で
社
会
に
出
よ
う
ど
じ
ｔ
い
る
か
ど
う
か
。

な
お
も
う

一
つ
、一
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、　
一
体
そ
の
会
社
と
国
と
の
問
題
は
ど
う
な

っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
考
え
な
け
れ
ば
政
治
の
こ
と
を
語
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。
国
の
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
資
本
主
義
が
い
い
と
か
、
社
会
主
義
が
い
い
と
か
い
う
こ
と
を
論
じ

て
も
は
じ
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
ｏ
結
局
、
諸
君
の
念
頭
に
は
意
識
的
に
国
と
い
う
も
の
が
入

っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
が
、
生
活
姿
勢
と
し
て
の
分
析
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
生
活
の
中

に
い
い
か
げ
ん
に
放

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ｏ
そ
れ
が

一
番
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
国
の
独
立
と
は
何
か
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
土
合
に
し
て
の
独
立
論
議
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
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国
の
独
立
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

一
つ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
日
本
は

一
つ
の
国
家
を
形
成
し
て
い
る
か

ら
、
日
本
人
な
ら‐
ば
，誰
で
も
日
本
の
独
立
と
い
う
こ
と
を
念
願
し
て
い
て
こ
れ
は
問
題
な
い
。
と
こ
ろ
で

諸
君
は

一
身
の
独
立
を
願

っ
て
会
社
に

入
り
、
や
が
て
人
の
世
話
に
な
ら
ず
に

マ
イ
ホ
「
ム
を
作
り
た
い

と
思

っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
独
立
の
思
想
が
確
認
澪
れ

‐
る
わ
け
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
国
の
独
立
に
し
て

い
、

卜
分

印
身

を
考

た
、

家

を
考

え

る
感
覚

を
確

立

し

て

い
る
も

の
な
ら

ば

、
民
族

国

家

が
独

立

し

て

い

か

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
ど

い
，

こ
と
ぐ
ら

い
は
問

題

に

な
ら

な

い
は
ず

で
あ

る
。

そ

こ

で
日
本

の
独

立
と

い
う
こ
と
に
眼
を
む
け
て
み
る
と
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
伯
由
主
義
国
の
仲
間
入
り

‐を
し
て
い
る
が
、
あ
る
仲

間
の

一
員
で
あ
る
こ
と
と

，
仲
間
の
中
で
独
立
を
達
成
し
て
レ
る
と
一
う
ｔ
と
を
堀
ぜ
て
考
え
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
日
本
は
自
由
主
義
国
の

一
員
で
あ
る
“
従

つ
て
資
本
主
義
体
制
、
あ
る
い
は
修
正
資
本
主

義
体
制

９
中
」に
経
済
が

，

メ

そ

の
他

の
社

会
体

制

を

運
営

ｔ

て

い
る
”

だ

か

ら
自
由

主
義

諸

国

と
、
仲
良

く

し

て
い
く

の
は
、
当
然

で
あ

る
。

し
か

し
仲

よ
く

す

る
こ

と

は
当
然

で
あ

る
と
し

て
も

そ

の
中

に
あ

っ
て
ヽ

独

立

の
精

神

を
失

つ
て
は

な

ら
が

い
の
は

当
然

で
あ

る
。

こ

こ
に

い
う
一独

立

の
精
・神

と

は
ど

い
う

こ
と

か

と

い
う

と
い
例

え

は

ア
メ
リ

カ
と

か
、

イ

ギ
リ

ス
あ

る

い
一は

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
Ｅ
Ｅ
Ｃ

諸

国
、
台
湾
、
韓
国
そ
の
他
の
国

々
を
綿
密

な
仲
間

づ

き

あ

い
を
し

な

が
ら
‐

も
‐
‐
、

強
い

か
ら

と

い

っ
て
そ

の
国

に
隷

属

し

た
り
、

弱

い
か
ら

、
後

進

国
だ

か
ら

と
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い

っ
て
、
そ
の
国
に
横
暴
な
ふ
‐一る

ま̈

い
な
ど
を
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
そ
一ぅ
ぃ
ぅ

意
味

で
日
本
が
自
由

主
義
国
各
群

と

つ
き
合
い
を
す
る
上
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ

や
そ

の
他
有
力
な
国
に

対
し
て
卑
屈
に
な
ら

な
い
．こ
と
と
、
台
湾
、
韓
国
、
東
南
ア
ジ

ア
な
ど
の
諸
国
に
対
し

て
は

い
ば
り
く
さ

ら
な
い
と

い
う
こ
と
、

こ
の
一手
？
が
り

つ
ば
に
確

立
さ
れ
た
時
に
日
本

の
独
立
が

，

Ｐ
ば

な
も
あ

と
じ̈
．て

達
成
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
と
関
連
し
て
、

ア
メ
リ
・力
に
日
本
が
隷
属
さ
れ
て
い
る
一か
の̈
如
く

い
ち
そ
●
チ

メ
リ
ヵ

か
ら
の
独
立
を
叫
ん

で
い
る
人
た
ち

が
い
る
一。
・左
翼̈

の
諸
君
は

１１
日
本
・が
自
由
主

義
国
家
群
に
仲
間
入
り

し
て̈

い
る
の
が
気
に
く
わ
な
い
の
だ
か
ら
共
産

主
義
陣
営
、
社

会
主
一義
陣
営
に

仲
・間
入
・り
し
た
い
と
い
う

仲
間
意
識

を
も

っ
て
い
な

ｏ

し
か
し
、
そ
う
い
う
仲
間
意
識

に
，た
つ
か
ら‐
と

い

つ
て
ず
そ

の
中
で
の
ど
れ

か
に
隷
属
す
る
よ
う
な̈
卑
屈
な
態
度
で
独
立
の
精
神
を
失

つ
て
一い
た
あ

で
は
、
日
本
が
■

メ̈
リ
カ
に
隷
属

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
い
う
の
は
ま
こ
と
に
ち
ぐ
は
ぐ
な
か
か
し
な
こ
と
に
な

っ
て
ぐ
る
。

だ
か
ら
日
本

は
ア
メ
リ
カ
の
隷
属

か
ら
脱
せ
よ
と
い
多
一左
翼

の
諸
君
の
独
立
と

い
２
こ
と‐
が

，

そ
の
ま
ま
社

会
主
義
国

家
の
仲
間

入
り
を
す

る
方
便
ど
し
て
使
一わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
限
り
、
そ

の
独
立
と

い
う
の
は
何

の
値

打
ち
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
値
打
ち

の
な
い
独
立
の
声

に
日
本
あ

イ

ィ
テ
リ
・や
学
者
、
あ
る
い

は
政
治
家
、
評
論
家
な
ど
が
ひ
き
ず
り

こ
ま
れ
、

そ
れ
に
よ

っ
て
独
立
が
達

成
さ
れ
な
，と
思

い
こ
ん

で
い
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る
と

し
た
ら

、

こ
れ

は
ど

ん

で
も

な

い
ま
ち

が

い
で
あ

る
。

社

会

主
義

諸
国

に
対

し

て
は
隷

属

す

る

こ
と

を
何

と
も
思
わ

ず

に
、

自
由

主
義

諸

国

に
対

し

て
は
仲

間

入

り
す

る

だ
け

で
，

そ

の
ど

れ

か

に
隷

属

す

る

か

の
如

く
非
難

す

る
論

理
は

ど

こ
か
ら

湧

い
て
ぐ

る

の
で
あ

ろ
う
か
。

そ

れ

は
簡
単

に

い
え

ば
、

天

下

の

問
題
、

社

会

主
義

が

い

い
か
、
資

本

主
義

社

会

が

い

い
か
と

い
う
問

題

を
先

に
論

じ

て

い
る
か
ら

で

て
く

る
結

果

に
ほ

か

な
ら

な

い
ｆ

す

な
わ

ち

国
と

い
う
問

題

を
抜
き

に
し

て
、

天

下

の
問
題

を
先

に
論

じ

て

い

る
か
ら

、
社

会

主
義

社

会
の

方
が
い
い
の
だ
と
断
定
す
る
．も
の
は

国

も
社

会

主
義

に

な

れ
と

い

い
、

資

本

主
義

社

会

が

い

い
と

い
，

も

の
は
、
資

本

主
義

国

家

に
な

れ

と

い
う

の

で
あ

ろ
う
。

天

下

の
問

題

を
先

に
論

じ

て
、
逆

に
国

家

の
問

題

を
制
約

し

て

い
る
わ

け

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
国
家

と

い
う
も

の
は
そ

ん

な

も

の
で
は

な

い
。

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

と

か
は
あ

っ
て
も

な
く

て
も

国
家

ど

い
う
も

の

は
成

り

立

つ
。

諸

君

や
我

々
の
家

庭

に
し

て
も

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
な
ど

に

一
生

し
ば

ら

れ

て
満

足

す
る

わ

け

に
は

い
か

な

い
。

夢

を

ィ

デ

オ

ロ
ギ

ー

に
託

す

る
人

は

い

て
も
、

自
分

の
生
活

∵
切

を

か
け

て
、

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

の
奴
隷

に
な

る

こ
と

で
満

足

で
き

る

日
本

人

は

い
な

い
は
ず

だ
。

そ

れ
は

日

本

人

と

い
う

の
は
、

こ
れ
だ

け

美

し

い
自
然

と

四
季

の
風
景

の
中

に
き

た

え
ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
か
ら

ｒ

そ
う

い
う
殺

伐

な
イ
デ

オ

ロ
ギ

ト

な
ど

に
自

分

の
豊

か

な
心
情

を

た
く

す
る

な

ど

と
い
う

こ
と

に
は

が

ま

ん

の
で
き

な

い
民

族

だ

か
ら
そ

あ

る
。

自
分

の

一
身

を

と

ち

て
み

て
ヽ

独

立

し

た

い
と

い
う

こ
と

を
体

験
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的
に
も

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
類
推
し
て
家
も
独
立
し
て
、
そ
の
集
団
で
あ
る
国
も
独
立
し
よ

う
と
い
う
の
が
我
々
日
本
人
の
国
の
独
立
に
対
す
る
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
と
か
資
本
主
義
と

か
い
う
社
会
体
制
の
問
題
は
、
時
代
の
変
化
と
共
た

さ
・ま
ざ
ま
に
影
響
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本

の
独
立
は
資
本
主
義
国
と
し
て
独
立
し
て
い
る
な
ど
と
言
う
言

い
方
は
全
く
う
そ
で
あ
る
。
だ
か
ら
や
が

て
日
本
の
資
本
主
義
社
会
を
崩
壊
さ
せ
て
社
会
主
義
社
会
の
国
に
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
口
先
だ
け

の

こ
と
で
あ

っ
て
、
日
本
民
族
の
独
立
は
社
会
主
義
に
ヽ
資
本
主
義
に
も
瀾
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
人
の

一
人

一
人
が
独
立
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
も
ち
、
自
分
の
家
庭
は
人
の
世
話
に
な
ら
な
い
で
生
き
て
い
こ

う
と
い
う
決
意
が
あ
る
限
り
、
日
本
の
独
立
は
確
立
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
諸
君
は
そ
う
い
う
意
味
の
国
の
独
立
と
い
う
も
の
を
本
当
に
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ

っ
た
だ

ろ
う
か
。
お
そ
ら
ぐ
、　
資
本
主
義
と
か

社
会
主
義

か
と
い
う
方
に
ば
か
り
夢
中
に
な
り
、　
一
方
で
は
個
人

と
自
分
の
マ
イ
ホ
ー
ム
の
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
、
国
の
こ
之
は
お
留
守
に
な

っ
て
ど
ち
ら
に
結
び
つ
け

て

い
い
が
迷
い
な
が
ら
今
、
社
会
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
こ
の
よ
グ
な
計
本
人
の
独
立
精
神
の
喪
失
は

一
体
刊
て
原
因
し
た
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
あ
る
人
々
は
日
本
が
前
ら

世
界
大
戦
に
お
い
て
み
じ
め
な
敗
戦
を
し
た
の
で
、
そ
れ
に
よ

っ
て

独
立
の
自
信
を
喪
失
し
た
ど
説
明
す
る
“
そ
れ
も
確
か
に
原
因
の

一
つ
だ
ろ
う
が
、
も

つ
と
奥
深
い
所
に

「
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そ

の
原

因

が

あ

り

は

し

な

い
だ

ろ

う

か

、

そ

れ

を

考

え

て

み

た

い
と

思

う
。

四
、
個
人
と
は
、
社
会
と
は
　
　
　
　
　
　
．
　

　

・　
´
　

′
　

　

　

　̈
　
　
　
　
　
´
．

一
ま
ず
第

一
に
、
諸
君
は
、
戦
後

う
け

た
教
育
か
ら
、
個
人
を
大
切

に
し
な
け
‥

れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う

こ
と
と
、
個
八
と
社
会
の
関
連
を
考
え
る
よ
う
な
こ
と
が
、
学
問

の
中
心
だ
と
思

っ
て
き

た
の
で
は
な
い

か
。

し
か
し
実
際
よ
く
考

え

て
み
る
と
個
人
と
い
う
も
の
は
、
は
た
し
て
実
在
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
例
え
ば
私
と
い
う
個
人
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
私
は
、
私
を
生
ん
で
く

れ
た
親
、
父
や
母
に
対
し
て
一は
子
と

い
う
立
場
で
あ‐
る
。

ま
た
妻
に
対
し
て
は
大
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

私
と
妻

の
間

に
生
ま
れ
た
子
供

に
対
し
て
は
、
父
親
と
い
う
立
場
、
私

の
い
と
こ
に
対
し

て
い
と
こ
と
い

，
関
係
、
学
校

の
先
生
に
対

し̈
て
は
弟

子
と

い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
う

い
う
形

で
私
と

い
，

一
人

の
人
間

の
抽
象
的
な
表
現
は
個
人
で
通
る
け
れ
ど
も
、
個
人
と

い
う
も
の
は
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ

つ
て

一
つ
の

具
体
的

な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
立
場
は
無
限

に
あ

つ
て
、
ざ

っ
と
数
え
て
も
百
ぐ
ら
い
で
て
く
る
。

し

か
し
そ
の
ど
れ
を

一
つ
取

っ
て
み
て
も
二
人
の
人
間

の
関
係

で
し
か
な
い
。
父
と
わ
が
子
と

い
う
よ
う
な

具
体
的
な
対
象

に
な
る
、
少
く
と
も
二
つ
の
中
に
あ
る

一
つ
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外

の
人
間
、
個
人
な
ど

と
い
う
具
体
的

な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
我

々
が
人
間
と
し
て
生
き

て
い
る
姿

は
、
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人
間

と
人
間

の
中

の
結
び
つ
き

の
糸

を

一
人
の
人
間

が
五
十
も
百
も
持

つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
相
手

に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
、
例
え
ば
敬
語

な
ど
も

二
十
種
類
も
三
す
種
類
も
使

え
る

人
間

な
の
で
あ
る
。
親
に
対
し
、
子
に
対
し
、
あ
る
い
は
会
社

の
社
長
や
係
長

に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ち

が

つ
た
言
葉
を
使
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

一
人

の
人
間
が
い
く
つ
も
の
人
間

関
係
を

マ
ス
タ
ー
し
て
社

会
を
作

っ
て
い
る
の
で
あ

っ

て
、
そ
こ
に
個
人
と
い
う
抽
象
的
な
も

の
が
成
り
立
つ
の
で
あ

る
。

い
わ
ば
単
な
る
個
人
と

い
う
も
の
は

実
在
し
次
い
と
極
論
し
て
も
い
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
抽
象
的
に
言

つ
た
ま
で
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
人
間
と
人
間

の
関
係

の
二
対

一
で
、
そ
の
二

対

一
の
相
手

の

一
は
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
で
あ

つ
て
、
そ
こ
に
実
在
す
る
人
間

が
発
見

で
ぎ

る
で
お
ろ
う
。

も
し
我

々
が
社
会
の
問
題
、
天
下
の
問
題
を
考
え

て
い
く
な
ら
ば
個

人
と

い
う
も
の
は
宙

に
浮

い
て
し
ま

う
で
は
な
ｈ
か
。
だ
か
ら
我
々
で
も
諸
君
で
も
家
庭
を
建
設

す
る
時
に
、
あ
る
い
は
会
社

の
中

で
円
満

な

勤
め
を
は
た
そ
う
と
す
る
時
、
抽
象

化
さ
れ
た
個

人
の
権
利
を
主
張
し
た
り
義

務
を
論
じ
た
り
し
て
も
ら

ち
が
あ
き

っ
こ
な
い
の
で
あ
る
。
単

な
る
個
人
と

い
う
線

で
天
下
を
論
じ
、
社
会
体
制

を
論
じ
、
社
会
機

構
を
論
じ
、
経
済
機
構

を
論
じ
て
い
て
も
何

の
役

に
も
立
ち
ま
せ
ん
。
何
か
の
参
考

に
な
る
だ
け
で
天
下

を
動
か
す

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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そ

こ
で
抽
象
化
さ
れ
た
個
人
と

い
う
言
葉

や
、
社
会
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た
言
葉
で
個
人
と
社
会
の
関

係
が
ど
う
か
な
ど
と
い

っ
て
も
意
味

を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
社
会
と
は
、
我

々
の
所
属

し
て

い
る
市

や
町
、
諸
．君
の
勤

め
先
き

の
会
社
、
ク
テ
ス
ォ
ー
ト
な
ど
も
み
な
社
会

で
あ
り
、　
一
人
の
人
間
は

こ
れ
ら
無
数

の
社
会
Ｌ
藤
．厨
じ
一
い
る
わ
け

で
、
社
会
と

い
う

一
つ
の
抽
象
化
さ
れ
た
言
葉

に
す
ぎ

な
い
。

そ
こ
で
、
一こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
社

会
で
な
く
、
自
分

の
所
属
し
て
い
る
、
あ

る
い
は
自
分

が
誓

い
を
た

て
た
社
会
を
具
体
的
に
考
え
て
、
そ

こ
に
社

会
が
あ
る
ん
だ
と
考
え
れ
は

い
い
わ
け
で
あ
る
。
諸
君
か
会

社
に
入
る
時
入
社
誓
約
書

を
書
か
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
会
社

の

一
員

に
な
る
こ
と
を
自
分

の
署
名
で
確

認
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、

当
然
会
社

の

一
員

で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
の
で
あ

る
。
同
時
に
諸
君
が
親
と

一
緒

に
生
活
し
て
い
る
と
す
れ
ば
そ

の
家
庭
の
中

の

一
員
で
も
あ
り
、
社
会
に
出
て
年
を
と

っ
て
い
く
う

ち
に
、
自
分
の
所
属
す
る
社
会
と

い
う
も
の
は

た
く
さ
ん
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
抽
象

化
さ
れ
た
問
題

と
具
体
的
に
指
摘

さ
れ
た
問
題
を
整

理
し
て
、
社

会
に
臨
む
べ
き
だ
と
思
う
。

五
、

科

学

と

は
、

そ

し

て
心

の
問

題

と

は

次

に
も

う

一
つ
考

え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
問

題

は
、
現

在
科

学

と

い

で
な
け

れ
．ば

学
問

で
な

い

か

の
よ

う

な
錯

覚

に
諸

君

が

お
ち

い

っ
て

い
う
言

葉

が
大
変
流

行

し

て
、

科
学

る

の

で
は

な
い
か

と

い
う

こ
と

で
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あ

る
。
．諸

君
は

科

学

的

と

い
う
と

い
か
に

も
学
問

的

で
あ

る
か

の
如

く

教

え

こ
ま

れ
、

そ

れ
を
信

じ

て
ぎ

た
か

も

し

れ

な

い
が
、

そ

れ

が
ま
ち

が

い
な

の

で
あ

る
ｏ

な
ぜ
、

ま
ち

が

っ
て
か
そ

れ
を
説

明

し
よ

う
。

一
体

科

学

と
は

ど

の
よ
う

な
学
問

で
、

そ

の
本
質

は
何

な

の
だ

ろ

う

か
。

も

と
も

と
科

学

は
、

は
じ

め

西
洋

に

お
き

た

も

の

で
、

東
洋

で
発
達

し

た
も

の

で
は

な

い
。

ま

た

西
洋

で
発
達

し

て

き
た
学
問

の
中

に

は
哲

学

と

い
う

も

の
も
あ

つ
た
。

こ
の
哲

学

と

い
う
学
問

も
、

人
・間

が

人
間

の
感

覚

に

た
よ

つ
て
物

を
判

断
す
る
こ
と
は
い
け
な
い
と
ス

う
よ
う
な
考
え
か
皓
、

も

つ
ば
ら
理
性

に
た
よ
ろ
う
ど
し
た
学
問

で
あ
る
．

感
覚

と
い
う
も

の
は
眼
か
ら

す
る
祝
覚
、
耳

に
よ
る
聴
覚
、
鼻
の
嗅
覚
、
舌

で
味
わ
．う
．味
覚
、
そ
れ
か
ら

手
と
足
で
さ
わ
る
触
覚
と
が
あ

つ
て
こ
れ
を
五
感

（
官
）
と
い
う
。

こ
の
五
つ
の
も
の
一が
働
い
て
人
間
が

判
断
す
る
の
を
感
覚

と
い
う
が
、

こ
の
感
覚

に
た
よ

つ
て
も
の
を
判
断

す
る
と
、
ま
ち

が
い
が
お
こ
り
易

い
と

い
う
の
で
、
も

つ
は
ら

理
性
に
た
よ

つ
て
真

理
を
探
究

し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
だ
し
た
の

が
、
西
洋

の
哲
学
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
の
西
洋

の
哲
学
の
中
か
ら
科
学

が
発
達

し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

理
性
に
た
よ
る
哲
学
は
ど
う
し
て
も
頭

の
中

で
観
念
的
に
考
え
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
抽
象
的

で
あ

る
ｆ
そ
こ
で
抽
象
的

な
も
の
で
な
く
、
も

つ
と
具
体
的
に
人
間

の
経
験
し
た
こ
と
を
そ

の
ま
ま
整

理
し
て

い
こ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
所
か
ら
科
学
が

ス
タ
ー
ト
し

て
き
た
の
で
あ

る
。
抽
象
的
、

理
念
的
な
ま
ほ

ろ
し
を
追
う
と

い
う
よ
．う
な
哲
学
で
は
本
当
の
こ
と
は
わ
か
い
な
い
。

哲
学
は
真

理
を
探
求

し
よ
う
と
し

-12-



て
か
か

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
真

理
の
探
求

は
哲
学
に
ま
か
せ
、
科
学
は
真
実
の
探
求

に
か

か

っ
た
の
で
あ
る
。

大
学
が
も
し
科
学

の
祖

で
あ

る
な
ら
ば
、
大
学
は
真

理
探
求

の
場
所
で
は
な
く
、
真

実
を
探
求
す
る
場
所

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
ろ
う
。

科
学
は
抽
象

的
な
ま
ぼ
ろ
し
を
追
う
の
を
や
め
て
、
人
間

の
日
常
平
凡
な
経
験
を
た
ん
ね
ん
に
観
測
し
、

そ

れ

を

記

録

し
て
い

つ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
集
積
、
分
類
、
整
理
し
、

そ
の
分
類

の
中
か
ら
研
究
分

野
を
た
く
さ
ん
に
分
け

て
い

っ
て
、
そ
の

一
つ

一
つ
の
わ
く

の
中
で
何
ら
か

の
原
則
性
を
機
能
的
に
発
見

す
る
努
力
を
し
て
着

々
と
進
歩

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
例

え
ば
初
め
太
陽

が
東
か
ら
出

て
西
に
沈
む
の
を

ず

っ
と
見
て
い
た
所

が
、
毎

日
同
じ
よ
う
に
動

い
て
い
く
と

い
う
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
科
学
的
解
明
を
加

え
て
、　
一
日
の
時
間

と
い
う
も

の
を
考
え
だ
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
科
学
は
人
間

の
経

験
を
つ
み

重
ね
て
で
き
た
も
の
で
‐あ

‐る
が
、
科
学
で
す
べ
て
の
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
し
ｒ
今
後
も
そ
の
通

り

で
あ

ろ
う
。

そ

こ

に

一
つ
の
問

題

が
あ
る
。

と

い
う

の
は

、

研
究

し

た
結

果

を
記

録

に
書

き
あ

げ

な
け

れ
ば

だ

め
だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る

が
、

自
分

自
身

が
そ

う
思

っ
た
と

い
う

こ

と
は
記

録

に
は
な
ら

な

い
し
、

表
現

で
き

な

い
か
ら

で
あ

る
「
科

学

の
対
象

は
表

現

で
き

る

こ
と
と
、

記

録

に
書

く

こ

と

の
で
き

る

も

の

で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

医

者

で
あ

れ
ば

カ

ル
テ
に
書
け

る
内
容

ま

で
が
、

科
学

の
対
象

な

の
で
あ

る
。

医

者

は
患
者

の
腹

痛

を
聞

い
て
激
痛

と
か
、
微

痛

と

か
、

あ

る

い
は

か

す

か

な
痛

み

と

か

カ

ル
テ
に
書

い
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て
い
る
と
思́
う
。
と
こ
ろ
が
日‐．本
一語
の
中
に
は
か
な
か
の
痛
い
こ
と
を
表
現
す
る
言
葉
が
た
↑
ざ
ん
み
る
。

さ
り
き
り
痛
む
と
か
、
し
ぐ
じ
．く
痛́
む
と
か
さ
ま
ざ
ま
な
痛
み
が
あ
る
が
、
そ
の
き
り
き
ヶ
痛
む
ど
は
ど

，
い
う
ン」
と
か
と
い
う
定
義
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″　
　
　
．

赤

い
花
が
咲
い
て
い
た
と
す
る
。
赤

い
花
と
い
う
こ
と
は
科
学
の
対
象
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
赤
い
花

は
私
に
快

い
感
じ
を
与
え
る
が
、
諸
君
の
だ
れ
か
に
は
不
快
な
気
持

を
与
え
る‐
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
色
彩
感
覚
は
客
観
的
に
証
明
で
さヽ
な
い
の
み
な
ら
ず
永
久
に
説
明‐
で
き
な
い
ｏ
温
度
に
し
て
も
同
じ

で
ぁ
る
。
例
え
ば
お
し
ぼ
り
に
し
て
も
そ
れ
が
冷
た
い
タ
オ
ル
か
、
あ
つ
い
タ
オ
ル
か
は
科
学
で
説
明
で

き
る
。
し
か
し
こ
の
冷
た
き
が
私
に
快
い
感
じ
を
与
え
る
の
か
、
不
快
な
感
じ
を
与
え
る
の
か
は
説
明
の

し
か
た

が
な
い
。
私
に
わ
か

っ
て
も
、
諸
君
に
私
が
感
じ
た
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
人
間
が
生
活
し
、
経
験
し
て
い
る
な
か
に
は
、
も
の
に
書
い
て
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
も
の
に
書
い
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
け
が
、
科
学
の
対
象
に
な
る
の
で
、

科
学
と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
な
範
囲

の
中
に
し
か
動
け
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
科
学
が
発
．

達
し
て
も，
．、
あ
ぐ
ま
で
も
Ａ
と
い
う
学
者
の
研
究
し
た
成
果
が
記
録
に
よ

っ
て
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
、
そ
れ

を
Ｂ
ど
い
う
．学
者
が
読
ん
で
、
次‐
０
研
究
を
行
な
い
Ｂ
の
収
穫
に
し
て
い
く
と
い
一う
こ
と
で
な
け
れ
ば
科

学
に
は
な
ら
な
い
の
で
．な
る
Ｐ

．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　̈
　
　
¨
　

‘
　

　

　

　

　

　

・
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そ
こ
で
人
間̈
が
経
．験
し
て
い
る
も
の
の
一申
で
、
書
ざ
表
わ
さ
れ
る
む
の
だ
け
が
科
学
の
対
・象
．で
あ
る
と
、

●
２
こ
と
が
・わ
・か
る

だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
人
間
み

心
な
ど
，と
い

，
も
の
は
ど
こ
に
い
く
の
で
み
ろ‥
．グ
が
．り

人
間
の
う
れ
し
き
、
悲
し
さ
・と
か
と
い
２
言‐
葉
だ
け
は
科
学
の
対
象
に
な
る
か
も
し
ん
な

い
。
一じ
）か
し
ヽ

し
み
じ
み
と
し
た
う
れ
じ

．さ
と
か
、
耐
え
ら
れ
な
い
悲
し
さ
に
沈
ん
だ
と
か
い
ヶ
八
間

の
感
情
を
い
く
ら

書
い
で
み
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
感
覚

の
二
う
に
第‐
三
者
に

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
饂
‐だ
」ろ
．う
。
恋

愛
な
ど
と
い
ぅ
も
の
も
同
じ

で
、
科
学

の
対
象

に
な
ら
な
＾

の
で
あ‐．る
。
昨

日
Ａ
と

い
，
男
が
■

と
、い
う
．

女
性

を‐
見

て
、　
一
目
‐
惚
れ
を
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
何
ら

科
学
的
根
拠

が
な
く
、
突
然
変
異
あ

よ
う
に
．発

生
し

て
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
心
の
作
用
で
あ
る
。

よ
く‐
お
互

い
の
心
の
琴

の
糸
、
心

の
琴
線

が
ふ

れ
ぁ
っ
て
イ中
‐薫

く．
な
■́
・た
と
が
い
う
が
ヽ
こ
れ
は
全
‐恭
科
学
の
対
，ぃ象
に
は
な
ら
な
い
。
一客
観
的
で
は
な
ぐ

主
観

的

な
も
あ

だ

か
ら

て
あ

る
。
　

　

　

．
・

先
き

ほ
ど
も‥
一述

べ

た
Ｉ
う
に
、
・科

学

は
哲

学

の
ｒ
う
な
抽

家

的

な．
真

理

の
探
求

を
遠

ざ

け

、

具
‐
体

．的
‐が

人
‐〓

間

の

日
常

の
経

験

を

つ
み
重

ね

て
、
．そ

の
進

歩

を
は
か

っ
て
き

た
，

格
象

的

な
も
‐

の
を
排
‐

．し
、

具
体

的
、が

も

の
を
正
確

に
う

き

つ
め

て
き

た

も

の
が
科

学

だ

つ
た

の

で
あ

る
。

そ

の
ょ
う

に
し

て
、

歴
史

の
学
問

と

が
，

思
ｉ

想

に
関

す
る
学
問

の
な

か

に
も

科
学

的

思
考

法
こ

か
、
科

学

的

研

究
法

と

か

い
う

こ
と

を
ど
ん

ど

ん
一と

り

入

れ

て
ざ
一た
。
一現
・在

の

教
科

書
裁

判

な
ど

も

そ
δ

か
け
一
合

，
た
一も

の

で
あ

る
。

家
永

教
授

は
科
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学

的

な

方

法

で

‥
歴

■

を

研

究

し

て

い

る

と

言

つ
て

い

る

の

だ

か

ら

、

本

来

科

学

的

な

も

の

と

は

抽

象

的

な

考

え

を

排

し

て

、

具

体

的

な

も

の

を

求

め

て

い

く

態

度

で

な
「げ

れ

ば

な

ら

な

い

。

し

か

る

に

そ

の

科

学

的

な

立

場

で

も

の

を

言

つ

之

い

つ

社

会

学

者

が

個

人

と

か

社

会

と

か

い

う

こ

と

ば

か

り

言

つ

て

ｈ

る

で

は

な

い

か

。

そ

れ

は

具

体

的

を

ヽ

の

で

は

な

く

、

最

も

抽

象

的

な

漠

然

と

し

た

不

正

確

を

言

葉

で

は

な

い

か

。

個

人

と

社

会

で

社

会

学

が

成

立

ｔ

て

い

る

こ

の

学

問

は

一
体

な

ん

な

の

か

。

し

か

も

そ

れ

が

科

学

的

だ

と

言

つ
て

い

る

に

い

た

っ

て

は

う

そ

八

百

も

は

な

は

だ

し

い

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

科

学

と

い

う

も

の

は

そ

う

で

は

後

い

は

ず

だ

。

具

体

的

な

人

間

の

経

験

を

つ

み

重

ね

、

正

確

に

記

録

、

分

類

、

整

理

し

て

、

さ

ら

に

そ

の

中

か

ら

機

能

的

な

も

の

を

引

き

出

す

の

が

科

学

で

は

な

い

か

。

こ

と

に

人

文

科

学

や

社

会

科

学

に

い

た

っ
て

は

も

っ
と

も

抽

象

的

で

内

容

の

わ

か

ら

な

い

も

の

で

あ

る

。

具

体

的

に

さ

が

せ

ば

、

父

と

か

子

と

か

先

生

と

か

、

こ

う

い

う

人

間

が

百

も

持

っ
て

い

る

個

人

関

係

が

あ

る

の

に

そ

れ

を

ま

と

め

「

抽

象

化

さ

れ

た

も

を

ひ

つ
ば

り

出

し

て

き

て

科

学

だ

と

い

つ

て

い

る

。

社

会

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

る

。

社

会

と

い

う

も

の

は

、
　

一
人

の

人

間

が

具

体

的

に

す

も

二
十
も
三
十
も

、
経

験

し

て

持

っ

て

い

る

に

か

か

わ

ら

ず

「

そ

れ

を

す

べ

て

社

会

と

い

う

言

葉

一
つ

に

し

ぼ

っ

て

抽

象

的

に

考

え

て

い

て

、

そ

れ

が

な

ぜ

科

学

の

対

象

に

な

る

と

い

え

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

だ

か

ら

今

日

の

社

会

学

も

人

文

科

学

も

あ

と

三

十

年

五

十

年

し

た

ら

、

が

た

が

た

に

ひ

つ
く

り

返

つ
て

し

ま

う

だ

ろ

う

。

基

本

に

忠

実

で

は

な

い

か
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ら

で
あ

る
。

抽
象

的

で

あ

っ
て
は

い
け

な

い
、

そ

し

て
主
観

も

排

除

し

ろ

と

い

う

の
が
科

学

の
原
則

で
あ

る
。

そ

れ

が

ど

う

い

う

わ

け

か

人

文

科

学

、

社

会

科

学

の
面

に

お

い

て

は

か

か

し

な

こ
と

に

な

っ
て
き

て

し

ま

っ
て

い
る
。

そ
ｔ
で

，歴
史
観
の
問
題
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
だ
社
会
主
義
だ
と
い

，
論
争
の
基
本
と
な
る
個
人
と
社
会
と
い
う
感

覚
は
、
一
体
科
学
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
哲
学
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
も
う

一
一度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
科
学
的
思
想
だ
と

マ
ル
ク

ス
自
身
も
言

い
、
そ
の
祖
述
者
達
も
言

つ
て
い
る

が
一、

一
体
そ
れ
は
ど
う
し
て
科
学
的
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。
同
時
に
、
前
述

し

た
よ
う
に
、
大
学
の
学
問

と
い
う
も
の
が
科
学
的
、
科
学
的
に
と

い
う
も

の
の
中
に
入
り
こ
ん
で
き
て
い
る
が
、
科
学

で
な
い
学
問

と
い
う
も
の
も
人
間

の
生
活
の
中
に
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
て
も
ら

い
た
い
。
要
す
る
に
客
観
的
な

真
実
、
誰
て
で
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
納
得
さ
れ
る‐
も‐
の
は
す
べ
で
科
学

の
対
象

に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
自
分
だ
け
に
し
か
わ
か
ら
な
い
心
の
問
題
、
そ

の
心
の
問
題
の
中

に
も
こ
れ
が
真
実
だ
と
思
う

も
の
が
あ
る
は
ず
だ
。
恋
愛
な
ど
も
こ
れ
で
、
何
も
伊
達
や
酔
狂

で
恋
愛
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
主
観

的

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
心

の
中
で
本
当
に
あ
の
人
が
好
ぎ
だ
と
思
う

か
ら
で
あ

つ
て
、
そ
れ̈
は

そ
の
人
に
と

つ
て
は
真
実

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
真
実
と

い
う
の
は
、
科
学

の
対
象

に
あ

る
も
の
だ
け
が

真
実

で
は
な
い
の
で
、
科
学
の
対
象

に
な
ら
な

い
も
の
の
中
に
も
人
間
が
生
き

て
い
く
上

の
真
実
と

い
う
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も

の
が
あ
る
。

東
洋
で
は
古
来
そ
れ
を
真
心
と
か
誠
と
か
言

つ
て
き

た
。
そ
の
真
心
と

い
う
も

の
を
心
の

中

に

一
層
鍛
え
て
い
こ
う
と
し
た
の
が
、
明
治
維
新

に
至
る
ま
で
の
千
何
百
年
あ
る

い
は

三
千
何
百
一年
の

日
本
人
の
生
活
だ
つ
た
。
主
観
的

な
真
実
と
い
う
も
の
を
磨

き
、
鍛
え
よ
う
と
し
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
が

自
分

の

一
身
で
あ
り
、
家
で
あ
り
、
ま
た
国

で
あ

つ
て
、
そ
れ
ら
を
み
な
含
め
て
、
科
学

で
な

い
主
観
的

真
実

の
世
界

で
確
認
し

よ

う

と

し

て
き
た
学
問

が
東
洋

や
日
本
に
は
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
客
観

的
な
真
実
を
追
求
す
る
科
学
、
そ
こ
か
ら
抽
象
的
で
は
あ
る
が
真
理
を
探
求

し
よ
夕
と
す
る
哲
学
、
そ
れ

と

も

う

一
つ
学

問

の
大
き
な
要
素
を
な
す
と

こ
ろ
の
人
間

の
真
心
を
鍛
え
、
た
し
か
め
あ

っ
て
い
く
学

問
、

こ
の
三
つ
が
成
立
し
て
こ
そ
初
め
て
大
学

の
学
問
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
今

の
大
学
で

そ
の
最
も
肝
心
な
も
の
が
脱
落

し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
個

人
と
か
社
会
と
か
い
う
よ
う
な
抽
象
的

な
言
葉

を
最
も
科
学
的
な
言
葉
だ
と
錯
覚
し
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。
大
変
な
混
乱

で
は
な
い
か
。
．科
学
は
理
詰

め
で
物
を
理
解
し
て
い
く
。
諸
君
は
そ

の
科
学
に
つ
い
て
の
学
力
は
非
常

な
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
も
う

‐
　̈

　

　

　

　

　

　

　

　

．

ヽ
■
ヽ
・
一

●
，

一
つ
の
学
問
、
人
間
に
と

っ
て
は
そ
れ
が
な
い
と
人
間
社
会
の
向
上
は
勿
論
、
人
間
自
身
の
進
歩
ざ

と
ま

っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
学
問
、

す
な
わ
ち
眼
、
鼻
、
耳
、
舌
、
触
覚

の
五
官
を
す
べ
て
働
か
せ
な
が
ら
頭
も
使

ュ

　

『
　

　

　

¨

い
、
全
身
を
統

一
的
に
動
か
し
て
、
直
感
的
な
判
断
を
く
だ
す
学
問

に
欠
け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
頭
だ

け
で
理
解
す
る

の
が
知
識
的

な
学
問

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
も

つ
と
全
身
的
な̈
も
の
を
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働
か
せ

て
い
か
な
い
と
直
感

の
機
能

は
働
か
さ
れ
て
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
人
は
、
自
分
自
身
を
鍛
え
、
外
国

の
あ
ら
ゆ
る
思
想
に
順
応

す
る
能
力
を
自
分

の
身

に
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
本
人
が
利

口
で
あ

っ
た
か
馬
鹿

で
あ

つ
た
，か
は
別

と
し
て
、
人
に
対

す
る
時
は
、
親
で
あ
れ
、
子
で
あ

れ
、
あ
る
い
は
先
生
で
あ
れ
妻

で
あ
れ
、
常
に
人
間
対
人
間
の
関
係
の
中
で
、

相
手

を
理
解
す
る
た
め
に
、
自
分
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
か
の
れ
を
む
な
し

ゅ
う
し
た
状
態

で
相
手

の
中
に

飛
び
込
ん
で
い
く
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
判
断
す
る
力
が
直
感
的
に
身

に
つ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

逆

て
言
え
ば
、
個
人
と
い
う
意
識

を
忘

れ
て
は

い
な
い
が
、
そ
れ
を
先
立

て
る
こ
と
を
慎
し
ん
で
相
手

の

中
に
自
分
を
生
き
返
ら
さ
る
こ
と
に
努
力
し
た
人
達
で
は
な
か

っ
た
ろ

，
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我

々
は
、

諸
君
と
共
に
学
ん
で
き
た
長
い
年
月

の
中
で
我

々
自
身

が
身

に
つ
け
た
個

人
と
い
う
も

の
か
ら
、

こ
と

で

大
き
く
脱
皮

し
、
も

っ
と
価
値

の
大
き

い
、

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
個
人
に
我

々
自
身
を
作
り
変
え

て
い̈
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
諸
君
が
結
婚
す
る
場
合
、

い
く
ら
顔

が
さ

れ
い
だ
か
ら
と

い

っ
て
、
結
婚

の
相
手

が
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
よ
う
な
人
で
あ

つ
た
な
ら
ば
、

そ
の
夫
婦
生
活
が

長
く
続
か
な
い
の
は
当
り
前

の
こ
と
で
み
る
。
同
様
に
会
社

０
上‐
役
―
同
鶯

に
し
て
も
相
手
に
真
心
が
な

け
れ
ば
、
お
互

い
に
う
ま
く

い
く
わ
け
が
な
い
。

人
間
は

か
互
い
と
い
う
密
接
な
関
係

の
中
に
い
る
。

そ

・
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・′

一
一一一

■
・

れ
を
個
人
と
個
人
が
対
立
し
た
も
の
と
し
て
境
界
を
は

っ
き‐
り
さ
せ
よ
う
ど
す
れ
ば
、

こ
の
人
間
関
係
は
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消
滅
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
相
手
の
中

に
自
分
を
投
入
す
る
場
合
、
自
分
と
い
う
も

の
は
価
値

の
な
い
つ

ま
ら
な
い
も

の
の
よ
う
に
な

っ
て
消
え

て
し
ま
う
よ
う
な
人
は
か
か
し

い
の
で
、
自
分
は
消
え
る
ど
こ
ろ

か
、
逆

に
い
よ
い
よ
経
験
豊
か
な
立
派

な
人
間
と
し
て
生
き

て
い
く
も
の
こ
そ
価
値
あ
る
人
間

と

い
え
よ

な「ノ
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・

以

上

の
よ

う

に
、
今

日

の
社

会

に
は

、

幾

多

の
大
き

な
誤

り

が
放

任

さ

れ
た
ま

ま

で
あ

り
、

大
学

生
活

も

そ

の
よ

う

な
意
味

に

お

い
て
は
、

け

つ
し

て
完
備

さ

れ

た
も

の
で
は

な

い
。

建

て
物

に
欠

点

が
あ
る

と

か

、　
マ
ス
プ

ロ
教

育

に
欠

点

が
あ
る
と

か

い
う
よ
う

な
通

俗
的

な
問

題

で
は

な
く

、

も

っ
と

本

質
的

に
重

大

な
問

題

を

し

ょ

っ
て

い
る

時
代

に
、

お
互

い
に
き

て

い
る
と
思

う

の

で
あ

る
。

六

、

誤
解

さ

れ
た
歴
代
天

皇

に

つ

い
て

の

一
考
察

‐
―
　
　
　
¨

最

後

に
諸

君

の
み

な
ら

ず
今

日
の
教

育

界

に
お

い

て
は
、
天
皇

の
こ

と

に
ふ

れ

る
と
、

な

に
か

ふ
る
く

さ

い
こ
と

を
言

つ
て

い
る

と

い
う

よ
う

に
思

っ
て
相

手

に

し
な
ｒ

い
風
【淋
・́Ａ
あ…
る

が
、

そ

の
度

が

あ
一ま
ウ̈

に

ひ
ど
す
ぎ

る

の
で
私

が
少

し
調

べ
た

こ

と

を
次

の
表

を
も

と

に
し

て
申

し
あ
げ

て
み

た

い
。
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覺
539
572

585
587
592

629
642
645
655

661

671

676

686
697
717

725
754
749
758

764

770

781

806

819
823
866
850
858

876
884

887
899
930

何 代
天皇御名

第 29代 欽 明 天 皇 以 降 の 天 皇 の 御 在 世・御 在 位 等 について 1

46-1-23記 (小 田村寅二郎調べ )
は 数が 0で あるのは女帝 であられる):

の
間

政院
期 扮 備 考

重詐 して

重詐 して

66
48
69
76
75
49

寺明 天 皇

59
68
58
25
65

・58
25
61

69
56

な徳天皇

33
53
76
70
51

57
55
41

32
31

82 1

位
数

一
３

４

３

６

７

６

４

０

７

１

在

∵
６

１

　

　

３

１

　

・

　

・

明

智

文

武

敏

用

崇

推

舒

皇

孝

斉

天

弘

天

持

文

元

元

聖

孝

淳

称

光

桓

平

嵯

淳

仁

文

清

陽

光

宇

醍

朱

禦 の
間

政院
期

29
60
31
62

o66
64
65
36

o57
58
59
40

o41
42

045
044
45

046
47

o48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

明

達

明

峻

古

明

極

徳

66
48
69
76
75
49
52
59
68
58
25
65
53
25
55
45
49
41

32
55
73
70
66
58
48
41

62
27
17
58
61

46
24

2

15

12
1 1

9

10

26
lo

7

7

12

26

4

15
1 1

18

9

19

9

4

1 1

54
17

統

武

明

正

武

謙

仁

徳

仁

武

城

峨

和

明

徳

禾ロ

成

孝

多

191

雀

31

65
67
68
39
67
49
50
62
48
24
52
42
15
47
66
24
32
26
47
68
45
66
24
38
24
24

9

9

55
21
15

8
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何天重御名 の
問

政院
期禦奮

位
数

2 2946

967

'69994
996

1011

1016
1036
1045
1068
1072
1086
1107
1123
1141
1155
1158
1165
1168
1180

1186
1198
1210
1221

1221

1232
1242

1246
1259
1274

1287
1298
1601

13o8
1318
1339

1668

62
65
64
65
66
67
68
69
70
71

72
76
74
75
76
77
78
79
80
81

82
85
84
85
86
87
88
89
90
91

92
96
94
95
96
97
98

21
18

11
17

7

66

9

28
21

35

20
8

5

5

5

29

16

10

8

3

4(5)

4

4

4

lo

2

26

4

1 1

8

26
11

17

12

51
12

26

42
20
26
19
32
41
29
37
44
39
54
29
21
25
17

52
25
16
20
8

19
16
15

4

21
12
27
1ア

26
22
34
14
24
22
52
41
41

3

16
6

26
6

21
lo
24

5

15
22
17
19
15
4

8

4

15
4(6)

16{141

15
12

4ケ月

12

1 1

5

14

16

14
12

4

8

1 1

22

30

16

42
62
53
41

62
42
29
57
44
40
77
29
54
46
17(
66
26
13
21

8

60

57(
46
17(
23
12
55
62
57
58
55
49
24
52
52
41

52

_L

冷  泉

円 融

花  山

一  条

三 条

後一 条

後朱雀

御冷泉

後三条

自 河

堀 河

鳥 羽

崇 徳

近 衛

後白河

二 条

六 条

高 倉

安 徳

後鳥羽

土御門

ll■ 徳

仲 恭

後堀河

四 条

後嵯峨

後深草

亀 山

後宇 多

伏 見

後伏見

後二条

花 国

御醍醐

後村上

長 慶

(83--5)
24

(讚岐 )

保元の乱 )

(隠岐 )

土佐阿波 )

(佐渡 )i
承久の変 )

（り

‐
‐
‐
４

９

７

　

１

ひ
２
　
ぐ９‐＞

______L

2-―-2



糀
嘲 後亀山 | 17

後小松 1 1‐ 6

称 光 1 12
後花 l■

~| `lo

後土 御 門 25
後柏原 | う

-7

後奈良 1 61
正親町 1 41
後陽成 1 16
後水尾 1 16
明 正 1 7
後光明 1 11

霊  元 1 10
東  山 1 15
中御 門 1  9
桜 町|1 16
桃 l■i1 7
後桜町1 25
後桃園 1 15
光 格 1 9
仁 孝 1 18
孝  明 1 16
明 治 1 16
大 正 1 64
今 上 1 26

99

100
101

102
105
104
lo5
106
lo7
108

0109
110

1(1

112
113
114
115

116

ol17
118
119

120
121

122
126
124

位
令

年
退
年

え

何 袋皇御名
数

令

＜

年
践
御

備 考

1583‐

1592
1412'

1438,

1464
15001

1526
1557:

1586
1611

1629
1645
1654
1663
1687
1709

1765

1747
1762
1770
1779
18171

1846
1867
1912
1926i

46
56
28
46
59
63
62
7o
41
54
21
22
27
34
55
35
28
22
31
22
47
47
66
60
48

10
21
17
57
57
37
32
30
26
19
15
12
10

25
23
27
16
16

9

10
59
50
21
46
15

78
57
28
512

59
65
62
77
47
65
74
22
49
79
35
57
51
22
74
22
70
47
56
61
48

(100 7

|

(1こ卜‐年)
46

←50) 24
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表

は
第

二
十

九

代
欽

明
天
皇

以

降
ず

今

上

天
皇

に

至

る
ま

で

の
歴
代

天

皇

の
御
在

世
、

御

在
位

な
ど

を

し

る
し

た
も

の

で
あ

る
。

諸

君

が
社
会

的

な
知

識

か
ら

，

に

っ
け

た
天
皇

の
印
象

が
権

力

を
そ

の

一
手

に

握

り
、

国

民

を
か

さ

え

つ
け

て
勝

手

な

こ
と

に
し

て

こ
ら

れ

た
、

と

い

つ
た

よ
う

な
も

の

で
あ

つ
た
か

も

知

れ
な

い
が
、

こ

の
表

で
そ
れ
を

解
明

し

て
み

た

い
と
思

う
。

ま
ず

最
後

に
近

い
方

百

二
十

一
代

の
孝

明
天
皇
、

そ

の
か

一
人
前

の
百

二
十
代
仁

孝

天
皇
、

こ
の
幕

末

の
お
二
人

の
天
皇

に

つ
い
て
で
あ

る
が
、

仁

孝

天
皇

は
十

八
歳

で
位

に

つ
か

れ

て
、

四
十

七
歳

で
お
な
く

な
り

に

な

っ
て
お
り
、

孝

明
天
皇

は
十

六

歳

で
即
位

さ
れ

三
十

六
歳

で

お
な
く

な
り

に
な

る

ま

で
在
位

さ

れ

て
い

る
。

明
治

天
皇
も
十

六
歳

で
天

皇

に
な
ら

れ

て
、

六

十

一
歳

で
か

な
く

な
り

に

な

る
ま

で
、

ま

た

大

正
天
皇

も

か
な
ぐ

な
り

に
な
る
ま
で
在

位

さ

れ

て

い
る
。

こ
．れ

か
ら

み

て
、

現
代

に
近

い

四
人

の
天
皇

方
は
、

い
ず

れ
も
終

生

天
皇
之

し

て
御

生

活

な
さ

れ

た

こ
と

が
明
ら

か

で
あ

る
。

そ

れ

か
ら

ず

つ
と

さ

か

の
ぼ

つ
て
第

五
十

代
桓

武

天
皇

以
前

の
天
皇

も
大

体
、

か
な

く

な
り

に

な

る

ま

で
在

位

さ

れ

て

い
る
。

そ

し

て
即
位

さ

れ

た

わ
年

が
欽

明

天
皇

か

ら
桓

武

天
皇

ま
で
、

そ

れ
ぞ

れ

三
十

一
歳
、

三
十

五
歳
、

六
十

七
歳
、

六
十

八
歳
、

三
十

九
歳
、

三
十

七
歳
、

四
十

九
歳
、

五
十
歳
「

六
十

二
歳
、

四
十

八
歳
、

二
十

四

歳
、

五
十

二
歳
、

四
十

二
歳
　
　
十

五
歳
、

十

歳

の
文
武

天
皇

が

一
番

お
若

い
ほ
か
は
、

桓

武

天
皇

に

至

る
ま

で
全
部
成

人

さ

れ

て
か
ら

天
皇

に

な
ら

れ
、

わ
な
く

な
り

に

な
る

ま

で
存

位

さ

れ

て

い

る
。

そ
う

す
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る
と
最

近

の
仁
孝
、

孝
明
、

明
治
、

大

正
、

今
上

天

皇

ど

桓

武

天
皇

以

前

の
天
皇

は

い
ず

れ

も

即
位

か
ら

崩
御

ま

で
在

位

さ
れ
た

こ
と

に

な
り
、

そ

の
間
ず

っ
と
実

権

を
握

っ
て

か
ら

れ

た

と

い
う

こ
と

が
で
き

る
。

真

に

天
皇
と

し
て
統
治

の
大

権

を
完

全

に
か
も
ち

に

な

っ
て

か
ら

れ

た

か
ど

う

か

は

別
と

し

て
、

少

な
↑

と
も
御
在

位
年

数
と
御

年

と

か
ら
だ

け

み

る
と
、

右

の
よ
う

に

み

る

こ
と

が

で
き
ヽ
る
。

し
か

し
、

そ
れ
以

外

の
天
皇

の
実
態

は
ど
ん

な
も

の
で
あ

一つ
た
か

を

理
解

す

る
た

め
、

諸

君
も

す

で

に

学

ん

で
き

た
こ
と

で

あ

る

が
、

三
十

三
代
推
古

天
皇

以
降
、

歴

代

天
皇

時

代

の
歴
史

に

つ
い
て
簡

単

に

説

明
し

て

お
き

た
い
と

思

う
。

三
十

三
代

の
推

古

天
皇

の
時

代

が

い
わ

ゆ

る
飛
鳥

時
代

で
あ

つ
て
、

四
十

二
代
文

武

天
皇

ま

で
を

飛
鳥

白
鳳
時
代

と
総
称

し
、

そ

の
間

に

二
十

八
代

天
智

天
皇

の
時

に
大

化

の
改

新

が
行
な
わ

れ

て
い
る
。

四
十

三
代

元
明
天
皇

か
ら

四
十

九
代

光

仁

天
皇

に

至

る
約

七
十
年

間

が

「
あ

か

に

よ

じ
奈

良

の
都
は
咲

く

花
の

。
‥
…
」
と
う
た
わ
れ
た
奈
良
朝
時
代
で
、　
つ
づ
い
て
五
十
代
桓
武
天
皇
以
降
約
四
百
年
間
が
、
平

安
時
代
で
あ

っ
て
、
そ
の
間
に
、
藤
原
時
代
、
摂
政
関
白
時
代
と
呼
ば
れ
た
期
間

が
あ
り
、
最
後
に
平
氏

が
出
て
き
て
安
徳
天
皇
を
奉
じ
て
西
海
に
沈
む
あ
た
り
か
ら
鎌
倉
幕
府
時
代
と
な
る
。
そ
こ
で
鎌
倉
時
代

か
ら
明
治
維
新
ま
で
が
約
七
百
年
間
、

そ
れ
に
平
安
時
代
の
四
百
年
間
を
加
え
た
千
百
年
師

の
天
皇
の
御

年
令
を
み
て
み
る
と
、

五
十

一
代
の
平
城
天
皇
が
三
十
三
歳
で
即
位
さ
れ
、
在
位
わ
ず
か
、
四
年
、
三
十

六
歳
で
退
位
さ
れ
が
そ
の
あ
と
五

十

一
歳
ま
で
生
存
さ
れ
て
い
る
。
次
の
嵯
峨
天
皇
は
二
十
四
歳
か
ら
三
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十

八
歳

ま

で
存

位
、

五
十

七
歳

ま

で
生

き

て

い
ら

れ
る
。

五
十

八
代

光

孝
、

六
十

代

醍
醐
、

六
十

二
代

の

村

上

の
各

天
皇

は
御

存

命

の
最

後

ま

で
在

位

さ

れ

た
が
、

こ

の
頃

か
ら

藤

原

の
摂

政
、

関

白

時
代

と

な
り

天
皇

即

位

の
お
年

が
表

で
み

る
通
り

十

三
歳
、

八
歳
、

二
十

一
歳
、

十

八
歳
、

十

一
歳
、

十

七
歳
、

七
歳

九
歳

と

な
り
、

堀

河

天
皇

は

八

歳
、

鳥

羽

天
皇

五
才
、

崇

徳

天
皇

五
歳
、

近

衛
天
皇

三
歳
、

そ

し

て
御

退

位

の
御

年

齢
も

か
若

い
と

い
う

時
代

に

な

っ
て
ぎ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に

み

て
く

る
と
、

藤

原

の
摂
政

関

白
時

代

の
天
皇

の
地
位
、

実
力

及
び
政

治

的

な
権

力

が
ど

の

よ

う

な

も

の

で
あ

つ
た

か
、

ほ
ぼ

想

像

が

つ

く

で

あ

ろ

う
。

そ

し

て
平
家

の

時
代

最

終

期

の
二

条
、

六

条
、

高
倉
、　
の

三

天
皇

と

も

二
十
歳

前

後

で
全

部

か

な
く

な
り

に

な

っ
て

い
る
。

諸

君

よ
り

若

い
年

で
即
位

さ
れ
、

い

か

に
天
皇

の
位

に
あ

っ
た
か
ら

と

い

っ
て
政

治
的

な
実

権

を
持

っ
て
勝
手

な

こ
と

が

で
き

た
か

ど

う

か
、

諸

君

の
年
令

で
考

え

て
み

た
ら

わ

か
る

で
あ

ろ
う
。

次

は

鎌
倉

時
代

に

な

っ
て
く

る

が
、

こ

の
頃

（
執

権
北

条

義

時
）

に

な

る
と
、

後
鳥

羽
上

皇

が
隠
岐

に

順
徳

上

皇

が
佐

渡

に
、

そ
れ
ぞ

れ
流
さ

れ

て

い
る
。

承
久

の

乱

の
結

果

で
あ

る

が
、

こ

の

三

天

呈
と
も

四

歳

で
即

位

さ

れ
、

そ

れ
ぞ

れ
十

九
歳
、

十

六
歳
、

十

五
歳

で
退

位

さ

れ

て

い

る
。

こ
の

ょ
う

な

こ
と
か

ら

鎌
倉
幕

府

時
代

の
天

皇

の
地
位

が
ど

の
よ

う

な

も
‐
の

で
あ

っ
た

か
想

像

す

る

に
か

た
く

な

い
。

さ

ら

に
ず

っ
と

見

て
く

る
と

建

武
中

興
を

な
さ

れ

た

九
十

三
代
後

醍
醐

天
皇
、

九

十

七
代

後
村

上

天
皇
、

九

十

八
代
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長
慶

天
皇
、

こ

の
三

天
皇

は

ほ
ぼ

か
年

を

ま

っ
と

う

し

て
位

に

つ
い
て

い
ら

れ

る

が
、

こ

れ

ら

の
南
朝

の

天
皇

は

足
利

の
建

て

た
北
朝

の
天
皇

が
平
安

の
宮

に

か
ら

れ

た

の
に
反

し
、

吉

野

の
山

の
中

を
転

々
と

し

て
逃

げ

隠

れ
な
さ

る

よ
う

に

し

て
、

ま
と
も

な
御

所̈
も

お
持

ち

に
な
ら

ず

山

の
中

で
か
過

し

に

な

っ
た
天

皇

で
あ

る
。

ま

た
御

長
命

で

か
な
り

長

期

に
わ

た
り
在

位

さ

れ
た
が
、

日
本

全

体

の
中

心

に

た

つ
て
天

下

に
号

令

し
た
と

い
う
わ

け

で
は

な
か

つ
た
。

こ
の
よ
う
な
南
北
両
朝
対
立
の
状
態
か
ら

百
代
北
朝

の
後
小
松
天
皇

の
時
に
、

南
朝

の
御
亀

山
天
皇

の

位
を
継
が
れ
て
、

こ
こ
に
南
北
統

一
が
で
き
あ
が

つ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
か
ら
以
後
、

百
三
代
後
花
園

天
阜
一以
降
、
百
三
代
、
百
四
代
、

百
五
代
に
わ
た
る
天
皇
に
至

つ
て
は
、

日
常
生
活
に
も
窮
乏
さ
れ
て
、

か
召
物
、
召
上
り
も

の
に
も
こ
と
欠
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
殊
に
歴
代
天
皇

が
古
来
長
く
続
け
ら
れ

て
き

た
宮
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
な
ど
も
行

な
う
こ
と
が
で
き
ず
、

お
位

を
継
が
れ
て
も
即
位

の
式
を
あ

げ
る
経
費
が
な
く
、
十
年
も
二
十
年
も
待
た
な
け
れ
ば
な
れ
な
い
時
期
が
あ

つ
た
。

そ

の
後

百
六
代
正
規

町
天
皇
一
百
七
代
後
陽
成
天
皇
あ
た
り
が
織

田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
が
登
場
す
る
戦
国
時
代
で
あ
る
が
、

百

八
代
後
水
尾
天
皇
以
降
は
徳
川
家
康
が
天
皇

の
実
権
を
こ
と
ご
と
く
め
し
上
げ
る
と
い
う
方
針

の
も
と
に

宮
中

の
生
活
に
制
約
を
加
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
形
で
約
千
百
年

の
間

の
天
皇
一は
、
諸
君
の

イ
メ
ー
ジ
と
は
お
よ
そ
ほ
ど
遠

い
状
態

の
も
と
に
そ
の
地
位

を
た
も

つ
て
こ
ら

れ
た
と

い
つ
の
は

一
体
ど
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う
解

釈

し

た

後
ら
ば

い

い
か
。

金
と
権

力

そ

の
上

武

力

を
よ
う

し

て

い

た
天
皇

と

い
う

の
は

西

暦

七
八

一

年

桓
武

天

皇

以

前

の
天
皇

と
百

二
十

二
代

明
治

天
皇

以

降
だ

け

な

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

そ

れ

と

は
全

く

正
反
対

の
天
皇

が
そ

の
中

間

の
千

百
年

間

続

い
て

い
て
日
本

民
族

は

そ

れ
ら

の
天

皇
一を
大

切

に

し

て
き

た

と

い
う

の
は

何

を
意

味

す

る

の
で
あ

ろ

う

か
。

少

く

と
も

こ

の
千

百
年

の
間

に
権

力

と
金

力

と

財

力

を

も

た
な

か

っ
た

天
皇

が
続

い
て

い
た
と

い
う

こ
と

の
証

明

を
右

の
表

が
物

語

つ
て

い

る
よ
う

に

思

わ

れ
る
。

こ
う

い
つ
真

実

を

み

て

も
、

な

か
今

ま

で
ま
ち

が

つ
て
教

え
ら

れ

て
き

た
学

者

達

の
意
見

に
諸

君

は
魅

力

を
感

じ

る
と

い
う

の
で
あ

ろ
う

か
。

以
上

に
述

べ

た
よ
う

に
、

権
力
も

地

位

も

金

力

も

な

い
天
皇

が
日
本
の
国

民

の
生
活
の
上
に
御
心
を
よ
せ
ら
れ

国

民

の
豊

か

な
生

活

と
、

や
す
ら

か

な
生

活

を
念

じ
続
け

て

か
ら

れ

た
と

い
う

事

実

は
、

歴

代

天
皇
一が
残

さ

れ
た

か
歌

の
中

に

あ

ふ
れ

出

て
い
る

の

で
あ

る
。

そ
れ
ら

を

研

究

の
対
象

か

ら

除

外

し
、

そ

の
よ
う

な

天
皇

の
御

心

な
ど
少

し
も
考

え
ず
、

た

だ
地
位

と

形

式

と
だ

け

を

研

究

し

て
、

そ

れ

が
科

学

的

だ

と

言

つ

て

い
る
。

日
本

の
大

学

が
心
と

言
う
も

の
、

人
間

の
主

観
的

な
真

実

と

い
う

も

の
を
学
問

か

ら

除

外

し

た

結

果
、

天
皇

に
関

す

る
研
究

が
単

に
形

式

的

な
地

位

な
ど

に

こ
だ

わ

つ
て
、

そ

れ
以

外

の

こ

と

は
学
問

の

対
象

と

し

て
出

て
こ
な
く

な

っ
て
き

て

し

ま

つ
た

の

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

に
千

百
年

も

の
間

、

天
皇

の
権

力

と
地
位

が
空

白
化

し

て

い
る
時

に
、

日
本

の
民

族

が
天
皇

を
大

切

に
し

て
き

た

の
に
は
、

そ

れ
な
り

に
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何
ら

か

の
理
由

が

な
く

て
は

な
ら

な

い
。

そ
れ

を
究

明
す

る
学

問

を
現

在

の
日

本

で
、

誰

が

や

つ
て

い
る

と

い

う

の

で
あ

ろ
う
か
。

い
な
い

の
で
あ

る
。

し
か

も

そ

の
天
皇

の

こ
と

が
今

の
憲
法

の
第

一
条

に

出

て

い
る

の

で
は
な

い
か
。

す

な
わ
ち

天
皇

は

日
本

国

民

統

合

の
象

徴

で

あ
る
と
書

い

て
あ
る
。

憲
法

の
改

正

問

題

も
重

要

な
問

題

で

あ
る
が
、

憲
法

の
第

一
条

に
明

記

し

て
あ

る

天
皇

が
、

何

ら
学
問

の
対

象

に

な

つ

て
い
な

い
の
は

な

ぜ
か
。

そ

れ
は
学

問

で
は

な

い
と

思

つ
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

す
な
わ

ち

科

学
的

な
も

の
以
外

は
学

問

で

な

い
と

い
う
迷
信

か
ら

抽
象

的

な
も

の
を
も

つ
て
科

学

的

で

あ

る
と
錯

覚

し

て

い
る
結

果
天
皇

の
問

題

が
度
外

祝

さ
れ

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

（
附

記
、

な

か
こ

の

「
第

六
、

誤
解

さ

れ

た
歴
代

天
皇

に

つ
い
て

の

一
考
察
」

に

つ
い
て

は
、

今

年

の
八

月

中
旬

こ
ろ

に
時

事
通

信
社

か
ら

出

版

を

予

定
さ

れ

て
い
る
小

田
村

寅

二
郎

編

「
新
輯

日
本
思
想

の
系

譜
―
―

文

献
資

料
集
」

に

「
歴
代

天
皇

の
お
歌
と

そ

の
時
代
背

景
」

と
題

し

て
詳

し
く

記

載

さ
れ

て

い

る

の

で
参

照

さ

れ
た

い
）
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