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鈴
木 

良
氏
講
演 

近
代
京
都
の
自
由
主
義
者
た
ち 

―
岡
村
司
と
河
上
肇
― 

 
 
 

 

 

               

                     

広
川
禎
秀
世
話
人
の
講
師
紹
介 

 

鈴
木
さ
ん
は
、
近
代
日
本
の
部
落
問
題
研
究
の
第

一
人

者
で
あ
り
、
同
時
に
近
代
日
本
の
地
域
研
究
を
牽
引
し
て

き
た
近
代
史
研
究
の
大
家
で
あ
り
ま
す
。
部
落
問
題
研
究

に
つ
い
て
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
３
点
ほ
ど
ご
紹
介

し
ま
す
と
、
「近
代
部
落
問
題
序
説
」
と
い
う
本
が
、
部

落
問
題
研
究
の
新
た
な
地
平
を
切
り
開
か
れ
た
研
究
で
す

が
、
そ
の
後
２
０
０
５
年
に
、
「水
平
社
創
立
の
研
究
」

を
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
の
研
究
と
し
て
は
鈴
木
さ

ん
が
編
集
さ
れ
た

「部
落
問
題
解
決
過
程
の
研
究
」
第
１

巻
歴
史
編
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
書
か
れ
て
い
る

論
文
は
、
近
代
の
部
落
問
題
研
究
全
体
の
到
達
点
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
部
落
問
題
研
究
の
ま
っ
た

く
新
し
い
段
階
を
画
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
鈴
木
さ
ん
は
、
研
究
の
第

一
線
で
活
躍
な
さ

っ
て
い
て
、
こ
の
１
週
間
後
に
京
都
で
開
か
れ
る
部
落
問

題
研
究
者
全
国
集
会
の
全
体
会
で
報
告
を
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

鈴
木
さ
ん
は
、
近
代
日
本
の
知
識
人
に
つ
い
て
も
深
い

関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
今
日
の
テ
ー
マ
の
河
上

肇
と
岡
村
司
、
さ
ら
に
上
原
専
六
と
い
っ
た
知
識
人
の
研

究
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
レ
ジ
メ
の
最
後
に
鈴
木
さ
ん

の
か
か
わ
っ
た
研
究
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

ご
存
知
の
よ
う
に
、
鈴
木
さ
ん
は
学
問
研
究
だ
け
で
な

く
、部
落
問
題
解
決
の
た
め
の
社
会
運
動
を
は
じ
め
、様
々

な
社
会
運
動
に
か
か
わ
り
を
持
っ
て
こ
ら
れ
た
方
で
す
が
、

私
が
思
い
ま
す
に
、
鈴
木
さ
ん
は
学
問
研
究
と
社
会
的
実

践
を
同
時
に
、
き
び
し
く
追
究
し
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
点

で
は
、
河
上
肇
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
密
か
に
思
っ
て
い
ま
す
。 

鈴
木
さ
ん
は
、
若
い
探
究
心
と
若
い
精
神
に
満
ち
て
お

ら
れ
る
こ
と
に
私
は
心
か
ら
傾
倒
し
て
お
り
ま
す
。
今
日

は
河
上
肇
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
お
話
を
お
う
か
が
い
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 



 20

〈

 

は
じ
め
に 

〉 

河
上
肇
先
生
に
つ
い
て

は
、
若
い
頃
か
ら

『自
叙

伝
』
な
ど
に
親
し
ん
で
お

り
ま
し
て
、
こ
の
人
は
本

当
に
興
味
深
い
人
だ
な
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
学

者
で
も
こ
ん
な
人
が
い
る

の
か
と
。
調
べ
て
み
る
と
、 

昔
は
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
こ

に
は
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
人
物
が
た
く
さ
ん
い
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
河
上
さ
ん
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は

明
治
時
代
か
ら
の
一
連
の
自
由
主
義
グ
ル
ー
プ
の
大
き
な

流
れ
が
あ
っ
て
、
河
上
さ
ん
は
京
都
に
来
て
、
心
が
晴
れ

た
よ
う
だ
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
雰
囲
気
が
河
上
さ

ん
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日

は
、
そ
う
い
う
大
き
な
思
想
の
流
れ
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
少
し
お
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
て
、
私
が
責
任
を
持
っ
て
言
え

る
の
は
副
題
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
岡
村
司
と
い
う
法
学

者
の
話
で
す
。 

〈

 

一 

京
都
帝
大
法
科
大
学 

〉 

岡
村
司
は
、
１
８
６
６
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
河
上
さ

ん
よ
り
13
歳
の
年
長
に
な
り
ま
す
。
こ
の
人
の
こ
と
を
調

べ
て
い
く
と
、
大
阪
に
子
孫
の
方
が
お
ら
れ
て
史
料
を
保

管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
人
の
こ
と
や
河
上
さ
ん
と
の

関
係
を
少
し
調
べ
ま
し
た
。 

「京
都
の
自
由
主
義
者
」
と
い
い
ま
す
と
、
「河
上
さ

ん
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
社
会
主
義
者
で
は
な
い
の
か
」

と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
社
会
主
義
者

が
必
ず
し
も
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
出
発
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

自
分
な
り
に
考
え
て
み
た
こ
と
を
こ
れ
か
ら
お
話
し
す

る
わ
け
で
す
が
、
京
都
の
自
由
主
義
，
京
都
帝
大
法
科
大

学
の
人
び
と
、
木
下
広
次
、
井
上
密

ひ
そ
か

、
民
法
学
の
織
田
萬

よ
ろ
ず

、

岡
村
司
、
経
済
学
の
田
島
錦
治
、
ま
だ
ま
だ
あ
げ
る
こ
と

は
で
き
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を

一
人
ず
つ
見
て
い

く
と
と
て
も
お
も
し
ろ
い
。 
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私
は
風
変
わ
り
な
人
が
好
き
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と

に
着
眼
さ
れ
た
の
は
私
が
最
初
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
亡
く

な
ら
れ
た
家
永
三
郎
先
生
が

『
日
本
近
代
憲
法
思
想
史
研

究
』
（１
９
６
７
年
）
と
い
う
本
の
第
三
章

「ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
憲
法
学
の
成
立
と
そ
の
憲
法
思
想
」
で
、
「初
期
の
京
都

帝
大
教
授
の
憲
法
思
想
」
の
章
で
、
井
上
密
と
岡
村
司
の

憲
法
思
想
を
取
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
大
日

本
帝
国
憲
法
の
解
釈
で
あ
る
。
彼
ら
は

「天
皇
大
権
」
は

認
め
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の

「大
権
」
を
実
行
す

る
の
は
国
務
大
臣
で
あ
り
、
そ
れ
は
議
会
に
お
い
て
承
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
憲
政
治
で
あ
る
か
ら
、
天

皇
は
そ
の
た
め
法
と
議
会
の
拘
束
を
受
け
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
早
く
か
ら
い
っ
て
い
た
の
が
、
井
上
密
や
岡
村
司

で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。 

伊
藤
孝
夫
氏
か
ら

「京
都
大
学
百
年
史
」
の
抜
き
刷
り

を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
大
変
よ
く
書
け
て
い

ま
す
。
最
近
の
松
尾
尊
兊
氏
の
研
究
と
か
、
今
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
研
究
が
よ
く
と
り
入
れ
ら
れ
た
叙
述
に
な
っ
て
い

ま
す
。
私
の
研
究
の
や
り
方
は
、
個
人
の
自
由
主
義
で
は

な
く

一
つ
の
潮
流
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
と
最
初

に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。 

〈

 

二 

京
都
帝
大
法
科
大
学 

〉 

明
治
30
年
に
創
立
さ
れ
た
京
都
帝
大
の
法
科
大
学
と
い

う
の
は
、
斬
馬
剣
禅
と
い
う
人
の
書
い
た

『東
西
両
京
の

大
学
』
（講
談
社
学
術
文
庫
）
に
、
京
都
帝
大
の
法
科
と
い

う
の
は
、
「自
由
討
究
的
学
風
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
東

京
帝
大
は
何
で
も

「筆
記
暗
誦
」
さ
せ
る
と
あ
り
ま
す
。

民
法
学
の
岡
村
司
に
つ
い
て
、
「彼
は
学
界
の
壮
士
」
と
書

い
て
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
初
期
の
東
京
帝
大
法
科
大
学
卒

業
生
の
一
人
で
、
留
学
か
ら
帰
っ
て
き
て
京
都
帝
大
法
科

大
学
の
教
授
と
な
り
ま
す
。 

岡
村
司
は
１
８
６
６
年
、
茨
城
県
古
河

こ

が

の
儒
者
の
家
に

生
ま
れ
、
号
は
巨
鹿

こ

が

山
人
と
称
し
ま
し
た
。
彼
は
司
法
省

法
学
校
、
第

一
高
等
中
学
校
を
経
て
、
東
京
帝
大
の
法
科

大
学
を
卒
業
し
ま
す
。
彼
が
死
ぬ
ま
で
尊
敬
し
て
い
た
の

が
師
の
民
法
学
者

・
梅
謙
次
郎
教
授
で
す
。
彼
は
、
穂
積

八
束
ら
の
憲
法
論
に
対
抗
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
と

て
も
お
も
し
ろ
い
。 
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そ
の
梅
謙
次
郎
の
弟
子
が
岡
村
司
で
す
。
か
け
も
ち
講

師
時
代
を
経
て
東
京
帝
大
法
科
大
学
講
師
と
な
り
、
フ
ラ

ン
ス
留
学
後
、
京
都
帝
大
法
科
大
学
の
教
授
と
な
り
ま
す
。

彼
の
書
い
た
本
の

『法
学
通
論
』(

１
８
９
９
年)

は
33
歳

の
力
作
で
す
が
、
そ
の
中
で

「教
育
の
自
由
」
に
つ
い
て

の
短
い
記
述
が
あ
り
ま
す
。
今
の
日
本
の
教
育
は
修
道
院

の
教
育
と
変
わ
ら
な
い
。
何
で
も
文
部
省
が
与
え
た
資
格

の
教
師
で
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ
り
、教
科
書
も
検
定
す
る
。

こ
う
い
う
規
制
は

一
切
取
り
払
わ
れ
る
べ
き
で
、
法
律
に

違
反
し
な
い
限
り
自
由
な
教
育
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
主
張
で
す
。
よ
く
も
明
治
の
頃
に
こ
う
い
う
こ
と

を
言
っ
た
学
者
が
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

岡
村
の
民
法
研
究
も
、
「家
族
」
制
度
批
判
で
し
た
。

彼
の
説
に
よ
り
ま
す
と
家
族
と
い
う
の
は
日
本
に
は
存
在

し
な
い
。
戸
主
制
度
が
あ
る
だ
け
だ
。
家
族
で
は
な
く
、

家
庭
と
い
う
べ
き
だ
と
い
っ
て
、
自
分
の
研
究
は
戸
主
制

度
批
判
で
あ
っ
て
、
よ
い
家
庭
を
つ
く
れ
と
い
う
の
が
私

の
主
張
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

戸
主
制
度
を
は
じ
め
従
来
の
考
え
を
批
判
し
た
の
が
『
民

法
親
族
編
』
と
か
、
新
し
く
で
き
た
京
都
帝
大
講
堂
で
話

し
た
内
容
の

『
思
想
小
史
』(

１
９
０
７
年)

で
、
こ
れ
ら

も
お
も
し
ろ
い
本
で
す
。
中
島
玉
吉

（京
都
帝
大
の
民
法

学
者
）
と
河
上
肇
共
編
の
岡
村
司
『
民
法
と
社
会
主
義
』(

１

９
２
２
年
弘
文
堂)

と
い
う
本
は
、
『京
都
法
学
会
雑
誌
』

の
明
治
30
年
代
の
終
り
か
ら
40
年
代
こ
ろ
に
書
か
れ
た
論

文
を
集
め
た
も
の
で
す
。
緒
言
の
筆
者
は
た
ぶ
ん
河
上
肇

で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
詳
し
く
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。 

岡
村
司
は
１
９
２
２
年
に
亡
く
な
り
ま
す
が
、
彼
の
墓

が
真
如
堂
に
あ
り
ま
す
。
「岡
村
家
の
墓
」
と
は
書
い
て
な

く
て

「岡
村
司
の
墓
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
留
学
中
の
日

記
が

『
西
遊
日
記
』
で
す
が
、
私
が
立
命
館
大
学
に
い
た

こ
ろ
、
福
井
純
子
さ
ん
と
い
う
方
に
手
伝
っ
て
頂
い
て
、

一
部
を
産
業
社
会
学
部
の
論
集
に
翻
刻
い
た
し
ま
し
た
（立

命
館
大
学
所
蔵

・
岡
村
司
文
書
の
一
部
）。 

彼
が
フ
ラ
ン
ス
に
い
た
こ
ろ
、
丸
刈
り
で
背
が
高
く
、

和
服
姿
で
パ
リ
の
街
を
闊
歩
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
パ
リ
の

子
ど
も
た
ち
が
お
も
し
ろ
が
っ
て
つ
い
て
く
る
の
で
す
が
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
「吾
は
カ
ル
タ
ゴ
の
ハ
ン
ニ
バ
ル
な
る
ぞ
。

ウ
ォ
ー
ッ
」
と
い
っ
た
ら
、
パ
リ
っ
子
が
蜘
蛛
の
子
を
散

ら
す
よ
う
に
逃
げ
た
と
日
記
に
書
い
て
い
ま
す
。 

彼
の
日
記
に
は
、
い
ろ
ん
な
人
が
出
て
き
ま
す
が
、
私
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は
東
大
出
版
会
に
こ
の
日
記
を
出
版
し
て
も
ら
え
な
い
か

と
頼
ん
だ
の
で
す
が
、
京
大
の
先
生
の
本
を
東
大
出
版
会

で
は
出
せ
な
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
京
大
で
出

せ
ば
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
京
大
の
方
は
あ
ま
り
興
味

が
な
い
よ
う
で
す
。
原
文
書
は
立
命
館
大
学
の
法
学
部
に

収
め
て
お
き
ま
し
た
か
ら
必
要
な
方
は
見
て
頂
き
た
い
と

お
も
い
ま
す
。 

〈

 

三 

明
治
末
期
の
言
論
統
制 

〉 

「明
治
末
期
の
言
論
統
制
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
政

府
に
た
い
し
て
ず
け
ず
け
と
モ
ノ
を
言
う
人
た
ち
が
京
都

帝
大
法
科
大
学
に
は
い
ま
し
た
か
ら
、
政
府

・
文
部
省
は

何
か
あ
っ
た
ら
と
っ
ち
め
て
や
ろ
う
と
ね
ら
っ
て
い
た
わ

け
で
す
。 

当
時
、
岡
田
良
平
と
い
う
文
部
官
僚
が
京
大
総
長
に
な

り
、
政
府
の
国
体
を
重
ん
じ
る
や
り
方
を
大
学
に
押
し
付

け
よ
う
と
し
ま
す
。
岡
田
総
長
が
教
授
の
講
義
を
巡
視
し

て
回
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
問
題
で
岡
村
だ
け
で
な

く
多
く
の
教
授
た
ち
の
抗
議
が
お
き
ま
し
た
。
学
生
に
向

か
っ
て

「諸
君
あ
ま
り
勉
強
な
ど
し
な
い
方
が
よ
い
。
自

分
は
よ
く
勉
強
し
て
京
都
帝
大
法
科
大
学
の
教
授
に
な
っ

た
け
れ
ど
、
い
ま
や
俗
吏
の
監
視
下
に
お
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
」
と
い
っ
た
の
は
民
事
訴
訟
法
の
勝
本
勘
三
郎
教

授
で
す
。 

こ
う
し
た
文
部
省
の
監
視
下
で
お
こ
っ
た
の
が
京
都
帝

大
法
科
大
学
を
め
ぐ
る
三
つ
の
事
件
で
す
。 

第

一
は
、
後
に
大
阪
商
大
学
長
に
な
る
河
田
嗣
郎
の
『婦

人
問
題
』
と
い
う
本
で
す
が
、
こ
の
本
を
与
謝
野
晶
子
が

後
に

「と
て
も
い
い
本
だ
」
と
絶
賛
し
ま
し
た
。
い
ろ
ん

な
も
の
を
よ
く
読
ん
で
、
大
阪
の
高
等
女
学
校
の
調
査
な

ど
も
し
て
、
学
年
が
上
に
な
る
ほ
ど
家
族
に
対
す
る
考
え

が
政
府
の
言
う
と
お
り
に
な
る
が
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と

い
う
こ
と
な
ど
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。 

次
の
問
題
は
、
沖
縄
で
の
河
上
さ
ん
の
「新
時
代
来
る
」

と
い
う
講
演
で
、
河
上
さ
ん
は
沖
縄
の
よ
う
な

「忠
君
愛

国
の
念
が
薄
き
地
方
」
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で

あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
翌
日
の
新
聞
で
大
問
題
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
さ
れ
ま
し
て
、
河
上
さ
ん
は
早
々
に
沖
縄
を

引
き
揚
げ
ま
す
。 

最
後
は
、
岡
村
司
が
１
９
１
１
年
に
岐
阜
県
教
育
会
で

お
こ
な
っ
た

「親
族
と
家
族
」
と
い
う
講
演
で
す
が
、
こ

れ
が
文
部
省
か
ら
と
が
め
ら
れ
、
譴
責
処
分
と
な
り
ま
し
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た
。
当
時
の
文
部
大
臣

・
小
松
原
栄
太
郎
は

「岡
村
を
大

学
か
ら
放
逐
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
ま
す
が
、
他
の

大
臣
た
ち
は
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
思
想
を
も
っ
て
教
授

を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
世
間
が
騒
ぐ
に
違
い
な
い
、

や
め
て
お
い
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
政
府
は
国
家
主
義
的
言
論
統
制
を
お
こ
な
い

ま
し
た
が
、
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
が
穂
積
八
束
や

井
上
哲
次
郎
ら
で
す
。 

そ
れ
で
終
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
１
９
１
３
年

７
月
に
京
大
で
沢
柳
事
件
が
お
き
ま
す
。
京
都
帝
大
総
長

に
沢
柳
政
太
郎
（前
東
北
帝
大
総
長
）
が
着
任
し
ま
す
が
、

文
部
省
は

「年
俸
の
高
い
老
朽
教
授
の
首
を
切
れ
」
と
い

う
こ
と
で
、
７
人
が
首
を
切
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
抵
抗
し

た
の
が
法
科
大
学
の
教
授
た
ち
で
し
た
。
佐
々
木
惣

一
ら

を
中
心
に
結
束
し
、
文
部
省
と
対
立
し
、
聞
き
入
れ
ら
れ

な
け
れ
ば
自
分
た
ち
は
総
辞
職
す
る
と
い
っ
て
、
学
生
た

ち
も
学
生
大
会
を
開
い
て
抵
抗
し
ま
す
。
河
上
さ
ん
と
河

田
嗣
郎
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
中
で
し
た
が
、
辞
表
を
送

付
し
て
賛
同
し
て
い
ま
す
。
河
上
肇
全
集
の
中
の
河
上
さ

ん
の
手
紙
に
も
当
時
の
思
い
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
帝
大
法
科
の
若
手
も
同
調
し
ま

し
て
、
政
府
も
何
と
か
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
第

一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
の
奥
田
義
人
文
相

の
裁
定
で
、
１
９
１
４
年
１
月
に

「京
都
帝
大
法
科
の
教

授
ら
は
全
員
上
京
せ
よ
」
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
帝
大
法
科
の
最
長
老
で
あ
っ
た
富
井
政
章
と
穂
積
陳

重

（八
束
の
兄
）
両
教
授
の
斡
旋
と
い
う
形
を
と
っ
て
、

「教
授
任
免
は
教
授
会
と
協
定
す
る
こ
と
差
し
支
え
な
し
」

と
い
う
裁
定
を
い
た
し
ま
し
た
。
松
尾
尊
兊
さ
ん
に
よ
る

と
、
こ
の
と
き
に
協
定
文
書
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、

私
は
疑
わ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

文
部
大
臣
が
総
長
を
任
命
し
、
法
科
大
学
の
学
長
も
任

命
す
る
。
こ
れ
を
勅
任
官
と
い
い
ま
す
が
、
天
皇
の
許
可

で
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
奏
任
官
で
あ
る
教
授
た
ち
が
い

く
ら
反
抗
し
て
も
天
皇
の
大
権
を
覆
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
裁
定
は
教
授
任
免
に
つ
い
て
の
大
学
の
慣
行
を

認
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
瀧
川
事
件

で
教
授
た
ち
が
が
ん
ば
っ
た
一
つ
の
理
由
と
な
り
ま
し
た
。

岡
村
司
と
勝
本
勘
三
郎
は
東
京
の
会
合
に
は
出
席
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
話
の
決
着
が
見
え
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

と
こ
ろ
が
帝
国
議
会
で
こ
れ
が
問
題
に
な
り
ま
し
て
、

「教
授
が
総
辞
職
す
る
と
い
っ
て
政
府
を
脅
す
の
は
ス
ト
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ラ
イ
キ
と
同
じ
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
世
論
は

味
方
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
佐
々
木
惣

一
ら
強
硬
派
の
努
力

は
な
か
な
か
実
り
ま
せ
ん
。
「こ
れ
で
や
め
て
し
ま
お
う
か
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
他
学
部
の
人
た
ち
も
協
力

し
ま
し
て
、
強
硬
派
の
佐
々
木
惣

一
、
末
広
重
雄

（国
際

法
）、
小
川
郷
太
郎

（財
政
学
）、
雉
本
朗
造

（刑
事
訴
訟

法
）
ら
を
説
得
し
、
辞
職
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
ま
し
た
。 

〈

 

四 

岡
村
司
の
辞
職
と
大
阪
朝
日
新
聞 

〉 

１
９
１
４
年
３
月
に
岡
村
司
は
京
都
帝
大
を
依
願
退
職

し
ま
す
。
そ
の
診
断
書
を
書
い
た
の
が 
松
田
道
雄
さ
ん
と

い
う
小
児
科
医
の
お
父
さ
ん
の
松
田
道
作
と
い
う
方
で
す

が
、
こ
の
人

（岡
村
司
の
こ
と
）
は
興
奮
す
る
と
心
気
昂

進
し
て
講
義
な
ど
は
と
て
も
無
理
で
あ
る
と
い
っ
た
傑
作

な
診
断
書
を
書
き
ま
す
。 

岡
村
司
は
大
阪
の
安
土
町
で
弁
護
士
を
開
業
し
ま
す
。

そ
こ
へ
、
沢
柳
事
件
の
報
道
に
熱
心
だ
っ
た
大
阪
朝
日
の

鳥
居
素
川

そ

せ

ん

（本
名
赫
雄

て

る

お

）
が
や
っ
て
き
ま
す
。
鳥
居
は
佐
々

木
惣

一
や
岡
村
司
、
河
上
肇
と
も
知
り
合
い
で
し
た
。 

大
阪
朝
日
の
社
長
は
村
山
龍
平
と
上
野
理

一
で
、
そ
の
編

集
局
に
い
た
の
が
、
鳥
居
素
川
、
長
谷
川
如
是
閑
、
丸
山

幹
治

（真
男
の
父
）
ら
威
勢
の
い
い
記
者
連
中
で
す
が
、

１
９
１
５
年
に
鳥
居
と
岡
村
ら
が
相
談
し
て
社
友
に
佐
々

木
惣

一
、
河
上
肇
ら
を
推
し
た
ら
し
い
。 

京
都
帝
大
の
沢
柳
事
件
で
の
強
硬
派
教
授
連
は
大
阪
朝

日
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
壮
観
で
す
。
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
関
紙
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ

る
大
阪
朝
日
は
、
な
ぜ
京
都
の
自
由
主
義
者
を
登
場
さ
せ

た
の
か
と
い
う
と
、
村
山
龍
平
社
長
が
こ
れ
に
賛
成
だ
っ

た
か
ら
で
す
。
大
阪
朝
日
は
大
阪
毎
日
と
対
抗
し
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
も
っ
と
部
数
を
増
や
す
た
め
に
は
、
大
戦

中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
に
通
じ
た
学
者
に
書
い
て
も
ら

う
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
に
は
専
門
的
知
識
で
書
い
て
欲
し

い
。
沢
柳
事
件
な
ど
を
通
じ
て
、
佐
々
木
惣

一
や
河
上
肇

の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
呼
び
物
と
し
て
は
、

佐
々
木
惣

一
の

「立
憲
非
立
憲
」、
河
上
肇
の

「祖
国
を
顧

み
て
」
な
ど
で
す
が
、
人
々
が
歓
迎
し
て
読
ん
だ
連
載
で

し
た
。
こ
の
他
、
岡
村
司
、
末
広
重
雄
、
小
川
郷
太
郎
、

雉
本
朗
造
ら
が
執
筆
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で

大
阪
朝
日
は
大
阪
毎
日
よ
り
格
が
上
に
な
り
ま
し
た
。 
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大
阪
朝
日
は
、
明
治
20
年
代
で
は
現
在
の
よ
う
な
硬
い

感
じ
の
新
聞
で
は
な
か
っ
た
。
や
っ
と
30
年
代
に
な
っ
て

格
好
が
つ
く
よ
う
に
な
り
、
40
年
代
に
な
っ
て
記
者
た
ち

が
が
ん
ば
っ
て
、
大
正
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
権
威
あ
る

新
聞
に
な
り
ま
す
。 

１
９
１
８
年
、
米
騒
動
の
最
中
に

「白
虹
事
件
」
が
お

き
ま
し
た
。
大
阪
朝
日
の
８
月
26

日
付
夕
刊
の
記
事
の
一

節
に

「我
大
日
本
帝
国
は
今
や
恐
ろ
し
い
最
後
の
裁
判
の

日
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『白
虹
天
を
貫

け
り
』
と
昔
の
人
が
呟
い
た
不
吉
な
兆
が

（中
略
）
人
々

の
頭
に
雷
の
よ
う
に
閃
く
」
と
い
う
文
章
が
載
っ
た
。
こ

の
一
句
が
問
題
と
な
り
、大
阪
府
警
察
部
新
聞
検
閲
係
は
、

筆
者
大
西
利
夫
と
編
集
人
兼
発
行
人
山
口
信
雄
の
２
人
を

大
阪
区
裁
判
所
検
事
局
に
告
発
し
、
検
察
当
局
は
大
阪
朝

日
を
発
行
禁
止
に
持
ち
込
も
う
と
し
ま
し
た
。
不
買
運
動

や
右
翼
の
村
山
龍
平
社
長
襲
撃
事
件
も
発
生
し
、
事
態
を

重
く
見
た
大
阪
朝
日
新
聞
で
は
10
月
15

日
、
村
山
社
長
は

退
陣
、
鳥
居
素
川
編
集
局
長
や
長
谷
川
如
是
閑
社
会
部
長

ら
編
集
局
幹
部
が
次
々
と
退
社
し
、
こ
う
し
て
大
阪
朝
日

新
聞
は
国
家
権
力
に
屈
服
し
、
こ
れ
以
降
大
阪
朝
日
新
聞

の
論
調
の
急
進
性
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
き
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
大
阪
朝
日
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
派
が

一
掃
さ

れ
ま
し
て
、
鳥
居
、
岡
村
ら
は

『大
正
日
日
新
聞
』
を
新

た
に
発
刊
し
ま
す
が
、
３
年
ほ
ど
で
廃
刊
に
な
り
ま
す
。

河
上
、
佐
々
木
ら
は
社
友
を
辞
退
し
て
、
河
上
さ
ん
は
『社

会
問
題
研
究
』
を
発
行
し
ま
す
し
、
長
谷
川
如
是
閑
は
吉

野
作
造
ら
と

『我
等
』
と
い
う
雑
誌
を
出
し
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
河
上
さ
ん
と
い
う
個
人
だ

け
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
張

す
る

一
団
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。 

次
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
言
論
活
動
の
特
徴
で
す
が
、

第

一
は
社
会
主
義
の
問
題
で
す
。
社
会
主
義
と
言
う
と
す

ぐ
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
と
考
え
る
の
で
す
が
、

後
進
国
は
後
進
国
な
り
の
導
入
の
仕
方
が
あ
り
ま
す
。
日

本
に
お
け
る
特
性
は
、
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
修
正
派

の
議
論
が
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
主
張
よ
り
先
に
入

っ
て
き
た
こ
と
で
す
。 

マ
ル
ク
ス
主
義
修
正
派
で
す
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン

ゲ
ル
ス
の
主
張
す
る
社
会
変
革
の
理
論
を
否
定
し
ま
し
て
、

平
和
的
に
社
会
を
変
革
出
来
る
と
い
う
理
論
。
シ
ュ
タ
ム

ラ
ー
や
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
の
理
論
が
入
っ
て
き
ま
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す
が
、
明
治
30
年
代
に
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
京

都
帝
大
講
師
の
米
田
庄
太
郎
が
「輓
近
社
会
思
想
の
研
究
」

(

１
９
１
９
年
４
月
、
弘
文
堂)

と
い
う
本
を
出
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
中
で

「独
逸
で
は
マ
ー
ル
ク
ス
派
の
思
想
家

が
、
新
カ
ン
ト
派
の
影
響
に
よ
り
て
、
理
想
主
義
化
し
つ

つ
あ
る
と
同
時
に
、
仏
蘭
西
及
び
伊
太
利
に
於
て
も
亦
、

社
会
主
義
思
想
家
の
間
に
、
同
様
な
傾
向
が
発
達
し
て
き

た
」
と
緒
言
に
書
い
て
い
ま
す
。 

河
上
肇
全
集
の
年
譜
に
よ
り
ま
す
と
、
京
都
帝
大
で
１

９
１
２
年
11
月
、米
田
庄
太
郎
、
そ
の
弟
子
の
高
田
保
馬
、

河
上
肇
、
小
川
郷
太
郎
、
西
田
多
太
郎
ら
が
集
ま
っ
て
「経

済
学
読
書
会
」
を
開
い
て
い
ま
す
。
報
告
し
た
の
は
高
田

保
馬
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
米
田
流
の
社
会
主
義
を
経

済
学
の
先
端
の
も
の
と
し
て
勉
強
し
よ
う
と
し
て
読
書
会

を
や
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
ま
す
。 

私
は
、
こ
れ
は
後
進
国
の
逆
転
現
象
で
あ
っ
て
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
修
正
派
は
19
世
紀
末
年
か
ら
勢
力
を
強
め
て
、

第

一
次
世
界
大
戦
中
も
、
そ
の
後
も
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
役
割
と
い
う
と
日
本
の
社
会
主

義
形
成
に
い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
を
強
く
受
け
と
め
た
の
が
三
木
清
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
吟
味
し
な
い
と
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
導
入
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

彼
ら
は

「法
的
社
会
主
義
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
岡
村

司
も

「法
的
社
会
主
義
」
論
を
主
張
し
ま
す
が
、
彼
が
な

く
な
っ
た
年
に
『
民
法
と
社
会
主
義
』(

１
９
２
２
年
９
月
、

弘
文
堂)

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
序
文
は
中
島
玉
吉

（民
法

学
者
）
と
河
上
さ
ん
が
書
い
て
い
ま
す
が
、
主
と
し
て
河

上
さ
ん
が
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
推
定
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
本
は
お
も
し
ろ
い
本
で
、
所
有
権
と
は
何
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
を
公
的
に
問
題
に
し
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
や

マ
ル
ク
ス
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
岡
村
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳

資
本
論
を
読
ん
だ
ら
し
い
。
彼
の
死
後
そ
れ
ら
の
本
が
立

命
館
大
学
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
を
調
べ
ま
し
た
ら

フ
ラ
ン
ス
語
訳
資
本
論
が
出
て
き
ま
し
た
。
マ
ル
ク
ス
の

剰
余
価
値
と
か
、
利
潤
と
か
の
概
念
は
、
河
上
肇
訳
の
資

本
論
が
出
る
前
で
す
か
ら
、
勝
手
な
こ
と
ば
も
使
っ
て
は

い
ま
す
が
、
そ
の
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
水
準
の
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
岡
村
司
は
そ
こ
で
、初
め
て
労
働
契
約
、

未
成
年
者
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
外
国
人
労
働
者

の
場
合
の
法
的
問
題
と
か
、
工
場
規
則
を
作
ら
せ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
、
集
合
契
約

（組
合
と
の
契
約
）
な
ど
が
い

か
に
大
事
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
地

調
査
に
も
と
づ
い
て

『京
都
法
学
会
雑
誌
』
に
論
文
を
書

き
ま
し
た
。 

こ
の
本
が
中
島
、
河
上
の
編
集
で
世
に
出
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の 
『
民
法
と
社
会
主
義
』
と
い
う
本
は
、
戦

後
ほ
と
ん
ど
話
題
に
も
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、

ソ
連
流
の
社
会
主
義
が
主
流
と
な
っ
て
、
こ
の
本
に
出
て

く
る

「社
会
主
義
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
奇
妙
な
解
釈
で

あ
っ
て
、
大
阪
大
学
の
熊
谷
開
作
と
い
う
法
制
史
の
先
生

は

「期
待
は
ず
れ
だ
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で

は
な
く
て
、
そ
こ
が
お
も
し
ろ
い
の
だ
と
私
は
言
い
た
い
。 

 

岡
村
の
本
領
は 

(

家
族
制
度)

戸
主
制
度
論
で
す
が
、
彼

が
晩
年
に
書
い
た
論
文
に
よ
る
と
公
法
上
は
戸
主
権
と
い

う
も
の
は
な
く
て
、
親
権
の
方
が
強
い
。
明
治
民
法
に
規

定
さ
れ
た
戸
主
権
と
い
う
も
の
は
早
晩
消
え
て
な
く
な
る

と
い
う
主
張
で
し
た
。 

彼
は
京
都
帝
大
を
退
職
後
、
大
阪
朝
日
に
、
欧
米
情
勢

の
解
説
や
社
会
問
題
に
つ
い
て
も
発
言
を
し
て
お
り
、
「職

工
扶
助
令
案
」(

１
９
１
６
年
２
月
21

日
無
署
名
社
説)

、

「職
工
組
合
法
を
制
定
せ
よ
」
（同
年
６
月
21

日
）
な
ど

の
先
駆
的
主
張
を
書
い
て
い
ま
す
。
少
し
時
代
が
早
す
ぎ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
の
日
記
に
よ
る
と
、
岡
村
が
執
筆

し
た
論
説
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
彼
が
書
い
た
無

署
名
社
説
が
１
９
１
６
年
に
９
本
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま

す
。
河
上
肇
の
執
筆
し
た
社
説
、
佐
々
木
惣

一
の
執
筆
し

た
社
説
が
な
い
か
と
探
し
て
い
る
の
で
す
が
、
署
名
が
な

い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。
若
い
人
た
ち
が
も
っ
と
調
べ
て

く
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

岡
村
司
の
専
門
分
野
は
親
族
論=

戸
主
制
度
批
判
で
す

が
、
戸
主
制
度
が
な
ぜ
だ
め
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
民

法
上
は
全
財
産
が
戸
主
か
ら
戸
主

へ
と
引
き
継
が
れ
る
、

家
督
相
続
の
制
度
が
あ
る
、
隠
居
を
認
め
て
い
る
、
家
族

の
婚
姻
、
養
子
縁
組
等
は
戸
主
の
同
意
を
要
す
る
、
居
所

の
指
定
権
、
家
族
の
扶
養
義
務
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
す
で
に
戸
主
制
度
は
空
文
化
し
て
お
り
、
戸
主
の

存
在
は
公
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
時
代
の
変
化
と
と

も
に
不
合
理
な
制
度
は
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
戸
主

制
度
廃
止
論
を
主
張
し
ま
す
。
大
阪
弁
護
士
会
が
民
法
改

正
意
見
を
募
っ
た
と
き
に
、
彼
は
意
見
書
を
提
出
し
、
戸

主
制
度
と
い
う
も
の
は
古
い
慣
習
を
保
存
す
る
以
外
に
存

続
理
由
は
な
い
と
書
き
ま
し
た
。
読
ん
で
い
て
痛
快
で
あ



 29

り
ま
す
。 

民
法
の
中
に
は

「女
尊
男
卑
」
の
規
定
が
あ
る
。
「男

尊
女
卑
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
夫
が
死

ぬ
と

「女
戸
主
」
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
申

請
す
る
と
男
戸
主
に
代
わ
る
の
で
す
が
、
だ
か
ら
日
本
の

女
性
は
が
ん
ば
っ
て

「女
戸
主
」
を
続
け
れ
ば
い
い
。
そ

う
す
る
と
女
は
男
を
あ
ご
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

っ
た
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
論
が
あ
り
ま
す
。 

河
上
肇
の
独
特
の
論
文
が

「日
本
独
特
の
国
家
主
義
」

(

１
９
１
１
年
３
月 

中
央
公
論)
で
す
が
、
軍
人
が
死
ぬ

と
靖
国
神
社
に
祭
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
日
本
独

特
で
あ
っ
て
他
の
国
に
は
な
い
。
そ
う
い
う
国
家
主
義
が

な
ぜ
日
本
に
継
続
し
て
き
た
か
と
い
っ
た
内
容
で
す
。
そ

れ
か
ら

「時
勢
之
変
」(

同
年
３
月
28

日 

読
売
新
聞
社) 

は
今
で
も
お
も
し
ろ
い
大
力
作
で
、
人
類
の
誕
生
か
ら
始

め
て
、
次
第
に
人
間
は
機
械
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
産
業

革
命
の
時
代
と
な
り
、
日
本
で
も
女
子
労
働
者
が
登
場
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
が
変
わ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に

着
目
し
た
点
に
河
上
さ
ん
の
大
き
な
功
績
だ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
直
後
の
４
月
に
沖
縄
で
の
舌
禍
事
件

が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
岡
村
司
は

「時
勢
之
変
」
を
高

く
評
価
し
て
い
ま
す
。
河
上
肇
の
お
父
さ
ん
宛
の
手
紙
に

は
、
岡
村
先
生
の

「時
勢
之
変
」
に
た
い
す
る
賛
成
の
書

評
が
大
変
嬉
し
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
同
封
し
て
送
り
ま

す
と
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
出
所
を
確
認
し
て
い
ま
せ
ん
の

で
わ
か
れ
ば
お
教
え
願
い
ま
す
。 

そ
れ
で

『貧
乏
物
語
』
（１
９
１
７
・
１
）
に
な
り
ま

す
が
、
『時
勢
之
変
』
を
書
い
た
と
き
に
は
、
政
府
か
ら
取

締
り
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
考
え
て
い
ま
し
た

か
ら
、
か
な
り
注
意
深
く
書
い
て
い
ま
す
。
私
は
貧
乏
物

語
も
そ
う
い
う
目
で
読
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
『貧
乏
物
語
』
に
は
、
ほ
と
ん
ど
日
本
の
現
実

に
例
を
と
っ
た
話
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
『時
勢
之
変
』
は
少

し
違
い
ま
す
。
『貧
乏
物
語
』
に
は
、
ラ
ス
キ
ン
と
か

『産

業
革
命
』
を
書
い
た
ト
イ
ン
ビ
ー
な
ど
の
名
前
が
出
て
き

ま
す
が
、
日
本
の
現
実
に
た
い
す
る
発
言
は
非
常
に
少
な

い
。 そ

う
い
う
点
で

『貧
乏
物
語
』
は
よ
く
で
き
た
力
作
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
資
本
主
義
の
幼
年
期
に
で

た
本
で
あ
る
と
い
う
限
界
も
あ
る
。
１
９
１
６
年
の
段
階

で
は
工
業
統
計
も
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
「第

一
回
国
勢
調

査
」
が
１
９
２
１
年
で
す
か
ら
、
工
場
工
業
の
本
格
的
展
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開
は
第

一
次
大
戦
と
第
二
次
大
戦
の
戦
間
期
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
日
本
資
本
主
義
が
成
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
日
本
の
現
実
に
た
い
す
る

記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
そ
れ
を
書
く
と
政
府
の
言

論
統
制
下
で
問
題
化
す
る
こ
と

へ
の
配
慮
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

河
上
さ
ん
の
当
時
の
社
会
主
義
観
は
マ
ル
ク
ス
に
も
と

づ
く
も
の
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
修
正
派
マ
ル

ク
ス
主
義
の

「法
的
社
会
主
義
論
」
な
ど
に
影
響
さ
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。 

〈

 

ま
と
め 

〉 

河
上
さ
ん
が
本
格
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
な
る
前
の
段

階
は
、
政
府
の
御
用
学
者
穂
積
八
束
や
井
上
哲
次
郎
ら
に

代
表
さ
れ
る
国
家
主
義
全
盛
の
時
代
で
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
に
思
想
的
に
対
決
す
る
こ
と
が

一
番
大
事
な
仕
事
で

あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
多
く
の
自
由
主
義
者
た
ち
を
結

集
し
た
と
い
う
こ
と
、
ま
だ
未
分
化
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
う
し
た
自
由
主
義
者
た
ち
の
積
極
的
役
割
が
そ
こ
に
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

社
会
の
実
態
か
ら
論
を
立
て
、
社
会
の
変
動
を
と
ら
え
る

立
場
を
強
調
し
、
平
和
的
な
革
命
を
主
張
す
る
と
い
う
考

え
が
多
く
の
学
者
た
ち
を
と
ら
え
て
い
ま
し
た
。 

京
都
帝
大
法
科
大
学
の
知
識
人
た
ち
の
影
響
で
、
大
阪

朝
日
新
聞
な
ど
を
通
じ
て
広
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

岡
村
司
は

「法
的
社
会
主
義
」
を
唱
え
ま
し
た
が
、
経
済

学
者
河
上
の
歴
史
的
と
ら
え
方
も
、
時
代
と
と
も
に
変
化

し
て
い
く
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

佐
々
木
惣

一
も
ち
ら
ほ
ら
と
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
発
言

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
自
由
主
義

的
知
識
人
が
共
同
す
る
こ
と
が
で
き
た
底
に
あ
る
も
の
は
、

明
治
以
来
の
国
家
主
義
的
、
天
皇
制
的
な
言
論
統
制
に
抗

お
う
と
い
う
潮
流
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

う
し
た
人
た
ち
が
京
都
帝
大
法
科
大
学
に
生
ま
れ
、
同
志

社
大
学
な
ど
に
も
影
響
し
、
そ
の
後
に
も
い
ろ
ん
な
人
物

を
輩
出
し
て
い
っ
た
の
で
す
。 

小
島
祐
馬
と
い
う
中
国
哲
学
史
の
先
生
が
い
ま
し
た
が
、

こ
の
人
が
戦
時
中
に
京
都
帝
大
に
た
い
す
る
統
制
に
歯
向

か
っ
た
事
業
な
ど
は
大
変
大
切
な
事
実
で
あ
り
ま
す
。
今

日
司
会
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
広
川
さ
ん
の
恒
藤
恭
の

研
究
や
、
松
尾
尊
兊
さ
ん
の

『大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
群

像
』
な
ど
を
は
じ
め
、
い
い
研
究
が
続
々
と
出
て
き
ま
し
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た
。
広
川
さ
ん
の
恒
藤
恭
研
究
な
ど
は
社
会
思
想
史
の
大

力
作
で
、歴
史
家
と
し
て
の
お
仕
事
の
中
心
で
す
。
私
は
、

社
会
構
造
の
変
動
と
か
、
最
近
は
大
阪
に
お
け
る
産
業
革

命
の
展
開
な
ど
に
興
味
を
持
ち
ま
し
て
、
そ
の
方
が
本
業

で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
お
話
し
た
こ
と
は
サ
イ
ド
ワ
ー
ク

で
す
。 

岡
村
司
の
こ
と
な
ど
は
誰
も
や

っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

面
白
が
っ
て
調
べ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
駆
け
出
し
の
研
究

で
あ
り
ま
す
。 

ご
静
聴
を
感
謝
し
ま
す
。 
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