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時安 邦治

1

初
め
に

本
書
は

コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
で
日
本
史
を
担
当
し
て
い
る
キ
ャ
ロ
ル

・
グ
ラ
ッ

ク
教
授
に
よ

っ
て
著
さ
れ
、

一
九
八
五
年
に
同
大
学
の

「東
ア
ジ
ア
研
究
所
」

の
研
究
成
果
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
に
お
け
る
明
治
期
の
日
本
に
関
す
る
研
究
が
い
か
に
精
密
で
あ
る
か

は
、
本
書
を
端
々
ま
で
読
む
ま
で
も
な
く
、

一
〇
〇
頁
に
わ
た
る
書
誌
と
注
釈

な
ど
、
著
者
が
調
べ
上
げ
た
史
料
の
膨
大
さ
か
ら
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ

ほ
ど
丹
念
に
史
料
に
あ
た
り
、
鮮
や
か
な
手
際
で
明
治
期
の
日
本
を
描
き
出
し

た
歴
史
学
書
は
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
普
通
、
歴
史
学
書
の
類
い
と
言
え
ば
、

史
料
の
洪
水
で
読
者
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
難
敵
な
の
だ
が
、
本
書
は
と
に
か

く
終
わ
り
ま
で
読
み
た
い
と
い
う
気
に
さ
せ
る
。
本
書
に
は
歴
史
学
書
に
あ
り

が
ち
な
退
屈
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
と
か
く
誤
解
さ
れ
て
き
た
日
本

の
近
現
代
史
に
本
書
が
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
、
本
書
全
体
に
わ
た

っ
て
そ
の
画
期
的
な
研
究
内
容
を
数
え
上

げ
る
こ
と
は
、
字
数
の
限
ら
れ
た
書
評
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ

で
は
著
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
に
関
す
る
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
、

若
干
の
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら

コ
メ
ン
ト
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

2

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
的
現
実
の
弁
証
法

明
治
維
新
の
後
、
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
社
会
制
度
を
整
え
、
政
治
の
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中
央
集
権
化
、
経
済
発
展
、
社
会
階
級
の
再
編
成
、
国
際
的
認
知
の
た
め
に
努

力
を
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
加
え
て
国
民
を
近
代
日
本
に
相
応
し
く

「教
化
す
る

(一口
h一仁
O昌
O
①
)」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
日
本
の
場
合

も
、
社
会
の
変
化
の
中
で
国
民
の
エ
ー
ト
ス
を
築
き
上
げ
る
過
程
は

「試
行
錯

誤
」
で
あ

っ
た
。
帝
国
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
模
範
的
な
モ
デ
ル
が
存
在

し
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
国
家
観
や
社
会
観
は
気
ま
ぐ
れ
に
、
し
ば
し
ば

矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
、
過
去
と
現
在
、
近
い
も
の
と
遠

い
も
の
の
安
定
し
な
い

混
合
物

へ
と
発
展
し
て
い
く
。」
本
書
の
主
題
は
、
明
治
後
期
以
後

の
そ
の
よ

う
な
非
整
合
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
の
過
程
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の

「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
ほ
ど
悩
ま
し
い
用
語
は
な
い
。

そ
れ
は
意
味
の
類
型
だ
け
で
も

一
つ
二
つ
で
済
ま
ず
、
様

々
な
論
者
が
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
響
か
せ
な
渉
ら
用
い
て
き
た
用
語
で
あ
る
。
思
想
史
学
界
で
も

そ
の
概
念
の
ズ
レ
は
し
ば
し
ば
議
論
を
不
毛
に
し
て
き
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

つ
き
ま
と
う
意
味
の
亡
霊
は
、
そ
の
用
語
自
体
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
し
て
い
る

と
さ
え
言
え
る
。
そ
こ
で
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
i
研
究
は
、
ま
ず
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

は
何
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
の
概
念
の
除
霊
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。

著
者
も
冒
頭
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

著
者
が
主
題
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る

「
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
で
は
な
い
。
第
二
次
大
戦
後

の
日
本
で
は
、
過
去
を
清
算
す
る
た
め
に
、

日
本
を
戦
争
に
導
い
た
権
力
の
配
置
図
の
学
問
的
理
解
が
求
め
ら
れ
た
。
議
論

は
す
ぐ
に
戦
前
の
天
皇
制
の
本
質
と
起
源
に
集
中
し
、「ダ
グ
ラ
ス

・
マ
ヅ
カ
ー

サ
ー
か
ら
日
本
共
産
党
ま
で
」
軍
国
主
義
時
代
に
責
任
を
負
う
べ
き
要
素
を
同

定
し
よ
う
と
し
た
。
終
戦
以
来
現
在
ま
で
、
丸
山
真
男
、
吉
本
隆
明
な
ど
、
多

く
の
論
者
が
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
問
題
に
し
て
き
た
。
だ
が

「
問
題
の
本

性
は
変
わ

っ
て
い
な
い
。」
と
著
者
は
言
う
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
誰
も
が

一

様
に
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
よ

っ
て
近
代
日
本
の

政
治
構
造
が
確
立
さ
れ
た

一
八
九
〇
年
か
ら
そ
の
体
制
が
瓦
解
し
た

一
九
四
五

年
ま
で
の
近
代
天
皇
制
の
産
物
で
あ
る
、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の

日
本
の
論
者
に
と

っ
て
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
正
説
は
、
超
国
家
主
義
と

軍
国
主
義
の
成
長
に
役
立

っ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
近
代
の
経
験
に
も
た
ら

さ
れ
た
害
悪
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
戦
前
に
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
定
着
す
る
の
を
可
能
に
し
た
国

(昌
畧
δ
昌
)
の
条
件
や
傾
向
の
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
探
求
し
、
過
ち
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
努
め
て
き
た
。
今
日

も
な
お
知
識
人
た
ち
が
天
皇
制
問
題
に
関
し
て
警
戒
を
怠
ら
な
い
の
も
同
じ
理

由
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
戦
後
か
ら
戦
前
を
振
り
返
る
観
点
に
お
い
て

は
、
戦
前
の
神
話
が
実
体
化
さ
れ
、
明
治
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
初
め
か
ら
凝

集
力
の
あ
る
、
目
的
の
明
ら
か
な
、
効
果
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
明
治
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
の
よ
う
な
性
格
を

備
え
て
は
い
な
か

っ
た
、
と
い
う
の
が
著
者
の
論
点
で
あ
る
。

著
者
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
…
実
体
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
程
で
あ

る
。」
と
言
い
、
明
治
後
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た

の
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
記
述
す
る
。

そ
の
た
め
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
し
て
著
者
は
以
下
の
二
点
を
強
調
す
る
の
で

あ
る
。
ま
ず
著
者
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
不
確
実
な
社
会
的
現
実
の
地
図
を
提

供
す
る
と
い
う
見
解

(ギ
ア
ツ
)
を
、
社
会
的
現
実
の
構
成
と
い
う
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
も
う

一
つ
の
側
面
な
い
し
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
的
現
実
と
の
弁
証
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法
的
な
関
係

(バ
ー
ガ
ー
、
ル

ッ
ク

マ
ン
)
を
見
落
と
し
て
い
る
と
し
て
退
け

る
。
「イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
過
程
と
し

て
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
…
ア
ル
チ

ュ

セ
ー
ル
が
言
う
と
こ
ろ
の

『
人
間
と
世
界
と
の
生
き
ら
れ
た
関
係
』
に
注
目
す

る
こ
と
で
あ
る
。」
著
者
は
他
に
も

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
関
す
る
グ
ラ
ム
シ
の
議
論

を
挙
げ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
観
に
共
通
す
る
点
は
次
の
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は

「
必
要
不
可
欠
な
社
会
的
要
素
」
で
あ
り
、

「要
す
る
に
、
全
て
の
社
会
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
生
産
し
、
そ
れ
が
今
度
は
社

会
秩
序
を
再
生
産
す
る
の
に
役
立

つ
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
操
作
的
な
政
治
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は

な
く
、
信
仰
体
系
あ
る
い
は
国
の
神
話
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、
著
者
の
考
え
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
考
え
た
よ
う
な
現
実
の
倒
転
、

虚
偽
意
識
の
産
物
と
し
て
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー

1

そ
れ
が
.天
皇
制
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
言
う
場
合
に
根
幹
を
な
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
捉
え
方
で
あ
る

ー

で
は

な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
虚
偽
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
著
者
の
第

一
の
強
調
点

で
あ
る
。
第
二
の
強
調
点
と
し
て
、
著
者
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
統

一
性
を
否
定

す
る
。
た
と
え
同
じ
社
会
に
暮
ら
し

て
い
て
も
そ
の
成
員
そ
れ
ぞ
れ
は
自
分
た

ち
の
世
界
に
異
な

っ
た
解
釈
を
与
え
、

一
つ
の
社
会
の
な
か
に
多
様
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
並
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
著
者
が
描
く
の
は
、
互
い
に
矛

盾
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
せ
め
ぎ
合

い
、
響
き
合
い
、
変
化
を

「与
え
合
う
過
程
、

複
数
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
互
作
用

の
過
程
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
論
的
枠
組
み
に
従

っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
的
現
実
の

弁
証
法
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
エ
リ
ー
ト
階
級
の
政
治
的

・
社
会
的
世
界
の

解
釈
と
し
て
、
豊
富
な
史
料
を
も
と

に
克
明
に
記
述
さ
れ
る
。

3

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
国
体

矛
盾
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
せ
め
ぎ
合
い
と
い
う
点
で
は
、
「
国
体
」
に
ま

さ
る
例
は
な
い
。
「
国
体
」
は
、

一
八
九
〇
年
の

「
教
育
勅
語
」
な
ど
に
よ

っ

て
上
か
ら
強
制
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
官
民
の
双
方
が

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
説
の
な
か
で
造
り
上
げ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

国
体
は
神
道
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
た
と
え
ば
、

東
大
教
授
を
務
め
た
哲
学
者
井
上
哲
次
郎
は
、

一
八
九
三
年
の
キ
リ
ス
ト
教
攻

撃
文
で
天
照
大
神
を
天
皇
家
の
祖
先
と
認
め
、

一
九
〇
七
年
に
は
通
俗
の
神
道

は
迷
信
に
過
ぎ
な
い
が
祖
先
教
と
し
て
の
神
道
は
大
き
な
力
を
も

つ
と
断
言
し

て
お
り
、

一
九

一
二
年
に
は
神
道
を

「
国
家
的
宗
教
」
と
規
定
し
て
国
体
と
の

結
び

つ
き
を
指
摘
し
、
神
道
と
国
の
命
運
と
の
関
係
を
主
張
し
た
。
神
道
は
、

国
体
と
い
う
神
話
の
力
に
よ

っ
て
、
国
家
的
祭
儀
に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
。
だ
が
、

国
体
が
関
係
づ
け
ら
れ
た
の
は
神
道
ば
か
り
で
は
な
く
、
道
徳
教
育
や
愛
国
主

義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
帝
国
主
義
な
ど
に
も
及
ぶ
。

明
治
後
期
に
ま
す
ま
す
口
に
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
国
体
は
、
明
治
の
終
り

に
は
あ
ら
ゆ
る
文
脈
で
国
を
表
す
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
判
じ
絵
と
な

っ
た
。だ
が
、

あ
く
ま
で
国
体
と
は
不
明
確
な
観
念
で
あ

っ
た
。
以
前
か
ら
国
体
は
正
確
な
定

義
な
ど
問
題
で
は
な
か

っ
た
。
徳
川
時
代
末
期
に
は
、
国
体
は
天
皇
に
よ
る
維

新
の
理
論
的
根
拠
に
役
立
つ
だ
け
で
あ

っ
た
。
後
期
水
戸
学
に
お
い
て
は
、
神

道
と
と
も
に
国
体
も
文
明
や
啓
蒙
の
波
に
呑
ま
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
こ
か
ら
浮

上
し
た
国
体
は
制
度
上
の
変
化
を
計
る
物
差
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
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一
八
七
五
年
に
は
、
福
沢
諭
吉
が
国
体
の
強
化
の
た
め
に
西
洋
文
明
受
容
を
論

じ
る
が
、
こ
の
場
合
、
国
体
と
は
国
の
本
質
を
な
す
社
会
的
、
歴
史
的
、
地
理

的
属
性
、
つ
ま
り

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
チ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「結
局
国
体
の
存

亡
は
其
国
人
の
政
権
を
失
ふ
と
失
は
ざ
る
と
に
在
る
も
の
な
り
。」
と
言
わ
れ

(『
文
明
論
之
概
略
』
)
、
国
体
に
対
す
る
外
患
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
(著
者

は
触
れ
て
い
な
い
が
、
同
書
で
福
沢
は

「
国
体
は
其
国
に
於
て
必
ず
し
も
終
始

一
様
な
る
可
ら
ず
、
頗
る
変
化
あ
る
も
の
な
り
。」
と
述
べ
て
い
る
。)
ま
た
八

○
年
代
の
憲
法
論
議
で
は
、
保
守
主
義
者
に
内
患
を
憂
う
声
が
上
が
り
、
天
皇

の
直
接
統
治
が
主
張
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
政
体
は
変
化
し
て
も
国
体
は
変
化

し
な
い
と
さ
れ
た
。

一
方
で
、
憲
法
に
よ
る
政
体
の
変
化
と
国
体
と
の
両
立
を

保
守
派
に
保
証
す
る
た
め
に
も
国
体
が
用
い
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
体

は
国
内
変
化
の
受
容
可
能
な
限
界
を
確
定
す
る
基
準
で
あ

っ
た
。

八
○
年
代
に
お
け
る
国
体
の
用
い
ら
れ
方
を
端
的
に
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

宮
中
官
吏
佐
々
木
高
行
と
伊
藤
博
文
の
秘
書
金
子
堅
太
郎
と
の

一
八
八
四
年
の

書
箭
に
あ
る
。
佐
々
木
は
金
子
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
送

っ
た
。
佐
々
木
は
国

体
が
国
土
、
人
民
、
言
語
は
お
ろ
か
西
洋
諸
国
に
ま
で
使
わ
れ
る
の
を
懸
念
し

て
い
た
。
国
体
の
本
質
に
つ
い
て
伊
藤
と
議
論
し
た
佐

々
木
は
、
伊
藤
が
国
体

は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の
だ
と
言

っ
た
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。

金
子
は
佐

々
木
宛
の
返
事
で
国
体
の
不
変
を
論
じ
た
。
.金
子
が
佐
々
木
の
書
簡

を
伊
藤
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
伊
藤
は
金
子
の
説
を
訂
正
し
、
国
体
と
は
英
語
で

言
え
ば

「蠧
什ご
昌
毘

o
茜
鋤巳
鑓
けδ
ロ
」
で
あ
り
、
国
土
、
人
民
、
言
語
、
衣
服
、

住
居
、
国
家
の
制
度
の

一
般
名
詞
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
時
代
と
と
も
に
変
化

す
る
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
伊
藤
の
言
動
は

逆
転
す
る
。
八
○
年
代
後
半
、
民
間
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
に
よ

っ
て
国
体
の

不
変
が
主
張
さ
れ
た
。
日
本
の
国
体
の
明
確
化
に
は
統

一
が
必
要
で
あ
り
、
神

聖
な
る
日
本
の
国
体
を
国
の
内
外
に
知
ら
し
め
よ
、
と
言
わ
れ
た
。
九
〇
年
代

に
は
、
各
国
独
自
の
原
理
が
国
体
で
あ
り
、
日
本
の
国
体
は
不
変
ゆ
え
に
特
に

独
自
だ
と
さ
れ
た
。
「
国
体
の
精
華
」
が
謳
わ
れ
、
つ
い
に
国
体
は
国
の
ア
イ

デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
な

っ
た
。
そ
の
時
流
に
合
わ
せ
て
、
伊
藤
は

「
万
世

一
系
」

の
天
皇
が
君
臨
す
る
こ
と
を
定
め
た
憲
法
を
起
草
し
、

一
九
〇
八
年
の
ス
ピ
ー

チ
で
は

つ
い
に
国
体
は
不
変
だ
と
明
言
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

4

「
天
皇
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
の
形
成

後
に
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
形
成
を
、
著
者
は
ど
う
説
明
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
お
紅
よ
そ
次
の

通
り
で
あ
る
。
明
治
の
終
り
か
ら
第
二
次
大
戦
ま
で
衰
え
る
こ
と
な
く
国
民
教

化
は
続
け
ら
れ
た
。
だ
が
、

一
九
三
〇
年
代
ま
で
の
約
三
〇
年
間
で
、
支
配
的

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
日
本
が
直
面
し
た
現
実

(不
況
、
国
際
関
係

の
不
和
な
ど
)

と
の
ギ

ャ
ッ
プ
は
も
は
や
隠
し
ょ
う
も
な
く
拡
大
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
、

明
治
後
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
官
民
両
方
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
に
よ
る
様
々

な
説
諭

(の
置
曽
oo一〇
昌
)
の
言
説
の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
広
ま

っ
た
正
説
で
あ

っ

た

の
に
対
し
、
三
〇
年
代
に
は
軍
部
中
心
の
政
府
に
よ

っ
て
公
式
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
上
か
ら
強
制
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
現
実
の
溝
が

拡
大
す
れ
ば
す
る
だ
け
、公
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
制
的
性
格
は
強
め
ら
れ
る
。

つ
い
に
政
府
は
学
問
、
思
想
、
言
論
を
統
制

(弾
圧
)
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
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た

一
方
で
、
公
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
制
は
説
諭
の
努
力
を
も
刺
激
す
る
。
明

治
後
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
読
み
変

え
て

一
層
精
密
化
し
教
理
化
し
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
要
素
が
、
説
諭
の
言
説
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。

特
に

「
国
体
」
で
あ
る
。
一
八
八
○
年
代
に
は
、
国
体
も
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
言
葉
と
同
様
に

一
般
的
で
は
な
か

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
明
治
天
皇
の
死
去
の

際
に
は
、
天
皇
は
立
憲
君
主
で
あ
る
と
同
時
に
神
格
化
さ
れ
た
家
長
で
あ
り
、

そ
の
証
拠
に
唯

一
の
国
体
が
日
本
に
あ
る
、
と
語
ら
れ
る
ま
で
に
な

っ
た
。

一

九

一
五
年
ま
で
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
言
語
は
ほ
ぼ
全
て
国
民
に
定
着
す
る
。
国

体
の
概
念
は
元
々
瞹
昧
だ
が
、
戦
前

の
愛
国
者
た
ち
の
説
諭
の
言
口説
は
国
体
を

さ
ら
に
神
秘
化
し
た
。
そ
し
て
、
美
濃
部
達
吉
ら
の

「
天
皇
機
関
説
」
を
排
撃

す
る
形
で
国
体
の
明
徴
が
主
張
さ
れ

(
一
九
三
五
年
)
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て

『
国
体
の
本
義
』
が

一
九
三
七
年
に
文
部
省
か
ら
出
版
さ
れ
る
。
国
体
明
徴
の

主
張
は
容
易
に
西
洋
否
定
主
義

へ
短
絡
し
て
い
く
。
終
戦
の
際
、
鈴
木
首
相
や

木
戸
内
大
臣
ら
は
国
体
護
持
に
固
執
し
た
。
八
月

一
五
日
の
昭
和
天
皇
の
ラ
ジ

オ
放
送
で
も
国
体
の
護
持
が
告
げ
ら
れ
、
「
汝
臣
民
は
神
国
日
本
の
不
滅
を
信

じ
、
全
力
を
あ
げ
て
国
体
の
精
華
を
発
揚
せ
よ
」
と
結
ば
れ
た
。

一
九
四
六
年

に
は
、
保
守
主
義
者
が
新
憲
法
下
で

の
国
体
の
不
変
を
宣
言
し
た
。
だ
が
そ
の

後
、
国
体
の
意
味
は
弱
ま

っ
て
い
く
。
同
じ

一
九
四
六
年
、
保
守
主
義
者
は
国

体
を
国
の
基
本
的
な
特
徴
だ
と
し
た
が
、
そ
の
特
徴
は
帝
制
の
存
続
を
も

っ
て

定
義
さ
れ
た
。
そ
の
定
義
は
戦
前
よ
り
も
む
し
ろ
遡

っ
て

一
八
八
○
年
代
の
国

体
の
捉
え
方
に
近
づ
い
て
い
る
。
や
が
て
、
国
体
と
言
え
ば
国
民
体
育
大
会
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
ほ
ど
、
国
体
は
影
を
薄
め
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
概
念
の
興

亡
が
国
体
と
い
う
言
葉
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
性
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

5

本
書
の
評
価

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
著
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
が
、
本

書
を
画
期
的
な
日
本
史
研
究
書
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
.戦
前
の
日
本
は
天
皇

制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
に
統
率
さ
れ
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
明
治
時
代
に
既

に

一
枚
岩
の
ご
と
く
統

一
さ
れ
て
い
た
、
と
未
だ
日
本
人
の
大
部
分
が
、
そ
し

て
知
識
人
さ
え
そ
の
多
く
が
、
信
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
戦
後

の
信
念
の
外

側
に
立
つ
こ
と
は
、
日
本
人
自
身
の
視
点
か
ら
は
困
難
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
外
国
史
と
し
て
日
本
史
を
研
究
す
る
著
老
の
仕
事
に
よ

っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
諸
事
実
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
非
常
に
新
鮮
な
の
で
あ
る
。
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
抱
え
る
問
題
が
、
必
ず
し
も
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
目

か
ら
書
か
れ
た
本
書
に
よ

っ
て
解
き
明
か
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
当
然
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
が
常
識
と
し
て
い
る
歴
史
が
事
実
と
そ
ぐ
わ
な

い
な
ら
ば
、
す
す
ん
で
わ
れ
わ
れ
の
常
識
を
修
正
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
、
外
か
ら
の
視
角
を
大
切
に
し
た
い
と
私
は
思
う
。

ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
の
理
論
史
の
観
点
か
ら
も
、
本
書
は
重
要
な
研

究
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
著
者
が
批
判
し
た
ギ
ア
ツ
の
論
文

(「文
化
体

系
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
)
で
指
摘
さ
れ
た
社
会
科
学
に
お
け
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
研
究
の
理
論
的
枠
組
み
の
不
整
備
と
い
う
問
題
は
、
今
な
お
社
会
科
学

が
抱
え
る
問
題
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
問
題
に
本
書
は
少
な
く
と
も
解
決
の

一

方
向
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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6

最
後
に

『
日
本
の
近
代
神
話

-

明
治
時
代
後
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
語
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
常
識
通
り
に
読
め
ば

〈神
話
11

(天
皇
制
)
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
と
な
る
。
し
か
し
、
著
者
は
決
し
て
、
明
治
後
期
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
自
体
が
近
代
天
皇
制
を
正
当
化
し
、
擁
護
す
る
神
話
で
あ

っ
た
と
単
純
に

述
べ
て
は
い
な
い
。
著
者
が
本
書
で
検
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
厳
密
に
言

っ
て
、

明
治
後
期
に
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
天
皇
制
と
い
う
言

葉
は
、
共
産
党
が
指
導
し
た
政
治
運
動
の
な
か
で
お
そ
ら
く

一
九
二
八
年
頃
か

ら
用
い
ら
れ
始
め
、
正
式
に
は

一
九
三
二
年
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
指
導
に
よ
る
い

わ
ゆ
る

「
三
二
年
テ
ー
ゼ
」
(正
確

に
は
三
」
年
の
草
稿
)
で
初
め
て
採
用
さ

れ
た
。
ま
し
て
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
戦

後
で
あ
る
。
著
者
は
、
明
治
後
期
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
の
過
程
を
歴

史
学
的
に
再
構
成
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
戦
後
日
本
で
巷
間
に
流
布
し
た

「
天

皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
神
話
」
を
解
体
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ

ト
ル
は
、
一
方
で
明
治
期
に
形
成
さ
れ
て
い
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
示
し
つ
つ
、

他
方
で
戦
後
に
生
み
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
示
唆
し

て
い
る
。
よ

っ
て
、
「
日
本
の
近
代
神
話
」
と
は
す
ぐ
れ
て
二
義
的
で
あ
る
。
「
日

本
の
近
代
神
話
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
自
身
な
の

で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
ク
教
授
は
わ
れ
わ
れ
の
錯
誤
を
正
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
ハ
ー
バ
マ
ス
の
用
語
法
に
基
づ
け
ば
、
そ
れ
こ
そ

〈
啓
蒙
1ー
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
批
判
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

現
代
日
本
の
啓
蒙
書
で
あ
る
本
書
が

一
刻
も
早
く
邦
訳
さ
れ
、
多
く
の
日
本

人
の
手
に
入
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
、
こ
の
書
評
を
終
え
る
。
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