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北
海
道
大
学
の
名
誉
教
授
で
久

米
美
術
館
の
参
事
・
研
究
員
で
も

あ
る
高
田
誠
二
氏
が
、
こ
の
た
び

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
か
ら
久
米
邦
武

の
評
伝
を
上
梓
さ
れ
る
。
高
田
氏

は
科
学
技
術
史
が
ご
専
門
だ
が
、

北
海
道
大
学
で
田
中
彰
氏
と
共
に

「
岩
倉
使
節
団
」
の
研
究
に
携
わ

り
、
「
『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
学

際
的
研
究
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ

と
は
ご
承
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま

た
、
朝
日
選
書
に
「
維
新
の
科
学

精
神
ー
『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
見

た
産
業
技
術
」
と
い
う
著
書
も
あ

る
。 

 

十
一
月
十
八
日
（
日
）
の
全
体
例

会
で
は
、
そ
の
高
田
氏
に
「
久
米
邦

武
の
評
伝
を
書
き
終
え
て
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
ご
講
演
を
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
た
。
長
年
の
調
査
・
研

究
の
成
果
を
ご
披
露
く
だ
さ
る
こ

と
に
な
る
、
多
く
の
人
の
参
加
を
期

待
し
て
い
る
。 

七
月
の
全
体
例
会
、
盛
況
！ 

 
 

七
月
の
全
体
例
会
は
十
四
日
に

国
際
文
化
会
館
の
講
堂
で
行
わ

れ
、
会
務
報
告
が
あ
っ
た
あ
と
、

保
阪
正
康
氏
の
講
演
が
あ
っ
た
。

「
今
、
昭
和
史
の
失
敗
か
ら
何
を

学
ぶ
か
」
の
講
演
は
極
め
て
密
度

の
高
い
も
の
で
、
聴
衆
は
熱
心
に

聞
き
入
り
、
質
疑
も
熱
を
帯
び

た
。
な
お
、
二
次
会
に
は
講
師
を

含
む
三
十
数
名
が
参
加
し
て
盛
り

上
が
っ
た
。 

 
 
 
 

（
詳
細
は
二
・
三
頁
） 

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

研
究
会
再
開
！ 

 
 

グ
ロ
ー
バ
ル
ジ
ャ
パ
ン
特
別
研

究
会
は
、
こ
の
夏
で
ワ
ン
ク
ー
ル

を
終
了
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
成

果
を
踏
ま
え
て
来
春
よ
り
セ
カ
ン

ド
ク
ー
ル
を
再
開
し
た
く
、
そ
の

準
備
会
を
十
二
月
四
日
に
開
催
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
狙
い
は
「 

日

本
に
お
い
て
、
世
界
に
発
信
で
き

る
も
の
は
何
か
」
に
あ
り
、
泉
三

郎
氏
の
趣
旨
説
明
と
提
案
を
基
に

議
論
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
関
心

の
あ
る
会
員
は
是
非
参
加
さ
れ
た

い
。 

二
〇
〇
八
年
の
新
年
会
は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ロ
シ
ア
が
テ
ー
マ 

  

本
会
の
新
年
パ
ー
テ
イ
は
、
毎

年
、
岩
倉
使
節
団
が
訪
れ
た
国
々

を
順
番
に
テ
ー
マ
と
し
て
行
っ
て

い
る
が
、
二
〇
〇
八
年
は
ロ
シ
ア

を
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
に
な
り
、

幹
事
の
藤
原
宣
夫
氏
を
中
心
に
準

備
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
現
在

の
予
定
で
は
一
月
下
旬
、
場
所
は

ロ
シ
ヤ
大
使
館
の
公
邸
に
な
る
予

定
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
色
の
濃
い
も

の
に
な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。 
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日
本
の
近
代
史
を
語
る
場

合
、
よ
く
で
る
質
問
・
意
見
が

あ
る
。 
 

七
月
の
保
阪
正
康
氏
の
講
演

の
際
に
も
そ
れ
に
類
す
る
質
問

が
出
た
。
あ
の
愚
か
な
戦
争
の

失
敗
は
誰
が
指
導
し
た
の
か
、

軍

部

か
、
陸

軍

か
、
天

皇

制

か
、
そ
れ
を
辿
っ
て
い
く
と
結

局
、
「
明
治
憲
法
」
に
い
き
つ

き
、
さ
ら
に
遡
る
と
「
岩
倉
使

節
団
」
に
い
た
る
。 

 

こ
の
論
理
は
戦
後
の
失
敗
、

バ
ブ
ル
経
済
や
モ
ラ

ル
の
退
廃
に
も
適
用

さ
れ
、
大
蔵
主
導
の

財
政
や
文
部
主
導
の

教

育

に

問

題

が

あ

り
、
つ
ま
り
は
官
主

導
の
シ
ス
テ
ム
が
元

凶
だ
と
し
て
、
最
後

は
明
治
初
期
の
有
司

専
制
に
た
ど
り
つ
い

て
し
ま
う
。 

 

そ
う
な
る
と
、
官

僚
制
の
確
立
者
、
大

久

保

利

通

が

ワ

ル

だ
、
明
治
憲
法
を
つ

く
っ
た
、
岩
倉
具
視

と
伊
藤
博
文
が
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
三
人
が

参
加
し
た
岩
倉
使
節
団
が
そ
も

そ
も
お
か
し
い
と
い
う
議
論
に

な
り
か
ね
な
い
。 

 

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
当
時

の
情
況
や
歴
史
を
考
え
な
い
見

当
違
い
の
意
見
と
い
う
べ
き

で
、
明
治
創
業
の
時
も
戦
後
復

興
の
時
も
そ
の
世
代
の
立
場
に

た
っ
て
そ
の
心
事
を
深
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
初
期

の
日
本
は
植
民
地
化
さ
れ
る
危

険
が
あ
っ
た
し
、
戦
後
に
は
飢

餓
寸
前
の
絶
対
的
貧
困
が
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
明
治
期
に

は
懸
命
に
富
国
強
兵
を
は
か

り
、
戦
後
は
軽
武
装
経
済
重
視

で
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
見
事

に
成
功
し
独
立
と
豊
か
な
日
本

を
つ
く
り
あ
げ
た
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
こ
れ
で
評
価
す
べ
き
が

当
然
で
あ
ろ
う
。 

 

問
題
は
そ
の
後
で
あ
る
。
創

業
世
代
の
苦
労
も
知
ら
ず
、
そ

の
か
ら
く
り
も
理
解
せ
ず
、
先

代
の
成
功
に
あ
ぐ
ら
を

か
い
て
驕
り
無
為
に
過

ご
し
た
こ
と
に
こ
そ
失

敗
の
原
因
が
あ
る
。
明

治
創
業
時
の
仕
事
に
も

戦
後
の
体
制
に
も
む
ろ

ん
欠
陥
は
つ
き
も
の

だ
。
そ
れ
を
修
正
し
改

造
し
て
い
く
の
が
、
後

継
世
代
の
仕
事
で
あ
ろ

う
と
思
う
。 

 

時
代
が
変
わ
れ
ば
情

況
が
変
わ
る
、
そ
れ
に

適
応
し
て
変
革
を
し
て

い
か
な
く
て
は
い
け
な

い
。
何
事
も
四
十
年
も

す
れ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を

図
り
、
憲
法
で
さ
え
改
造
し
な

く
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
だ
。

祖
父
世
代
の
建
て
て
く
れ
た
家

に
住
ん
だ
ま
ま
、
設
計
が
よ
く

な
か
っ
た
、
あ
ち
ら
が
悪
い
、

こ
ち
ら
が
悪
い
と
文
句
を
い
っ

て
い
る
の
で
は
、
恩
知
ら
ず
の

タ
ワ
ケ
と
い
わ
れ
て
も
致
し
方

が
な
い
。
不
都
合
な
ら
時
代
に

あ
わ
せ
状
況
に
応
じ
て
さ
っ
さ

と
カ
イ
ゼ
ン
す
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
。  

  

 

「
評
伝
・
久
米
邦
武
」
を
書
き
終
え
て
・
・
・ 

 
 

十
一
月
の
全
体
例
会
で
、
高
田
誠
二
氏
が
講
演
！  

 

「岩倉使節団」がいけなかった？       

泉 三郎 

久米邦武 

全体例会（７月14日国際文化会館） 

大正15年（88歳）  明治6年 

（『久米博士九十年回顧録』） 
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七
月
の
全
体
例
会
は
、
七
月
十

四
日
午
後
十
三
時
か
ら
国
際
文
化

会
館
講
堂
で
開
催
さ
れ
た
。
会
務

報
告
お
よ
び
部
会
報
告
に
続
き
、

保
阪
正
康
氏
の
講
演
「
今
、
昭
和

史
の
失
敗
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
が

行
わ
れ
た
。
以
下
は
、
そ
の
要
旨

で
あ
る
。 

■
講
演
要
旨 

◇
失
敗
と
は
何
か 

 

失
敗
と
は
何
か
、
そ
れ
に
は
失

敗
の
基
準
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
三
つ

の
基
準
が
あ
る
。 

一
．
戦
後
民
主
主
義
と
い
う
物
差 

 

し 

 

こ
れ
は
連
合
国
側
の
価
値
観
に 

 

根
ざ
し
て
い
る
面
が
あ
り
、
そ 

 

こ
に
限
界
も
あ
る 

二
．
近
代
化
と
い
う
物
差
し 

 

 
 

日
本
の
近
代
化
に
は
特
異
性
が 

 

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
勘
案
し
な 

 

く
て
は
な
ら
な
い
。 

三
．
個
人
的
体
験
と
い
う
物
差
し 

 

私
は
昭
和
史
の
真
実
を
知
る
べ

く
、
関
係
者
か
ら
聞
き
と
り
を

行
っ
た
。
実
際
に
戦
争
に
参
加
し

た
人
た
ち
の
生
の
声
を
聞
い
た
。

そ
の
個
人
的
体
験
か
ら
抽
出
さ
れ

た
も
の
も
物
差
し
に
し
た
い
。 

 

さ
て
、
私
は
昭
和
史
を
調
べ
る

に
際
し
、
ま
ず
「
東
京
裁
判
」
に

取
り
組
も
う
と
考
え
た
。
が
、
当

時
は
、
判
事
や
検
事
が
ま
だ
生
存

し
て
い
て
、
取
材
す
る
に
は
語
学

か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
ず
無
理

だ
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
代
案
と
し

て
、
東
条
英
機
を
調
べ
て
み
よ
う

と
思
い
つ
い
た
。
ま
ず
東
条
を
知

る
い
ろ
ん
な
人
に
手
紙
を
出
し
て

み
た
。
そ
の
リ
ス
ト
は
約
二
百

名
、
意
外
に
多
く
の
人
が
会
っ
て

く
れ
た
。
私
に
話
す
こ
と
で
歴
史

と
し
て
残
る
か
も
知
れ
な
い
と
考

え
た
節
が
あ
っ
た
。 

 

そ
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は 

左
翼

体
験
だ
け
か
ら
み
た
見
方
は
、
無

理
が
あ
る
、
飛
躍
が
あ
る
、
現
実

に
即
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
戦
争
の
底
流
に
は
西
洋
近

代
に
対
す
る
攘
夷
の
気
持
ち
が
下

部
構
造
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ

た
。 

◇
三
つ
の
視
点 

 

さ
て
、
本
題
の
歴
史
に
お
け
る

失
敗
だ
が
、
そ
れ
を
捉
え
る
に
は

三
つ
の
視
点
が
あ
る
と
思
う
。

一
．
近
代
化
と
い
う
視
点
。 

二
．
天
皇
制
の
視
点
。 

三
．
村
落
共
同
体
、
下
部
構
造
か 

ら
の
視
点
で
あ
る
。 

 

国
力
か
ら
し
て
失
敗
が
目
に
見

え
て
る
の
に
、
な
ぜ
あ
ん
な
大
国

の
ア
メ
リ
カ
と
戦
争
を
し
た
の

か
。
ま
た
、
戦
争
を
い
つ
終
わ
ら

せ
る
か
も
明
確
で
な
く
、
や
み
く

も
に
戦
争
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ

た
の
は
何
故
か
。
そ
の
背
景
に
あ

る
の
は
、
日
本
の
近
代
化
の
特
異

性
に
あ
る
と
思
う
。 

 

近
代
化
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ
が

あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
（
フ
ラ

ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
、
米
国
）
、
上

か

ら

の

革

命
（
ド

イ

ツ
、
日

本
）
、
共
産
革
命
の
三
つ
だ
が
、

日
本
は
ま
さ
に
上
か
ら
の
革
命
の

典
型
で
あ
る
。
明
治
維
新
以
降
の

近
代
化
、
そ
れ
は
国
家
主
導
で
あ

り
、
結
果
的
に
軍
事
主
導
体
制
に

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
天

皇
の
名
に
お
い
て
、
上
か
ら
下
へ

強
圧
的
に
押
し
つ
け
て
い
っ
た
。 

 

具
体
的
に
は
そ
れ
に
は
二
つ
の

手
段
が
あ
り
、
戦
時
に
お
い
て
は

恫
喝
と
甘
言
だ
っ
た
。 

 

そ
こ
で
当
時
、
天
皇
は
ど
ん
な

気
持
ち
だ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と

だ
が
、
忖
度
す
る
方
法
は
三
つ
あ

る
。 

 

ひ
と
つ
は
御
製
、
公
表
さ
れ
て

い
る
も
の
は
八
百
首
あ
る
。
そ
れ

を
分
析
し
て
い
く
と
、
戦
争
へ
の

申
し
訳
な
い
気
持
ち
が
よ
く
現
れ

て
い
る
。
二
番
目
は 

側
近
た
ち
の

回
想
録
で
、
木
戸
日
記
、
入
江
日

記
な
ど
天
皇
は
相
手
に
よ
っ
て
言

葉
を
使
い
分
け
て
い
る
。
第
三
は

記
者
会
見
で
の
お
言
葉
で
あ
る
。 

 

そ
の
な
か
で
た
と
え
ば
、
原
爆

に
つ
い
て
「
戦
時
下
だ
か
ら
や
む

を
え
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

が
、
実
際
に
は
責
任
に
か
か
わ
る

よ
う
な
こ
と
は
触
れ
て
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
天
皇
は
最
大
の
政
治

家
で
あ
っ
た
と
思
う
。 

◇
政
策
決
定
集
団
の
責
任 

 

問
題
は
軍
部
を
主
体
と
す
る
政

策
決
定
集
団
だ
が
、
い
か
に
主
体

性
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
と
い
う
の
は
開
戦
の
理

由
に
つ
い
て
、
「
私
た
ち
は
平
和

を
望
ん
で
い
る
の
に
、
ア
メ
リ
カ

は
拒
絶
し
、
中
国
は
耳
を
か
さ
な

い
。
だ
か
ら
や
む
を
え
ず
、
戦
争

す
る
の
だ
」
と
い
う
姿
勢
。
あ
く

ま
で
も
受
け
身
で
、
意
図
が
妨
害

さ
れ
た
か
ら
や
る
、
我
慢
に
我
慢

を
し
た
が
や
む
を
え
ず
や
る
。
戦

争
責
任
は
う
や
む
や
、
相
手
の
責

任
に
し
て
い
る
。
昭
和
十
六
年
六

月
に
独
ソ
戦
が
始
ま
っ
て
、
ど
う

す
る
か
。
結
局
、
南
進
論
が
と
ら

れ
る
。
南
の
石
油
を
お
さ
え
て
も

ア
メ
リ
カ
は
何
も
し
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
甘
い
考
え
で
や
っ
て
い

る
。
見
通
し
が
い
か
に
も
お
か
し

い
。 

 
ま
た
、
戦
の
大
義
名
分
が
は
っ

き
り
し
て
な
い
。
西
洋
列
強
の
帝

国
主
義
に
よ
る
ア
ジ
ア
支
配
に
対

抗
し
て
歴
史
的
使
命
と
し
て
戦
う

の
だ
と
宣
言
し
て
い
れ
ば
、
な
ん

と
か
説
明
が
た
っ
た
の
に
、
そ
れ

も
し
て
な
い
。
現
実
に
は
初
戦
の

勝
利
で
東
洋
の
国
々
を
解
放
し

た
。
で
も
そ
れ
は
そ
の
瞬
間
だ
け

で
、
そ
の
後
は
西
洋
列
強
に
代

わ
っ
て
自
ら
が
帝
国
主
義
的
支
配

を
行
っ
た
。 

 

そ
れ
は
政
策
決
定
集
団
に
、
歴

史
的
使
命
感
、
理
念
、
思
想
が
な

か
っ
た
か
ら
だ
。
行
き
当
た
り

ば
っ
た
り
の
、
目
先
の
利
害
で
決

め
て
い
た
。
そ
こ
に
大
き
な
問
題

が
あ
る
。 

 

当
時
の
日
本
に
は
そ
れ
ほ
ど
人

材
は
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
え

ば
、
事
態
の
わ
か
っ
て
い
る
人
材

も
数
多
く
い
た
。
視
野
の
広
い
、

理
念
を
も
っ
た
人
も
い
た
。
た
と

え
ば
陸
士
の
十
九
期
に
入
っ
た
人

材
た
ち
、
そ
の
年
は
一
般
中
学
か

ら
の
み
募
集
し
て
い
れ
た
の
だ

が
、
そ
れ
は
幼
年
学
校
か
ら
入
っ

て
く
る
連
中
と
違
う
資
質
を
も
っ

て
い
た
。
た
と
え
ば
本
間
雅
晴
、

今
村
均
は
そ
う
し
た
人
た
ち
だ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
人
材
は

い
ず
れ
も
軍
の
中
枢
か
ら
排
除
さ

れ
て
い
っ
た
。
最
後
は
、
東
条
の

息
の
か
か
っ
た
も
の
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
う
。 

 

そ
れ
ま
で
は
天
皇
機
関
説
が
生

き
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
払
拭

し
崩
壊
せ
し
め
た
の
は
東
条
で
あ

る
。
東
条
は
天
皇
を
神
格
化
し
絶

対
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
政
府
大

  

保
阪
正
康
氏
講
演 

  

「い
ま
、
昭
和
史
の
失
敗
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」  

第４４回 

全体例会 

講演する保阪正康氏 
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 本
営
連
絡
会
議
は
二
十
人
足
ら
ず

の
要
人
で
構
成
さ
れ
る
が
、
重
要

事
項
は
す
べ
て
そ
こ
で
決
定
し
て

い
る
。
そ
の
言
い
分
が
「
事
こ
こ

に
い
た
っ
て
、
志
に
反
し
て
、
開

戦
す
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
な
ん

の
理
念
も
な
く
、
思
想
も
な
く
戦

争
を
始
め
て
し
ま
う
。
当
時
の
指

導
者
に
は
、
ま
っ
た
く
経
綸
が
な

い
。 

 

東
条
は
「
戦
争
は
負
け
た
と

思
っ
た
時
が
負
け
な
の
だ
」
と
い

う
考
え
だ
。
だ
か
ら
負
け
た
と
い

わ
な
い
か
ぎ
り
主
体
的
に
は
負
け

て
い
な
い
、
実
際
の
軍
事
で
は
二

年
く
ら
い
し
か
戦
っ
て
い
な
い
。

あ
と
は
精
神
だ
け
で
戦
っ
て
い

る
。
大
本
営
発
表
と
い
う
の
を
八

百
四
十
六
回
行
っ
て
い
る
が
、
実

際
に
戦
況
が
よ
か
っ
た
の
は
そ
の

う
ち
わ
ず
か
の
期
間
だ
。
そ
の
後

だ
ん
だ
ん
ウ
ソ
を
つ
く
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
昭
和
十
九
年
に
は

ウ
ソ
も
つ
け
な
く
な
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
大
本
営
発
表
は
極
端

に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

 

そ
の
こ
ろ
天
皇
に
は
情
報
が
は

い
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
軍
事
指

導
者
は
都
合
の
い
い
と
き
だ
け
報

告
し
、
都
合
の
よ
く
な
い
こ
と
は

い
っ
て
な
い
。
そ
の
間
、
天
皇
は

実
は
短
波
を
聞
い
て
い
た
、
英
語

の
出
来
る
侍
従
を
通
じ
て
情
報
を

得
て
い
た
。 

◇
天
皇
制
と
攘
夷
の
精
神 

 

明
治
が
つ
く
っ
て
き
た
天
皇
制

シ
ス
テ
ム
は
明
治
人
の
個
人
的
能

力
に
依
存
し
て
い
た
。
し
か
し
昭

和
と
い
う
時
代
に
は
組
織
が
担
っ

て
い
る
。
が
、
も
う
そ
れ
は
機
能

し
な
く
な
っ
て
お
り
、
や
が
て
解

体
し
て
し
ま
う
。
終
戦
工
作
に
し

て
も
日
露
戦
争
の
時
は
伊
藤
博
文

が
開
戦
と
同
時
に
金
子
堅
太
郎
を

米
国
に
派
遣
し
て
、
米
の
世
論
を

味
方
に
つ
け
る
よ
う
に
努
力
し
、

あ
わ
せ
て
終
戦
工
作
も
始
め
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
太
平
洋
戦
争
の
場

合
、
や
み
く
も
に
戦
う
だ
け
で
、

ど
う
終
結
す
る
か
考
え
て
な
い
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
戦
争
に
対
し
何

故
あ
れ
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
全

国
に
漲
っ
て
い
っ
た
の
か
は
興
味

あ
る
問
題
だ
。
そ
れ
は
攘
夷
の
情

念
が
国
民
的
に
あ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
か
。
開
国
以
来
、
攘
夷
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
た
ま
っ
て
い
た
、
西

洋
化
に
納
得
し
て
い
な
い
心
情
、

日
本
文
化
と
な
じ
ま
な
い
西
洋
化

に
違
和
感
が
あ
っ
て
そ
れ
が
戦
争

を
支
え
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

近
代
化
と
は
資
本
主
義
の
も
つ

効
率
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
や
政
治

的
に
は
民
主
化
す
る
こ
と
、
権
利

を
保
証
す
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る

こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ

れ
が
村
落
共
同
体
や
情
念
的
な
社

会
空
間
で
は
無
理
が
あ
っ
た
。
西

洋
的
シ
ス
テ
ム
に
納
得
し
て
な

い
、
文
化
が
な
じ
ま
な
い
と
国
民

は
思
っ
て
い
た
、
つ
ま
り
近
代
の

仕
組
み
の
中
で
そ
う
し
た
不
満
が

大
衆
の
中
で
反
発
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

そ
う
し
た
近
代
化
を
八
十
年
く
ら

い
で
や
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
無

理
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
失

敗
と
い
う
よ
り
通
過
儀
礼
と
言
う

べ
き
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

■
い
く
つ
か
の
質
問
と
応
答
か

ら
・・・ 

Ｑ 

昭
和
史
の
失
敗
の
原
因
は
結

局
、
明
治
維
新
や
岩
倉
使
節
団
に

ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
か
・
・ 

Ａ 

失
敗
の
原
因
を
明
治
維
新
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
と
、
実
質
的
に
答
え

は
簡
単
だ
が
、
い
ち
が
い
に
そ
う

は
い
え
な
い
と
思
う
。
ど
う
や
ら

大
正
時
代
に
分
岐
点
が
あ
っ
た
は

ず
だ
。
第
一
次
大
戦
後
、
国
際
的

に
も
平
和
的
ム
ー
ド
が
盛
り
上
が

り
、
軍
事
が
人
気
を
失
っ
た
時
代

が
あ
る
。
日
本
で
も
軍
人
の
な
り

手
が
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、

日
本
の
指
導
者
は
そ
の
こ
と
を
き

ち
ん
と
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
こ
ろ
「
軍
人
は
戦
わ
な
い
こ
と

が
幸
せ
だ
」
と
い
い
、
「
戦
わ
な

い
た
め
に
存
在
す
る
」
と
ま
で
発

言
す
る
軍
人
も
い
た
ほ
ど
だ
。
軍

事
思
想
も
変
わ
っ
た
、
そ
の
と
き

に
日
本
は
近
代
化
の
矛
盾
を
精
算

す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
。
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
高
ま
り
も
あ
り
、

明
治
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
を
修
正
す

べ
き
時
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
気
づ

い
て
い
た
の
は
原
敬
だ
っ
た
。
し

か
し
残
念
な
が
ら
精
算
で
き
ず
に

終
わ
っ
た
。
大
正
時
代
に
替
え
る

べ
き
時
に
替
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。 

Ｑ 

陸
軍
の
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、

海
軍
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
海
軍

の
責
任
は
？ 

Ａ 

海
軍
に
つ
い
て
は
、
戦
後
免
罪

と
す
る
よ
う
な
指
摘
が
い
く
つ
か

あ
っ
た
。
海
軍
び
い
き
の
作
家
が

い
て
好
意
的
に
書
い
た
こ
と
も
あ

る
。
昭
和
二
十
年
十
一
月
に
は
海

軍
の
将
官
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
こ

の
戦
争
を
ど
う
総
括
し
た
ら
い
い

か
議
論
も
し
て
い
る
。
こ
れ
は
陸

軍
の
戦
争
だ
っ
た
と
総
括
し
て
い

る
。
真
珠
湾
も
山
本
が
や
っ
た
け

れ
ど
、
国
策
に
し
た
が
っ
て
や
っ

た
と
い
い
、
嶋
田
海
軍
大
臣
が
陸

軍
に
懐
柔
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
も

い
っ
て
い
る
。
海
軍
は
開
戦
に
反

対
し
て
い
た
が
、
陸
軍
に
強
引
に

押
し
切
ら
れ
た
た
め
に
や
む
を
得

ず
戦
っ
た
の
だ
と
、
た
く
み
に
責

任
逃
れ
を
し
て
い
る
。 

 

海
軍
に
も
む
ろ
ん
責
任
は
あ

る
。
し
か
し
、
陸
軍
に
多
く
の
責

任
が
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え

ば
、
阿
南
は
「
米
内
を
斬
れ
」
と

い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
終
戦

に
至
る
段
階
の
最
高
戦
争
指
導
会

議
で
、
米
内
は
優
柔
不
断
だ
っ
た

し
、
卑
怯
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い

う
の
だ
。
だ
が
本
土
決
戦
を
主
張

す
る
陸
軍
の
側
に
無
理
が
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
太
平
洋
戦

争
の
前
、
こ
れ
か
ら
の
戦
争
で
は

二
十
六
の
条
件
が
揃
っ
て
い
な
い

と
戦
え
な
い
と
い
う
説
が
あ
り
、

日
本
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
揃
っ
て

な
い
と
の
説
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
陸
軍
は
精
神
力
で
カ
バ
ー
で
き

る
と
い
う
、
精
神
論
で
片
付
け
よ

う
と
す
る
。
海
軍
は
情
念
で
動
か

な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
海
軍
は 

組
織
で
動
く
巧
妙
さ
が
あ
っ
て
う

ま
く
い
い
逃
れ
て
い
る
と
も
い
え

る
。 

Ｑ 

戦
争
責
任
は
組
織
や
体
制
に
も

あ
り
、
東
条
個
人
に
負
わ
せ
る
の

は
酷
と
い
う
説
も
あ
る
が
ど
う

か
。 

Ａ 

東
条
は
軍
人
と
し
て
も
卑
怯
だ

し
、
自
殺
未
遂
に
つ
い
て
も
ブ
ザ

マ
だ
っ
た
。
天
皇
の
臣
と
し
て
は

ど
ん
な
屈
辱
に
あ
っ
て
も
死
ん
で

は
い
け
な
い
の
に
、
ピ
ス
ト
ル
で

自
殺
を
は
か
っ
た
。
天
皇
へ
の
忠

誠
か
、
個
人
の
プ
ラ
イ
ド
か
と
い

う
選
択
に
、
個
人
の
プ
ラ
イ
ド
を

と
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
来
な
ら

日
本
刀
で
完
全
に
死
な
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
に
。
そ
こ
に
性
根
の

弱
さ
が
露
見
し
て
い
る
。
明
治
指

導
者
の
も
っ
て
い
た
覚
悟
，
死
を

想
定
し
な
が
ら
仕
事
を
し
た
姿
と

は
異
質
な
も
の
が
あ
る
。
東
条
人

事
な
ど
を
見
る
と
そ
の
責
任
は
大

き
い
と
私
は
思
う
。 

        
 

（
文
責 

泉
三
郎)  

講演に聞き入る参加者 
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産
業
革
命
以
降
の
世
界
は
英
米

に
主
導
さ
れ
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
文
明
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
と

理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
は
技
術
や

経
済
に
と
ど
ま
ら
ず
、
合
理
主
義

や
個
人
主
義
な
ど
思
想
の
面
で
も

極
め
て
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し

て
き
た
。
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦

後
の
世
界
は
ア
メ
リ
カ
ン
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き

大
波
が
新
し
い
情
報
技
術
に
の
っ

て
全
世
界
を
お
お
い
つ
つ
あ
る
。

そ
し
て
、
日
本
と
日
本
人
は
、
そ

の
大
波
に
の
み
こ
ま
れ
つ
つ
あ

り
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ

イ
は
危
機
に
瀕
し
つ
つ
あ
る
と
い

え
る
。 

 

ア
メ
リ
カ
ン
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ

シ
ョ
ン
の
コ
ア
に
あ
る
思
想
は
、

多
く
の
矛
盾
や
深
刻
な
問
題
点
を

抱
え
て
お
り
、
世
界
の
終
末
を
さ

え
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
そ
の
破
局
へ
の
道
を

回
避
し
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
中

和
す
る
思
想
が
東
洋
や
日
本
の
思

想
の
中
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。 

 

そ
こ
で
日
本
人
の
文
化
的
伝
統

を
再
確
認
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ

イ
を
明
確
に
し
、
そ
の
視
点
か
ら

世
界
の
中
で
果
た
す
べ
き
日
本
人

の
役
割
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と

い
う
の
が
本
研
究
会
の
狙
い
で
あ

る
。 

 

こ
の
一
年
、
議
論
は
左
記
の
よ

う
な
展
開
を
辿
っ
て
い
る
が
、
問

題
が
大
き
く
、
深
く
、
ま
だ
途
上

に
あ
り
、
引
き
続
き
研
究
を
継
続

す
る
つ
も
り
で
あ
る
。  

一
．
岩
倉
使
節
団
の
西
洋
文
明
理 

 
 

 

解
（
和
魂
洋
才
） 

 
 

洋
才
：
科
学
技
術
、
産
業
貿 

 

 

易
、
自
主
独
立
、
議
会
政
治
、 

 

法
治
国
家 

 

 
 

洋
魂
：
キ
リ
ス
ト
教
、
個
人
主 

 

 

義
、
快
楽
追
求
、
利
益
主
義 

二
．
日
本
の
近
代
化 

 
 

洋
才
の
摂
取
：
西
洋
化
、
近
代 

 

 

化
、
西
洋
文
明
の
摂
取 

 
 

和
魂
の
確
保
：
日
本
独
自
の
路 

 

線
、
宗
教
道
徳
、
家
族
制
度
、 

 

天
皇
制
国
家
と
教
育
勅
語 

 

三
．
近
代
日
本
百
三
十
年
の
総
括 

 

「
富
国
・
強
兵
」
の
成
功
と
失 

 

敗
の
歴
史 

 

戦
前
期
：
強
兵
の
果
て
に
：
帝 

 

国
主
義
の
摂
取
と
破
綻 

敗
戦
、 

 

亡
国
の
危
機 

 
 
 

戦
後
期
：
富
国
の
果
て
に
： 

 
 

拝
金
主
義
と
道
徳
の
退
廃
、
人 

 

間
失
格 

四
．
世
界
に
お
け
る
近
代
日
本
の 

 

特
長 

 

非
西
洋
で
唯
一
近
代
西
洋
化
を 

 

い
ち
早
く
成
し
遂
げ
た
国 

 

日
本
的
文
化
と
伝
統
の
維
持
、 

 

日
本
語
と
文
学
、
日
本
的
経
営 

 

な
ど 

 

経
済
の
繁
栄
と
伝
統
的
倫
理
の 

 

共
存
か
ら
崩
壊
へ 

五
．
世
界
に
お
け
る
日
本
人
の
役 

 

割 

 

西
洋
的
な
知
恵
と
東
洋
的
な
知 

 

恵
の
融
合
を
目
指
す 

   

全
的
生
活
、
精
神
と
物
質
の
双 

 

方
が
ト
ー
タ
ル
に
満
た
さ
れ
る 

 
 

 

社
会 

 

地
球
的
ス
ケ
ー
ル
で
通
用
す
る 

 

普
遍
的
な
思
想
の
創
造
へ 

六
．
西
洋
的
近
代
を
越
え
る
思
想 

 

 

多
元
的
、
共
存
的
、
循
環
的
、 

 

生
物
史
観
、
克
天
思
想
か
ら
順 

 

天
思
想
へ 

 

非
貨
幣
的
価
値
の
認
識
、
質
、 

 

愛
、
幸
福
、
信
頼
、
無
形
の
価 

 

値 

 
 
 
 
 

研
究
会
代
表 

泉
三
郎 

 
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
特
別
研
究
会
の
一
年 

 
「世
界
の
中
の
日
本
人
の
役
割
― 

 
 

 
 

 
西
洋
的
近
代
化
を
超
え
る
思
想
を
求
め
て
」  

田中須磨 山田顕義 伊藤博文 岩倉具視 

ボ
ン
大
学
ペ
ー
タ
ー
・パ
ン
ツ
ァ
ー
氏
か
ら
当
会
に
寄
贈 

「明
治
初
期
の
日
本
・ド
イ
ツ
外
交
官 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
公
使
の
写
真
帖
よ
り
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（ペ
ー
タ
ー
・パ
ン
ツ
ァ
ー
＆
ス
ヴ
ェ
ン
・サ
ー
ラ
） 

 

一
八
七
五
年
か
ら
駐
日
弁
理
公

使
、
一
八
八
〇
年
か
ら
特
命
全
権

公
使
を
務
め
、
一
八
八
二
年
ま
で

東
京
に
滞
在
し
た
、
カ
ー
ル
・

フ
ォ
ン
・
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー

が
、
日
本
で
の
任
務
期
間
中
に
収

集
し
、
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
に
持
ち

帰
っ
た
三
冊
の
写
真
帖
な
ど
の
史

料
が
ボ
ン
大
学
日
本
文
化
研
究
所

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
外
交
官
が
、
日
本
で
出
会
っ
た

人
物
の
肖
像
写
真
、
日
本
の
風
景

な
ど
、
彼
が
収
集
・
整
理
し
た
写

真
が
収
め
ら
れ
た
写
真
帖
を
中
心

に
し
て
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
併
記

の
出
版
物
「
明
治
初
期
の
日
本
・

ド
イ
ツ
外
交
官
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ

ヒ
ャ
ー
公
使
の
写
真
帖
よ
り
」
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
、
一
冊
が
、
監

修
者
の
一
人
で
あ
り
、
二
〇
〇
一

年
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
「
米

欧
回
覧
実
記
ド
イ
ツ
語
版
」
で
当

会
と
馴
染
み
の
深
い
、
ボ
ン
大
学

の
ペ
ー
タ
ー
・
パ
ン
ツ
ァ
ー
教
授

か
ら
寄
贈
さ
れ
た
。 

 

ア
ル
バ
ム
に
は
総
計
五
十
四
枚

の
日
本
人
男
女
の
肖
像
写
真
が
収

め
ら
れ
て
い
る
が
、
使
節
団
と
関

連
が
深
い
人
物
は
第
五
章
「
外
交

官
と
接
待
係
―
日
本
の
新
た
な
指

導
者
達
」
と
し
て
登
場
し
て
い

る
。
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
岩
倉
具
視
、
伊
藤
博
文
、
山
田

顕
義
と
と
も
に
外
国
で
撮
影
さ
れ

た
田
中
須
磨
（
田
中
不
二
麿
の

妻
）
肖
像
写
真
な
ど
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。 

掲載されている肖像写真の一部（右は表紙） 
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第
四
十
六
号
で
既
報
の
と
お

り
、
三
月
二
十
八
日
、
現
未
来
部

会
で
、
元
大
蔵
大
臣
の
藤
井
裕
久

氏
の
話
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
。

今
号
で
は
そ
れ
を
要
約
し
て
紹
介

す
る
。 

 

藤
井
氏
は
、
民
主
党
系
シ
ン
ク

タ
ン
ク
の
公
共
政
策
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
の
理
事
長
で
あ
り
。
二
〇

〇
五
年
か
ら
民
主
党
の
日
本
の
近

現
代
史
調
査
会
の
座
長
を
務
め
、

「
歴
史
を
つ
く
る
も
の
―
日
本
の

近
現
代
史
述
講
」
（
中
央
公
論
新

社
）
を
監
修
し
て
い
る
。 

◇
米
欧
亜
回
覧
に
つ
い
て 

 

平
成
五
年
、
選
挙
の
年
に
「
米

欧
回
覧
百
二
十
年
の
旅
」
（
泉
三

郎
）
を
読
ん
だ
。
選
挙
は
余
り
好

き
で
は
な
い
の
で
、
夜
に
な
る
と

本
を
読
ん
で
い
た
。 

◇
歴
史
に
興
味
を
も
っ
た
経
緯 

 

昭
和
十
九
年
、
小
学
校
六
年
の

と
き
に
東
京
都
小
平
市
へ
学
童
疎

開
を
し
た
。
七
月
に
サ
イ
パ
ン
が

落
ち
、
十
月
か
十
一
月
に
Ｂ
二
十

九
が
大
挙
し
て
爆
撃
に
来
た
。
そ

の
と
き
、
日
本
の
戦
闘
機
が
Ｂ
二

十
九
に
完
全
な
体
当
た
り
を
し
、

真
二
つ
に
な
っ
て
私
の
直
ぐ
傍
に

落
ち
た
。
日
本
の
戦
闘
機
か
ら
パ

イ
ロ
ッ
ト
が
飛
び
降
り
た
が
パ
ラ

シ
ュ
ー
ト
に
火
が
着
い
て
い
た
、

あ
く
る
日
の
新
聞
に
は
、
「
小
平

上
空
に
お
い
て
丹
下
少
尉
散
華
、

二
階
級
特
進
」
と
出
て
い
た
。 

 

ま
た
、
焼
夷
弾
が
グ
ル
グ
ル
回

り
な
が
ら
落
ち
て
き
て
私
の
隣
の

部
屋
が
焼
け
、
仲
間
が
死
ん
だ
。

何
故
、
悲
惨
な
戦
争
を
し
て
し

ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
勉
強

し
な
く
て
は
、
死
ん
だ
友
達
に
申

し
訳
な
い
と
思
っ
た
。
今
、
Ａ
級

戦
犯
と
か
靖
国
と
言
っ
て
い
る

が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
歴
史
観
を

ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
の
方

が
大
事
で
あ
る
。 

◇
戦
争
責
任 

 

戦
争
責
任
者
が
祀
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
承
知
し
て
い
る
が
、
靖
国

神
社
へ
は
行
く
。
特
攻
隊
や
栗
林

さ
ん
も
戦
争
犠
牲
者
だ
と
思
っ
て

い
て
、
そ
の
背
後
に
居
る
一
部
の

軍
国
主
義
者
が
悪
い
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
Ａ
級
戦
犯
は
事
後
法
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
平

和
に
よ
る
も
の
に
対
す
る
罪
な
ど

と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
日
本
の
歴
史
を
学

べ
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
罪
な
き
三
百

万
人
以
上
の
人
を
殺
し
て
い
る
の

で
、
や
は
り
こ
の
国
を
ダ
メ
に
し

た
人
間
が
い
て 

日
本
国
お
よ
び
日

本
国
民
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
人
が
居
る
と
い
う
こ
と

が
前
提
で
あ
る
。
渡
邊
恒
雄
氏
の

「
検
証
戦
争
責
任
」
も
基
本
認
識

は
全
く
同
じ
だ
。 

◇
勉
強
会
に
つ
い
て 

 

今
の
若
い
者
は
、
議
員
も
含
め

て
何
も
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
一
生

懸
命
勉
強
さ
せ
て
い
る
。
大
学
の

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
で
、
教
授
に
二

～
三
回
講
義
し
て
も
ら
っ
て
デ
イ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て
い
る
。 

 

勉
強
会
の
前
提
は
三
つ
あ
る
。 

 

第
一
は
、
最
初
は
明
治
か
ら
は

じ
め
る
こ
と
。
本
当
に
日
本
が
悪

い
こ
と
を
や
っ
た
の
は
昭
和
だ

が
、
明
治
の
政
治
思
想
が
日
本
を

間
違
っ
た
方
向
に
も
っ
て
行
っ
て

い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
明
治
か

ら
始
め
て
岸
信
介
ま
で
、
そ
の
理

由
は
簡
単
で
、
次
の
池
田
勇
人
は

戦
後
っ
子
で
あ
る
。 

 

二
番
目
は
、
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
的
な
歴
史
観

の
排
除
。
中
国
や
ア
ジ
ア
を
学
ぶ

と
き
に
は
二
千
年
の
歴
史
を
も
っ

と
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
漢

字
は
中
国
か
ら
貰
っ
た
、
根
っ
こ

は
や
は
り
中
国
に
あ
る
こ
と
だ
け

は
知
っ
て
お
く
よ
う
に
言
っ
て
い

る
。
自
分
は
純
粋
の
日
本
人
と

言
っ
て
い
る
者
が
い
る
が
、
変
て

こ
な
国
粋
主
義
者
を
作
ら
な
い
た

め
に
客
観
的
な
事
実
を
言
っ
て
い

る
。 

 

三
番
目
は
、
失
敗
を
素
直
に
認

め
る
歴
史
観
を
持
つ
こ
と
。
戦
争

末
期
ア
メ
リ
カ
の
国
務
省
の
中
枢

人
物
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
は
、

失
敗
を
認
め
る
ア
メ
リ
カ
の
代
表

的
な
人
物
で
あ
る
。
日
本
か
ら
賠

償
を
取
っ
た
ら
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
み
た

い
な
の
が
出
て
く
る
と
ち
ゃ
ん
と

言
っ
て
い
る
。
昭
和
二
十
二
年
に

マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
と
い
う
の
が

あ
る
が
、
実
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ

ン
が
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

次
に
、
勉
強
会
で
必
ず
取
り
上

げ
る
三
つ
の
視
点
が
あ
る
。 

 

一
つ
は
、
政
治
思
想
。
昭
和
か

ら
の
政
治
思
想
は
あ
ま
り
無
く
、

明
治
か
ら
の
政
治
思
想
が
日
本
の

昭
和
か
ら
の
誤
り
に
影
響
し
て
い

る
。 

 

二
番
目
は
、
絶
対
君
主
の
下
に

あ
る
は
ず
が
な
い
政
党
が
、
何
故

で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
。
天
皇

機
関
説
ば
か
り
が
有
名
だ
が
、
美

濃
部
達
吉
が
、
明
治
憲
法
を
作
っ

た
人
の
意
図
に
反
し
て
日
本
の
戦

前
が
運
営
さ
れ
た
面
が
あ
る
。 

 

三
番
目
に
経
済
。
経
済
が
し
っ

か
り
し
て
い
な
い
と
世
の
中
が
悪

く
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
大

不
況
や
貧
富
の
格
差
、
こ
れ
が
世

の
中
を
悪
く
す
る
。 

 

藤
井
氏
は
続
い
て
、
偏
狭
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
い
た
国

家
神
道
や
い
く
つ
か
の
思
想
、
政

党
と
経
済
に
つ
い
て
、
外
交
の
過

誤
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ

た
。 

■
使
節
団
関
連
公
文
書
の
話
題
■ 

①
岩
倉
使
節
団
の
勅
旨
み
つ
か
る 

 

岩
倉
具
視
に
、
明
治
天
皇
が
あ

て
た
と
み
ら
れ
る
勅
旨
が
こ
の
ほ

ど
見
つ
か
り
、
記
事
が
共
同
通
信

か
ら
各
新
聞
社
に
配
信
さ
れ
た
。 

 

書
か
れ
て
い
た
内
容
は
国
立
公

文
書
館
所
蔵
の
「
大
使
全
書
」
な

ど
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
勅

旨
の
形
式
を
知
る
上
で
貴
重
な
資

料
に
な
る
と
い
う
。
添
付
さ
れ
て

い
た
伝
来
書
に
よ
れ
ば
、
「
使
節

団
の
一
等
書
記
官
田
辺
太
一
か
ら

娘
婿
の
三
宅
雪
嶺
を
経
て
、
評
論

家
の
木
村
毅
の
元
で
二
十
数
年
前

ま
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。 

 

当
会
代
表
の
泉
三
郎
氏
は
取
材

に
応
じ
て
、
「
こ
の
勅
旨
が
世
界

を
旅
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思

う
と
感
慨
深
い
。
田
辺
は
書
記
官

長
の
役
ど
こ
ろ
で
岩
倉
に
つ
い
て

い
た
の
で
、
勅
旨
を
持
っ
て
い
る

よ
う
に
言
わ
れ
た
可
能
性
も
あ

る
」
と
話
し
て
い
る
。 

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
特
別
展 

 

四
十
号
で
紹
介
し
た
、
国
立
公

文
書
館
が
運
営
す
る
ア
ジ
ア
歴
史

資
料
セ
ン
タ
ー
（
ア
ジ
歴
）
の
岩

倉
使
節
団
に
関
す
る
特
別
展
、

「
公
文
書
に
見
る
岩
倉
使
節
団
～

知
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
～
」
が
現
在

も
閲
覧
で
き
る
。 

 

主
な
内
容
は
、
「
使
節
団
と

は
」
、
「
主

要

人

物

紹

介
」
、

「
用
語
集
」
と
「
参
考
文
献
」
の

四
つ
の
ペ
ー
ジ
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。 

  

ゲ
ス
ト 

藤
井
裕
久
元
大
蔵
大
臣 

  
 

  

現
未
来
部
会
「政
治
家
に
聞
く
」 

現未来部会で話をする 

元大蔵大臣の藤井裕久氏 
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■
第
百
九
回 

 

七

月

十

二

日
、
出

席

者

十

四

名
。
第

六

十

二

巻
「
露

国

鉄

道
及
ヒ
聖
彼
堡

府

ノ

総

説
」
を

小

林

氏

が

報

告
。 

 

ベ
ル
リ
ン
―

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ

間
総
行
程
千
六

百

㎞
、
四

十

五

時
間
。
久
米
は
二
日
に
わ
た
る
殺

風

景

な

長

丁

場

に

感

極

ま

り

(

！)

、
タ
イ
ト
ル
に｢

露
国
鉄
道｣

を
冠
し
た
に
相
違
な
い
。 

 

用
意
さ
れ
た
資
料
は
、
十
五
頁

に
わ
た
る｢

三
十
日｣

一
日
分
を
八

項
目
に
分
け
、
夫
々
簡
に
し
て
要

を
得
た
記
述
で
実
に
分
か
り
易

い
。
酷
い
鉄
道
旅
の
果
て
、
ペ
テ

ル
ブ
ル
グ
駅
に
着
い
た
途
端
、

「
只
此
一
府
ハ
、
華
厳
楼
閣
ヲ
起

シ
テ
、
一
大
雄
都
ヲ
ナ
シ
タ
リ
、

此
国
ノ
生
意
ハ
他
ノ
諸
国
ニ
相
異

ナ
ル
ヲ
察
ス
ル
ニ
タ
ル
へ
シ
」

と
、
久
米
は
一
転
舏
目
す
る
。 

 

実
は
こ
の
頃
ロ
シ
ア
は
「
多
ク

ハ
貨
物
ノ
運
送
ヲ
目
的
ニ
」
猛
烈

な
勢
い
で
鉄
道
建
設
を
進
め
て
い

た
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
敗
北
は
、

鉄
道
網
の
不
備
が
物
資
、
兵
員
輸

送
の
致
命
的
障
害
と
な
っ
た
と
い

う
史
実
が
あ
る
。
久
米
一
行
の
体

験
も
分
か
る
気
が
す
る
。
ま
た
、

「
ロ
シ
ア
は
貴
族
の
み
が
富
を
独

占
し
庶
民
は
貧
し
く
抑
圧
さ
れ
、

た
め
に
貿
易
は
振
る
わ
ず
利
権
は

外
国
人
に
独
占
さ
れ
る
。
ペ
テ
ル

ス
ブ
ル
グ
の
大
き
な
商
店
は
す
べ

て
ド
イ
ツ
人
で
独
占
」
と
あ
る
。

後
発
貴
族
・
農
奴
国
家
ロ
シ
ア

の
、
あ
れ
も
こ
れ
も
チ
グ
ハ
グ
な

姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。 

 

■
第
百
十
回 

 

九
月
十
三
日
、
出
席
者
十
四

名
。
第
六
十
四
巻
「
サ
ン
ク
ト
・

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
の
記
・
中
」
を

堀
江
氏
が
報
告 

 

一
八
七
三
年
四
月
七
日
（
月
）

使
節
団
一
行
は
午
後
外
務
省
で
外

交
交
渉
の
後
、
紙
幣
印
刷
局
を
訪

問
。
「
露
国
紙
幣
療
ノ
広
大
ナ
ル

事
、
各
国
ニ
比
類
ナ
シ
」
。
用
意

さ
れ
た
資
料
（
図
頁
六
枚
・
・
・

写
真
十
八
葉
、
地
図
三
枚
・
・
・

市
街
図
、
建
築
物
案
内
図
、
市
及

び
郊
外
図
）
を
駆
使
。
『
百
聞
は

一
見
に
し
か
ず
』
の
境
地
に
誘
導

さ
れ
る
感
あ
り
。
す
で
に
三
回
の

報
告
で
「
既
視
感
」
の
あ
る
サ
ン

ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
・
街
・

建
物
を
、
こ
こ
に
来
て
本
当
に
見

て
き
た
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ

る
。 

 

さ
て
久
米
は
紙
幣
寮
見
学
の
く

だ
り
で
「
紙
幣
ヲ
発
行
ス
ル
ニ
定

限
ナ
ク
、
人
民
ノ
信
用
ヲ
失
ヒ
シ

ハ
、
欧
州
列
国
中
ニ
露
西
亜
国
ヲ

最
ナ
リ
ト
ス
、
」
と
し
て
、
大
国

露
西
亜
の
財
政
の
脆
弱
さ
に
触
れ

て
い
る
。
不
換
紙
幣
の
増
刷
で
財

政
ヤ
リ
ク
リ
を
続
け
て
き
た
実
態

を
見
た
使
節
団
は
、
露
国
通
貨
問

題
の
重
大
さ
に
気
付
い
て
い
た
に

違
い
な
い
。 

 

次
に
図
書
館
に
行
く
。
世
に
名

高
い
大
図
書
館
で
、
当
時
蔵
書
百

万
冊
（
当
今
三
千
三
百
万
冊
！
）

と
さ
れ
る
。
帰
り
道
、
運
河
の
岸

沿
い
の
長
い
建
物
の
前
に
「
多
人

群
リ
立
ヲ
ミ
ル
、
之
ヲ
問
ヘ
ハ
曰

ク
、
是
ハ
奴
ヲ
売
買
ス
ル
所
ナ

リ
、
廃
奴
ノ
後
十
年
以
来
ハ
、
其

唱
ヘ
ヲ
、
改
メ
テ
、
人
ヲ
借
ス
ト

言
ト
ナ
ン
、
」
「
奴
隷
」
を
「
雇

い
人
」
と
呼
び
か
え
た
！ 

 
四
月
八
日
、
二
十
五
キ
ロ
ほ
ど

郊
外
に
あ
る
コ
ル
ビ
ノ
の
製
鉄
所

（
軍
艦
の
材
料
製
造
を
専
門
）
を

訪
れ
た
。
「
露
国
政
府
、
海
軍
ニ

力
ヲ
用
ヒ
、
戦
艦
ノ
製
造
ニ
心
ヲ

苦
ム
ル
ハ
、
彼
得
大
帝
ヨ
リ
ノ
遺

業
ニ
因
リ
、
欧
州
ニ
於
テ
モ
、
只

英
仏
ノ
両
大
国
ノ
ミ
、
之
ニ
超
駕

ス
ヘ
キ
勢
力
ア
ル
ヘ
シ
、
」
と

し
、
当
時
ク
ロ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で

建
艦
中
の
装
甲
艦
は
、
英
国
の
そ

れ
と
並
ん
で
世
界
海
軍
の
覇
者
と

呼
ば
れ
、
し
か
も
こ
れ
は
ア
メ
リ

カ
人
が
発
明
し
た
も
の
、
と
『
実

記
』
は
記
し
て
い
る
。 

 

四
月
九
日
、
皇
太
子
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
大
公
に
謁
見
、
あ
と
「
育

嬰
院
（
乳
幼
児
養
護
施
設
）
」

へ
。
本
項
は
「
育
嬰
院
」
の
記
述

に
関
す
る
当
会
会
員
坂
内
知
子
氏

の
「
研
究
論
文
」
を
大
久
保
氏
が

担
当
。
①
「
回
覧
実
記
」
記
述
の

構
成
、
②
他
国
の
「
育
嬰
院
」
の

様
子
、
の
二
項
目
に
分
け
、
手
際

よ
く
解
説
さ
れ
た
。 

 

こ
の
あ
と
、
堀
江
さ
ん
は
（
第

二
部
）
「
ピ
ョ
ト
ル
大
帝
の
生

涯
」
、
そ
の
主
要
事
業
を
概
説
、

特
に
大
帝
二
十
五
～
二
十
六
歳
の

折
、
二
百
五
十
人
の
使
節
団
を
編

成
、
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
十
八
ヶ

月
に
わ
た
り
ベ
ル
リ
ン
、
ア
ム
ス

テ
ル
ダ
ム
、
ロ
ン
ド
ン
、
ウ
ィ
ー

ン
を
視
察
・
修
得
派
遣
し
た
詳
細

を

熱

弁
、
さ

ら

に
（
第

三

部
）

「
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の

都
市
建
設
」
に
説
き
及
び
、
こ
の

分
野
の
専
門
家
堀
江
さ
ん
の
面
目

躍
如
。 

 
 
 
 
 

（
文
責
）
桑
名
正
行 

 
 
 
 
 

（
写
真
）
橋
本
吉
信 

■
第
五
十
回 

 

六
月
二
十
一

日
、
九

名

参

加
。
第

二
巻

英

国
編
の
第
三
十

四

章
「
ニ
ュ

ー

カ
ッ
ス
ル
市
の

記
」
の

続
き

を

読
む
。 

 

永
島
氏
が
タ

イ
ン
川
の
浚
渫

や
鉛
工
場
見
学

部
分
を
報
告
。

「
西
洋
工
芸
の
盛
ん
な
る
は
分
業

の
多
き
に
あ
り
」
と
の
久
米
の
記

述
に
は
、
「
功
罪
両
方
あ
る
」
と

議
論
賑
や
か
だ
っ
た
。 

 

斉
藤
氏
は
ソ
ー
ダ
工
場
、
貿
易

港
、
難
船
救
助
、
天
文
台
等
見
学

部
分
を
報
告
。
久
米
が
「
ブ
ア

レ
ー
ス
」
と
表
現
し
た
の
が
実
は

b
a

lla
st

だ
っ
た
と
わ
か
り
全
員
納

得
。  

■
第
五
十
一
回 

 

七
月
二
十
六
日
、
八
名
参
加
。

第
三
十
四
章
「
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル

市
の
記
」
の
続
き
、
及
び
「
第
三

十
五
章
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
の

記
」
を
読
む
。 

 

三

原

氏

が
、B

ra
d

fo
rd

の

S
a

lta
ire

に
あ
る
ア
ル
パ
カ
毛
織

工
場
訪
問
部
分
を
報
告
。
設
立
者

S
a

lt

氏
が
建
て
た
建
物
が
図
書

館
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
、
ラ
ボ

を
含
む
立
派
な
も
の
で
、
二
〇
〇

一
年
に
は
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ

た
こ
と
、
又
、S

a
lta

re

に
は
水

道
、
銭
湯
、
病
院
、
学
校
は
お
ろ

実記を読む会報告 
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か
、
退
職
者
用
の
養
老
院
ま
で
併

設
さ
れ
て
い
た
由
に
て
、
日
本
の

高
齢
化
問
題
に
明
治
の
海
外
視
察

成
果
が
ど
の
く
ら
い
生
か
さ
れ
た

の
か
と
一
同
慨
嘆
。 

 

久
保
田
氏
が
、B

ra
d

fo
rd

南
郊

のM
a

n
n

in
g
h

a
m

（
久
米
の
記
録

ミ
ッ
ト
ラ
ン
ト
は
誤
り
か
）
の
絹

織
物
工
場
見
学
部
分
を
報
告
。
養

蚕

か

ら

始

ま

っ

て
、
製

糸
、
撚

糸
、
機
織
、
染
色
に
至
る
工
程
に

つ
い
て
、
絹
織
物
に
詳
し
い
久
保

田
氏
な
ら
で
は
の
入
念
な
解
説
。 

■
第
五
十
二
回 

 

九
月
二
十
日
、
六
名
参
加
。
第

三
十
五
章
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市

の
記
の
続
き
を
読
む
。 

 

久
保
田
氏
が
前
回
に
続
い
て

M
a

n
n

in
g
h

a
m

の

絹

織

物

工

場

で
、
日
本
や
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ

た
屑
繭
を
「
細
美
な
糸
」
に
す
る

工
程
を
、
三
種
の
機
械
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
解
き
明
か
し
な
が
ら
説

明
。 

 

小
林
氏
がH

a
lifa

x
 

の
羊
毛
紡
織

工
場
見
学
部
分
か
ら
、
絨
毯
・
ビ

ロ
ー
ド
類
の
「
百
般
の
紋
」
を
織

り
な
す
工
程
な
ど
を
報
告
。 

 

繊
維
か
ら
糸
に
、
糸
か
ら
布
に

す
る
過
程
を
、
記
述
の
間
違
い
や

不

十

分

さ

を

補

っ

て
、
ヴ

ィ

ヴ
ィ
ッ
ド
に
再
現
し
て
い
た
だ
い

た
が
、
久
米
が
あ
の
時
代
に
こ
こ

ま
で
具
体
的
に
記
述
し
よ
う
と
し

た
意
気
込
み
に
は
つ
く
づ
く
頭
が

下
が
る
。
そ
の
影
響
か
、
こ
の
日

の
読
書
会
は
、
少
人
数
な
の
に
普

段
以
上
に
侃
々
諤
々
だ
っ
た
。 

 
 
 
 
 

（
文
責
）
岩
崎
洋
三 

 

■
六
月
例
会 

 

六
月
七
日
、
当

会
会
員
で
あ
り
、

日
本
貿
易
振
興
機

構
（J
ET
R
O

）
副

理
事
長
、
塚
本
弘

氏
に
『
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
拡
大
と
日

本
の
将
来
』
と
い

う
演
題
で
講
演
を

い
た
だ
い
た
。
日

本
の
海
外
戦
略
は

ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
何
を
求
め

ら
れ
て
い
る
の
か
を
最
近
の
海
外

で
行
っ
た
講
演
資
料
を
基
に
お
話

い
た
だ
い
た
。
岩
倉
具
視
が
日
本

を
発
つ
ま
で
は
髷
を
結
っ
て
い
た

が
シ
カ
ゴ
で
は
も
う
完
全
に
洋
式

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
例
に
挙

げ
、
「J

a
p
an

 
C
oo
l

」
の
魅
力
は

西
洋
と
東
洋
の
文
化
の
融
合
に
あ

る
と
説
く
な
ど
、
外
か
ら
の
目
線

で
ビ
ジ
ネ
ス
・
文
化
・
教
育
な
ど

に
話
が
及
ん
だ
。 

■
八
月
例
会 

 

八
月
四
日
、
当
会
会
員
で
あ

り
、
ワ
ー
ル
ド
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
フ
ォ
ー
ラ
ム
代
表
幹
事
、
日
本

イ
ス
ラ
エ
ル
商
工
会
議
所
会
頭
、

藤
原
宣
夫
氏
に
『
戦
争
責
任
・
核

問
題
・
中
東
問
題
』
と
い
う
演
題

で
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
八
月
六

日
（
広
島
へ
の
原
爆
投
下
）
を
前

に
、
二
度
と
戦
争
を
繰
り
返
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
実
体
験
を
ま
じ
え
て
お

話
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ

カ
建
国
時
代
に
東
海
岸
か
ら
多
く

の
人
が
中
東
に
拉
致
さ
れ
た
事
が

中
東
問
題
の
根
源
に
あ
る
と
い
う

こ
と
を
聞
き
、
問
題
の
根
の
深
さ

を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
懇

親
会
を
含
め
五
時
間
と
長
時
間
お

付
き
合
い
い
た
だ
き
、
大
変
充
実

し
た
議
論
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
。 

 
 
 
 

（
文
責
）
和
田
本 

聡 

 

■
八
月
三
日 

 

テ
ー
マ
は
、

『
あ
る
小
国
の

サ
ク
セ
ス
ス
ト

リ

ー
・
ル

ク

セ

ン
ブ
ル
ク
大
公

国
の
場
合
』
。 

 

人
口
四
十
五

万
、
欧

州

の

大

国
に
囲
ま
れ
た

小

国
・
ル

ク

セ

ン
ブ
ル
ク
大
公

国
は
、
一
人
当
た
り
国
民
総
所
得

及
び
国
民
総
生
産
が
世
界
一
で
あ

る
。
そ
の
秘
密
は
何
か
。
駐
日
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
名
誉
副
領

事
・
吉
野
忠
彦
氏
を
講
師
に
お
迎

え
し
た
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
日
本

興
業
銀
行
社
長
を
経
験
さ
れ
、
大

公
国
の
要
人
と
も
親
し
い
氏
は
、

予
め
用
意
さ
れ
た
百
八
十
枚
の
ス

ラ
イ
ド
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
の
資
料
を

ベ
ー
ス
に
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の

辿
っ
て
き
た
歴
史
「
ル
ク
セ
ン
ブ

ル
ク
伯
・
公
爵
家
の
起
こ
り
、
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
、
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
家
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ

ル
ギ
ー
と
の
か
か
わ
り
、
そ
の
後

一
八
三
九
年
に
、
現
在
の
大
公
国

の
基
礎
が
築
か
れ
た
」
と
同
国
の

政
治
・
経
済
・
文
化
の
現
状
に
つ

い
て
の
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ

た
。
日
本
に
と
っ
て
色
々
と
、
学

ぶ
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
た
。 

 

以
下
、
主
な
論
点
を
拾
っ
て
み

る
。 

一
．
大
公
国
は
、
ユ
ー
ロ
の
父
と

言
わ
れ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
に

フ
ラ
ン
ス
の
シ
ョ
ー
マ
ン
外
相(

ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
人
）
が
提
唱
で
、

石
炭
・
鉄
鋼
共
同
体
を
発
足
、
こ

れ
が
事
実
上
の
ユ
ー
ロ
の
原
点
と

な
っ
た
。
一
九
七
〇
年
に
ピ
エ
ー

ル
・
ベ
ル
ナ
ー(

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

首
相
）
が
、
ユ
ー
ロ
結
成
を
提
案

し
、
実
現
に
精
力
的
に
動
い
た
。

今
で
は
、
年
三
回
の
Ｅ
Ｕ
会
議
は

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
て

い
る
。
兵
士
七
百
人
し
か
持
た
な

い
、
一
時
、
非
武
装
中
立
宣
言
も

し
た
こ
と
が
あ
る
小
国
が
、
同
州

列
強
の
中
で
、
独
立
を
維
持
し
、

生
き
延
び
て
き
た
の
は
列
強
を
結

び
つ
け
る
外
交
力(

独
仏
和
解
も
演

出
）
に
こ
そ
秘
密
が
あ
っ
た
。 

二
．
十
九
世
紀
に
は
、
欧
州
最
貧

国
の
一
つ
で
あ
っ
た
同
国
が
、
世

界
一
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
達

成
で
き
た
の
は
、
良
質
の
鉄
鉱
石

の
発
見
が
転
機
と
な
り
、
鉄
鋼
業

が
隆
盛
を
極
め
た
こ
と
に
も
よ
る

が
、
そ
の
後
は
、
欧
州
の
金
融
の

メ
ッ
カ
と
し
て
発
展
、
情
報
通

信
・
観
光
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
産
業

に
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
シ
フ
ト
し

た
。
今
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
八
割

を
占
め
、
経
済
成
長
率
四
．
五
％

を
維
持
し
、
失
業
率
は
四
．
六
％

と
欧
州
平
均
九
％
よ
り
低
い
。 

三
．
公
用
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド

イ
ツ
語
と
母
国
語
の
ル
ク
セ
ン
ブ

ル
ク
語
。
大
学
は
近
隣
諸
国
を
使

う
の
で
、
国
民
は
国
際
化
を
必
然

的
に
経
験
し
て
い
る
。
人
口
の
少

な
い
同
国
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

人
六
割
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人(

タ
ク

シ
ー
運
転
手
な
ど)

、
イ
タ
リ
ア
人

(

銀
製
品
加
工
）
も
多
い
、
両
国
と

は
移
民
協
定
を
結
ん
で
、
一
定
数

に
押
さ
え
て
い
る
。
現
在
、
ボ
ス

ニ
ア
人
が
一
日
三
十
人
流
入
し
、

将
来
の
波
乱
要
因
を
含
ん
で
い

る
。
元
首
は
ア
ン
リ
大
公
。
日
本

の
皇
室
と
は
深
い
関
係
を
結
ん
で

い
る
。 

 
 
 
 
 
(

文
責
）
小
野
博
正 

歴史部会報告 
 
mi040031-9697@tba.t-

連絡 小野 博正 

青年部会報告

連絡　山本 陽子

mase@yhb.att.ne.jp

青年部会報告

連絡　山本 陽子

mase@yhb.att.ne.jp

フラットホール・アルパカ製場 

（『実記』より） 
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編
集
後
記 

◇

本
来
の
発
行
日
程
に
近
づ
い

た
と
前
号
で
豪
語
し
ま
し
た
が
、

早
く
も
今
回
、
予
定
し
て
い
た
発

行
日
が
大
幅
に
遅
れ
る
体
た
ら

く
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
早

く
原
稿
を
執
筆
い
た
だ
い
た

方
々
に
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で

一
杯
で
す
。
ま
た
過
日
の
案
内
な

ど
ニ
ュ
ー
ス
の
役
割
を
果
た
せ

な
い
箇
所
が
あ
り
、
お
詫
び
申
し

上
げ
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
都
合
が

異
な
る
時
間
が
う
ま
く
合
わ
な

い
で
作
業
が
滞
る
と
い
う
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
集
団
運
営
の
難
し
さ

を
痛
感
し
た
次
第
で
す
。 

◇
自
宅
パ
ソ
コ
ン
の
ハ
ー
ド

デ
ィ
ス
ク
が
毀
損
し
、
パ
ソ
コ
ン

の
カ
バ
ー
を
開
け
て
デ
ィ
ス
ク

の
交
換
、
全
て
の
ソ
フ
ト
を
イ
ン

ス
ト
ー
ル
と
い
う
初
め
て
の
経

験
を
し
、
予
期
せ
ぬ
膨
大
な
時
間

と
手
間
を
要
し
ま
し
た
。
メ
ー
リ

ン
グ
リ
ス
ト
を
管
理
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
楠
木
さ
ん
は
二
台

同
時
に
デ
ィ
ス
ク
が
壊
れ
た
そ

う
で
、
そ
の
大
変
さ
は
容
易
に
実

感
で
き
ま
す
。 

◇
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
始
め
と
す

る
個
人
的
な
作
業
と
フ
ァ
イ
リ

ン
グ
は
、
主
に
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

で
し
た
の
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

更
新
な
ど
に
も
影
響
が
で
て
し

ま
い
ま
す
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、

定
期
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
決

意
し
て
い
ま
す
。
後
手
後
手
に
な

る
習
性
が
す
べ
て
の
原
因
と
分

か
っ
て
い
る
の
で
す
が
。
（
Ｎ
） 

（印刷 e-shop幕張 043-297-7051) 

＜催し案内＞ 

2007年10月～12月の予定です 

☆全体例会 

  日 時：11月18日（日） 13:30～17:00 

     一部 会務報告 13:30～14:30 

        講演   14:45～17:00 

     二部 懇親会  17:20～19:30 

        ＊高田先生も参加 

 講 師：高田誠二氏 

 テーマ：｢評伝久米邦武」について 

 場 所：一部 国際文化会館講堂 

     二部 華珍楼（鳥居坂下） 

 会 費：2,000円（学生1,000円） 二部は 5,000円 

☆実記を読む会 

  日 時：11月 8日（木） 18:30～21:00       

          12月13日（木） 13:00～16:30 

           ＊忘年会を兼ね清澄庭園（涼亭）にて開催  

          1月10日（木） 18:30～21:00                                

  場 所：国際文化会館 

 会 費：1,000円     

☆英訳実記を読む会 

  日 時：11月15日（木） 18:30～21:00 

     12月20日（木） 18:30～21:00 

  場 所：財）統計研究会会議室 

     港区新橋1-18-16 日本生命ビル７階 

 会 費：1,000円     

☆現未来部会 

 日 時：11月28日（水）  18:00～21:00 

  場 所：国際文化会館 

 テーマ：     

☆グローバルジャパン研究会 

 日 時：12月 4日（火）  18:00～21:00 

  場 所：国際文化会館セミナールーム 

 テーマ：世界の中の日本の役割        

☆関西支部例会 

 日 時：10月20日（土）  

 場 所：大阪弥生会館  

 

      特定非営利活動法人 

「米欧亜回覧の会｣ご案内 

趣 旨    この会は「岩倉使節団」に興味をもち、その

記録である｢米欧回覧実記」に関心を抱く

人々の集まりです。 

この大いなる旅と「実記」はまさに「温故知

新」の宝庫と言えましょう。 

この素材を媒体にして歴史をふりかえり現

代の直面する諸問題についても自由に語

りあおうという会です。 

会 員    上の趣旨に賛同する人なら誰でも入会できま
す。 

例 会   年に４回くらい全体例会をもちます。 

部 会    テーマ別に読む会、歴史、現未来、総務部
会等があり、映像サロン・勉強会・旅行会・研

究会・シンポジウムなどを行っています。 

機関紙   年に４回程度機関紙を発行し活動報告や会
員の意見発表、情報交換の媒体とします。 

役 員    理事長（泉三郎）他理事および監事で構成、
会員の中から幹事十数名を選び、運営を担

当します。 

会 費   年会費5,000円とし、主として通信費及び機関

紙代に充当します。例会・部会・講演会などに

ついては、その都度の会費とします。なお、遠

隔地居住者、学生、仮入会希望者には準会

員（年会費3，000円）の特典もあります。 

事務局   「米欧亜回覧の会」（2007年7月17日より） 

〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 

サンシャイン６０ 45階 

E-mail:info@iwakura-mission.gr.jp 

TEL:03-5979-2273 FAX:03-5979-2552 

入会申込 

 入会申込書は事務局にあります。新規入会に際しては

入会金5，000円を頂きます。 

 なお年会費などのお支払は郵便振込が便利です。 

 00180-2-580729 特定非営利活動法人米欧亜回覧の会 

ホームページ 

メッセージ・活動と内容・岩倉使節

団・米欧回覧実記・会員のページ 等 

書籍・ＤＶＤ案内も掲載 

http//www.iwakura-mission.jp 


