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藤
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は
じ
め
に

明
治

一
三
年
、
自
由

民
権
運
動

は

「
漸
く
下
か
ら

の
運
　渤
ビ
)す
な
わ
ち
小

作
農
民
、

都
市

ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
全
国
運
動

と
な

り
は
じ
め
」
た
。

そ
し

て
、
明
治

一
四
年

の
政
変

で
は
、
国
会
開
設

と
憲
法

の
制
定

に

つ
い
て
急
進

的
な
意

見
を
主
張

し
た
大

隅
重
信

が
失
脚
。

そ

の
と

き
政
府

は
、

い
ず
れ

(
一
八
九
〇
年
)
国

会
を
開
く
と

し
た
漸
次
的
な
国
会
開
設

の
詔
勅
を
出
し

た
。

そ
し

て
、
そ

の
国
会
開
設

の
大
切

な
骨

組
み
と
な
る
憲
法
制
定

の
方
針

と

し
て
、
プ

ロ
シ
ア
的
立
憲
君
主
主
義
を
採
用
し
た
。
加
藤
弘
之

(
一
八
三

六
年
～

一
九

一
六
年
、
天
保
七
年
～
大
正
五
年
)
は

こ
の
よ
う
な
時
期

に
、

『人
権
新
説
』

(
一
八
八

二
年
、
明
治

一
五
年
)
を
発
表
し

て
い
る
。

こ
れ
は

自
由
民
権
運
動

に
お
さ
れ
ぎ

み
に
な

っ
て
い
た
、
当
時

の
政
府

の
方
針
を
学

問
的
に
弁
護
す

る
も
の
で
あ

っ
た
と
、

一
般
的

に
言
わ
れ

い
る

と

こ
ろ

で
加
藤
弘
之

の
思
想

の
発
展
を
見

て
み
る
と
、
三
期

に
分
れ

て
い

る
と
言
え
る
。
第

一
期

は

「天
賦
人
権
説
を
把
持

し
て
い
た
時
代
」

で
あ
り
、

初
め

て
の
著

書

『
鄰
艸
』

が
著

さ
れ
た

一
八
六
〇

(万
延
元
)
年
か
ら

一
八

七

一

(明
治
四
)

年
頃

に
あ
た
る
。

第

二
期

は
、

「
ド
イ

ッ
文
献

の
翻
譯
と

そ
の
思
想
的
転
向

に
頂
点
た

る

『
人
権
新
説
』

に
お

い
て
示
さ
れ

て
い
る
実

証
主
義
的
国
家

理
論

に
進

ん
だ
天
賦
人
権
説
抛
棄

の
時
代
」

で
あ
る

(
一
八

七

二

・
明
治

五
年

～

一
八
九

一
・
明
治

二
四
年
頃
)
。

そ
し

て
第

三
期

は

「
実
証
主
義
的
国
家

理
論

に
仕
上
げ

の
筆
を
入
れ

た
講
玳
」

(
一
八
九
三

.
明

治
二
六
年
頃

～

一
九

一
六

・
大

正
五
年
頃
)

で
あ

っ
た
。

私
が
取
り
上
げ
た

の
は
、
第

二
期

の
中

で
も

「思
想
的
転
向

の
頂
点
」

に

あ

る

『
人
権
新
説
』

で
あ
る
。

『
人
権
新
説
』

は
政
府

の
方
針
を
学
問

的

に
弁
護
す

る
も

の
で
あ

っ
た
と

言

わ
れ

て
い
る
。

し
か

し
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、

『
人
権
新
説
』

以
降

の
弘

之

の
思
想

の
根
源
が
、

こ
こ
に
記
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
え
に
私

は
、

こ
の

『
人
権
新
説
』
を
考
察
対
象
と
し
た

の
で
あ
る
。

ま
ず
第

一
章

で
は
、
弘
之

の

『
人
権
新
説
』

の
中

に
見
る

こ
と

の
で
き
る
、

ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
を
紹
介

し
て
、
そ
の
中

で
も
重
要
と
思
え
る
、
優
秀

劣
敗

・
権

力
と
権
利

の
関
係
を
通

し
て
、
弘
之

の
思
想
を
追

っ
て
い
き
た

い
。

第
二
章

で
は
、

弘
之

の
国
家
観

を
、
当
時

の
日
本
政
府
と
弘
之

の
関
係
と
、

進
化
主
義
思
想
か
ら
受

け
た
影
響

と
を
絡
め

て
、
考

え
て
み
た
い
と
思
う
。

弘
之
が

『
人
権
新
説
』

で
発
表

し
た
国
家
主
義

の
思
想

が
、
社
会

に
大
き

な

シ

ョ
ッ
ク
を
与
え
た

こ
と
は
、
『人
権
新
説
』

に
対
す

る
多

く
の
反
駁
が
、
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世
間
を
騒
が
し
た

こ
と
を
見

て
も
間
違

い
な

い
。
第
三
章

で
は
、

こ
の
事

を

取
り
上
げ

て
、
加
藤
弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想

の
構

造
と
そ

の
意
義

を
考
え
た

い
。

第

【
章

『人
権
新
説
』
に
見
る
弘
之
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
素
地
と
し

て
、

ダ

ー
ウ

ィ

ニ
ズ

ム
の
思
想

が

働

い
て
い
る
。
そ

こ
で
ま
ず
、
そ

の
ダ

ー
ウ

ィ

ニ
ズ

ム
の
中

核

で
あ
る

「優

勝
劣
敗
」

に

つ
い
て
論
述
し
、

そ

の
上

で
、

弘
之
が
優
劣

に
関
わ
る

「権

力
」
と

「
権
利
」
を
、
ど

の
よ
う

に
と
ら
え

て
い
た
が
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
実
理
と
し
て
の
優
勝
劣
敗

ま
ず
、
進
化
主
義
と
は
弘
之

の
言
葉
を
も

っ
て
す
れ
ば

「実

理
」

で
あ
り
、

「
動
物
が
生
存

競
争
と
自
然
淘
汰
作

用

に
よ

り
、

よ
う
や
く
進
化
す

る
に
し

(3
)

た
が

い
て
、
よ
う
や
く
高
等
種
類
を
生
ず
る

の
理
を
研
究
す
る
も

の
」

で
あ

る
。
そ
し

て
、
生
存
競
争
や
自
然
淘
汰

の
過
程
と

い
う

の
は
、
必
ず
優
勝
劣

敗

の
形
を
と
る

こ
と

に
な
る
。

そ
こ
で
弘
之

は
、
ま
ず
動
植
物

に
お
け
る
優
勝
劣
敗

の
起

こ
る
所
以
と
、

そ
の
実
証
と
な
る
事
柄
を

こ
の

『
人
権
新
説
』

に
記
し

て
い
る
。

優
勝
劣
敗
と

い
う
現
象
が
起

こ
る
た
め

に
は
、
必
ず
優
勝
と
劣
者

が
存
在

し

て
い
る
。
弘
之

の
言
う
優
者
と
劣
者
と
は
、

ど

の
よ
う
な
者

だ

っ
た
の
だ

ろ
う
。

ま
ず
優
者
と
劣
者
と

の
差
が
、
ど

の
よ
う

に
生
じ

て
く
る
か
と
い
う
こ
と

が
、
問
題

に
な

る
が
、
そ
れ
は

「
遺
伝
」
と

「
変
化
」

の
作
用

に
よ

っ
て
生

(
4
)

じ

る
と
弘
之
は
言
う
。

「
遺
伝
」

と
は
、
、

「
祖
先

・
父
母
よ
り
体

質
お
よ
び

心
性
」

に
受
け
る
遺
伝

の
こ
と

で
あ
る
。

そ
し

て

「変
化
」

と
は
、

「自

己

生
存
中
遭
遇
す

る
と

こ
ろ
の
身
外
万
物
万
事

の
感
応

・
影
響

に
よ
り

て
、

そ

(
5
)

の
体
質

・
心
性
」

に
生

じ
る
変
化

の
こ
と

で
あ
る
。

そ
の

「遺
伝
」
と

「
変
化
」

は
、
個
人
個
人

に
よ

っ
て
違

い
、
同

一
の
も

の
で
あ

る
こ
と

は
、
決
し

て
な

い
と
言
え

る
。

遺
伝

の
異
同

に
よ
り
優
劣

の
差
が
生
じ

る
と

い
う

こ
と
は
、

こ
の
世

に
生

を
受

け
て
す
ぐ

に
優
劣

の
差
が
あ

る
、
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、

そ

の
体
質

・
心
性

に
起

こ
る
変
化
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

こ
と

に
よ
り
、

優
劣

の

差
を
加

え
る
こ
と

に
な

る
。

こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
優
者
と

は
、
具
体
的

に
言
う
と

「
体
質

の
強
健

な

る
者
」

「生
力

の
旺
盛
な

る
者
」

「
心
性

の
豪
壮

な
る
者
」

「
敏
捷
な
る
者
」

つ
ま
り

「他

に
対

し
て
優
等
な

る
者
」

全

て
と
、

「
遺
伝
お
よ
び
変

化
幸

い

に
し
て
良
好
な

る
も

の
」

の
こ
と

で
あ
る
。
劣
者
と
は
、
反
対

に

「
体
質

の

羸
弱
、
生
力

の
衰
耗
、
心
性

の
怯
惰
、
あ

る
い
は
魯
鈍
」
な
る
者
、

つ
ま
り

「他

に
対
し

て
劣
等

に
あ

る
者
」

全

て
で
あ

り
、

遺
伝

お
よ
び
変
化

が

「
不

(
6
)

幸

に
し
て
良
好
な

ら
ざ

る
も

の
」

の
こ
と
を
言
う

の
で
あ
る
。

全

て
の
動
植
物

は
、

「
遺
伝
」

と

「変
化
」

の
違

い
に
よ

っ
て
、

優
勝
劣

(7
)

敗
を
繰
返

し
進
化

し
て
き
た
。

「
動
物

の
上
位

に
お
け
る
と

こ
ろ

の
」

人
類

も
、
動
物

の

一
種

で
あ

る
か
ら
当
然
、
優
勝
劣
敗

の
生
存
競
争
を
繰
り
返
し
、

進
化

し
て
き

た
と
弘
之

は
言
う
。

そ
し

て
、

生
存
競
争

に
お
い
て
、

「優
者

が

つ
ね
に
捷
を
獲

て
、
劣
者
を
制
す
る

の
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
然
淘
汰

の
作

(8
)

用
生
ず

る
」

こ
と

は
、

は
な

は
だ
当
然

の
こ
と

で
あ
る
。
ゆ
え

に
、

現
在

の

文
明
国

に
お

て
、

そ
の
文
明
を
創
り
上
げ

て
き
た
者
達
は
、
そ

の
太

古

の
時

代

か
ら
ず

っ
と
優
者

に
当

る
者
達

で
あ

っ
た
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
弘
之

は
、

文
明
国

に
例
を
取

り
、

「良
正

な
る
優
勝
劣
敗

は
、

け
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(9
)

だ
し
世
道

の
開
明

に
お

い
て
も

っ
と
も
欠

く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
」

で
あ

る
こ

と
を
証
明
す
る
。

太
古

の
野
蛮
時
代

の
優
勝
劣
敗
は
、

男
女

長
幼

や
体
力

の
競
争

に
止

ま
る

が
、
文
明
が
進
歩
す
る

こ
と

に
よ
り
、
そ
れ
は
精
神
上

の
競
争

へ
と
変
化

し

(
10
)

て
い
く
。

そ
れ

て
よ
う
や
く
良
正
な
も

の
と
な
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に

「開

化
進
歩

の
度

に
応
じ

て

(中
略
)
良
正
な
る
優
勝
劣
敗
は
お

の
ず
か
ら
増

し
、

(
11
)

こ
れ
に
よ
り

て
さ
ら

に
開
化

の
進
歩
を
促
す

こ
と
」

に
な
る
と
言

う
。

つ
ま

り
優
勝
劣
敗

は
、
文
明

の
道
を
辿
る
た
め

に
は
欠
か
せ
な

い
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
弘
之
は
、
進
化
主
義

の
正
当
な

こ
と
を
実
証
し

て
、
当
時

の

日
本

の
政
治

の
場

に
お
け

る
急
進
派
が
主
張
し
た
天
賦
人
権
主
義
を
、
妄
想

的

な
も

の
で
あ

る
と
主
張
し
た
。

天
賦

人
権
と

は
、

「人
類

が
人

々
個
々
生
ま
れ

な
が
ら

に
し

て
固
有

す
る

と
こ
ろ
の
自
由
自
治

の
権
利
と
平
等
均

一
の
権
利
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
人
が

生

ま
れ
る
時

に
天

か
ら
授
か

る
も

の
な

の
で
、

そ
の

「
権
利
は
他
よ
り
あ
え

(
12
)

て
犯
す

を
え
ず
、

あ
え
て
奪
う
を
え
ざ

る
も

の
」

で
あ

る
。
し
か
し

こ
の
天

賦

人
権
主
義

に
は
、
進
化
主
義

の
よ
う

に
実
存
す

る
証
が
何

一
つ
な

い
の
で

あ
る
。

ゆ
え
に
天
賦
人
権
主
義

は
、
妄
想
主
義
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

当
時

の
急
進
派

は
天
賦
人
権
主
義
を
掲
げ

て
、
君
主
制
を
主
張
す
る
保
守

派

に
対

抗
し

て
い
た
。
進
化
主
義
的

に
考

え
る
と
、
保
守
派

は
、

日
本
を
支

配
し

て
い
る
と
い
う
事
実

か
ら
、
生
存
競
争

に
勝
ち
残

っ
て
き
た
優
者

で
あ

る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対

し

て
、
天
賦
人
権
主
義

は
、
実
存
す

る
証
が
何

一

つ
な

い
妄
想
主
義

で
あ
る
。

そ
れ
を
軽
率

に
実
行
す

る
と

フ
ラ

ン
ス
の
よ
う

に
、

「人

民
多

数

の
選
挙

を
得

た

る
」

政
党

が
、

そ

の
権
利

を
濫

用

し

て

「
前
古
無
比

の
暴
政
を
施

す

こ
と
」

に
な
り
、

い
ず

れ
は
滅
び

て
ゆ
く
と

い

(
13
)

う
例
も
あ
る
。
ゆ
え

に
保
守
派

は
急
進
派

に
対

し
て
優
者

で
あ

り
、

そ
の
主

張
す
る
君
主
制
が
正
し

い
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

こ
こ
に
弘
之
が
、
当
時

の
日
本

の
支
配
者

の
支

配
者

と
し
て
の
正
当
性
を
、

主
張
し

て
い
た

こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
と
思
う
。

二
、
権
力
と
権
利

人

は
皆
生
ま
れ
な
が
ら

に
し

て
、
天
よ
り
自
由

・
平
等

の
権
利

を
授

か
る
、

と
天
賦
人
権
説

で
は
言
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
進
化

主
義

に
お
い

て
は
、

そ

れ

は
否
定

さ
れ

る
。
進
化
主
義

で
は
、
人
類

に
権
利
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
権

力

よ
り
生

じ
る
も

の
で
あ

る
と

い
う
。
そ
し

て
権
力
は
生
存
競
争

に
お
け
る

最

大
優
者

が
用

い
る
も

の
で
、
権

利

は
そ
の
保
護

の
下

に
最
大

優
者

よ
り

人

々
に
与

え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

そ
れ

で
は
そ

の
権
利
は
、
ど

の
よ
う
に
生

じ
て
く
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

前

の
節

で
も
述

べ
た
よ
う

に
、
優
劣

の
差
は
優
勝
劣
敗

の
生
存
競
争

を
引

き
起

こ
す

も
の
で
あ

る
。

ゆ
え

に
、

「
人
類
世
界
は
実

に
千
種
万
類

の
競
争

(
14
)

を
も

っ
て
羅
織

せ
る

一
大
修
羅
場
」

で
あ

る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
社
会

が

一
大
修
羅
場

と
化

さ
な

い
た
め

に
、
権
力
が
生
じ

そ
れ

に
よ

っ
て
権
利
は
与

え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
生
存
競
争

の
中
か
ら
、
最
大
優
者
が
現
れ
、
そ

の
権
力

を
用
い

て
人

々
を
統
合

し
、
治
者

・
被
治
者

の
区
別
が
あ

る
よ
う
な

「
や
や

鞏
固
な
る
社
会
」

が
成
立
す

る
。

そ
し

て
団
結
共
存

の
目
的
が
、
相
互

の
保

(
15
)

護

に
あ
る
よ
う
な

「邦
国
」

の
体
裁

が
た

つ
の
で
あ
る
。

そ
し

て

「邦

国
」

に
お
い
て
、
団
結
共
存
を
永
続

・
発
展
さ
せ

て
い
く
た

め

に
は
、
最
大
優
者

が
専
制

の
権
力
を

用
い
て
、
民
衆

に
お
け

る
諸
優
者

の

自
由
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な

ら
、
民
衆

に
お
け

る
諸
優
者
が

各

々
そ

の
思
う
ま
ま
に
、
自
由

に
勢
力

を
ふ
る

っ
た
な
ら
ば
、

そ
こ
は
優
勝

劣
敗

の

一
大
修
羅
場
と
な
り
、

も
は
や

「鞏
固
な

る
社
会
」

で
は
な
く
な

っ
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て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
し

て
自
由
を
禁
じ
る
術

と
し

て
、

最
大

優
者

が
全
人

民

に
権
利
と
義
務
と
を
与
え
る
。
そ

こ
で
他
人

の
権
利
を
犯
す
者

は
、
最
大

優
者

に
よ

っ
て
処
罰
さ
れ
る

こ
と

に
な
る

の
で
、
社
会
は
安
全

で
平
和

に
な

り
、
秩
序
も

で
き
、
永
続

・
発
展
す

る
と
言
う

の
で
あ
る
。

社
会
を
安
全

・
平
和

に
維
持
す

る
と

い
う

こ
と
は
同
時

に
、
民
衆

の
幸

福

と
安
全

を
守

こ
と

で
も
あ

る
。

そ
れ

は

一
見
、
平
等

の
世
界

に
見
え
る
が
、

社
会

の
で
き
る
以
前

に
、
民
衆

の
間

で
優
劣

の
差

は
生
じ

て
い
た
と
言
え
る

の
で
、

権
利

は
必
ず
し
も
平
等

に
は
な
ら
な
い
の
だ
、
と
弘
之

は
言
う
。

そ
し

て
ま
た
、

権
利

は
そ
の
始
生

と
同

じ
く
、
人
類

の
安
全
と
幸
福
を
進

め
る
た
め

に
、
競
争

に
よ

っ
て
進
歩

す
る
も
の
で
あ

る
。

弘
之
は
権
利
の
進
歩
は
四
段
階
に
分
れ
る
虻

て
い
る
。
ま
ず
箜

段
階

が
、
禽
獣
様
世
界

に
お

い
て
吾
人
が
有
す
る
権

利
」

で
あ
り
、

こ
の
段
階

に

お

い
て
は
人
類

の
権
利
と
称
す
る
も

の
は
、
ま
だ
生

じ

て
い
な

い
。
第

二
段

　
レ
　

階

は
≒

団
結
共
存
社
会

に
お

い
て
有
す
る
権
利
」

で
あ
る
。

こ
れ
は

い
ま
紹

介

し
て
き

た
よ
う
に
、
入
類
が
有
す

る
権
利
が
初
め

て
立

っ
投
囎

で
あ
る
。

そ
し
て
第

三
段
階

は

「列
国
交
際

の
社
会

に
お

い
て
有
す
る
権
利
」

で
あ
る
。

こ
の
権
利

は
、
国

々
が
互

い
に
権
利
を
認
め
あ

い
、
平
和
交
際
を
し
、
交
際

法

が
完

備
し
た
と
き
に
初

め
て
立

つ
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
当
時

の
欧
州
列

国

に
見
る

こ
と
が

で
き
る
権
利

で
あ
る
、
と
弘
之

は
言

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
外

の
国
々

に
は
見
る

こ
と
が

で
き
ず
、

こ
の
進
歩

は
同

一
の
人
種

.

風
習

の
あ
る
列
国
だ
け

に
止
ま

っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
は
他

の
国

々
も
進
歩

し

て
第

四
段

階

に
当

た
る
、

「宇
大
全

人
類
交
際

の
社
会

に
お

い
て
有
す

る

瓶
稗
」
が
生
ず

る
こ
と

に
な
る
と
言
う
。

こ
れ
は
、
漸
次

に
進
歩

し
て
い
く

権
利

の
段
階

に
お

い
て
、
世
界
人
類
が
同

一
の
権
利
を
保
有
す
る
と
き
初

め

て
立

つ
権
利

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
権
利
は
段

々
進
歩
し

て
い
く
。

し
か
し

こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
、

漸
次
的
進
歩

で
な
く

て
は
な
ら
ず
、
公

の
こ
と

で
あ
る
な
ら
な
お
さ
ら
だ
と

す

る
。
な
ぜ
な
ら
人
類
全
般

の
こ
と
は
、

動
植

物

の
活
存

と
そ
の
理
を
同

じ

に
す

る
の
で
、
急
激
な
変
化
は
害
と
な

っ
て
表
れ

て
く
る
か
ら
だ
。

こ
こ
に

お
い
て
、
自
由
民
権
運
動
と
急
進
派

の
人
達
を
全
く
否
定
し
、
漸

進
的
方
針

を
取

っ
た
当
時

の
支
配
者
達

(保
守
派
)

の
正
し

い
こ
と
を
、
裏
付
け

て
い

る
。

(20
)

さ
ら
に

「保
守

と
漸
進

と
は
社
会
邦
国
を
興
す

の
道
」

で
あ
る
と
、
は

っ

き
り
と
言

い
切

っ
て
い
る
。

こ
の
言
葉

に
は
、
弘
之
が
当
時

の
政
府

の
方
針

と
同
じ
考
え
を
も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
見

ら
れ

る
。

そ
し

て
こ
の
優
勝
劣
敗
、

さ
ら
に
権
力

と
権
利

の
関
係
を
見

て
い
く
と
、

日
本

は
当
時
ま
だ

「
邦
国
」
と
は
な

っ
て
い
な
い
と
、
弘
之

が
認
識

し
て
い

る
こ
と
が
分
か

っ
て
く
る
。
未
だ

「
邦
国
」

と
な

っ
て
い
な
い
日
本

が
、
す

で
に

「邦
国
」
と
な

っ
て
い
る
欧
州

の
思
想

(天
賦
人
権
説
)

を
急

に
取
入

れ
よ
う
と
し

て
も
、

そ
れ
は
無
理
な

こ
と
な

の
だ
。
そ

こ
で
ま
ず
、
人

々
が

権
利

を
主
張
す

る
前

に
、
「
邦
国
」
を
創
り
上
げ

る
こ
と
が
、
進
化
主
義
的

な

考

え
方

で
あ
り
、
国

の
こ
と
を
考
え
た
態
度

で
あ
る
と
弘
之
は
言
う
。
そ
う

し
な
け
れ
ば
、
進
化
主
義

の
実
証
か
ら
す

る
と
、
急
激
な
変
化
が
害
と
な
り
、

国
が
滅
び

て
し
ま
う
と
考

え
た
か

ら
で
あ

る
。

ゆ
え

に
天
賦
人
権
説
を
唱
え

る

の
は
、
時
期
尚

早

で
あ
る
と
主
張
す

る
。

そ
こ
で

「邦
国
」
を
創
り
上
げ

る
た
め

に
は
、

専
制
者

と
な
る
最
大
優
者

が
必
要
と
な

る
。
弘
之

は
そ
れ
を
、

日
本
と

い
う
国
が
始
ま

っ
て
か
ら
、
絶

え
る

こ
と
な

く
日
本

の
頂
点

に
君
臨

し

て
き
た
、
ま
さ
し
く
優
者
た
る
天
皇

に
置
い
た
の
で
あ

る
。
新

し
い
専
制

者

が
現
れ

る
こ
と

に
期
待
せ
ず
、
天
皇

を
最
大

優
者

と
目
す

る
と
こ
ろ
に
、

天
皇
を
絶
対
と
す

る
江
戸
時
代

の
儒
教

の
思
想
を
信

じ
、
古

く
か
ら
の
日
本
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9

の
風
習

・
風
俗
を
愛
す
る
よ
う
な
弘
之

の
考

え
が
感

じ
ら
れ
る
と
思

う
。

第
二
章

加
藤
弘
之
の
国
家
観

弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
考

え
る
と
き
、

そ
の
形
成

は
、
幕
府

お
よ
び

明
治

の
国
家
と
弘
之
と

の
癒
着
、

更
に
進
化
主
義

か
ら
受

け
た
影
響

に
よ

っ

て
な
さ
れ
た
と
思
う
。
そ

こ
で
そ
れ
ら
の
諸
点
を
考
察

し
て
、
弘
之

の
国
家

観
を
明
ら
か

に
し

て
い
き
た
い
。

加
藤
弘
之
は

一
八
三
六

(天
保
七
)
年
、
但
馬
国
出
石
城
下

の
谷
山
町

に
、

藩
士

・
加

藤
正

照

の
長
男

と
し

て
生

ま
れ

た
。

そ
し

て

一
八

四
五

(弘
化

二
)
年

、

一
〇
歳

の
と
き
藩
校

で
あ
る
弘
道
館

に
入
学

し
、
次

い
で
長
崎

で

砲
学
を
学
ん
だ
。

さ
ら

に

一
七
歳

の
と
き

(
一
八
五
二

・
嘉
永
五
年
)
、

江

戸

に
出

て
佐
久

間
象
山

の
門

に
入

り
、
洋
式
兵
学
、

お
よ
び
砲
術
を
修
得
し

た

の
で
あ
る
。

弘
之

は
、

や
や
上
流

の
藩
士

の
家

に
生

ま
れ
、
漢
学
を
学

ん

で
育

っ
た
、
典

型
的

な
江
戸

の
士
族

に
あ

っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

弘
之

が
、
西
洋

の
学

が
日
本

の
も
の
よ
り
秀

で
て
い
る
と
感

じ
始
め
た

の

は
、
象

山

の
門

に
入

っ
た
頃

か
ら
の
よ
う
だ
。
な
ぜ
な

ら
こ
の
頃
か

ら
、
当

時
主
流

で
あ

っ
た
蘭
学

を
始

め
、

イ
ギ

リ

ス
学
、

ド
イ

ッ
学
な

ど
も
興
味
を

持
ち
始

め
た
か
ら

で
あ
る
。

と
く
に
弘
之

は
ド
イ

ッ
学

に
興
味
を
示
し
、

ド

(21
)

イ

ッ
学

の
事
始

め

の
第

一
人
者

で
あ
る
と
自
称
す

る
ほ
ど
に
な

る
。

そ
し

て
弘
之

は
、
蕃
書

調
所
教
授
手
伝

い

(
一
八
六
〇

・
万
延
元
年
)

・

開
成
所
教

授
職

並

(
一
八
六

四

・
元
治

元
年
)
を
経

て
、
目
付

け

・
大
目
付

(22
)

け
と
な
り
、

「
幕
藩
体
制

の
忠
実
な
る
支
持
者
」

と
な

っ
て
い

っ
た
。

弘
之

は

こ
の
頃

か
ら
、
常

に
支

配
者

の
立
場

に
立

っ
て
物
事
を
考

え
、
支
配
者
を

支
持

す
る
立
場

に
立

っ
て
い
た
と
言

え
る
。

つ
ま
り
は
そ
の
点

で
弘
之

は
権

力
主
義
的

で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
う

で
あ
れ
ば
、
幕
府
が
明
治
政
府

に
変
わ

っ
て
も
、

弘
之

の
立
場

は
変

わ

る
こ
と

は
な

い
と
思
う
。
ゆ
え

に

一
般

に
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
弘
之

が
明
治

の
時
代

に
も
、

政
府

の
立
場

に
立

っ
て
物
を
考

え
る
、

「官
僚
的

な

(お
)

学
者
」
と
な

る
こ
と

は
、
当
然

の
こ
と
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
実
際

明
治
時
代

(泌
)

に
な

っ
て
も
、
弘
之

は
政
府

の
重
要
な
ポ

ス
ト
に
就

い

て
い
る
。
言

い
換

え

れ
ば
弘
之
は
、
何
時

で
も
国
家
を
支
配
す
る
も

の
に
絶
対
的

な
権
力

が
あ
り
、

国
民
ま
た
国
全
体
は
そ
れ

に
従
う

べ
き

で
あ
る
、

と
考

え
て
い
た
よ
う
だ
。

そ
れ

で
は

こ
の
よ
う

に
、
弘
之
を

「
官
僚
的

な
学
者
」

と
さ
せ
た
、
幕
府

や
明
治
政
府
、
ま
た
当
時

の
時
代
的
背

景
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の

だ

ろ
う
か
。
先

に
も
述

べ
た
よ
う
に
、

弘
之

の
思
想

形
成
期

と
思

わ
れ
る
三

〇
代
半
ば
ま

で
は
、
江
戸
時
代

で
あ

っ
た
。
ゆ
え
に
弘
之

の
思
想

の
基
礎
的

な
も

の
は
、
幕
末
ま
た
は
江
戸
時

代
全
般

に
わ
た
る
思
想

か
ら
影
響
を
受

け

た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
江
戸
時
代

の
大
半

に
お
け
る
思
想

は
、

元
和
偃
武

以
後

の
太
平

に
よ

り
発
達

し
た
も

の
で
あ

り
、

「君
臣

の
間

に
譜
代

の
関
係

を
継
続

せ
し

め
、

(
25
)

忠
孝
お
よ
び
忠
君
愛
藩

一
致
」
を
目
指

し
た
も
の

で
あ

っ
た
。

そ
し
て

「
こ

う
し
た
徳
川
封
建
生
活

の
実
際
か
ら
生

ま
れ
た
特
殊

な
倫

理
を
形
而
上
学
的

に
根
拠

づ
け

て
、

そ
れ

に
普
遍
性

を
与
え

よ
う
と
し

た
も

の
は
、

儒
教

で

(
26
)

あ

っ
た
」
。

さ
ら

に
幕
初
か
ら
、

天
皇
を

日
本
国

の
頂
点
と
考
え

て
、

そ
れ

へ
の
忠
誠
も
観
念
的

に
説
か
れ

て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
す

る
と
江
戸
時
代

の
思
想

は
、
幕
府

に
好
都
合

の
儒
教
的

思
想

で
造

り
上
げ

ら
れ
、

そ
の
大
義

名
分

の
頂
点
た
る
も

の
が
、
形
式

的

で
は
あ
る
が
、

天
皇

と
な

っ
て
い
た
。

そ
こ
か
ら
天
皇
を
敬

い
、
国
を
愛

す
る
と

い
う
よ
う
な
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の

思
想
が
、
生
ま
れ
た
と
思
う
。
そ
し

て
弘
之
は

こ
の
思
想

か
ら
、
多

く
を
学
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ん
だ
。
弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想
は
、

こ
の
儒
教
的
思
想

を
学

ん
だ

こ
と

に
そ
の
形
成

の
第

一
歩
が
あ
る
と
思
う
。

さ
ら
に
幕
末

に
な
り
、

ロ
シ
ア
船

の
北
海
道
進
出

・
イ
ギ
リ

ス
船

の
長
崎

襲
撃

・
ア
メ
リ
カ
黒
船
の
江
戸
来
航
は
、(指

本
の
国
土
が
欧
米
人
の
侵
略

の
脅
威

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と

い
う
危
機
感
」
を
、

日
本

の
民
衆

に
間

に
引

き
起

こ
し
た
。
。

そ
し
て
こ
の
脅
威

は
、
「
藩
国

の
割
拠
を
超
え

て
、

日
本
国

全
体

が

一
致

団
結

し

て
国
家
を
愛

し
民
族

の
独
立
を
図

る
こ
と
が
国
民
的
義

麗

」

で
あ
る
と

い
う
思
想

に
高

ま

っ
て
い

っ
た
。

そ
こ
で
国
全
体
を
ま
と
め

る
絶
対
的
権
威
を
持

つ
者
と
し

て
、

日
本
国

の
頂
点

と
教

え
ら
れ
て
き

た
天

皇
を
持
ち
出
し

て
き
た

の
だ
。

こ
の
よ
う
に
し

て
、

い
わ
ゆ
る
尊
王
攘
夷
思

想
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
幕
末

に
活
躍
し
た
激
派

の
志
士

た
ち

は
、
尊
王
攘
夷
思
想
を
掲
げ
る
国
家
主
義
者
た
ち

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

こ

の
頃
弘
之

は
ま
だ
、
尊
王
思
想
を
主
張
し

て
お
ら
ず
、
佐
幕
派

で
あ

っ
た
が
、

日
本
国
を
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
考
え

は
、
少
な
く
と
も
尊
王
攘

夷
派

と
同

じ
く
ら
い
は
あ

っ
た
と
思
う
。

そ
し

て
こ
の
時
点

で
弘
之

の
考
え

て
い
た
日
本
国

と
は
、
徳
川
幕
府

そ
の
も

の
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
。

し
か
し
徳
川
幕
府

は
倒

れ
、
尊
王
攘
夷
思
想
を
掲
げ

た
者

た
ち

に
よ

っ
て
、

明
治
政
府
が
作
ら
れ
た
。

弘
之

は
明
治
政
府

の

一
員

に
加

わ
り
、
明
治
政
府

の

一
員
と
し

て
活
躍
す
る

こ
と
に
な
る
。
倒

さ
れ
た
幕
府

を
早

々
に
見
捨

て

て
、
政
権
を
握

っ
た
明
治
政
府

に
加
わ
る
あ
た
り

に
も
、

国
を
動
か
す
も
の

が
絶
対
的
権
力
を
持

っ
て
い
る
、
と

い
う
弘
之

の
考
え
が
窺
え
る
と
思
う
。

と

こ
ろ
で
明
治
政
府

は
、
今
述

べ
た
よ
う

に
尊
王
攘
夷
思
想
を
掲
げ
た
者

た
ち
に
よ

っ
て
作

り
上
げ
ら
れ
た
政
府

で
あ

る
。
と

い
う

こ
と
は
、
や
は
り

国
家
主
義
者

の
集
団

で
あ

っ
た
と
言

え
る
。

そ
し

て
こ
の
明
治
政
府
が
目
指

し
た
の
は
日
本

の
自
立

の
た
め
の
近
代
化

で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め

に
は
ま
ず
、

西
洋
列
強

の
侵
略
か
ら
国
を
守

る
こ
と
が
第

一
で
あ
る
。

そ

の
た
め
に
、
明

治

の
二
大
政
策

璽

つ
で
あ

る

「
富
国
強
兵
」
は
立

て
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、

西
洋
列
強

の
侵
略
か

ら
日
本
を
守
た
め

に
は
、

一
日
も
早
く
西
洋
列
強

の
水

準

に
ま
で
、

日
本

の
国
力
を
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
、
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
と

い
う
時
代

は
政
府
だ
け

で
な
く
、

日

本
国
を
欧
米

諸
国

の
侵
略

か
ら
守

る
た
め
に
、
国
を
挙
げ

て
、
国
民
全
体
が

国
家
主
義
者

と
な
ら
な
く

て
は
な
ら
な
か

わ
た
時
代

で
あ

っ
た
。
も
ち

ろ
ん

弘
之
も
、

日
本

の
国
民
と
し

て
、

一
人

の
思
想
家

と
し
て
こ
の
例

に
漏
れ

る

こ
と

は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
見

て
み
る
と
、
弘
之

の
ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ

ム
の
思
想

の
形
成

に
、
時
代
的
背
景
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
こ
と

が
分
か

る
。

弘
之

の
考

え
る
国
家
と

は
、
絶
対
的
な
権
力
を
持

っ
た
も

の
-

弘
之

の

考

え
で
は
、

そ
れ
は
江
戸
時
代

に
は
将
軍

で
あ
り
、
明
治
時
代

に
は
天
皇

で

あ
る
ー

が
頂
点

に
立

ち
、
民
衆

は
そ
の
頂
点

に
立

つ
も

の
を
尊
敬
し
、
そ

れ

に
協
力
す
る
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。

そ
う
す

る
こ
と

で
、
国
家
は

初
め

て
成
立
す
る
と
弘
之

は
考

え
て
い
た
の
だ

と
思

う
。

し
か
し

こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
弘
之

の
考

え
る
、
明
治

の
時
代

が
求
め

た
国

家
観

で
、

彼
が
最
終
的

に
求
め
た
国
家

で
は
な
い

こ
と
が
、

『人
権
新
説
』

の
中

で
は
主
張
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
は
、

「
わ
が
邦

に
あ
り

て
も
今

日
の
君

　　
　

権

け

っ
し

て
無
限
専
制

の
実
あ

る
に
あ
ら
ず
」
と
言

っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
、

顕
著

に
み
ら
れ
る
。

そ
し

て
最
終
的

に
目
指
す
国
家

の
た
め

に
、
弘
之
は
当

時

の
国
家
を

も
肯
定

し
て
い
る
の
だ
。

弘
之

が
、

こ
の
よ
う
に
国
家

を
肯
定
す

る
た
め

の
実
証
と
し

て
、
進
化
主

義

の
思
想
を
選
ん
だ

・」
と
は
、
前

に
も
述

べ
た
と

お
り
霧

る
。

そ
の
中

で

も
と
く

に
弘
之
は
、

当
時

日
本

に
紹
介

さ
れ
た

ス
ペ
ン
サ
ー

(
一
八

二
〇
～
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一
九
〇

三
年
)

の
社
会
有
機
体
説

を
用

い
た
。

社
会
有
機
体
説

と
は
、

「
社

会
逵

匙
)種

の
有
機
体
と
見
な
し
、
生
物
体
と

の
類
推

に
よ

っ
て
研
究

し
よ
う

と
す

る
」
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
社
会
を

一
つ
の
有
機

体
と
し
た
と
き
、

国
民

は
そ
の
細
胞

に
当
た
る
と

い
う
よ
う
な
考

え
方

で
あ
る
。

弘
之

の

『人

権
新
説
』

の
中
か
ら

「権

力
」
と

「権
利
」

の
関
係

を
取

っ
て
み
る
と
、
民

衆

の
権
利
は
国
家

の
安
泰
、
永
続

さ
ら
に
は
、
発
展

の
た
め

に
与
え
ら
れ

る

と
し

て
い
る
と

こ
ろ
な
ど
に
、
社
会

が
成

り
立

つ
た
め

の
民
衆
と

い
う
考
え

が
読

み
取

れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
社
会
有
機
体
説

に

つ
な
が
る
と
思
う
。

こ
の
社
会
有
機
体
説

は
、
国
家
有
機
体
説
と
し

て

『
人
権
新
説
』
以
後

の

弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想

の
核
を
、
成
す
も

の
に
な

っ
て
い
く
の

で

あ

る
。

そ
こ
か
ら
弘
之
は
、
国
家
は
進
化
す
る
も

の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の

進
化

は
、
生
物
界

に
お
け
る
進
化

の
よ
う
に
、

漸
進
的

で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
、
と

い
う
考
え
を
編
み
出
し
た
。

そ
し

て
、

す

で
に
見

て
き
た
よ
う
な
、

弘
之

の
進
化
主
義

を

ベ
ー

ス
と
す
る
ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想

は
、
江
戸
時

代

に
弘
之

の
中

に
形
成

そ
れ
た
儒
教

の
思
想

の
上

に
、
重

ね
ら
れ
た
も

の
だ

と
言
え
よ
う
。

弘
之

の
見

る
国
家
と

は
、
時
代
的
背
景
か
ら
見

て
も
進
化
主
義
的
思
想
か

ら
見

て
も
、
最
大
優
者
を
頂
点

に
戴
き
、
絶
対
的
な
権
力
を
所
有
す
る
も

の

で
あ

る
。

そ
し

て
そ
れ

は
発
展
し

て
い
く
も

の
で
、
発
展

の
最
終
段

階
に
ま

で
至

る
よ
う

に
、
国
民
は
国

の
こ
と
を
考
え
、
国
を
愛
し

て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
主
張
す
る
。

こ
こ
に
弘
之

の
ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想

の
核
心

が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し

こ
の
弘
之

の
思
想

は
、
本
人
も
未
熟

で

(芻
)

あ

っ
た
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
完
成

さ
れ
た
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

そ
れ

だ
け
に
、

『
人
権
新
説
』

に
た

い
す

る
反
駁
も
多
く
出
さ
れ
た
。

し
か
し
、

多
く
の
人

の
目

を
集

め
た
と

い
う
意
味

で
、
弘
之

の
思
想
が
当
時

の
日
本
と
、

日
本

の
思
想
家

た
ち

に
与

え
た
影
響

は
、
多
大
な
も

の
で
あ

っ
た
と
思
う
。

そ
こ
で
次

の
章

で
は
、
弘
之

の

『
人
権
新
説
』
が
社
会

に
与
え
た
影
響

と
、

そ
の
意
義
を
質
し

て
い
き
た

い
と
思
う
。

第
三
章

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
構
造
と
意
義

『
人
権
新

説
』

出
版

さ
れ
た
当
時
、

そ
れ

に
対
す

る
反
駁
が
激
し
か

っ
た

こ
と
は
、
前

に
も
述

べ
た
こ
と

で
あ

る
。
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
お

い
て
は
、

郵
便
報
踟
新
聞
、
東
京
横
浜
魯

新
聞
、
朝
蠣

聞
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
社
説

で
反
駁
し
、

思
想
界

に
お

い
て
は
、

馬
場
辰
猪

(
一
八
五
〇
～

一
八
八
八

年

・
嘉
氷
三
～
明
治
三

年
)・
植
木
榎
醗

(
天

四
七
Σ

九
9

年

(37
)

弘
化

四
～
明
治
三

四
年
)
、

矢
野
文
雄

(
一
八
五
〇
～

一
九

三

一
年

・
嘉
永

三
～
昭
和
六
年
)
ら
が
そ

の
反
駁
者

で
あ

っ
た
。
弘
之

の
意
見

に
対
す

る
反

駁
は
予
想
以
上

に
激
し

い
も

の
で
あ

っ
た
よ
う
で
、

『
人
権
新
説
』

初
版
刊

行
以
来
わ
ず
か
七
〇
日
ほ
ど

で
、
多

く
の
駁
論
集
等
が
刊
行
さ
れ
た

こ
と
が

『
人
権
新

説
』

改
訂

三
版

に
も
記

さ
れ

て
い
(翻
・

弘
之

の

『
人
権
新
説
』

に

対

す
る
こ
の
よ
う
な
反
駁
者
が
、
天
賦
人
権
論
者

で
あ

っ
た

こ
と
は
、
言
う

ま
で
も

な
い
。

そ
し

て
そ
の
駁
論

は
皆
揃

っ
て
弘
之
が
天
賦
人
権
論
は
妄
想

論

で
あ

る
と
主
張
す

る
、

そ
の
根
拠

の
脆
弱
さ
を
指

摘
し
、

そ
れ
と
同
時

に

弘
之

の
進
化
主
義
的
思
想

の
未
熟
な
点
を
突

い
て
い
る
。

確
か

に

『
人
権
新
説
』

に
お
け
る
進
化

主
義
的

な
思
想

の
展
開

は
、
充
分

な
も

の
で
な
く
、
そ

の
思
想

を
紹
介

し
た
に
す

ぎ
な

い
、
と
感

じ
ら
れ

る
と

こ
ろ
も
あ
る
。

つ
ま
り
そ

の
時
点

で
、
進
化
主
義
的
思
想

は
弘
之
自
身

の
も

の
に
な

っ
て
い
な
か

っ
た
。

そ
れ
は
、
弘
之
が

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想
を

正
当

化
す
る
た
め
の
主
張

で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

1'



弘
之

の
思

想

は
、

こ

の
よ

う
に
進
化
主

義
か

ら

の
借

り
物

的
な
思

想

で

あ

っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時

の
思
想
界

の
主
流
を
な

し
て
い
た

自
由
民
権
論

と
天
賦
人
権
説

に
、
真

っ
向

か
ら
立

ち
向

か
う
も

の
で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と
に
、
激

し

い
反
駁

に
遭

っ
た
理
由

が
あ
る
と
思

う
。

さ
ら
に
も

う

一
つ
弘
之
自
身

の
、

そ
の
天
賦
人
権
説

か
ら
、
漸
進
的

・
保
守
的

な
進
化

主
義
思
想

へ
の
思
想

の
転
換

が
、
批
判

の
理
由

に
な

っ
て
い
た
と
も
言

え
る

だ
ろ
う
。

弘
之

は

一
八
六

〇

(
万
延

元
)
年

に
、

そ
の
初
め

て
の
著
書

『
鄰

艸
』
を
著
し
た
頃

か
ら
、

『人
権
新
説
』

を
著
す

ま

で
に
二
〇
年
余

り
の
間
、

天
賦
人
権
論
者

・
自
由

民
権
論
者

と
し

て
啓
蒙
活
動

に
精
を

だ
し
て
い
た
。

(39
)

そ

の
活
動
は
、
明
六
社

の

一
員

と
し
て
華

々
し
い
も

の
で
あ

っ
た
と
言

え
る
。

そ
し

て
、
弘
之
自
身
が
唱
え
た
天
賦
人
権
説

に
よ
り
、
後

に
弘
之

の
反
駁

に

ま
わ
る

こ
と

に
な
る
植
木
枝
盛

の
よ
う
な
、
精
力
的

な
天
賦
人
権
論

・
自
由

民
権
論
者
を
生
む

こ
と

に
な

っ
た
。

し
か
し
弘
之

の
唱
え
た
天
賦
人
権
説
を
見

て
み
る
と
、
そ
れ
は

一
八
世
紀

の
後
半
、

フ
ラ
ン
ス
革
命

の
時

に
起

こ

っ
た
思
想

の
よ
う

に
、
社
会

的
不
合

理

に
対

す

る
不
満

に
よ
り
、
下

の
階

級

の
者

た
ち
か

ら
出

た
も

の
と

は
異

な

っ
て
い
る
。
ま
し

て
、
自
由
を
求
め
る
た
め

の
革
命
的
な
要
素

は
全
く
、

含
ま
れ

て
い
な
か

っ
た
と
思
う
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
当
時
弘
之
が
熱
心

に
学

ん
で
い
た

ド
イ

ッ
学

の
影
響
が
み
ら
れ
、
立
憲
君
主
制
を
と
る

ド
イ

ッ
的
な

社
会
理
論
を
含
む
も

の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
弘
之

の
唱
え
た
天
賦
人
権
説
は
、

明
治
政
府
が
、
自
身

の
躍
進

の
た
め

に
必
要
と
し
た
範
囲
内

で
の
天
賦
人
権

(
04
)

説

に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の
こ
と

は
、
弘
之

に
と

っ
て
自

由
民
権
論

ま
で
が
、

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想

の

一
部

で
あ

っ
た

こ
と
を
示

す
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

そ
の
う
ち

に
、
弘
之
ら
明
六
社

の
思
想

に
啓
蒙

さ
れ
た
、
民
間

か
ら
の
自
由
民
権
運
動

が
台
頭

し
て
き

た
。
弘
之

は
こ
の
と

き
す

で
に
、
進
化
主
義
思
想
を
積
極
的

に
受
容

し

て
い
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。

自
由
民
権
運
動
は
政
府

の
抑
圧

に
遭

い
、

一
溜
り
も
な
く
ひ
ね
り
潰

さ
れ

た
。

そ
し

て
、
明
治

の
中
期

に
な

っ
て
、
自

由
民
権
論

・
天
賦
人
権
説

に
代

わ
り
台
頭
し

て
き
た
思
想
は
、
支
配
的
な
国
家
思
想

の
要
素
を
多

く
含

む
思

想

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
弘
之
が

『
人
権
新
説
』

で
主
張
し
た
思
想

と

一
致
す

る
も

の
で
あ
り
、
実
証
主
義
、
社
会
ダ

ー
ウ
ィ

ニ
ズ

ム
、

ま
た
社
会
有
機
体

(
41
)

説
を
基
礎

に
置
く
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
、
弘
之
は
明
治

一
九

(
一
八
八
六
)
年
ま

で
東
京

大
学
綜

理
を

勤
め
、

そ
れ
以
後
元
老
院
議
員
官
と
な

っ
て
、
明
治
二
一二

(
一
八
九

〇
)
年

再
び
帝
国
大
学
総
長
と
な

っ
た
。

そ
し

て
、
明
治
二
六

(
一
八
九
三
)
年

こ

れ
を
辞

し
て
、
明
治

二
八

(
一
八
九
五
)

に
宮
中
顧
問
官

に
任
ぜ
ら
れ

て
い

る
。こ

の
よ
う

に
弘
之

は
、
時
代
思
想

の
変
換
期

に
東
京
帝
国
大
学
と

い

っ
た
、

教
育
機
関

に
携

わ
り
、

さ
ら

に

『
人
権
新
説
』

で
発
表
し
た

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想
を
発
展

さ
せ
、

日
本

の
国
を
教
育
し

て
い

っ
た
と
は
言
え
な

い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
明
治
中
期

の
時
代
思
想

の
台
頭

に
は
、
弘
之

の
力
が
大

き
く
影
響

し
い
る
と
言

え
る
と
思

う
。
ま

た
弘
之

は
啓
蒙
家
と
し

て
自
分

の

思
想

を
、

そ
の
官
僚
的
実
践

の
中

に
生
か

そ
う
と
し

て
い
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

『人
権
新
説
』

に
お
け

る
弘
之

の
思
想
が
、

明
治
中
期

の
時
代

思
想

を
生

み
、

明
治
国
家
体
制
を
整
備

し
、
確
立
し

た
と
言
え

る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
近
代

日
本
を
作

り
上
げ

る
の
に
貢
献
し
た
と

こ
ろ
に
、

弘
之

の
ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想

の
意
義

が
あ

る
と
思

う
。

そ
し

て
そ
れ
は
同
時

に
、
欧
米

列
強

に
立
ち
向

か

っ
て
い
く
た
め

に
、
国

民
が

一
丸
と
な

っ
て
国
を
守

る
と

い
う
考

え
を
、
民
衆

に
植

え
付

け
る
た
め

の
思
想

に
も
な
り
得
た

の
で
あ
る
。

そ
し

て
そ
の
思
想

は
そ
の
ま
ま
、

日
本
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を

日
清
戦
争

(
一
八
九

四

・
明

治
二
七
年
～

一
八
九

五

・
明
治

二
八
年
)
、

次

い

で
日
清
戦

争

(
一
九

O
四

・
明
治
三
七

年
～

一
九

〇
五

・
明
治
三

八

年
)

へ
と
、
導

い
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
戦

争

の
合
理
化

に
も
、
進
化

主
義
的
な
思
想

は
有
効
だ

っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想
は
、

日
本

の
近
代
化
を
進

め
る
と
同
時

に
、

日
本

に
戦
争

へ
の
道
を
辿
ら
せ
た
。
し
か
し
前

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、

日
本

の
近
代
化

は
、
欧
米
列
強
と
水
準
を
同
じ
く
す
る

こ
と
か
ら
始

め
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
た
め

に
は
日
本
は

ア
ジ

ア
の
列
強

に
な
る
必
要

が
あ

る
、
と
当
時

の
政
府

・
官
僚
は
考
え

て
い
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
し

て
戦
争

に
踏

み
切

る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
仕
方

の
な

い
こ
と
だ
、
と
考

え
て
い
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
し
か
し
弘
之

の
思
想
は
、
戦
争

の
合

理

化
を
主
張
し
た
わ

け
で
は
な

い
。
弘
之

の
進
化
主
義
的
思
想

の
根
底

に
は
、

第

二
章

で
明
か

に
し
た

よ
う

に
、
儒
教
的
な
思
想
が
流
れ

て
い
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

儒
教
的

な
も
の
と
い
う
の
は
、

「大
義
名
分
」

に
基
づ
く
忠
誠

で

あ
り
、
愛
国

で
あ

る
。

そ
し

て
政
教

一
致

の
思
想

で
あ
る
。

弘
之

に
は
そ
の
忠
誠
を
、
進
化
主
義

で
言
う
最
大
優
者

で
あ
り
、
儒
教
的

に
言

う

と
人

格
者

で
あ

る
と
考

え

た
天

皇

に
尽

く
し
、
愛
国

を
唱

え
た

ナ

シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
で
あ

っ
た
と
言
え

る
だ

ろ
う
。

そ
し

て
弘
之
は
政
教

一
致
を

望

み
、

明
治
時
代

に
そ
れ
を

「
道
徳
」

と

「政
治
」

の

一
体
化
、

ま
た
は

「道
徳

の
政
治
化
」
と

し
て
、
実
現

さ
せ
よ
う
と
し
た
と
言
え

る
。
弘
之
は
、

こ
の
点

に
自
身

の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
意
義
を
置

い
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

な
ぜ
な
ら

「道
徳

の
政
治
化
」
を
行
う

こ
と
に
よ

っ
て
、
政
治

の
場

で
の
最

大
優
者

は
儒
教
的

な
人
格
者

と
な

り
、
弘
之

の
考

え
て
い
た
、
本
当

の
意
味

で
の
頂
点

に
立

つ
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
下

に
協
力

な
国
家
を
造

り
上

げ
る
こ
と
が
、
弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
最
大

の
目
的

で
あ

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。

日
本
国
家
主
義

は
、
概
し

て
欧
化
主
義

に
対
す
る
反
動
か
ら
起

こ

っ
た
と

(
24
)

言

わ
れ

る
。

そ
の
た
め

日
本
独
自

の
文
化
を
愛
す
る
も

の
や
、
昔

に
戻

る

こ

と
を
主
張
す

る
も

の
が
多
く
出
た

の
で
あ
る
。
弘
之

の
場
合

に
は
、
欧

化
主

義

に
対
す

る
反
動
か
ら
起

こ

っ
た
思
想
と
は
言
え
な

い
と
思
う
が
、
昔

に
戻

ろ
う
と
い
う
よ
う
な
考

え
方

は
読
み
取
れ
る
と
思
う
。
し
か
し
昔

に
戻
ろ
う

と
い
う
よ
り
も
、
儒
教
的
な
思
想
が
身

に
着

い
て
い
て
、
そ
れ
が
抜

け
切
ら

な
か

っ
た
。

つ
ま

る
と

こ
ろ
、
弘
之

の
思
想
は
、
儒
教

に
よ

っ
て
基

礎
づ
け

ら
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
う
い

っ
た
点

で
、
弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想
は
、
概
し

て
前
向

き

で
は
な
く
、

ナ
シ

ョ
ナ
リ

ス
ト
と
し

て
の
偏
り
、
欠
点
を
見
る

こ
と
が

で

き
よ
う
。

そ
れ
は
、
江
戸
時
代
を
背
負

い
込
ん
だ
弘
之

の
思
想
的
限
界

で
あ

り
、

同
時

に
、
欧
米
列
強

に
よ
る
半
強
制
的
な
開
国
か
ら
生
じ
た
明
治
維
新

に
よ

っ
て
進

め
ら
れ
た
、

日
本

の
近
代
化

の
限
界

に
も
通
じ

て
い
る
。

し
か
し
弘
之

の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想
が
、
明
治
と

い
う

日
本

の
激
動

の
時
代

に
、
大

き
な
影
響

を
与

え
た
と

い
う

こ
と

は
、
変
わ
り

の
な

い
事
実

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
時
代

に
影
響
を
与
え

る
こ
と
が

で
き
た

の
は
、
西

洋
文
化

の
コ
ピ
ー
と
も
言

え
る
よ
う
な
移
入
が
、
巷

に
横
行
し

て
い
る
中

で
、

弘
之

の
思
想

が
そ
れ
と
は
違

っ
て
い
た
か

ら
で
あ

る
。

弘
之
は
西
洋

の
思
想

・
文
化

の
移
入
を
通
し

て
、

そ
れ
を

日
本
独
自

の
も

の
に
作
り
替
え
よ
う
、

と
い
う
努
力

を
し
た
の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

そ
の
弘

之

の
日
本
独
自

の
思
想

や
文
化

を
作

り
上
げ

て
い
こ
う
と
し

た
態
度

の
中

で
、

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
思
想

が
形
を
整

え

て
い

っ
た
、

そ
の
点

に
注
目
す

る
必

要
が
あ
る
。
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お
わ
り
に

以
上

明
か
に
し

て
き
た
よ
う
に
、
加
藤
弘
之

の

『
人
権
新
説
』

に
お
け
る

ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想

は
、
彼

の
意
図

に
反
し

て
明
治
国
家

の
前
向
き

の

発
展
を
促
す
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
し
か

し
そ
こ
に
は
弘
之

の
愛
国
心
を
、

十
分

に
読

み
取

る
こ
と

が
で
き

よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
加
藤
弘
之

の
研
究
を
し

て
驚

い
た

こ
と

は
、
弘
之
が
実

に
研

究
熱
心

で
あ
り
、

且

つ
研
究
範
囲
も
広

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

そ
の
熱
心

な
研
究

に
よ
り
、
弘
之

は
、
国
家
を
愛
し
大
切

に
す

る
と

い
う

ナ
シ

ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
思
想
を
、
最
も
適
切

に
理
論
づ
け

る
も

の
を
探
し

て
い
た

の
で
は
な

い
か
と
感

じ
た
。

そ
し
て
そ
の
理
論
づ
け

に
進
化
主
義

の
思
想
を
選
ん
だ

の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
弘
之

は
そ
れ
を

一
時

は
天
賦
人
権
説

に
求
め
た
が
、

天
賦
人
権
説

に
お
い
て
は
儒
教

の
最
も
大
切
と
す

る
と

こ
ろ
の
、
政
教

一
致

が
成

さ
れ
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
、
天
賦
人
権
説
を
取

る
と
、
儒
教

の
思
想

で

は
絶
対
者

で
あ

る
人
格
者
的
な
存
在

は
、
必
要
無
く
な

っ
て
し
ま
う
。
だ
か

ら
弘
之

は
、

さ
ら
に
そ
の
理
論
づ
け
を
求
め

て
、
進
化
主
義
思
想

に
辿
り
着

い
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
進
化
主
義
的
な
思
想
が
、
国
家
主
義

の
理
論
づ
け

に
適
し

て
い
る

と
い
う
感
触
を
手

に
し

た
で
あ

ろ
う
弘
之

は
、

そ
の
後
も
進
化
主
義
的
な
思

想

に
よ
り
、

そ
の
国
家
思
想
を
進
め

て
い

っ
た
。
弘
之

の
国
家
主
義
思
想

の

頂
点

に
立

つ
も

の
は
、

そ
の
著
書

『
強
者

の
権
利

の
競
争
』

で
あ
る
と
言
わ

(43
)

れ
て
い
る
。

こ
こ
に
弘
之

の
国
家
思
想

は
確
立
さ
れ
、
社
会
学
的

に
も
大
き

な
影
響
を
与

え
る
も

の
と
な

っ
た
。

し
か
し

そ
の
思
想

は
、

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
と

い
う
国
家
と
密
接
な
関
係

に

あ
る
も
の
で
あ

っ
た
た
め
、
政
治
、
あ

る
い
は
政
府
と
、
切

っ
て
も
切
れ
な

い
関
係

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
言

え
る
。

そ
し

て
ま
た
、
弘
之

の
思
想
が
国

家
権
力
か
ら
自
由

で
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と

に
、

そ
の
問
題
点
が
あ
る

の
で

は
な

い
か
と
思
う
。

注(
1
)

鳥
井
博
郎

『明
治
思
想
史
』

三
九
頁
引
用

(
2
)

田
端

忍

「
加
藤

弘
之

の
国
家
思
想
」

『
同
志
社
論
叢

五
三
号
』

八

五
頁
参

照

(
3
)

加
藤
弘
之

『人
権
新
説
』
第
六
条
引
用

(
4
)

同
書

第
九
条
参

照

(
5

・
6
)

同
書

第
八
条
参
照

(
7

・
8
)

同
書

第

一
一
条
引
用

(
9
)

同
所

第

一
三
条
引
用

(
10
)

精
神
上

の
競
争
と

は
、
人
類
世
界

に
適
す

る
も

の
で
、
世
道

の
開
明

に
は
欠

か
せ
な
い
も

の
で
あ

る
。

そ
し

て
そ
れ

は
、
他
人
よ
り
も
多
く

の
利
益

を
得

よ
う
と
す

る
私
情
か
ら
起

こ
る
も

の
と
、
社
会

一
般

の
利

益

・
幸
福

の
増
進
を

さ
せ
よ
う
と
す

る
公
心
か
ら
起

こ
る
も

の
の
、
二

通

り
が
あ
る
。

(同
書

第

一
四
条
)

(
11
)

『人
権
新
説
』
第

一
三
条
引
用

(
12
)

同
書

第

二
条
参
照

(
13
)

同
書

第

四
条
参
照
。

ま
た

こ
の
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命

に
お
け

る
共
和
制

の
実
現
と
、

そ
の
短
期
間

の
う
ち

に
崩
壊
し
た

こ
と
を
指
し

て
い
る
。

(
14
)

同
書

第

二
〇
条
引
用

(
15
)

同
書

第

二
四
条
参
照
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(16
)

～

(
19
)

同
書

第

二
九
条

(20
)

同
書

第

三
六
条
引

用

(21
)

田
端

前
掲
論
文

八
〇
頁
参

照

(22
)

田
端

忍

『加
藤

弘
之
』

二
二
頁
引

用

(23
)

同
書

六

四
頁
引

用

(24
)

明
治

八
年

・
元
老
院
議
官
。
明
治

一
三
年

・
文
部
省

三
等
出
仕
。
明

治
二
一二
年

・
貴
族
院
議
員

に
勅
選

さ
れ
る
。
明
治

二
八
年

・
宮
中
顧
問

官

に
任

ぜ
ら
れ
る
。

明
治

三
九
年

・
枢
密
院
顧
問
官

に
任

せ
ら
れ

る
。

そ
の
他
、
本
論
第

三
章

に
示

し
た
よ
う
に
、
教
育

に
多
く
携
わ

っ
て
い
る

(
25

・
26
)

古
川
哲
史

・
石

田

一
良

『
日
本
思
想
史
講
座

・
六

近
代

の
思

想

・
一
』

一
九
九
頁
引
用

(
27
)

同
書

一
九
九
頁
引
用

(
28
)

同
書

二
〇
〇
頁
引
用

(
29
)

「殖
産
興
業
」
と

「富
国
強
兵
」

が
そ
れ

で
あ

る
。

(
30
)

加
藤
弘
之

『人
権
新
説
』
第

三
六
条
引
用

(
31
)

イ
ギ

リ

ス
の
哲
学
者
。
宇
宙

は
進
化
す

る
と

い
う
見
地
を
と

り
、
天

体

の
発
生

か
ら
人
間
生
活

の
諸
相

に
い
た
る

一
切
を
総
合
的

に
説
明
し

よ
う
と
し
た
。

そ
の
説

は
当
時
ダ

ー
ウ

ィ
ン
の
進
化
論

の
普
及
と
と
も

に
国
際
的

に
も
大
き

な
影
響
を
与

え
、
明
治
前
半
期

の
日
本

の
思
想
界

に
も
そ
の
影
響

は
著

し
い
。

(
32
)

『岩
波
哲
学
小
辞
典
』

一
〇

三
頁
引
用

(
33
)

田
端
前
掲
論
文

一
〇

二
頁
参
照

(
34
)

『
明
治
思
想
史
』

四
二
頁
参
照

(
35
)

土
佐
藩
出
身

の
思
想
家
。
自
由
党
幹
部
。
『
天
賦
人
権
論
』
を
著
し
、

自
由
民
権
運
動

を
促

し
た
。

(
36
)

土
佐
藩
出
身

の
自
由
民
権
運
動
家
。

板
垣

退
助

に
従

い
活
躍
。
自
由

党

の
思
想
的
指
導
者
。

一
八
九
〇
年
衆
議
院

議
員

に
な
る
。

(
37
)

矢
野
龍
溪
。
文
学
者

・
政
治
家
。
改
進
党

員

で
、

政
治
小
説

の
ほ
か

に
随
筆
も
あ
り
、
新
聞
人
と
し

て
も
有

名
。

(
38
)

『
加
藤
弘
之
』
九
二
～
九
三
頁
参
照

(
39
)

啓
蒙
思

想
団
体
。

森
有
礼

が
発
議
。
加

藤
弘
之

の
ほ
か

に
福
沢
諭

吉

・
中
村
正
直

・
西

周

・
津
田
真
道

・
西
村

茂
樹

ら
が
参
加
。
明
治

六
年

に
創
立
さ
れ
た

の
で
、
明
六
社
と
い
う
。

(
40
)

田
端
前
掲
論
文

六
九
頁
参
照

(
41
)

『
加
藤
弘
之
』

一
〇
八
～

一
〇
九
頁
参
照

(
42
)

内
田
繁
隆

『
日
本
政
治
思
想
史

研
究
』

三
七

九
頁
参

照

(
43
)

田
端
前
掲
論
文

一
〇
三
頁
参
照

r

コ
メ

ン
ト

渡
部

武

第

二
次

世
界
大

戦
前
後

に
お

け
る
思
想
的
転

向
が

一
時
期
大

問
題
と

な

っ
た
。
明
治
維
新
前
後

に
も
思
想

的
転
換

は
か
な
り
広

く
現

れ
た
。

日

本
人

の
晩
年

に
お
け
る

日
本
回
帰

の
現
象
も
顕
著

で
あ
る
。

果
し

て
転
向

か
回
帰
か
、
検
討
を
要
す
る
問
題

で
あ
る
。

加
藤

弘
之

は
天
賦
人
権
説

か

ら
国
権
説

へ
転
向
し
た
と
す
る
教
科

書
的
通
説
に
対

し
、
桑
久
保
論
文

は
、

彼

の
う
ち

に

一
貫
す
る

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
存
在

を
論

証
し
よ
う
と
す

る

も

の
で
あ
る
。
着
眼
が
よ
く
、
論
旨

は
明
快

で
あ
る
。
加
藤
弘
之

に
お
け

る
江
戸
儒
教
お
よ
び
古
き
伝
統
と

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
の
間

の
断
絶

と
連

続
、

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
内
容

の

一
層

の
分
析
な
ど
に
よ
る
論

証
に
工
夫

の
余
地
が
あ
る
が
、
今
後

の
発
展
を
期
待

で
き
る
論
文

で
あ
る
。
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