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政
治
史
の
復
権
を
め
ざ
し
て
─
は
じ
め
に

坂
本　

一
登

　

本
書
は
、「
日
本
政
治
史
の
新
地
平
」
と
題
し
、
日
本
政
治
史
の
新
た
な
学
問
領
域
を
切
り
拓
き
、
政
治
史
の
「
復
権
」
を
め
ざ
し

て
執
筆
さ
れ
た
、
一
六
本
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

最
初
に
、
政
治
史
の
「
復
権
」
に
つ
い
て
、
少
し
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

英
国
の
歴
史
家
エ
ル
ト
ン
は
、
政
治
史
を
、
社
会
の
内
部
あ
る
い
は
複
数
の
社
会
の
間
に
お
い
て
、
権
力
が
い
か
に
獲
得
さ
れ
、
獲

得
さ
れ
た
権
力
が
い
か
に
行
使
さ
れ
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
権
力
の
運
命
に
つ
い
て
叙
述
す
る
も
の
だ
と
定
義
し
た
。
政
治
史
は
、

本
質
的
に
闘
争
の
物
語
で
、
少
な
く
と
も
相
互
作
用
の
物
語
で
、
互
い
に
対
抗
し
た
り
妥
協
し
た
り
し
て
い
る
人
間
の
歴
史
で
あ
り
、

競
い
つ
つ
共
存
し
て
い
る
様
々
な
社
会
の
歴
史
で
も
あ
る
。
そ
し
て
政
治
史
家
は
、
政
治
的
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
深

く
関
わ
り
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
厳
密
に
知
ろ
う
と
し
て
き
た
、
と（

１
）。 

　

し
か
し
、
エ
ル
ト
ン
が
『
政
治
史
と
は
何
か
』
を
書
い
た
四
十
余
年
前
で
さ
え
、
本
場
で
あ
る
は
ず
の
英
国
で
も
、
す
で
に
政
治
史

は
人
気
の
あ
る
歴
史
で
は
な
か
っ
た
。
エ
ル
ト
ン
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。「
政
治
史
の
著
述
は
、
た
と
え
そ
れ
が
確
立
さ
れ
十
分
基

礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
、
現
在
で
は
や
や
日
陰
の
身
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
く
ろ
う
と
の
歴
史
家
の
幾
人
か
は
、
政
治
史

が
か
な
り
旧
式
で
明
ら
か
に
不
十
分
な

─
つ
ま
ら
な
く
さ
え
あ
る

─
研
究
分
野
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る（

２
）」。 

　

こ
う
し
た
趨
勢
は
強
ま
り
こ
そ
す
れ
弱
ま
る
こ
と
は
な
く
、
近
年
、
英
語
圏
の
歴
史
学
界
を
席
巻
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
対
し

て
、『
歴
史
学
の
擁
護（

３
）』 

を
上
梓
し
て
近
代
歴
史
学
と
そ
の
方
法
を
弁
護
し
た
社
会
史
家
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
も
、
政
治
史
家
エ
ル
ト
ン
を
引
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用
す
る
と
き
は
、
真
面
目
だ
が
古
風
で
や
や
頑
な
歴
史
家
の
代
表
と
し
て
登
場
さ
せ
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
も
、
戦
後

の
歴
史
学
界
を
風
靡
し
た
の
は
、
社
会
経
済
史
や
民
衆
史
で
あ
り
、
政
治
史
で
は
な
か
っ
た（

４
）。 

　

政
治
史
が
不
評
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
権
力
の
獲
得
や
行
使
に
関
わ
る
の
は
、
あ
る
い
は
政
治
と
い
う
活
動
に

携
わ
る
の
は
、
概
し
て
少
数
の
指
導
的
人
物
で
あ
り
、
政
治
史
は
必
然
的
に
エ
リ
ー
ト
の
歴
史
と
な
り
、
社
会
の
大
部
分
や
エ
リ
ー
ト

以
外
の
人
間
の
営
み
を
視
野
か
ら
落
と
し
て
し
ま
う
。
ま
た
エ
リ
ー
ト
の
歴
史
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
時
代
や
社
会
の
支
配
的
な
物
語
、

す
な
わ
ち
神
話
を
作
り
出
し
、
権
威
的
で
抑
圧
的
な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
、
と
。

　

こ
う
し
た
主
張
に
、
一
面
の
真
実
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
確
か
に
、
い
つ
の
時
代
で
あ
れ
、
ど
ん
な
社
会
で
あ
れ
、
政
治

が
少
数
者
の
活
動
で
あ
る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
政
治
が
少
数
者
の
活
動
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
少
数
者
に
し
か
重
要
性

を
も
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
想
像
力
を
少
し
め
ぐ
ら
せ
る
だ
け
で
、
君
主
で
あ
れ
民
衆
で
あ
れ
、
否
、
社
会
全
体
の
運
命
が
、

政
治
に
関
与
し
て
い
る
人
々
の
行
為
に
よ
っ
て
、
影
響
さ
れ
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
政
治
史
は
、
不

人
気
で
あ
ろ
う
と
、
依
然
と
し
て
重
要
な
歴
史
の
一
分
野
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

　

ま
た
、
政
治
史
は
、
神
話
を
形
成
す
る
よ
り
も
神
話
に
抵
抗
す
る
こ
と
で
、
人
々
を
惹
き
つ
け
て
き
た
。
実
際
、
政
治
史
は
（
こ
れ

は
経
験
的
な
歴
史
一
般
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
が
）、
同
質
的
な
も
の
の
中
に
異
質
な
も
の
を
見
い
だ
し
、
過
去
を
過
去
の
眼
差
し
で

眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
と
過
去
と
の
間
の
相
違
を
強
調
し
て
き
た
。
単
純
化
し
す
ぎ
る
こ
と
を
嫌
悪
し
、
過
去
が
通
常
予
想
さ

れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
で
、
歴
史
を
超
越
す
る
大
き
な
物
語
に
は
容
易
に
包
摂
さ
れ
え
な
い
、
独
自
の
意
味
を
も
つ
存
在
で
あ
る

と
主
張
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
政
治
史
は
、
本
質
的
に
抑
圧
の
物
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
話
と
歴
史
と
の
間
に
け
じ
め
を
つ

け
、
神
話
の
代
わ
り
に
厳
密
な
資
料
に
基
づ
く
歴
史
を
再
現
す
る
こ
と
に
意
欲
を
燃
や
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
政
治
史
の
重
要
さ
は
、
魅
力
の
自
明
さ
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
歴
史
学
に
対
す
る

異
議
申
し
立
て
を
、
知
的
誠
実
さ
を
も
っ
て
検
討
し
た
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
は
、
ラ
ン
ケ
を
始
祖
と
す
る
近
代
歴
史
学

の
方
法
の
正
当
さ
と
歴
史
叙
述
の
重
要
さ
の
再
確
認
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
政
治
史
の
課
題
も
ま
た
、
一
部
は
歴
史
叙
述
に
か
か
わ
る
も
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の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
歴
史
叙
述
の
難
し
さ
の
一
端
を
彫
刻
家
の
比
喩
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
歴
史
物
語
は
た
い
て
い
、
歴

史
的
過
去
と
歴
史
家
自
身
の
精
神
か
ら
現
れ
出
で
、
作
り
直
さ
れ
、
構
築
さ
れ
、
脱
構
築
さ
れ
た
物
語
の
混
合
体
で
あ
る
。
歴
史
家
が

一
塊
の
荒
削
り
な
石
を
彫
像
に
ま
で
つ
く
り
あ
げ
る
。
そ
の
彫
像
が
石
の
な
か
で
発
見
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彫
像

を
作
る
の
は
歴
史
家
自
身
な
の
で
あ
る
。
で
き
あ
が
っ
た
彫
像
と
は
別
な
彫
像
を
刻
み
出
す
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
他
方

で
、
歴
史
家
は
掘
り
出
し
た
ま
ま
の
石
の
大
き
さ
や
形
だ
け
で
な
く
、
石
そ
の
も
の
の
種
類
に
も
制
約
さ
れ
る
。
無
能
な
彫
刻
家
の
手

に
か
か
る
と
、
本
来
の
姿
と
は
似
て
も
に
つ
か
な
い
、
迫
力
を
欠
く
彫
像
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
彫
り
込
み
す
ぎ
た
り
、
ハ

ン
マ
ー
で
叩
き
す
ぎ
た
り
、
手
元
が
狂
っ
た
り
、
石
も
ろ
と
も
粉
み
じ
ん
に
壊
し
て
し
ま
っ
た
り
と
い
う
失
敗
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る（

５
）」。 

　

政
治
史
は
現
在
、
一
見
相
反
す
る
二
つ
の
難
題
に
直
面
し
て
い
る
。
政
治
史
は
、
対
象
と
な
る
指
導
的
人
物
が
比
較
的
少
数
で
資

料
に
も
一
定
の
制
約
が
あ
り
、
か
つ
物
事
が
生
起
す
る
時
間
的
な
流
れ
に
厳
密
に
制
御
さ
れ
る
た
め
、
一
旦
有
力
な
叙
述
が
成
立
す
る

と
、
そ
の
後
は
大
同
小
異
の
退
屈
な
物
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
反
対
に
、
そ
う
し
た
凡
庸
さ
へ
の
反
省
か

ら
、
隣
接
す
る
社
会
科
学
に
意
欲
的
に
接
近
し
、
さ
ら
に
資
料
の
発
掘
に
没
頭
す
る
と
、
今
度
は
大
量
の
研
究
業
績
と
膨
大
な
資
料
に

取
り
囲
ま
れ
て
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
の
整
合
性
の
あ
る
物
語
の
中
に
織
り
込
む
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
我
々
は
、
一
体
い
か
に
す
れ
ば
、
過
去
を
生
気
あ
る
物
語
と
し
て
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で

歴
史
学
の
先
達
に
よ
っ
て
、
様
々
な
助
言
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
真
剣
に
耳
を
傾
け
、
心
に
留
め
る
に
値
す
る
も

の
で
あ
る（

６
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
に
も
適
用
可
能
な
簡
便
な
妙
策
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
叙
述
を
行
う
際
に

は
、
文
学
的
技
能
や
創
造
的
統
合
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
叙
述
と
い
う
方
法
を
意
識
し
て

深
め
て
い
く
他
な
い
の
だ
ろ
う
。
歴
史
資
料
に
沈
潜
す
れ
ば
、
自
動
的
に
過
去
が
蘇
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
家
は
誰
で
も
、
歴
史
学

の
作
法
を
守
り
な
が
ら
、
歴
史
的
想
像
力
を
駆
使
し
て
資
料
と
対
話
し
、
能
動
的
に
問
い
か
け
、
自
己
の
関
心
や
価
値
観
に
従
っ
て
、
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生
き
生
き
と
し
た
物
語
を
造
形
し
よ
う
と
す
る
。
大
切
な
の
は
、
平
凡
で
も
、
そ
の
対
話
の
過
程
に
よ
り
内
省
的
と
な
り
、
文
学
的
技

法
や
社
会
科
学
理
論
を
学
び
つ
つ
、
生
や
死
に
つ
い
て
の
感
覚
、
も
の
ご
と
や
時
間
の
変
化
に
つ
い
て
の
感
覚
な
ど
、
人
間
性
や
人
間

の
社
会
的
存
在
に
対
す
る
共
感
の
感
覚
を
磨
い
て
い
く
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
政
治
史
家
は
、
政
治
史
が
重
苦
し
く
退
屈
で
う
っ
と
う
し
い
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
思
い
出
し
て
も
ら

う
努
力
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
そ
う
し
た
課
題
の
完
全
な
達
成
例
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
政
治
史
を
少
し
で
も
魅
力
的
で
豊
か
な
も
の
に
し
よ
う

と
試
み
た
一
つ
の
実
践
例
と
し
て
、
読
み
応
え
の
あ
る
論
文
集
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

最
後
に
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
す
る
。
本
書
は
、
明
治
初
年
か
ら
現
代
ま
で
の
日
本
政
治
史
を
対
象
と
し
、
多
様
な
テ
ー
マ
と
視
角

か
ら
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
は
四
部
に
分
か
れ
る
。
各
論
文
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、「
お
わ
り
に
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ

と
と
し
、
こ
こ
で
は
各
部
の
概
要
に
つ
い
て
ご
く
手
短
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

第
Ⅰ
部
は
「
立
憲
政
の
潮
流
」
と
題
し
て
五
本
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
最
初
の
三
本
は
、
明
治
初
年
に
立
憲
政
が
模
索
さ
れ
る

過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
、
坂
本
は
、
大
久
保
利
通
と
比
較
し
て
影
が
薄
い
と
さ
れ
る
木
戸
孝
允
を
中
心
に
、
そ
の
再
評
価
も

交
え
つ
つ
、
立
憲
政
導
入
の
政
治
過
程
を
再
検
討
す
る
。
五
百
旗
頭
と
塩
出
は
、
と
も
に
当
時
の
言
論
空
間
に
焦
点
を
あ
て
、
五
百
旗

頭
は
新
聞
界
を
牽
引
し
た
福
地
源
一
郎
の
言
論
活
動
を
漸
進
主
義
の
視
点
か
ら
、
塩
出
は
江
華
島
事
件
を
め
ぐ
る
諸
新
聞
の
論
説
を
政

治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
成
と
い
う
視
角
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
て
立
憲
政
の
導
入
に
対
す
る
含
意
を
論
じ
た
。
ま
た
西
川

は
、
立
憲
政
治
の
導
入
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
宮
中
の
制
度
化
の
中
で
創
設
さ
れ
た
内
大
臣
の
実
態
を
、
宮
中
府
中
の
別
や
常
時
輔
弼

の
意
味
を
吟
味
し
つ
つ
解
明
し
、
浅
沼
は
、
日
本
の
立
憲
政
に
刺
激
を
う
け
た
清
朝
の
中
央
官
制
改
革
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の

人
材
抜
擢
の
機
運
が
清
朝
官
界
に
い
か
な
る
衝
撃
と
政
治
的
帰
結
を
も
た
ら
し
た
か
を
考
察
し
た
。

　

第
Ⅱ
部
は
「
政
党
政
治
の
展
開
」
と
し
、
結
果
と
し
て
政
党
内
閣
制
と
二
大
政
党
制
へ
と
収
斂
し
て
い
く
政
治
過
程
を
三
本
の
論
文
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で
論
究
す
る
。
千
葉
は
、
政
友
会
に
対
抗
す
る
べ
く
計
画
さ
れ
た
桂
新
党
が
、
い
か
な
る
構
想
か
ら
始
ま
り
、
い
か
な
る
経
緯
の
末
に

立
憲
同
志
会
と
い
う
形
に
落
ち
着
く
の
か
を
追
求
し
た
。
清
水
は
、
実
際
に
は
多
党
的
だ
っ
た
当
時
の
政
党
政
治
が
、
二
大
政
党
制
に

収
斂
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
る
第
一
五
回
総
選
挙
を
分
析
し
、
中
央
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
た
地
方
の
動
向
が
、
政
党
再
編
の
重
要

な
伏
線
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
村
井
良
太
は
、
在
野
の
運
動
家
で
あ
る
市
川
房
枝
を
取
り
上
げ
、
婦
人
参
政
権
運
動
の
視
角
か

ら
、
一
九
二
〇
年
代
の
確
立
期
か
ら
三
〇
年
代
の
没
落
期
に
か
け
て
の
政
党
政
治
の
実
態
と
政
党
政
治
へ
の
期
待
を
照
射
し
た
。

　

第
Ⅲ
部
は
「
戦
後
体
制
の
模
索
」
を
、
四
本
の
論
文
で
考
究
し
た
。
こ
れ
ま
で
戦
後
政
治
の
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
吉
田
路

線
と
は
一
線
を
画
す
る
非
吉
田
路
線
の
系
譜
を
発
掘
し
、
戦
後
体
制
の
形
成
を
よ
り
立
体
的
に
解
明
す
る
。
武
田
は
、
増
田
甲
子
七
が

主
宰
す
る
自
由
党
の
機
関
誌
『
再
建
』
を
中
心
に
、
保
守
陣
営
の
政
界
再
編
に
影
響
を
与
え
た
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
の
吉
田
と
は
異

な
る
保
守
構
想
の
諸
相
を
分
析
し
た
。
村
井
哲
也
は
、
経
済
政
策
の
決
定
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
吉
田
に
よ
っ
て
政
策
決
定
過
程
か

ら
分
断
さ
れ
て
い
た
与
党
が
、
複
雑
な
経
緯
の
末
、
事
前
審
査
制
を
導
入
し
て
自
民
党
政
権
の
統
治
手
法
を
確
立
す
る
過
程
を
論
究
し

た
。
黒
澤
は
、
旧
内
務
省
の
復
活
を
め
ざ
す
内
政
省
構
想
や
非
吉
田
系
の
河
野
一
郎
が
主
張
し
た
行
政
改
革
構
想
の
挫
折
か
ら
地
方
行

政
に
特
化
し
た
自
治
省
が
誕
生
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
河
野
は
、
非
吉
田
系
の
系
譜
に
連
な
る
、
岸
信
介
内
閣
の
安
保
改
定
交

渉
に
お
け
る
条
約
適
用
地
域
問
題
に
着
目
し
、
条
約
地
域
に
沖
縄
・
小
笠
原
を
含
む
か
ど
う
か
の
錯
綜
し
た
議
論
が
当
時
の
日
本
外
交

に
も
っ
た
政
治
的
意
味
を
考
察
し
た
。

　

第
Ⅳ
部
は
、「
地
方
の
諸
相
」
と
題
し
た
が
、
中
央
政
治
を
離
れ
て
、
行
政
史
や
社
会
史
あ
る
い
は
地
方
史
の
分
野
に
踏
み
入
り
、

政
治
史
の
領
域
の
拡
大
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
松
本
は
、
地
方
利
益
の
中
で
独
自
の
展
開
を
と
げ
た
水
道
問
題
を
取
り
上
げ
、
戦
前

の
水
道
政
策
が
、
市
町
村
公
設
主
義
を
標
榜
し
た
た
め
、
給
水
問
題
が
都
市
間
競
合
や
市
域
拡
大
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
神
奈
川
県

の
事
例
で
明
ら
か
に
し
た
。
中
静
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
が
創
設
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
戦
後
の
五
〇
年
代
に
か
け
て
、

保
険
直
営
診
療
施
設
の
設
置
問
題
が
、
地
域
政
治
に
と
っ
て
、
ま
た
国
民
健
康
保
険
制
度
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
か
を

追
究
し
た
。
土
田
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
直
前
の
一
九
六
〇
年
代
初
頭
、
社
会
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
国
際
問
題
に
も
な
り
つ
つ
あ
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っ
た
交
通
戦
争
に
つ
い
て
、
政
治
と
行
政
が
い
か
に
対
応
し
た
の
か
を
、
そ
の
限
界
も
含
め
て
、
自
民
党
の
有
力
者
川
島
正
次
郎
を
中

心
に
解
明
し
た
。
そ
し
て
佐
道
は
、
大
田
革
新
県
政
時
代
、
副
知
事
の
吉
元
政
矩
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
沖
縄
の
自
立
化
構
想
で
あ
る

国
際
都
市
形
成
構
想
が
、
中
央
と
の
関
係
に
お
い
て
、
い
か
な
る
経
緯
を
た
ど
っ
た
か
を
考
察
し
、
今
後
の
沖
縄
の
あ
り
方
お
よ
び
中

央
・
地
方
関
係
の
行
方
を
展
望
し
て
い
る
。
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な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
次
の
バ
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
言
葉
は
、
現
代
に
あ
っ
て
は
、
と
り
わ
け
戦
争
犯
罪
等
を
考
え
る
際
に
は
過
度
に
楽

観
的
で
、
ま
た
因
果
関
係
の
理
解
と
道
徳
的
判
断
と
は
別
物
で
あ
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
態
度
は
あ
る
時
代
の
あ
る
種
の
安
楽
さ
を
反
映
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
歴
史
が
政
治
に
翻
弄
さ
れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
時
に
読

み
返
し
て
み
た
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。「
も
し
も
歴
史
が
、
な
に
か
人
類
の
記
憶
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
過
去
を
熟
考
す
る
人
間
精
神

の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
効
用
を
ば
、
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ
た
り
、
古
い
党
派
的
信
条
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
で
は

な
く
、
対
立
の
奥
に
あ
る
統
一
を
発
見
し
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
ひ
と
つ
の
生
命
の
一
環
と
見
る
、
そ
う
し
た
考
え
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
」（
バ

タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
、
前
掲
『
ウ
ィ
ッ
グ
史
観
批
判
』
一
二
頁
）。


