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近
代
日
本
の

モ
デ
ル

日
本
の
近
代
は
、
日
本
が
国
民
国
家
の
建
設
に
着
手
し
た
一
九
世
紀
後
半
の
最
先
進
国
で
あ
っ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
を
モ
デ
ル
と
し
て
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
カ
ー

ル
・
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
第
一
版
序
文
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
産
業
的
に

よ
り
発
達
し
て
い
る
国
は
、
発
達
程
度
の
よ
り
低
い
国
に
対
し
て
、
そ
の
国
自
身
の
未
来
の
像
を
示
す
」
と
い

う
見
解
が
一
般
的
で
し
た
。
後
進
国
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
は
正
負
両
面
に
お
い
て
不
可
避
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
す
。「
国
民
は
他
の
国
民
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
学
び
う
る
も
の
で
あ
る
」
と
マ

ル
ク
ス
が
述
べ
た
所ゆ
え
ん以
は
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
世
紀
以
上
を
経
て
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
唱

え
ら
れ
た
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
ら
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
論
な
ど
の
原
型
は
、
既
に
一
九
世
紀
の
七
〇
年
代

に
お
け
る
世
界
資
本
主
義
の
「
中
心
」（center

）で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
己
認
識
の
中
に
胚
胎
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　一
八
七
一（
明
治
四
）年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
、
岩い
わ

倉く
ら

具と
も

視み

を
特
命
全
権
大
使
と
す
る
政
府
使
節
団
が
不
平

等
条
約
改
正
交
渉
の
た
め
に
欧
米
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
外
交
交
渉
よ
り
も
欧
米
か
ら
学
ぶ
と
い
う
目

的
意
識
を
も
っ
て
海
を
渡
っ
た
の
で
す
。
岩
倉
使
節
団
が
最
初
に
訪
問
し
た
米
国
は
、
他
の
西
洋
諸
国
の
先
頭
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に
立
っ
て
、
日
本
に
対
し
て
「
開
国
」
を
強
制
す
る
圧
力
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ム
パ
ク
ト
を
加
え
ま

し
た
が
、
当
時
日
本
の
目
か
ら
見
て
も
米
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
必
ず
し
も
一
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ

か
ら
区
別
さ
れ
る
後
進
国
に
属
し
、
そ
の
意
味
で
は
日
本
と
同
等
で
し
た
。
し
か
し
米
国
は
日
本
に
先
が
け
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
母
国
で
あ
る
英
国
か
ら
の
独
立
を
勝
ち
取
り
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
同
等
に
日
本
に
対

し
て
不
平
等
条
約
の
も
た
ら
す
権
益
を
享
受
し
て
い
ま
し
た
。
現
に
幕
末
の
日
本
で
世
界
情
勢
に
通
じ
て
い
た

一
部
の
知
識
人
か
ら
は
、
米
国
は
「
攘
夷
」
の
成
功
的
事
例
と
さ
え
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
し
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

国
家
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
化
の
先
行
的
事
例
を
提
供
し
て
い
た
の
で
す
。

　日
本
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
、
米
国
が
日
本
に
対
し
て
及
ぼ
し
た
独
自
の
強
い
政
治
的
文
化
的
影
響
の

歴
史
的
根
拠
は
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
は
、
ア
メ
リ
カ
化
と
不
可
分
で
し
た
し
、
そ
う

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
中
心
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
る
に
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
と
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
は
ア
メ
リ
カ
化
に
転
化
す
る
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。

　日
本
が
国
家
形
成
を
具
体
的
な
目
標
に
据
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
最
適
モ
デ
ル
と
す
る
近
代
化
を
開
始
し
た

一
九
世
紀
後
半
の
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
自
分
た
ち
の
歴
史
的
経
験
と
し
て
の
「
近

代
」
に
つ
い
て
理
論
的
な
省
察
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、「
近
代
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う

問
題
意
識
か
ら
生
じ
た
「
近
代
」
概
念
の
萌
芽
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
、
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一
九
世
紀
後
半
に
活
動
し
た
英
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト（
一
八
二
六
〜
一
八

七
七
年
）の
試
み
た
考
察
を
検
討
し
ま
す
。
そ
れ
が
本
書
の
課
題
、「
日
本
の
近
代
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
い

う
問
い
に
答
え
る
一
つ
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。

バ
ジ
ョ
ッ
ト

と
マ
ル
ク
ス

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
と
同
時
代
人
で
す
。
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
が

出
版
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
の
一
八
六
七
年
に
代
表
作
『
英
国
の
国
家
構
造
』（T

he E
nglish C

on-

stitution

）を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
二
人
は
と
も
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
携
わ
り
、
と
も
に
政
治

経
済
学
的
観
点
か
ら
英
国
近
代
を
分
析
し
ま
し
た
。
両
者
と
も
、
政
治
と
経
済
を
相
互
に
密
接
に
関
連
さ
せ
て

議
論
し
ま
し
た
。
マ
ル
ク
ス
の
政
治
分
析
は
そ
の
経
済
理
論
と
不
可
分（
あ
る
い
は
両
者
を
不
可
分
と
す
る
哲

学
や
世
界
観
か
ら
発
し
た
も
の
）で
し
た
し
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
英
国
金
融
市
場
を
分
析
し
た
成
果
で
あ
る
『
ロ

ン
バ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
』（
一
八
七
三
年
）は
、
英
国
政
治
体
制
を
分
析
し
た
『
英
国
の
国
家
構
造
』
と
対
を
成

す
も
の
で
し
た
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
も
バ
ジ
ョ
ッ
ト
も
、
自
然
科
学
の
勃
興
に
触
発
さ
れ
、
物
理
学
や
生
物
進
化

論
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
既
成
の
政
治
学
や
経
済
学
を
批
判
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
後
半
の
英
国
に
最
も
先
端
的

に
体
現
さ
れ
た
近
代
の
現
実
を
解
明
し
う
る
新
し
い
学
問
の
確
立
を
目
指
し
ま
し
た
。

　マ
ル
ク
ス
は
「
経
済
学
批
判
」
と
し
て
の
『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
物
理
学
者
が
自
然
過
程
を
観
察
す
る
方

法
に
な
ら
っ
て
、「
経
済
的
な
社
会
構
造
の
発
展
を
自
然
史
的
過
程
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
」
立
場
を
と
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り
ま
し
た
。
そ
し
て
資
本
主
義
的
生
産
様
式
や
そ
れ
に
相
応
す
る
生
産
関
係
・
流
通
関
係
が
最
も
典
型
的
に
形

成
さ
れ
た
英
国
を
、「
自
然
過
程
が
最
も
的
確
な
形
態
で
、
攪
乱
的
影
響
に
よ
っ
て
混
濁
さ
れ
る
こ
と
が
最
も

少
な
く
現
わ
れ
る
場
合
」
に
相
当
す
る
と
し
て
、
理
論
を
展
開
す
る
た
め
に
引
照
す
る
主
要
な
基
準
と
し
ま
し

た
。　他

方
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
同
時
代
の
現
実
を
「
鉄
道
や
電
信
の
発
明
」、
す
な
わ
ち
交
通
通
信
手
段
の
革
命
的

変
化
が
も
た
ら
し
た
「
新
世
界
」
と
し
て
認
識
し
、
同
時
に
「
思
想
の
新
世
界
が
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、

空
中
に
存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
」
と
見
ま
し
た
。
そ
し
て
「
新
し
い
思
想
が
二
つ
の
古

い
科
学
、
政
治
学
と
経
済
学
を
変
え
つ
つ
あ
る
」
と
洞
察
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
が
そ
の
客
観
的
な
把

握
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
明
確
な
特
色
を
現
わ
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
に
適
合
す

ウォルター・バジョ
ット

る
新
し
い
経
済
学
を
追
求
し
た
よ
う
に
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
も
ま
た
同
じ
目

的
意
識
を
も
っ
て
新
し
い
政
治
学
を
模
索
し
た
の
で
す
。

自
然
科
学
と

い
う
モ
デ
ル

バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
新
し
い
政
治
学
の
モ
デ
ル
と
し
た
の
は
、

マ
ル
ク
ス
と
同
様
に
、「
近
代
」
の
最
も
顕
著
な
徴
表

で
あ
る
自
然
科
学
で
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
そ
れ
を
広

義
の
「
物
理
科
学
」（physical science

ま
た
はphysics

）と
呼
び
ま
す
。
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バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
外
的
自
然
の
細
部
に
わ
た
る
系
統
的
研
究
」
を
意
味
し
、「
自
然
学
」

（a study of nature

）と
い
い
か
え
て
も
よ
い
も
の
で
し
た
。「
確
立
さ
れ
た
自
然
学
を
新
し
い
道
具
や
新
し
い
事

物
の
発
見
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
初
期
の
人
類
社
会
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
未
だ
に
少
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
特
有
の
近
代
的
観
念
な
の
で
あ
る
」
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は

述
べ
て
い
ま
す
。
古
代
最
高
の
知
識
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
自
然
学
が
不
確
実
性
を
生
み
、
人
間
の
幸
福
を
増
進

し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
反
自
然
学
的
で
あ
っ
た
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え
ま
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、

「
自
然
学
」
が
知
的
世
界
に
お
け
る
「
近
代
」
と
「
前
近
代
」
と
を
分
か
つ
最
大
の
指
標
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　こ
う
し
て
「
自
然
学
」
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
一
九
世
紀
の
ダ
ー
ウ
ィ

ン
に
象
徴
さ
れ
る
物
理
的
生
物
的
自
然
に
つ
い
て
の
画
期
的
理
論
に
よ
っ
て
「
近
代
」
を
開
き
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
「
自
然
学
」
が
担
っ
た
役
割
を
、「
政
治
的
自
然
」（political nature

）、
す
な
わ
ち
「
外
的
自
然
」
に
対

峙
す
る
内
的
自
然
、
い
い
か
え
れ
ば
「
人
間
的
自
然
」（hum

an nature

）を
対
象
と
す
る
政
治
学
に
お
い
て
担
う

こ
と
を
期
し
た
の
が
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
自
然
学
と
政
治
学
』（Physics and Politics, N

ew
 E

dition, K
egan Paul, 

T
rench, T

rubner &
 C

o., Ltd., 1872

）で
し
た
。
そ
れ
は
政
治
学
に
お
け
る
「
自
然
学
」
的
次
元
を
開
き
、「
政
治

的
自
然
」
を
強
化
し
、
発
展
さ
せ
る
力
と
し
て
の
「
自
由
」
に
基
づ
く
政
治
、
す
な
わ
ち
「
議
論
に
よ
る
統
治
」

（governm
ent by discussion

）の
確
立
を
目
的
と
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
最
も
基
本
的
な
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「
近
代
」
概
念
で
す
。
こ
の
著
書
の
副
題
は
「
政
治
社
会
に
対
す
る〈
自
然
淘
汰
〉と〈
遺
伝
〉の
原
則
の
適
用
に

関
す
る
考
察
」（T

houghts on the application of the principles of 

‘natural selection

’ and 

‘inheritance

’ to political 

society
）で
す
。
こ
の
副
題
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
は
「
自
然
学
」
の
分
野
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が

開
発
し
た
進
化
論
の
概
念
に
よ
っ
て
政
治
的
進
化
、
つ
ま
り
近
代
化
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
り
ま
し

た
し
、
実
際
に
そ
う
し
た
試
行
が
同
書
に
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
「
近

代
」
の
道
標
と
な
っ
た
「
自
然
学
」
に
対
応
す
る
「
政
治
学
」
独
自
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
示
す
る
こ
と
が
バ
ジ

ョ
ッ
ト
の
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　な
お
丸
山
眞
男
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
「
近
代
」
を
特
徴
づ
け
る
中
核
的
学
問
領
域
を
「（
数
学
的
）物

理
学
」
と
み
な
し
、
こ
れ
を
旧
体
制
に
お
け
る
正
統
的
学
問
で
あ
る
「
倫
理
学
」
と
対
極
に
位
置
づ
け
た
の
は
、

福
沢
諭
吉
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
丸
山
の
い
う
「
福
沢
に
於
け
る
「
実
学
」
の
転
回
」（
一
九
四
七
年
）と
い
う

命
題
で
あ
り
ま
す（『
丸
山
眞
男
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
所
収
）。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト

が
『
自
然
学
と
政
治
学
』
に
お
い
て
打
ち
出
し
た
命
題
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
り
ま
す
。
福
沢
は
『
自
然
学
と

政
治
学
』
を
深
く
読
み
こ
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二
人
の
「
近

代
」

こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
と
は
と
も
に
「
自
然
学
」
を
最
も
典
型
的
な
「
近
代
」

の
学
問
と
み
な
し
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
、「
近
代
」
の
最
も
先
端
的
な
現
実
を
体
現
し
て
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い
る
英
国
近
代
の
歴
史
的
事
例
を
主
要
な
素
材
と
し
な
が
ら
、
政
治
学
や
経
済
学
に
お
け
る
「
近
代
」
を
模
索

し
ま
し
た
。
し
か
し
二
人
の
「
近
代
」
概
念
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
両
者
は
と
も
に
政
治
と
経
済
と

の
関
係
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
英
国
の
国
家
構
造
を
実
際
に
機
能
さ
せ
る
「
実
践
的
部
分
」
の

中
枢
と
し
て
の
政
党
内
閣
の
出
現
に
英
国
近
代
の
歴
史
的
意
味
を
見
出
し
た
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
商
品

と
そ
の
価
値
の
分
析
を
通
し
て
抽
出
し
た
資
本
の
論
理
に
よ
っ
て
「
近
代
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
政
治
体
制
の
変
化
に
重
点
を
置
い
た
「
近
代
」
概
念
を
提
示
し
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主

義
の
成
立
に
重
点
を
置
い
た
「
近
代
」
概
念
を
提
示
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　ま
た
、
マ
ル
ク
ス
は
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
の
主
体
で
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
的
能
動
性
を
重
視

し
、「
近
代
」
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
次
に
到
来
す
べ
き
「
近
代
」
後
の
新
し
い
生
産
様
式
と
そ
れ
に
相

応
す
る
社
会
を
形
成
す
る
主
導
的
役
割
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
期
待
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ジ
ョ

ッ
ト
は
伝
統
的
な
議
会
制
の
下
で
出
現
し
た
政
党
を
基
盤
と
す
る
「
内
閣
」（T

he C
abinet

）に
よ
る
政
治
的
能

動
性
の
集
中
を
重
視
し
、
そ
れ
を
支
持
し
補
完
す
る
要
因
と
し
て
、
体
制
へ
の
畏
敬
と
恭
順
と
を
喚
起
す
る
体

制
の
「
尊
厳
的
部
分
」（
女
王
や
上
院
）の
役
割
と
そ
れ
に
よ
っ
て
涵
養
さ
れ
る
被
統
治
者
の
政
治
的
受
動
性
に

意
味
を
認
め
ま
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
「
近
代
」
概
念
は
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、「
議
論
に
よ
る
統
治
」

を
成
り
立
た
せ
る
要
因
と
し
て
、
迅
速
な
行
動
性
よ
り
も
、
こ
れ
を
緩
和
し
、
鎮
静
さ
せ
る
熟
慮
を
求
め
る
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「
受
動
性
」
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

前
近
代
と

近
代

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
「
近
代
」
概
念
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
そ
の
歴
史
的
由
来
に
つ
い

て
、
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
て
み
ま
す
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
「
近
代
」
概
念
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

「
前
近
代
」
と
の
関
係
で
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
場
合
、「
近
代
」
と
「
前
近
代
」
と
の
間
に
は
断

絶
と
連
続
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
近
代
」
は
「
前
近
代
」
を
否
定
し
、
そ
れ
か
ら
断
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
す
る
と
同
時
に
、「
前
近
代
」
の
あ
る
要
素
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
す
る
と
説
明
す
る
の
で
す
。

　「近
代
」
か
ら
断
絶
さ
れ
る
「
前
近
代
」
の
要
素
と
は
、
固
有
の
「
慣
習
の
支
配
」
で
す
。
そ
れ
は
「
近
代
」

を
特
徴
づ
け
る
「
議
論
に
よ
る
統
治
」
と
は
相
容
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
前
近
代
」
に
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
慣
習
の
支
配
」
と
対
立
す
る
「
議
論
に
よ
る
統
治
」
の
先
駆
的
形
態
が
形
成
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
お
い
て
、
す
で
に
「
議
論
の
時
代
」（the age of discus-

sion

）が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
同
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
の
中
で
、「
果
て
し
な
い
政
治
的
議
論
を

聞
い
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
指
摘
し
ま
す
。「
そ
の
著
書
に
は
抽
象
的
な
政
治
論
の
多
く
の

萌
芽
的
な
痕
跡
が
見
ら
れ
る
」
と
い
う
の
が
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
観
察
で
す
。
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
に
な
る
と
、
議
論

の
成
果
は
そ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
に
結
実
し
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
な
最
高
の
哲

学
者
た
ち
が
書
い
た
書
物
の
あ
ら
ゆ
る
ペ
ー
ジ
に
は
、
彼
ら
が
生
き
た
「
議
論
の
時
代
」
が
豊
か
に
消
し
が
た
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く
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
彼
ら
に
対
し
て
は
「
前
近
代
」
を
貫
く
「
慣
習
の
支
配
」
は
全
面
的

に
破
壊
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　そ
の
よ
う
な
「
前
近
代
」
に
お
け
る
「
議
論
に
よ
る
統
治
」
の
伝
統
は
、
ア
テ
ネ
に
代
表
さ
れ
る
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
他
に
も
古
代
ロ
ー
マ
、
中
世
イ
タ
リ
ア
諸
共
和
国
、
封
建
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
共
同
体
や
身
分
議
会
に
も

共
有
さ
れ
、
特
別
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
影
響
力
を
そ
れ
ら
の
も
つ
「
自

由
」
に
負
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
の
ち
に
国
家
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
「
主
権
的
権
力
」（sovereign 

pow
er

）が
分
割
さ
れ
て
お
り
、
各
権
力
主
体
の
間
で
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に

よ
れ
ば
、
政
体
の
如
何
と
は
関
係
な
く
「
自
由
国
家
」（free state

）と
い
う
べ
き
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
「
近

代
」
に
お
け
る
「
議
論
に
よ
る
統
治
」
を
生
み
出
す
「
自
由
」
と
歴
史
的
に
連
続
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
意

味
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
古
代
史
や
中
世
史
は
近
代
史
の
一
部
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　も
っ
と
も
同
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
伝
統
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
と
は
逆
に
、
主
権
の
本
質

的
な
不
可
分
性
を
強
力
に
主
張
し
た
論
者
も
い
ま
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
自
然
学
と
政
治
学
』
よ
り
も
一
〇

〇
年
以
上
先
立
っ
て
、
一
七
六
二
年
に
『
社
会
契
約
論
』
を
刊
行
し
た
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
で
す
。

そ
の
中
で
ル
ソ
ー
は
、
国
家
が
多
く
の
都
市
を
含
む
場
合
に
も
主
権
は
単
一
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
割
す
れ
ば
破

壊
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
主
張
し
ま
し
た（『
社
会
契
約
論
』
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
第
三
編
第
一
三




