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産
経
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年
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正
論
」）

明
治
初
年
の
精
神
を
復
興
の
道
標
に

文
芸
批
評
家
、
都
留
文
科
大
学
教
授
　
新
保
祐
司

　

２
年
前
の
３
月
11
日
に
起
き
た
東
日

本
大
震
災
と
そ
れ
に
伴
う
福
島
原
発
事

故
は
、
日
本
の
戦
後
の
問
題
を
根
底
か

ら
問
い
直
す
衝
撃
を
持
っ
た
も
の
で
あ

り
、
３
・
11
を
「
戦
後
民
主
主
義
」
を

問
い
直
す
機
会
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
で
な
け
れ
ば
、
日
本
は
こ
の
ま
ま

「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」
の
価
値
観
の
閉
塞

の
中
で
衰
亡
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　
３
・
11
は
戦
後
問
い
直
す
衝
撃
力

　

３
・
11
は
、
多
く
の
日
本
人
に
現
在

の
日
本
人
の
価
値
観
と
日
本
と
い
う
国

家
の
在
り
方
を
深
く
反
省
さ
せ
る
衝
撃

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
衝
撃
が
当
初
の

大
き
さ
を
失
っ
て
い
く
と
し
て
も
、
そ

の
衝
撃
が
本
質
的
に
持
っ
て
い
た
も

の
、
い
わ
ば
、
今
日
現
在
の
日
本
人
の

精
神
の
姿
と
日
本
と
い
う
「
国
の
か
た

ち
」
が
何
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
深
い
疑
惑
を
手
放
し
て
は
な
ら

な
い
。
こ
の
疑
惑
こ
そ
、
日
本
人
の
精

神
の
再
建
の
鍵
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

大
震
災
後
の
日
本
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

描
い
て
い
く
上
で
、
日
本
の
過
去
の
歴

史
を
振
り
返
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
問
題
は
日
本
の
過

去
の
ど
こ
を
振
り
返
る
か
で
あ
る
。

　

関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興
で
あ
ろ
う

か
。
今
回
の
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
考

え
る
に
際
し
、
関
東
大
震
災
が
参
照
さ

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
関
東

大
震
災
か
ら
の
復
興
と
は
、
あ
る
意
味

で
、
日
本
の
近
代
化
の
さ
ら
な
る
展
開

で
あ
っ
た
。
こ
の
大
正
12
年
の
大
震
災

で
焼
失
し
た
も
の
は
、
江
戸
の
文
化
の

名
残
で
あ
っ
た
。
当
時
ま
で
ま
だ
残
っ

て
い
た
江
戸
以
来
の
町
並
み
で
あ
り
、

風
俗
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
江
戸
文
化

の
残
照
が
、
ほ
ぼ
完
全
に
消
え
去
っ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
さ
ら
な
る
近
代

化
と
し
て
の
関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興

は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
日
本
に
は
あ

ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
関
東
大
震
災
、
戦
後
復
興
は
異
質

　

戦
後
の
復
興
は
、
関
東
大
震
災
か
ら

の
復
興
以
上
に
話
題
に
な
っ
た
。
戦
後

の
日
本
の
奇
跡
的
な
復
興
を
見
よ
、３
・

11
か
ら
の
復
興
も
可
能
だ
、
戦
後
の
復

興
の
成
功
を
学
べ
、
と
い
っ
た
言
説
が

目
立
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
か
。

　

戦
後
の
日
本
と
は
、
何
と
い
っ
て
も

敗
戦
国
で
あ
る
。
高
度
成
長
の
結
果
、

経
済
大
国
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
大
き

な
歪ゆ

が

み
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
敗

戦
後
、
占
領
下
に
「
配
給
さ
れ
た
」
憲

法
を
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

発
効
後
も
改
正
せ
ず
に
、「
戦
後
民
主

主
義
」
の
生
ぬ
る
い
「
空
気
」
の
中
で
、

日
本
人
と
い
う
敗
戦
国
の
国
民
は
、
後

生
大
事
に
押
し
頂
い
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
屈
辱
的
憲
法
を
平
和
憲

法
と
称
し
て
誇
る
日
本
人
す
ら
あ
ま
た

い
た
。こ
の
日
本
人
の
自
立
心
の
弱
さ
、

あ
る
い
は
も
っ
と
た
ち
の
悪
い
自
己

欺ぎ
ま
ん瞞

こ
そ
、今
日
の
日
本
人
の
精
神
的
、

道
徳
的
頽た

い
ら
く落
の
淵え
ん
げ
ん源
で
あ
る
。

　

戦
後
の
日
本
は
「
町
人
」
国
家
と
し

て
、
米
国
の
「
丁で

っ
ち稚

」
を
務
め
て
い
た

に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
肥
え
太
っ
た
「
町

人
」
は
、
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
の
環

境
の
激
変
に
お
ろ
お
ろ
す
る
ば
か
り
で

あ
る
。
近
来
は
、
贅ぜ

い
に
く肉
が
ず
い
ぶ
ん
落

ち
て
き
て
貧
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
も
の

の
、
経
済
に
ば
か
り
関
心
を
持
っ
て
き

た
の
で
、
人
間
と
し
て
の
品
格
も
失
わ

れ
、
世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
。
こ
の
よ
う
な
日
本
に
し
て
し
ま
っ

た
戦
後
の
復
興
が
、
今
後
の
復
興
の
モ

デ
ル
に
な
っ
て
い
い
わ
け
が
な
い
。

　

で
は
、
今
日
の
日
本
人
が
「
日
本
の

近
代
」
を
問
い
直
す
た
め
に
振
り
返
る

べ
き
時
代
は
、
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
私

は
、
そ
れ
は
明
治
初
年
だ
と
思
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、明
治
初
年
と
い
う
と
き
、

明
治
10
年
ぐ
ら
い
ま
で
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
る
。
明
治
10
年
と
は
、
西
郷
隆
盛

が
自
刃
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に

発
現
し
た
「
明
治
初
年
の
精
神
」
こ
そ
、

今
後
の
日
本
の
精
神
的
再
建
の
道み

ち
し
る
べ標と

な
る
も
の
で
あ
る
。

　
る
つ
ぼ
の
創
業
期
こ
そ
振
り
返
れ

　

明
治
維
新
の
時
、
当
初
、
王
政
復
古

と
は
、「
建
武
の
中
興
」
に
復
帰
す
る

と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
岩
倉
具
視
の
顧
問
で
あ
っ
た

国
学
者
の
玉
松
操
の
意
見
に
よ
り
、「
神

武
創
業
」
の
根
本
に
ま
で
遡

さ
か
の
ぼる

と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
今
回
の

大
震
災
後
の
日
本
の
復
興
は
、「
明
治

初
年
の
精
神
」
に
復
帰
す
る
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
の
復
興
と
い

う
よ
う
な
も
の
は
、
い
わ
ば
「
建
武
の

中
興
」
に
戻
る
よ
う
な
中
途
半
端
な

も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
は
、
一
気
に

明
治
初
年
ま
で
戻
っ
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
明
治
維
新
と
は
、
ま
さ
に
「
神
武

創
業
」
の
精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

「
明
治
初
年
の
精
神
」
は
「
創
業
」
の

時
代
に
相ふ

さ
わ応

し
く
根
源
的
な
も
の
の
る

つ
ぼ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
橋
川
文

三
は
、
こ
の
時
代
の
こ
と
を
「
豊
か
な

可
能
性
の
る
つ
ぼ
」
と
呼
ん
だ
。

　

こ
の
「
明
治
初
年
の
精
神
」
は
、
江

戸
の
日
本
が
西
洋
の
文
明
と
ぶ
つ
か
っ

た
衝
撃
か
ら
生
ま
れ
た
物
で
あ
り
、
る

つ
ぼ
の
よ
う
な
激
し
い
精
神
の
劇
が
起

こ
っ
た
。
内
村
鑑
三
は
、「
武
士
道
に

接
ぎ
木
さ
れ
た
る
基
督
教
」
と
い
う
言

い
方
を
よ
く
使
っ
た
が
、「
明
治
初
年

の
精
神
」
と
は
つ
ま
り
「
接
ぎ
木
」
で

あ
る
。
江
戸
時
代
に
醸
成
さ
れ
た
武
士

道
や
儒
教
、
あ
る
い
は
国
学
的
な
教

養
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
、「
台
木
」
と
し
て
の
日
本
人
の
精

神
に
西
洋
文
明
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

「
接
ぎ
木
」
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
明
治
初
年
の
精
神
」
の
「
る

つ
ぼ
」
の
中
か
ら
、
何
か
、
今
日
の
日

本
を
覆
う
重
苦
し
い
閉
塞
状
況
を
突
き

破
る
も
の
が
、
見
つ
か
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
東
日
本
大
震
災
の
日
本

の
再
建
は
、単
な
る
再
建
で
は
な
く「
創

業
」
の
精
神
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
時
代
を
見
直
す
意
見
は
、
識

者
の
間
か
ら
噴
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
真
摯
に
受
け
止

め
、
明
治
の
日
実
現
に
向
け
、
賛

同
く
だ
さ
る
国
会
議
員
の
結
集
を

期
待
い
た
し
ま
す
。


