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序　章　京都学派の哲学を中心に日本教育学を描きだす試み

序
　
章
　
京
都
学
派
の
哲
学
を
中
心
に
日
本
教
育
学
を
描
き
だ
す
試
み

1
　
近
代
日
本
教
育
学
説
史
・
思
想
史
の
再
検
討

　
研
究
が
専
門
化
し
て
、
主
題
や
対
象
領
域
が
限
定
さ
れ
細
分
化
し
精
密
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
な
に
も
自
然
科
学
に
か
ぎ
ら
れ
た

こ
と
で
は
な
い
。
教
育
学
説
史
・
思
想
史
研
究
の
よ
う
な
領
域
で
も
、
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
な
専
門
的
な
研
究
論
文
を
書
こ

う
と
す
る
な
ら
、
主
題
や
対
象
領
域
を
狭
く
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
教
育
思
想
は
社
会
情
勢
や
内
外
の
政
治
情
勢
は
も
と
よ
り
、
同
時
代
の
哲
学
・
思
想
の
動
向
や
他
の
教
育
思
想
の
潮
流

か
ら
孤
立
し
て
単
独
に
生
ま
れ
発
展
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
々
の
教
育
思
想
は
、
同
時
代
の
主
導
的
な
哲
学
・
思
想
の
運
動
態
に

よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
新
鮮
な
哲
学
的
造
語
＝
思
考
ア
イ
デ
ィ
ア
の
息
吹
を
強
く
受
け
な
が
ら
、
他
の
教
育
思
想
と
の
対
話
や
論
争
、

連
帯
や
競
合
、
と
き
に
は
抗
争
や
闘
争
に
曝
さ
れ
鍛
え
ら
れ
て
展
開
す
る
。
そ
の
よ
う
に
思
想
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
交
通
が
生
じ

る
た
め
に
は
、
哲
学
・
思
想
が
互
い
に
連
携
し
競
合
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
理
論
的
地
平
が
生
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
哲
学
・
思
想
の
理
論
的
地
平
は
、
個
々
の
教
育
思
想
の
独
自
性
に
焦
点
化
し
て
単
独
で
捉
え
て
い
た
の
で
は
決
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し
て
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
テ
ク
ス
ト
間
を
横
断
し
結
び
合
わ
せ
る
無
数
の
ラ
イ
ン
を
読
み
解
き
、
そ
れ
ら
の
ラ
イ
ン
を
明

示
化
し
て
結
び
合
わ
せ
て
、
思
想
全
体
の
相
関
的
動
態
図
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
構
成

力
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
教
育
学
説
史
・
思
想
史
の
生
成
す
る
地
平
の
研
究
は
、
字
数
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い

る
学
術
誌
の
よ
う
な
場
で
は
議
論
さ
れ
に
く
い
テ
ー
マ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
連
携
し
あ
る
い
は
競
合
す
る
複
数
の
思
想
群
が
動
的

に
織
り
な
す
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
理
解
な
し
に
は
、
個
々
の
思
想
の
テ
ク
ス
ト
の
読
解
は
、
不
完
全
な
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。

　
論
者
が
支
持
し
立
脚
し
て
い
る
政
治
的
立
場
か
ら
、
思
想
の
テ
ク
ス
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
的
側
面
の
み
を
単
一
的
一
面
的

に
抽
出
し
て
選
り
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
政
治
的
立
場
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
、
そ
れ
を
も
と
に
裁
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
生
成
す
る
理
論
的
地
平
の
研
究
と
い
う
作
業
を
飛
び
越
し
て
も
で
き
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
奥
行
き
を
欠
い
た
思
想
研
究
は
既

存
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
テ
ク
ス
ト
の
字
面
を
た
だ
な
ぞ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
し
て
抵
抗
と
屈
服
と
が
紙
一
重
の

関
係
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
戦
時
期
・
占
領
期
の
厳
し
い
言
論
統
制
下
で
出
版
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
十
分
に
顧

慮
す
る
こ
と
な
く
、
字
義
ど
お
り
に
そ
う
し
た
立
場
か
ら
読
ん
で
し
ま
う
と
、
近
代
日
本
の
学
説
史
・
思
想
史
研
究
は
底
の
浅
い
も

の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
の
日
本
教
育
学
説
史
・
思
想
史
研
究
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
に
終
始
し
て
い
た
よ
う
に

思
え
る
。

　
い
ま
当
た
り
前
の
よ
う
に
、「
日
本
教
育
学
説
史
・
思
想
史
」
と
い
う
書
き
だ
し
で
出
発
し
て
し
ま
っ
た
が
、「
日
本
教
育
学
説

史
・
思
想
史
」
と
い
う
設
定
の
仕
方
自
体
が
問
題
で
あ
る
。「
学
問
の
政
治
学
」
か
ら
み
た
と
き
、
多
様
で
重
層
的
な
も
の
を
単
一

単
層
の
固
有
な
特
性
と
し
て
画
定
で
き
る
「
日
本
文
化
」
や
「
日
本
史
」
と
し
て
「
日
本
」
な
る
も
の
を
実
体
化
し
前
提
と
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
、
民
族
や
国
家
の
歴
史
と
い
う
枠
組
み
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
「
帝
国
」
と
し

て
海
外
に
植
民
地
を
も
ち
多
民
族
・
多
言
語
国
家
で
あ
っ
た
時
期
も
本
書
で
は
考
察
の
範
囲
に
入
る
た
め
、「
日
本
」
な
る
も
の
の

画
定
を
め
ぐ
る
議
論
自
体
が
問
い
と
な
る
こ
と
、
ま
た
同
様
に
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
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に
、
一
国
思
想
史
に
立
っ
て
「
日
本
教
育
思
想
史
」
な
る
も
の
は
成
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
［
桂
島2013

］、
注
意
を
払
い
つ

つ
論
を
進
め
よ
う
。

　
従
来
の
日
本
の
教
育
学
説
史
・
思
想
史
研
究
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
教
育
学
研
究
は
海
外
と
り
わ
け
欧
米
か
ら
の
教
育
学
・

教
育
思
想
の
輸
入
と
受
容
そ
し
て
そ
の
解
釈
に
終
始
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
潮
流
の
錯
綜
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
日
本
の
教
育
学
」
と

呼
び
う
る
よ
う
な
独
自
の
教
育
思
想
の
展
開
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
学
問
研
究

の
内
容
と
形
式
と
が
近
代
社
会
・
国
民
国
家
の
成
立
し
た
欧
米
で
誕
生
し
た
こ
と
、
そ
し
て
学
問
研
究
が
人
と
情
報
の
交
通
の
な
か

で
発
展
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
近
代
国
家
の
建
設
と
と
も
に
欧
米
か
ら
こ
う
し
た
学
問
が
輸
入
さ
れ
紹
介
さ
れ
翻
訳
さ
れ
た
こ
と

も
、
ま
た
た
え
ず
欧
米
の
最
新
の
学
問
動
向
に
注
意
を
払
う
こ
と
も
、
当
然
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
別
に
教
育
学
研

究
に
か
ぎ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
日
本
の
教
育
学
研
究
を
欧
米
の
教
育
学
の
「
送
迎
・
展
示
」（
森
昭
の
言

葉
）
と
い
っ
た
一
語
で
解
し
て
し
ま
う
と
、
先
入
観
に
し
た
が
っ
た
誤
謬
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う］1
［

。
日
本
の
近
代
的
な
学
問
知
の
成

立
と
い
う
こ
と
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
政
治
学
・
民
族
学
・
社
会
学
や
倫
理
学
・
宗
教
学
が
自
前
の
近
代
学
術
の
成
立
を
果
た
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
教
育
学

0

0

0

0

0

0

も
ま
た
同
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
教
育
学
も
ま
た
、
学
問
知
の
一
つ
と
し
て
、
経
済
学
や
政
治
学
・
法
学
、
哲
学
や
社
会
学
・
心
理
学
と
い
っ
た
隣
接
領
域
の
学
問

動
向
と
連
動
し
つ
つ
、
近
代
社
会
に
お
い
て
共
通
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
思
想
的
課
題
の
設
定
と
、
そ
の
課
題
の
解
明
そ
し
て
克
服
の

方
向
を
明
ら
か
に
す
べ
く
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
事
情
に
特
有
の
教
育
課
題
と
結
び
つ
い
て
展
開
し
て
き
た
。

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア
（
旧
ソ
ビ
エ
ト
）
の
教
育
学
を
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
検
討
し
て
み
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
欧
米
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
特
有
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
・
経
済
・
政
治
体
制
に
制
約
さ
れ

つ
つ
、
学
校
制
度
・
教
員
養
成
制
度
や
教
育
学
の
他
の
学
問
と
の
学
問
上
の
位
置
関
係
や
、
教
育
思
想
家
・
実
践
家
が
お
か
れ
て
い

る
状
況
に
よ
っ
て
、
教
育
学
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
形
を
取
っ
て
独
自
に
発
展
し
て
き
た
。
同
様
に
、
日
本
の
教
育
学
が
海
外
の
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教
育
学
説
の
輸
入
と
受
容
に
終
始
す
る
こ
と
な
ど
そ
も
そ
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
教
育
学
が
向
か
い
あ
う
現
実
の
教
育

課
題
は
欧
米
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
外
国
文
献
の
翻
訳
と
い
う
作
業
を
取
り
あ
げ
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
ラ
テ
ン
語
へ
、
ラ
テ
ン
語
か

ら
個
々
の
民
族
語
へ
の
西
欧
に
お
け
る
宗
教
・
哲
学
用
語
の
翻
訳
経
験
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
古
代
中
国
に
お
い
て
多
数
の
仏

典
が
組
織
的
に
漢
訳
さ
れ
た
と
き
の
翻
訳
経
験
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ま
た
イ
ス
ラ
ム
文
化
史
の
初
期
に
ギ
リ
シ
ア

哲
学
の
基
本
的
典
籍
が
組
織
的
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
き
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
概
念
の
適
切
な
訳
語
の
選

定
を
め
ぐ
っ
て
、
伝
統
的
な
思
考
法
と
の
思
想
的
葛
藤
や
思
想
的
融
合
、「
誤
読
」
に
よ
る
「
意
味
の
歪
曲
」
や
「
ズ
レ
」、
あ
る
い

は
「
解
釈
」
に
よ
る
「
新
た
な
意
味
の
創
造
」
や
「
意
味
の
再
発
見
・
拡
張
」
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
異
な
る
思
想
の
受
容

と
は
、
そ
れ
ま
で
の
世
界
の
区
切
り
方
が
根
底
的
に
組
み
変
わ
る
こ
と
だ
か
ら
、
す
べ
て
に
お
い
て
主
体
的
で
思
想
的
な
創
造
的
抗

争
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る］2
［

。
ち
な
み
に
「
自
覚
」「
主
体
」「
形
成
」「
実
存
」
は
、
す
べ
て
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
が
関
わ
っ

た
哲
学
的
思
考
の
中
核
に
関
わ
る
訳
語
だ
が
、
日
本
語
に
お
け
る
意
味
論
的
変
容
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
西
欧
で
の
哲
学
用

語
と
し
て
の
使
用
法
と
の
間
に
差
異
を
生
み
だ
し
て
も
い
る
。
教
育
学
も
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
欧
米
の
教
育

学
・
教
育
思
想
を
受
け
身
的
に
受
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
課
題
と
し
て
の
教
育
状
況
と
向
か
い
あ
う
こ
と
で
、
主
体
的
に
カ
ス
タ
マ

イ
ズ
し
て
も
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
教
育
学
の
性
格
を
捉
え
る
と
き
、
日
本
の
教
育
学
の
展
開
が
、
状
況
へ
の
哲
学
的
思
想
的
応
答
の
な
か
で
最
も
影
響

力
の
あ
っ
た
同
時
代
の
哲
学
の
動
態
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
哲
学
に
お
い
て
、
西

田
幾
多
郎
と
田
邊
元
と
い
う
二
人
の
卓
越
し
た
哲
学
者
を
中
心
と
す
る
京
都
学
派
の
哲
学
、
ま
た
そ
の
哲
学
の
特
殊
形
態
で
あ
る
人

間
学
は
、
同
時
代
の
先
端
的
課
題
と
つ
な
が
り
展
開
さ
れ
て
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
批
判
的
に
参
照
し

受
容
し
つ
つ
、
状
況
（
戦
時
期
で
は
「
時
局
」
と
呼
ぶ
方
が
正
確
か
）
の
切
迫
し
た
課
題
（「
時
務
」
と
呼
ぶ
方
が
正
確
か
）
と
切
り
結
び
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な
が
ら
展
開
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
お
い
て
、
他
の
人
文
社
会
諸
科
学
と
同
様

に
、
日
本
の
教
育
学
（
あ
ら
た
め
て
限
定
的
に
い
え
ば
本
書
で
は
教
育
哲
学
・
教
育
思
想
）
も
ま
た
受
容
す
る
に
せ
よ
批
判
す
る
に
せ
よ
、

西
田
─
田
邊
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る
京
都
学
派
の
哲
学
に
大
き
な
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
戦
後
教
育

学
」
は
教
育
学
説
史
を
「
講
壇
教
育
学
」
か
ら
「
教
育
科
学
」
へ
の
発
展
と
い
う
シ
ン
プ
ル
で
単
線
的
な
進
歩
の
物
語
に
す
る
こ
と

で
、
京
都
学
派
の
哲
学
と
日
本
の
教
育
学
と
の
思
想
的
つ
な
が
り
を
意
識
的
無
意
識
的
に
抑
圧
し
忘
却
し
て
し
ま
っ
た］4
］［
3
［

。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
京
都
学
派
の
哲
学
と
い
う
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
動
態
と
つ
な
が
る
こ
と
で
独
自
に
培
わ
れ
展
開
さ
れ
て
き
た
「
日

本
の
教
育
学
」
の
主
題
と
論
理
の
系
譜
的
理
解
が
で
き
な
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
西
田
─
田
邊
哲
学
を
淵
源
と
す
る
生

動
的
─
歴
史
的
な
「
自
覚
の
教
育
学
」
の
新
た
な
展
開
の
可
能
性
も
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

2
　
教
育
学
に
お
け
る
京
都
学
派
の
哲
学
の
忘
却

京
都
学
派
の
哲
学
と
の
関
係
が
見
失
わ
れ
た
理
由

　
一
九
四
五
年
八
月
の
敗
戦
後
の
「
新
生
」
日
本
の
出
発
点
に
お
い
て
、
戦
前
・
戦
時
期
の
記
憶
は
、
国
家
へ
の
忠
誠
心
か
ら
積
極

的
に
戦
争
に
協
力
し
た
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
迎
合
し
便
乗
し
追
従
し
た
者
も
、
半
ば
強
制
さ
れ
て
面
従
腹
背
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
者
も
、
あ
る
い
は
ま
た
表
面
で
は
協
力
す
る
ふ
り
を
し
つ
つ
戦
争
の
意
味
自
体
を
別
の
も
の
に
転
換
し
よ
う
と
「
戦
時
変
革
」

を
企
て
挫
折
し
た
者
も
、
で
き
れ
ば
忘
却
し
、
そ
れ
が
知
識
人
で
あ
れ
ば
戦
時
期
の
著
作
や
発
言
や
講
演
記
録
を
抹
消
し
た
い
と
考

え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
多
く
の
知
識
人
た
ち
が
戦
時
期
に
戦
争
へ
の
抗
議
の
声
を
上
げ
る
勇
気
を
欠
い
て
い
た
こ
と
へ
の
自
責
と
悔
恨

を
共
有
し
て
い
た
。
丸
山
眞
男
は
こ
う
し
た
敗
戦
後
の
知
識
人
た
ち
の
連
帯
と
責
任
の
感
情
の
拡
が
り
を
さ
し
て
「
悔
恨
共
同
体
」

と
呼
ん
で
い
る
［
丸
山1977:

256

］。
特
に
教
育
学
は
、
学
校
教
育
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
政
治
学
と
な
ら
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ん
で
国
民
の
統
制
を
担
い
、
戦
争
遂
行
に
お
い
て
直
接
的
な
実
行
力
を
も
つ
制
度
と
連
関
し
た
学
問
領
域
で
あ
っ
た
た
め
、
超
国
家

主
義
・
軍
国
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
思
想
戦
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
教
育
学
者
た
ち
の
多
く
に
、

戦
時
期
の
言
動
へ
の
責
任
追
及
を
逃
れ
る
た
め
に
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
早
く
「
過
去
の
過
ち
」
を
清
算
し
、
あ
る
い
は
弁
明
し
、

「
正
し
い
立
場
」
に
立
ち
た
い
と
い
う
欲
望
が
働
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
何
は
と
も
あ
れ
、
戦
前
・
戦
時
期
の
教
育
思
想
を

ま
ず
は
否
定
し
告
発
し
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
生
へ
の
道
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
死
者
た
ち

へ
の
贖
罪
の
意
識
は
内
攻
し
屈
折
し
、
悔
恨
・
屈
辱
は
憎
悪
と
な
っ
て
反
転
し
て
、
痛
み
を
伴
う
自
身
の
反
省
を
欠
い
た
ま
ま
、
戦

争
責
任
の
所
在
を
外
部
に
求
め
て
い
っ
た
。

　
京
都
学
派
の
哲
学
は
、
一
九
四
二
年
の
文
芸
誌
『
文
学
界
』
で
の
有
名
な
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
で
の
西
谷
啓
治
ら
の
発
言
や
、

あ
る
い
は
『
中
央
公
論
』
で
の
高
坂
正
顕
・
高
山
岩
男
・
西
谷
啓
治
・
鈴
木
成
高
に
よ
る
座
談
会
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」「
東

亜
共
栄
圏
の
倫
理
性
と
歴
史
性
」、
同
じ
く
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
同
様
の
座
談
会
「
総
力
戦
の
哲
学
」
等
で
の
発
言
、
あ
る
い
は
皇

室
を
基
軸
に
し
て
「
日
本
の
使
命
」
を
論
じ
た
西
田
幾
多
郎
の
『
日
本
文
化
の
問
題
』（
一
九
四
〇
年
）
や
軍
部
に
屈
し
た
と
喧
伝
さ

れ
た
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」（
一
九
四
三
年］

5
［

）、
さ
ら
に
は
戦
場
で
死
ぬ
こ
と
の
意
味
を
学
生
に
説
い
た
田
邊
元
の
京
都
帝
国
大
学

で
の
講
演
（
一
九
三
九
年
）
と
そ
の
講
演
記
録
「
歴
史
的
現
実
」（
一
九
四
〇
年
）
や
、
講
演
「
死
生
」（
一
九
四
三
年
）
な
ら
び
に
京

都
帝
国
大
学
新
聞
に
寄
稿
し
た
「
征
く
学
生
に
お
く
る
贐
は
な
む
けの

言
葉
」（
一
九
四
三
年
）
な
ど
が
、
戦
争
協
力
と
し
て
非
難
さ
れ
批
判
さ

れ
た］6
［

。
高
坂
正
顕
と
高
山
岩
男
は
「
大
日
本
言
論
報
国
会
」
の
理
事
を
し
て
い
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
［
花

澤2008:
19

］、
西
谷
啓
治
と
鈴
木
成
高
は
「
著
作
の
超
国
家
主
義
的
な
い
し
軍
国
主
義
的
傾
向
に
よ
っ
て
」
教
職
か
ら
追
放
さ
れ
た

［
京
都
大
学1998:

465

］
7
［

］。

　
し
か
し
、「
戦
後
教
育
学
」
が
京
都
学
派
の
哲
学
に
否
定
的
批
判
的
で
あ
っ
た
の
は
、
戦
時
期
に
お
け
る
京
都
学
派
の
哲
学
者
た

ち
の
「
戦
争
協
力
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く］8
［

、
戦
後
の
政
治
的
立
場
に
お
い
て
戦
後
教
育
学
が
立
脚
し
て
い
た
立
場
と
京
都
学
派
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の
主
要
な
哲
学
者
た
ち
の
立
場
と
が
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
戦
後
啓
蒙
と
思
想
運
動
」
を
推

進
し
て
き
た
丸
山
眞
男
や
大
塚
久
雄
に
と
っ
て
、「
近
代
」
は
日
本
が
実
現
す
べ
き
理
念
で
あ
り
［
中
野2001

］、
そ
の
「
近
代
の
超

克
」（
近
代
批
判
）
を
課
題
と
し
て
い
た
京
都
学
派
の
哲
学
に
、
戦
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い

た
と
し
て
も
（
中
野
敏
男
は
戦
前
か
ら
戦
後
を
経
て
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
丸
山
へ
の
田
邊
・
務
台
・
三
木
の
思
想
的
影
響
を
、
そ
し
て
大

塚
へ
の
三
木
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
［
中
野2001:

41

─42,�127

─134

］）、「
近
代
の
超
克
」
こ
そ
が
「
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
イ
」
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
否
定
し
批
判
す
べ
き
も
の
と
見
な
さ
れ
た
［
竹
内1959:

287

］。
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち

─
─
と
い
っ
て
も
そ
の
な
か
で
の
思
想
的
立
場
の
差
異
の
幅
は
大
き
く
て
、
正
確
に
は
個
別
に
精
査
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が

─
─
は
、
戦
時
期
に
お
い
て
は
、
超
国
家
主
義
・
自
民
族
中
心
主
義
の
立
場
に
立
つ
者
か
ら
、
普
遍
主
義
的
立
場
を
擁
護
し
軍
部
や

国
家
と
対
立
す
る
者
と
し
て
指
弾
・
恫
喝
さ
れ
、
戦
後
に
お
い
て
は
、
戦
後
啓
蒙
を
推
進
す
る
立
場
の
者
か
ら
、
天
皇
制
と
日
本
文

化
の
伝
統
を
守
護
し
国
家
の
立
場
に
立
っ
た
国
民
道
徳
・
保
守
的
道
徳
教
育
の
擁
護
者
・
戦
前
の
体
制
へ
の
回
帰
を
目
論
む
「
反

動
」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。

　
西
田
の
門
下
生
の
天
野
貞
祐
が
第
三
次
吉
田
内
閣
の
文
相
の
と
き
、「
教
育
勅
語
」
に
代
わ
る
新
た
な
国
民
道
徳
の
基
本
を
「
国

民
実
践
要
領
」
と
し
て
制
定
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
「
国
民
実
践
要
領
」
は
天
野
が
高
坂
正
顕
と
西
谷
啓
治
と
鈴
木
成
高
と
に
執

筆
を
依
頼
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
高
坂
は
、「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
の
立
案
に
お
い
て
も
、
指
導
的
立
場
に
立
っ
て
こ
の
政
治

的
教
育
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
家
永
教
科
書
裁
判
で
は
、
文
部
省
教
科
用
図
書
検
定
審
議
会
委
員
の
経
験
を

も
つ
高
山
岩
男
が
、
被
告
国
側
の
証
人
と
し
て
証
言
し
、
原
告
家
永
三
郎
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
検
定
制
度
を
弁
護
し
て
い
る
。
ま

た
天
野
貞
祐
（
文
相
　
一
九
五
〇
年
五
月
か
ら
五
二
年
八
月
ま
で
）・
高
坂
正
顕
・
下
村
寅
太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
京
都
学
派
の
哲
学
者

た
ち
は
、
安
倍
能
成
（
文
相
　
一
九
四
六
年
一
月
か
ら
同
年
五
月
ま
で
）・
和
辻
哲
郎
・
谷
川
徹
三
・
志
賀
直
哉
・
武
者
小
路
実
篤
・
山

本
有
三
・
田
中
耕
太
郎
（
文
相
　
一
九
四
六
年
五
月
か
ら
四
七
年
一
月
ま
で
）
と
い
っ
た
教
養
主
義
者
が
中
心
に
結
成
し
た
「
同
心
会
」
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と
と
も
に
、
生
成
会
誌
『
心
』（
一
九
四
八
年
─
一
九
八
一
年
）
な
ど
を
表
現
媒
体
に
し
て
、
天
皇
制
の
擁
護
と
反
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立

つ
「
保
守
」
的
な
国
民
道
徳
論
・
国
民
教
育
論
・
道
徳
教
育
論
の
思
想
的
代
弁
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
彼
ら
は
後
に
「
オ
ー
ル
ド
・

リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
［
小
熊2002:

196

─199

］。

　
も
ち
ろ
ん
そ
の
と
き
の
国
民
道
徳
論
・
道
徳
教
育
論
は
戦
前
の
吉
田
熊
次
ら
が
推
進
し
た
皇
国
民
の
育
成
を
め
ざ
し
た
「
教
育
勅

語
」
に
基
づ
く
も
の
と
は
異
な
り
、
人
類
主
義
の
普
遍
主
義
的
立
場
と
個
人
の
自
由
と
を
組
み
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
前
の

「
国
民
道
徳
論
」「
修
身
科
」
と
の
連
続
性
の
み
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
戦
後
の
京
都
学
派
の
哲
学
・
思
想
を
捉
え
損
ね
る
も
の
で
あ

る
し
、
む
し
ろ
こ
の
連
続
性
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
京
都
学
派
の
社
会
的
政
治
的
影
響
力
を
削
ご
う
と
し
た
戦
後
啓
蒙
を
中
心
と

す
る
論
壇
の
政
治
性
を
見
逃
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
国
民
道
徳

0

0

0

0

・
道
徳
教
育
に
関
わ
る
領
域
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
京
都
学
派
の
哲
学
者

た
ち
が
、「
保
守
」
の
論
客
と
し
て
論
壇
に
再
登
場
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
対
抗
関
係
に
あ
る
戦
後
啓
蒙
の
革
新
派
知
識
人
た
ち
そ

し
て
彼
ら
と
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
戦
後
教
育
学
の
先
導
者
た
ち
は
、
否
定
的
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
も
あ

っ
て
、
教
育
学
者
た
ち
は
京
都
学
派
と
そ
の
周
辺
の
哲
学
者
た
ち
と
の
戦
前
に
お
け
る
思
想
的
関
係
も
、
ま
た
戦
前
か
ら
連
続
し
て

い
る
戦
後
の
関
係
も
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
表
に
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
京
都
学
派
の
哲
学
と
教
育
学
と
の
関
係
が
見
え
な
く
な
っ
た
理
由
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
後
で
ま
た
具
体
的
に
例
示

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
篠
原
助
市
や
長
田
新
ら
当
時
の
教
育
学
の
テ
ク
ス
ト
で
は
明
ら
か
に
西
田
や
田
邊
の
思
想
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
表
記
せ
ず
ま
た
叙
述
に
お
い
て
も
引
用
と
い
う
形
を
取
ら
ず
に
直
に
自
分
の
文
章
に
埋
め
込
ん
で
し
ま
い
、

さ
ら
に
は
参
考
文
献
と
し
て
文
献
欄
に
表
記
し
て
も
い
な
い
。
同
時
代
の
読
者
に
は
、
そ
の
特
有
の
哲
学
用
語
や
フ
レ
ー
ズ
か
ら
京

都
学
派
の
哲
学
と
し
て
あ
る
程
度
は
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
時
期
か
ら
教
育
学
研
究
者
に
西
田
・
田
邊
を
は
じ
め
京
都
学

派
の
哲
学
に
対
す
る
基
本
的
な
知
識
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
用
語
や
フ
レ
ー
ズ
の
出
所
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
京
都
学
派
の
哲
学
と
教
育
学
と
の
関
係
の
忘
却
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。


