
「
革
新
」
と
い
う
言
葉
は
現
在
、
俗
語
的
用
法
が
一
般
化
し
て
言
葉
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
。
私
は
、

「
革
新
」
と
は
、
国
民
大
多
数
の
願
望
の
実
現
を
妨
げ
る
も
の
を
克
服
し
て
い
く
力
だ
と
答
え
る
。

国
民
の
願
望
と
は
、
先
ず
国
民
個
々
の
能
力
を
活
発
に
展
開
で
き
る
明
る
い
社
会
で
あ
り
、
次
に
経
済
成
長
を

通
じ
て
国
民
生
活
の
向
上
を
計
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に
経
済
成
長
に
伴
う
ヒ
ズ
ミ
が
、
社
会
に
違
和
感
を
つ
く
っ

た
り
す
る
の
を
正
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

経
済
成
長
と
い
っ
て
も
、
み
ず
か
ら
の
経
済
や
経
営
を
不
断
に
革
新
し
て
い
く
と
共
に
、
世
界
経
済
の
視
野
か

ら
貿
易
や
資
本
の
自
由
化
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
、
一
つ
の
「
革
新
」
で
あ
る
し
、
ま
た
技
術
の
「
革
新
」
と
い

う
こ
と
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
革
新
勢
力
」
は
、
か
く
し
て
招
来
さ
れ
る
生
産
性
の
向
上
に
執
拗
に
反
対
し
、
本

来
の
意
味
の
「
革
新
」
に
背
を
向
け
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
の
経
済
体
制
は
純
粋
に
資
本
主
義
で
も
社
会
主
義
で
も
な
い
。
資
本
主
義
を
支
柱
と
し
た
混
合
体

四
、
革
新
の
意
味
す
る
も
の
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制
と
い
う
べ
き
だ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
手
段
を
取
入
れ
て
不
断
に
自
己
革
新
し

な
が
ら
世
界
経
済
の
中
で
の
厳
し
い
競
争
に
耐
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。

現
実
の
政
治
の
舞
台
で
見
る
と
、
自
民
党
は
強
い
指
導
性
を
確
立
で
き
ず
、
ま
た
既
存
の
制
度
や
慣
行
を
革
新

し
き
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
革
新
勢
力
」
の
対
決
と
は
次
元
の
異
な
る
課
題
が
あ
る
。
一
方
、
社
会

党
は
教
条
主
義
に
陥
り
、
真
剣
な
革
新
を
怠
り
、
保
守
か
革
新
か
の
命
題
を
い
つ
の
間
に
か
、
戦
争
か
平
和
か
の

問
題
に
す
り
か
え
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
平
和
の
維
持
こ
そ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
係
の
な
い
政
治
全
体
の
第

一
の
課
題
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
革
新
勢
力
」
の
専
売
特
許
で
は
断
じ
て
な
い
。

（
昭
、
四
三
・
二
・
二
九
　
「
朝
日
新
聞
」）

革新の意味するもの


	革新の意味するもの

