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本
書
は
、
そ
の
副
題
に
「
日
本
に
お
け
る
『
公
教
育
』
思
想
の
源
流
」
と

あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
公
教
育
の
特
質
、
言
い
換
え
れ
ば
、
国
家
と

教
育
と
の
つ
な
が
り
の
特
質
を
、
近
世
思
想
の
中
に
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
試
み
が
、
序
章
　
儒
学
に
お
け
る
教
育
思
想
の
紅
皿

的
特
質
…
…
朱
子
学
を
中
心
に
一
、
第
一
章
　
荻
生
租
練
の
教
育
思
想
、

第
二
章
　
折
衷
学
の
教
育
思
想
－
細
井
平
洲
を
中
心
に
一
、
第
三
章

天
明
・
寛
政
期
に
お
け
る
租
篠
学
I
l
亀
井
南
冥
の
思
想
と
教
育
1
、
第

四
章
亀
井
南
冥
の
学
校
論
と
福
岡
藩
校
、
第
五
章
寛
政
異
学
の
禁
を
め

ぐ
る
思
想
と
教
育
－
正
学
派
朱
子
学
と
異
学
の
禁
一
、
第
六
章
　
国
家

主
義
的
教
育
思
想
の
源
流
－
後
期
水
戸
学
の
国
家
意
識
と
統
合
論
一
、

終
章
　
結
語
i
統
合
と
教
育
を
二
心
に
ー
ー
、
と
い
う
熱
立
て
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
組
継
学
の
出
現
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
後
の
儒
学

者
た
ち
の
思
想
の
検
討
を
通
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
特
色

が
あ
る
。
な
お
以
下
に
お
い
て
本
書
評
は
、
「
1
」
に
お
い
て
藤
本
が
第
一
章

か
ら
第
五
章
ま
で
を
、
「
2
」
に
お
い
て
桂
島
が
第
六
章
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
担

し
て
論
じ
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
近
世
思
想
史
の
研
究
と
い
う
場
合
に
は
、

仁
斎
・
租
練
・
宣
長
と
い
っ
た
ス
タ
ー
た
ち
が
中
心
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、

本
書
に
お
い
て
は
、
狙
練
は
む
し
ろ
脇
役
で
あ
り
、
亀
井
南
冥
や
頼
春
水
の
思

想
と
教
育
に
つ
い
て
の
考
察
が
そ
の
白
眉
を
成
し
て
い
る
。
三
三
以
後
の
儒

学
史
の
研
究
を
習
指
す
者
に
と
っ
て
、
本
書
が
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な

い
重
要
な
労
作
と
な
っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
特
に
正
学
派
朱
子
学
に
つ
い

て
は
、
例
え
ば
、
衣
笠
安
喜
『
近
世
儒
学
思
想
史
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
）

に
お
い
て
は
、
「
寛
政
異
学
禁
の
思
想
史
的
意
義
」
（
同
書
二
二
七
頁
）
と
し

て
僅
か
数
頁
で
片
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
は
、

特
に
重
要
な
思
想
史
的
意
義
は
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
本
書

に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
思
想
に
こ
そ
近
世
に
お
け
る
公
教
育
の
一
つ
の
原
型
と

も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
点
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

頼
誤
一
『
近
世
後
期
朱
子
学
の
研
究
』
（
渓
水
社
）
に
お
け
る
よ
う
な
実
証
的

な
研
究
と
と
も
に
、
本
書
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
た
地
平
を
通
し
て
、
彼
ら

に
つ
い
て
の
思
想
史
的
な
研
究
が
更
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
「
朱
子
学
正
学
派
」
と
い
う
用
語
－
丁
丁
清
初
の
儒
学
と
日
本
の
そ
れ

と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
、
荻
生
茂
博
「
古
賀
精
里
」
（
『
江
戸
の
儒
学
』

思
慮
閣
出
版
所
収
）
を
参
照
す
れ
ば
、
「
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
正
学
派
」

と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
一
は
、
辻
本
氏
の
研
究
を
通
し
て
広
く
定

着
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
意
義
は
、
春
水
や
尾
藤
二
洲
ら
を
「
朱
子

学
至
正
学
の
主
張
者
た
ち
」
（
衣
笠
前
掲
書
二
二
八
頁
）
と
す
る
呼
称
を
よ

り
簡
潔
に
し
た
と
い
う
だ
け
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
著
作
に
つ
い

て
の
根
本
的
な
読
み
換
え
の
中
に
こ
そ
あ
る
。
例
え
ば
衣
笠
氏
の
、
「
朱
子
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学
の
復
活
は
む
し
ろ
そ
れ
が
本
来
道
徳
論
を
十
全
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
折
衷
学
派
い
ら
い
の
儒
学
の
道
徳
学
へ
の
限
定
媛
小
化
の
方
向

を
、
い
よ
い
よ
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
L
（
前
掲
書
二
三
〇
頁
）
と
い

う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
に
対
し
て
、
辻
本
氏
は
「
社
会
の
全
体
的
統
合
と
い

う
政
治
的
視
点
か
ら
の
（
そ
の
意
味
で
は
狙
稼
学
的
な
視
点
か
ら
の
）
　
“
朱

子
学
再
発
見
”
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
思
想
的
事
件
で
あ
っ
た
」
（
第
五
章
二
二

一
頁
）
と
い
う
視
点
か
ら
彼
ら
の
学
問
の
意
味
を
捉
え
る
。
正
学
派
朱
子
学

の
出
現
を
、
但
殊
学
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
朱
子
学
へ
の
回
帰
と
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
租
練
学
に
よ
る
洗
礼
を
受
け
た
が
故
に
、
却
っ
て
新
た
に
朱

子
学
が
「
再
発
見
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
思
想
的
事
件
と
し
て

捉
え
る
辻
本
氏
の
視
点
に
よ
っ
て
初
め
て
、
彼
ら
の
学
問
の
意
味
が
、
当
時

の
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
中
に
甦
ら
せ
ら
れ
得
た
の
で
あ
る
。

　
租
稼
に
よ
っ
て
受
け
た
衝
撃
の
深
さ
は
、
彼
ら
の
学
問
が
、
前
期
朱
子
学

に
お
け
る
よ
う
な
〈
朱
注
の
疏
〉
と
し
て
の
朱
子
学
へ
と
は
向
か
わ
な
か
っ

た
と
い
う
点
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
辻
本
氏
に
よ
れ
ば
、
組
練
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
た
政
治
的
統
合
と
い
う
鼠
的
を
、
人
心
を
も
含
む
形
で
い
か
に

実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
（
一
道
徳
論
を
含
み
込
ん
だ
風
俗
論
）
こ
そ
、
彼

ら
に
共
通
に
課
せ
ら
れ
た
テ
ー
マ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
第
五
章
一
＝
二
頁
）
。

　
そ
の
解
答
を
、
辻
本
氏
は
、
頼
春
水
の
「
学
統
」
論
の
中
に
見
い
だ
し
て

い
る
。

　
春
水
ら
の
正
学
派
と
家
田
大
峯
ら
の
異
学
派
と
の
対
立
点
は
、
「
学
の
多

様
化
こ
そ
が
積
極
的
価
値
で
あ
る
と
す
る
異
学
派
に
対
し
て
、
正
学
派
は
学

の
（
朱
子
学
へ
の
）
一
統
化
こ
そ
が
す
べ
て
の
前
提
で
あ
る
」
（
第
五
章
二
一

〇
頁
）
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
学
の
一
統
化
」
、
そ
れ
が
、
春
水
の
解
答

で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
「
『
君
上
』
1
『
学
館
』
（
藩
校
）
1
『
学
館

之
出
店
』
（
藩
校
の
分
校
一
郷
学
）
一
（
公
営
的
）
寺
小
屋
、
と
い
う
学
校

的
組
織
の
系
統
化
」
（
第
五
章
二
＝
二
頁
）
で
あ
り
、
「
公
権
力
に
も
と
つ
く

統
合
化
の
構
想
」
（
同
前
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
春
水
に
お
い
て
、
「
学
校
と
い

う
公
的
に
組
織
化
さ
れ
た
教
育
の
機
能
が
本
格
的
に
は
初
め
て
政
策
の
う
ち

に
取
り
込
ま
れ
た
」
（
同
前
）
の
で
あ
り
、
そ
し
て
辻
本
琉
は
、
こ
こ
に
こ

そ
日
本
の
公
教
育
の
確
た
る
源
流
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
は

従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
辻

本
氏
の
著
作
の
意
義
は
大
き
い
。

　
し
か
も
、
春
水
の
「
学
統
」
論
に
お
い
て
は
、
「
朱
子
学
的
徳
治
主
義
」

（
第
五
章
二
二
五
頁
）
は
完
全
に
解
体
さ
れ
て
い
る
。
「
君
主
個
人
の
人
格
的

有
徳
性
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
し
（
同
前
）
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
「
看
主
が

『
正
学
』
（
朱
子
学
）
を
一
国
の
『
学
統
』
と
し
て
確
定
し
た
と
い
う
そ
の
『
事

実
』
こ
そ
、
君
主
の
『
有
徳
』
性
を
何
よ
り
も
明
白
に
証
明
し
て
い
る
」
（
同

前
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
辻
本
氏
は
、
春
水
に
お
い
て
、
君
主
が
「
教
化
の

『
化
源
』
お
よ
び
『
学
統
』
の
所
在
を
示
す
最
高
に
し
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な

存
在
」
（
第
五
章
二
一
三
頁
）
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

の
意
義
を
、
「
租
頭
熱
が
想
定
し
て
い
た
超
越
的
君
主
や
、
あ
る
い
は
細
井

平
心
ら
の
析
衷
学
者
た
ち
が
期
待
し
た
『
名
君
』
や
『
賢
宰
』
と
い
っ
た
特

定
の
強
力
な
政
治
主
体
一
1
独
裁
的
な
政
治
権
力
者
一
を
前
提
に
し
な
く

と
も
（
中
略
）
、
儒
学
的
な
『
仁
政
』
が
十
分
に
可
能
と
な
る
論
理
と
な
っ

て
い
る
」
（
第
五
章
二
二
六
頁
）
点
に
見
い
だ
す
。
　
つ
ま
り
、
政
治
的
統
合

の
実
現
は
、
為
政
者
に
よ
る
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
起
動
力
と
す
る
の
で
は
な

く
、
「
学
の
一
統
化
」
を
こ
そ
起
動
力
と
す
る
と
い
う
教
育
の
政
治
に
対
す
る

優
越
の
論
理
、
も
し
く
は
「
『
学
統
』
即
『
政
統
』
」
（
第
五
章
二
一
四
頁
）
の

主
張
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
春
水
に
お
け
る
〈
学
へ
の
確
信
〉
と
も
呼
び
得
る
ほ
ど
の
強

い
信
頼
は
、
辻
本
氏
が
引
用
し
て
い
る
「
御
教
導
之
筋
品
能
立
行
ハ
れ
候
ヘ

ハ
、
…
…
諺
談
賄
賂
之
風
宙
然
と
や
ミ
、
…
…
不
正
之
祈
念
祈
濤
…
…
も
自

然
と
や
ミ
、
忠
孝
之
道
理
心
根
よ
り
行
込
厚
く
、
…
…
郷
党
之
礼
睦
敷
、
公

事
訴
訟
等
も
章
魚
、
…
…
旅
人
之
往
来
行
儀
正
敷
、
…
…
売
買
取
引
聯
無
理

非
道
之
事
無
之
、
…
…
惣
て
御
教
導
之
基
本
成
立
に
よ
り
て
花
咲
実
の
り
候

道
理
と
奉
祝
候
」
（
「
政
術
之
心
得
」
第
五
章
二
二
四
頁
）
と
い
う
言
葉
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
庶
民
教
化
に
関
す
る
手
放
し
の
楽
観
論
と
結
び
付
い
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
楽
観
論
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
学
校
組
織
の
階

統
的
秩
序
化
に
よ
る
統
合
の
論
理
、
謡
い
換
え
れ
ば
、
「
教
育
」
重
視
の
論
理

に
対
し
て
、
儒
学
に
伝
統
的
な
（
よ
り
直
接
的
に
は
三
篠
に
お
け
る
）
「
自
得
」

重
視
の
論
理
を
も
っ
て
対
抗
す
る
者
が
、
本
書
の
第
三
章
・
第
四
章
に
お
い

て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
亀
井
南
冥
で
あ
る
。

　
人
々
に
対
す
る
楽
観
的
信
頼
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
教
育
と
い
う
場
そ

の
も
の
が
成
立
し
得
な
い
と
い
う
点
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
春
水
の
言

葉
は
十
分
に
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
教
導
之
基
本
し
さ

え
成
立
す
れ
ば
、
淫
祀
・
邪
宗
に
惑
わ
さ
れ
る
人
も
「
自
然
と
や
む
」
と
い

う
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
租
挾
は
、
「
い
わ
ん
や
民
に
し
て
事
ご
と

に
こ
れ
を
説
き
、
そ
の
理
を
喩
り
て
鬼
神
に
惑
は
ざ
ら
し
む
る
は
、
百
孔
子

と
い
へ
ど
も
能
く
せ
ざ
る
駈
な
り
」
（
『
盛
名
』
）
と
厳
し
く
論
難
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
辻
本
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
祖
練
に
お
い
て
は
庶
民
教
化

の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
（
第
一
章
六
六
頁
）
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
理
由
か

ら
、
朱
子
学
正
学
派
は
、
租
練
墨
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
辻
本

氏
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
狙
稼
に
お
け
る
「
疵
物
」
と
し
て

の
人
材
は
、
教
育
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
（
一
「
気
質

不
変
化
の
説
」
第
一
章
三
七
頁
）
、
む
し
ろ
、
「
優
れ
た
人
才
は
、
い
つ
の
世

に
も
必
ず
一
定
の
割
合
で
存
在
し
て
い
る
」
（
一
「
人
材
軌
匡
の
法
則
し
第
一

章
三
九
頁
）
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
才
智
あ
る
賢
才
を
見
い
だ
す
君

主
の
徳
」
（
一
「
智
」
第
一
章
四
三
頁
）
こ
そ
が
重
視
さ
れ
る
。
租
練
に
と
っ

て
学
問
は
、
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
自
得
」
す
べ
き
も
の
だ
っ
た

か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
教
育
は
、
学
習
の
『
ワ
ザ
』
（
方
法
）
を
教
え
る

だ
け
で
、
後
は
学
習
者
の
自
発
的
学
習
に
よ
る
『
自
得
』
を
期
待
す
る
、
も

し
く
は
、
自
発
的
学
習
を
促
す
た
め
に
『
カ
タ
ハ
シ
』
（
示
唆
）
を
側
面
か
ら

与
え
る
の
み
」
（
第
一
章
五
五
頁
）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
自
得
」
の
重
視
は
、
南
冥
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
「
経
世
家
し
（
第
三
章
一
四
二
頁
）
で
あ
る
と
と
も
に
「
古
医
方
家
」
（
同

前
）
で
も
あ
っ
た
南
冥
に
と
っ
て
、
「
病
気
の
変
化
無
窮
に
対
し
て
自
在
に

対
悠
で
き
る
主
体
の
確
立
こ
そ
、
医
師
と
し
て
め
ざ
す
立
場
」
（
第
三
章
一

四
三
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
理
論
で
は
な
く
、
具
体
的
な
現
実
相
（
『
事

実
』
）
に
の
み
依
拠
す
る
」
（
第
三
章
一
四
四
頁
）
と
い
う
「
自
力
体
得
主
義
」

（
同
前
）
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
そ
の
ま
ま
『
学
問
』
に
も
妥

当
」
（
同
前
）
し
て
お
り
、
「
教
条
主
義
的
理
論
の
徹
底
し
た
拒
否
と
、
事
実

に
即
し
た
経
験
主
義
砿
（
圃
前
）
、
「
『
自
力
』
『
自
得
』
と
い
う
強
烈
な
主
体
的

立
場
の
確
立
」
（
同
前
）
、
「
い
か
な
る
現
実
的
諸
課
題
に
も
、
自
在
に
対
応

し
得
る
主
体
の
創
出
」
（
同
前
）
が
、
南
冥
に
と
っ
て
の
切
実
な
学
問
的
課
題

で
あ
っ
た
。
南
冥
の
『
論
語
語
由
』
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
応
え
て
、
ド
グ

マ
ゐ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
癬
釈
を
排
除
し
、
訓
導
に
お
い
て
さ
え
も
、
「
孔

子
は
來
だ
嘗
て
仁
を
詰
し
て
以
て
人
に
教
へ
ず
」
（
『
家
学
小
言
』
第
三
音
＝

四
一
頁
）
と
、
「
『
論
語
』
に
つ
い
て
の
解
釈
や
学
説
を
拒
む
」
（
第
三
音
＝
四

一
～
二
頁
）
と
い
う
困
難
な
営
み
を
通
し
て
、
「
孔
子
の
雷
管
に
よ
っ
て
の
み
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孔
子
を
語
ら
せ
、
孔
子
の
原
意
を
復
原
す
る
」
（
第
三
章
一
三
八
頁
）
こ
と
を

目
指
し
て
達
成
さ
れ
た
豊
か
な
成
果
で
あ
っ
た
。

　
南
冥
に
受
け
継
が
れ
た
「
自
得
」
の
重
視
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
狙
殊
に

よ
る
、
「
幕
府
に
お
け
る
官
制
教
育
（
『
公
役
ノ
稽
古
』
）
は
講
釈
の
一
方
面
な

教
育
」
（
第
一
章
穴
＝
貝
）
で
あ
り
、
「
学
習
者
の
自
発
的
な
学
ぶ
意
志
を
阻

害
し
て
い
る
」
（
同
前
）
と
す
る
「
官
制
教
育
」
の
否
定
へ
と
向
か
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
事
実
、
南
冥
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
福
岡
藩
に
お
い

て
同
時
に
開
校
さ
れ
た
東
西
二
つ
の
藩
校
の
一
方
で
あ
る
「
西
学
問
所
（
一

名
替
巣
館
）
」
の
「
総
受
持
」
に
就
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
四
章
一
六
七

頁
）
。
し
か
も
、
「
肥
後
物
語
」
に
お
い
て
南
冥
が
語
る
学
校
制
度
の
あ
る
べ

き
姿
は
、
租
挾
に
お
け
る
よ
う
な
「
生
ず
る
を
竣
つ
〕
（
『
学
鯛
隔
）
と
い
う
悠

然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
藩
士
た
ち
の
人
物
は
、
学
問
修
学
上
の
『
学

校
役
人
』
と
、
藩
政
の
職
務
上
の
『
豪
壮
の
役
人
』
と
に
よ
っ
て
、
二
重
に

評
価
さ
れ
、
掌
握
（
監
視
）
さ
れ
る
体
制
偏
（
第
四
章
一
六
三
頁
）
で
あ
り
、

「
人
材
掌
握
の
徹
底
化
と
合
理
化
の
シ
ス
テ
ム
」
（
同
前
）
で
あ
っ
た
。
同
じ

く
「
自
得
」
を
重
視
す
る
租
稼
と
南
冥
と
の
間
の
こ
の
隔
た
り
は
、
一
体
化

に
起
照
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
福
岡
藩
に
藩
校
が
設
立
さ
れ
る
前
年
、

学
問
所
設
立
の
諭
告
が
威
せ
ら
れ
た
「
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
こ
の
時

点
で
、
藩
に
と
っ
て
は
事
実
上
藩
主
不
在
と
い
う
事
態
に
あ
っ
た
」
（
第
四
章

｝
六
八
頁
）
と
い
う
辻
本
氏
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
辻
本
氏
が
述
べ
て
い
た

よ
う
に
、
租
篠
の
人
材
登
用
論
は
、
綱
性
あ
る
人
材
を
見
い
だ
す
と
い
う
君

主
の
経
験
知
的
洞
察
力
を
起
動
力
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
天
明
初
年
の
福

岡
藩
に
お
い
て
は
、
う
ち
続
く
不
幸
の
た
め
に
、
統
率
力
を
発
揮
す
べ
き
当

の
君
主
自
身
が
、
早
歯
し
た
り
、
あ
る
い
は
幼
君
で
あ
る
と
い
う
「
被
打
続

御
大
変
」
の
最
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
同
前
）
。
こ
の
危
機
は
「
『
家
老
中
』

が
藩
主
の
『
御
名
代
』
と
い
う
形
で
執
行
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
、
家
老
た
ち

の
合
議
に
よ
る
集
団
執
政
の
体
制
）
㎏
（
第
四
章
一
六
九
頁
）
に
よ
っ
て
乗
り

切
ら
れ
た
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
綱
具
の
人
材
登
用
論
が
、

そ
の
ま
ま
の
形
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
君
主
の
個
人
的
力
量
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
「
『
家
老
中
』
に

よ
る
執
政
に
協
力
（
『
御
奉
公
』
）
し
て
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切
る
こ
と
に
貢

献
で
き
る
す
ぐ
れ
た
藩
『
官
僚
』
レ
（
第
四
章
一
七
〇
頁
）
を
育
成
す
る
た
め

に
藩
校
が
設
立
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
際
に
、
南
冥
は
、
「
相
当
密
接
に
、
む

し
ろ
南
冥
の
構
想
に
も
と
づ
い
て
事
が
運
ん
だ
」
（
第
四
章
一
七
二
頁
）
と
辻

本
氏
は
推
定
し
、
そ
の
こ
と
は
、
「
半
夜
話
」
の
成
立
年
代
の
考
証
を
通
し

て
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
第
四
章
　
七
四
頁
以
下
）
。

　
南
冥
の
思
想
と
教
育
に
つ
い
て
の
辻
本
氏
の
考
察
は
、
説
得
力
に
富
み
、

ま
た
多
く
の
示
唆
を
読
む
者
に
与
え
る
力
作
で
あ
る
が
、
あ
え
て
評
者
の
不

満
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
辻
本
氏
の
「
十
八
世
紀
後
半
の
組
帯
学
や
折
衷

学
に
お
い
て
、
強
烈
な
実
践
主
体
形
成
の
思
想
的
営
為
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
南
冥
学
に
お
い
て
み
た
通

り
、
そ
う
し
た
『
主
体
』
は
、
そ
れ
を
内
面
か
ら
さ
さ
え
る
形
而
上
学
や
世

界
観
を
欠
落
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
点
に
、
狙
練
学
成
立
以
後
ほ
ぼ
通
有
の
脆

弱
性
を
も
っ
て
い
た
し
（
第
三
章
一
五
三
頁
）
と
い
う
指
摘
や
、
そ
し
て
、
こ

う
し
た
脆
弱
性
の
故
に
組
二
面
や
折
衷
学
は
、
「
天
人
合
一
の
撤
界
観
の
も

と
に
、
世
界
に
対
す
る
責
任
主
体
と
し
て
自
己
を
鍛
え
あ
げ
て
い
っ
た
朱
子

学
や
陽
明
学
の
実
践
的
な
倫
理
主
体
に
克
服
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
」
（
第

三
章
一
五
三
～
四
頁
）
と
い
う
位
置
付
け
は
、
補
注
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
（
第
三
章
一
五
六
頁
）
、
宮
城
公
子
「
変
革
期
の
思
想
」
（
『
講
座
日
本
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誤審

史
臨
四
東
京
大
学
出
版
会
）
や
「
鷹
野
儒
学
史
の
視
点
」
（
『
日
本
史
研
究
』

二
三
二
）
な
ど
に
よ
り
か
か
り
す
ぎ
た
理
解
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
一
切
の
ド
グ
マ
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拒
絶
す
る
こ
と
の
上

に
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
南
冥
の
学
問
的
営
為
の
意
義
を
、
彼
が
排
除
し
よ

う
と
し
た
そ
の
当
の
「
形
而
上
学
や
世
界
観
」
の
欠
落
の
故
に
撃
つ
と
い
う

方
法
は
、
少
し
フ
ェ
ア
！
で
は
な
い
よ
う
に
評
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た

辻
本
氏
は
、
租
彼
学
に
お
い
て
は
「
君
主
は
、
超
越
的
な
『
天
』
の
権
威
に

重
な
る
形
で
、
そ
の
強
力
な
超
越
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
」
（
第
五
章
二
二

五
頁
）
と
し
、
そ
の
人
材
論
の
特
質
も
、
「
実
は
君
主
の
超
越
的
権
威
こ
そ
、

家
臣
の
も
つ
個
別
的
な
『
才
』
を
生
か
す
た
め
の
も
の
と
い
っ
た
構
造
」
（
第

一
章
四
五
頁
）
に
あ
る
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
は
、
丸
山
真
男
『
日
本
政
治

思
想
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
を
基
本
的
な
下
敷
き
に
し
た
理
解
で
あ

る
が
、
本
書
の
刊
行
後
、
子
安
宣
邦
『
「
事
件
」
と
し
て
の
狙
篠
学
』
（
青
照

社
）
が
出
版
さ
れ
、
丸
山
氏
に
よ
っ
て
「
狙
裸
を
通
じ
て
欺
隔
的
に
、
饒
雪

に
語
ら
れ
る
絶
対
的
支
配
者
の
論
理
」
（
同
書
四
七
頁
）
の
も
つ
虚
構
性
が

暴
露
さ
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
え
直
す

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
紙
数
の
都
合
に
よ
り
、
細
井
平
頚
に
つ
い
て
の
辻
本
氏
の
考
察
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
折
衷
学
に
対
す
る
従
来
の
評
価
が
、

例
え
ば
、
相
良
亨
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
教
運
動
の
系
譜
』
（
理
想
社
）
に

お
い
て
は
「
学
的
主
張
を
も
た
ず
、
主
観
的
主
張
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
衣
笠

氏
に
よ
っ
て
は
「
恣
意
的
と
も
い
え
る
相
対
主
義
」
「
政
治
従
属
」
（
前
掲
書
）

で
あ
る
と
さ
れ
る
（
第
｝
　
章
＝
二
頁
）
の
に
対
し
て
、
辻
本
氏
は
、
平
洲

が
、
「
藩
主
の
誠
実
な
る
仁
政
を
前
提
に
、
藩
主
権
威
の
強
化
と
、
君
の
徳

や
恩
を
機
軸
に
し
た
藩
内
領
民
の
全
体
と
し
て
の
統
合
の
理
念
や
論
理
を
、

展
開
し
」
（
第
二
章
一
一
三
頁
）
、
そ
の
教
化
論
が
、
「
改
革
の
基
調
を
な
す

理
念
で
あ
る
と
と
も
に
領
内
統
合
の
論
理
と
し
て
提
示
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
あ
っ
た
し
（
同
前
）
と
い
う
こ
と
を
、
「
平
洲
の
徹
底
し
た
愚
民
観
」
（
第

二
章
一
〇
三
頁
）
の
読
み
換
え
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
読
み

換
え
に
よ
っ
て
初
め
て
、
平
洲
が
諸
大
名
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に
民
衆
の
広
汎
な
支
持
を
も
集
め
得
た
こ
と
の
秘
密
が
解
き
明
か
さ
れ
た

と
菅
R
え
る
だ
ろ
う
。

2

　
以
下
で
は
第
六
章
　
国
家
主
義
的
教
育
思
想
の
源
流
－
後
期
水
戸
学
の

国
家
意
識
と
統
合
論
－
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
後
期
水
戸
学
に
つ
い
て
は
、
尾
藤
正
英
氏
の
「
水
戸
学
の
特
質
」
（
『
岩

波
臼
本
思
想
大
系
・
水
戸
学
』
所
収
）
が
著
さ
れ
て
以
降
、
租
勉
学
の
影
響

が
指
摘
さ
れ
、
旧
来
の
朱
子
学
的
大
義
名
分
論
に
連
な
る
思
想
と
す
る
説
が

改
め
ら
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
辻
本
氏
も
基
本
的
に
こ
の
見
鯉
を
継
承

し
て
持
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
前
章
ま
で
の
論
旨
か
ら
す
る
と
注
目
す

べ
き
論
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
辻
本
氏
は
、
役
解
髪
か
ら
さ
ら
に
折
衷
学
・
正
学
派
朱
子
学
の
統
合
論

・
教
化
論
の
系
譜
の
帰
結
と
し
て
後
期
水
亭
学
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
本
章
自
体
で
は
、
こ
の
こ
と
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
を
読
み
進
ん
で
き
た
者
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
本
書

の
最
終
章
に
後
期
水
戸
学
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ

と
が
明
確
に
聴
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
結
語
の
部
分
で
辻
本

氏
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
朱
子
学
（
正
学
派
朱
子
学
）

の
『
学
統
』
の
論
理
は
、
後
期
水
戸
学
の
名
分
論
に
つ
な
が
る
。
…
…
後
期
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水
戸
学
は
、
正
学
派
朱
子
学
の
統
合
論
を
国
家
論
的
に
再
構
成
し
直
し
、
．
國

家
的
集
中
と
動
員
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
構
築
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
L
（
三
四
〇
～
一
頁
）

　
後
期
水
戸
学
の
研
究
状
況
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
こ
の
広
い
流
れ
に
立
っ
て

の
論
点
こ
そ
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
革
新
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
し
う

る
で
あ
ろ
う
。
尾
藤
氏
が
狙
侠
学
の
影
響
を
見
た
こ
と
に
加
え
て
、
さ
ら
に

寛
政
期
の
思
想
状
況
こ
そ
後
期
水
戸
学
と
密
接
な
関
連
に
た
つ
前
史
で
あ
る

こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
点
は
、
ひ
る
が
え
っ

て
最
近
藤
田
覚
氏
な
ど
に
よ
っ
て
寛
政
前
後
の
黒
幕
関
係
の
変
容
を
幕
末
の

前
史
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（
「
寛
政
期
の
朝
廷
と
幕
府
」

『
歴
史
学
研
究
』
五
九
九
号
）
こ
と
と
関
連
さ
せ
る
と
な
か
な
か
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
藤
田
髭
は
、
政
治
史
の
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、

寛
政
期
の
祭
祀
の
復
興
や
松
平
定
信
の
大
政
委
任
論
の
表
明
、
幕
府
に
よ
る

対
外
問
題
の
朝
廷
へ
の
異
例
の
報
告
等
が
、
い
ず
れ
も
き
た
る
べ
き
幕
宋
の

朝
幕
関
係
の
「
予
行
演
習
」
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

が
、
思
想
史
的
に
こ
れ
を
捉
え
返
す
な
ら
ば
、
寛
政
期
を
一
つ
の
画
期
と
し

て
新
た
な
国
家
論
が
胚
胎
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
意
味

で
も
後
期
水
戸
学
の
統
合
論
や
国
家
論
の
前
史
が
当
然
に
も
想
定
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
辻
本
氏
の
論
点
は
、
し
た
が
っ
て
今
後
の

後
期
水
戸
学
研
究
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
寛
政
以
降
の

政
治
史
的
研
究
の
今
後
の
進
展
と
も
絡
め
つ
つ
、
さ
ら
に
継
承
・
深
化
さ
せ

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
は
言
え
、
後
期
水
患
学
に
限
定
し
て
考
え
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
問
題

が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
ま
ず
辻
本
氏
は
、
既
述
し
た
正
学
派
朱
子
学
と
後

期
水
戸
学
の
関
連
を
説
き
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
、
後
期
水
戸
学
－
会
沢
安

が
中
心
と
な
っ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
ρ
辻
本
氏
の
「
国
家
主
義
的
教
育
思
想

の
源
流
と
し
て
の
水
声
学
」
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
藤
田
東
湖
『
弘

道
館
記
述
義
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
が
、
紙
幅
の

関
係
も
あ
る
の
で
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
一
の
儒
教
的
（
朱
子
学
的
）
性

格
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
天
」
や
「
道
」
と
い
っ
た
概
念
が
基

本
的
に
儒
教
的
概
念
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
（
一
三
四
頁
）
、
そ
う
し
た

「
儒
教
的
普
遍
」
に
立
脚
す
れ
ば
こ
そ
、
会
沢
学
が
国
学
と
異
な
っ
て
西
洋

に
対
す
る
対
抗
論
理
と
し
て
の
体
裁
を
有
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
他
方
で
そ
れ
は
「
普
遍
の
よ
そ
お
い
」
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
読
む
側
に
は
し
っ
く
り
こ
な
い
も
の
が
残
る
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
辻
本

氏
が
会
沢
安
に
即
し
て
そ
の
論
理
を
再
構
成
す
る
に
急
で
あ
っ
て
、
「
天
」

や
「
道
」
「
虜
然
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
理
を
構
成
す
る
静
態
的
な
儒
教

的
「
概
念
装
置
」
に
す
ぎ
な
い
と
見
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
無
論
、

し
ば
し
ぼ
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
後
期
水
戸
学
は
「
危
機
の
政
治
神
学
」

で
あ
り
、
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
色
彩
を
色
濃
く
纒
っ
て
い
る
以

上
、
そ
の
論
理
こ
そ
問
題
で
あ
り
、
概
念
装
置
自
体
は
中
心
的
に
分
析
す
る

に
値
し
な
い
と
い
う
見
方
が
支
配
的
で
あ
り
、
事
実
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も

概
念
装
置
に
立
ち
入
っ
て
の
分
析
は
僅
か
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
循
殊
学
的

要
素
や
朱
子
学
的
要
素
の
摘
除
に
止
ま
る
と
い
う
現
実
が
存
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
私
は
後
期
水
芦
学
の
論
理
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
概
念
の
分

析
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
期
水

戸
学
の
論
理
・
天
皇
論
の
中
で
、
儒
教
的
概
念
霞
体
が
変
容
・
風
化
し
た
筈

で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
こ
そ
近
代
に
お
け
る
儒
教
の
展
開
を
め
ぐ
る
前
提
と
も

な
る
聞
題
を
提
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
昧
で
は
、

寛
政
期
以
降
の
思
想
史
的
展
開
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
天
」
や
「
自
然
」
と
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い
っ
た
概
念
が
如
何
に
後
期
水
戸
学
へ
と
転
回
し
変
化
す
る
の
か
と
い
う
問

題
を
も
是
非
辻
本
氏
に
薙
上
に
の
せ
て
頂
き
た
か
っ
た
と
思
っ
た
次
第
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
後
期
水
戸
学
の
儒
教
的
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

辻
本
氏
は
後
期
水
戸
学
と
元
来
の
儒
教
（
中
国
の
儒
教
）
の
有
す
る
宗
教
性

と
の
関
連
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
問
題
を
怠
り
出

し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
辻
本
氏
は
後
期
水
戸
学
の
「
父
子
分

身
一
体
の
義
」
を
「
中
国
儒
教
の
基
盤
を
な
し
た
…
…
華
墨
的
儒
教
の
受
容
」

「
孝
の
宗
教
的
理
解
」
と
考
え
、
「
死
生
論
を
説
か
な
か
っ
た
…
…
近
世
儒
教

の
弱
点
に
、
会
沢
は
気
づ
い
て
い
た
」
と
見
る
。
旧
来
、
後
期
水
戸
学
の
祭

祀
論
を
国
学
や
十
二
学
か
ら
説
明
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば
、
中
国
儒
教
に
お
け
る
「
孝
」
や
「
礼
」
の
有
す
る
宗
教
性
や
祖

先
崇
拝
と
の
関
連
で
説
く
辻
本
氏
の
論
点
は
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
今
後
深

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
雷
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
辻
本

氏
は
会
沢
が
近
世
儒
教
の
弱
点
に
気
づ
い
て
い
た
こ
と
に
続
け
て
「
つ
ま
り
、

近
世
儒
教
は
民
心
を
十
分
と
ら
え
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
三

一
〇
頁
）
と
し
て
い
る
点
に
は
若
干
の
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
故

な
ら
、
民
衆
に
儒
教
が
十
分
に
浸
透
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
近
世
社

会
に
あ
っ
て
、
果
た
し
て
民
心
統
合
の
た
め
の
祭
祀
と
い
う
会
沢
の
発
想
は

中
国
儒
教
の
祖
先
崇
拝
や
「
礼
」
の
延
長
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
疑

問
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
辻
本
氏
が
前
提
と
し
て
捉
え
て
い
る
前

期
水
戸
学
と
「
礼
教
的
」
儒
教
の
宗
教
性
と
の
関
連
は
想
定
さ
れ
よ
う
が
、

会
沢
の
祭
祀
論
に
は
儒
教
の
他
に
も
あ
ま
り
に
も
多
く
の
思
想
的
要
素
が
混

入
し
て
お
り
、
こ
れ
を
儒
教
の
祖
先
祭
祀
論
等
か
ら
の
み
説
明
す
る
の
は
無

理
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　
こ
の
他
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
辻
本
氏
が
後
期
水
戸
学
の
主
張
に
は
近
世

社
会
の
武
士
の
意
識
に
合
致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

綱
え
ば
、
そ
の
叢
夷
論
や
西
洋
認
識
は
、
幕
藩
制
社
会
に
も
と
も
と
内
包
さ

れ
て
い
た
意
識
を
前
提
と
し
て
い
た
点
（
二
七
四
頁
）
、
会
沢
の
「
井
倉
置

合
」
と
い
う
忠
孝
一
致
論
は
主
従
関
係
が
固
定
化
し
て
い
る
幕
藩
制
下
の
武

士
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
定
着
し
て
い
た
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
の
指
摘
（
三
〇

二
頁
）
な
ど
で
あ
る
。
後
期
水
戸
学
の
受
容
基
盤
に
踏
み
込
ん
だ
こ
う
し
た

指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
辻
本
氏
は
、
久
留
米
藩
に
お
け
る
後
期

水
戸
学
の
受
容
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
視
点
を
生
か
し
て
「
天
皇
を
頂
点
と

し
た
国
家
祭
祀
論
で
あ
る
よ
り
も
、
や
は
り
忠
孝
道
徳
に
も
と
つ
く
武
士
意

識
の
喚
起
の
側
面
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
」
（
＝
三
一
頁
）
と
的
確
な

分
析
を
湘
え
、
そ
れ
こ
そ
「
会
沢
国
体
論
の
思
想
的
結
節
点
」
で
あ
っ
た
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
意
識
へ
の
「
覚
醒
」
も
、
こ
う
し
た
回
路
を

経
て
顕
現
す
る
と
こ
ろ
に
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
日
本
に
お
け
る
国
家

意
識
の
問
題
性
を
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と

思
う
。

　
以
上
、
浅
学
の
身
で
あ
り
、
か
つ
著
者
に
日
頃
か
ら
お
世
話
に
な
り
つ
つ

も
縷
々
私
見
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
。
は
た
し
て
著
者
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
を

理
解
し
得
て
い
る
か
不
安
を
禁
じ
え
な
い
が
、
著
者
の
御
寛
恕
を
お
願
い
す

る
次
第
で
あ
る
。

　
〔
付
記
〕
　
こ
の
書
評
は
、
近
世
思
想
史
研
究
会
の
四
月
七
日
に
行
わ
れ
た
例
会
で
の

　
　
　
　
発
表
を
も
と
に
、
そ
れ
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
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