
一

円
了
の
ウ
ィ
ー
ン
訪
問

東
洋
大
学
の
前
身
で
あ
る
哲
学
館
は
︑
学
祖
・
井
上
円
了
︵
以
降
︑
円
了
と
略
す
︶
に
よ
っ
て
明
治
二
十
年
九
月
十
六
日
に
創
設

さ
れ
た
︒
そ
し
て
円
了
は
そ
の
哲
学
館
を
後
に
︑
翌
二
十
一
年
六
月
に
約
一
年
間
に
渡
る
欧
米
視
察
旅
行
︵
第
一
回
海
外
視
察
旅
行
︶

に
出
発
す
る
︒
こ
の
行
動
に
対
し
︑
な
ぜ
敢
え
て
学
校
創
立
か
ら
一
年
未
満
と
い
う
大
切
な
時
期
に
一
年
余
り
に
渡
る
長
期
の
渡
航

に
出
た
の
か
︑
こ
れ
は
﹁
突
然
﹂
の
出
発
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︑
と
三
浦
節
夫
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
(
1

)

︒
こ
の
疑
問
に
対
し
三

浦
は
︑
円
了
と
深
い
繋
が
り
の
あ
っ
た
東
本
願
寺
側
が
こ
の
海
外
渡
航
を
事
前
に
承
知
し
て
い
た
形
跡
を
挙
げ
︑﹁
突
然
﹂
の
渡
航
で

は
無
か
っ
た
旨
を
示
唆
し
て
い
る
(
2

)

︒

﹁
突
然
﹂
で
無
い
な
ら
ば
相
応
の
検
討
を
経
た
上
で
の
行
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
時
期
に
相
次
い
で
起
こ
っ
た
日
本
の
統

治
機
構
や
文
教
施
策
の
大
き
な
変
革
︑
お
よ
び
円
了
帰
国
後
に
見
ら
れ
た
円
了
の
教
育
観
の
変
化
等
も
併
せ
考
え
る
と
︑
な
ぜ
生
後

間
も
な
い
哲
学
館
を
後
に
残
し
て
で
も
敢
え
て
こ
の
時
期
に
渡
航
に
踏
み
切
っ
た
の
か
︑
三
浦
の
疑
問
を
引
き
続
き
考
え
て
み
る
必

要
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
本
稿
は
︑
紙
幅
の
都
合
か
ら
深
掘
り
は
難
し
い
と
し
て
も
︑
当
時
の
明
治
政
府
に
よ
る
ド
イ
ツ
国
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家
学
の
受
容
や
文
教
施
策
の
変
革
な
ど
を
検
討
し
︑
そ
れ
ら
を
こ
の
時
期
の
哲
学
館
や
円
了
の
教
育
観
を
捉
え
る
上
で
の
視
座
と
し

て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
︒

明
治
維
新
以
来
︑
明
治
政
府
は
日
本
の
あ
る
べ
き
統
治
機
構
を
め
ぐ
っ
て
紆
余
曲
折
を
経
験
し
て
き
た
が
︑
明
治
十
年
代
か
ら
二

十
年
代
に
か
け
て
︑
遂
に
そ
の
基
礎
が
据
え
ら
れ
た
︒
日
本
の
創
出
す
べ
き
立
憲
政
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
英
米
流
議
会
の
早
期

開
設
を
求
め
る
大
隈
重
信
参
議
ら
が
政
府
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
︵
明
治
十
四
年
の
政
変
︶︑
直
ぐ
に
﹁
国
会
開
設
の
詔
﹂
が
明
治
天
皇

よ
り
詔
勅
さ
れ
︑
日
本
は
明
治
二
十
三
年
を
期
に
欽
定
憲
法
の
制
定
と
国
会
開
設
を
行
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
︒
そ
の
準
備
の
た
め
︑

伊
藤
博
文
参
議
は
欧
州
へ
憲
法
調
査
等
を
目
的
と
し
た
出
張
に
赴
く
︒
明
治
十
八
年
十
二
月
に
は
太
政
官
制
か
ら
内
閣
制
度
に
移
行

し
︑
伊
藤
が
初
代
内
閣
総
理
大
臣
と
な
り
︑
明
治
十
九
年
二
月
に
は
行
政
機
構
︵
各
省
官
制
︶
が
整
備
さ
れ
︑
三
月
に
は
行
政
官
僚

の
養
成
・
供
給
等
を
目
的
と
し
て
帝
国
大
学
が
創
設
さ
れ
る
︒
そ
し
て
明
治
二
十
一
年
四
月
に
枢
密
院
が
設
置
さ
れ
る
と
︑
伊
藤
は

自
ら
議
長
に
就
任
し
て
憲
法
草
案
の
審
議
を
行
い
︑
明
治
二
十
二
年
二
月
い
よ
い
よ
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒

明
治
二
十
三
年
七
月
に
は
第
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ
︑
十
一
月
に
は
第
一
回
帝
国
議
会
が
開
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同

年
十
月
に
は
天
皇
か
ら
教
育
勅
語
が
発
せ
ら
れ
︑
日
本
の
国
民
教
育
の
根
本
が
定
め
ら
れ
た
︒

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
に
向
か
っ
た
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
︑
伊
藤
の
欧
州
へ
の
憲
法
調
査
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な

ら
︑
主
に
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
過
ご
し
た
こ
の
出
張
に
て
︑
伊
藤
は
国
制
に
関
す
る
要
諦
を
多
く
得
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ

を
ベ
ー
ス
に
明
治
国
家
の
体
制
を
整
え
得
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
伊
藤
の
学
び
に
特
に
顕
著
な
影
響
を
与
え
た
人
物
を
一
名

特
定
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
著
名
な
行
政
法
学
者
で
あ
り
国
家
学
者
で
あ
る
︑
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ

イ
ン
︵
L
oren
z
von
S
tein
:
1815-1890︶
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
明
治
政
府
の
リ
ー
ダ
ー
た
る
伊
藤
が
シ
ュ
タ
イ
ン
に
心
酔
し
て

い
た
こ
と
は
当
時
で
も
有
名
で
︑
そ
れ
は
日
本
の
皇
族
・
政
治
家
・
宗
教
家
・
学
者
な
ど
の
間
で
も
︑
渡
欧
の
機
会
に
ウ
ィ
ー
ン
の
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シ
ュ
タ
イ
ン
を
訪
ね
る
と
い
う
﹁
シ
ュ
タ
イ
ン
詣
で
﹂
が
流
行
す
る
程
で
あ
っ
た
(
3

)

︒
例
え
ば
︑
そ
の
一
人
で
あ
る
有
栖
川
宮
熾
仁

親
王
に
随
行
し
た
林
薫
は
︑
回
顧
録
の
中
で
こ
う
記
し
て
い
る
：

伊
藤
公
が
ス
タ
イ
ン
の
講
釈
を
聞
け
り
と
云
う
こ
と
よ
り
し
て
︑
ス
タ
イ
ン
は
一
時
日
本
人
間
に
流
行
子
と
な
り
︑
欧
州
視
察

に
行
く
者
︑
博
士
に
面
会
せ
ざ
れ
ば
︑
有
馬
に
行
っ
て
温
泉
に
浴
せ
ざ
る
の
心
地
し
た
り
︒
⁝
⁝

日
本
に
於
て
有
名
な
る
僧
が
︑

博
士
に
就
き
仏
学
の
質
問
を
為
し
て
︑
そ
の
説
に
感
服
し
た
る
も
あ
り
︒
以
て
︑
当
時
博
士
に
対
す
る
日
本
人
の
思
想
如
何
を

知
る
べ
し
(
4

)

︒

ま
さ
に
﹁
ス
タ
イ
ン
︵
注
：
ド
イ
ツ
語
で
〝
石
〟
や
〝
岩
〟
の
意
味
が
あ
る
︶
で
固
い
頭
を
敲
き
破
り
﹂
と
云
う
川
柳
や
︑﹁
彼
奴

︵
あ
い
つ
︶
も
此
奴
︵
こ
い
つ
︶
も
独
逸
︵
ど
い
つ
︶
で
な
く
て
は
夜
が
明
け
ぬ
﹂
な
ど
と
い
っ
た
文
句
が
人
口
に
膾
炙
す
る
ほ
ど
︑

シ
ュ
タ
イ
ン
は
時
の
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

円
了
も
第
一
回
海
外
視
察
旅
行
に
て
ウ
ィ
ー
ン
を
訪
れ
て
い
る
︒
こ
の
旅
行
の
記
録
は
︑﹃
欧
米
各
国
政
教
日
記
﹄上
下
巻
と
し
て
︑

明
治
二
十
二
年
か
ら
二
十
三
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
(
5

)

︒
し
か
し
︑
こ
の
著
作
の
ウ
ィ
ー
ン
滞
在
時
の
部
分
を
参
照
し
て
も
︑
円

了
が
シ
ュ
タ
イ
ン
に
会
っ
た
と
云
う
記
述
は
無
い
︒
内
容
は
当
地
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
記
事
が
殆
ど
で
︑分
量
も
乏
し
い
︒

も
っ
と
も
︑
こ
の
旅
行
の
目
的
は
欧
米
に
お
け
る
政
治
︵
国
家
︶
と
宗
教
と
の
関
係
︑
お
よ
び
哲
学
や
東
洋
学
研
究
の
情
況
を
実
地

に
調
査
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
︑
元
々
﹁
シ
ュ
タ
イ
ン
詣
で
﹂
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
シ
ュ

タ
イ
ン
自
身
は
明
治
十
八
年
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
を
定
年
退
職
し
︑
以
降
は
主
に
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
の
ヴ
ァ
イ
ト
リ
ン
ガ
ウ
に
あ
っ
た
別

荘
で
学
究
生
活
を
続
け
て
い
た
頃
で
︑
し
か
も
肺
結
核
を
患
っ
て
徐
々
に
衰
弱
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
た
め
︑
面
会
が
叶
わ
な
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か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
(
6

)

︒

た
だ
︑
知
識
階
級
に
属
す
る
円
了
が
シ
ュ
タ
イ
ン
の
評
判
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
そ
し
て
特
に
旺
盛
な
行

動
力
を
発
揮
す
る
円
了
な
ら
ば
︑
折
角
の
来
欧
の
機
会
を
逃
さ
ず
シ
ュ
タ
イ
ン
に
会
お
う
と
し
て
も
不
思
議
で
は
無
い
︒
ま
た
円
了

の
交
流
関
係
︑
例
え
ば
旅
行
出
発
直
前
に
は
内
閣
法
制
局
長
官
で
伊
藤
に
ド
イ
ツ
学
の
導
入
と
ド
イ
ツ
へ
の
憲
法
調
査
を
強
く
勧
め

た
井
上
毅
と
面
会
し
た
り
︑
欧
州
で
は
ド
イ
ツ
留
学
中
の
井
上
哲
次
郎
と
頻
繁
に
顔
を
合
わ
せ
た
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
え
合

わ
せ
る
と
︑
円
了
が
ウ
ィ
ー
ン
訪
問
時
に
シ
ュ
タ
イ
ン
に
会
わ
な
か
っ
た
／
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
些
か
奇
異
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
は
明
治
二
十
三
年
九
月
に
︑
ウ
ィ
ー
ン
で
病
歿
し
た
︒
円
了
は
そ
の
後
二
回
の
海
外
視
察
で
も
欧
州
を
訪
れ

て
い
る
が
︑
ウ
ィ
ー
ン
に
は
行
っ
て
い
な
い
︒

二

学
政
方
針
と
ド
イ
ツ
国
家
学

明
治
維
新
以
後
︑
自
然
界
の
法
則
性
に
着
目
す
る
世
界
観
と
そ
れ
の
具
体
的
な
果
実
と
し
て
の
近
代
科
学
の
華
々
し
い
成
果
︑
お

よ
び
そ
う
し
た
世
界
観
に
縁
を
有
し
自
然
権
的
な
発
想
に
基
づ
く
自
由
主
義
思
想
︑
平
等
論
︑
民
権
論
と
い
っ
た
政
治
思
想
が
︑
明

治
の
新
国
家
に
急
速
に
流
入
し
て
き
た
︒
明
治
政
府
の
要
人
や
在
野
の
知
識
人
に
お
い
て
も
︑
そ
う
し
た
自
由
権
思
想
に
共
鳴
す
る

者
が
少
な
く
な
か
っ
た
︒
教
育
の
分
野
で
は
︑
例
え
ば
福
沢
諭
吉
の
有
名
な
﹃
学
問
ノ
ス
ヽ
メ
﹄
︵
一
八
七
二
︱
一
八
七
六
︶
に
て
︑

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
文
言
で
天
賦
人
権
思
想
が
謳
わ
れ
︑
封
建
思
想
の
否
定
と
共
に
︑
自
由
・
独
立
・
平
等

を
備
え
る
近
代
的
な
個
人
と
社
会
の
姿
が
︑
新
し
い
学
問
像
と
の
関
係
で
広
く
提
唱
さ
れ
て
い
る
︒

後
に
明
治
の
元
勲
と
な
る
伊
藤
博
文
は
︑
明
治
政
府
樹
立
当
初
か
ら
教
育
に
少
な
か
ら
ず
関
心
を
寄
せ
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
ま
だ
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兵
庫
県
知
事
時
代
に
陸
奥
宗
光
ら
と
政
府
に
提
出
し
た
建
白
書
﹃
国
是
綱
目
﹄︵
明
治
二
年
一
月
︶
で
は
︑﹁
⁝
全
国
ノ
人
民
ヲ
シ
テ

世
界
万
国
ノ
学
術
ニ
達
セ
シ
メ
︑
天
然
ノ
智
識
ヲ
拡
充
セ
シ
ム
ベ
シ
︒
⁝
速
カ
ニ
人
々
ヲ
シ
テ
弘
ク
世
界
有
用
ノ
学
業
ヲ
受
ケ
シ
メ

ズ
ソ
バ
︑
ツ
イ
ニ
人
々
ヲ
シ
テ
耳
自
無
キ
ノ
末
俗
ニ
陥
ラ
シ
ム
ベ
シ
︒
故
ニ
コ
ノ
回
新
ニ
大
学
校
ヲ
設
ケ
︑
旧
来
ノ
学
風
ヲ
一
変
セ

ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
︒
⁝
ス
ナ
ワ
チ
大
学
校
ハ
東
西
南
京
ニ
営
シ
︑
府
藩
県
ヨ
リ
郡
村
ニ
イ
タ
ル
マ
デ
小
学
校
ヲ
設
ケ
︑
各
大
学
校
ノ
規

則
ヲ
奉
ジ
︑
都
城
辺
僻
ニ
論
ナ
ク
︑
人
々
ヲ
シ
テ
智
識
明
亮
タ
ラ
シ
ム
ベ
シ
﹂
と
︑
教
育
に
関
す
る
建
策
を
述
べ
て
い
る
︒
全
国
民

に
世
界
に
通
用
す
る
知
識
と
実
学
を
広
め
る
必
要
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
必
要
な
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
整
備
を
求
め
た
の
で
あ

る
︒
西
洋
列
強
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
を
目
指
す
〝
文
明
開
化
〟
型
の
教
育
観
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
う
し
た
中

で
実
施
さ
れ
た
の
が
︑
明
治
五
年
に
発
布
さ
れ
た
日
本
最
初
の
国
民
学
校
教
育
制
度
で
あ
る
﹁
学
制
﹂︵
明
治
五
年
八
月
︑
太
政
官
布

告
︶
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
わ
ず
か
数
年
の
後
に
︑
こ
の
教
育
観
に
変
更
を
迫
る
契
機
が
訪
れ
る
︒
明
治
十
一
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
東
山
・
北
陸
・

東
海
の
諸
地
方
を
巡
幸
し
た
明
治
天
皇
は
︑
急
激
な
社
会
改
革
や
民
衆
の
生
活
実
態
と
は
離
れ
た
欧
米
流
知
育
へ
の
偏
重
を
教
育
停

滞
の
原
因
と
見
て
︑
侍
講
の
元
田
永
孚
に
﹃
教
学
聖
旨
﹄︵
明
治
十
二
年
八
月
︶
を
執
筆
さ
せ
明
治
政
府
に
示
し
た
︒﹃
教
学
聖
旨
﹄

に
は
︑﹁
教
学
ノ
要
︑
仁
義
忠
孝
ヲ
明
カ
ニ
シ
テ
︑
智
識
才
芸
ヲ
究
メ
︑
以
テ
人
道
ヲ
尽
ス
ハ
︑
我
祖
訓
国
典
ノ
大
旨
︑
上
下
一
般
ノ

教
ト
ス
ル
所
ナ
リ
⁝
﹂
と
い
う
文
言
で
始
ま
る
︑
あ
た
か
も
旧
幕
時
代
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
教
育
観
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
う

し
た
懐
古
的
な
教
育
を
明
治
政
府
に
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
︑
伊
藤
は
井
上
毅
ら
と
共
に
直
ち
に
﹃
教
育
議
﹄
を
作
成
し
て
上
奏
し
︑﹃
教
学
聖
旨
﹄
へ
の
反
論
を
行
な
っ
た
︒
そ

の
内
容
は
政
府
の
教
育
政
策
の
正
当
性
を
主
張
し
宮
中
側
の
要
求
を
退
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑﹃
教
育
議
﹄
に
は
﹃
国
是
綱
目
﹄
に

は
無
か
っ
た
新
し
い
性
質
の
意
見
も
加
わ
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
高
等
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
：
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高
等
生
徒
ヲ
訓
導
ス
ル
ニ
ハ
︑
宜
シ
ク
之
ヲ
科
学
ニ
進
ム
ヘ
ク
シ
テ
︑
之
ヲ
政
談
ニ
誘
フ
ベ
カ
ラ
ズ
︒
政
談
ノ
徒
過
多
ナ
ル
ハ
︑

国
民
ノ
幸
福
ニ
非
ス
︒
⁝
宜
シ
ク
工
芸
技
術
百
科
ノ
学
ヲ
広
メ
⁝
高
等
ノ
学
ニ
就
カ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
︑
専
ラ
実
用
ヲ
期
シ
︑

精
微
密
察
︑
歳
月
ヲ
積
久
シ
︑
志
嚮
ヲ
専
一
ニ
シ
︑
而
シ
テ
浮
薄
激
昂
ノ
習
ヲ
暗
消
セ
シ
ム
ヘ
シ
︒
蓋
シ
科
学
ハ
実
ニ
政
談
ト

消
長
ヲ
相
為
ス
者
ナ
リ
︒

﹁
科
学
﹂
重
視
は
﹃
国
是
綱
目
﹄
や
維
新
以
降
の
明
治
政
府
の
教
育
政
策
に
も
通
じ
る
教
育
意
見
で
あ
る
が
︑﹃
教
育
議
﹄
で
は
︑
若

者
を
科
学
の
勉
学
に
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
政
治
談
義
や
政
治
活
動
か
ら
遠
ざ
け
た
い
と
す
る
理
由
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は

当
時
の
世
相
︑
す
な
わ
ち
明
治
政
府
に
よ
る
版
籍
奉
還
︵
明
治
二
年
六
月
︶
や
廃
藩
置
県
︵
明
治
四
年
七
月
︶
な
ど
の
改
革
に
よ
っ

て
︑
禄
や
特
権
を
失
っ
た
旧
武
士
階
級
の
中
の
不
平
士
族
が
自
由
民
権
運
動
等
と
連
な
り
︑
明
治
政
府
へ
の
厳
し
い
批
判
を
展
開
し

て
い
た
状
態
を
反
映
し
た
意
見
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
教
育
を
対
宮
中
お
よ
び
対
民
権
派
と
い
っ
た
政
治
的
文
脈
で
捉
え
る
視
点
は
︑
日
本
の
近
代
化
と
い
う
テ
ー
マ
を
超

え
て
︑
こ
れ
か
ら
明
治
国
家
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
運
営
し
て
い
く
の
か
︑
明
治
政
府
の
統
治
や
機
構
の
あ
り
方
に
も
関
わ
る
問
題

と
い
え
る
︒
こ
う
し
た
視
点
に
つ
い
て
︑
教
育
史
の
研
究
者
で
あ
る
土
屋
忠
雄
は
︑
伊
藤
に
は
そ
の
よ
う
に
教
育
を
国
家
の
基
礎
と

し
て
思
考
す
る
意
識
が
︑﹃
国
是
綱
目
﹄
の
時
代
か
ら
強
く
見
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
(
7

)

︒
し
か
し
︑
﹃
国
是
綱
目
﹄
の
文
言
か
ら
は
︑

国
の
近
代
化
か
ら
教
育
を
構
想
す
る
視
点
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
︑
国
家
の
統
治
の
あ
り
方
に
踏
み
込
ん
だ
見
解
は
明

瞭
で
は
な
い
︒
よ
っ
て
こ
の
土
屋
の
指
摘
は
少
々
大
袈
裟
と
も
取
り
う
る
が
︑﹃
教
育
議
﹄
の
頃
に
な
る
と
︑
土
屋
が
指
摘
す
る
よ
う

に
伊
藤
に
そ
う
し
た
意
識
が
芽
生
え
て
い
た
と
み
な
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
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結
局
︑
日
本
最
初
の
国
民
学
校
教
育
制
度
で
あ
る
﹁
学
制
﹂
が
︑
そ
の
画
一
的
な
法
制
度
や
民
衆
負
担
の
過
多
に
よ
っ
て
頓
挫
す

る
と
︑
情
勢
を
挽
回
す
る
た
め
に
明
治
政
府
は
︑〝
自
由
教
育
令
〟
と
も
呼
ば
れ
た
ほ
ど
の

〝
規
制
緩
和
〟
を
伴
っ
た
﹁
教
育
令
﹂

︵
明
治
十
二
年
九
月
︑
太
政
官
布
告
︶
を
発
出
し
た
︒
文
部
大
輔
の
田
中
不
二
麿
と
共
に
︑
伊
藤
は
﹃
教
学
聖
旨
﹄
を
退
け
て
こ
の
教

育
改
革
を
断
行
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑﹁
教
育
令
﹂
は
更
な
る
学
事
の
停
滞
を
招
き
︑
田
中
は
更
迭
さ
れ
︑
翌
年
に
は
教
育
制
度
を
国
家
統
制
や
政
府
の
干
渉
を

強
め
る
方
向
へ
と
転
換
す
る
﹁
改
正
教
育
令
﹂
が
公
布
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
明
治
政
府
の
失
態
と
強
権
的
な
教
育
政
策
の
導
入
は
︑

英
米
流
の
自
由
主
義
的
な
思
想
や
制
度
を
求
め
る
自
由
民
権
派
を
刺
激
し
︑
政
府
内
外
か
ら
政
府
批
判
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

そ
れ
が
明
治
政
府
内
か
ら
大
隈
重
信
︵
明
治
政
府
内
で
伊
藤
の
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
た
︶
ら
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
会
制
度
の
早
期
創
設

を
求
め
た
自
由
民
権
派
を
追
放
す
る
と
い
う
︑
明
治
十
四
年
の
政
変
︵
十
月
十
一
日
︶
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
下
野
し
た
大
隈
ら
は
翌
年
四
月
に
立
憲
改
進
党
を
結
党
し
︑
ま
た
十
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
自
由
主
義
的
な
政
治
思
想
に
基

づ
く
東
京
専
門
学
校
を
開
校
し
て
︑
伊
藤
が
﹃
教
育
議
﹄
で
懸
念
し
て
い
た
若
き
〝
政
談
ノ
徒
〟
の
育
成
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
頃
︑
英
米
流
の
国
づ
く
り
へ
と
急
進
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
参
議
・
井
上
毅
は
︑
ド
イ
ツ
︵
プ
ロ
イ
セ
ン
︶
モ
デ
ル
の
国
家

構
想
を
伊
藤
も
含
め
た
政
府
要
人
に
提
案
す
る
よ
う
に
な
る
︒
例
え
ば
︑
明
治
十
四
年
十
一
月
七
日
付
で
太
政
大
臣
・
三
条
実
美
宛

に
提
出
し
た
﹃
人
心
教
導
意
見
案
﹄
で
︑
井
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
：

今
天
下
人
心
ヲ
シ
テ
︑
稍
ヤ
保
守
ノ
気
風
ヲ
存
セ
シ
メ
ン
ト
セ
ハ
︑
専
ラ
孛
国
ノ
学
ヲ
勧
奨
シ
︑
数
年
ノ
後
︑
勝
ヲ
文
壇
ニ
制

ス
ニ
至
ラ
シ
メ
︑
以
テ
英
学
ノ
直
往
無
前
ノ
弊
ヲ
暗
消
セ
シ
ム
ベ
シ
(
8

)
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同
案
に
は
︑
新
聞
対
策
︑
実
業
教
育
の
振
興
︑
漢
学
の
奨
励
な
ど
︑
民
権
派
や
英
米
思
想
の
抑
止
に
向
け
た
策
が
書
き
連
ね
て
あ
っ

た
︒
そ
の
最
後
に
﹁
独
乙
学
ヲ
興
ス
﹂
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
民
主
的
な
政
府
を
持
つ
英
米
等
に
対
し
︑
プ
ロ
シ
ア
政
府

は
王
室
の
政
府
で
あ
る
た
め
日
本
に
近
い
︑
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
学
支
持
の
理
由
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
井
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
も

あ
っ
て
︑
伊
藤
は
翌
年
ド
イ
ツ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
憲
法
調
査
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︵
明
治
十
五
年
二
月
〜
翌
十
六

年
八
月
︶︒

憲
法
調
査
で
来
欧
し
た
伊
藤
ら
は
︑
明
治
十
五
年
五
月
十
六
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
す
る
と
︑
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
グ
ナ
イ
ス

ト
︵
R
u
d
olf
von
G
n
eist:
1816-1895︶
や
ア
ル
バ
ー
ト
・
モ
ッ
セ
︵
A
lb
ert
M
osse:
1846-1925
︶
ら
の
講
義
を
受
け
る
︒
し
か
し

最
も
感
銘
を
受
け
た
の
は
︑ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
っ
た
︒
同
年
八
月
八
日
に
ウ
ィ
ー
ン
入
り
し
た
伊
藤
ら
一
行
は
︑

即
日
シ
ュ
タ
イ
ン
と
面
談
す
る
︒
そ
し
て
同
月
十
一
日
に
は
︑
伊
藤
は
既
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
右
大
臣
・
岩
倉
具

視
へ
書
き
送
っ
て
い
た
：

博
文
来
欧
以
来
取
調
の
廉
々
は
︑
片
紙
に
蓋
兼
候
故
不
申
上
候
処
︑
独
逸
に
て
有
名
な
る
グ
ナ
イ
ス
ト
︑
ス
タ
イ
ン
の
両
師
に

就
き
︑
国
家
組
織
の
大
体
を
了
解
す
る
事
を
得
て
︑
皇
室
の
基
礎
を
固
定
し
︑
大
権
を
不
墜
の
大
眼
目
は
充
分
相
立
候
間
︑
追

て
御
報
道
可
申
上
候
︒
実
に
英
︑
米
︑
仏
の
自
由
過
激
論
者
の
著
述
而
已
を
金
科
玉
条
の
如
く
誤
信
し
︑
殆
ん
ど
国
家
を
傾
け

ん
と
す
る
の
勢
は
︑
今
日
我
国
の
現
状
に
御
座
候
へ
共
︑
之
を
挽
回
す
る
の
道
理
と
手
段
と
を
得
候
︒
報
国
の
赤
心
を
貫
徹
す

る
の
時
機
に
於
て
︑
其
効
験
を
現
は
す
の
大
切
な
る
要
具
と
奉
存
候
て
︑
心
私
か
に
死
処
を
得
る
の
心
地
仕
候
(
9

)

︒

こ
の
文
言
か
ら
︑
荒
れ
狂
う
自
由
民
権
論
を
抑
え
︑
天
皇
制
を
保
ち
得
る
国
家
組
織
の
在
り
方
に
関
し
︑
心
底
か
ら
確
信
を
得
た
さ
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ま
が
う
か
が
え
る
︒

そ
し
て
文
面
に
て
述
べ
ら
れ
た
﹁
之
を
挽
回
す
る
の
道
理
と
手
段
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︑
同
時
期
の
別
の
書
簡
か
ら

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
シ
ュ
タ
イ
ン
に
傾
倒
し
た
伊
藤
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
日
本
招
聘
を
画
策
す
る
の
だ
が
︑
そ
れ
に
つ
い

て
書
か
れ
た
明
治
十
五
年
九
月
二
十
三
日
付
の
井
上
馨
宛
に
発
せ
ら
れ
た
手
紙
の
中
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
た
：

先
便
已
に
博
士
ス
タ
イ
ン
傭
入
の
儀
申
上
置
候
処
︑
如
何
御
考
慮
に
候
哉
︒
小
生
独
逸
学
問
の
根
底
あ
る
を
見
て
︑
益
此
等
の

人
物
の
今
日
我
国
に
必
用
な
る
を
覚
へ
申
候
︒
此
人
日
本
に
至
り
学
校
の
創
立
︑
組
織
︑
教
育
の
方
法
を
実
地
に
就
て
見
込
を

立
て
し
む
る
を
主
と
し
︑
現
政
の
法
度
情
況
に
就
て
政
府
の
顧
問
た
ら
し
め
ば
︑
只
に
目
下
の
便
益
を
得
る
而
已
な
ら
ず
︑
百

年
の
基
礎
又
随
て
牢
固
な
ら
ん
(
10

)

︒

ま
た
同
年
十
月
二
十
二
日
付
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る
：

ス
タ
イ
ン
傭
入
の
事
は
︑
⁝
⁝
国
家
将
来
の
為
︑
屹
度
其
効
験
有
之
候
儀
と
奉
存
候
⁝
⁝

勿
論
如
同
人
大
学
者
に
し
て
モ
ナ
ル

キ
ツ
カ
ル
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を
主
唱
す
る
者
は
︑
世
界
に
多
人
数
は
無
之
︑
大
概
は
流
行
に
附
和
し
た
る
デ
モ
カ
ラ
シ
ー
主
義
の

学
者
多
く
︑
我
国
に
輸
入
し
て
も
寸
益
も
無
之
候
︒
愈
ス
タ
イ
ン
を
傭
入
御
許
可
の
上
は
︑
政
府
の
ア
ド
バ
イ
セ
ル
に
し
て
︑

学
問
上
の
シ
ス
テ
ム
を
レ
ホ
ル
ム
為
致
候
事
も
傍
ら
為
致
従
事
度
︑
人
民
の
精
神
を
直
す
は
︑
学
校
本
よ
り
改
正
す
る
の
外
無

之
候
(
11

)

︒
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こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
︑
伊
藤
は
シ
ュ
タ
イ
ン
を
主
に
日
本
の
学
校
教
育
の
指
南
役
と
し
て
︑
国
民
の
精
神
を
刷
新
し
国
家
百
年
の
基

礎
を
固
め
る
目
的
で
日
本
に
招
聘
し
よ
う
︑
と
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
日
本
が
進
め
る
べ
き
国
づ
く
り
に
関
し
︑
ド
イ
ツ

国
家
学
が
伊
藤
の
い
う
﹁
道
理
﹂
で
︑
教
育
が
﹁
手
段
﹂
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑
当
時
の

伊
藤
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
は
自
由
民
権
派
の
突
き
上
げ
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
シ
ュ
タ
イ
ン
の
知
遇
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
伊
藤
は
︑

﹁
彼
の
改
進
先
生
の
挙
動
︑
実
に
可
憐
も
の
な
り
﹂︵
注
：
改
進
先
生
と
は
大
隈
重
信
の
こ
と
︶
と
日
本
に
書
き
送
る
ほ
ど
︑
す
っ
か

り
自
信
を
取
り
戻
し
て
い
る
(
12

)

︒

伊
藤
に
圧
倒
的
な
自
信
を
与
え
た
シ
ュ
タ
イ
ン
の
説
と
は
ど
う
い
っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
含
む
も
の
な
の
か
︑
次
に
見
て
ゆ
く
︒

三

学
政
の
要
諦

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
伊
藤
へ
の
講
義
は
︑
明
治
十
五
年
九
月
十
八
日
か
ら
十
月
末
ま
で
行
わ
れ
た
︒
憲
法
調
査
の
随
行
員
の
一
人

で
あ
っ
た
伊
東
巳
代
治
に
よ
る
講
義
録
が
残
っ
て
お
り
︑
教
育
に
関
し
て
は
十
月
三
十
一
日
に
講
義
が
行
わ
れ
て
い
る
(
13

)

︒
た
だ

そ
の
内
容
は
︑﹁
教
育
行
政
﹂︑﹁
普
通
教
育
﹂︑﹁
中
等
教
育
﹂︑﹁
高
等
教
育
ト
学
位
﹂
な
ど
の
項
目
ご
と
に
︑
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
︑

イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
や
り
方
を
説
明
し
た
も
の
で
︑
そ
れ
の
ど
こ
が
重
要
な
の
か
︑
何
が
当
時
の
日
本
政
府
要
人
の
心
を
掴
ん
だ
の
か

に
つ
い
て
は
読
み
取
り
難
い
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
に
詳
し
く
学
ん
で
い
た
河
島
醇
の
言
説
の
方
が
参
考
に
し
易
い
と

思
わ
れ
る
︒

弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
年
︶
に
薩
摩
で
生
ま
れ
た
河
島
は
︑
明
治
七
年
に
外
務
省
に
入
省
す
る
と
ド
イ
ツ
︑
ロ
シ
ア
の
大
使
館
や

オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
使
館
な
ど
に
在
勤
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
制
や
経
済
制
度
等
の
勉
学
に
励
ん
だ
人
物
で
あ
る
︒
ウ
ィ
ー
ン
時
代
に

は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い
る
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
通
う
だ
け
で
な
く
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
の
家
庭
に
も
親
し
く
出
入
り
し
て
い
た
︒
明
治
十
四
年
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八
月
に
帰
朝
し
た
が
︑
伊
藤
の
憲
法
調
査
の
際
に
は
随
行
員
に
選
ば
れ
て
再
度
欧
州
に
出
張
し
た
︒
文
部
省
留
学
生
と
し
て
伊
藤
ら

に
随
行
し
て
い
た
木
場
貞
長
は
︑
伊
藤
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の
間
を
取
り
持
っ
た
の
は
河
島
で
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
(
14

)

︒
河
島
は

後
に
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
の
学
説
を
翻
訳
し
日
本
で
出
版
し
て
い
る
(
15

)

︒

伊
藤
と
共
に
渡
欧
す
る
直
前
の
明
治
十
五
年
一
月
︑
河
島
は
福
岡
孝
弟
文
部
卿
に
﹃
百
世
ノ
治
ハ
学
制
ヲ
改
正
シ
テ
一
国
ノ
思
想

ヲ
一
ニ
ス
ル
ニ
如
カ
サ
ル
議
﹄
と
い
う
建
議
書
を
提
出
し
た
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
醇
任
ヲ
澳
京
ニ
奉
セ
シ
以
来
屢
シ
ハ
我
国
進
歩
ノ
度
如

何
ト
顧
慮
セ
リ
當
時
独
澳
ニ
著
名
ナ
ル
政
治
経
済
法
理
科
ノ
鴻
儒
大
学
ノ
大
博
士
﹃
須
多
印
﹄
ト
會
ス
ル
數
回
醇
常
ニ
氏
ノ
論
説
ヲ

聞
ク
コ
ト
ニ
其
老
練
ニ
シ
テ
事
實
ニ
適
當
ナ
ル
ニ
感
ス
ル
所
多
シ
﹂
と
述
べ
た
上
で
︑
国
制
に
関
し
次
の
見
解
を
示
し
た
：

百
世
ノ
治
安
ヲ
慮
ル
国
ハ
必
ス
大
学
ヲ
興
シ
学
制
ヲ
改
正
シ
以
テ
一
国
子
弟
ノ
思
想
ヲ
一
ニ
ス
(
16

)

︒

す
な
わ
ち
︑
末
永
く
国
家
社
会
の
政
治
的
安
定
を
図
る
た
め
と
し
て
︑
大
学
制
度
に
意
を
注
ぎ
︑
教
育
制
度
を
整
え
て
︑
国
民
の
思

想
を
統
一
す
る
こ
と
が
肝
心
と
建
策
し
た
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
こ
う
し
た
着
想
に
至
る
の
か
︑
そ
れ
も
建
議
書
に
記
さ
れ
て
い
た
︒
以
下
に
お
い
て
少
し
引
用
が
長
く
な
る
が
︑
土
屋
の
著

書
に
建
議
書
の
関
係
す
る
箇
所
が
再
録
し
て
あ
る
の
で
参
照
す
る
︒

あ
る
時
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
が
河
島
に
明
治
維
新
以
来
の
日
本
の
動
向
に
つ
い
て
問
う
た
際
︑
河
島
は
維
新
よ
り
わ
ず
か
十
余
年
で
国

会
開
設
の
儀
を
天
皇
に
請
願
し
︑
ま
た
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
文
明
化
を
目
指
し
て
︑
ル
ソ
ー
の
﹃
民
約
論
﹄

を
は
じ
め
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
に
よ
る
著
作
が
盛
ん
に
翻
訳
さ
れ
読
ま
れ
て
い
る
様
子
を
説
明
し
た
︒
し
か
し
シ
ュ
タ
イ

ン
は
そ
の
答
に
満
足
し
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
重
ね
て
以
下
の
よ
う
に
質
問
し
た
：
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予
ハ
外
邦
人
ニ
シ
テ
貴
国
ノ
言
語
文
章
ヲ
解
セ
ス
況
ン
ヤ
法
制
上
ノ
得
失
如
何
ニ
於
テ
ハ
之
カ
弁
論
ヲ
為
シ
難
シ
ト
雖
ト
モ
欧

土
連
邦
ニ
於
テ
人
智
ヲ
進
メ
人
民
ノ
思
想
ヲ
一
ニ
シ
能
ク
社
会
ノ
新
運
ヲ
開
ク
ニ
勢
力
ア
ル
モ
ノ
ハ
大
学
ナ
リ
今
貴
国
ノ
学
制

ハ
如
何
(
17

)

こ
こ
で
既
に
シ
ュ
タ
イ
ン
は
︑
質
問
の
形
で
国
家
の
発
展
に
お
け
る
大
学
そ
し
て
教
育
制
度
の
持
つ
役
割
の
重
要
性
を
︑
河
島
に
示

唆
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒

こ
の
問
い
に
対
し
河
島
は
︑
儒
教
ベ
ー
ス
の
倫
理
学
や
日
中
の
古
典
に
依
拠
す
る
政
治
学
な
ど
は
捨
て
ら
れ
︑
日
本
に
は
西
洋
流

の
知
識
学
芸
が
大
々
的
に
導
入
さ
れ
て
お
り
︑
欧
米
流
の
大
・
中
・
小
学
校
制
度
が
設
け
ら
れ
︑
大
学
で
の
文
学
・
政
治
学
・
経
済

学
・
法
学
も
全
て
英
米
流
の
も
の
が
講
じ
ら
れ
て
︑
教
員
も
英
仏
人
が
多
い
と
答
え
た
︒
ま
た
陸
軍
は
フ
ラ
ン
ス
式
に
︑
海
軍
は
イ

ギ
リ
ス
式
に
則
り
︑
医
学
の
み
を
ド
イ
ツ
に
負
っ
て
い
る
状
況
か
ら
︑﹁
邦
人
ノ
思
望
更
ニ
英
仏
ニ
向
ヘ
リ
﹂
と
述
べ
た
︒
こ
の
返
答

に
対
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
い
た
：

貴
国
ハ
歴
世
固
有
旧
慣
ヲ
捨
テ
新
タ
ニ
換
ル
ニ
他
邦
ノ
制
度
文
物
ヲ
以
テ
シ
一
国
ノ
規
矩
ヲ
立
テ
ン
ト
欲
シ
未
タ
成
シ
得
サ
ル

者
ノ
如
シ
今
医
学
其
ノ
他
技
術
ノ
如
キ
ハ
良
巧
ヲ
探
尋
シ
他
ニ
求
メ
テ
モ
事
実
ニ
於
テ
主
客
ノ
別
無
ク
素
ヨ
リ
不
可
ナ
ル
コ
ト

無
シ
ト
雖
モ
政
治
ト
学
制
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
大
ニ
然
ラ
ス
彼
我
ノ
分
主
客
ヲ
明
ニ
シ
取
舎
ス
ル
所
無
ル
ヘ
カ
ラ
ス
如
何
ト
ナ
レ
ハ

其
政
治
学
制
ノ
如
何
ニ
由
テ
一
国
ノ
興
廃
存
亡
ニ
関
ス
レ
ハ
ナ
リ
︵
中
略
︶
自
国
ノ
史
書
典
故
ニ
疎
ニ
シ
テ
他
国
ノ
典
章
文
学

ヲ
研
究
ス
ル
ト
キ
ハ
事
ヲ
実
際
ノ
邦
政
ニ
求
メ
ス
反
テ
空
理
ニ
感
触
シ
嘗
テ
仏
国
ニ
於
ル
如
キ
激
烈
ナ
ル
民
権
ヲ
主
張
シ
宛
モ
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児
童
ニ
銃
器
ヲ
授
ル
ト
同
シ
ク
恐
ラ
ク
ハ
邦
家
ヲ
危
フ
ス
ル
ノ
不
幸
ヲ
醸
サ
ン
︵
中
略
︶
文
明
開
化
モ
亦
法
律
政
治
ノ
一
朝
ニ

シ
テ
成
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
︵
中
略
︶
其
国
ノ
沿
革
形
勢
ニ
ヨ
リ
漸
ヲ
以
テ
進
ミ
漸
ヲ
以
テ
成
レ
リ
必
ス
シ
モ
同
一
ナ
ラ
ス

乃
チ
英
仏
独
澳
伊
ノ
如
キ
各
自
言
語
ヲ
異
ニ
シ
制
度
ヲ
殊
ニ
ス
学
制
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
是
レ
皆
風
俗
人
情
ニ
基
キ
教
導
ノ
法
ヲ

設
ケ
一
国
ハ
自
ラ
一
国
ノ
学
制
ア
リ
是
レ
其
能
ク
一
国
ヲ
維
持
ス
ル
所
以
ナ
リ
︵
中
略
︶
事
故
ヲ
経
歴
セ
サ
ル
血
気
ノ
徒
英
仏

ノ
制
度
沿
革
ノ
如
何
ヲ
詳
ニ
セ
ス
徒
ラ
ニ
其
外
貌
ヲ
欣
美
シ
之
ヲ
以
テ
速
カ
ニ
己
ノ
国
是
ヲ
決
定
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
抑
何
ノ
謂
ソ

ヤ
是
全
ク
法
政
ト
学
制
ト
ニ
主
客
ヲ
分
タ
ス
彼
ヲ
知
テ
己
ヲ
知
ラ
ス
本
末
順
序
ヲ
失
フ
ノ
致
ス
所
ナ
ラ
ン
︵
中
略
︶
仏
国
ニ
習

ヒ
民
権
ヲ
主
張
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
ハ
為
メ
ニ
国
家
ヲ
覆
ス
ノ
危
キ
ヲ
醸
ス
ヤ
顕
然
タ
リ
其
証
ヲ
得
ン
ト
欲
セ
ハ
更
ニ
俊
秀
ノ
人
数

名
ヲ
撰
ミ
欧
米
各
国
ヘ
派
出
セ
シ
メ
細
ニ
各
国
ノ
邦
政
学
制
ヲ
異
ニ
ス
ル
所
以
ト
実
際
ト
理
論
ト
同
ラ
サ
ル
所
以
ヲ
研
覈
セ
シ

メ
ハ
自
ラ
判
然
タ
ル
ヘ
シ
之
ヲ
以
テ
学
制
ヲ
改
メ
国
是
ヲ
定
メ
玉
ハ
ン
ヿ
ヲ
企
望
ス

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
と
︑
ま
ず
国
家
制
度
と
教
育
制
度
の
あ
り
方
は
そ
の
国
の
将
来
を
左
右
す
る
重
大
な
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
認
識

の
上
に
︑
国
家
制
度
と
教
育
制
度
は
そ
の
国
の
歴
史
や
慣
習
な
ど
に
根
ざ
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
︑
自
国
の
そ
う
し
た
要
因
を
主
体

に
︑
漸
進
的
に
物
事
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
︒
他
国
の
制
度
︑
特
に
英
仏
の
自
由
民
権
主
義
的
な
思
想
や
制
度
な
ど
を
取
り
入

れ
て
性
急
に
社
会
の
改
革
を
進
め
る
な
ら
ば
︑
国
は
危
機
存
亡
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
に
な
る
︒
欧
州
の
諸
国
家
も
︑
政
治
理
論
や

教
育
理
論
は
ど
う
で
あ
れ
︑
実
際
は
各
国
固
有
の
事
情
を
反
映
し
た
国
家
制
度
や
教
育
制
度
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て

教
育
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
︑
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
数
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑
教
育
制
度
を
重
視
す
る
中
で
︑
特
に
大
学
に
重
き
を

置
く
点
で
あ
る
︒
次
に
︑
自
国
の
歴
史
や
慣
習
な
ど
そ
の
国
が
背
負
う
固
有
の
要
因
を
大
切
に
し
︑
そ
れ
ら
の
上
に
国
家
制
度
や
教

育
制
度
を
整
え
る
べ
き
と
す
る
点
で
あ
る
︒
シ
ュ
タ
イ
ン
の
話
は
河
島
に
こ
の
よ
う
に
響
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
を
も
っ
て
︑
先
述
し
た
﹁
道
理
と
手
段
﹂
の
理
解
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
道
理
と
は
︑
自

由
主
義
を
抑
制
し
て
天
皇
制
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
理
で
あ
り
︑
そ
れ
は
国
家
の
﹁
百
世
ノ
治
安
ヲ
慮
ル
﹂
こ
と

で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
﹁
百
世
ノ
治
安
ヲ
﹂
達
成
す
る
手
段
と
し
て
教
育
が
あ
り
︑
大
学
を
興
し
︑
ま
た
日
本
の
歴
史
や
伝
統
や
慣

習
な
ど
に
依
る
教
育
政
策
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
伊
藤
が
河
島
の
建
議
書
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
知
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
︒
し
か
し
︑
長
期
の
憲
法
調
査
に
同
道
す
る

中
で
︑
伊
藤
が
河
島
か
ら
﹁
百
世
ノ
治
安
﹂
を
重
ん
じ
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
学
説
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
聞
か
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑

不
自
然
で
は
無
い
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
河
島
の
手
引
き
も
あ
っ
て
一
行
が
ウ
ィ
ー
ン
に
移
っ
て
か
ら
は
︑
こ
う
し
た
説
が
直
接

シ
ュ
タ
イ
ン
の
口
か
ら
縷
々
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

た
だ
そ
の
シ
ュ
タ
イ
ン
も
︑
伊
藤
の
再
三
の
懇
請
に
も
関
わ
ら
ず
︑
結
局
高
齢
を
理
由
に
日
本
行
き
を
断
っ
た
︒
よ
っ
て
日
本
に

お
け
る
教
育
改
革
の
実
施
は
別
の
人
物
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

四

森
文
政
と
教
育
改
革

明
治
十
八
年
十
二
月
︑
伊
藤
が
日
本
の
歴
史
で
初
の
内
閣
総
理
大
臣
に
な
っ
た
と
き
︑
伊
藤
た
っ
て
の
希
望
で
文
部
大
臣
に
就
任

し
た
の
は
森
有
礼
で
あ
っ
た
︒
元
薩
摩
藩
士
の
森
は
長
ら
く
外
交
畑
に
あ
っ
た
が
︑
ア
メ
リ
カ
駐
在
少
弁
務
使
時
代
に
は
ア
メ
リ
カ

で
日
本
の
教
育
に
関
す
る
本
を
出
版
し
た
り
︵“E

d
u
cation

in
Japan

”:
1873

︶︑
私
財
を
も
っ
て
東
京
に
商
法
講
習
所
︵
現
在
の
一

橋
大
学
︶
を
開
設
︵
一
八
七
五
年
︶
し
た
り
す
る
な
ど
︑
教
育
に
多
大
な
関
心
を
持
つ
人
物
で
も
あ
っ
た
︒
伊
藤
の
憲
法
調
査
当
時

は
駐
英
公
使
を
務
め
て
お
り
︑
在
英
中
に
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
︵
社
会
有
機
体
説
を
提
唱
︶
や
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
マ
ン
デ
ラ

︵
英
国
枢
密
院
教
育
委
員
会
副
委
員
長
で
当
時
の
文
教
責
任
者
︶
や
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
︵
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ス
ト
の
生
物
学
者
︶
ら
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に
会
っ
て
は
︑
社
会
の
進
歩
改
良
や
あ
る
べ
き
教
育
制
度
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
重
ね
て
い
た
(
18

)

︒

伊
藤
と
森
は
︑
明
治
十
六
年
五
月
に
モ
ス
ク
ワ
で
行
わ
れ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
戴
冠
式
に
︑
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
が
天
皇

の
名
代
と
し
て
参
列
し
た
帰
路
に
パ
リ
へ
立
ち
寄
っ
た
際
︵
同
年
八
月
︶︑
パ
リ
の
ホ
テ
ル
で
会
っ
て
い
る
︒
両
者
が
そ
こ
で
何
を
話

し
た
か
詳
細
な
記
録
は
無
い
が
︑
後
に
伊
藤
と
森
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
か
ら
内
容
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ウ
ィ
ー
ン
に
戻
っ
た
伊
藤
は
︑
九
月
十
四
日
付
で
森
に
次
の
よ
う
な
文
面
を
書
き
送
っ
た
：

即
今
我
国
の
学
者
中
︒
教
育
の
事
に
意
を
注
く
者
な
き
に
非
さ
る
へ
し
と
雖
︒
将
来
我
国
の
治
安
を
図
る
の
目
的
を
以
て
教
育

の
基
礎
を
定
む
る
識
見
あ
る
の
人
を
見
す
︒
愚
見
に
て
は
教
育
は
徒
に
智
力
を
進
修
せ
し
め
利
害
を
争
は
し
む
る
為
に
非
ら

す
︒
必
や
幼
童
を
薫
陶
し
て
人
の
人
た
る
所
以
を
知
ら
し
め
︒
且
之
を
養
成
し
て
一
国
の
精
神
を
興
起
せ
し
む
る
を
要
と
す
へ

し
︒
固
よ
り
各
人
各
国
の
思
想
は
制
度
法
則
の
能
く
束
縛
す
る
所
に
非
さ
る
は
論
を
俟
た
す
と
雖
︒
国
家
の
教
育
を
提
掌
し
て

幼
童
妙
齢
の
人
を
誘
導
陶
冶
す
る
所
以
の
者
幾
分
か
其
人
を
し
て
方
を
知
ら
し
む
る
者
な
く
ん
は
あ
ら
ず
(
19

)

︒

伊
藤
の
考
え
に
よ
る
と
︑
教
育
は
知
識
を
蓄
え
て
功
利
的
な
競
争
に
勝
て
る
人
を
作
る
も
の
で
は
な
い
︒
教
育
は
将
来
に
わ
た
っ
て

日
本
の
政
治
・
社
会
の
安
定
を
図
る
目
的
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
た
め
に
は
小
さ
い
頃
か
ら
人
と
し
て
の
分
を
よ
く
教
え
︑

そ
れ
を
盛
ん
に
し
て
日
本
国
全
体
の
精
神
の
作
興
に
結
び
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
︒
ま
ず
こ
こ
に
シ
ュ
タ
イ
ン
や
河
島
の
言
説
に
共
通

す
る
教
育
観
が
見
て
取
れ
る
︒
そ
し
て
右
記
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
︑
こ
う
し
た
事
業
は
︑﹁
徒
に
洋
学
に
心
酔
し
︒
徒
に
漢
学
に
固

着
し
︒
徒
に
宗
教
に
拘
束
せ
ら
る
る
人
﹂
に
は
無
理
だ
が
︑
森
は
﹁
国
家
の
教
育
を
提
掌
し
て
将
来
の
為
に
衆
庶
幼
若
の
時
に
当
り
︒

其
方
を
知
ら
し
む
る
の
目
的
を
以
て
教
育
の
基
礎
を
定
む
る
の
識
見
を
有
す
る
﹂﹁
賢
哲
﹂
で
あ
る
た
め
︑
ぜ
ひ
教
育
の
任
に
当
た
っ
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て
欲
し
い
旨
が
綴
ら
れ
て
い
た
(
20

)

︒

伊
藤
が
こ
う
し
た
書
簡
を
書
く
一
方
︑
森
の
方
も
ほ
ぼ
同
時
に
伊
藤
に
書
簡
を
送
っ
て
い
た
︒
森
の
書
簡
に
は
︑﹃
学
政
片
言
﹄
と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
意
見
書
︵
九
月
十
二
日
付
︶
も
添
え
ら
れ
て
い
た
︒
森
に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
パ
リ
で
話
し
合
っ
た
内
容
を
書
き
留

め
た
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
：

⁝
⁝
教
育
ノ
事
タ
ル
ヤ
︑
先
ツ
人
民
ノ
気
質
ト
古
来
ノ
慣
習
ト
ヲ
審
察
シ
︑
従
前
施
行
セ
ル
教
育
法
ノ
精
粗
長
短
ヲ
明
辨
シ
︑

而
テ
其
適
否
ヲ
較
量
ス
ル
ヲ
要
ス
︒
其
際
ニ
鑑
ミ
最
モ
當
サ
ニ
慎
密
注
意
ス
ヘ
キ
者
ア
リ
︑
即
邦
国
固
有
ノ
政
基
ニ
由
ル
是
ナ

リ
︒
我
邦
教
育
ノ
状
ヲ
観
察
ス
ル
ニ
︑
⁝
⁝

其
最
モ
急
要
ナ
ル
者
ハ
鍛
錬
法
ナ
リ
︑
是
人
民
ノ
気
質
体
躯
ヲ
鍛
錬
ス
ル
ヲ
指
ス

ナ
リ
︒
気
質
ノ
鍛
練
ト
ハ
専
ラ
人
心
ヲ
着
実
ニ
シ
風
俗
ヲ
敦
厚
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
義
ニ
シ
テ
︑
其
切
要
ナ
ル
ハ
當
路
ノ
識
者
モ
亦

當
サ
ニ
之
ヲ
知
ル
ヘ
シ
︒
⁝
⁝

体
躯
ノ
鍛
錬
ハ
古
来
我
邦
最
モ
欠
ケ
ル
所
ニ
シ
テ
︑
今
日
ニ
至
リ
世
人
尚
未
タ
其
須
要
至
重

ナ
ル
ヲ
覚
ラ
サ
ル
ニ
似
タ
リ
︒
⁝
⁝

学
政
方
向
ノ
良
否
ハ
政
治
全
体
ノ
伸
縮
ニ
係
リ
︑
利
害
供
ニ
久
遠
ニ
亘
ル
︒
故
ニ
其
方

向
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
︑
深
ク
人
気
ト
慣
習
ト
ヲ
参
考
シ
極
メ
テ
周
密
精
確
ナ
ル
ヲ
要
ス
︒
⁝
⁝
(
21

)

教
育
に
お
い
て
︑﹁
人
民
ノ
気
質
ト
古
来
ノ
慣
習
ト
ヲ
審
察
シ
﹂﹁
邦
国
固
有
ノ
政
基
ニ
由
ル
﹂
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
点
︑
そ
し

て
政
治
と
教
育
と
を
同
じ
文
脈
で
捉
え
て
い
る
点
な
ど
は
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
の
説
く
教
育
の
在
る
べ
き
姿
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
︒
加

え
て
︑
日
本
の
教
育
に
必
要
な
も
の
と
し
て
森
は
気
質
と
体
躯
の
﹁
鍛
錬
﹂
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
森
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

方
策
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑﹃
学
政
片
言
﹄
の
別
の
箇
所
に
て
︑
気
質
の
鍛
錬
が
必
要
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
﹁
空
論
以
テ
政

治
ヲ
紊
リ
﹂
と
い
う
社
会
情
勢
へ
の
批
判
が
挙
げ
ら
れ
︑
ま
た
体
躯
の
鍛
錬
が
必
要
な
理
由
と
し
て
﹁
之
ヲ
鍛
錬
ス
ル
気
質
ヲ
鍛
錬
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ス
ル
為
ニ
不
可
欠
﹂
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
結
局
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
教
育
観
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
と
も
い
え
る
(
22

)

︒﹃
学

政
片
言
﹄
と
同
封
さ
れ
た
書
簡
の
方
を
見
る
と
︑
パ
リ
で
は
他
に
算
数
教
育
の
重
要
性
や
学
校
費
用
の
捻
出
方
法
な
ど
に
つ
い
て
も

話
し
合
っ
た
が
︑﹃
学
政
片
言
﹄
に
書
い
た
も
の
に
比
べ
た
ら
﹁
梢
枝
葉
﹂
で
あ
る
た
め
省
略
し
た
︑
と
あ
る
(
23

)

︒
伊
藤
と
森
が
教
育

に
何
を
求
め
て
い
た
の
か
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
︒

憲
法
調
査
を
終
え
た
伊
藤
は
︑
明
治
十
六
年
八
月
に
帰
朝
し
宮
中
に
参
内
し
て
経
過
を
奏
上
し
た
︒
森
は
イ
ギ
リ
ス
に
留
ま
っ
て

外
交
官
と
し
て
の
職
責
を
果
た
し
つ
つ
︑
伊
藤
の
要
望
に
よ
っ
て
欧
州
の
教
育
の
調
査
な
ど
も
し
た
後
に
︑
明
治
十
七
年
四
月
十
四

日
に
横
浜
に
帰
着
し
た
︒
同
月
二
十
八
日
に
︑
伊
藤
は
三
條
実
美
に
森
を
参
事
院
議
官
と
し
︑
内
務
省
勤
務
・
文
部
省
御
用
掛
兼
務

と
す
る
よ
う
要
請
し
た
︒
文
部
省
内
や
宮
中
に
異
議
も
あ
っ
た
が
︑
森
は
五
月
七
日
に
正
式
に
参
議
院
議
官
を
拝
命
し
文
部
省
御
用

掛
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
︒
文
部
省
に
入
る
と
︑
大
木
喬
任
文
部
卿
の
下
で
各
地
の
学
事
視
察
な
ど
を
活
発
に
行
な
っ
た
り
︑
ま
た
当

時
施
行
中
の
﹁
改
正
教
育
令
﹂
に
関
す
る
意
見
書
を
大
木
に
提
出
し
た
り
し
た
(
24

)

︒
そ
の
後
︑
明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
に
新

内
閣
官
制
が
公
布
さ
れ
︑
伊
藤
が
初
代
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
す
る
と
︑
そ
の
文
部
大
臣
に
任
命
さ
れ
て
入
閣
し
た
︒
シ
ュ
タ
イ
ン

か
ら
伊
藤
に
授
け
ら
れ
た
︑﹁
国
家
の
治
安
を
図
る
﹂
と
い
う
教
育
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
︑
森
に
よ
っ
て
具
体
的
に
実
施
さ
れ
る
体
制
が

整
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
森
は
ま
だ
大
臣
在
職
中
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
の
日
︵
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
︶
の
朝
に

暴
漢
に
襲
わ
れ
︑
翌
日
落
命
し
た
た
め
︑
森
文
政
自
体
は
三
年
二
カ
月
ほ
ど
で
終
結
し
た
︒

そ
の
短
期
間
に
︑
森
は
大
き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
︒
文
部
大
臣
に
就
任
す
る
と
︑
森
は
直
ぐ
に
学
制
改
革
に
取
り
掛
か
っ
た
︒

そ
れ
は
四
つ
の
﹁
学
校
令
﹂
と
い
う
形
で
結
実
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
帝
国
大
学
令
﹂︵
明
治
十
九
年
三
月
二
日
︶︑﹁
師
範
学
校
令
﹂︑

﹁
小
学
校
令
﹂︑﹁
中
学
校
令
﹂︵
こ
の
三
つ
は
明
治
十
九
年
四
月
十
日
︶
で
︑
い
ず
れ
も
勅
令
と
し
て
発
布
さ
れ
た
︒
第
二
次
大
戦
後

の
教
育
改
革
ま
で
︑
日
本
の
学
校
教
育
制
度
は
森
の
敷
い
た
﹁
学
校
令
﹂
の
上
に
展
開
し
て
い
っ
た
た
め
︑
森
の
施
策
の
中
で
も
﹁
学
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校
令
﹂
は
顕
著
な
業
績
と
数
え
ら
れ
る
︒
そ
の
﹁
学
校
令
﹂
に
つ
い
て
︑
ま
ず
﹁
帝
国
大
学
令
﹂
か
ら
着
手
し
た
と
こ
ろ
に
大
学
重

視
の
姿
勢
が
う
か
が
え
よ
う
︒
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
森
の
秘
書
官
を
務
め
て
い
た
木
場
貞
長
は
︑
﹁
⁝
而
し
て
帝
国
大
学
と
い

ふ
は
︑
其
裡
に
官
立
と
言
ふ
が
如
き
意
味
も
含
ま
れ
た
で
あ
ら
う
が
︑
併
し
な
が
ら
寧
ろ
国
家
を
本
位
と
す
る
国
家
主
義
の
大
学
教

育
を
標
榜
す
る
に
あ
り
と
解
す
る
方
が
︑
森
氏
の
意
を
体
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
即
ち
大
学
令
は
其
第
一
条
に
︑
帝
国
大
学

は
国
家
の
須
要
に
応
ず
る
学
術
技
芸
を
教
授
し
云
々
と
言
へ
る
を
見
れ
ば
︑
此
事
は
益
明
で
あ
ら
う
と
思
ふ
⁝
﹂
と
証
言
し
て
い

る
(
25

)

︒
森
が
︑
帝
国
大
学
を
あ
く
ま
で
も
国
家
に
奉
仕
す
る
機
関
と
し
て
構
想
・
設
立
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
森
文
政
の
特
徴
を
捉
え
る
も
の
と
し
て
︑
井
上
毅
の
証
言
を
挙
げ
て
み
よ
う
︒
森
は
︑
明
治
二
十
年
夏
頃
に
自
己
の
教
育

方
針
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て
井
上
毅
に
代
筆
を
依
頼
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
(
26

)

︒
森
の
死
か
ら
二
ヶ
月
後
︑
井
上
毅
は
皇
典
講

究
所
で
森
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
た
が
︑
そ
の
意
見
書
の
内
容
に
も
触
れ
つ
つ
森
文
政
を
こ
う
総
括
し
て
い
る
：

⁝
⁝
其
意
見
書
の
主
意
は
概
略
を
申
せ
は
国
体
教
育
の
主
義
て
あ
る
︒
思
ふ
に
森
子
か
教
育
事
務
の
委
任
を
受
け
て
以
来
段
々

苦
慮
を
廻
ら
さ
れ
て
︒
始
め
て
帰
一
す
る
所
の
方
法
を
執
ら
れ
た
も
の
と
見
え
る
︒
抑
々
教
育
と
云
ふ
こ
と
は
︒
教
科
書
の
材

料
を
並
へ
て
事
物
を
知
ら
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
︒
一
般
国
民
の
心
を
確
め
精
神
上
の
方
向
を
指
示
し
︒
一
の
重
点

に
帰
向
せ
し
む
る
こ
と
か
最
重
要
な
る
こ
と
て
あ
る
︒
⁝
⁝

幸
い
に
し
て
我
国
に
は
万
国
に
類
な
い
所
の
優
美
な
る
国
産
か

あ
る
︒
そ
は
何
そ
と
い
ふ
に
外
て
な
い
︒
即
ち
御
国
の
国
体
︒
万
世
一
系
の
一
事
て
あ
る
︒
此
一
事
よ
り
外
に
教
育
の
基
と
す

へ
き
も
の
は
な
い
︒
⁝
⁝

此
国
の
成
立
を
以
て
教
の
基
礎
に
す
る
こ
と
か
教
育
上
第
一
の
主
義
と
す
へ
き
こ
と
て
あ
る
︒
之

を
棄
て
他
に
依
る
へ
き
も
の
は
な
い
と
い
ふ
か
森
子
の
第
一
の
意
見
て
あ
つ
た
︒
⁝
⁝

其
意
見
の
第
二
は
体
育
の
こ
と
な
り
︒

森
子
の
考
へ
は
体
育
と
名
付
る
よ
り
寧
ろ
民
育
と
名
く
へ
き
も
の
て
あ
り
ま
す
︒
一
般
の
人
民
か
体
力
強
大
志
気
雄
壮
に
し
て
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独
立
の
人
民
た
る
に
堪
ふ
る
た
け
の
者
て
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
︒
御
国
は
是
ま
て
太
平
の
続
き
た
る
か
為
︒
人
の
体
躯
か
弱
く
な

つ
て
一
国
の
独
立
を
維
持
す
る
所
の
人
民
の
資
格
に
適
は
な
い
︒
是
は
小
学
の
体
育
に
力
を
用
い
れ
は
︒
永
き
歳
月
の
間
に
は

其
成
功
を
見
る
事
か
出
来
る
か
︒
其
は
今
日
の
間
に
は
合
は
ぬ
︒
故
に
学
校
の
教
育
の
外
に
︒
一
般
壮
年
の
人
ま
て
も
一
月
に

一
度
と
か
二
度
と
か
学
校
に
集
め
銃
を
持
せ
て
体
操
を
さ
せ
た
い
と
い
う
か
森
子
の
意
見
て
あ
っ
た
︒
⁝
⁝

右
申
せ
し
様
な

訳
て
あ
り
ま
す
か
ら
森
子
教
育
の
主
義
は
国
体
教
育
て
あ
つ
た
と
云
ふ
事
を
証
拠
立
つ
る
事
か
出
来
る
︒
⁝
⁝
(
27

)

井
上
は
森
文
政
を
﹁
国
体
主
義
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
森
文
政
の
第
一
の
特
徴
で
あ
り
︑
天
皇
制
国
家
を
堅
持
し

て
き
た
と
い
う
日
本
の
政
治
的
伝
統
に
基
づ
い
た
国
体
主
義
を
基
盤
と
し
︑
こ
の
上
に
国
民
の
精
神
を
一
方
向
に
ま
と
め
よ
う
と
し

た
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
第
二
の
特
徴
と
し
て
体
育
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
身
体
の
発
育
や
運
動
機
能
の
向
上
と
い
う
よ
り
は
︑

日
本
国
民
を
し
て
列
強
に
引
け
を
取
ら
な
い
近
代
国
家
を
目
指
す
志
操
を
持
た
せ
る
と
い
う
︑﹁
民
育
﹂
と
し
て
取
り
組
む
よ
う
目
論

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
よ
う
に
森
文
政
を
見
る
と
︑
森
も
シ
ュ
タ
イ
ン
の
国
家
学
に
由
来
す
る
独
特
の
教
育
観
を
受
け
継
ぎ
︑
そ
れ
を
国
体
と
い
う

文
脈
に
当
て
嵌
め
て
具
体
的
に
実
行
し
て
み
せ
た
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
︑
在
職
半
ば
で
斃
れ
た
森
に
代
わ
っ
て
﹁
国
体
教
育
﹂
を
軌

道
に
乗
せ
た
も
の
と
し
て
︑﹃
教
育
勅
語
﹄
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
伊
藤
も
深
く
関
わ
り
な
が
ら
井
上
毅
や
元
田
永
孚
も
加

わ
っ
て
作
成
し
た
こ
の
文
書
は
︑
天
皇
制
国
家
と
い
う
構
造
の
上
に
︑
日
本
の
歴
史
的
・
伝
統
的
な
教
育
観
・
価
値
観
に
基
づ
く
国

民
道
徳
を
説
き
︑
学
校
教
育
と
い
う
ル
ー
ト
で
広
く
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

第
二
次
大
戦
後
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
︑
こ
の
教
育
勅
語
は
帝
国
大
学
と
共
に
効
果
的
に
機
能
し
続
け
た
︒
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五

哲
学
館
と
﹁
護
国
愛
理
﹂
へ
の
眼
差
し

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
︑
明
治
国
家
の
統
治
形
態
と
そ
れ
を
支
え
る
教
育
制
度
が

急
速
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
ド
イ
ツ
国
家
学
に
由
来
す
る
︑﹁
将
来
我
国
の
治
安
を
図
る
の
目
的
を
以
て
教
育
の
基
礎
を
定
む
る
﹂

と
い
う
伊
藤
の
基
本
構
想
が
︑
森
文
政
な
ど
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
教
育
史
が
専
門
の
寺
崎
昌
男
は
︑
伊
藤
に

と
っ
て
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
接
触
は
大
学
教
育
へ
の
認
識
を
新
た
に
す
る
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
が
︑
そ
れ
は
森
に
よ
る

帝
国
大
学
の
設
置
と
い
う
形
で
現
実
に
進
展
し
て
い
っ
た
(
28

)

︒
ま
た
︑
そ
の
国
の
歴
史
や
慣
習
と
い
っ
た
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要

因
の
上
に
教
育
制
度
を
立
て
る
べ
き
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
は
︑
日
本
に
お
い
て
は
国
体
を
ベ
ー
ス
と
し
た
教
育
勅
語
体
制
で

確
固
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
周
囲
の
政
治
・
教
育
環
境
が
固
ま
っ
て
い
く
時
期
︑
円
了
は
教
育
者
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
て
い
る
︒
明

治
十
一
年
に
東
本
願
寺
留
学
生
と
し
て
上
京
し
︑
東
京
大
学
︵
帝
国
大
学
の
前
身
︶
予
備
門
に
入
学
す
る
と
︑
明
治
十
四
年
に
東
京

大
学
文
学
部
哲
学
科
に
入
る
︒
明
治
十
七
年
に
は
井
上
哲
次
郎
︑
三
宅
雪
嶺
︑
西
周
︑
加
藤
弘
之
ら
と
﹁
哲
学
会
﹂
を
創
立
し
︑
こ

の
頃
か
ら
健
筆
を
奮
う
よ
う
に
な
る
︒
明
治
十
八
年
に
大
学
を
卒
業
す
る
と
︑
次
々
と
著
書
を
出
版
し
な
が
ら
本
格
的
に
哲
学
館
設

立
の
構
想
を
練
り
始
め
る
︒
明
治
二
十
年
七
月
に
私
立
学
校
設
置
願
を
東
京
府
知
事
に
提
出
し
︑
同
年
九
月
に
哲
学
館
を
設
立
し
た
︒

そ
し
て
翌
二
十
一
年
六
月
に
第
一
回
の
海
外
視
察
旅
行
に
出
発
し
︑
二
十
二
年
六
月
に
帰
国
し
て
い
る
︒
そ
の
後
も
旺
盛
な
著
述
活

動
を
展
開
し
つ
つ
︑
明
治
二
十
三
年
十
一
月
か
ら
全
国
巡
講
を
開
始
し
た
︒

明
治
政
府
の
教
育
政
策
を
視
点
と
し
て
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
を
見
る
な
ら
︑
ま
ず
哲
学
館
の
存
立
に
対
す
る
検
討
が
俎
上
に
上

る
︒
円
了
が
哲
学
館
創
立
に
際
し
発
表
し
た
﹃
哲
学
館
開
設
ノ
旨
趣
﹄︵
明
治
二
十
年
六
月
︶
に
よ
る
と
︑
文
明
の
発
達
は
知
力
に
依

り
︑
高
等
な
知
力
は
学
問
に
依
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
学
問
の
中
心
は
哲
学
で
あ
る
の
で
哲
学
専
修
の
学
校
を
つ
く
る
と
あ
る
︒
し
か
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も
﹁
余
資
な
き
者
﹂︵
大
学
に
進
む
経
済
力
の
な
い
人
︶
や
﹁
優
暇
な
き
者
﹂︵
原
書
を
読
み
こ
な
す
時
間
の
な
い
人
︶
の
た
め
に
︑

一
年
か
ら
三
年
で
論
理
学
︑
心
理
学
︑
倫
理
学
︑
審
美
学
︑
社
会
学
︑
宗
教
学
︑
教
育
学
︑
哲
学
︑
東
洋
諸
学
な
ど
を
速
修
さ
せ
る
︒

こ
の
哲
学
館
を
も
っ
て
社
会
︑
国
家
に
利
益
を
も
た
ら
す
と
共
に
︑
文
明
進
歩
の
促
進
を
目
指
す
と
あ
る
︒
こ
れ
が
元
々
の
コ
ン
セ

プ
ト
で
あ
っ
た
が
︑
明
治
二
十
二
年
七
月
に
海
外
視
察
か
ら
帰
国
す
る
と
︑
円
了
は
直
ぐ
に
﹃
哲
学
館
改
良
の
目
的
に
関
し
て
意
見
﹄

を
︑
翌
月
に
は
﹃
哲
学
館
将
来
の
目
的
﹄
を
発
表
し
た
︒
例
え
ば
後
者
に
お
い
て
は
︑
哲
学
館
を
神
道
・
儒
教
・
仏
教
︑
哲
学
・
歴

史
・
文
学
な
ど
の
日
本
固
有
の
学
を
基
本
と
す
る
﹁
日
本
主
義
の
大
学
﹂
と
し
︑
そ
れ
に
西
洋
諸
学
を
プ
ラ
ス
し
て
﹁
日
本
国
の
独

立
︑
日
本
人
の
独
立
︑
日
本
学
の
独
立
﹂
を
図
る
と
掲
げ
る
な
ど
︑
日
本
を
強
調
す
る
形
に
変
更
し
た
︒
そ
れ
と
同
時
に
﹁
宇
宙
主

義
﹂
も
標
榜
し
︑
哲
学
館
は
汎
国
家
的
な
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
真
理
ま
た
は
哲
理
を
研
究
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
︒
帝
国
大
学
モ
デ
ル

と
比
較
・
検
討
し
た
場
合
︑
こ
う
し
た
変
更
の
〝
意
味
〟
や
〝
意
義
〟
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒

実
際
︑
こ
う
し
た
円
了
の
変
化
は
そ
の
教
育
観
に
お
い
て
も
如
実
に
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
哲
学
館
創
立
前
の
著
作
﹃
倫
理
通
論
﹄

︵
明
治
二
十
年
二
月
・
四
月
︶
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン
︑
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
ら
の

英
米
流
進
化
説
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
た
が
︑
教
育
勅
語
渙
発
後
に
発
表
さ
れ
た
﹃
日
本
倫
理
学
案
﹄︵
明
治
二
十
六
年
一
月
︶
は
︑

道
徳
の
原
理
は
一
国
の
風
俗
︑
習
慣
︑
政
治
︑
国
体
等
に
応
じ
て
異
な
る
と
し
て
︑
全
面
的
に
教
育
勅
語
の
旨
意
に
基
づ
い
て
い
た
(
29

)

︒

円
了
の
日
本
道
徳
支
持
を
端
的
に
示
す
も
の
は
︑
円
了
の
﹁
護
国
愛
理
﹂
と
い
う
教
育
概
念
で
あ
ろ
う
︒
教
育
勅
語
発
布
に
接
し
て

﹁
感
涙
し
積
年
の
素
志
を
達
す
る
は
此
時
に
あ
る
﹂
と
感
激
し
︑﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄︵
明
治
二
十
六
年
四
月
︶
で
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
：⁝

⁝
是
亦
余
か
護
国
愛
理
の
二
大
義
務
に
関
係
す
る
者
に
し
て
教
育
と
宗
教
と
の
本
源
に
遡
り
て
其
主
義
を
明
に
先
せ
ん
と
欲
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せ
ば
其
国
固
有
の
学
を
専
修
す
る
路
を
開
き
以
て
学
問
上
根
拠
を
確
定
せ
さ
る
へ
か
ら
ず
我
国
固
有
の
学
は
国
学
漢
学
仏
学
に

し
て
日
本
大
学
の
目
的
は
此
三
学
の
専
門
科
を
設
く
る
に
あ
り
之
を
要
す
る
に
余
の
教
学
に
関
す
る
事
業
は
大
小
種
々
あ
れ
と

も
総
て
護
国
愛
理
の
二
大
目
的
を
実
行
す
る
に
外
な
ら
さ
る
な
り
⁝
⁝
(
30

)

﹁
教
育
は
勅
語
に
基
づ
き
︑
宗
教
は
仏
教
を
と
る
﹂
と
﹁
断
言
﹂
す
る
円
了
に
よ
る
と
︑
護
国
愛
理
と
い
う
二
大
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
は
そ
う
し
た
教
育
と
宗
教
が
必
要
で
︑﹁
教
育
と
宗
教
と
の
相
関
係
す
る
も
の
﹂
と
し
て
﹁
道
徳
﹂
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い

た
(
31

)

︒
円
了
は
こ
の
後
さ
ら
に
進
ん
で
︑﹃
勅
語
玄
義
﹄︵
明
治
三
十
五
年
十
月
︶
で
は
皇
国
史
観
に
基
づ
く
国
体
を
賛
美
し
︑
皇
室

へ
の
絶
対
的
忠
孝
を
説
く
に
至
る
︒
円
了
の
教
育
観
を
国
家
主
義
的
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
が
︑
国
家
主
義
的
思

想
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
取
り
得
る
中
で
︑
な
ぜ
円
了
は
こ
う
し
た
形
で
の
国
家
主
義
的
教
育
を
提
唱
し
た
の
か
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
・
伊

藤
・
森
の
思
想
と
行
動
を
視
点
に
深
掘
り
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

︵
了
︶

【註
︼

(1
)

三
浦
節
夫
︵
2016︶﹃
井
上
円
了
﹄︑
東
京
：
教
育
評
論
社
︑
p
.
294.

(2
)

三
浦
︑
前
掲
書
︑
p
p
.
294-296.

(3
)

尾
佐
竹
猛
︵
1941︶﹁
須
多
因
の
観
た
る
日
本
の
国
体
と
風
俗
﹂︑﹃
昭
徳
﹄︵
一
九
四
一
年
九
月
号
︶︑
p
.
103.

(4
)

林
薫
﹃
後
は
昔
の
記
﹄︑
東
京
：
東
洋
文
庫
︑
p
.
214.

(5
)

現
在
で
は
︑
第
二
回
・
三
回
の
海
外
視
察
旅
行
記
と
併
せ
て
︑
次
の
書
籍
に
て
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
：
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念

学
術
セ
ン
タ
ー
編
︵
2003︶﹃
井
上
円
了
・
世
界
旅
行
記
﹄︑
東
京
：
柏
書
房
.
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(6
)

シ
ュ
タ
イ
ン
の
晩
年
に
つ
い
て
は
︑
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
著
／
森
田
勉
訳
﹃
社
会
の
概
念
と
運
動
法
則
﹄︑
京
都
：
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
︑
の
﹁
シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
涯
﹂
を
参
照
︒

(7
)

土
屋
忠
雄
︵
1962︶﹃
明
治
前
期
教
育
政
策
史
の
研
究
﹄︑
東
京
：
講
談
社
︑
p
p
.
274-275.

(8
)

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
︵
1966︶﹃
井
上
毅
伝

史
料
篇
第
一
﹄︑
東
京
：
国
学
院
大
学
図
書
館
︑
p
.
251.

(9
)

明
治
十
五
年
八
月
十
一
日
付
の
岩
倉
具
視
宛
書
簡
︒
春
畝
公
追
頌
会
編
︵
1970︶﹃
伊
藤
博
文
伝
中
﹄︑
東
京
：
原
書
房
︑
p
.
296.

(10
)

春
畝
公
追
頌
会
編
︑
前
掲
書
︑
p
.
318.

(11
)

春
畝
公
追
頌
会
編
︑
前
掲
書
︑
p
p
.
320-321.

(12
)

明
治
十
五
年
九
月
六
日
付
の
松
方
正
義
宛
書
簡
︒
春
畝
公
追
頌
会
編
︑
前
掲
書
︑
p
.
310.

(13
)

清
水
伸
︵
1939︶﹃
独
墺
に
於
け
る
伊
藤
博
文
の
憲
法
取
調
と
日
本
憲
法
﹄︑
東
京
：
岩
波
書
店
．
こ
の
中
に
︑
伊
東
巳
代
治
筆
記
と
し
て

﹁
大
博
士
斯
丁
氏
講
義
筆
記
﹂
が
あ
る
︒

(14
)

尾
佐
竹
武
︵
1930︶﹃
日
本
憲
政
史
﹄︑
東
京
：
日
本
評
論
社
︑
p
p
.
338-339.

(15
)

ス
タ
イ
ン
述

河
島
醇
編
︵
1889︶﹃
憲
法
及
行
政
法
要
義
﹄︑
東
京
：
集
成
社
.

(16
)

土
屋
忠
雄
︑
前
掲
書
︑
p
p
.
414-415.

(17
)

土
屋
忠
雄
︑
前
掲
書
︑
p
.
415.

(18
)

犬
塚
孝
明
著
／
日
本
歴
史
学
会
編
︵
1986︶﹃
新
装
版

森
有
礼
﹄︑
東
京
：
吉
川
弘
文
館
︑
p
p
.
219-224.

(19
)

木
村
匡
︵
1987︶﹃
森

先
生
伝
﹄︑
東
京
：
大
空
社
︑
p
.
131.

(20
)

木
村
匡
︑
前
掲
書
︑
p
p
.
131-132.

(21
)

大
久
保
利
謙
編
︵
1972︶﹃
森

有
禮

全
集

第
一
巻
﹄︑
東
京
：
宣
文
堂
書
店
︑
p
p
.
332-334.

(22
)

大
久
保
利
謙
編
︑
前
掲
書
︑
p
.
333.

(23
)

大
久
保
利
謙
編
︑
前
掲
書
︑
p
.
334.

(24
)
﹃
教
育
令
ニ
付
意
見
﹄︵
明
治
十
八
年
七
月
︶︒

(25
)
﹁﹃
帝
国
大
学
令
亅
制
定
に
関
す
る
木
場
貞
長
氏
の
手
記
﹄︑
大
久
保
利
謙
編
︵
1961︶﹃
明
治
文
化
資
料
叢
書

第
八
巻

教
育
編
﹄︑
東
京
：

風
間
書
房
︑
p
.
185.

(26
)

現
在
そ
の
全
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
木
村
匡
︑
前
掲
書
︑
p
p
.
148-151.

(27
)

木
村
匡
︑
前
掲
書
︑
p
p
.
144-147.
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(28
)

寺
崎
昌
男
︵
1979︶﹃
日
本
に
お
け
る
大
学
自
治
制
度
の
成
立
﹄︑
東
京
：
評
論
社
︑
p
.
117.

(29
)

岩
井
昌
悟
︵
2019︶﹁
井
上
円
了
の
︿
宇
宙
万
物
に
対
す
る
徳
義
﹀﹂︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
編
﹃
論
集

井
上
円
了
﹄︑
東

京
：
教
育
評
論
社
︑
p
p
.
337-338.

(30
)

祖
父
江
章
子
︵
1989︶﹁
井
上
円
了
の
教
育
観
﹂︑
清
水
乞
編
著
﹃
井
上
円
了
の
学
理
思
想
﹄︑
東
京
：
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
振

興
基
金
︑
p
.
257.

(31
)

岩
井
昌
悟
︵
2019︶﹁
井
上
円
了
の
︿
宇
宙
万
物
に
対
す
る
徳
義
﹀﹂︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
編
︑
前
掲
書
︑
p
.
337.
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