
は
じ
め
に

明
治
五
年
八
月
二
日
発
令
の
太
政
官
第
二
一
四
号

｢

学
制｣

は
、
近
代
日
本
公
教
育
制
度
に
関
す
る
最
初
の
法
令
と
い
う
重
要

な
歴
史
的
記
念
碑
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
大
部
の
も
の
を
含
め
先
行
研
究
も
数
多
い
。
け
れ
ど
も
学
制
取
調
掛
は
い
か
な
る
働
き

を
し
た
の
か
、
学
制
布
告
書

(

前
文)

の
基
調
理
念
が
最
終
段
階
で
な
ぜ

｢[

国
家
の]

富
強
安
康｣

か
ら

｢[

個
人
の]

立
身
・

治
産
・
昌
業｣

に
変
更
さ
れ
た
の
か
な
ど
、｢

学
制｣

の
策
定
過
程
に
は
未
だ
多
く
の
謎
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
の
学
制
布
告
書
の
末
尾
に
は

｢

地
方
官
ニ
於
テ
辺
隅
小
民
ニ
至
ル
迄
不
漏
様
便
宜
解
釈
ヲ
加
ヘ[

中
略]

学
問
普
及
致
候
様

方
法
ヲ
設
可
施
行
事｣

と
い
う
、
地
方
官
宛
命
令
が
付
さ
れ
て
い
た
。
全
国
一
般
に
対
す
る
就
学
奨
励
文
と
地
方
官
宛
命
令
文
と
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学
制
布
告
書
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
性
、
布
告
書
に
お
け
る

｢

国
家｣

、｢
学
制｣

の
特
異
性
、
布
告
書
と
条
文
の
関
係

明
治
五
年

｢

学
制｣

論
議

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編

『

就
学
告
諭
と
近
代
教
育
の
形
成』

に
関
連
し
て

竹

中

暉

雄



の
〈
同
居
〉
が
法
令
の
世
界
で
あ
り
う
る
の
か
、
こ
の
こ
と
も

｢

学
制｣

研
究
で
悩
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
の
一
例
で
あ
る
。
一

方
で
こ
の
付
記
が
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
就
学
告
諭
と
い
う
の
は
こ
の
命
令
に
従
っ
て
発
せ
ら
れ
た
告
諭
の
こ
と
だ
と
理
解
さ

れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し

｢

学
制｣

以
前
に
も
、
多
く
の
就
学
告
諭
が
存
在
し
て
い
た
。

資
料
編
を
入
れ
総
五
八
四
頁
の
労
作
で
あ
る
川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編

『

就
学
告
諭
と
近
代
教
育
の
形
成

(

�)』

は
、
就
学
告
諭
研
究

会
メ
ン
バ
ー
一
五
名
が
就
学
告
諭
と
呼
ば
れ
る
文
書
の
全
国
的
調
査
収
集
を
実
施
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
し
た
共
同
研

究
の
成
果
で
あ
る
。
本
書
で
は
就
学
告
諭
の
定
義
を
再
検
討
し
、
①
明
治
新
政
府
の
発
足
か
ら

｢

教
育
令｣

公
布
ま
で
に
、
②
府

藩
県
官
員
あ
る
い
は
管
内
各
地
域
の
指
導
者
層
が
作
成
し
た
、
③
初
等
教
育
機
関
へ
の
就
学
喚
起
を
目
的
と
し
た

｢

説
得
的
論
理

を
包
含
す
る
文
書｣

と
定
義
し
直
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
同
研
究
会
の
前
著

(

�)

で
収
集
検
討
さ
れ
た
告
諭
数
は
四
〇
〇
以
上
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
今
回
の
再
定
義
に
当
て
は
ま
っ
た
就
学
告
諭
は
二
二
八
件
と
な
り
、
そ
の
う
ち

｢

最
も
告
諭
ら
し
い
告
諭｣

八
七

件
が
選
別
さ
れ
資
料
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
国
民
精
神
文
化
研
究
所
編

『

日
本
教
育
史
資
料
書

第
五
輯』

(

一
九
三
七
年)

の
一
七
件
と
比
べ
る
と
、
格
段
の
発
展
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ま
で
富
山
県

(

新
川
県)

の
就
学
告
諭
と
さ
れ
て
き
た

が
、
実
は
宮
崎
県
告
諭
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

｢

説
諭
二
則｣

も
含
ま
れ
て
い
る
。

就
学
告
諭
は
、
明
治
維
新
前
後
の
地
方
官
や
指
導
者
が
、
学
問
・
教
育
・
学
校
の
必
要
性
を
ど
の
よ
う
に
訴
え
て
い
た
か
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
的
文
書
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
説
諭
は
新
時
代
開
幕
時
の
熱
気
を
感
じ
さ
せ
興
味

深
い
。

本
書
の
内
容
を
す
べ
て
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第
一
部

｢
就
学
告
諭
と
そ
の
論
理｣

の
第
六
章
は
ア
メ
リ
カ
と
の
比

較
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
公
民
権
や
自
然
法
に
基
づ
い
て
受
教
育
権
を
根
拠
と
す
る
就
学
勧
奨
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
日
本

で
は
そ
う
い
う
視
点
か
ら
の
告
諭
は
大
分
県
の
一
件
の
み
で
、
非
就
学
は
新
権
力
体
制
の
末
端
と
し
て
の｢

戸
主
＝
親｣

の
越
度
・
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責
任
・
義
務
で
あ
る
と
か
、
就
学
は
立
身
・
立
家
な
ど

｢

家｣

の
実
利
に
な
る
と
い
っ
た
論
拠
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。

第
七
章
は
、｢

学
制｣

三
年
前
の
一
八
六
九
年
に

｢

公
教
育
法｣

を
制
定
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
比
較
で
あ
る
。
宗
教
を
捨

象
し
た

｢

学
制｣

と
は
異
な
り
、｢

公
教
育
法｣

で
は
宗
教
が
教
科
の
筆
頭
で
あ
り
、
宗
教
・
宗
派
に
よ
る
別
学
、
さ
ら
に
非
ム

ス
リ
ム
の
宗
教
と
言
語
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
同
法
の
一
三
年
前
の
勅
令
が
ム
ス
リ
ム
と
非
ム
ス
リ
ム
の

｢

法
的

平
等｣

を
宣
言
し
て
い
た
こ
と
、
同
法
が
中
学
校
以
上
で
の
ム
ス
リ
ム
・
非
ム
ス
リ
ム
の
共
学
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
人
々
を
区
別
す
る
基
準

(

身
分
や
性
で
は
な
く
宗
教)

の

｢

平
準
化｣

が
指
摘
で
き
る
と
い
う
。

第
二
部

｢

地
域
に
お
け
る
就
学
告
諭
と
小
学
校
設
立｣

の
第
一
章
は
、
渡
会

わ
た
ら
い

府

(

県)

の
事
例
で
あ
る
。
明
治
元
年
七
月
に
旧

伊
勢
神
宮
領
と
旧
幕
領
を
管
轄
す
る
新
政
府
直
轄
地
と
し
て
設
置
さ
れ
た
渡
会
府
の
主
導
に
よ
っ
て
、
従
来
の
よ
う
な
上
級
神
官

子
弟
の
み
対
象
で
は
な
い
が
漢
籍
中
心
の
学
校
の
設
置
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
財
政
基
盤
は
神
宮
改
革
の
た
め
の
政
府
御
附
属
米

で
あ
っ
た
の
で
、
明
治
二
年
九
月
に
そ
れ
が
途
絶
え
る
と
維
持
困
難
と
な
り
明
治
四
年
一
月
に
は

｢

休
校｣

と
な
る
。
し
か
し
地

域
有
志
に
よ
り
学
校
再
興
機
運
が
高
ま
る
。
渡
会
県
庁
の
入
学
勧
奨
説
諭

(

明
治
五
年
八
月)

に
は
学
制
布
告
書
の
趣
旨
が
色
濃

く
反
映
し
て
お
り
、｢

人
才
成
立
之
基
本｣

｢

自
主
自
由
ノ
権｣

な
ど

｢

洋
学｣

の
効
用
が
説
か
れ
、
有
志
に
よ
る

｢

学
校
創
立
之

資
金｣

設
置
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
。

第
六
章
は
熊
本
県
で
あ
る
。
前
著
で｢

就
学
告
諭
を
発
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
県｣

は
香
川
、
熊
本
、
鹿
児
島
の
三
県
で
あ
っ

た
が

(

資
料
凡
例)

、
今
回
の
調
査
で
も
熊
本
県
に
つ
い
て
は

｢[
地
方
官
に
よ
る]

独
自
の
就
学
告
諭
の
存
在｣

は
確
認
で
き
ず
、

他
府
県
と
は
異
な
る
展
開
に
な
っ
た
要
因
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
と
言
っ
て
も

｢

学
制｣

が
無
視
さ
れ
た
と
か
で
は
な
く
、

学
制
布
告
書
自
体
の
回
覧
の
後
に
区
戸
長
や
学
区
取
締
に
対
し
幾
度
も
布
達
し
、
学
校
設
立
・
就
学
勧
奨
・
私
家
塾
の
統
制
な
ど

を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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附
論
二
に
よ
る
と
、
福
井
県
域
で
は
学
制
布
告
書
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
学
制
章
程
に
つ
い
て
は
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
。
地
域
の
実
情
に
合
わ
な
い
と
学
制
章
程
に
は
不
満
が
抱
か
れ
て
い
た
が
、
学
制
布
告
書
の
理
念
は
支
持
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(

後
述)

。

就
学
告
諭
を
め
ぐ
る
興
味
は
尽
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
学
制
布
告
書
お
よ
び

｢

学
制｣

そ
の
も
の
に
関
す
る
本
書
の
見
解
に
は
、

議
論
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
以
下
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

第
一
節

｢

農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ
・
・
・
学
問
ノ
何
物
ヲ
弁
セ
ス｣

(

学
制
布
告
書)

の

解
釈

｢

人
々
自
ラ
其
身
ヲ
立
テ
其
産
ヲ
治
メ
其
業
ヲ
昌
ニ
シ
テ
以
テ
其
生
ヲ
遂
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ｣

と
始
ま
る
学
制
布
告
書
。
極
め

て
有
名
で
は
あ
る
が
、
従
来
そ
の
内
容
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
拙
著

『

明
治
五

年

｢

学
制｣

通
説
の
再
検
討

』
で
は
、
そ
の
文
章
の
分
か
り
に
く
さ
、
歴
史
的
事
実
の
誇
張
や
虚
偽
な
ど
に
つ
い
て
、

以
下
の
六
点
の
問
題
を
指
摘
し
た

(

�)

。

①

｢

従
来
学
校
ノ
設
ア
リ
テ
ヨ
リ
年
ヲ
歴
ル
コ
ト
久
シ
ト
雖
�
或
ハ
其
道
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
シ
テ
人
其
方
向
ヲ
誤
リ｣

の
意
味

が
理
解
し
に
く
い
。｢

其
道
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ｣

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

②

｢

学
問
ハ
士
人
以
上
ノ
事
ト
シ
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ
之
ヲ
度
外
ニ
ヲ
キ
学
問
ノ
何
物
ヲ
弁
セ
ス｣

は
、
本
当

に
事
実
に
沿
っ
て
い
た
の
か
。

③

｢

士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者｣

と
あ
る
が
、
事
実
に
反
す
る
表
現
で
は
な
い
か
。
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④

｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

て
学
問
す
れ
ば
、
ど
う
し
て

｢

詞
章
記
誦
ノ
末
ニ
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥｣

る
こ
と
に
な

る
の
か
。

⑤
｢

士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者｣

が

｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

て
学
問
し
て

｢

空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥｣

る
こ
と
が

｢

沿
襲

ノ
習
弊｣

で
、
そ
れ
が

｢

貧
乏
破
産
喪
家
ノ
徒｣

が
多
い
理
由
で
あ
れ
ば
、｢

士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者｣

に

｢

貧
乏
破

産
喪
家
ノ
徒｣

が
多
い
こ
と
に
な
る
が
、
不
自
然
で
は
な
い
か
。

⑥

最
後
の
但
書
中
の

｢

一
般
ノ
人
民
他
事
ヲ
抛
チ
自
ラ
奮
テ
必
ス
学
ニ
従
事
セ
シ
ム
ヘ
キ
様
心
得
ヘ
キ
事｣

の
意
味
が
と
り

に
く
く
誤
解
を
招
き
や
す
い
。

『

就
学
告
諭
と
近
代
教
育
の
形
成』

の
第
三
章

(

川
村
肇)

で
は
、
こ
れ
ら
六
点
が
各
府
県
の
就
学
告
諭
で
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
ら
れ
た
か
と
い
う
新
し
い
視
点
で
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
前
記
の
②
と
④
に
関
し
て
は
、
拙
著
と
異
な
る
見
解
が

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
②
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
拙
著
の
記
述
が
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

学
制
布
告
書
の
な
か
の

｢

学
問
ハ
士
人
以
上
ノ
事
ト
シ
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ
之
ヲ
度
外
ニ
ヲ
キ
学
問
ノ
何
物
ヲ
弁

セ
ス｣

は
本
当
に
事
実
に
沿
っ
て
い
た
の
か
と
疑
問
を
呈
し
、｢

寺
子
屋
や
私
塾
、
郷
学
で
の
教
育
の
こ
と
を
無
視
し
て
い
る｣

｢

庶
民
の
た
め
に
出
版
さ
れ
て
い
た
各
種
往
来
物
の
存
在
も
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い｣

、
そ
し
て

｢

《
遅
れ
た
日
本
》
と
い

う
認
識
を
公
式
に
外
国
に
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
非
常
に
都
合
が
悪
い｣

と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
す
る
川
村
氏
の
理
解
は
、｢

学
制
布
告
書
で
下
層
階
級
や
女
性
が
弁
え
な
か
っ
た｣

と
さ
れ
て
い
る
の
は

｢

読
み
書
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き
な
ど
の
初
級
の
教
育｣

で
は
な
く

｢

学
問｣

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
江
戸
時
代
の

｢

学
問｣

と
い
え
ば
一
般
に

｢

儒
学

(

漢

学)｣

で
あ
る
。
学
問
が

｢

日
用
常
行
言
語
書
算｣

な
ど
と
さ
れ
た
の
は
、｢

ま
さ
に
そ
の
学
制
布
告
書
か
ら
の
こ
と｣

で
あ
っ
た

と
い
う

(
�)

。

と
こ
ろ
で
学
制
布
告
書
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
新
政
府
に
よ
る
人
民
一
般
に
対
す
る
諭
し
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
は
当
然
、

新
政
府
の
政
治
的
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
教
育
史
研
究
と
し
て
は
、
一
つ
の
言
葉
の
裏
の
意
味
な
ど
を
考
え
、
そ
の
隠
さ
れ

た
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
学
制
布
告
書
は
、
そ
の
後
小
学
校
な
ど
に
配
布
さ
れ
人
民
一
般

の
啓
蒙
に
使
用
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を

｢

文
字
通
り｣

に
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
学
制
布
告
書
の
冒
頭

部
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
人
が
自
ら
立
身
・
治
産
・
昌
業
す
る
に
は

｢

学｣

が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に

｢

学
校｣

が
あ
る
。｢

日
用
常
行
言
語

書
算｣

を
初
め
と
し

｢

士
官
農
商
百
工
技
芸
及
ヒ
法
律
政
治
天
文
医
療
等｣

に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
人
の
生
活
に

｢

学｣

が
な

い
と
こ
ろ
な
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て

｢

学
問｣
と
は
ま
さ
に

｢

身
ヲ
立
ル
ノ
財
本｣

な
の
で
、
人
は
誰
で
も
学
ば
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
従
来
か
ら｢

学
校｣

が
設
け
ら
れ
か
な
り
の
年
月
が
経
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は｢

方
向
ヲ
誤｣

っ
て｢

学
問｣

は

｢

士
人
以
上
ノ
事｣

と
考
え

｢

農
工
商
及
ヒ
婦
女
子｣

に
至
っ
て
は
こ
れ
を

｢

度
外｣

に
お
き

｢

学
問｣

の
何
た
る
か
を
弁

え
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら

｢

一
般
ノ
人
民｣
は

｢

邑
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
ニ
不
学
ノ
人｣

が
無
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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要
す
る
に
、
人
は
誰
で
も

｢

日
用
常
行
言
語
書
算｣

か
ら
始
ま
る

｢

身
ヲ
立
ル
ノ
財
本｣

と
し
て
の
《
本
来
あ
る
べ
き
学
問
》

を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
、
と
り
わ
け

｢

農
工
商
及
ヒ
婦
女
子｣

は
、
そ
れ
を
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
今
後

｢

一
般
ノ
人
民｣

は
、｢

不
学
ノ
戸｣

｢

不
学
ノ
人｣

を
な
く
し
、
そ
う
い
う
《
本
来
あ
る
べ
き
学
問
》
を
学
ぶ
べ

き
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
か
読
め
な
い
。
つ
ま
り
人
々
誰
も
が
学
ぶ
べ
き
学
問
は
、
江
戸
時
代
と
明
治
新
時
代
と
で
区
別
さ
れ
て
い

な
い
。

し
か
し
川
村
氏
に
よ
れ
ば
、｢

日
用
常
行
言
語
書
算｣

を
含
め
る
学
問
観
は
学
制
布
告
書
が
初
め
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
学
制
布
告
書
は
、｢
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子｣

は

｢

学
問

(

儒
学)｣

か
ら
疎
外
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

｢

初
級
の
教
育｣

か
ら
で
は
な
い
と
い
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
学
制
布
告
書
の
ど
の
部
分
に
よ
っ
て
そ
う
判
断
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
論
拠
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
、
学
制
布
告
書
は

｢

初
級
の
教
育｣

と

｢

学
問

(

漢
学)｣

と

を
区
別
し
て
い
る
と
い
う
別
の
論
点
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
こ
と
の
言
わ
ば
〈
間
接
証
拠
〉
と
し
て
、
次
の
京
都
府
告
諭

(

明
治
元

年
一
一
月
二
〇
日)

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

此
小
学
校
ノ
搆
ト
云
ハ
学
文
而
已
之
為
ニ
ア
ラ
ス
便
利
ノ
地
ニ
建
営
シ
テ
手
跡
算
術
読
書
ノ
稽
古
場
ナ
リ
儒
書
講
釈
心
学
道
話

之
教
諭
処
也
組
町
集
議
之
会
所
ナ
リ
又
或
時
ハ
布
告
之
趣
意
ヲ
此
処
ニ
テ
委
細
ニ
説
キ
聞
セ
多
人
数
之
呼
出
シ
モ
態
々
当
府
ヘ

罷
リ
出
終
日
ノ
手
間
隙
ヲ
費
サ
ス
共
府
ヨ
リ
此
処
ヘ
出
張
シ
申
渡
ス
事
モ
ア
ル
ヘ
シ

(

�)

。

同
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
告
諭
は
、｢『

学
文』

(

＝
学
問)

と

『

手
跡
算
術
読
書』

の
稽
古
、『

儒
書
講
釈』

、『

心
学
道
話』

の
教
諭

を
別
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
近
世
的
用
法
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た｣
と
い
う

(

�)

。
こ
の
表
現
で
は
、｢

手
跡
算
術
読
書｣

だ
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け
で
な
く

｢

儒
書
講
釈｣

や

｢

心
学
道
話｣

ま
で
も

｢

学
文｣

と
は

｢

別
の
も
の｣

と
し
て
扱
う
の
が

｢

近
世
的
用
法｣

で
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、｢

手
跡
算
術
読
書｣

の
稽
古
は

｢

儒
書
講
釈｣

｢

心
学
道
話｣

と
い
っ
た

｢

学
文｣

と

は

｢
別
の
も
の｣

と
し
て
扱
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
読
め
る
だ
ろ
う
か
。
同
告
諭
は
ま
ず
、
小
学
校
と
は

｢

学
文｣

の
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
で
は

｢

学
文｣

以
外
に
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
思
っ
て
読
み
進
め
る
と
、｢

手
跡
算
術
読
書｣

の
稽
古
、

｢

儒
書
講
釈｣

、｢
心
学
道
話｣

教
諭
の
た
め
で
も
あ
る
と
続
く
。
と
こ
ろ
が

｢

儒
書
講
釈｣

や

｢

心
学
道
話｣

は

｢

学
文｣

に
入

る
は
ず
な
の
で
、
こ
の
読
み
方
は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
こ
で
〈
小
学
校
は

｢
学
文｣
の
み
の
た
め
に
あ
ら
ず
〉
の
後
に
は
、
小
学
校
で
行
わ
れ
る
こ
と
の
事
例
が

｢

学
文｣

を
含
め

る
形
で

｢

手
跡
算
術
読
書｣

｢

儒
書
講
釈｣
｢

心
学
道
話｣

と
挙
げ
て
あ
る
と
読
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
告
諭
で
重
要
な
の
は
、

後
半
に
出
て
く
る

｢

組
町
集
議
之
会
所｣
と
か
、
一
日
か
け
て
府
庁
ま
で
来
な
く
て
も
府
か
ら
主
張
し
て

｢

布
告
之
趣
意｣

を

｢

委
細
ニ
説
キ
聞
セ｣

る
こ
と
な
ど
で
、
こ
れ
ら
こ
そ
が
、
小
学
校
の

｢

学
文｣

以
外
の
重
要
任
務
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
明
治
二
年
五
月
か
ら
、
報
時
鼓
を
備
え
る
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を
兼
ね
た
六
四
の
番
組
小
学
校
が
京
都
市

中
に
開
設
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
こ
の
告
諭
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て

｢

手
跡
算
術
読
書｣

｢

儒
書
講
釈｣

｢

心
学
道
話｣

を
並
列
さ
せ
て
い
る
京
都
府
の
こ
の
告
諭
は
、｢

手
跡
算
術
読

書｣

を

｢

学
文｣

と
は

｢

別
の
も
の｣

と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
の
証
拠
と
し
て
、
あ
ま
り
適
切
と
は
言
え
な
い
。
そ
し

て
も
と
も
と
学
制
布
告
書
と
の
関
係
で
川
村
氏
が
提
起
し
て
い
た
論
点
は
、｢

農
工
商
及
ヒ
婦
女
子｣

が
疎
外
さ
れ
て
い
た
の
は

｢

学
問

(

儒
学)｣

か
ら
で
あ
っ
て

｢

初
級
の
教
育｣

か
ら
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
京
都
府
告
諭
か
ら
そ
う
い

う
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
出
来
な
い
。
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と
こ
ろ
で

｢

手
跡
算
術
読
書｣

と

｢

儒
書
講
釈｣

と
が

｢

別
の
も
の｣

で
あ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
関
連
し

合
っ
て
は
い
る
が
、
ま
っ
た
く
同
一
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
学
制
布
告
書
は
、
読
書
算
と
い
う
初
等
教
育
と
そ
の
後
に
続
く
学
問
と
を
連
続
的
に
捉
え
、
そ
れ
が
《
本

来
あ
る
べ
き
学
問
》
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、｢

日
用
常
行
言
語
書
算
ヲ
初
メ
士
官
農
商
百
工
技
芸
及
ヒ
法
律
政

治
天
文
医
療
等｣
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ

｢

人
ノ
営
ム
ト
コ
ロ
ノ
事
学
ア
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ｣

と
い
う
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う

し
た
考
え
方
は
、
本
書

『

就
学
告
諭
と
近
代
教
育
の
形
成』

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
奈
良
県
の
就
学
告
諭

(

明
治
五
年
六
月)

に
も

見
ら
れ
、
そ
こ
で
は

｢
其
知
識
ナ
ル
モ
ノ
ハ
学
問
ヨ
リ
生
シ
其
学
問
ハ
幼
少
ノ
時
読
書
手
習
算
術
等
ヨ
リ
漸
々
修
業
致
サ
ス
シ
テ

ハ
容
易
ニ
成
就
ス
ル
コ
ト
ナ
シ｣
と
諭
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
こ
と
は
現
在
に
お
い
て
も
通
常
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
川
村
氏
の
理
解
に
従
っ
て
、
下
層
階
級
や
女
性
が
弁
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は

｢

学
問

(

儒
学)｣

の
こ
と

で

｢

初
級
の
教
育｣

で
は
な
い
と
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
不
都
合
も
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
江
戸
時
代
の
農
工
商
・
婦
人
は

｢

学

問

(

儒
学)｣

か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
の
で
、
今
後
は
そ
う
い
う

｢

学
問

(

儒
学)｣

を
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
の
が
学
制
布
告
書
の

論
旨
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
学
制
布
告
書
が
結
論
と
し
て
求
め
て
い
る
の
は
、｢

邑
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
ニ
不
学
ノ
人
ナ

カ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト｣

で
あ
り
、
ま
た
幼
童
を｢

男
女
ノ
別
ナ
ク
小
学
ニ
従
事｣

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に｢

初
級
の
教
育｣

の
普
及
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
学
制
布
告
書
は
か
な
り
過
激
な
表
現
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ま
で

｢

農
工
商
及
ヒ
婦
女
子｣

は

読
み
書
き
教
育
す
ら
受
け
ず
無
知
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
と
読
む
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
し
か
読
め
な
い
か

ら
こ
そ
、
同
時
代
人
の
森
有
礼

(

当
時
駐
米
公
使)

も
、
そ
う
英
訳
し
た
の
で
あ
る
。『

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ』

が
布
告

書
を
含
め
た
長
文
の

｢

学
制｣

紹
介
記
事
を
掲
載
し
た
が
、
そ
れ
は
森
有
礼
の
翻
訳
を
基
に
し
て
い
て
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
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記
さ
れ
て
い
た
。

F
arm

e
rs,

m
e

ch
an

ics,
trad

e
rs,

an
d

w
o

m
e

n
w

e
re

le
ft

in
ig

n
o

ran
ce

,
so

th
at

th
e

y
k

n
e

w
n

o
t

w
h

at
e

d
u

catio
n

w
as

(

�)
.

森
の
翻
訳
文
自
体
の
検
証
は
で
き
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
の
菊
池
大
麓
や
吉
田
熊
次
の
英
訳
も
、
学
制
布
告
書
の

｢

学
問｣

(
le

arn
in

g)

に
《
本
来
あ
る
べ
き
教
育
》
と

｢

儒
学｣

の
二
種
類
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。

一
八
七
六

(

明
治
九)
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
国
博
の
た
め
に
、
文
部
省
は
英
文
の

『

日
本
教
育
史
概
要』

を
出
版
し
、

学
制
布
告
書
を
部
分
的
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
当
該
箇
所
は
、｢

下
層
階
級
、
そ
し
て
女
性
に
と
っ
て
は
、
学
問
は
か
れ

ら
の
領
域
を
越
え
た
も
の
と
見
な
さ
れ
、
た
と
え
学
習
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
限
ら
れ
た
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た｣

と
な
っ
て
い
て
、
抄
訳
に
も
か
か
わ
ら
ず
傍
線
部
が
補
足
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

川
村
氏
に
よ
れ
ば
、｢

竹
中
が
批
判
し
て
い
る[

中
略]

文
部
省
訳
は
む
し
ろ
正
鵠
を
射
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う｣

と
い
う

(

�)

。

し
か
し
拙
著
は
、
文
部
省
訳
の

｢

批
判｣

な
ど
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
の
農
工
商
や
婦
女
子
が

｢

無
知
の
ま
ま
放
置

さ
れ
て
き
た｣

こ
と
を
認
め
る
政
府
公
文
書

(

学
制
布
告
書)

の

｢

不
都
合
さ｣

に
つ
い
て
は
、
当
時
の
文
部
省
も

｢

よ
く
認
識

し
て
い
た
と
推
測
で
き
る｣

と
記
し
た
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
上
記
文
部
省
訳
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

｢

正
鵠
を
射
て
い
る｣

と
言
え
る
の
か
。
こ
の
評
価
を
引
き
出
す
根
拠

と
さ
れ
て
い
る

｢

読
み
書
き
の
よ
う
な
教
育
で
す
ら
、
江
戸
時
代
後
期
に
至
っ
て
も
、
と
く
に
農
村
に
は
大
し
て
普
及
し
て
い
な

か
っ
た｣

と
い
う
状
況
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
も
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
拙
著
の
解
釈
が
後
押
し
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る

が
、
恐
ら
く
は
、
補
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
史
実
に
よ
り
近
く
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
史
実
と
し
て
は
確
か
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に
そ
の
通
り
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
拙
著
が
問
題
に
し
た
の
は
史
実
の
こ
と
で
は
な
く
、
学
制
布
告
書
の
記
述
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。｢

農
工
商
及
ヒ
婦

女
子｣
は
読
書
算
を
含
む
《
本
来
あ
る
べ
き
教
育
》
か
ら
疎
外
さ
れ
て
き
た
、
と
読
ん
だ
拙
著
に
対
し
て
、
同
氏
は
そ
う
で
は
な

く｢

学
問(
儒
学)｣

か
ら
疎
外
さ
れ
て
き
た
と
読
ま
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
論
証
す
る
叙
述
の
結
論
部
で
、｢

正
鵠
を
射
て
い
る｣

が
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
上
記
文
部
省
訳
が
、《
本
来
あ
る
べ
き
教
育
》
か
ら
で
は
な
く

｢

学
問

(

儒
学)｣

か
ら
で
あ
る
、

と
的
確
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、｢

正
鵠
を
射
て
い
る｣

は
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
翻
訳
の
仕
方
如
何
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
う
い
う
内
容
の
文
で
は
な
い
の
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
的
に
的
中
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。

拙
著
が
文
部
省
訳
を
紹
介
し
た
の
は
、
当
時
の
文
部
省
も
ま
た
学
制
布
告
書
を
、〈｢

農
工
商
及
ヒ
婦
女
子｣

は
初
級
教
育
か
ら

も
疎
外
さ
れ
て
い
た
〉
と
読
ん
で
い
た
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
直
訳
の
ま
ま
で
は
、《
遅
れ
た
日
本
》

を
外
国
に
公
的
文
書
で
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
に
、
あ
え
て
補
足
し
た
英
訳
文
を
作
成
し

｢

極
端
さ｣

を

｢

緩
和｣

し
た
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
そ
も
そ
も
学
制
布
告
書
は
な
ぜ
虚
偽
・
誇
張
を
含
む
過
激
な
表
現
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
学
制
布
告
書
が
明
治
新
政
府
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
旧
幕
時
代
の
学
問
・
教
育
を
す

べ
て
無
価
値
な
も
の
と
し
て
否
定
し
、
新
政
府
の
方
針
に
従
っ
て
最
初
か
ら
や
り
直
す
べ
き
だ
と
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は

｢

学
制｣

の
有
難
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
戦
術
で
あ
り
、
Ｂ
・
プ
ラ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
イ
ギ
リ
ス
の

エ
ジ
プ
ト
植
民
地
政
府
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(

�)

。

た
だ
一
八
七
二

(

明
治
五)

年
の

｢

学
制｣

は
世
界
的
に
見
て
、
公
教
育
制
度
の
法
令
と
し
て
極
め
て
先
進
的
で
あ
り
、
外
国

人
か
ら
は

｢

称
讃｣

さ
え
受
け
た

(

�)

。
も
っ
と
も
条
文
通
り
の
実
現
は
難
し
か
っ
た
が
。
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第
二
節

｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

(

学
制
布
告
書)

の

｢

国
家｣

と
は

学
制
布
告
書
に
対
す
る
拙
著
の
疑
問
の
④
は
、｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

て
学
問
す
れ
ば
、
ど
う
し
て

｢

詞
章
記
誦
ノ
末
ニ

趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥｣

る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
因
果
関
係
が
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
川
村

氏
の
解
答
は

｢
意
味
が
通
じ
る｣

で
あ
り
、
そ
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

学
制
布
告
書
は

｢

朱
子
学
的
な
啓
蒙
主
義｣

の
産
物
で
あ
る
の
で
、｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

の

｢

国
家｣

と
い
う
の
は
、

『

大
学』

八
条
目
に
あ
る

｢
治
国
平
天
下｣

の
意
味
の
国
家
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

国
家｣

が

｢

治
国
平
天
下｣

の
意
味
の
国
家

で
あ
れ
ば
、｢

天
下
国
家
を
空
疎
に
論
じ
る
よ
う
な
実
用
的
で
な
い
学
問｣

が

｢

空
理
虚
談｣

に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
批
判
は

意
味
が
通
じ
る

(

�)

。

そ
し
て
秋
田
県
の
就
学
告
諭

(

明
治
六
年
九
月
一
三
日)

が

｢[

た
と
え
わ
ず
か
な
傑
出
者
が
学
習
し
て
も]

徒
ニ
浮
華
ニ
趨

リ
坐
上
ニ
治
国
平
天
下
ヲ
説
キ
或
ハ
高
尚
風
流
文
雅
ニ
シ
テ
詞
章
ニ
耽
リ[

云
々]｣

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
で
あ
り
、｢[

川
村
氏
と]

同
様
の
布
告
書
理
解
と
見
て
よ
い｣

と
い
う

(

�)

。

と
こ
ろ
で
一
二
名
の
学
制
取
調
掛
が
布
告
書
の
作
成
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
の
か
、
未
だ
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
事
務
・
行

政
官
を
除
い
た
九
名
の
う
ち
七
名
が
洋
学
者
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
、
時
代
の
方
向
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

各
府
県
の
就
学
告
諭
は
、
そ
の
学
制
布
告
書
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
。
布
告
書
の
内
容
を
一
八
の
論
点
に
分
け
、
そ

れ
ら
が
布
告
書
後
に
出
さ
れ
た
六
一
の
府
県
就
学
告
諭
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
た
本
書
の
分
析

(

川
村
氏)

は
興
味
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深
い

(

�)

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
最
大
一
五
の
論
点
で
一
致
す
る
就
学
告
諭
が
三
件
あ
る
一
方
で
、
ま
っ
た
く
一
致
し
な
い
も
の
も
四
件

あ
り
、
平
均
の
一
致
点
数
は
三
・
六
だ
と
い
う
。
府
県
の
告
諭
は
学
制
布
告
書
の
命
令
に
よ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
影
響
力

は
予
想
外
に
強
く
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
論
点
の
う
ち

｢

立
身
昌
業[

正
確
に
は
立
身
治
産
昌
業]

の
た
め
に
は
、
身
を

修
め
智
を
開
き
才
芸
を
長
ず
る
こ
と
が
必
要
だ｣

の
一
致
率
は
約
四
六
％
で
、
一
番
高
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
点

(

布

告
書
冒
頭
部)
の
影
響
力
は
強
か
っ
た
。

こ
の
部
分
に
も
、
学
制
取
調
掛
の
多
数
が
洋
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
時
代
精
神
が
現
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
府
県
就
学
告
諭

に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
渡
会
県
庁
の
入
学
勧
奨
説
諭

(

明
治
五
年
八
月)

は

｢

洋
学｣

の
効
用
を
説
い
て
い

た
し(

前
出)

、
そ
れ
以
外
に
も｢

西
洋
文
字｣
｢

外
国
ノ
事
情｣

｢

洋
学｣

(

秋
田
県
、
明
治
六
年
三
月)

、｢

西
洋
諸
国
と
の
交
り｣

｢

文
明
日
進｣

｢

西
洋
人｣

(

名
東
県[
徳
島]

、
明
治
六
年
一
月)

な
ど
、
学
制
布
告
書
に
も
な
い
言
葉
を
使
っ
て
西
洋
志
向
を
明

確
に
示
し
て
い
る
も
の
が
各
府
県
就
学
告
諭
に
は
あ
る
。
明
治
七
年
四
月
の
埼
玉
県
権
令
・
白
根
多
助

(

元
長
州
藩)

の
告
諭
に

至
っ
て
は
、｢

米
国
ウ
エ
ラ
ン
ト｣

の

｢
経
済
論
勉
強
篇｣

の
摘
訳
を
紹
介
し
、
な
ぜ

｢

勉
強
ハ
物
価
ヲ
生
ス
ル
ノ
財
本｣

で
あ

る
の
か

｢

実
学
ノ
功
用｣

を
説
明
し
て
、
人
民
が

｢
文
明
ノ
化
ニ
浴
ス
ル｣

こ
と
を
求
め
て
い
る

(

い
ず
れ
も
本
書
資
料
編
に
収

録)

。
福
沢
諭
吉
が
官
軍
と
彰
義
隊
と
が
戦
う
砲
声
を
聞
き
な
が
ら
、
芝
新
銭
座
の
塾
に
お
い
て

｢

英
書
で
経
済
の
講
釈｣

を
し

て
い
た
と
い
う
話
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
英
書
と
は
、
二
度
目
の
ア
メ
リ
カ
で
買
っ
て
き
たF

ran
cis

W
ay

lan
d
(

1
7

9
6

�18
6

5)

の

T
h

e
E

lem
en

ts
of

P
olitica

l
E

con
om

y
(

1
8

6
6)

で
あ
っ
た
。｢

徹
底
し
た
経
済
的
自
由
主
義｣

に
貫
か
れ
た
同
書
に

つ
い
て
福
沢
は
、｢

心
魂
を
驚
破
し
て
食
を
忘
れ
る
に
至
れ
り｣

と
回
想
し
て
い
た
と
い
う

(

�)

。

他
方
、
川
村
氏
に
よ
れ
ば
、｢

学
制
布
告
書
の
書
き
手
の
土
台
に
あ
っ
た
の
は
儒
教
的
な
教
養
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い｣

と
い
う
。
確
か
に
洋
学
者
を
含
め
、
当
時
の
武
士
階
級
出
身
知
識
人
の
精
神
的
土
台
が

｢

儒
教
的
な
教
養｣

だ
っ
た
こ
と
は
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否
定
で
き
な
い
が
、
川
村
氏
の
主
張
で
は
、
学
制
布
告
書
は
土
台
と
い
う
よ
り
理
念
そ
の
も
の
が

｢

朱
子
学
的
な
啓
蒙
主
義
の
産

物｣

な
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
が
就
学
告
諭
研
究
会
の
前
掲
前
著
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
布
告
書
の
冒
頭
部
は

｢『

学

問』
が
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
顔
を
出
し
て
、
人
生
を
左
右
す
る
と
述
べ
て
い
る｣

｢

そ
れ
に
相
当
す
る
も
の

は
、
前
近
代
に
お
い
て
朱
子
学
の

『

理』

を
お
い
て
他
に
は
な
い｣

か
ら
で
あ
る
と

(

�)

。

近
代
の
出
発
を
象
徴
す
る
学
制
布
告
書
の
理
念
を
な
ぜ

｢

前
近
代｣

に
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
も
し
そ
れ

が
朱
子
学
の

｢

理｣
を
表
現
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
一
節
で
紹
介
し
た
川
村
氏
の
見
解
と
は
齟
齬
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

同
氏
は
、｢

学
問
が

『
日
用
常
行
言
語
書
算』

な
ど
と
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
学
制
布
告
書
か
ら
の
こ
と｣

で
あ
る
と
、
つ

ま
り
学
制
布
告
書
の
学
問
観
は
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
立
身
・
治
産
・
昌
業
の
た
め
の
学
問
と

い
う
学
制
布
告
書
の
考
え
方
は
、｢
道
徳
的
な
研
鑽｣

を
目
的
と
す
る
の
が

｢

一
般
的｣

だ
っ
た
江
戸
時
代
の

｢

学
問｣

や

(

川

村
氏
、
後
出
�)

、
朱
子
学
の
重
要
理
念
で
あ
る

｢

格
物
致
知
誠
意
正
心
修
身
斉
家
治
国
平
天
下｣

(

後
出)

な
ど
と
は
次
元
が
異

な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
学
制
布
告
書
的
な
学
問
観
は

｢

ま
さ
に
そ
の
学
制
布
告
書
か
ら
の
こ
と｣

と
主
張
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
か
。

｢『

学
問』

が
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
顔
を
出
し
て
、
人
生
を
左
右
す
る｣

、
つ
ま
り
〈
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場

面
が
学
問
で
あ
る
〉
と
い
う
考
え
方
自
体
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の

｢

生
活
が
陶
冶
す
る｣

に
も
似
て
い
て
、
そ
う
限
定
的
な
も
の

で
は
な
い
。
や
は
り
〈
何
の
た
め
に
学
ぶ
か
〉
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
学
制
布
告
書
の

｢

国
家｣

は
な
ぜ
朱
子
学
的

｢
国
家｣

の
意
味
だ
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
川
村
氏
に
よ

る
理
由
説
明
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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�
ま
ず

｢

日
本｣

と
い
う
近
代
国
家
の
意
味
で
は
な
い
。
学
制
布
告
書
は

｢

国
家
の
た
め
と
唱
え
て
す
る
学
問｣

を
批
判
し
て

い
る
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
時
代
に

｢

近
代
国
家
の
た
め
に
行
う
学
問
が
存
在
し
た｣

と
い
う
の
は
論
理
的
に
意
味
が
通
ら
な

い
。

�
そ
こ
で
従
来
の
よ
う
に
こ
の

｢

国
家｣

は

｢

藩｣

の
こ
と
だ
と
読
め
ば
、｢

藩｣

の
た
め
に
し
た
学
問
が
な
ぜ

｢

詞
章
記
誦

ノ
末
ニ
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥｣

り

｢

身
ニ
行
ヒ
事
ヲ
施
ス
コ
ト｣

が
で
き
な
く
な
る
の
か
、｢

論
理
的
な
関
連｣

が
見

い
だ
せ
ず

｢
無
理
が
あ
る｣

。

�
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の

｢

学
問｣

は

｢

道
徳
的
な
研
鑽｣

を
目
的
と
す
る
の
が

｢

一
般
的｣

で
、｢

学
問｣

を

｢

藩
の
た
め

に
行
う｣

と
は
考
え
て
い
な
い
。｢

江
戸
時
代
の
全
体
を
通
じ
て｣

新
井
白
石
な
ど

｢

ご
く
少
数
の
例
外｣

は
あ
る
が
、｢

儒

学
者
の
学
問
が
藩
政
や
幕
政
に
直
接
の
形
で
役
立
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い｣

。
た
だ
幕
末
に
藩
政
建
て
直
し
や
西
洋
学

の
輸
入
を
企
図
し
た
学
問
は
、｢
す
ぐ
れ
て
実
用
的｣

な

｢

藩
の
た
め
の
学
問｣

で
あ
っ
た
。

�
と
こ
ろ
で
学
制
布
告
書
は

｢

身
に
行
ひ
事
に
施
す
こ
と｣

を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は

『

大
学』

の
八
条
目

｢

格
物
致

知
誠
意
正
心
修
身
斉
家
治
国
平
天
下｣

の
論
理
を

｢

下
敷
き
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

。
そ
う
す
れ
ば

｢

国
家｣

は

八
条
目
の

｢

天
下
国
家｣

と
い
う
意
味
で
の

｢
国
家｣

と
な
り
、
そ
う
理
解
す
れ
ば
、｢

天
下
国
家｣

の
た
め
に

｢

学
問｣

し
て
い
る
と
唱
え
な
が
ら

｢

身
に
行
ひ
事
に
施
す
こ
と｣
す
ら
で
き
な
い
と
、
批
判
す
る
論
理
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。｢

藩｣

と
理
解
す
れ
ば
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
部
分
が

｢
理
解
可
能｣

に
な
る

(

�)

。

さ
て
上
記
�
に
お
い
て
、
日
本
と
い
う

｢

近
代
国
家｣

の
意
味
で
な
い
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た

｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱

へ｣

は
旧
幕
時
代
の

｢

沿
襲
ノ
習
弊｣

を
批
判
す
る
文
言
な
の
で
、
こ
の
意
味
で
も

｢

近
代
国
家｣

の
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。

明治五年 ｢学制｣ 論議

― ―320



次
の
�
の
、｢

藩｣

の
た
め
の
学
問
が
な
ぜ

｢

空
理
虚
談｣

に
陥
る
の
か

｢

論
理
的
な
関
連｣

が
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
の
も
、

そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
拙
著
の
疑
問
④
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
�
で
は
、
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の

｢

学
問｣

は

｢

藩
の
た
め
に
行
う｣

と
は
考
え
て
い
な
い
と
あ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
�
の
記
述
と
整
合
し
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、｢

藩
の
た
め
に
行
う｣

と
は
考
え
な
い

｢

藩｣

の
た
め
の
学
問
な
ど

｢

空
理

虚
談｣

に
陥
ら
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
う
な
る

｢

論
理
的
な
関
連｣

が

｢

無
理｣

な
く
見
い
だ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、｢
儒
学
者
の
学
問
が
藩
政
や
幕
政
に
直
接
の
形
で
役
立
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い｣

と
す
れ
ば
、
林
羅
山
や

第
三
代
林
信
篤

(

鳳
岡)
大
学
頭
以
降
の
歴
代
林
家
儒
者
や
幕
府
昌
平
坂
学
問
所
の
儒
者
た
ち

(

後
述)

、
土
佐
藩
の
野
中
兼
山
、

加
賀
藩
に
仕
え
た
の
ち
綱
吉
の
侍
講
と
な
っ
た
木
下
順
庵
、
吉
宗
に
仕
え
た
室
鳩
巣
、
福
井
藩
の
横
井
小
楠
な
ど
、
幕
府
や
藩
に

仕
え
た
多
く
の
儒
者
た
ち
は
、
新
井
白
石
な
ど

｢

ご
く
少
数
の
例
外｣

と
は
違
っ
て
、
み
な
役
立
た
ず
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
�
で
は
、｢

国
家｣

を

｢

天
下
国
家｣
の
意
味
で
捉
え
れ
ば
、｢

天
下
国
家｣

の
た
め
に

｢

学
問｣

し
て
い
る
と
唱
え
な

が
ら
実
際
に
は

｢

身
に
行
ひ
事
に
施
す
こ
と｣
す
ら
で
き
な
い
、
と
批
判
す
る
論
理
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
言
う
。

し
か
し
そ
う
い
う
論
理
で
あ
れ
ば
、
�
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。｢

藩｣

の
た
め
に
学
問
す
る
と
唱
え
な
が
ら

実
際
に
は

｢

空
理
虚
談｣

を
し
て
い
る
、
と
批
判
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

国
家｣

を

｢

藩｣

と
理
解
す
れ
ば
つ
な
が
ら

な
い
と
言
わ
れ
る
部
分
は
、｢

藩｣

と
理
解
し
て
も
つ
な
が
っ
て

｢
理
解
可
能｣

な
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
う
え

｢

藩｣

の
た
め
の
学
問
と
は
、
�
で

｢

儒
学
者
の
学
問
が｣

と
あ
る
よ
う
に
、
実
は
主
と
し
て

｢

儒
学｣

で

あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、｢

藩｣

の
た
め
の
学
問
と

｢

天
下
国
家｣
の
た
め
の
学
問
と
を
区
別
す
る
必
要
性
は
ま
っ
た
く
な

い
。
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と
こ
ろ
で

『

大
学』

に
お
け
る

｢

天
下
国
家｣

の
た
め
の
学
問

(

朱
子
学)

と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
川
村
氏
に
よ

れ
ば
、
朱
子
学
と
は

｢

身
に
行
ひ
事
に
施
す
こ
と｣

を
重
視
す
る
学
問
で
あ
り

(

�
参
照)

、
前
掲
前
著
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
た
。

『

大
学』
の
八
条
目

(

格
物
致
知
誠
意
正
心
修
身
斉
家
治
国
平
天
下)

は
、｢

朱
子
学
が
重
視
し
た
復
初
の
工
夫
を
大
づ
か
み

に
示
し
た
も
の
で
、
後
段
特
に
修
身
以
下
は
、
自
分
に
近
い
と
こ
ろ
で
の
道
徳
的
実
践
が
同
心
円
上
に
拡
が
っ
て
ゆ
き
、
最
終

的
に
は
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
く
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る

(

�)｣

。

文
中
の

｢

復
初
の
工
夫｣

、
つ
ま
り
｢

本
然
の
性｣

に
復
帰
す
る
工
夫
が
示
す
よ
う
に
、
朱
子
学
で
は

｢

道
徳
的
実
践｣

が
重

視
さ
れ
る
。｢

治
国
平
天
下｣

は
、
厳
し
い
自
己
修
練
・
自
己
統
制
な
ど
の
実
践
を
前
提
に
し
て
初
め
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
或
る
注
釈
書
も
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。｢

八
条
目｣

と
は

｢

一
身
か
ら
天
下
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た
、
し

か
も
段
階
を
追
っ
て
拡
大
す
る
道
徳
の
実
践｣
を
説
い
て
お
り
、
身
を
修
め
る
に
は

｢

感
情
の
正
平｣

、
家
を
斉
え
る
に
は

｢

思

慮
の
公
平｣

、
国
を
治
め
る
に
は

｢

教
化
の
忠
恕[
真
心
と
思
い
や
り]｣

、
天
下
を
平
定
す
る
に
は

｢

�
矩

け
っ
く

の
道｣

[

自
分
の
心
で

人
の
心
を
推
量
し
、
相
手
の
嫌
が
る
こ
と
は
せ
ず
、
好
む
こ
と
を
す
る]

を
重
視
し
て
い
る

(

�)

。

川
村
氏
は
前
著
で
、
朱
子
学
と
は
こ
の
よ
う
な
学
問
で
あ
る
と
確
認
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書

『

就
学
告
諭
と
近
代

教
育
の
形
成』

で
は
、｢

国
家｣

が

｢

治
国
平
天
下｣

の
意
味
で
あ
れ
ば
、｢

天
下
国
家
を
空
疎
に
論
じ
る
よ
う
な
実
用
的
で
な
い

学
問｣

が

｢

空
理
虚
談｣

に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
批
判
は
意
味
が
通
じ
る
と
い
う
。
朱
子
学
は

｢

実
用
的
で
な
い
学
問｣

だ
と
無

条
件
に
評
価
し
て
い
る
と
し
か
思
え
ず
、
実
に
困
惑
し
て
し
ま
う
。
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も
し｢

儒
学
者
の
学
問｣

が
藩
政
や
幕
政
に
役
立
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
昌
平
坂
学
問
所
の
儒
者
た
ち
が｢

空
理
虚
談｣

に
日
を
費
や
し
て
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が

｢

貧
乏
破
産
喪
家
ノ
徒｣

(

学
制
布
告
書)

に
な
っ
て
も
当
然
で
あ
っ
た
。

し
か
し
林
羅
山
は

｢

仁
政
・
愛
民
の
儒
教
的
政
治
思
想｣

を
理
想
と
し
、
家
康
・
秀
忠
・
家
光
の
三
代
に
わ
た
る
将
軍
側
近
と

し
て
諮
問
に
答
え
、｢

儀
礼
・
典
則
・
外
交
関
係
の
文
書
の
起
草｣

に
当
た
っ
た

(

�)

。
そ
し
て
林
羅
山
、
熊
沢
蕃
山
、
荻
生
徂
徠
、

佐
久
間
象
山
、
横
井
小
楠
ら
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
の
一
つ
に
は
、
課
題
解
決
の
主
体
で
あ
る
将
軍
や
藩
主
に

｢

仁
君
た
る
こ

と
を
期
待｣

し
て

｢
適
切
な
忠
告
や
き
び
し
い
批
判
を
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と｣

が
あ
る
と
い
う

(

�)

。

昌
平
坂
学
問
所
や
藩
校
の
儒
者
た
ち
は
政
治
教
育
を
担
う
一
方
で
、
自
ら
も
政
策
形
成
に
参
加
し
、
朱
子
学
は
幕
藩
体
制
を
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
支
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

昌
平
坂
学
問
所
の｢

忘
却
さ
れ
た
儒
家
の
名
門｣

、
つ
ま
り
他
に
例
が
な
い
親
子
三
代
の
古
賀
精
里(

一
七
五
〇
〜
一
八
一
七)

・

古
賀�

庵

(

一
七
八
八
〜
一
八
四
七)
・
古
賀
謹
堂

(

一
八
一
六
〜
一
八
八
四)

に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

に
外
交
と
海
防
に
つ
い
て
造
詣
が
深
か
っ
た
。
精
里
は
、
林
述
齋
大
学
頭
と
と
も
に
対
馬
で
の
朝
鮮
通
信
使
応
対
役
に
任
命
さ
れ

(

文
化
八
年)

、｢

漢
文
に
よ
る
筆
談
と
漢
詩
の
唱
酬｣
を
担
当
し
た

(

�)

。�

庵
は
、｢

当
時
彼
ほ
ど
に
外
国
事
情
に
通
じ
た
学
問
所
儒

者
は
い
な
い
ほ
ど
の
博
識｣

で
、
日
本
開
国
を
勧
め
る
オ
ラ
ン
ダ
国
書

(

天
保
一
五
年)

へ
の
返
書
作
成
を
、
林
培
齋
大
学
頭
お

よ
び
儒
者
・
佐
藤
一
齋
と
と
も
に
命
じ
ら
れ
た

(

�)

。
ま
た
謹
堂
と
学
問
所
儒
者
・
安
積
艮
齋

あ
さ
か
ご
ん
さ
い

は
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
届
け
た
ロ
シ
ア

国
書
添
付
の
漢
語
書
簡
の
翻
訳
と
返
書
の
起
草
を
命
じ
ら
れ
、
謹
堂
は
さ
ら
に
嘉
永
六
年
、
ロ
シ
ア
使
節
応
接
掛
の
一
員
に
任
命

さ
れ
て
い
る

(

�)

。

上
記
の
親
子
三
代
儒
者
の
う
ち
古
賀
精
里
は
純
粋
の
朱
子
学
者
で
あ
っ
た
が
、�

庵
そ
し
て
謹
堂
と
な
る
に
つ
れ
、
学
問
所
儒

者
の
地
位
の
ま
ま
西
洋
学
に
接
近
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
朱
子
学
が
普
遍
的
な｢

理｣
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を
追
求
す
る
学
問
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

朱
子
学
は
、
自
然
界
・
人
間
界
を
共
通
し
て
貫
い
て
い
る

｢

理｣

を
追
求
し
た
。
川
村
氏
が
述
べ
て
い
た

｢『

学
問』

が
あ
ら

ゆ
る
人
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
顔
を
出
し
て
、
人
生
を
左
右
す
る｣

は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。｢

理｣

の
追
求
は
、
ま
ず

｢

八
条
目｣
の

｢

格
物｣

と

｢

致
知｣

か
ら
始
ま
る
。｢

格
物｣

の
解
釈
は
難
し
く
何
種
類
も
の
異
説
が
あ
る
と
い
う
が
、『

荀
子』

で
の

｢

物
を
賛
稽
す｣

が
相
当
す
る
と
考
え
れ
ば
、｢『

物』

の
複
雑
な
関
係
を
道
の
基
準
に
照
ら
し
て
正
し
、
個
々
の

『

物』

の

事
態
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と｣

で
あ
り
、｢

格
物｣

は

｢

物
を
た
だ
す｣

と
読
む
の
が
最
も
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

�)

。
自
己

と
事
物
に
内
在
す
る
個
別
の
理
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
宇
宙
普
遍
の
理
を
、｢

物｣

を｢

格｣

す
こ
と
で
追
求
し
、｢

知｣

に｢

致｣

る
。
当
然
そ
こ
で
は
、
合
理
的
思
考
が
要
求
さ
れ
る
。

幕
府
最
高
位
の

｢

御
儒
者｣
で
あ
っ
た
中
村
正
直
が
、
イ
ギ
リ
ス
渡
航
を
経
て
自
由
民
権
運
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
朱
子
学
者
と
し
て

｢
理｣

を
追
い
求
め
、
東
洋
と
西
洋
を
一
元
的
に
把
握
し
、
両
者
に
本
質
的
同
一
性
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
慶
応
二
年
の
幕
府
英
国
留
学
生
派
遣
に
際
す
る

｢

留
学
奉
願
候
存
寄
書
付｣

に
お
い
て
、

彼
は
次
の
よ
う
に
、
そ
の
随
員
に
と
自
己
推
薦
し
て
い
た
。

古
来

｢

通
天
地
人
謂
之
儒｣

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
天
地
人
に
通
じ
る
こ
と
が

｢

儒｣

で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
天
も
地
も
人

も

｢

支
邦｣

だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
。
日
本
で
は
従
来
は
西
洋
学
の
う
ち

｢

物
質
の
学｣

し
か
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
が
、
今
後

は

｢

人
倫
の
学｣

｢

政
事
の
学｣

｢

律
法
の
学｣

な
ど

｢

性
霊
の
学｣
を
心
得
て
い
る
者
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
学

の

｢

是
非
善
悪
を
熟
察
し
邪
正
利
弊
を
探
求｣

す
る
に
は
、
儒
学
の
伝
統
に
連
な
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

(

�)

。
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し
か
も
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
昌
平
坂
学
問
所
の
林
学
齋
大
学
頭
が
、
中
村
の
渡
英
に
助
力
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る

(

�)

。

そ
れ
で
は
本
題
に
戻
り
、
学
制
布
告
書
の

｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

の

｢

国
家｣

は
ど
う
捉
え
る
の
が
一
番
妥
当
で
あ
ろ
う

か
。｢
沿
襲
ノ
習
弊｣

を
批
判
す
る
文
脈
に
お
け
る
文
言
な
の
で
、｢

近
代
国
家｣

で
は
あ
り
え
な
い
。
と
す
れ
ば
や
は
り
藩
や
幕

府
と
な
る
。
し
か
も

｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
フ
ル
ヲ
以
テ
学
費
及
其
衣
食｣

ま
で

｢

官
ニ
依
頼
シ
之
ヲ
給
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
学
ハ

サ
ル
事
ト
思
ヒ｣

(
学
制
布
告
書
但
書)

か
ら
し
て
も
、
学
費
・
衣
食
を
支
給
し
て
き
た
藩
や
幕
府
と
い
う
具
体
的
な
組
織
の
こ

と
で
あ
る
。
抽
象
的
な

｢
天
下
国
家｣

は
、
学
費
・
衣
食
の
支
給
な
ど
し
て
く
れ
な
い
。

さ
ら
に｢

士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者｣

つ
ま
り
超
エ
リ
ー
ト
学
者
が｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の｢

国
家｣

は

｢

幕
府｣

の
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
昌
平
坂
学
問
所
の
儒
学
者
た
ち
が

｢

空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥｣

り
と
誹
謗
中
傷
さ
れ
て
い

る
。と

こ
ろ
が
も
う
一
点
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
学
制
布
告
書
で
は｢

藩｣

と
か｢

幕
府｣

で
な
く
、
旧
幕
時
代
に
一
般
的
で
な
か
っ

た

｢

国
家｣

や

｢

官｣

が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
明
治
新
政
府
役
人
の
意
識
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
学
制
布
告
書
の
結
論
は
、｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

て
学
費
・
衣
食
ま
で
多
く

｢

官｣

に
依
存
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、

今
後
は

｢

此
等
ノ
弊
ヲ
改｣

め
て
教
育
費
の
自
己
負
担
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、｢

国
家｣

や

｢

官｣

に
明

治
国
家
が
重
ね
ら
れ
て
い
な
い
と
意
味
が
な
い
。

以
上
、
学
制
布
告
書
の

｢

国
家｣

の
解
釈
を
巡
っ
て
い
ろ
い
ろ
論
じ
て
き
た
。
同
布
告
書
に
は

｢

士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者｣

と
か
、
そ
の
学
問
は

｢

空
理
虚
談｣

で
あ
る
と
か
、
多
く
の
虚
偽
・
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
既
述
の
よ
う
に
、
学
制
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布
告
書
が
幕
府
の
正
統
学
で
あ
っ
た
朱
子
学
を
含
め
旧
幕
時
代
の
学
問
・
教
育
を
無
価
値
な
も
の
と
し
て
全
否
定
し
、
す
べ
て
明

治
新
政
府
の
方
針
に
従
っ
て
初
め
か
ら
学
び
直
す
こ
と
を
主
張
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
解
釈
を
加
え
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
学
制
布
告
書
に
接
し
た
一
般
人
が
、
そ
の
隠
さ
れ
た
性

格
を
見
抜
く
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
字
通
り
に
読
め
ば
、｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

て
学
問
す
れ

ば
な
ぜ

｢

詞
章
記
誦
ノ
末
に
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥｣

る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
外
国
人
な
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
文
部
省

『

日
本
教
育
史
概
要』

(

前
出
、
明
治
九
年)

は
、｢

国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ｣

に

｢

口
実

(
p

re
te

x
t)

と
し
て｣

を
補
足
し
、
そ
の
因
果
関
係
が
具
体
的
に
分
か
る
よ
う
に
訳
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

｢

上
級
階
級｣

は

｢

国
家
ノ
為
ニ｣

を

｢

口
実
と
し
て｣

学
問
す
る
が
、｢

彼
ら
自
身
の
利
益
あ
る
い
は
国
家
の
利
益
に
な
り

そ
う
な
こ
と
を
学
ぶ
代
わ
り
に｣
｢
多
く
の
時
間
が
詩
作
や
優
雅
な
金
言
の
作
成
と
い
っ
た
無
益
な
仕
事
に
費
や
さ
れ
た
の
で

あ
る｣

(

傍
線
部
は
文
部
省
に
よ
る
補
足

(
�))

し
か
し
そ
う
い
う
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
文
部
省
訳
も
学
制
布
告
書
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
性
は
失
わ
ず
、
虚
偽
や

誇
張
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の｢

上
級
階
級｣

の
学
問
の｢

多
く
の
時
間
が
詩
作
や
優
雅
な
金
言
の
作
成
と
い
っ
た
無
益
な
仕
事
に
費
や
さ
れ
た｣

わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
寛
政
期
に
創
始
さ
れ
た
幕
府
の
試
験

(
吟
味)

制
度
の
本
質
が
朱
子
学
奨
励
の
装
置
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
が
、
一
方
で

｢

学
問
吟
味
及
第
者｣

の
一
部
に
つ
い
て
は

｢
そ
の
業
績
を
根
拠
に
し
た
幕
府
役
職
へ
の
優
先
的

任
用｣

の
慣
行
が
存
在
し
、｢

幕
臣
の
間
に
試
験
を
通
じ
た
立
身
や
栄
誉
を
目
当
て
に
学
習
す
る
者｣

さ
え
現
わ
れ
た
。
ま
た
昌
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平
坂
学
問
所
の
教
務
職
員
の
任
用
に
際
し
て
は

｢

身
分
の
如
何
よ
り
も
専
門
の
職
能
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
部
署｣

と
の
認
識
が

幕
末
の
文
書
に
見
ら
れ
た
と
い
う

(

�)

。
つ
ま
り
文
部
省
訳
と
は
違
っ
て
、｢

彼
ら
自
身
の
利
益
あ
る
い
は
国
家
の
利
益
に
な
り
そ
う

な
こ
と｣

も
学
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

儒
学
以
外
の
分
野
で
は
、
早
く
も
江
戸
前
期
に
は
土
木
工
事
や
経
済
活
動
の
た
め
に
和
算
が
発
達
し
、
吉
田
光
由

『

塵
劫
記』

(

一
六
二
七
年)
な
ど
が
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
円
周
率
の
求
め
方
を
含
む
関
孝
和
の
遺
著

『

括
要
算
法』

(

一
七
一
二
年)

は
有

名
で
あ
る
。
関
の
高
弟
・
建
部
賢
弘
は

｢

独
創
的
和
算
家｣

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の

『

算
学
啓
蒙
諺
解』

(

一

六
九
〇
年)

は
デ
カ
ル
ト
と
同
様
の
考
え
方
に
よ
っ
て

｢

面
積
図
を
使
っ
て
各
種
の
四
則
応
用
問
題｣

を
解
い
て
い
た

(

�)

。

天
文
学
・
測
量
学
で
は
、
高
橋
至
時
が

｢

寛
政
暦｣

(

一
七
九
八
年
〜
一
八
四
四
年)

を
、
そ
の
門
人
の
伊
能
忠
敬
が

｢

大
日

本
沿
海
輿
地
全
図｣

(

一
八
二
一
年)
を
作
成
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
幕
命
を
受
け
て
で
あ
る
。

そ
の
他
、
医
学
、
兵
学
な
ど
実
用
的
学
問
の
こ
と
を
、
学
制
布
告
書
は
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
。
幕
末
の
学
問
が
川
村
氏
の

主
張
�
の
通
り

｢

す
ぐ
れ
て
実
用
的｣

で

｢
藩
の
た
め
の
学
問｣

で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
実
用
的
な
学
問
の
発
達
は

決
し
て
幕
末
期
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

江
戸
時
代
の

｢

学
問｣

が

｢

空
理
虚
談｣

に
陥
る
ど
こ
ろ
か
、
現
実
に
対
し
影
響
を
与
え
る
、
し
た
が
っ
て
無
視
で
き
な
い
力

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
も
多
い
。
朱
子
学
を
批
判
し
て
幕
府
か
ら
弾
圧
さ
れ
た
陽
明
学
者
た
ち
が
い
る
。
熊
沢
蕃
山
は
岡

山
か
ら
下
総
に
幽
閉
さ
れ
、
山
鹿
素
行
は
江
戸
か
ら
赤
穂
に
流
さ
れ
、
そ
し
て
大
塩
平
八
郎
が
起
こ
し
た
乱
は
有
名
で
あ
る
。
他

方
で
国
学
や
後
期
水
戸
学
、
吉
田
松
陰
の
思
想
な
ど
は
、
倒
幕
運
動
の
重
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
。

赤
穂
浪
士
の
討
入
事
件
を
巡
っ
て
は
、
朱
子
学
者
・
室
鳩
巣
が

｢

無
条
件
に
讃
美｣

し
た
が
、
他
方
で
荻
生
徂
徠
は

｢

切
腹
論

者｣

で
あ
っ
た
。
直
接
に
儒
学
原
典
に
拠
る
こ
と
を
主
張
し
た
徂
徠
学

(

古
文
辞
学
派)

は

｢

政
治
的
思
惟｣

の
優
位
性
を
論
じ
、
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｢

個
人
道
徳
を
政
治
的
決
定
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と｣

を
断
固
と
し
て
否
定
し
た
か
ら
で
あ
っ
た

(

�)

。
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
結

果
的
に
徂
徠
の
主
張
が
通
っ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
当
時
、
荻
生
徂
徠
は
五
代
将
軍
綱
吉
の
側
用
人
・
柳
沢
吉
保
に
仕

え
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
多
様
な
学
問
を
担
っ
た
の
は
、
決
し
て

｢

士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者｣

、
つ
ま
り

｢

国
家
ノ
為
ニ｣

を

｢

口
実｣

に
学
費
や
衣
食
を

｢

官｣

に
依
存
し
た
エ
リ
ー
ト
学
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
石
田
梅
岩

(

一
六
八
五
〜
一
七
四
四)

中
井
甃
庵

(

一
六
九
三
〜
一
七
五
八)

手
島
堵
庵

(

一
七
一
八
〜
一
七
八
六)

本
居
宣
長

(

一
七
三
〇
〜
一
八
〇
一)

広
瀬
淡
窓

(

一
七
八

二
〜
一
八
五
六)

な
ど
、
多
く
の
町
人
学
者
の
こ
と
も
ま
た
、
学
制
布
告
書
は
無
視
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、｢
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ[

中
略]

学
問
ノ
何
物
ヲ
弁
セ
ス｣

と
か
、｢

士
人
以
上
ノ
稀

ニ
学
フ
者｣

も

｢

詞
章
記
誦
ノ
末
に
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥
リ｣

が
ち
で
、
こ
れ
が

｢

貧
乏
破
産
喪
家
ノ
徒｣

が
多
い
理
由
で

あ
る
な
ど
と
述
べ
る
学
制
布
告
書
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
が
政
治
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た

こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
節

｢

学
制｣

の
異
質
性
理
由
の
説
明

本
書

『

就
学
告
諭
と
近
代
教
育
の
形
成』

第
一
部
附
論
三

(
森
田
智
幸)

で
は
、
拙
著
で
は
な
く
拙
論
文

(

�)

に
つ
い
て
検
討
し
、

｢

と
く
に
以
下
の
二
点
が
興
味
深
か
っ
た｣

と
評
価
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
二
点
と
は
、｢

学
制
が
他
の
法
令
と
比
較
し
異
質
な

性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と｣

お
よ
び

｢

学
制
布
告
書
と
学
制
章
程
に
お
け
る
序
文
―
本
文
の
関
係｣

で
あ
る

(

�)

。

と
こ
ろ
が

｢

興
味｣

を
抱
く
理
由
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
論
議
を
深
め
て
み
た
い
。

拙
論
文
で
は
、｢

頒
布｣

と
は
一
般
に

｢

配
布｣

を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
よ
く

｢

発
令｣

｢

制
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定｣

の
意
味
で

｢

学
制
頒
布｣

と
言
わ
れ
て
き
た
そ
の
理
由
を
探
る
中
で
、
日
本
教
育
史
関
連
書
が
原
典
で
あ
る
か
の
よ
う
に
依

存
し
が
ち
だ
っ
た

『

明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史』

の
記
述
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
同
書
が

｢

学
制｣

の

｢

頒
布｣

を
強
調
す
る

た
め
に
引
用
し
て
い
る
、
太
政
官
修
史
局
編

『

明
治
史
要』

(

明
治
九
年
〜
一
八
年)

に
着
目
し
た
。
そ
こ
に

｢

学
制
ヲ
頒
布
シ｣

と
の
記
述
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
森
田
氏
が

『

明
治
史
要』

の
記
述
を
検
討
し
た
結
果
、
次
の
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
。

『

明
治
史
要』

の
記
述
の
特
徴
を
み
る
と
、｢

頒
布｣

も
あ
る
が

｢

頒
ツ｣

｢

令
ス｣

｢

定
ム｣

が
多
い
。
当
時
の
法
令
の
世
界

は

｢

公
布｣

す
る
も
の
で
は
な
く
、｢

令
ス｣
｢

セ
シ
ム｣

｢

定
メ｣

｢

頒
ツ｣

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

『

明
治
史
要』

が

｢

頒
布｣

を
採
用
し
た
こ
と
は
、｢

定
メ｣

｢

頒
ツ｣

も
の
と
し
て

｢

学
制｣

を
捉
え
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、

な
に
も

｢

不
自
然｣

な
こ
と
で
は
な
い

(
�)

。

と
こ
ろ
で
拙
論
文
は
、
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
所
復
刻

『

明
治
史
要』

に
典
拠
と
し
て
付
記
さ
れ
て
い
る

｢

憲
法
類
編
、
布

告
全
書
、
文
部
省
布
達
全
書｣

に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が

『
明
治
史
要』

の
記
述
に
正
し
く
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
調
べ
、
そ

し
て

『

明
治
史
要』

は

｢

布
告
全
書｣

を
な
ぜ
か
無
視
し
他
の
二
つ
の
典
拠
の
み
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
拙
論
文

は
そ
こ
ま
で
し
か
論
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
森
田
氏
が
い
う
文
脈
で
は
、
つ
ま
り

｢

頒
布｣

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

｢

不
自
然｣

で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
、｢

不
自
然｣

と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い

(

�)

。

｢

不
自
然｣

が
出
て
く
る
の
は
、
の
ち
の
拙
著
に
お
い
て
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

『

明
治
史
要』

が

｢

頒
布｣

を
採
用
し
た
こ
と

自
体
が

｢

不
自
然｣

と
い
う
の
で
は
な
い
。
森
田
氏
と
同
様
に

『

明
治
史
要』
の
法
令
表
現
に
は

｢

頒
ツ｣

が
多
く

｢

定
ム｣
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｢

頒
布｣

の
例
も
あ
る
こ
と
を
調
べ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
当
時
の

｢

頒
ツ｣

や

｢

頒
布｣

に
は

｢

発
令｣

の
意
味
も
あ
る
こ
と
、

『
明
治
史
要』

の
各
条
が
基
本
的
に
太
政
官
布
告
の
発
令
日
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の

｢

頒
布｣

は

｢

発
令｣

の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
、
六
事
例
を
あ
げ
て
確
認
し
て
い
る
。

で
は

『
明
治
史
要』

の

｢

学
制
ヲ
頒
布
シ｣

の
記
事
は
、
な
ぜ

｢

不
自
然｣

だ
と
書
い
た
の
か
。

『

明
治
史
要』
の
各
条
に
主
語
は
な
い
が
、
日
付
は
太
政
官
布
告
の
発
令
日
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
主
語
は
当
然
、
太
政
官

と
な
る
。
と
こ
ろ
が

｢
学
制
ヲ
頒
布
シ｣

の
日
付
は

｢

八
月
三
日｣

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
太
政
官
第
二
一
四
号

｢

学
制｣

は

｢

八
月
二
日｣

な
の
で
、｢
八
月
三
日｣

の
条
の
み
主
語
は｢

学
制｣

の
全
国
配
布
を
達
し
た
文
部
省
と
な
り
、
そ
の
結
果｢

頒
布｣

は

｢

発
令｣

で
は
な
く

｢
配
布｣
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
が

｢

不
自
然｣

だ
と
記
し
た
理
由
で
あ
っ
た

(

�)

。

た
だ
こ
の
問
題
は
、
学
制
布
告
書
と
学
制
条
文
の
両
方
と
も
太
政
官
第
二
一
四
号
だ
と
す
る
拙
論
の
立
場
で
は

｢

不
自
然｣

で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
未
だ
明
ら
か
で
な
い
が
森
田
氏
の
考
え
で
は
、｢

不
自
然｣

で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
第
四
節
と
の
関
連
で
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
で
森
田
氏
の
附
論
三
は
、｢

学
制｣

の

｢
異
質
さ｣

は

｢

同
時
期
の
そ
の
他
の
法
令
と
の
関
係｣

に
お
い
て
も
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
、
拙
論
の
主
張
に
同
意
し
て
い
る
点
も
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
同
時
期
の
徴
兵
令
、
地
租
改
正
の

｢

修
正
、

追
加｣

は

｢

太
政
官｣

中
心
に
な
っ
て
行
な
っ
て
お
り
、｢
学
制
の
よ
う
に
修
正
、
改
訂
を
省
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
た

『

布
告』

は
他
に
は
確
認
で
き
な
か
っ
た｣

こ
と
、
明
治
十
二
年

｢

教
育
令｣
の

｢

修
正
、
追
加｣

も
太
政
官
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
、
以
上
を
森
田
氏
が
確
認
し
た
か
ら
で
あ
る

(

�)

。

と
こ
ろ
が
森
田
氏
は
、
こ
の
こ
と
は

｢

文
部
省
に
よ
る

『

頒
布』

を
強
調
す
べ
き
十
分
な
理
由
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ

う｣

と
続
け
て
い
る

(

�)

。
そ
の

｢

十
分
な
理
由｣

の
説
明
が
な
い
の
で
残
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
と
後
述
す
る
第
四
節
か
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ら
推
論
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

同
時
期
の
重
要
な
法
令
、｢

徴
兵
令｣

や

｢

地
租
改
正｣

の

｢

修
正
、
追
加｣

は
太
政
官
中
心
で
あ
っ
た
が
、｢

学
制｣

に
関

し
て
は
文
部
省
中
心
で
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、｢

学
制｣

が

｢

同
時
期
の
そ
の
他
の
法
令
と
の
関
係｣

で

｢

通
常
で

は
な
い｣
性
格
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
来
な
ら
太
政
官
布
告
に
な
る
べ
き
な
の
に
、
文
部
省
が

｢

頒
布｣

(｢

令
ス｣

｢

発
令｣)
し
た
法
令
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
拙
論
文
で
は
、
学
制
布
告
書
も
条
文
も
同
じ
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
太
政
官
布

告
の
布
告
書
や
条
文
が
文
部
省
法
令
で
修
正
・
追
加
さ
れ
、
そ
の
た
め
に

｢

上
位
法
令
が
下
位
法
令
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
一
つ

の
法
令
が
太
政
官
布
告
の
部
分
と
文
部
省
布
達
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
、
現
在
で
は
考
え
ら
れ
な
い
事
実
が
生
ま
れ
た｣

こ
と
が
通
常
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
し
か
し
森
田
氏
の
見
解
で
は
、｢

学
制｣

は

｢

通
常
で
は
な
い｣

性
格
を
有
し
た
文
部
省

法
令
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
修
正
・
追
加
が
文
部
省
中
心
で
行
な
わ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

｢

学
制｣

は
太
政
官
法
令
だ
っ
た
の
か
、
文
部
省
法
令
で
あ
っ
た
の
か
。
議
論
は
第
四
節
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

第
四
節

学
制
布
告
書
と
学
制
章
程
と
の
関
係

拙
論
文
で
は
、
学
制
布
告
書
と
学
制
章
程

(

条
文)

と
は

｢

序
文｣
と

｢

本
文｣

と
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
に
対
し

森
田
氏
は
ま
ず
、｢

序
文｣

と

｢

本
文｣

と
言
っ
た
と
き

｢

法
令
上
の
概
念
と
し
て
ど
の
よ
う
な
含
意
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い｣

た
め

｢

非
常
に
わ
か
り
に
く
い｣

と
い
う

(

�)

。
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実
は
拙
著
で
は
、
こ
の

｢

序
文｣

は
法
令
用
語
と
し
て
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
の
で
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い

｢

前
文｣

に
変
え
て

そ
の
こ
と
を
記
し
て
い
る

(

�)

。
憲
法
や
教
育
基
本
法
、
世
界
人
権
宣
言
な
ど
重
要
法
令
の
理
念
・
精
神
を
説
明
す
る
文
章
は
、
一
般

に

｢
前
文｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
初
め
か
ら

｢

前
文｣

で
あ
れ
ば
分
か
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
拙
論
文
が

｢

序
文｣

と
い
う
語
を
使
っ
た
の
は
、
学
制
布
告
書

(

序
文)

と
章
程

(

条
文)

と
は
一
体
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
よ
う
や
く
明
確
と
な
る
森
田
氏
の
見
解
は
、
学
制
布
告
書
は

｢

太
政
官
が
発
令

主
体｣

で
あ
る
が
学
制
章
程
は

｢

文
部
省
が
主
体
と
な
っ
た｣

法
令
で
あ
り
、
両
者
は

｢

別
の
法
令｣

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

｢

序
文
と
本
文
の
関
係
に
あ
る
法
令
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る

(

�)｣

と
い
う
。
別
法
令
で
あ
れ
ば
、
確
か
に

そ
の
通
り
で
あ
る
。

学
制
布
告
書
は
太
政
官
法
令

(
八
月
二
日)

で
学
制
章
程
は
文
部
省
法
令

(

八
月
三
日)

だ
と
す
る
見
解
は
、
戦
後
刊
行
さ
れ

た
日
本
教
育
史
関
係
の
研
究
書
、
概
説
書
、
年
表
、
資
料
集
な
ど
で
一
番
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。
影
響
力
の
強
い
百
科
事

典
も
ま
た
、｢

学
制｣

は
明
治
五
年
八
月
三
日
に

｢

文
部
省
布
達｣

で

｢

公
布｣

さ
れ
、
そ
の
前
日
に
は
趣
旨
説
明
の

｢

太
政
官

布
告

(

学
制
序
文[

以
下
略])｣

が
発
せ
ら
れ
た
、
と
説
明
し
て
い
た

(

�)

。

本
書

『

就
学
布
告
と
近
代
教
育
の
形
成』

の
別
の
章
に
は
、
こ
の
森
田
見
解
と
も
異
な
っ
て
、
学
制
布
告
書
さ
え
も
文
部
省
法

令
だ
と
す
る
記
述
も
出
て
く
る
の
で
混
乱
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
森
田
氏
は
両
者
を
別
法
令
だ
と
考
え
、
そ
う
判
断
す
る
理
由
を

次
の
三
点
か
ら
説
明
し
て
い
る

(

�)

。

�『

法
令
全
書』

の
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
で
は
、｢

御
布
告
書｣
の
後
に
○
印
が
あ
り
、
そ
の
後
に
文
部
省
名
が
つ
い
た

文
章
が
二
件
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り

｢

御
布
告
書｣

と

｢

学
制
章
程｣
と
は

｢

意
識
し
て
区
別｣

さ
れ
て
い
た
。
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�｢

御
布
告
書｣

で

｢

学
制
章
程｣

は

｢

文
部
省
規
則｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

�
当
時
の

｢

正
院
事
務
章
程｣

で
は
、｢

凡
全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度
条
例
ニ
係
ル
事
件[

等]｣

は
太
政
官
が

｢

発
令｣

し
、

｢
制
度
条
例
ニ
係
ラ
サ
ル
告
諭
ノ
如
キ｣

も
の
は
各
省
が

｢

布
達｣

す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り

｢

全
国
一
般
ニ
布

告｣
さ
れ
る
法
令
の

｢

発
令｣

が

｢

布
告｣

で
あ
り
、
そ
れ
は
太
政
官
に
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

さ
て
上
記
�
に
つ
い
て
拙
論
文
は
、『

布
告
全
書』

そ
し
て

『

法
令
全
書』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
明
治
五
年
八
月
二
日
の
太
政

官
布
告
第
二
一
四
号
は
、
①
序
文

(

い
わ
ゆ
る

｢

被
仰
出
書｣)

②
従
来
学
校
一
旦
廃
止
の
文
部
省
名
の
命
令
③
文
部
省
名
の

｢

学
制｣

条
文
の
三
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
法
令
だ
と
考
え
、
そ
う
考
え
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
も
し
別
の
法

令
だ
と
す
る
と
、
②
お
よ
び
③
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
説
明
で
き
な
い
し
、
ま
た
当
時
は
起
案
し
た
各
部
署
の
名
前
を
付
し
た
太

政
官
布
告
は
そ
う
珍
し
く
な
か
っ
た
と

(
明
治
五
年
に
は

｢

学
制｣

以
外
に
一
〇
件)

。
し
か
し
�
に
は
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る

反
論
な
ど
は
な
い
。

�
に
関
し
て
は
、
拙
論
文
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
機
会
に
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

森
田
氏
は
、｢

御
布
告
書｣

で

｢

学
制
章
程｣

は

｢
文
部
省
規
則｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
確
か
に

｢

御
布
告
書｣

末
尾

の
地
方
官
宛
指
示
文
に
は
、｢

右
之
通
被

仰
出
候
条
地
方
官
ニ
於
テ[

中
略]

文
部
省
規
則
ニ
随
ヒ
学
問
普
及
致
候
様
方
法
ヲ

設
可
施
行
事｣

と
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の

｢

文
部
省
規
則｣

が

｢
学
制
章
程｣

の
こ
と
を
指
す
の
か
、
次
に
述
べ
る

｢

教
則｣

の

意
味
な
の
か
は
明
確
で
な
い
。
と
こ
ろ
が

｢

御
布
告
書｣

の
本
文
に
は
、｢

今
般
文
部
省
ニ
於
テ
学
制
ヲ
定
メ
追
々
教
則
ヲ
モ
改

正
シ
布
告
ニ
及
フ
ヘ
キ
ニ
ツ
キ｣

と
い
う
部
分
も
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が

｢

文
部
省
ニ
於
テ
学
制
ヲ
定
メ｣

と
意
味
明
確
で

あ
る
。
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た
だ
し

｢

文
部
省
ニ
於
テ
学
制
ヲ
定
メ｣

と
は
、
既
述
の
よ
う
に
文
部
省
に
お
い
て
起
案
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た

｢
追
々
・
・
・
布
告
ニ
及
フ｣

と
あ
る
の
で

｢

学
制｣

は
こ
れ
か
ら

｢

布
告｣

さ
れ
る
別
法
令
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、｢

追
々｣

は

｢

教
則
ヲ
モ
改
正
シ
布
告
ニ
及
フ｣

に
係
っ
て
い
る
と
読
ん
だ
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
太
政
官
第
二
一
四
号
の
第
二

の
文
章

(
従
来
学
校
一
旦
廃
止)

で
は
、｢

今
般
定
メ
ラ
レ
タ
ル
学
制
ニ
循
ヒ｣

と
完
了
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の

｢
布
告
ニ
及
フ｣

は
、｢

追
々｣

改
正
す
る

｢

教
則｣

の

｢

布
告｣

の
こ
と
で
あ
る

(

当
時
の

｢

布
告｣

に
は

｢

告

知｣

の
意
味
も
あ
っ
た)

。
事
実
一
か
月
後
の
九
月
八
日
に
な
っ
て
、
文
部
省
は

｢

中
学
教
則
略｣

と

｢

小
学
教
則｣

を
布
達
し

た
。�

の
明
治
四
年

｢

正
院
事
務
章
程｣

の
こ
と
は
拙
論
文
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
も
拙
著
で
は
論

じ
て
い
る
。
ま
さ
に
�
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
議
論
に
不
可
思
議
な
部
分
が
あ
る
。
森
田
氏
が
説

明
す
る
よ
う
に
、｢

全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度
条
例
ニ
係
ル
事
件｣

は
太
政
官
し
か

｢

発
令｣

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
森
田

氏
は
、
学
制
布
告
書
は

｢

太
政
官
が
発
令
主
体｣
、
学
制
章
程
は

｢

文
部
省
が
主
体
と
な
っ
た｣

法
令
で
あ
る
と
区
別
し
て
い
た
。

し
か
し

｢

全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度
条
例｣
で
あ
る
は
ず
の
学
制
章
程
が
、
文
部
省

｢

主
体｣

と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ

ろ
う
か
。｢

主
体
と
な
っ
た｣

と
は

｢

起
案
し
た｣
の
意
味
な
の
か

(

そ
れ
な
ら
当
然
す
ぎ
る
こ
と)

。｢

主
体
と
な
っ
た｣

の
は

文
部
省
だ
が

｢

発
令｣

は
太
政
官
な
の
か

(

そ
れ
な
ら
太
政
官
法
令
な
の
で
議
論
の
必
要
が
な
い)

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
説
明

が
な
い
の
で
よ
く
分
か
ら
な
い
。

太
政
官
第
二
一
四
号
に
含
ま
れ
る
第
二
の
文
章

(

従
来
学
校
一
旦
廃
止)

の
内
容
は
、
そ
の
ま
ま
翌
日
八
月
三
日
に
文
部
省
第

一
三
号
と
し
て
布
達
さ
れ
た
。
文
部
省
の
守
備
範
囲
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
第
三
の
文
章
つ
ま
り
学
制
章
程
は
、
文
部
省
か
ら

布
達
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
翌
日
に
文
部
省
第
一
四
号
で
全
国

｢

頒
布｣

(

配
布)
が
布
達
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、｢

学
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制｣

は
ま
さ
に
全
国
的
制
度
で
あ
る
た
め
太
政
官
の
管
轄
で
あ
り
、
す
で
に
正
式
に
発
令
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

そ
し
て
ま
た
森
田
氏
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、｢

制
度
条
例
ニ
係
ラ
サ
ル
告
諭
ノ
如
キ｣

も
の
は
各
省
が

｢

布
達｣

す
る
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば

｢

御
布
告
書｣

こ
そ

｢

告
諭
ノ
如
キ｣

も
の
な
の
で
、
文
部
省
が

｢

布
達｣

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
布
告
書
は
な
ぜ

｢

太
政
官
が
発
令
主
体｣

だ
っ
た
の
か
。
そ
の
説
明
も
�
に
は
な
い
の
で
、
ど

う
に
も
理
解
の
し
よ
う
が
な
い
。

拙
著
で
は
こ
の
点
に
関
し
、
こ
の

｢

告
諭｣

は

｢

全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度｣

つ
ま
り

｢

学
制｣

に
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
か

ら
と
考
え
て
い
る
。
学
制
布
告
書
と
学
制
章
程
は
と
も
に
太
政
官
第
二
一
四
号
で
あ
る
。
そ
の
両
者
の
一
体
性
を
示
す
に
は
、
学

制
布
告
書
は

｢

前
文｣

と
呼
ん
だ
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
、
両
者
は

｢

前
文｣

と

｢

条
文｣

の
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
拙
著
の

考
え
で
あ
っ
た

(

�)

。

森
田
氏
や
従
来
の
多
く
の
教
育
史
関
係
書
の
よ
う
に
、
学
制
布
告
書
と
学
制
章
程
と
は
別
法
令
で
、
学
制
章
程
は
文
部
省
の
法

令
だ
と
考
え
た
場
合
に
は
、
文
部
省
に
そ
う
い
う
権
限
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
以
外
に
も
、
学
制
章
程
の
法
令
上
の
種
別
や

法
令
番
号
な
ど
い
ろ
い
ろ
疑
問
が
出
て
く
る

(

�)
。
史
料
上
の
根
拠
も
不
明
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、

｢

学
制｣

別
冊
の
全
国
頒
布
を
命
じ
た
文
部
省
第
一
四
号
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、
第
一
四
号
は

｢

学
制｣

そ
の
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
森
田
氏
に
よ
れ
ば
、
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、『
明
治
史
要』

の

｢

八
月
三
日｣

の
記
事

｢

学
制
ヲ
頒
布
シ
全
国
ヲ
分
テ

八
大
学
区
ト
為
シ[

云
々]｣

に
は
何
も

｢

不
自
然｣

な
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
で
は
こ
の
場
合
、｢

八
月
三
日｣

に

｢

頒
布｣

(

発
令)

さ
れ
た
の
は
学
制
章
程
だ
け
で
あ
っ
て

(

こ
の
条
の
見
出
し
は

｢

八
大
学
区
ノ
制｣)

、『

明
治
史
要』

は
学
制
布
告
書
の

こ
と
は
無
視
し
て
い
る
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
森
田
氏
が

｢

確
認｣
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た

『

法
令
全
書』

、
そ
の
元
と
な
っ

て
い
る

『

布
告
全
書』

で
は
、｢

学
制

(

布
告
書)｣

の
発
令
は

｢

八
月
二
日｣
の
は
ず
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
附
論
三
で
の
森
田
氏
の
見
解
は
、
学
制
布
告
書
は

｢

太
政
官
が
発
令
主
体｣

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

本
書
の
第
二
部
第
二
章

(

森
田)

に
は
、｢

文
部
省
は
、
明
治
五
年
八
月
の
学
制
布
告
書
と
同
時
に
従
来
の
学
校
の
悉
皆
廃
止
と

い
う
文
部
省
布
達
第
一
三
号
を
発
令
し
た｣

と
あ
っ
て

(

�)

、
困
惑
す
る
。
文
部
省
が
学
制
布
告
書
を
発
令
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
文
部
省
が
発
令
し
た
の
は
布
達
第
一
三
号

(

だ
け)

と
も
読
め
る
が
、
そ
の
場
合
、
同
第
一
三
号
は
八
月
三
日
な
の
で
、

学
制
布
告
書

(
八
月
二
日)

と

｢

同
時
に｣

と
い
う
の
は
あ
ま
り
適
切
で
な
い
。

ま
た
本
書
第
一
部
第
五
章
に
は
、｢

学
制
布
告
書[

は]

文
部
省
が
発
し
た
就
学
の
勧
奨
の
文
書
で
あ
る｣

と
い
う
、
極
め
て

意
味
明
確
な
記
述
も
出
て
く
る

(

�)

。
こ
の
場
合
は
、
太
政
官
第
二
一
四
号
の
学
制
布
告
書
と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
〈
幻
〉
と
な
っ

て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
本
書
に
は
、｢

太
政
官
は
学
制
を
発
令
し
、
全
国
に
五
万
を
超
え
る
小
学
校
を
設
立
す

る
計
画
を
立
て
、
実
行
に
移
し
始
め
た｣
(

は
し
が
き)

｢

学
制
は
、
学
制
布
告
書[

中
略]

と
学
制
章
程
か
ら
な
る
も
の｣

(

論

文
編
凡
例)

と
い
う
、
拙
論
と
同
じ
見
解
の
記
述
も
存
在
し
て
い
る
。

資
料
編
で
は
、｢

学
制
布
告
書｣

は

｢
太
政
官
布
告｣

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
付
さ
れ
た

｢

明
治
五
年
七

月

太
政
官

↓

地
方
官｣

と
い
う
説
明
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る

(

�)

。

法
令
の
頭
に
付
さ
れ
た
日
付
は
、
通
常
は
発
令
日
を
示
す
。
し
か
し
学
制
布
告
書
の
発
令
は
八
月
二
日
で
あ
る
。
で
は
こ
の

｢

七
月｣

と
は
何
な
の
か
。
恐
ら
く
は
、
太
政
官
第
二
一
四
号
に
含
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
文
部
省
名
文
書
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
日

付
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
肝
心
の
学
制
布
告
書
に
は
、
日
付
は
な
い
。
何
の
説
明
も
な
い

｢

七
月｣

で
は
、
学
制
布
告
書
の
発
令

日
と
誤
解
さ
れ
る
。

資
料
編
の

｢

学
制
布
告
書｣

は

｢

地
方
官｣

宛
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
推
測
す
る
に
、
布
告
書
末
尾
に
記
さ
れ
て

い
る

｢

地
方
官
ニ
於
テ
辺
隅
小
民
ニ
至
ル
迄
不
漏
様
便
宜
解
釈
ヲ
加
ヘ[
後
略]｣

と
い
う
地
方
官
宛
命
令
こ
そ
が
布
告
書
の
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｢

本
体｣

で
、
こ
れ
ま
で
布
告
の
本
体
と
考
え
ら
れ
て
き
た
部
分
は

｢

便
宜
解
釈
ヲ
加
ヘ｣

る
た
め
の

｢

例
示｣

で
あ
る
と
い
う

解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

(

�)

。

学
制
布
告
書
の
末
尾
に
地
方
官
宛
命
令
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
こ
れ
は

｢

学
制｣

研
究
上
の
難
問
の
一

つ
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
上
記
解
釈
は
一
歩
踏
み
込
ん
で
い
る
。
け
れ
ど

も
、
冒
頭
か
ら
の
長
文
の
説
諭
は

｢

例
示｣

で
あ
り
末
尾
の
二
行
が

｢

本
体｣

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
に
も
不
自
然
で
あ
る
。

し
か
も
学
制
布
告
書
は

｢

全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度｣

に
関
す
る
も
の
な
の
で
、｢

本
体｣

が
地
方
官
宛
と
い
う
の
も
理
解
し

に
く
い

(

�)

。
と
す
れ
ば
、
地
方
官
宛
命
令
の
部
分
は

｢

本
体｣

と
い
う
よ
り

｢

付
帯
物｣

と
考
え
る
ほ
う
が
、
ま
だ
納
得
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

資
料
編
の

｢

学
制
布
告
書｣
に
は
、
も
う
一
つ
次
の
疑
問
も
あ
る
。
そ
の
表
記
が
漢
字
・
平
が
な
・
両
文
体

(

漢
字
の
右
側
に

読
み
の
、
左
側
に
意
味
の
ル
ビ
付
き)
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
表
記
の
太
政
官
布
告

｢

学
制｣

の
史
料
が
発
見
さ
れ
た

の
か
と
思
え
ば
、
表
記
は

『

公
文
録』

(
文
部
省
布
達
、
乾
、
壬
申)

所
載
の

｢

学
制｣

に
従
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
、

明
治
五
年
八
月
三
日
に
文
部
省
第
一
四
号
が
全
国
頒
布
を
達
し
た
と
き
の｢

学
制｣

別
冊
で
の
表
記
で
あ
る
。
し
か
も『

公
文
録』

に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
別
冊
は
、
な
ぜ
か
こ
の
と
き
頒
布
の
別
冊
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
後
日
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
言
う

の
は
、
発
令
直
後
の
二
度
の

｢

誤
謬
訂
正｣

が
行
な
わ
れ

(
学
制
布
告
書
に
関
し
て
は

｢

卒｣

の
追
加)

、
明
治
六
年
四
月
一
〇

日
の
七
大
学
区
制
へ
の
変
更
、
同
年
五
月
二
七
日
の
追
加
修
正
ま
で
済
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
い
ろ
い
ろ
不
可
解
な
修

正
や
追
加
が
あ
る
別
冊
で
あ
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
学
制
布
告
書
の
出
典
史
料
と
し
て
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ

『

布
告
全
書』

の
そ
れ

(

漢
字
・
片
カ
ナ
書
き
、
ル
ビ
な
し)

が
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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と
こ
ろ
で

｢

学
制
布
告
書｣

と
い
う
呼
び
名
は
、
明
治
五
年
八
月
三
日
の
文
部
省
第
一
四
号
で
の

｢

御
布
告
書｣

に
起
因
し
て

い
る
。
そ
れ
で
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
既
述
の
よ
う
に

｢

前
文｣

の
方
が
条
文
と
の
関
係
が
よ
く
分
か
る
の
で
、
よ
り
相
応

し
い
の
で
は
な
い
か
。
当
時
か
ら
も
、
文
部
省

『

日
本
教
育
史
概
要』
(

明
治
九
年)

で
のin

tro
d

u
ctio

n

な
ど
、｢

前
文｣

と
い

う
捉
え
方
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
が

(

�)

、
今
回
さ
ら
に
本
書
第
二
部
附
論
二
に
よ
っ
て
、｢

学
制｣

の
解
説
覚
書

｢

壬
申
ノ
学
制｣

(

推

定
明
治
一
三
年
。
福
井
市
立
図
書
館
所
蔵)

の
存
在
を
教
え
ら
れ
た
。

こ
の
覚
書

｢

壬
申
ノ
学
制｣

は
、
学
制
章
程
に
は
不
満
を
示
し
な
が
ら
、
各
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
運
用
さ
れ
た
教
則
を
正

当
化
す
る
文
脈
に
お
い
て
、｢

壬
申
ノ
学
則マ

マ

前
文
ハ
不
朽
ノ
公
法
ト
云
フ
ヘ
シ｣

と

｢

前
文｣

の
こ
と
を
称
賛
し
て
い
た
。｢

太
政

官
ヨ
リ
御
布
達
ノ
学
則マ
マ｣
は

｢
一
般
ノ
人
民
其
身
ヲ
修
メ
其
家
々
ノ
営
業
ヲ
昌
ン
ニ
シ
産
物
ヲ
蕃
衍
シ
他
邦
ヘ
輸
出
シ
富
国
ノ
基

礎
ヲ
開
キ
玉
ハ
ン
ト
ノ

朝
旨｣
で
あ
る
と
の
文
言
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
学
制
章
程
に
関
し
て
も
、
尋
常
小
学
以
外
に
女
児
、
村
落
、
貧
人
、
小
学
私
塾
、
幼
稚
な
ど
多
様
な
小
学
校
が
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、｢

之
レ
皆
壬
申
ノ
学
制
ナ
リ｣

と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た

(

�)

。

第
五
節

な
ぜ
拙
著
で
な
く
拙
論
文
が
検
討
対
象
に

本
書
附
論
三
で
残
念
だ
っ
た
の
は
、
拙
著

(

二
〇
一
三
年)
で
は
な
く
、
一
〇
年
も
前
の
拙
論
文

(

二
〇
〇
六
年)

が
検
討
対

象
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
第
一
部
第
三
章
で
川
村
氏
は
拙
著
を
対
象
と
し
て
い
た
し
、
森
田
氏
も
拙
論
文
が
拙
著
に

｢

収

録｣

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
記
し

(

�)

、
拙
著
の
内
容
も
検
討
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

一
度
発
表
し
た
論
文
に
は
い
つ
ま
で
も
著
者
の
責
任
が
付
き
ま
と
う
。
読
者
に
間
違
っ
た
情
報
や
誤
解
を
与
え
な
い
よ
う
細
心

の
注
意
を
払
い
、
完
成
度
の
高
い
も
の
を
発
表
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
よ
く
自
覚
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
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残
念
な
が
ら
思
い
通
り
に
は
い
か
な
い
。
今
回
の
拙
論
文
に
も
、
発
表
後
に
推
敲
を
加
え
補
正
も
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

｢
序
文｣

と
い
う
表
記
も
拙
著
で
は

｢

前
文｣

に
変
え

(

既
述)

、
そ
し
て
少
し
は
《
進
化
》
し
て
著
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

附
論
三
で
は
、｢

竹
中
は
論
文
中
で『

公
布』

を
用
い
て
い
る
が
、『

学
制』

が
出
た
当
初『

公
布』

と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た｣

｢

太
政
官

『
正
院
事
務
章
程』

(

明
治
四
年
七
月
二
九
日)

に
よ
る
と
太
政
官
布
告
は

『

発
令』

さ
れ
る
も
の
で
あ
る｣

と
指
摘
し

て
い
た
だ
い
た

(
�)

。

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
、
当
時
、
法
令
は
政
府
が

｢

発
令｣

す
れ
ば
そ
れ
で
済
ん
だ
。
つ
ま
り
広
く
国
民
一
般
に
知
ら
せ
る
必

要
性
な
ど
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
新
聞
に
お
い
て
も
法
令
の
紹
介
は
非
常
に
少
な
く
、
し
か
も
そ
の
掲
載
は
極
め

て
恣
意
的
で
あ
っ
た
。｢

学
制｣
発
令
時
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、『

郵
便
報
知
新
聞』

に
太
陽
暦
採
用
詔

書
の
紹
介
は
あ
っ
て
も

(

�)｢

学
制｣
に
つ
い
て
は
無
く
、『

東
京
日
日
新
聞』

に
文
部
省
移
設

(

太
政
官
第
二
一
五
号)

の
記
事
は

あ
っ
て
も

(

�)

、
同
日
の
八
月
二
日
発
令

｢
学
制｣

(

太
政
官
第
二
一
四
号)

の
報
道
は
な
い
。『

横
浜
毎
日
新
聞』

に
は
八
月
三
日
文

部
省
第
一
四
号
の
紹
介
記
事
が
あ
る
が

(

�)

、
そ
れ
だ
け
で
は
新
し
い
教
育
制
度｢

学
制｣

が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
読
者
に
は
ま
っ

た
く
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
法
令
と
い
う
の
は
、
そ
の
存
在
を
知
ら
な
け
れ
ば
従
い
よ
う
が
な
い
し
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
遵
守
す
る
気

に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
拙
著
で
は
、
当
時

｢

公
布｣

概
念
は
未
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て

｢

発
令｣

と
記
す
よ
う
に
し

(

�)

、
そ

し
て
法
令
理
解
に
不
可
欠
な

｢

公
布｣

の
概
念
・
制
度
が
出
来
た
の
は
、
よ
う
や
く
明
治
六
年
二
月
二
四
日
、
布
告
の

｢

発
令｣

ご
と
に

｢

人
民
熟
知｣

の
た
め
約
三
〇
日
間
便
宜
の
地
に

｢

掲
示｣

す
る
こ
と
が
達
せ
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

(

太
政
官
布
告
第
六
八
号
。
こ
の
と
き
従
来
の

｢

高
札｣

は
撤
去
、
結
果
的
に
キ
リ
ス
ト
教
は
黙
認
さ
れ
た)

。
さ
ら
に
六
月
一
四
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日
に
は
、
各
府
県
へ
の
布
告
到
着
の
日
限
が
東
京
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
、
到
着
後
三
〇
日
間
の

｢

掲
示
ノ
後
ハ
管
下

一
般
ニ
之
ヲ
知
リ
得
タ
ル
事
ト
看
倣
候｣

(

太
政
官
布
告
第
二
一
三
号)

と
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

拙
論
文
の
こ
う
し
た
《
進
化
》
は
、
実
は
本
書
を
生
み
出
し
た

｢

就
学
告
諭
研
究
会｣

で
の
討
論
に
負
う
と
こ
ろ
大
だ
っ
た
の

で
あ
る

(
拙
著

｢

あ
と
が
き｣)

。
と
り
わ
け

｢

学
制｣

時
に
は

｢

公
布｣

概
念
が
未
形
成
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
他
な
ら

ぬ
森
田
氏
か
ら

｢
教
示
を
受
け
た｣

こ
と
を
拙
著
で
注
記
し
て
い
る
し

(

�)

、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
拙
著
に

｢

反
映｣

さ
れ
て
い
る
こ
と

も
本
書
第
一
部
序
論
で
触
れ
て
い
た
だ
い
て
い
る

(

�)

。

と
い
う
訳
で
、
な
ぜ
拙
著
で
は
な
く
、
あ
え
て
拙
論
文
が
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
い
。

ま
と
め

本
稿
で
は
、
川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編

『
就
学
告
諭
と
近
代
教
育
の
形
成』

に
お
け
る

｢

学
制｣

に
関
す
る
議
論
に
関
し
て
、
以

下
の
五
点
の
検
討
を
加
え
た
。

一

学
制
布
告
書

(

前
文)

は
、｢

江
戸
時
代
の
農
工
商
及
び
婦
女
子
は
学
問
を
度
外
視
し
学
問
が
何
な
の
か
分
か
ら
な
か
っ

た｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
決
し
て

｢
彼
ら
は
学
問
・
儒
学
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た｣

で
は
な
く
、｢

彼
ら
は

初
等
教
育
を
含
む
学
問
一
般
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た｣
で
あ
っ
た
。
こ
の
極
端
な
表
現
は
、
学
制
布
告
書
が
、
江
戸
時
代
の

教
育
・
学
問
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
西
洋
流
の
教
育
・
学
問
を
広
め
よ
う
と
す
る
明
治
新
政
権
の
政

治
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

二

学
制
布
告
書

(

前
文)

に
出
て
く
る

｢

国
家｣

は
、
儒
教
的
意
味
の

｢

国
家｣

で
は
な
く

｢

藩｣
｢

幕
府｣

、
と
り
わ
け

｢

幕
府｣

で
あ
り
、
そ
れ
に
は
明
治
国
家
の
意
味
合
い
も
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
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三

｢

学
制｣

と
い
う
法
令
の
異
質
性
は
、
そ
れ
が
文
部
省
法
令
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く

(

こ
の
見
解
は
間
違
い)

、
太
政

官
法
令
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
修
正
・
追
加
な
ど
が
文
部
省
法
令
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
上

位
法
令
が
下
位
法
令
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
一
つ
の
法
令
が
太
政
官
法
令
の
部
分
と
文
部
省
法
令
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る

と
い
う
異
常
な
事
態
が
生
ま
れ
た
。

四

学
制
布
告
書
も
学
制
章
程

(

条
文)

も
と
も
に
太
政
官
第
二
一
四
号
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
両
者
は
前
文
と
本
文
と
の
関

係
に
あ
る
。
学
制
章
程
を
文
部
省
法
令
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
誤
解
で
あ
り
、
証
拠
も
な
い
。

五

附
論
三
に
お
い
て
、
な
ぜ
拙
著

(

二
〇
一
三
年)

で
は
な
く
拙
論
文

(

二
〇
〇
六
年)

が
論
評
の
対
象
と
さ
れ
た
の
か
理

解
で
き
な
い
。

注

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編

『

就
学
告
諭
と
近
代
教
育
の
形
成』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
。

(

�)

荒
井
明
夫
編

『

近
代
日
本
黎
明
期
に
お
け
る

｢

就
学
告
諭｣

の
研
究』

東
信
堂
、
二
〇
〇
八
年
。

(

�)

竹
中
暉
雄

『

明
治
五
年

｢

学
制｣

通
説
の
再
検
討

』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
三
二
三
頁
。

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
九
六
頁
。

(

�)

同
前
書
、
資
料
編
、
四
九
四
頁
。

(

�)

同
前
書
、
九
六
頁
。

(

�)

同
前
書
、
資
料
編
、
五
一
〇
頁
。

(

	)
Jap

an
e

se
E

d
u

catio
n
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

M
ar.

1
5
,

1
8

7
3
.

(


)
Jap

an
e

se
D

e
p

artm
e

n
t

o
f

E
d

u
catio

n
,

A
n

O
u

tlin
e

H
istory

of
Ja

p
a

n
ese

E
d

u
ca

tion
,

1
8

7
6
,

D
.

A
p

p
le

to
n
,

p
p
.

1
2

4

�12
5
.

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
九
六
頁
〜
九
七
頁
。
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(

�)
B

rian
P

latt,
B

u
rn

in
g

a
n

d
B

u
ild

in
g

―S
ch

oolin
g

a
n

d
S

ta
te

F
orm

a
tion

in
Ja

p
a

n
,

1
7

5
0

�18
9

0
,

H
arv

ard
U

n
iv

e
rsity

A
sia

C
e

n
te

r,
2

0
0

4
,

p
.

2
9

0
.

(
�)

竹
中
暉
雄
、
前
掲
書
、
第
七
章

外
国
人
か
ら
見
た

｢

学
制｣

、
参
照
。

(

�)
川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
九
七
頁
。

(

�)
同
前
書
、
九
七
頁
〜
九
八
頁
。

(

�)

同
前
書
、
七
〇
頁
〜
七
八
頁
。

(

�)
｢

福
翁
自
伝｣

『
福
澤
諭
吉
全
集』

第
七
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
六
四
頁
。

『

未
来
を
ひ
ら
く
福
澤
諭
吉
展』

慶
應
義
塾
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
三
頁

(

小
室
正
紀)

。

(

	)

荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
八
五
頁
。

(


)

同
前
書
、
八
八
頁
〜
九
〇
頁
。

(

�)

同
前
書
、
八
九
頁
。

(

�)

赤
塚
忠

『

新
釈
漢
文
大
系
２

大
学

中
庸』

明
治
書
院
、
昭
和
四
二
年
、
三
六
頁
。

(

)

本
山
幸
彦

『

近
世
儒
者
の
思
想
挑
戦』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
五
二
頁
〜
五
三
頁
。

(

�)

同
前
書
、
三
〇
一
頁
。

(

�)

眞
壁
仁

『

徳
川
後
期
の
学
問
と
政
治

昌
平
坂
学
問
所
儒
者
と
幕
末
外
交
変
容

』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、

一
七
八
頁
。

(

�)

同
前
書
、
二
〇
頁
、
二
九
九
頁
。

(

�)

同
前
書
、
四
四
九
頁
、
四
五
四
頁
、
四
五
九
頁
。

(

�)

赤
塚
忠
、
前
掲
書
、
五
一
頁
。

(

�)

平
川
�
弘

『

天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク

中
村
正
直
と

『

西
国
立
志
編』

』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、

一
二
頁
〜
一
四
頁
。
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(

�)

同
前
書
、
二
八
頁
。

(

�)
Jap

an
e

se
D

e
p

artm
e

n
t

o
f

E
d

u
catio

n
,

ib
id

.,
p
.

1
2

5
.

(
�)

橋
本
昭
彦

『

江
戸
幕
府
試
験
制
度
史
の
研
究』

風
間
書
房
、
平
成
五
年
、
三
〇
二
頁
〜
三
〇
五
頁
。

(

�)
安
藤
洋
美

『

異
説

数
学
教
育
史』

現
代
数
学
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
七
頁
、
三
〇
頁
。

(

�)
丸
山
眞
男

『

日
本
政
治
思
想
史
研
究』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
、
新
装
一
九
八
三
年
、
七
四
頁
〜
七
六
頁
。

(

�)

竹
中
暉
雄

｢『

学
制』

に
関
す
る
諸
問
題

公
布
日
、
頒
布
、
序
文
の
呼
称
・
正
文
に
つ
い
て｣

『

桃
山
学
院
大
学
人
間
科
学』

第
三
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
一
月
。

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
二
三
〇
頁
。

(

	)

同
前
書
、
二
三
〇
頁
〜
二
三
一
頁
。

(


)

但
し
、
ま
っ
た
く
別
の
文
脈
で
は
出
て
く
る
。
文
部
省
名
が
入
っ
た
法
令
ま
で
太
政
官
の
布
告
で
公
布
さ
れ
る
の
は

｢

不
自
然｣

で
は
な
い
か
と
か
、『

学
制
五
十
年
史』

や

『

明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史』

が

｢

頒
布｣

を
強
調
す
る
た
め
に
行
な
っ
た

『

明
治
史

要』

引
用
の
仕
方
が
極
め
て

｢

不
自
然｣
で
あ
っ
た
と
か
。

(

�)

竹
中
暉
雄
、
前
掲
書
、
二
八
頁
〜
三
〇
頁
。

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
二
三
一
頁
。

(

)

こ
の
文
脈
を
受
け
て
森
田
氏
は
、｢

竹
中
論
文
で
は
、
こ
の
異
質
さ
を
文
部
省
の

『

意
気
込
み』

と
い
う
言
葉
で
指
摘
す
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
が｣

と
続
け
て
い
る

(

二
三
二
頁)

。
し
か
し
拙
論
文
で
、
維
新
後
の
教
育
に
か
け
る
新
設
文
部
省
の

｢

意
気
込
み｣

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
太
政
官
第
二
一
四
号
の
学
制
布
告
書
を
文
部
省
が
独
自
に
書
き
直
し
て

(

漢
字
・

平
が
な
書
き
、
漢
字
に
読
み
と
意
味
の
ル
ビ
を
ふ
っ
た
両
文
体
に)
、
全
国
頒
布

(

配
布)

し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
森
田
氏
が
考

え
る

｢

異
質
さ｣

(

文
部
省
が

｢

頒
布｣

[

発
令]

し
た
こ
と)

と
は
違
う
。
(

�)

太
政
官
布
告
が
大
蔵
省
布
達
で

｢

更
定｣

さ
れ
た
事
例
も
無
い
こ
と
は
な
い
が
、
極
め
て
珍
し
い
。
拙
著
、
三
五
二
頁
の
注
�
参

照
。
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(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
二
三
二
頁
。

(

�)

竹
中
暉
雄
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

(
�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
二
三
三
頁
。

(

�)
そ
の
他
少
数
派
と
し
て
、
同
一
の
日

(

二
日
あ
る
い
は
三
日)

に
制
定
さ
れ
た
と
す
る
記
述
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
両
者

は
別
法
令
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、(

�)

前
掲
、
拙
論
文
、
参
照
。

(

�)
『

平
凡
社

大
百
科
事
典』

一
九
八
四
年
、『

世
界
大
百
科
事
典』

平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
と
も
に
佐
藤
秀
夫
担
当
。

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
二
三
三
頁
。

(

	)

竹
中
暉
雄
、
前
掲
書
、
五
一
頁
。

(


)

詳
し
く
は

｢

明
治
五
年

『

学
制』

の
法
令
上
の
種
別
に
つ
い
て

湯
川
嘉
津
美
氏
の
説
へ
の
疑
問

｣
『

桃
山
学
院
大
学
人

間
文
化
研
究』

第
三
号
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
、
参
照
。

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
二
八
一
頁
。

(

�)

同
前
書
、
一
三
四
頁
。

(

)

同
前
書
、
四
四
五
頁
。

(

�)

荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
九
八
頁
。

(

�)

明
治
四
年
七
月
二
九
日

｢

正
院
事
務
章
程｣
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
は
対
象
を

｢

府
県｣

｢

諸
県｣

｢

諸
省
府
県｣

な
ど

に
特
定
し
た
太
政
官
布
告
も
そ
う
珍
し
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
布
告
内
容
は
も
ち
ろ
ん
限
定
的
で
あ
る
。
明
治
五
年
二
月

二
五
日
太
政
官
第
五
六
号｢

自
今
産
穢
不
及
憚
候
事｣

は
短
文
で
は
あ
る
が
、
学
制
布
告
書
と
同
様
に
、
全
国
一
般
対
象
の
布
告
で
あ
っ

た
。

(

�)

竹
中
暉
雄
、
前
掲
書
、
三
四
頁
〜
三
五
頁
。

(

�)
Jap

an
e

se
D

e
p

artm
e

n
t

o
f

E
d

u
catio

n
,

ib
id

.,
p
.

1
2

4
.

そ
の
他
、
浜
松
県
の
学
区
取
締
が
管
内
に
配
布
し
た
文
書
は

｢

官
許
学

制
序
写｣

(

明
治
六
年
九
月)

。
学
校
設
置
の
有
難
さ
を
説
明
す
る
学
区
取
締
・
杉
浦
平
脩
竹
の
説
明
文
で
は

｢

学
制
の
端
書｣

(

東
京
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大
学
情
報
学
環
・
学
際
情
報
学
府
所
蔵)

。
各
府
県
刊
行
の
解
説
書
の
な
か
に
は

『

学
制
序
文
解
釈』

『

学
制
序
文
解
訳』

な
ど
が
あ
り
、

西
村
茂
樹
も

｢

序
文｣

と
し
て
記
憶
し
て
い
た

(

西
村
茂
樹

｢

往
事
録｣

明
治
三
八
年
、
日
本
弘
道
会
編

『

増
補
改
訂

西
村
茂
樹
全

集

第
４
巻』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
四
五
八
頁)

。
菊
池
大
麓
は

｢

一
種
の
前
文｣

(
a

so
rt

o
f

P
re

am
b

le)

と
英
訳

(
Jap

an
e

se
E

d
u

catio
n

―le
ctu

re
s

d
e

liv
e

re
d

in
th

e
U

n
iv

e
rsity

o
f

L
o

n
d

o
n
,

1
9

0
9
,

p
.

6
8)

。
な
お
当
時
の
外
国
紙
や
、
そ
の
後
の

外
国
人
の
研
究
で

｢

前
文｣

(
th

e
p

re
am

b
le)

と
表
現
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
。

(

�)

紹
介
さ
れ
て
い
る
原
史
料
に
は

｢

壬
申
ノ
学
則｣

と
の
表
記
が
い
く
つ
か
あ
る
。
し
か
し
表
紙
は

｢

壬
申
ノ
学
制｣

で
あ
り
、
そ

・

の
他
に
も

｢

壬
申
ノ
学
制｣

が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、｢

壬
申
ノ
学
制｣

の
誤
記
だ
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
二
三
五
頁
。

(

�)

同
前
書
、
二
三
五
頁
。

(

�)
『

郵
便
報
知
新
聞』

第
二
六
号
、
明
治
五
年
一
一
月
。

(

�)
『

東
京
日
日
新
聞』

第
一
四
七
号
、
明
治
五
年
八
月
五
日
。

(

�)
『

横
浜
毎
日
新
聞』

第
五
二
五
号
、
明
治
五
年
八
月
一
一
日
。

(

�)

竹
中
暉
雄
、
前
掲
書
、
二
二
頁
、
三
四
三
頁
。

(

	)

同
前
書
、
三
四
四
頁
。

(


)

同
前
書
、
四
一
五
頁
。

(

�)

川
村
肇
・
荒
井
明
夫
編
、
前
掲
書
、
五
頁
。
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A Discussion of the �������	Modern Japan’s

First Educational Ordinance

in relation to Hajime Kawamura /

Akio Arai edited, 
������������������

�������������������������� �!��"

TAKENAKA Teruo

This paper addresses the discussion of the 1872 Gakusei in The �������

Kokuyu and the Rise of Modern Education in Japan (2016), edited by Hajime

Kawamura and Akio Arai. It focuses primarily on the following five points :

1. The Declaration (Preamble) of the Gakusei states, “During the Edo pe-

riod, farmers, artisans and merchants, together with women, neglected

learning altogether and have no idea of what learning is.” The true mean-

ing of this phrase is not that they were denied Confucian learning

( jugaku), but that they were kept away from learning in general, includ-

ing elementary education, and they were left in ignorance. This ex-

tremely exaggerated expression came from the character of the

Declaration, which was intended as the political manifestation of the new

Meiji government. The Meiji leaders tried to popularize the new Western

learning and education by a complete rejection of learning and education

during the Edo Period.

2. The term “state” when it appears in the Declaration of the Gakusei is in-

tended to mean not the “state” found in Confucian texts but “Han” or

“Bakufu”, particularly the latter, together with the meaning of “Meiji
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State”.

3. The exceptionality of the Gakusei is not that it was a decree issued by the

Ministry of Education (many books are mistaken on this point), but that

it was amended and added to by the Ministry of Education even though it

had been issued by the ��������For a higher-level decree to be amended

by a lower-level decree was highly unusual, resulting in a decree consist-

ing of some parts issued by the �������and other parts issued by the

Ministry of Education.

4. The Declaration and the Articles of the Gakusei together constitute

�������Decree No. 214, making the former the preamble to the latter,

and meaning that the two are closely related. The opinion that the articles

of the Gakusei were issued by the Ministry of Education is a misunder-

standing, and is not supported by historical evidence.

5. Finally, the author finds it quite incomprehensible that, rather than dis-

cuss his 2013 book, the editors chose an earlier paper of his from 2006 for

comment in Appendix 3 of their book.


