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は
じ
め
に
：
本
研
究
の
背
景
と
ね
ら
い

　

本
稿
で
は
、
道
徳
科
学
研
究
所
（
以
下
、「
道
科
研
」
と
称
す
。）
の
共

同
研
究
と
し
て
平
成
三
〇
年
度
よ
り
三
カ
年
計
画
で
取
り
組
ん
だ
「
近
代

日
本
に
お
け
る
国
民
の
道
徳
と
民
衆
の
教
育
」
の
研
究
成
果
を
振
り
返
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
共
同
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の

テ
ー
マ
を
設
定
し
て
個
別
に
取
り
組
ん
だ
内
容
│
│
冬
月
律
「
戦
前
・
戦

中
期
に
お
け
る
神
社
の
道
徳
・
教
育
へ
の
役
割
と
影
響
」、
久
禮
旦
雄

「
近
代
学
問
史
に
お
け
る
道
徳
研
究
と
廣
池
千
九
郎
」、
江
島
顕
一
「
国
民

道
徳
運
動
と
社
会
教
育
│
廣
池
千
九
郎
と
国
民
道
徳
団
体
│
」
│
│
と
、

本
研
究
の
成
果
で
あ
る
「
廣
池
千
九
郎
思
想
マ
ッ
プ
（
明
治
〜
戦
前
期
）」

の
作
成
過
程
を
中
心
に
概
観
し
、
課
題
と
展
望
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
本

稿
の
性
格
（
共
同
研
究
の
中
間
報
告
）
か
ら
、
本
文
中
の
筆
者
を
除
く
久

禮
氏
、
江
島
氏
の
研
究
内
容
の
引
用
・
転
載
に
つ
い
て
は
本
人
の
許
可
を

得
た
上
で
、
詳
細
な
出
典
記
載
は
省
い
て
い
る
こ
と
を
先
に
断
っ
て
お
き

た
い
。

　

ま
ず
、
本
研
究
の
背
景
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
衆
知
の
通
り
、
道
科

研
に
お
け
る
廣
池
千
九
郎
に
関
す
る
研
究
蓄
積
は
膨
大
な
量
を
誇
る
が
、

廣
池
千
九
郎
の
研
究
は
時
代
的
背
景
と
の
関
係
を
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
点
に
つ
い
て
定
例
研
究
会
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
議
論
に
な
っ
て
い

近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
の
道
徳
と
民
衆
の
教
育

│
廣
池
千
九
郎
と
の
思
想
的
影
響
に
着
目
し
た
共
同
研
究
を
振
り
返
っ
て
│

冬
　
月
　
　
律

研
究
ノ
ー
ト
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る
。
ま
た
、
副
題
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
廣
池
千
九
郎
の
学
者
、
そ
し
て

思
想
家
と
し
て
の
形
成
過
程
に
お
い
て
多
く
の
人
物
が
か
か
わ
っ
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
筆
者
を
は
じ
め
、
共
同
研
究

メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
も
最
大
の
関
心
事
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
三
名
の

専
門
領
域
か
ら
み
れ
ば
、
法
学
、
教
育
学
、
宗
教
学
と
い
う
具
合
で
、
一

見
す
る
と
繋
が
り
そ
う
も
な
い
分
野
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
共
同
研
究
を
結

成
す
る
こ
と
に
躊
躇
い
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

道
科
研
で
各
自
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
に
お
い
て
、
共
通
し
て
「
時
代

性
」
を
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領

域
、
つ
ま
り
社
会
教
育
・
学
問
史
・
制
度
と
廣
池
千
九
郎
と
の
か
か
わ
り

を
探
り
、
そ
の
成
果
を
も
と
に
人
物
関
係
図
を
作
成
し
て
み
よ
う
と
い
う

こ
と
で
合
意
に
至
っ
た
。

　

ま
た
、
特
筆
す
べ
き
は
、
共
同
研
究
メ
ン
バ
ー
は
研
究
分
野
を
異
に
す

る
が
、
時
代
区
分
と
し
て
は
、
共
通
し
て
近
代
（
一
部
中
世
を
含
む
）・

現
代
を
扱
っ
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
三
名
と
も
、
各
自
廣
池
千
九
郎
を

同
時
代
か
つ
連
続
性
に
依
拠
し
た
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
研
究
は
三
年
間
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

り
、
現
在
も
継
続
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
個
別
研
究
に
依
拠
し
て
語

ら
れ
て
き
た
（
取
り
組
ん
で
き
た
）
人
物
研
究
を
補
完
す
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
廣
池
千
九
郎
の
学
問
・
思
想
形
成
に
か
か
わ
る
人
物
を
包
括
的
か

つ
立
体
的
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
こ
に
本
研
究
の
意

義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二　

 

各
研
究
者
の
研
究
レ
ビ
ュ
ー
： 

 

初
年
度
の
関
連
人
物
研
究
を
中
心
に

　

先
述
の
よ
う
に
、
三
人
の
共
同
研
究
者
は
国
民
の
道
徳
と
民
衆
の
教
育

の
視
点
か
ら
の
廣
池
千
九
郎
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
研
究
を
進
め
た
。
具
体
的
に
は
、
①
国
民
の
道
徳
と
民
衆
の
教
育
（
特

に
社
会
教
育
）
の
観
点
か
ら
、
国
民
道
徳
運
動
を
推
進
し
た
、
帰
一
協
会

や
斯
道
会
な
ど
と
い
っ
た
社
会
教
育
団
体
と
廣
池
千
九
郎
の
関
係
を
検
討

（
江
島
）、
②
近
代
学
問
史
、
特
に
大
正
期
に
お
け
る
「
道
徳
」
研
究
の
事

例
を
検
討
し
、
廣
池
千
九
郎
と
の
比
較
検
討
（
久
禮
）、
③
国
家
と
民
衆

の
見
地
か
ら
政
府
に
よ
る
神
社
政
策
お
よ
び
民
衆
の
信
仰
生
活
を
検
討

（
冬
月
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
平
成
三
〇
年
度
か
ら
共
同
研
究
者
が
取
り
組
ん
で
い
る
個

別
研
究
の
う
ち
、
初
年
度
の
個
別
研
究
に
限
定
し
、
研
究
の
ね
ら
い
と
内

容
、
そ
し
て
課
題
な
ど
の
概
要
を
、「
共
同
研
究
費
報
告
書
」（
令
和
元
年

九
月
提
出
）
か
ら
転
載
す
る
形
で
紹
介
し
た
い
。
初
年
度
研
究
に
限
定
し

た
の
は
、
思
想
マ
ッ
プ
の
形
成
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
が
始
ま
っ
て
い

な
い
時
期
で
、
共
同
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
分
野
に
基
づ
い
た
研
究
が

も
っ
と
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
ち
な
み
に
、
三
人
の
共
同

研
究
者
の
研
究
テ
ー
マ
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
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研
究
者
が
行
な
う
研
究
は
、
共
同
研
究
の
最
終
目
的
が
思
想
マ
ッ
プ
の
構

築
に
お
い
て
必
須
項
目
と
し
て
の
人
物
、
制
度
、
組
織
（
社
会
）
に
注
目

し
て
進
め
て
い
る
。
そ
の
点
を
念
頭
に
入
れ
て
、
ま
ず
主
に
人
物
に
注
目

し
た
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
久
禮
旦
雄
氏
の
個
別
研
究
と
し
て
は
、

「
柳
田
國
男
と
平
泉
澄
│
「
自
分
の
言
葉
で
語
る
」
学
問
を
目
指
し
て
」

を
取
り
上
げ
る
。

　
平
泉
澄
の
皇
国
史
観
（
皇
国
護
持
史
観
）
と
道
徳

　

明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
福
井
県
の
平
泉
寺
白
山
神
社
の
社
家

に
生
ま
れ
た
平
泉
澄
は
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
の
大
逆
事
件
に
大

き
な
衝
撃
を
受
け
、
学
問
の
道
を
志
し
、
東
京
帝
国
大
学
・
同
大
学
院

を
卒
業
後
、
東
京
帝
国
大
学
の
講
師
・
助
教
授
を
経
て
、
同
教
授
を
務

め
た
。
そ
の
活
動
は
、
大
学
の
講
義
を
中
心
と
し
、
朱
光
会
（
学
生
団

体
）・
青
々
塾
（
私
塾
）
が
あ
り
、
個
人
的
師
弟
・
信
頼
関
係
に
基
づ

い
た
軍
部
と
の
関
係
も
存
在
し
た
。
彼
は
「
学
問
を
し
ま
す
者
は
、
真

に
日
本
の
道
徳
を
確
立
せ
ん
が
た
め
に
、
志
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
と
し
（「
思
想
問
題
に
つ
い
て
」）、「
皇
室
と
国
民
道
徳
と
の
関
係

に
於
い
て
、
そ
の
中
心
と
な
り
、
根
本
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
君

臣
の
分
」
と
述
べ
て
い
る
（「
皇
室
と
国
民
道
徳
」）。
つ
ま
り
、「
国
民

道
徳
」
を
皇
室
と
の
関
係
に
依
拠
す
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
、
学
問
は

「
国
家
護
持
の
精
神
」
を
持
っ
て
生
き
た
「
古
人
」「
先
賢
」
に
学
び
、

自
ら
の
中
に
そ
の
思
想
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　
柳
田
國
男
の
民
俗
学
（
郷
土
研
究
）
と
道
徳

　

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）、
兵
庫
県
の
儒
者
（
医
者
・
神
職
も
兼
ね

る
）
の
家
に
生
ま
れ
た
柳
田
は
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
の
飢
饉

に
遭
遇
し
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
農
村
の
貧
困
の
問
題
と
向
き
合
い
続

け
た
。
彼
は
東
京
帝
国
大
学
卒
業
後
、
農
政
官
僚
と
な
る
が
、
そ
の
時

期
の
著
作
に
お
い
て
は
、
都
市
・
農
村
・
山
村
の
協
同
組
合
の
必
要
性

に
つ
い
て
説
か
れ
、
組
合
を
利
用
し
て
個
人
的
利
益
を
挙
げ
よ
う
と
す

る
動
き
に
つ
い
て
「
道
徳
上
の
制
裁
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

（『
産
業
組
合
通
解
』）。
官
僚
を
辞
し
た
後
、
柳
田
は
全
国
の
地
域
イ
ン

テ
リ
を
「
郷
土
研
究
」（
民
俗
学
）
と
い
う
か
た
ち
で
組
織
す
る
が
、

そ
の
目
的
は
「
即
ち
そ
の
時
代
の
知
識
・
社
会
観
・
道
徳
な
ど
を
知

り
、
何
を
目
当
て
に
生
き
て
ゐ
た
か
を
、
明
か
に
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
（『
郷
土
研
究
の
方
法
』）。
そ
し
て
晩
年
に
は
日
本
の
社
会
の
内

部
に
存
在
し
て
い
た
道
徳
を
自
分
た
ち
の
言
語
で
取
り
出
す
こ
と
の
必

要
性
か
ら
、
国
語
教
育
・
社
会
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い

る
。

　
お
わ
り
に

　

平
泉
澄
と
柳
田
国
男
の
道
徳
観
は
、
基
盤
を
個
人
（
古
人
・
先
賢
）

に
置
く
か
、
社
会
（
村
落
）
に
置
く
か
に
相
違
点
が
あ
る
。
し
か
し
、

廣
池
博
士
の
道
徳
科
学
と
と
も
に
、
外
国
（
欧
米
・
中
国
）
の
輸
入
で

は
な
い
、
日
本
独
自
の
「
道
徳
」
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
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次
に
、
筆
者
（
冬
月
律
氏
）
に
よ
る
研
究
と
し
て
、「
近
代
に
お
け
る

「
神
社
中
心
説
」
と
廣
池
千
九
郎
の
「
神
社
論
」」
を
み
て
い
く
。
筆
者
は

主
に
、
国
家
神
道
の
時
代
背
景
に
注
目
し
、
廣
池
の
神
道
観
に
焦
点
を
当

て
た
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。

　
は
じ
め
に

　

廣
池
千
九
郎
博
士
が
生
き
た
時
代
は
、
神
道
史
に
お
い
て
ま
さ
に
国

家
神
道
の
時
代
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
廣
池
千
九
郎
は
明
治
四
〇

年
か
ら
大
正
二
年
ま
で
の
間
、
国
体
の
研
究
の
傍
ら
、
神
宮
皇
學
館
に

お
い
て
古
代
法
制
、
東
洋
家
族
制
度
、
国
史
、
歴
史
研
究
法
、
神
道
講

義
（
神
道
史
、
神
祇
史
）
を
教
授
し
て
お
り
、
当
時
の
講
義
の
記
録
も

多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
国
家
神
道
の
時
代
を

生
き
た
廣
池
の
神
道
観
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
報
告
は
、
廣
池
千
九
郎
の
神
道
観
に
つ
い
て
、
限
定
さ
れ
た
神

0

0

0

0

0

0

道0

、
い
わ
ゆ
る
「
国
家
神
道
」
と
い
う
時
代
背
景
の
な
か
で
、
神
道
や

神
社
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
し
て
神
社
を
信
仰
す
る
人
々
に
対
し
、

そ
れ
ら
と
の
関
わ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
た
の
か
を
、
関
係
資

料
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
廣
池
千
九
郎
の
神
道
観
│
神
社
中
心
説
と
の
か
か
わ
り
か
ら
│

　

宗
教
文
化
と
し
て
民
衆
に
広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
「
神
社
」
は
、
近

代
に
入
る
と
「
国
家
ノ
宗
祀
」、
す
な
わ
ち
国
民
統
制
（
規
範
、
道
徳
）

の
た
め
の
存
在
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

廣
池
千
九
郎
が
神
宮
皇
学
館
で
行
な
っ
て
い
た
神
道
講
義
で
は
、
神

道
の
性
質
を
「
神
道
は
宗
教
に
非
ず
し
て
、
倫
理
道
徳
の
教
え
で
あ

る
」
と
し
、
そ
の
倫
理
道
徳
は
個
人
的
で
は
な
く
、
国
家
的
な
も
の
で

あ
る
と
付
け
加
え
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
廣
池
関

係
資
料
に
は
、
廣
池
の
神
道
観
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
廣
池
は
、
神
社
は
国
庫
も
し
く
は
地
方
費
で
其
の
費
用
を
共

進
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
律
（
国
家
神
道
の
制
度
）
上
で
は
宗
教
で
は

な
く
、
国
家
の
宗
祀
と
し
て
倫
理
的
（
国
民
道
徳
）
に
一
般
国
民
の
崇

拝
す
べ
き
礼
拝
所
と
な
し
、
神
社
は
礼
拝
所
で
あ
っ
て
、
祈
願
修
法
の

霊
場
で
は
な
い
と
す
る
も
、（
そ
も
そ
も
、
神
社
が
祖
先
の
宗
教
的
観

念
や
倫
理
的
観
念
に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
）
祭
典
の
儀
式

は
古
来
の
慣
例
に
従
う
者
や
祈
願
の
意
を
含
む
場
合
も
あ
る
こ
と
を
も

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
神
社
を
崇
拝
す
る
こ
と
は
義
務
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
で
人
心
の
善
悪
を
問
う
も
の
や
強
い
る

も
の
で
は
な
く
、
安
心
立
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
お
わ
り
に

　

近
代
に
お
け
る
神
社
は
、
国
家
の
宗
祀
で
あ
り
、
神
社
崇
拝
が
国
民

の
義
務
、
す
な
わ
ち
倫
理
道
徳
で
あ
る
と
す
る
神
社
中
心
説
に
つ
い

て
、
廣
池
千
九
郎
も
そ
れ
と
一
致
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
廣
池
千
九
郎
の
「
信
仰
」
に
つ
い
て

は
、
本
来
人
間
が
持
つ
も
の
で
そ
の
様
相
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
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を
国
家
が
一
方
的
に
口
出
し
を
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
発
言
す

る
と
こ
ろ
に
、
国
家
（
政
府
）
と
の
「
距
離
感
」
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
政
府
主
導
の
神
社
中
心
説
は
理
想
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

が
、
廣
池
の
最
高
道
徳
論
は
道
徳
か
ら
神
社
崇
敬
（
国
家
）
と
信
仰

（
個
人
）
を
分
離
さ
せ
る
（
切
り
捨
て
で
は
な
く
、
併
存
さ
せ
る
）
こ

と
に
よ
っ
て
、
現
代
に
も
そ
う
し
た
廣
池
の
思
想
が
学
界
・
教
育
界
に

適
用
で
き
る
こ
と
に
共
感
す
る
人
々
が
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
江
島
顕
一
氏
に
よ
る
研
究
と
し
て
「
近
代
国
家
形
成
と
国
民

道
徳
│
井
上
哲
次
郎
の
「
国
民
道
徳
論
」」
を
取
り
上
げ
る
。
江
島
氏
の

研
究
は
、
主
に
氏
の
専
門
分
野
で
あ
る
道
徳
教
育
の
立
場
か
ら
、
共
同
研

究
に
お
い
て
も
、
近
代
の
道
徳
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
問
題
の
所
在

　
「
国
民
道
徳
論
」
と
は
、
狭
義
に
は
明
治
末
期
に
わ
が
国
固
有
・
特

有
の
道
徳
を
徳
育
の
中
心
に
位
置
付
け
よ
う
と
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
廣
池
千
九
郎
が
、
本
格
的
な

道
徳
研
究
に
邁
進
し
て
い
く
の
は
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
報
告

で
は
、
こ
う
し
た
「
国
民
道
徳
論
」
と
廣
池
の
道
徳
論
（
後
に
体
系
化

さ
れ
る
「
道
徳
科
学
」（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
））
と
の
教
育
思
想
的
な
異
同
と

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ま
ず
は
「
国
民
道
徳
論
」
の
代
表
者
た

る
井
上
哲
次
郎
の
「
国
民
道
徳
論
」
の
概
要
と
特
質
を
検
討
す
る
こ
と

を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
井
上
哲
次
郎
の
「
国
民
道
徳
論
」

　

井
上
の
国
民
道
徳
論
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
『
国
民
道
徳
概
論
』

（
三
省
堂
、
一
九
一
二
年
）
が
あ
る
。
井
上
は
、「
国
民
教
育
」
の
中
心

は
「
国
民
道
徳
」
の
教
授
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
「
国
民
道
徳
」
と
は
そ
の
国
あ
る
い
は
民
族
固
有
の
道
徳
と

し
、
日
本
の
「
国
民
道
徳
」
は
、
日
本
の
伝
統
思
想
に
、
儒
教
や
仏
教

の
影
響
が
加
わ
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
、

儒
教
の
影
響
は
強
く
、
そ
れ
は
「
家
族
制
度
」
や
「
祖
先
崇
拝
」
と
い

っ
た
特
質
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
日
本
の
「
国

民
道
徳
」
は
日
本
の
万
世
一
系
の
皇
統
を
基
礎
と
す
る
「
国
体
」
と
密

接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
と
も
い
う
。
こ
う
し
て
、
日
本
の
「
国
民
道

徳
」
は
忠
と
孝
の
道
徳
に
基
盤
が
あ
る
と
い
い
、
近
代
国
家
に
お
い

て
、
そ
の
両
者
が
一
致
し
た
「
忠
孝
一
本
」
が
「
国
民
道
徳
」
と
し
て

創
出
さ
れ
た
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
今
後
の
課
題

　

普
遍
と
特
殊
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
か
ら
、
井
上
の
「
国
民
道
徳

論
」
と
廣
池
の
道
徳
論
の
比
較
検
討
が
妥
当
な
も
の
か
を
吟
味
し
た

い
。
す
な
わ
ち
、
井
上
の
「
国
民
道
徳
論
」
を
整
理
す
る
と
、「
国
民

道
徳
」
と
は
そ
の
国
独
自
の
特
殊
な
道
徳
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て

は
、
そ
れ
は
「
忠
孝
一
本
」
で
あ
り
、
そ
の
究
明
と
敷
衍
が
「
国
民
道

徳
」
の
研
究
の
意
義
で
あ
っ
た
。
一
方
、
廣
池
は
、「
最
高
道
徳
」
と
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い
う
普
遍
の
道
徳
を
志
向
し
、
そ
れ
を
「
慈
悲
寛
大
自
己
反
省
」
等
と

し
て
提
示
し
、
そ
の
科
学
的
研
究
を
「
道
徳
科
学
」
の
研
究
と
し
た
。

こ
う
し
た
道
徳
を
め
ぐ
る
普
遍
と
特
殊
と
い
う
視
点
か
ら
、
両
者
の
道

徳
論
の
異
同
と
特
質
を
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ

る
。

三　

 

廣
池
千
九
郎
思
想
マ
ッ
プ
の
概
要
： 

 

試
作
か
ら
暫
定
版
の
制
作
に
至
る
ま
で

　

研
究
レ
ビ
ュ
ー
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
節
で
は
成
果
物
の
取
り
組
み
、

「
廣
池
千
九
郎
思
想
マ
ッ
プ
」（
仮
称
、
以
下
「
思
想
マ
ッ
プ
」
と
称
す
。）

の
作
成
行
程
お
よ
び
内
容
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
き
た
い
。

　

廣
池
千
九
郎
（
一
八
六
六
│
一
九
三
八
）
が
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、

直
接
・
間
接
を
問
わ
ず
、
持
ち
得
た
人
脈
は
相
応
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
廣

池
が
学
徒
と
し
て
指
導
を
仰
い
だ
人
や
薫
陶
を
受
け
た
人
、
あ
る
い
は
廣

池
の
学
者
と
し
て
の
業
績
を
評
価
し
た
人
や
そ
こ
に
現
れ
た
思
想
に
共
鳴

し
た
人
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
著
作
や
言
説
と
い
う
も
の
を
通
し
て
廣
池
の

思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
た
人
な
ど
様
々
で
あ
ろ
う
。
共
同
研
究
の
初
年

度
と
次
年
度
に
は
、
こ
う
し
た
廣
池
の
人
物
相
関
図
、
換
言
す
れ
ば
思
想

マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
そ
の
初
発
と
し
て
、
中
津
時
代
、

京
都
時
代
、
前
期
東
京
時
代
、
奈
良
・
伊
勢
時
代
（
一
九
一
五
年
頃
、
四

九
歳
）
ま
で
を
射
程
と
し
て
整
理
・
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
人
物
と
の
関
係
性
を
捉
え
な
お
す
と
と
も
に
、
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
物
と
の
関
係
性
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

（
一
）
思
想
マ
ッ
プ
の
構
成
そ
の
1
（
試
作
完
成
ま
で
）

　

ま
ず
、
図
表
1
「
廣
池
千
九
郎
思
想
マ
ッ
プ
構
成
人
物
一
覧
」
と
図
表

2
「
廣
池
千
九
郎
思
想
関
連
人
物
マ
ッ
プ
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　

構
成
人
物
の
一
覧
に
お
け
る
人
物
選
定
作
業
に
つ
い
て
は
、
橋
本
富
太

郎
著
『
廣
池
千
九
郎
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
二
八
年
）
に
基
づ
い

て
、
本
文
中
に
登
場
す
る
人
物
を
す
べ
て
網
羅
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ

た
。
具
体
的
な
作
業
に
つ
い
て
は
、
人
名
索
引
に
掲
載
し
て
あ
る
三
二
一

名
の
リ
ス
ト
を
、
共
同
研
究
者
が
分
担
し
て
、
実
際
に
廣
池
千
九
郎
と
の

文
脈
で
言
及
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
か
め
、
最
終
的
に
は
廣
池
千
九
郎

の
奈
良
・
伊
勢
時
代
ま
で
の
関
係
人
物
と
見
な
し
た
五
四
名
を
選
定
し
、

リ
ス
ト
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。（
余
談
に
な
る
が
、）
ど
の
よ
う
な
関
係

人
物
が
挙
げ
ら
れ
る
か
検
討
し
て
い
た
段
階
に
お
い
て
、
本
書
巻
末
の
丁

寧
な
人
名
索
引
の
お
か
げ
で
思
想
マ
ッ
プ
の
試
作
版
が
で
き
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
実
際
に
共
同
研
究
の
着
想
に
至
っ
た
経
緯
と
し
て
、

筆
者
が
本
書
を
読
ん
で
い
る
最
中
に
共
同
研
究
を
着
想
し
た
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
書
は
本
共
同
研
究
を
進
め
る
上
で
必

須
の
文
献
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
物
選
定
の
検
証
作
業
に
お
い
て
は
、

『
伝
記 

廣
池
千
九
郎
』（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
平
成
一
三
年
）
も
適
宜
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参
考
に
し
て
い
る
。
次
の
作
業
と
し
て
は
、
選
定
し
た
五
四
名
を
「
国

学
、
歴
史
学
者
」「
儒
学
者
」「
教
育
者
、
言
語
学
者
」「
哲
学
者
、
法
学

者
」「
未
分
類
（
政
治
家
、
文
化
人
を
含
む
）」
に
分
類
で
き
る
人
に
絞

り
、
さ
ら
に
廣
池
千
九
郎
と
直
接
・
間
接
影
響
関
係
を
矢
印
で
示
す
こ
と

に
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
、
特
定
の
人
物
を
取
り
上
げ
て
廣
池
千
九
郎
と
の

関
係
を
記
述
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
思
想
マ
ッ
プ
の

試
作
版
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
廣
池
千
九
郎
と
関
係

し
て
い
る
の
か
を
示
し
た
も
の
と
し
て
は
十
分
な
意
義
が
あ
る
と
考
え

る
。
そ
の
一
方
で
、
試
作
版
で
は
関
係
人
物
を
平
面
的
か
つ
一
方
向
的
に

描
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
年
度
以
降
は
廣
池
千
九
郎
と
の
影
響
に
関

す
る
双
方
向
性
を
検
討
し
な
が
ら
よ
り
立
体
的
な
構
成
を
目
指
す
こ
と
と

な
っ
た
。

　
次
に
、
二
年
目
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
た
「
共
同
研
究
費
報
告
書
」

（
令
和
二
年
九
月
提
出
）
で
は
、
試
作
版
の
思
想
マ
ッ
プ
と
と
も
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
共
同
研
究
者
が
選
定
し
た
六
名
の
関
係
人
物
（
肖
像
画
付
き
）

に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
廣
池
千
九
郎
に
と
っ
て
思
想
の

形
成
の
み
な
ら
ず
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
（
直
接
・
間
接
的
に
）
影
響
を
与

え
た
人
物
、
さ
ら
に
学
問
的
に
は
国
学
、
儒
学
、
歴
史
学
者
か
ら
、
井
上

頼
圀
（
一
八
三
九
│
一
九
一
四
）、
富
岡
鉄
斎
（
一
八
三
七
│
一
九
二

四
）、
久
米
邦
武
（
一
八
三
九
│
一
九
三
一
）
を
取
り
上
げ
た
。
次
に
、

図表 1　廣池千九郎思想マップ構成人物一覧

整理
番号

氏名 生涯
影響関係
区分

直接面識
有無

整理
番号

氏名 生涯
影響関係
区分

直接面識
有無

整理
番号

氏名 生涯
影響関係
区分

直接面識
有無

福沢諭吉 ～ 間 なし 金沢庄三郎 ～ 直 あり 内藤耻叟 ～ 直 なし

廣池半六 ～ ？ 直 あり 木村春太郎 不明 直 あり 中西牛郎 ～ 直 なし

廣池りゑ 不明 直 あり 久米邦武 ～ 間、直 不明 中野金次郎 ～ 直 あり

小川含章 ～ 直 あり 久米幹文 ～ 間 不明 中山真之亮 ～ 直 あり

村岡典嗣 ～ 直 なし 黒川真頼 ～ 間、直 不明 成瀬仁蔵 ～ 間 不明

阿部守太郎 ～ 間 あり 桑原芳樹 ～ 直 あり 服部宇之吉 ～ 間 不明

井上頼圀 ～ 直 あり 齋藤 実 ～ 間 あり 穂積重遠 ～ 間 あり

佐藤誠実 ～ 直 あり 嵯峨正作 ～ 直 なし 松村吉太郎 ～ 間 あり

穂積陳重 ～ 直 あり 阪谷芳郎 ～ 直 あり 三上参次 ～ 間、直 不明

飯田武郷 ～ 間 なし 重野安釋 ～ 直 なし 水野錬太郎 ～ 間 不明

市川三喜 ～ 直 不明 渋沢栄一 ～ 直 あり 元良勇次郎 ～ 直 あり

猪熊浅麻呂 ～ 直 あり 白鳥庫吉 ～ 直 あり 諸岡長蔵 ～ 間 あり

上田万年 ～ 直 あり 瀧川政次郎 ～ 間 あり 矢納幸吉 　？ ～ 直 あり

内田智雄 ～ 直 あり 田口卯吉 ～ 直 なし 山沢為造 ～ 間 あり

雲照律師 ～ 直 あり 田中義能 ～ 間 なし 利光三津夫 ～ 間 なし

落合直文 ～ 直 不明 坪井正五郎 ～ 直 あり 六角博通 ～ 間 あり

小幡篤次郎 ～ 間 なし 富岡謙蔵 ～ 直 あり 渡辺玄包 ～ 直 あり

筧 克彦 ～ 直 あり 富岡鉄斎 ～ 直 あり 和辻哲郎 ～ 間 不明

※廣池千九郎の中津時代、京都時代、前期東京時代、伊勢・奈良時代までの関連人物（ 、 歳まで）『廣池千九郎』、『伝記廣池千九郎』をもとに作成。順不同

構
成
人
物
の
一
覧
に
お
け
る
人
物
選
定
作
業
に
つ
い
て
は
、
橋
本
富
太
郎
著
『
廣
池
千
九
郎
』（
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
平
成
二
八
年
）
に
基
づ
い
て
、
本
文
中
に
登
場
す
る
人
物
を
す
べ
て
網
羅
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。
具
体
的
な
作
業
に
つ
い
て
は
、
人
名
索
引
に
掲
載
し
て
あ
る
三
二
一
名
の
リ
ス
ト
を
、
共
同
研

究
者
が
分
担
し
て
、
実
際
に
廣
池
千
九
郎
と
の
文
脈
で
言
及
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
か
め
、
最
終
的
に

は
廣
池
千
九
郎
の
奈
良
・
伊
勢
時
代
ま
で
の
関
係
人
物
と
見
な
し
た
五
四
名
を
選
定
し
、
リ
ス
ト
化
す
る

こ
と
が
で
き
た
。（
余
談
に
な
る
が
、）
ど
の
よ
う
な
関
係
人
物
が
挙
げ
ら
れ
る
か
検
討
し
て
い
た
段
階
に

お
い
て
、
本
書
巻
末
の
丁
寧
な
人
名
索
引
の
お
か
げ
で
思
想
マ
ッ
プ
の
試
作
版
が
で
き
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
実
際
に
共
同
研
究
の
着
想
に
至
っ
た
経
緯
と
し
て
、
筆
者
が
本
書
を
読
ん
で
い
る
最
中
に

共
同
研
究
を
着
想
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、本
書
は
本
共
同
研
究
を
進
め
る
上
で
必
須
の
文
献
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
物
選
定
の
検
証
作
業
に
お
い
て
は
、
『
伝

記

廣
池
千
九
郎
』（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
平
成
一
三
年
）
も

適
宜
参
考
に
し
て
い
る
。
次
の
作
業
と
し
て
は
、
選
定
し
た
五

四
名
を
「
国
学
、
歴
史
学
者
」「
儒
学
者
」「
教
育
者
、
言
語
学

者
」「
哲
学
者
、
法
学
者
」「
未
分
類
（
政
治
家
、
文
化
人
を
含

む
）」
に
分
類
で
き
る
人
に
絞
り
、
さ
ら
に
廣
池
千
九
郎
と
直

接
・
間
接
影
響
関
係
を
矢
印
で
示
す
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ま
で

整理
番号

氏名 生涯
影響関係
区分

直接面識
有無

整理
番号

氏名 生涯
影響関係
区分

直接面識
有無

整理
番号

氏名 生涯
影響関係
区分

直接面識
有無
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廣池半六 ～ ？ 直 あり 木村春太郎 不明 直 あり 中西牛郎 ～ 直 なし

廣池りゑ 不明 直 あり 久米邦武 ～ 間、直 不明 中野金次郎 ～ 直 あり

小川含章 ～ 直 あり 久米幹文 ～ 間 不明 中山真之亮 ～ 直 あり

村岡典嗣 ～ 直 なし 黒川真頼 ～ 間、直 不明 成瀬仁蔵 ～ 間 不明

阿部守太郎 ～ 間 あり 桑原芳樹 ～ 直 あり 服部宇之吉 ～ 間 不明
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穂積陳重 ～ 直 あり 阪谷芳郎 ～ 直 あり 三上参次 ～ 間、直 不明

飯田武郷 ～ 間 なし 重野安釋 ～ 直 なし 水野錬太郎 ～ 間 不明

市川三喜 ～ 直 不明 渋沢栄一 ～ 直 あり 元良勇次郎 ～ 直 あり
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八
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な
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が
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れ
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階
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、
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書
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も
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ん
、
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選
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の
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に
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て
は
、
『
伝
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郎
』（
モ
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、
平
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三
年
）
も

適
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参
考
に
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て
い
る
。
次
の
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と
し
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は
、
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五

四
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を
「
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学
、
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教
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、
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印
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。
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ま
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※�廣池千九郎の中津時代、京都時代、前期東京時代、
伊勢・奈良時代までの関連人物（1866─1915、
49 歳まで）『廣池千九郎』、『伝記�廣池千九郎』
をもとに作成。順不同
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江
島
氏
は
廣
池
千
九
郎
に
と
っ
て
の
広
義
の
教
育
者
（
直
接
・
間
接
的
に

影
響
を
あ
た
え
た
人
物
）
で
、
学
問
的
に
は
、
国
学
、
儒
学
、
洋
学
の
師

に
当
た
る
人
物
と
し
て
、
佐
藤
誠
実
（
一
八
三
九
│
一
九
〇
八
）、
小
川

含
章
（
一
八
一
二
│
一
八
九
四
）、
福
澤
諭
吉
（
一
八
三
五
│
一
九
〇
一
）

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
久
禮
氏
は
、
他
の
二
人
が
共
通
し
て
扱

っ
て
い
る
国
学
者
と
の
関
連
で
、
近
代
国
学
と
廣
池
千
九
郎
に
関
す
る
補

足
説
明
を
付
け
加
え
て
い
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
共
同
研
究
者
が
取
り
上
げ
た
人
物
と
解
説

内
容
を
、
先
述
の
初
年
度
の
個
別
研
究
と
同
様
、
報
告
書
に
掲
載
し
た
内

容
を
転
載
す
る
形
で
紹
介
し
て
い
く
。
な
お
、
解
説
の
文
中
に
お
い
て
、

廣
池
千
九
郎
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
傍
線
で
示

し
た
。

人
物
1
【
国
学
者
】
井
上
頼
圀
（
一
八
三
九
│
一
九
一
四
）

【
解
説
】

江
戸
神
田
松
下
町
の
医
者
井
上
頼
正
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
維
新
後

は
皇
漢
医
道
御
用
掛
・
権
少
教
正
・
宮
内
省
御
用
掛
・
御
系
譜
課
勤

務
・
國
學
院
講
師
、
学
習
院
教
授
、
宮
内
省
図
書
寮
編
集
官
な
ど
を
歴

任
す
る
。
相
川
景
見
に
歌
を
学
び
、
ま
た
儒
学
・
医
学
な
ど
諸
学
・
諸

芸
に
通
じ
た
。
一
八
六
一
年
に
平
田
銕
胤
の
門
人
と
な
り
、
同
門
の
権

田
直
助
に
皇
朝
医
学
を
学
び
、
一
八
八
二
年
に
は
松
野
勇
雄
ら
同
志
を

糾
合
し
て
、
皇
典
講
究
所
（
國
學
院
の
前
身
）
を
設
立
。
そ
の
講
師
と

図表 2　廣池千九郎思想関連人物マップ



89 近代日本における国民の道徳と民衆の教育

な
っ
て
教
育
・
運
営
に
尽
力
し
た
。

廣
池
は
大
分
に
開
設
さ
れ
た
皇
典
講
究
所
大
分
分
所
（
明
治
一
六
年
）

を
通
じ
て
日
本
の
古
典
を
研
究
し
始
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
井
上
と
の

接
点
が
あ
っ
た
。
京
都
に
出
て
か
ら
出
版
し
た
『
史
学
普
及
雑
誌
』

『
日
本
史
学
新
説
』『
皇
室
野
史
』
に
も
、
井
上
と
彼
の
関
連
人
物
の
影

響
は
顕
著
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
平
安
通
志
』『
古
事
類
苑
』
編
纂
へ
の

参
加
が
井
上
と
の
会
談
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
に
廣

池
は
正
式
に
井
上
門
下
の
人
と
な
り
、
東
京
で
一
三
年
間
『
古
事
類

苑
』
の
編
纂
に
尽
力
す
る
。

人
物
2
【
文
人
画
家
・
儒
学
者
】
富
岡
鉄
斎
（
一
八
三
七
│
一
九
二

四
）

【
解
説
】

京
都
の
法
衣
商
十
一
屋
伝
兵
衛
富
岡
雅
叙
（
こ
れ
の
ぶ
）
の
次
男
と
し

て
生
ま
れ
る
（
名
は
猷
輔
、
後
に
百
錬
、
字
は
無
倦
）。
幼
に
し
て
国

学
を
大
国
隆
正
に
、
漢
学
を
岩
垣
月
洲
に
学
び
、
後
に
陽
明
学
を
春
日

潜
庵
に
、
詩
文
を
叡
山
の
僧
羅
渓
慈
本
に
学
ん
だ
。
絵
は
大
角
南
耕
、

窪
田
雪
鷹
、
小
田
海
仙
、
浮
田
一
蕙
に
就
い
た
が
、
特
定
の
師
の
系
統

を
ひ
か
ず
独
学
工
夫
し
た
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
代
の
幕
末
の
動
乱
期
に
は
、「
勤
王
（
皇
）
の
志
士
」
た
ち
と
の

交
際
の
範
囲
が
広
か
っ
た
。
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
の
前
半
に
か
け
て
、

『
称
呼
私
弁
』（
一
八
六
九
）
な
ど
の
著
作
を
出
版
す
る
と
同
時
に
、
画

業
を
続
け
て
い
た
。
四
五
歳
の
時
に
京
都
に
帰
り
、
そ
の
後
は
読
書
と

書
画
の
制
作
に
専
念
す
る
。
南
画
協
会
の
創
立
（
一
八
九
六
）
に
参

加
、
多
く
の
展
覧
会
の
審
査
員
、
帝
室
技
芸
員
、
帝
国
美
術
院
会
員
を

つ
と
め
た
。

廣
池
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
田
篤
胤
の
門
弟
で
あ
っ
た
大
国
隆
正

の
弟
子
に
鉄
斎
と
渡
辺
玄
包
が
お
り
、
廣
池
は
渡
辺
の
弟
子
に
あ
た

る
。
鉄
斎
は
京
都
時
代
の
廣
池
を
指
導
し
て
い
る
。

人
物
3
【
歴
史
学
者
】
久
米
邦
武
（
一
八
三
九
│
一
九
三
一
）

【
解
説
】

佐
賀
藩
士
久
米
邦
郷
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
一
六
歳
の
時
、
佐
賀

藩
校
弘
道
館
に
入
り
、
卒
業
後
に
尊
皇
派
の
「
義
祭
同
盟
」
に
参
加
。

二
五
歳
の
時
に
昌
平
坂
学
問
所
で
古
賀
謹
一
郎
に
学
ん
だ
。
そ
の
後
、

弘
道
館
教
諭
に
就
任
。
維
新
後
、
太
政
官
政
府
に
仕
え
、
岩
具
遣
外
使

節
に
随
行
。
重
野
安
繹
と
共
に
「
大
日
本
編
年
史
」
な
ど
国
史
の
編
纂

に
尽
力
す
る
。
一
八
八
八
年
、
帝
国
大
学
教
授
兼
臨
時
編
年
史
編
纂
委

員
に
就
任
、
重
野
安
繹
ら
と
と
も
に
修
史
事
業
に
関
与
し
、
日
本
史
研

究
に
近
代
的
歴
史
学
の
方
法
を
移
植
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
一
八
九
五

年
に
、
大
隈
重
信
の
招
き
で
東
京
専
門
学
校
（
現
・
早
稲
田
大
学
）
に

転
じ
、
歴
史
学
者
と
し
て
日
本
古
代
史
や
古
文
書
学
を
講
じ
た
。
久
米

は
我
が
国
の
古
文
書
学
の
基
礎
を
築
い
た
人
で
あ
る
。

廣
池
が
実
証
的
な
研
究
成
果
に
基
づ
く
歴
史
学
に
転
換
し
、
そ
の
普
及
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を
図
ろ
う
と
し
て
、
明
治
二
三
年
に
刊
行
し
た
『
日
本
史
学
新
説
』
に

お
い
て
、
久
米
は
廣
池
が
最
も
多
く
の
論
説
を
引
い
た
人
物
の
一
人
で

あ
る
。

人
物
4
【
歴
史
学
者
】
佐
藤
誠
実
（
一
八
三
九
│
一
九
〇
八
）

【
解
説
】

一
八
三
九
（
天
保
一
〇
）
年
に
江
戸
浅
草
の
正
行
寺
の
第
十
一
世
住
職

佐
藤
慶
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
九
歳
で
得
度
す
る
が
、
そ
の
後
は

和
漢
の
学
問
の
修
得
に
励
ん
だ
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
文
部
省

の
編
集
寮
に
奉
じ
、
一
八
八
〇
年
に
『
古
事
類
苑
』
の
編
集
掛
に
就

任
。
そ
の
後
、
東
京
大
学
の
講
師
や
東
京
音
楽
大
学
の
教
授
を
経
て
、

『
古
事
類
苑
』
の
事
業
が
神
宮
司
庁
に
移
管
さ
れ
た
一
八
九
五
年
に
編

集
長
に
任
命
。
以
降
『
古
事
類
苑
』
の
編
纂
に
従
事
し
、
事
業
終
了
式

の
翌
年
の
一
九
〇
八
年
に
逝
去
。

廣
池
が
佐
藤
と
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
た
の
は
、
一
八
九
五
年
五
月
で
あ

っ
た
。
廣
池
は
佐
藤
の
右
腕
と
な
っ
て
全
力
を
尽
く
し
、
そ
の
結
果
貴

重
本
『
故
唐
律
疏
議
』
を
贈
呈
さ
れ
た
。
一
方
で
、
佐
藤
は
、
一
八
九

〇
（
明
治
二
三
）
年
に
師
範
学
校
の
教
科
書
と
し
て
わ
が
国
の
教
育
の

歩
み
を
初
め
て
叙
述
し
た
『
日
本
教
育
史
』
を
刊
行
。
一
九
〇
三
年
に

「
修
訂
」
版
を
出
版
す
る
が
、
そ
の
「
緒
言
」
に
「
改
正
増
補
の
挙
に

就
き
て
は
、
廣
池
千
九
郎
氏
の
力
を
藉
る
こ
と
多
し
と
す
」
と
、
廣
池

の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

人
物
5
【
儒
学
者
】
小
川
含
章
（
一
八
一
二
│
一
八
九
四
）

【
解
説
】

一
八
一
二
（
文
化
九
）
年
、
日ひ

出じ

藩
に
生
ま
れ
る
。
名
は
弘
蔵
、
号
を

含
章
と
称
す
。
帆
足
万
里
に
学
び
、
生
野
学
問
所
（
現
在
の
兵
庫
県
生

野
）
に
司
鐸
（
校
長
）
と
し
て
赴
任
。
そ
の
後
、
杵
築
（
き
つ
き
）
藩

や
日
出
藩
に
出
仕
。
明
治
維
新
後
の
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
、
杵
築

に
私
塾
の
麗
澤
館
を
開
く
。
一
八
八
〇
年
頃
、
大
分
に
移
転
。
生
野
に

い
た
時
代
に
地
域
の
孝
行
者
を
ま
と
め
た
『
生
野
銀
山
孝
義
伝
』（
一

八
四
九
）
を
刊
行
。
旅
と
酒
と
釣
り
と
水
泳
を
好
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。

廣
池
は
師
範
学
校
受
験
の
準
備
の
た
め
、
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年

九
月
に
麗
澤
館
に
入
塾
（
一
七
歳
）。
半
年
間
を
そ
こ
で
学
ぶ
。
塾
生

は
数
百
人
を
数
え
た
。
塾
生
の
多
く
は
塾
内
に
起
居
（
小
川
も
）。
漢

学
を
主
と
し
、
英
語
、
剣
術
、
養
蚕
を
教
授
し
、
実
学
の
精
神
を
涵

養
。
廣
池
は
小
川
か
ら
、
学
問
へ
の
情
熱
や
学
生
へ
の
教
育
愛
、
さ
ら

に
皇
室
貢
献
へ
の
意
志
を
見
て
と
り
、
小
川
の
学
恩
に
報
い
る
べ
く
、

一
八
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
に
道
徳
科
学
専
攻
塾
を
開
塾
し
た
際
に
、

自
ら
の
住
居
を
麗
澤
館
と
名
付
け
た
。

人
物
6
【
教
育
者
】
福
澤
諭
吉
（
一
八
三
五
│
一
九
〇
一
）

【
解
説
】

大
分
県
中
津
市
留
守
居
町
（
但
し
出
生
は
大
坂
）。
武
士
（
下
士
）。
適

塾
に
て
緒
方
洪
庵
に
蘭
学
を
学
ぶ
。
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
、
慶
應
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義
塾
を
創
立
。
代
表
作
に
、『
西
洋
事
情
』（
一
八
六
六
初
編
）『
学
問

の
す
す
め
』（
一
八
七
二
初
編
）『
文
明
論
之
概
略
』（
一
八
七
五
）。
時

事
新
報
の
創
刊
。
交
詢
社
を
創
立
。

廣
池
と
福
澤
の
接
点
は
、
廣
池
の
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
、
中
津

市
学
校
入
学
に
始
ま
る
。
中
津
市
学
校
は
慶
應
義
塾
の
分
校
と
も
位
置

付
け
ら
れ
る
洋
学
校
。
こ
こ
で
一
年
少
し
学
ぶ
。
し
か
し
、
福
澤
と
の

間
に
直
接
の
面
識
は
な
し
。
間
接
的
な
接
点
と
し
て
、
廣
池
が
『
中
津

歴
史
』（
一
八
九
一
）
を
福
澤
に
送
り
、
福
澤
が
そ
れ
を
受
領
し
た
こ

と
は
史
料
か
ら
確
認
が
で
き
る
。
廣
池
は
そ
の
後
の
人
生
で
、
福
澤
門

下
の
慶
應
義
塾
関
係
者
、
中
で
も
中
津
出
身
者
と
多
く
の
接
点
を
持
っ

て
い
く
（
小
幡
篤
次
郎
、
朝
吹
英
二
、
鎌
田
栄
吉
、
和
田
豊
治
、
本
山

彦
一
等
）。『
中
津
歴
史
』
で
は
福
澤
の
業
績
を
高
く
評
価
す
る
も
の

の
、
後
年
は
福
澤
の
「
独
立
自
尊
」
に
対
置
す
る
形
で
自
ら
の
「
慈
悲

寛
大
自
己
反
省
」
を
打
ち
出
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
な
歴
史
人
物

の
紹
介
に
加
え
、
廣
池
千
九
郎
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
（
傍

線
部
）
ほ
か
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
平
田
派
国
学
、
皇
典
講
究
所
、

古
事
類
苑
な
ど
の
補
足
用
語
の
解
説
を
も
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
一

般
的
な
人
物
事
典
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
研
究
の
特
徴
で
あ
る

と
考
え
る
。

【
補
足
用
語
】

※
平
田
派
国
学
（
平
田
学
派
）

　

本
居
宣
長
没
後
の
門
人
と
自
称
し
、
荷
田
春
満
、
加
茂
真
淵
、
本
居

宣
長
と
と
も
に
国
学
四
大
人
の
一
人
で
あ
る
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
│

一
八
四
三
）
に
よ
る
古
代
天
皇
制
を
唱
え
る
勤
王
思
想
。
復
古
神
道

（
平
田
神
道
）
の
大
成
者
で
あ
り
、
幕
末
の
尊
王
攘
夷
運
動
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
そ
の
平
田
学
派
の
思
想
は
、
長
女
の
千
枝
（
後
の
お

て
う
・
お
長
）
と
結
婚
し
養
子
と
な
っ
た
平
田
銕
胤
（
一
七
九
九
│
一

八
八
〇
）
に
引
き
継
が
れ
る
。
鉄
胤
は
控
え
め
な
性
格
で
奔
放
と
も
い

え
る
篤
胤
の
活
動
を
よ
く
補
佐
し
、
平
田
門
の
伝
道
者
と
し
て
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
。
平
田
学
派
の
門
人
に
は
、
直
接
門
人
と
没
後
門
人

が
お
り
、
篤
胤
没
年
ま
で
の
門
人
の
数
は
五
五
三
名
、
没
後
明
治
九

（
一
八
七
六
）
年
ま
で
に
は
三
七
〇
〇
人
に
達
し
て
い
た
。

※
皇
典
講
究
所

　

明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
、
東
京
に
設
立
さ
れ
た
皇
典
研
究
・
神

職
養
成
機
関
。
明
治
二
三
年
に
國
學
院
を
開
校
し
、
国
史
、
国
文
、
国

法
を
攻
究
す
る
教
育
機
関
が
で
き
る
と
、
廣
池
は
さ
っ
そ
く
翌
年
に
弟

の
長
吉
、
同
三
二
年
に
は
又
治
を
入
学
さ
せ
て
い
る
。

※
『
古
事
類
苑
』

　

百
科
全
書
。
本
文
一
〇
〇
〇
巻
。
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
各
時
代
の

制
度
・
文
物
・
社
会
一
般
の
事
項
を
天
・
歳
時
・
地
な
ど
三
〇
部
に
分

け
、
基
本
的
文
献
か
ら
原
文
の
ま
ま
引
用
し
た
資
料
集
。
廣
池
が
携
わ
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っ
た
の
は
、
実
に
一
〇
〇
〇
巻
の
う
ち
二
三
二
巻
と
約
四
分
の
一
程
度

を
執
筆
し
た
と
の
研
究
が
あ
る
。

※
「
麗
澤
」

　
『
易
経
』
の
一
節
。「
象
（
し
ょ
う
）
に
曰
く
、
麗
（
つ
）
け
る
澤
は

兌
（
よ
ろ
こ
）
び
な
り
、
君
子
以
て
朋
友
と
講
習
す
」（「
並
ん
で
い
る

沢
が
互
い
に
潤
し
合
う
姿
は
喜
ば
し
い
。
立
派
な
人
間
に
な
ろ
う
と
す

る
者
が
志
を
同
じ
く
す
る
友
と
切
磋
琢
磨
す
る
姿
は
素
晴
ら
し
い
」
と

の
意
）。
廣
池
は
、「
麗
澤
と
は
太
陽
天
に
懸
り
て
万
物
を
恵
み
潤
し
育

つ
る
義
な
り
」
と
説
明
。

※
「
独
立
自
尊
」

　

今
日
の
慶
應
義
塾
の
教
育
理
念
。「
心
身
の
独
立
を
全
う
し
、
自
ら

そ
の
身
を
尊
重
し
て
、
人
た
る
の
品
位
を
辱
め
ざ
る
も
の
、
之
を
独
立

自
尊
の
人
と
云
ふ
」（「
修
身
要
領
」
第
二
条
）

【
補
足
】
近
代
国
学
と
廣
池
千
九
郎

　

近
世
後
期
に
生
ま
れ
た
「
国
学
」
は
、
明
治
維
新
の
精
神
的
源
流
と

な
っ
た
が
、
維
新
後
は
そ
の
思
想
と
現
実
の
政
治
と
の
対
立
の
中
で
、

国
学
者
た
ち
の
多
く
は
政
府
中
枢
か
ら
追
わ
れ
、
学
問
的
に
も
低
調
と

な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
（
地
方
に
お
け
る
一
例
と
し
て
、
島
崎

藤
村
が
そ
の
父
の
挫
折
を
描
い
た
小
説
『
夜
明
け
前
』
が
あ
る
）。

　

し
か
し
、
近
年
、
明
治
の
国
家
制
度
の
整
備
に
お
け
る
国
学
者
の
役

割
が
注
目
さ
れ
、
彼
ら
の
業
績
は
近
世
の
国
学
と
は
違
う
、
独
自
の

「
近
代
国
学
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
類
苑
』
は
そ
の
よ
う

な
近
代
国
学
の
活
動
で
あ
り
、
廣
池
千
九
郎
の
師
で
あ
る
井
上
頼
圀
や

佐
藤
誠
実
も
、
近
代
国
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
近
代
国
学
者
の

代
表
的
人
物
で
あ
る
小
中
村
清
矩
は
、
国
学
の
役
割
に
つ
い
て
「
よ
い

歴
史
を
新
た
に
作
り
出
」
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
将
来
不
易
の
基
本

と
定
む
べ
き
は
、
国
体
の
こ
と
」「
国
体
と
は
、
…
皇
室
の
尊
厳
の
本

を
知
り
、
建
国
の
大
体
を
知
て
」
外
国
と
は
大
き
く
違
い
が
あ
る
こ
と

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
廣
池
千
九
郎
が
、
井
上
頼
圀
の
示
唆
を
受

け
、『
道
徳
科
学
の
論
文
』
の
基
礎
に
お
い
た
万
世
一
系
の
研
究
も
、

そ
の
よ
う
な
近
代
国
学
の
問
題
意
識
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
言
え

る
。

（
二
）
思
想
マ
ッ
プ
の
構
成
そ
の
2
（
暫
定
版
の
完
成
ま
で
）

　

初
年
度
と
次
年
度
の
成
果
を
も
と
に
、
共
同
研
究
の
三
年
目
に
は
こ
れ

ま
で
の
個
別
研
究
を
進
め
る
と
同
時
に
、
試
作
版
の
思
想
マ
ッ
プ
で
の
課

題
を
改
善
し
、
暫
定
版
の
制
作
に
注
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
完

成
し
た
暫
定
版
「
廣
池
千
九
郎
関
係
人
物
（
相
関
図
）V

er1.0

」
を
ご
覧

い
た
だ
き
た
い
。

　

図
で
示
し
た
よ
う
に
、
暫
定
版
は
廣
池
千
九
郎
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で

の
調
査
研
究
で
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
人
物
を
中
心
に
広
が
る
形

を
と
っ
て
い
る
。
個
別
研
究
で
は
、
試
作
版
の
作
成
時
に
選
定
し
た
関
係

人
物
を
対
象
に
、
廣
池
千
九
郎
と
の
接
点
の
有
無
、
そ
の
内
容
を
調
べ
て
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い
く
こ
と
を
最
優
先
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ
。
暫
定
版
に
掲
載
し
た
人

物
は
、
個
別
研
究
で
検
証
・
検
討
を
経
た
人
物
で
構
成
し
て
い
る
。

　

暫
定
版
を
試
作
版
と
比
較
す
る
と
、
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ま

ず
、
試
作
版
で
は
関
係
人
物
を
表
に
ま
と
め
、
廣
池
千
九
郎
と
関
係
す
る

人
物
を
い
く
つ
か
の
分
野
に
色
分
け
し
て
（
一
方
向
的
に
）
示
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
暫
定
版
で
は
、
関
係
人
物
の
顔
写
真
を
挿
入
し
、

分
野
を
示
し
、
廣
池
千
九
郎
と
の
関
係
記
述
も
端
的
に
掲
載
し
て
お
り
、

全
体
を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
新
し
い
ソ
フ
ト
の
操
作
に
不
慣
れ
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
に
よ
っ
て
、
対
面
で
の
検
討
・
作
成
が
で
き
ず
、
全
面
リ
モ
ー
ト
で

行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
作
成
に
は
想
像
以
上
時
間
が
か
か

っ
て
し
ま
い
、
次
年
度
以
降
に
課
題
（
関
係
人
物
の
枠
色
、
配
置
、
内
容

の
構
成
）
を
残
す
結
果
と
な
っ
た
。

四　

お
わ
り
に
：
課
題
と
展
望

　

こ
れ
ま
で
に
本
研
究
の
三
年
間
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た

が
、
本
稿
の
最
後
に
課
題
と
展
望
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

残
さ
れ
た
課
題
は
多
々
あ
る
が
、
な
か
で
も
時
代
の
連
続
性
の
扱
い
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

本
研
究
は
廣
池
千
九
郎
の
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
た
人
物
、
制
度
、

社
会
（
時
代
的
背
景
を
考
慮
）
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
関
係
人
物
の

中
に
は
同
時
代
の
人
に
限
ら
な
い
ほ
か
、
生
涯
に
お
い
て
影
響
を
与
え
た

人
、
部
分
的
に
影
響
を
与
え
た
人
も
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
一
方
的
に

関
係
人
物
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
影
響
関
係
が
双
方
向

的
な
人
物
も
含
ま
れ
て
お
り
、
明
確
な
区
分
を
設
け
る
（
棲
み
分
け
）
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
本
研
究
を
企
画
し
た
当
初
よ
り
、
そ
の
こ
と
は
考
慮

す
べ
き
点
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
人
物
研
究
に
お
い
て
は
、

一
般
的
な
認
識
で
は
、
仮
に
師
弟
関
係
で
あ
っ
て
も
一
方
的
に
受
け
入
れ

る
ば
か
り
と
は
考
え
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
十
分
認
識
し
て
い
た
と
は
い
え
、
実
際
に
研
究
を
進
め
る
う

ち
に
、
そ
の
こ
と
の
重
要
さ
や
複
雑
さ
に
気
づ
き
、
こ
う
し
た
時
代
の
連

続
性
の
扱
い
は
、
人
物
と
の
か
か
わ
り
の
整
合
性
に
も
か
か
わ
る
点
で
あ

る
た
め
、
さ
ら
な
る
検
証
作
業
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
次
第
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
三
人
の
共
同
研
究
メ
ン
バ
ー
が
取
り

組
ん
だ
三
年
間
の
研
究
お
よ
び
暫
定
版
の
思
想
マ
ッ
プ
だ
け
で
廣
池
千
九

郎
の
思
想
的
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
今
後
は
残
さ
れ
た
課
題
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
廣
池
千
九
郎
の
思
想

形
成
に
関
す
る
研
究
の
継
続
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
実
際
に
、
共
同
研
究
は

今
も
継
続
し
て
い
る
。
令
和
三
年
度
か
ら
は
代
表
の
固
定
化
を
防
ぐ
た
め

に
（
メ
ン
バ
ー
間
で
の
）
代
表
交
代
制
及
び
、
よ
り
詳
細
な
人
物
関
係
図

の
作
成
が
可
能
な
相
関
図
作
成
ソ
フ
ト
の
導
入
、
さ
ら
に
は
、
令
和
四
年

度
に
新
た
な
視
点
の
拡
充
の
た
め
の
新
規
メ
ン
バ
ー
を
追
加
な
ど
、
共
同
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研
究
の
目
的
達
成
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
や
試
み
を
行
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
工
夫
に
よ
る
成
果
は
別
稿
に
期
待
し
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
の
最
後
に
、
共
同
研
究
者
の
三
年
間
（
平
成
三
〇
年
〜
令

和
二
年
）
の
研
究
成
果
一
覧
を
挙
げ
て
お
く
。

【
平
成
三
〇
年
度
】

・ 

冬
月
律
「
近
代
に
お
け
る
「
神
社
中
心
説
」
と
廣
池
千
九
郎
の
「
神

道
論
」」
研
究
セ
ン
タ
ー
ゼ
ミ
、
平
成
三
〇
年
九
月
四
日

・ 

江
島
顕
一
「
近
代
国
家
形
成
と
国
民
の
道
徳
│
井
上
哲
次
郎
の
「
国

民
道
徳
論
」」
研
究
セ
ン
タ
ー
ゼ
ミ
、
平
成
三
〇
年
九
月
四
日

・ 

久
禮
旦
雄
「
日
本
近
代
に
お
け
る
道
徳
と
社
会
│
柳
田
國
男
と
平
泉

澄
」
研
究
セ
ン
タ
ー
ゼ
ミ
、
平
成
三
〇
年
九
月
四
日

【
平
成
三
一
年
度
】

・ 

久
禮
旦
雄
「
柳
田
國
男
と
平
泉
澄
│
「
自
分
の
言
葉
で
語
る
」
学
問

を
目
指
し
て
」
第
三
〇
回
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
発
表
会
（
大
阪
大
会
）、

平
成
三
一
年
二
月
七
日

・ 

江
島
顕
一
「
廣
池
千
九
郎
研
究
講
座
」（「
大
分
儒
学
の
伝
統
と
廣
池

千
九
郎
」、
中
津
記
念
館
講
堂
。
ほ
か
畑
毛
）
平
成
三
〇
年
一
一
月

二
三
日
〜
二
五
日

【
令
和
元
年
・
令
和
二
年
度
】

・ 

冬
月
律
・
江
島
顕
一
「
廣
池
千
九
郎
思
想
マ
ッ
プ
」（
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
5
）、
第
一
回
道
徳
科
学
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
令
和
二
年
一
月
二

六
日

・ 

江
島
顕
一
「
廣
池
千
九
郎
研
究
講
座
」（「
大
分
の
伝
統
と
モ
ラ
ロ
ジ

ー
」、
中
津
記
念
館
講
堂
）、
令
和
二
年
一
一
月
一
三
日
〜
一
五
日

参
考
文
献
（
本
稿
執
筆
に
関
す
る
も
の
の
み
掲
載
）

橋
本
富
太
郎
著
『
廣
池
千
九
郎
：
道
徳
と
は
何
ぞ
や
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝

選
）、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
二
八
年
。

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
編
『
伝
記 

廣
池
千
九
郎
』
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
平
成
一

三
年
。

国
立
国
会
図
書
館
電
子
展
示
会
「
近
代
日
本
人
の
肖
像
」https://w

w
w

.ndl.

go.jp/portrait/

、
令
和
四
年
九
月
一
六
日
最
終
閲
覧
。






