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は
じ
め
に

か
つ
て
筆
者
は
︑
久
米
邦
武
の
大
化
改
新
論
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る(
)
︒
旧
稿
に
お
け
る
主
旨
は
︑
久
米
の
大
化
改
新

1

論
は
研
究
史
に
お
い
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
︑
そ
の
内
容
に
は
︑
今
日
に
お
い
て
も
継
承
す
べ
き
重
要
な
点
が
多
い
と
い

う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
久
米
の
改
新
論
の
中
心
は
明
治
二
十
五
年
︵
一
八
九
二
︶
発
表
の
﹁
大
化
の
改
革
を
論

ず
﹂(
)

で
あ
る
が
︑
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
︑
門
脇
禎
二
が
研
究
史
上
に
位
置
づ
け
て
い
る(
)

︒
た
だ
そ
れ
は
︑
久
米
の
改
新
研
究
全
体

2

3

を
み
る
な
ら
ば
︑
必
ず
し
も
正
確
な
位
置
づ
け
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
点
も
指
摘
し
た
︒

門
脇
は
︑﹁
大
化
改
新
﹂
の
研
究
が
本
格
化
す
る
の
は
︑
明
治
二
十
年
代
以
降
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
い
う
時
代
風
潮
下

に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
し
︑
そ
の
後
の
明
治
期
の
研
究
動
向
を
︑
次
の
三
つ
に
整
理
し
て
い
る
︒

︵
Ⅰ
︶﹁
大
化
改
新
﹂
と
明
治
維
新
と
を
癒
着
さ
せ
︑
両
者
を
比
較
し
つ
つ
﹁
改
新
﹂
を
国
体
と
歴
史
変
革
の
出
発
点
と
み
る
官
学

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
見
解
︒

︵
Ⅱ
︶
同
じ
く
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
見
解
で
あ
る
が
︑︵
Ⅰ
︶
を
批
判
し
︑
国
体
不
変
説
の
立
場
か
ら
﹁
改
新
﹂
を
単
な
る
政
治

組
織
の
改
革
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
み
る
見
解
︒

︵
Ⅲ
︶
民
間
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
歴
史
観
の
立
場
か
ら
︑﹁
改
新
﹂
を
国
民
・
国
家
が
は
じ
め
て
現
れ
た
国
体
の
大
変
革
と
み
る

見
解
︒

そ
し
て
︑
こ
の
う
ち
の
︵
Ⅱ
︶
の
見
解
の
系
譜
的
源
流
と
し
て
︑
久
米
の
﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
︒

旧
稿
で
は
︑
久
米
が
﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
の
前
年
に
発
表
し
た
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂(
)

か
ら
う
か
が
え
る
当
時
の
久
米
の

4

﹁
国
体
﹂
観
か
ら
し
て
︑﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
に
つ
い
て
の
こ
の
門
脇
の
位
置
づ
け
は
妥
当
で
あ
る
と
し
た
︒
た
だ
︑
久
米
は

﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
以
外
の
論
文
に
お
い
て
は
︑
改
新
は
大
変
革
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
︑﹁
国
体
﹂
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に
つ
い
て
の
考
え
方
も
︑
そ
の
後
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︑
と
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
旧
稿
執
筆
後
ま
も
な
く
︑﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
は
︑
は
た
し
て
国
体
不
変
説
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
か
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
か
ら
︑
当
時
の
久
米
が
国
体
不
変
説
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
か
︑
考
え
直
し

て
み
る
必
要
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

ま
た
︑
旧
稿
に
お
い
て
︑﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
の
段
階
と
そ
の
後
と
で
は
︑
久
米
の
﹁
国
体
﹂
観
に
変
化
が
う
か
が
え
る
と

し
た
点
に
対
し
て
は
︑
旧
稿
執
筆
直
後
に
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
の
発
表
と
同
じ
明
治
二
十

五
年
に
起
き
た
久
米
事
件
と
あ
わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
の
指
摘
を
受
け
た(
)

︒
5

そ
れ
か
ら
す
で
に
多
く
の
年
月
を
経
過
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
本
稿
に
お
い
て
︑
改
め
て
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
︒

一

｢神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
け
る
﹁
国
体
﹂
観

｢神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
は
︑
こ
の
論
文
に
対
す
る
神
道
家
や
国
学
者
ら
の
批
判
に
よ
り
︑
久
米
が
帝
国
大
学
教
授
の
職
を
追
わ

れ
る
と
い
う
筆
禍
事
件
が
起
き
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
ま
ず
こ
の
論
文
の
概
要
を
紹
介
し
︑
次
い
で
︑
そ
こ

に
お
い
て
﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
︒

こ
の
論
文
は
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
に
相
当
す
る
冒
頭
の
部
分
と
︑
次
の
一
一
の
小
見
出
し
を
付
し
た
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

一
﹁
国
民
敬
神
の
結
習
﹂

二
﹁
東
洋
祭
天
の
起
り
﹂

三
﹁
新
嘗
祭
・
神
嘗
祭
・
大
嘗
祭
﹂

四
﹁
大
神
宮
も
天
を
祭
る
﹂
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五
﹁
賢
所
及
び
三
種
神
器
﹂

六
﹁
神
道
に
地
,
な
し
﹂

七
﹁
神
道
に
人
鬼
を
崇
拝
せ
ず
﹂

八
﹁
神
は
不
浄
を
悪
む
﹂

九
﹁
祓
除
は
古
の
政
刑
﹂

一
〇
﹁
神
道
の
弊
﹂

一
一
﹁
儒
学
・
仏
教
・
陰
陽
道
の
伝
播
﹂

ま
ず
︑
冒
頭
の
部
分
で
は
︑
こ
の
論
文
の
主
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
は
﹁
敬
神
崇
仏
﹂
の
国
で
あ
る
が
︑
神

道
は
宗
教
で
は
な
く
︑
天
を
祭
り
攘
災
招
福
の
祓
除
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
仏
教
と
並
び
行
わ
れ
て
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
﹁
敬
神
崇
仏
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
歴
史
家
は
史
学
の
対
象
と
し
て
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
神

道
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
︑﹁
敬
神
崇
仏
﹂
の
由
来
を
論
ず
る
こ
と
に
す
る
︑
と
述
べ
る
︒

一
﹁
国
民
敬
神
の
結
習
﹂
で
は
︑
現
に
全
日
本
国
民
の
間
に
存
す
る
敬
神
の
習
俗
は
︑
天
に
祈
っ
て
福
を
求
め
る
と
い
う
﹁
往
古

の
祓
禊
祭
天
の
遺
俗
﹂
で
あ
り
︑
天
皇
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
︑
す
べ
て
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
す
る
︒
二
﹁
東
洋
祭
天
の
起

り
﹂
で
は
︑
神
︵
天
神
︶
は
︑
人
類
の
歴
史
の
当
初
に
お
い
て
は
︑
全
世
界
普
遍
的
に
存
在
し
た
﹁
上
古
人
の
想
像
よ
り
出
た
る
も

の
﹂
で
あ
り
︑
仏
教
・
儒
教
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
宗
教
も
︑
そ
の
神
を
祭
る
習
俗
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
日
本
の
神

道
や
国
体
と
相
い
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
説
く
︒
ま
た
二
で
は
︑
東
洋
に
お
い
て
は
︑
中
国
で
早
く
文
明
が
発
達
し
た
た
め
︑
中

国
で
は
天
神
の
み
な
ら
ず
︑
や
が
て
地
,
や
人
鬼
も
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
︑
そ
こ
が
日
本
の
神
道
と
の
違
い
で
あ
る
と
指
摘
す

る
︒
そ
し
て
︑
三
以
下
に
お
い
て
︑
古
代
日
本
の
神
道
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

三
﹁
新
嘗
祭
・
神
嘗
祭
・
大
嘗
祭
﹂
で
は
︑
新
嘗
祭
は
天
照
大
神
を
祭
る
の
で
は
な
く
︑
天
を
祭
る
東
洋
共
通
の
古
俗
で
あ
り
︑

神
嘗
祭
は
伊
勢
神
宮
に
て
挙
行
さ
れ
る
新
嘗
祭
︑
大
嘗
祭
は
天
皇
一
代
一
度
の
大
祭
と
混
同
し
た
新
嘗
祭
で
あ
る
と
し
︑
そ
れ
は
︑
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皇
統
と
共
に
継
続
す
る
神
道
に
お
け
る
最
重
要
の
祭
り
で
あ
る
と
す
る
︒
四
﹁
大
神
宮
も
天
を
祭
る
﹂
で
は
︑
大
神
宮
︵
伊
勢
神

宮
︶
は
天
照
大
神
を
祀
る
の
で
は
な
く
︑
天
神
の
御
魂
を
拝
む
︵
す
な
わ
ち
天
を
祭
る
︶
所
で
あ
り
︑
外
宮
は
そ
の
離
宮
で
あ
る
と

し
︑
大
三
輪
社
も
天
を
祭
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
伊
勢
を
天
神
︑
三
輪
を
地
,
と
分
け
る
の
は
誤
り
で
あ
り
︑
伊
勢
神
宮
を
大
廟
と
す

る
の
も
誤
り
で
あ
る
と
説
く
︒

五
﹁
賢
所
及
び
三
種
神
器
﹂
で
は
︑
賢
所
は
︑
も
と
は
大
殿
に
お
い
て
奉
じ
て
い
た
鏡
剣
を
︑
伊
勢
神
宮
に
て
奉
斎
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
︵
の
ち
に
剣
は
熱
田
神
宮
に
て
奉
斎
︶︑
そ
の
写
し
を
奉
斎
す
る
よ
う
に
な
っ
た
所
で
あ
り
︑
賢
所
を
歴
代
の
天
皇
霊

を
祭
る
所
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
︒
三
種
神
器
は
︑
天
照
大
神
が
天
孫
瓊
々
杵
尊
に
授
け
た
八
咫
鏡
・
八
尺
勾
玉
の
御
統

︵
天
石
窟
の
前
に
賢
木
に
掛
け
て
飾
ら
れ
て
い
た
物
︶
と
︑
素
戔
嗚
尊
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
し
て
献
じ
た
天
叢
雲
剣
︵
草
薙
剣
︶
を

指
す
が
︑
こ
れ
ら
は
︑
も
と
も
と
祭
天
の
神
座
を
飾
る
物
で
あ
り
︑
皇
統
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
︑
鏡
・
玉
・
剣
を
も
っ
て
神
座
を

飾
る
こ
と
は
︑
広
く
一
般
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
古
俗
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒

六
﹁
神
道
に
地
,
な
し
﹂
と
︑
七
﹁
神
道
に
人
鬼
を
崇
拝
せ
ず
﹂
は
︑
四
に
述
べ
た
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
的
に
論
じ
た
部
分
で
あ

る
︒
六
で
は
︑
古
代
史
料
に
お
い
て
は
︑
た
し
か
に
天
神
と
地
,
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
区
別
は
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
は

な
く
︑
ま
た
天
神
地
,
は
天
社
国
社
と
対
応
し
て
用
い
ら
れ
て
も
い
る
が
︑
天
社
国
社
は
い
ず
れ
も
天
の
神
を
祭
っ
た
も
の
で
あ
り
︑

神
道
の
本
旨
に
お
い
て
は
︑
地
,
を
祭
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
七
で
は
︑
人
鬼
を
祀
る
神
社
が
現
れ
る
の
は
後
世
の

こ
と
で
あ
り
︑
全
国
各
地
の
神
社
は
︑
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
︑﹁
領
主
の
建
た
る
祭
政
一
致
の
政
事
堂
﹂
で
あ
り
﹁
尽
く
祭
天
の

堂
に
外
な
ら
﹂
な
か
っ
た
と
説
い
て
い
る
︒

八
﹁
神
は
不
浄
を
悪
む
﹂
と
︑
九
﹁
祓
除
は
古
の
政
刑
﹂
は
︑
神
道
に
お
い
て
は
︑
穢
悪
を
厳
し
く
忌
み
嫌
う
こ
と
を
本
義
と
し

て
お
り
︑
そ
の
た
め
︑
祓
除
を
行
い
身
を
清
め
て
神
に
仕
え
る
こ
と
を
主
旨
と
す
る
が
︑
そ
の
方
法
を
説
い
た
教
え
︵
教
典
︶
は
な

く
︑
祭
政
一
致
の
時
代
に
お
い
て
は
︑
祓
除
を
政
治
の
資
と
し
︑
刑
罰
も
こ
れ
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
た
と
す
る
︒

こ
れ
を
受
け
て
︑
一
〇
﹁
神
道
の
弊
﹂
で
は
︑
日
本
の
創
世
・
天
皇
統
治
の
基
は
神
道
か
ら
生
ま
れ
た
が
︑
時
代
の
変
化
に
応
じ
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て
︑
神
道
に
基
づ
く
祭
政
一
致
の
政
事
に
は
弊
害
が
生
じ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
は
的
確
に

対
処
し
て
き
た
と
説
く
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
一
一
﹁
儒
学
・
仏
教
・
陰
陽
道
の
伝
播
﹂
で
は
︑
日
本
は
神
道
を
維
持
し
つ
つ
歴
史
の
発
展
に
応
じ
て
儒
学
・
仏
教
・

陰
陽
道
を
導
入
し
て
き
た
︵
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
発
展
を
遂
げ
て
き
た
︶
の
で
あ
り
︑﹁
敬
神
崇
仏
﹂
は
﹁
歴
史
上
に
於
て
国
の
光
輝
﹂

で
あ
る
と
述
べ
︑
神
道
に
の
み
偏
る
の
で
は
な
く
︑﹁
時
運
に
応
じ
て
︑
順
序
よ
く
進
化
し
て
こ
そ
︑
皇
室
も
益
尊
栄
な
る
べ
け
れ
︑

国
家
も
益
強
盛
と
な
る
べ
け
れ
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

以
上
が
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
の
概
要
で
あ
る
が
︑
こ
の
論
文
の
特
徴
と
し
て
は
︑
神
道
を
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
論
じ
て
い

る
こ
と
︑
史
料
に
基
づ
く
実
証
主
義
的
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
中
国
・
朝
鮮
を
は
じ
め
世
界
史
的
な
規
模
で
の
比
較
史
の

視
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
︑
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
一
方
に
お
い
て
︑
こ
の
論
文
が
︑
国
体
の
保
存
・
維
持
を
論
ず

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

次
に
︑
久
米
が
こ
の
論
文
に
お
い
て
︑﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
を
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
か
を
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
︵
以
下
︑
イ
ロ
ハ
の
符
号
を
付
し
て
引
用
す
る
︶︒

久
米
の
こ
の
論
文
に
お
け
る
﹁
国
体
﹂
観
が
も
っ
と
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
結
論
を
述
べ
た
最
後
の
部
分
で
あ
る
︒
そ
こ

に
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

�
日○

本○

人○

民○

は○

天○

神○

の○

子○

孫○

を○

天○

日○

嗣○

に○

奉○

じ○

︑
少○

し○

も○

心○

を○

変○

せ○

ず○

︑
其○

日○

嗣○

の○

天○

子○

に○

悪○

徳○

の○

君
は○

一○

代○

も○

な○

く○

︑
又○

系○

統○

の○

絶○

え○

る○

不○

幸○

に○

も○

逢○

は○

ず○

︑
九○

世○

親○

尽○

た○

る○

疎○

遠○

の○

系○

統○

に○

此○

位○

を○

伝○

ふ○

不○

幸○

に○

さ○

へ○

逢○

は○

ず○

し○

て○

︑
今○

日○

に○

至○

る○

は○

︑
誠○

に○

人○

力○

に○

は○

非○

じ○

︒
天○

神○

の○

加○

護○

を○

忘○

る○

べ○

か○

ら○

ず○

︒
他﹅

国﹅

を﹅

見﹅

よ﹅

︑
尽﹅

く﹅

人﹅

事﹅

の﹅

麤﹅

忽﹅

に﹅

て﹅

︑
一﹅

度﹅

国﹅

祚﹅

を﹅

変﹅

更﹅

し﹅

た﹅

れ﹅

ば﹅

帝﹅

位﹅

は﹅

国﹅

民﹅

の﹅

競﹅

争﹅

物﹅

と﹅

な﹅

り﹅

︑
常﹅

に﹅

国﹅

基﹅

を﹅

安﹅

定﹅

す﹅

る﹅

に﹅

辛﹅

苦﹅

し﹅

つ﹅

ゝ﹅

経﹅

過﹅

す﹅

る﹅

に﹅

非﹅

ず﹅

や﹅

︒
我○

国○

の○

万○

代○

一○

系○

の○

君○

を○

奉○

ず○

る○

は○

︑
此○

地○

球○

上○

に○

又○

得○

ら○

れ○

ぬ○

歴○

史○

な○

り○

︒
其
誇
る
べ
き
国
体
を
保
存
す
る
に
は
︑
時
運
に
応
じ
て
︑
順
序
よ
く
進
化
し

て
こ
そ
︑
皇
室
も
益
尊
栄
な
る
べ
け
れ
︑
国
家
も
益
強
盛
と
な
る
べ
け
れ
︒
世
に
は
一
生
神
代
巻
の
み
を
講
じ
て
︑
言
甲
斐
な
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く
も
︑
国
体
の
神
道
に
創
り
た
れ
ば
と
て
︑
い
つ
迄
も
其
襁
褓
の
裏
に
あ
り
て
︑
祭
政
一
致
の
国
に
棲
息
せ
ん
と
希
望
す
る
者

も
あ
り
︒
此
活
動
世
界
に
︑
千
余
百
年
間
長
進
せ
ざ
る
物
は
︑
新
陳
代
謝
の
機
能
に
催
さ
れ
て
︑
秋
の
木
葉
と
共
に
揺
落
さ
る

べ
し
︒
或
は
神
道
を
学
理
に
て
論
ず
れ
ば
︑
国
体
を
損
ず
と
︑
憐
れ
墓
な
く
謂
も
の
も
あ
り
︒
国
体
も
皇
室
も
︑
此
く
薄
弱
な

る
朽
索
に
て
維
持
し
た
り
と
思
ふ
か
︒
歴
朝
の
烈
を
積
み
︑
其
神
道
の
中
よ
り
出
た
る
国
を
養
成
せ
ら
れ
た
る
︑
百
二
十
余
代

の
功
徳
は
︑
染
み
て
人
心
に
あ
り
︒
其
間
に
他
の
諸
国
一
度
国
本
を
変
動
し
︑
再
び
復
す
べ
か
ら
ず
︒
革
命
の
禍
を
痛
嘆
し
た

る
歴
史
を
経
過
し
た
れ
ば
︑
最
早
皇
綱
は
安
固
な
り
︒
此
に
観
察
し
て
益
盛
大
富
強
を
図
る
べ
し
︒
徒
に
大
神
宮
の
余
烈
に
の

み
頼
む
は
︑
亦
是
秋
の
木
葉
の
類
な
る
べ
し
︒
余
既
に
神
道
の
大
本
に
就
て
︑
其
国
体
と
共
に
永
遠
に
保
存
す
べ
き
綱
領
と
︑

国
民
に
浸
潤
し
た
る
美
風
と
を
論
述
し
た
り
︒
其
他
の
廃
朽
に
属
す
る
枝
葉
と
︑
中
世
以
来
の
謬
説
と
は
︑
本
を
振
し
葉
を
落

し
て
︑
本
幹
を
傷
害
せ
ざ
る
様
に
す
べ
し
︒
是
亦
国
家
に
対
す
る
緊
要
の
務
め
な
り
︒︵
引
用
文
中
の
傍
点
は
︑
す
べ
て
原
文

に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
以
下
同
じ
︒︶

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
︑
こ
こ
に
は
﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
が
五
回
も
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
我
国
の

万
代
一
系
の
君
を
奉
ず
る
は
︑
此
地
球
上
に
又
得
ら
れ
ぬ
歴
史
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
誇
る
べ
き
国
体
﹂
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒

国
体
の
基
本
は
万
世
一
系
の
天
皇
に
よ
る
統
治
に
あ
り
︑
そ
れ
を
変
わ
ら
ず
維
持
し
て
き
た
の
が
日
本
の
誇
る
べ
き
国
体
で
あ
る
︑

と
い
う
の
が
久
米
の
﹁
国
体
﹂
観
の
中
核
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
そ
の
国
体
を
保
存
・
維
持
す
る
た
め
に
は
︑﹁
時
運
に
応
じ
て
︑
順
序
よ
く
進
化
し
﹂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
︑

神
道
に
よ
っ
て
国
体
は
創
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
い
つ
ま
で
も
神
道
の
祭
政
一
致
に
固
執
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
︒
ま

た
︑﹁
余
既
に
神
道
の
大
本
に
就
て
︑
其
国
体
と
共
に
永
遠
に
保
存
す
べ
き
綱
領
と
︑
国
民
に
浸
潤
し
た
る
美
風
と
を
論
述
し
た
り
﹂

と
述
べ
る
部
分
に
は
︑
こ
の
論
文
の
目
的
が
国
体
の
保
存
・
維
持
に
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
︑﹁
神
道
を
学
理
に
て
論
ず
れ
ば
︑
国
体
を
損
ず
と
︑
憐
れ
墓
な
く
謂
も
の
も
あ
り
︒
国
体
も
皇
室
も
︑
此
く
薄
弱
な
る
朽

索
に
て
維
持
し
た
り
と
思
ふ
か
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
は
︑
国
体
不
変
の
考
え
と
と
も
に
︑
久
米
が
︑
神
道
を

第三章 久米邦武の「国体」観と久米事件
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歴
史
学
の
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
対
し
て
︑
国
体
を
損
な
う
も
の
と
の
批
判
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
論
文
に
お
い
て
は
︑
右
に
引
用
し
た
部
分
以
外
に
も
﹁
国
体
﹂
の
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

ま
ず
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
に
相
当
す
る
冒
頭
部
分
に
お
い
て
は
︑
次
の
よ
う
に
み
え
る
︒

�
蓋
神○

道○

は○

宗○

教○

に○

非○

ず○

︒
故
に
誘
善
利
生
の
旨
な
し
︒
只
天○

を○

祭○

り○

攘○

災○

招○

福○

の
祓
を
為
す
ま
で
な
れ
ば
︑
仏﹅

教﹅

と﹅

並﹅

行﹅

は﹅

れ﹅

て﹅

少﹅

し﹅

も﹅

相﹅

戻﹅

ら﹅

ず﹅

︒
故
に
敬
神
崇
仏
を
王
政
の
基
本
と
な
し
て
今
日
に
至
り
︑
其﹅

習﹅

俗﹅

は﹅

臣﹅

民﹅

に﹅

結﹅

び﹅

着﹅

て﹅

︑
堅﹅

固﹅

な﹅

る﹅

国﹅

体﹅

と﹅

な﹅

れ﹅

り﹅

︒

一
﹁
国
民
敬
神
の
結
習
﹂
の
な
か
に
も
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

�
支
那
朝
鮮
も
厥
始
は
祓
除
祭
天
の
俗
よ
り
発
達
し
た
れ
ど
︑
早
く
時
世
の
推
遷
に
つ
れ
て
本
を
失
ひ
︑
因
り
て
国
体
も
変
化
し

て
︑
動
揺
不
定
の
国
域
と
な
り
た
れ
ど
も
︑
日
本
の
み
は
建
国
の
初
に
天
神
の
裔
を
日
嗣
の
君
と
仰
ぎ
て
よ
り
︑
固
く
古
俗
を

失
は
ず
し
て
︑
其
下
に
国
を
な
し
た
れ
ば
︑
今
に
天
子
は
常
日
に
高
御
座
の
礼
拝
を
怠
り
給
は
ず
︑
新
穀
登
れ
ば
神
嘗
・
新
嘗

祭
を
行
は
せ
ら
れ
︑
毎
年
大
祭
日
と
し
て
︑
全
国
に
之
を
祝
ひ
︑
御
一
代
に
一
度
の
大
嘗
祭
を
行
は
せ
ら
る
︒

�
雲﹅

上﹅

の﹅

至﹅

尊﹅

よ﹅

り﹅

︑
野﹅

村﹅

裏﹅

店﹅

の﹅

愚﹅

民﹅

ま﹅

で﹅

︑
毎﹅

日﹅

毎﹅

日﹅

天﹅

に﹅

事﹅

へ﹅

本﹅

に﹅

報﹅

ふ﹅

の﹅

勤﹅

め﹅

は﹅

一﹅

規﹅

に﹅

し﹅

て﹅

︑
勧﹅

め﹅

ず﹅

し﹅

て﹅

存﹅

し﹅

︑

令﹅

せ﹅

ず﹅

し﹅

て﹅

行﹅

は﹅

れ﹅

︑
君○

臣○

上○

下○

一○

体○

と○

な○

り○

て○

結○

合○

し○

た○

る○

は○

国○

体○

の○

堅○

固○

な○

る○

所○

に○

て○

︑
思○

へ○

ば○

涙○

の○

出○

る○

程○

な○

り○

︒
衆

人
の
口
癖
の
如
く
に
称
す
る
︑
万
代
一
系
の
皇
統
を
奉
じ
︑
万
国
に
卓
越
し
た
る
国
な
り
と
は
︑
か﹅

ゝ﹅

る﹅

美﹅

俗﹅

の﹅

全﹅

国﹅

に﹅

感﹅

染﹅

し﹅

︑
廃﹅

ら﹅

ぬ﹅

故﹅

に﹅

非﹅

ず﹅

や﹅

︒

二
﹁
東
洋
祭
天
の
起
り
﹂
の
な
か
で
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

�
日﹅

本﹅

の﹅

神﹅

道﹅

は﹅

︑
元﹅

来﹅

其﹅

以﹅

前﹅

に﹅

早﹅

く﹅

あ﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

に﹅

て﹅

︑
救﹅

主﹅

も﹅

な﹅

し﹅

︑
三﹅

生﹅

因﹅

果﹅

の﹅

教﹅

え﹅

も﹅

な﹅

し﹅

︒
只﹅

祭﹅

天﹅

報﹅

本﹅

よ﹅

り﹅

起﹅

り﹅

て﹅

俗﹅

を﹅

な﹅

し﹅

︑
天﹅

神﹅

の﹅

子﹅

を﹅

国﹅

帝﹅

に﹅

奉﹅

じ﹅

︑
中﹅

臣﹅

忌﹅

部﹅

等﹅

の﹅

貴﹅

族﹅

之﹅

を﹅

佐﹅

け﹅

︑
太
占
迎
神
等
の
法
を
伝
へ
︑
神
慮
を
承
け
て
事

を
裁
制
し
︑
祭
政
一
致
の
治
を
な
し
た
る
は
︑
是○

国○

体○

の○

定○

ま○

り○

て○

皇○

統○

の○

因○

て○

起○

る○

根○

源○

な○

り○

︒
其○

時○

ま○

で○

は○

単○

純○

な○

る○

祭○
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天○

に○

て○

地○

,○

て○

ふ○

も○

の○

も○

な○

し○

︒
書
紀
推
古
帝
の
時
に
﹁
新
羅
任
那
二
国
王
遣
レ

使
奉
レ

表
之
曰
︒
天
上
有
レ

神
︒
地﹅

有﹅

二

天﹅

皇﹅

一︒
除
二
此
二○

神○

一︒
何
亦
有
レ
畏
耶
﹂
と
あ
る
に
て
︑
我
国
体
を
知
る
べ
し
︒
亦
神
道
を
知
る
べ
し
︒

�
釈
迦
も
孔
子
も
耶
蘇
も
祭
天
の
俗
よ
り
生
れ
出
た
れ
ば
︑
我
国
体
に
戻
る
こ
と
な
し
︒
神
道
に
も
戻
る
な
し
︒

そ
し
て
︑
三
か
ら
一
〇
に
お
い
て
は
﹁
国
体
﹂
の
語
が
み
え
な
い
が
︑
一
一
﹁
儒
学
・
仏
教
・
陰
陽
道
の
伝
播
﹂
に
お
い
て
は
︑

先
に
引
用
し
た
最
後
の
部
分
の
ほ
か
に
も
︑
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
︒

�
神
道
の
日
本
を
襁
褓
の
裏
に
育
成
し
て
︑
国
体
を
定
め
皇
統
を
始
め
た
る
は
︑
其
最
功
力
あ
る
時
代
な
り
と
す
︒
然
れ
ど
も
成

長
の
後
に
︑
時
運
の
進
み
て
︑
大
陸
地
に
万
般
の
学
芸
鬱
興
す
れ
ば
︑
我
国
に
も
輸
入
し
て
︑
益
開
進
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒

�
文
明
の
競
進
よ
り
論
ず
れ
ば
遅
鈍
な
り
と
す
れ
ど
も
︑
国
の
旧
俗
を
守
る
に
厚
く
︑
急
遽
に
外
教
に
移
ら
ざ
る
は
︑
日
本
人
の

気
象
に
し
て
︑
国
体
の
堅
固
な
る
由
縁
な
り
︒

こ
れ
ら
に
お
け
る
﹁
国
体
﹂
の
語
の
用
法
も
︑
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
先
に
み
た
�
部
分
に
お
け
る
用
法
と
同
様
で
あ
る
︒

�
�
�
部
分
に
お
い
て
は
︑
日
本
の
国
体
が
堅
固
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
�
�
�
部
分
に
お
い
て
は
︑
国
体
は
神
道
に
よ
っ
て
創
ら

れ
た
が
︑
神
道
と
︑
儒
教
・
仏
教
・
陰
陽
道
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
︑
時
運
に
順
じ
て
諸
外
国
の
文

明
を
輸
入
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
�
に
い
う
﹁
国
体
﹂
は
︑
中
国
・
朝
鮮
の
﹁
国
体
﹂
の
こ
と
で
あ

り
︑﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
を
︑﹁
日
本
の
国
体
﹂
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
︑
一
般
的
な
﹁
国
家
の
体
制
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
て

い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

要
す
る
に
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
い
て
︑
久
米
は
︑
日
本
の
﹁
国
体
﹂
の
基
本
は
万
世
一
系
の
天
皇
に
よ
る
統
治
に
あ

り
︑
そ
れ
を
不
変
の
も
の
と
し
て
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
時
運
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
の
で

あ
り
︑
実
際
に
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
お
い
て
﹁
国
体
﹂
の
基
本
を
変
わ
ら
ず
維
持
し
て
き
た
こ
と
こ
そ
が
︑
日
本
の
誇
る
べ
き
﹁
国

体
﹂
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒
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二

久
米
事
件
と
﹁
国
体
﹂

｢神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
は
︑
明
治
二
十
四
年
の
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
︒

翌
年
一
月
に
は
︑
そ
の
全
文
が
︑
田
口
卯
吉
を
主
幹
と
す
る
﹃
史
海
﹄︵
第
八
巻
︶
に
︑
神
道
家
を
挑
発
す
る
よ
う
な
田
口
の
文
章

を
付
し
て
転
載
さ
れ
た
︒
こ
れ
を
契
機
に
︑
神
道
家
ら
の
激
し
い
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
︑
同
年
二
月
二
十
八
日
に
は
︑
倉
持

治
休
ら
四
名
の
道
生
館
塾
生
が
久
米
の
自
宅
を
訪
問
し
︑
長
時
間
に
わ
た
る
抗
議
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
時
の
問
答

は
︑
倉
持
治
休
ら
に
よ
り
同
年
三
月
﹃
神
道
は
祭
天
の
古
俗
と
云
へ
る
文
章
に
付
問
答
の
始
末
﹄
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り(
)

︑
そ
こ

6

に
︑
神
道
家
ら
の
批
判
の
内
容
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
︒

久
米
事
件
の
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
︑
鹿
野
政
直
・
今
井
修
﹁
日
本
近
代
思
想
史
の
な
か
の
久
米
事
件
﹂(
)
に
詳
し
い
︒
こ
の
論

7

文
で
は
︑
右
の
﹃
神
道
は
祭
天
の
古
俗
と
云
へ
る
文
章
に
付
問
答
の
始
末
﹄
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
批
判
の
内
容
を
︑
次
の
四
点
に
整

理
し
て
い
る
︒

⑴
神
︵
天
神
︶
を
太
古
に
お
け
る
想
像
上
の
所
産
と
し
な
が
ら
︑
天
神
の
子
孫
を
歴
代
天
皇
と
し
て
奉
載
し
て
き
た
と
す
る
の
は

自
家
撞
着
で
あ
る
︒

⑵
伊
勢
神
宮
を
祭
天
の
堂
と
す
る
の
は
︑
記
紀
に
い
う
天
御
中
主
神
よ
り
一
系
連
綿
た
る
皇
統
を
架
空
の
も
の
と
す
る
説
で
あ
り
︑

皇
室
に
対
し
大
不
敬
と
な
り
国
体
を
毀
損
す
る
説
で
あ
る
︒

⑶
高
天
原
・
天
孫
降
臨
な
ど
に
つ
い
て
の
解
釈
は
︑
牽
強
付
会
の
解
釈
で
あ
り
︑
記
紀
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
っ
さ
い
記
さ

れ
て
い
な
い
︒

⑷
仏
教
に
よ
っ
て
国
家
の
基
本
が
強
化
さ
れ
た
と
す
る
が
︑
仏
教
は
国
家
の
基
本
を
脆
弱
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

神
道
家
ら
に
と
っ
て
は
︑
神
道
を
学
問
の
対
象
と
し
︑
記
紀
の
記
述
を
検
討
す
る
こ
と
自
体
が
容
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
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﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
は
皇
室
の
尊
厳
を
冒
瀆
し
﹁
国
体
を
毀
損
﹂
す
る
説
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
批
判
の
主
旨
で
あ
っ
た
︒
た

だ
︑
批
判
の
内
容
に
は
︑
⑴
⑶
の
点
の
よ
う
に
︑
も
っ
と
も
な
指
摘
も
含
ま
れ
て
お
り
︑
記
紀
神
話
に
つ
い
て
の
久
米
の
解
釈
に
問

題
が
多
い
こ
と
は
︑
今
日
の
古
代
史
研
究
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る(
)
︒

8

『神
道
は
祭
天
の
古
俗
と
云
へ
る
文
章
に
付
問
答
の
始
末
﹄
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
︑
久
米
は
用
語
の
不
適
切
を
認

め
る
回
答
を
し
た
と
い
う
︒

そ
し
て
︑
問
答
の
翌
日
︵
二
月
二
十
九
日
︶︑
倉
持
治
休
ら
は
︑
さ
ら
に
そ
の
取
り
消
し
を
求
め
る
書
状
を
久
米
に
送
り
︑
久
米

は
返
書
で
取
り
消
し
を
承
認
し
︑
同
年
三
月
五
日
の
﹃
読
売
新
聞
﹄
と
﹃
日
本
﹄
の
広
告
欄
に
は
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
の
全

文
を
取
り
下
げ
る
と
す
る
三
月
三
日
付
の
久
米
の
文
章
が
載
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
な
か
で
︑
三
月
四
日
︑
久
米
は
帝

国
大
学
教
授
を
非
職
と
な
り
︑
翌
日
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
を
掲
載
し
た
﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
第
二
編
第
二
十
三
・
二
十
四
・
二

十
五
号
と
︑﹃
史
海
﹄
第
八
巻
を
発
禁
処
分
と
す
る
内
務
省
の
命
令
が
出
さ
れ
︑
同
月
三
十
日
︑
久
米
は
依
願
免
官
と
な
っ
た
︒

久
米
は
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
︑
先
に
述
べ
た
と
お
り
︑
神
道
家
ら
の
批
判
が
あ
る
こ
と
を
予
測
し

て
い
た
の
で
あ
り
︑
な
に
ゆ
え
︑
か
く
も
簡
単
に
そ
れ
を
取
り
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
ず
指
摘
で
き
る
こ
と
は
︑
久
米
が
道
生
館
塾
生
倉
持
治
休
ら
の
批
判
に
納
得
し
て
取
り
消
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒

久
米
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
︑
倉
持
ら
と
の
問
答
は
﹃
神
道
は
祭
天
の
古
俗
と
云
へ
る
文
章
に
付
問
答
の
始
末
﹄
の
と
お
り
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
久
米
が
批
判
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(
)
︒
す
な
わ
ち
︑
久
米
の
学
生
で
あ
っ
た
大
森
金

9

五
郎
が
︑
事
件
当
時
の
三
月
五
日
に
久
米
を
訪
問
し
た
際
︑
久
米
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る(
)
︒
10

一
応
の
挨
拶
の
後
︑
語
ら
れ
て
曰
く
︑
旧
臘
の
頃
よ
り
神
道
者
の
中
に
彼
是
れ
の
論
も
あ
つ
た
様
だ
が
︑
皆
陰
で
ヒ
ソ
〳
〵
い

ふ
ば
か
り
で
あ
る
も
の
か
ら
不
快
に
思
ひ
居
り
し
に
︑
十
日
許
前
に
壮
士
体
の
者
が
神
輿
の
如
き
も
の
を
か
つ
い
で
此
家
の
前

を
往
つ
た
り
来
た
り
し
た
︒
如
何
な
る
事
を
す
る
か
と
思
ひ
し
に
︑
其
日
は
事
な
く
て
済
み
し
が
︑
次
第
に
様
子
を
伺
ひ
し
も

の
と
見
え
て
︑
そ
れ
よ
り
三
四
日
を
経
て
例
の
壮
士
連
が
来
て
問
答
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
︒
此
日
右
の
壮
士
連
が
来
る
や
妻
は
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大
に
気
遣
ひ
て
議
論
せ
ぬ
が
よ
い
と
て
止
め
た
が
︑
予
は
い
ふ
や
う
︑
自
分
は
議
論
は
上
手
な
れ
ば
壮
士
達
が
五
人
十
人
来
て

も
負
け
は
せ
ぬ
ゆ
ゑ
心
配
す
る
な
と
︒
そ
れ
よ
り
話
を
始
め
た
が
︑
次
第
に
議
論
が
は
げ
し
く
な
り
︑
殆
ど
五
時
間
の
長
談
議

に
及
ん
だ
︒
一
時
は
打
合
ひ
に
て
も
始
ま
ら
ん
と
す
る
形
勢
で
あ
つ
た
が
︑
然
し
議
論
は
果
て
し
な
け
れ
ば
︑
一
同
は
辞
し
て

去
つ
た
︒
其
日
の
夕
刻
に
及
び
︑
今
日
の
議
論
の
趣
意
を
新
聞
へ
出
す
が
︑
是
に
て
よ
い
か
見
て
呉
れ
と
て
紙
に
書
い
た
る
も

の
を
持
つ
て
来
た
︒
受
け
て
見
る
に
議
論
の
次
第
と
は
大
に
異
な
り
居
た
る
が
︑
新
聞
に
出
す
な
と
言
つ
た
か
ら
と
て
出
さ
ず

に
は
居
ま
じ
と
思
つ
た
か
ら
︑
甚
だ
し
き
誤
謬
の
み
訂
正
し
て
返
し
た
︒
一
体
︑
問
か
ら
し
て
悉
く
わ
る
い
と
物
語
ら
れ
た
︒

こ
の
久
米
の
言
葉
も
︑
そ
の
と
お
り
に
は
受
け
取
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
久
米
が
倉
持
ら
の
批
判
を
納
得
し
て
受
け
入
れ
た
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
右
の
文
章
か
ら
は
︑
倉
持
ら
の
抗
議
が
︑
久
米
の
身
に
危
険
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
激

烈
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

ま
た
︑
久
米
が
事
件
後
も
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
け
る
神
道
論
を
変
え
て
い
な
い
こ
と
は
︑
そ
の
後
に
久
米
が
神
道
に
つ

い
て
論
じ
た
﹁
神
道
と
君
道
﹂︵
大
隈
重
信
撰
・
副
島
八
十
六
編
﹃
開
国
五
十
年
史
﹄
下
巻
︑
開
国
五
十
年
史
発
行
所
︑
明
治
四
十

一
年
︶・﹁
神
道
の
話
﹂︵﹃
東
亜
之
光
﹄
第
三
巻
第
五
・
六
号
︑
明
治
四
十
一
年
︶︑﹁
古
代
神
道
の
重
な
る
式
﹂︵﹃
東
亜
之
光
﹄
第
四

巻
第
八
・
九
号
︑
明
治
四
十
二
年
︶
な
ど
の
内
容
に
明
ら
か
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い
て
は
︑﹁
国
体
﹂
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

明
治
四
十
一
年
の
﹁
神
道
と
君
道
﹂
の
結
論
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

国
家
は
一
人
に
主
権
を
託
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
日
本
の
万
国
に
卓
越
す
る
は
︑
此
主
権
を
神
な
が
ら
に
し
︑
人
為
の
択
み
に
定

め
ざ
る
に
あ
り
︒
此
に
神
に
報
謝
す
べ
き
こ
と
︑
少
く
も
三
あ
り
︒
一
は
神
裔
を
奉
ず
る
を
以
て
︑
国
民
の
信
向
強
固
な
り
︒

二
は
皇
統
の
綿
々
と
し
て
繁
昌
す
る
は
︑
神
の
擁
護
な
り
︒
三
は
歴
代
貪
虐
の
君
を
出
だ
さ
ず
︑
上
下
忠
愛
の
情
に
富
め
る
是

な
り
︒
其
主
権
の
下
に
教
の
本
を
立
て
︑
又
政
の
本
を
立
て
た
り
︒
他
国
に
て
帝
王
を
神
聖
と
い
ふ
は
︑
恐
ら
く
は
空
名
の
み
︒

独
り
日
本
に
在
り
て
は
︑
初
め
よ
り
神
な
が
ら
の
君
を
戴
き
︑
真
の
神
聖
に
て
主
権
を
統
べ
た
る
国
な
り
︒
故
に
教
政
の
本
を
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壊
ら
ざ
る
限
り
は
︑
世
界
の
智
徳
と
芸
術
と
を
容
受
し
て
︑
強
盛
を
致
す
に
難
か
ら
ず
︒
さ
れ
ど
今
や
神
国
は
孤
立
た
る
を
以

て
︑
他
の
英
雄
を
神
聖
と
す
る
国
の
思
想
に
は
︑
必
ず
君
民
間
の
猜
忌
を
存
し
て
︑
清
き
誠
に
乏
し
き
が
故
に
︑
常
に
怠
ら
ず

差
別
力
を
用
ひ
︑
以
て
自
傷
せ
ざ
る
に
努
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒

こ
の
叙
述
は
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
け
る
�
部
分
と
対
応
す
る
が
︑
そ
こ
に
は
五
回
も
﹁
国
体
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
と
︑
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
︒
こ
の
段
階
の
久
米
は
︑﹁
国
体
﹂
の
語
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
と
の
推
測
も
可
能

で
あ
ろ
う
︒

事
件
後
の
久
米
の
﹁
国
体
﹂
観
︵
と
い
う
よ
り
も
︑﹁
国
体
﹂
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
意
識
︶
を
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
︑
明
治

三
十
二
年
の
﹁
国
体
論
﹂︵﹃
太
陽
﹄
第
五
巻
第
三
号
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

こ
の
論
文
は
︑
冒
頭
部
分
に
お
い
て
︑﹁
日
本
が
一
系
の
皇
統
を
戴
い
て
独
立
し
た
る
は
万
国
に
比
類
な
き
歴
史
に
し
て
︑
他
国

人
は
必
ず
皇
室
貴
族
の
間
に
篤
き
気
風
を
存
し
︑
君
民
の
結
合
心
が
非
常
に
堅
固
な
る
を
畏
敬
す
る
な
る
べ
し
︒
洵
に
国
の
光
栄
な

り
﹂
と
従
来
か
ら
の
主
張
を
述
べ
︑
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
︒

近
来
国
体
と
い
ふ
こ
と
専
ら
称
道
さ
る
ゝ
︒
這
は
素
り
国
語
に
は
あ
ら
ず
︑
漢
籍
に
も
余
り
見
慣
ぬ
熟
語
な
り
︒
或
は
い
ふ
水

戸
会
沢
氏
の
新
論
に
本
づ
く
と
︒
或
は
い
ふ
英
の
子
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
て
ふ
語
を
訳
し
た
る
な
り
と
︒
而
し
て
称
道
さ
る
ゝ
意
味

は
即
一
系
の
皇
統
を
戴
く
を
抽
象
し
た
る
が
如
し
︒
明
治
の
前
後
よ
り
其
声
を
高
め
た
り
︒
其
委
し
き
旨
を
問
へ
ば
人
々
の
見

解
さ
ま
〴
〵
な
る
中
に
︑
甲
は
曰
く
︑
日
本
大
八
洲
は
伊
弉
諾
伊
弉
冉
二
尊
の
産
給
ひ
た
る
国
土
な
る
に
因
て
︑
其
神
統
を
君

主
に
戴
く
と
︒
乙
は
曰
︑
日
本
人
は
尽
く
諾
冉
二
尊
の
裔
に
し
て
他
国
の
雑
種
と
大
に
異
な
り
と
︒
丙
は
曰
︑
宝
祚
の
隆
宵
壤

と
与
に
無
窮
な
る
べ
し
と
国
初
の
神
約
を
遵
奉
す
べ
し
と
︒
余
は
是
等
の
説
を
聞
く
に
つ
け
︑
国
の
柱
礎
と
も
い
ふ
べ
き
語
を

ば
深
く
も
究
め
ず
し
て
︑
仮
初
に
言
ひ
︑
仮
初
に
誇
る
は
︑
却
て
人
心
を
誤
ら
ん
こ
と
を
恐
る
ゝ
な
り
︒

久
米
は
︑﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
の
由
来
の
曖
昧
さ
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑
国
体
論
者
に
よ
っ
て
国
体
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
解

が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
し
か
も
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
古
代
か
ら
明
治
に
至
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る
ま
で
の
日
本
史
を
概
説
し
︑
最
後
の
結
論
部
分
に
お
い
て
︑
当
時
の
藩
閥
政
治
を
批
判
し
︑
国
体
論
者
が
立
憲
政
治
に
よ
り
天
皇

の
尊
厳
が
薄
ら
ぐ
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
︑﹁
余○

は○

国○

体○

論○

を○

以○

て○

此○

恋○

旧○

心○

よ○

り○

起○

り○

た○

る○

迷○

想○

な○

り○

と○

思○

ふ○

な○

り○

﹂
と
し
て
︑

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

是○

は○

共○

和○

政○

治○

と○

立○

憲○

政○

治○

と○

の○

差○

別○

も○

判○

じ○

得○

ぬ○

人
の○

迷○

想○

な○

る○

の○

み○

︒
国○

史○

を○

熟○

察○

す○

べ○

し○

︒
君○

民○

の○

結○

合○

の○

間○

に○

其○

交○

通○

を○

隔○

つ○

る○

大○

臣○

将○

臣○

あ○

れ○

ば○

︑
其○

禍○

毒○

は○

先○

づ○

皇○

室○

に○

発○

す○

︒
君○

民○

の○

間○

に○

障○

碍○

な○

く○

情○

意○

の○

通○

ず○

る○

こ○

そ○

︑
皇○

室○

の○

た○

め○

︑

国○

民○

の○

た○

め○

︑
無○

上○

の○

幸○

福○

な○

る○

事○

を○

よ○

く○

〳○

〵○

熟○

察○

す○

べ○

き○

な○

り○

︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
当
時
の
久
米
は
国
体
論
に
反
対
の
立
場
に
あ
り
︑﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
も
批
判
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

ま
た
︑
明
治
三
十
四
年
の
﹁
史
学
考
証
の
弊
﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
十
二
編
第
八
号
︶
で
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
︑
国
体
論
を
学
問

の
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
︒

国
史
科
ば
か
り
は
国
人
の
事
実
を
書
い
た
歴
史
を
此
国
体
の
中
で
読
来
つ
て
居
る
の
に
︑
そ
れ
に
も
外
国
風
の
学
説
自
由
を
用

ゐ
て
論
じ
毀
す
は
以
の
外
の
事
で
︑
国
体
を
愧
し
め
る
と
︑
斯
く
世
間
で
は
思
ふ
に
因
て
︑
国
史
学
に
限
つ
て
攻
撃
が
喧
し
い

の
で
す
︒
だ
か
ら
国
史
に
限
つ
て
学
説
の
自
由
は
束
縛
さ
れ
て
居
る
の
で
す
︒

そ
し
て
︑
そ
の
後
の
大
正
二
年
の
﹁
土
地
配
分
法
は
国
史
学
の
原
基
な
る
を
論
ず
﹂︵﹃
歴
史
地
理
﹄
第
二
十
二
巻
第
一
・
二
号
︶

に
お
い
て
も
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

我
邦
の
政
治
経
済
は
其
基
本
と
な
り
た
る
土
地
分
配
の
原
法
は
古
今
を
貫
徹
し
︑
其
中
に
国
民
の
繁
殖
を
遂
げ
た
る
を
知
り
︑

然
る
後
に
我
日
本
の
治
体
が
他
国
に
比
類
な
く
鞏
固
な
る
事
実
を
始
め
て
了
解
す
る
を
得
べ
し
︒
世
間
に
は
雑
然
と
し
て
国
体

と
い
ふ
こ
と
を
唱
ふ
れ
ど
︑
余
は
歴
史
記
録
の
中
に
国
体
と
い
ふ
語
を
未
だ
認
め
ず
︑
勿
論
西
洋
の
訳
語
に
あ
ら
ず
︑
又
漢
語

に
て
は
意
義
を
異
に
す
︒
さ
れ
ば
必
ず
杜
撰
に
言
出
さ
れ
た
る
語
な
る
べ
し
︒
古
来
土
地
分
配
の
原
法
を
さ
え
知
悉
せ
ず
︑
而

し
て
我
邦
の
治
体
を
説
か
ん
と
欲
す
る
は
迂
闊
の
至
り
な
り
︒
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こ
こ
で
も
久
米
は
︑﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
の
曖
昧
さ
を
指
摘
し
︑
そ
れ
は
﹁
杜
撰
に
言
出
さ
れ
た
る
語
﹂
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
か
つ
て
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
い
て
﹁
国
体
﹂
の
語
を
用
い
た
と
こ
ろ
は
︑
こ
こ
で
は
﹁
治
体
﹂
の
語
に
改
め
ら
れ

て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

｢神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
け
る
久
米
の
主
張
は
︑
万
世
一
系
の
天
皇
に
よ
る
統
治
と
い
う
国
体
の
基
本
を
︑
不
変
の
も
の
と

し
て
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
皇
室
の
尊
厳
を
冒
瀆
し
﹁
国
体
を
毀

損
﹂
す
る
説
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
は
︑
久
米
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
心
外
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
ま
た
︑
神
道
を
論
ず
る
に
あ

た
っ
て
﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
を
使
用
し
た
の
で
は
真
意
が
伝
わ
ら
な
い
︑
と
の
実
感
も
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
右
に
み
た
事
件

後
の
久
米
の
﹁
国
体
﹂
観
か
ら
も
︑
そ
の
よ
う
に
推
測
し
て
よ
い
と
思
う
︒

久
米
が
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
を
取
り
消
し
た
理
由
と
し
て
は
︑
批
判
を
抑
え
る
た
め
︑
批
判
が
激
烈
な
も
の
で
あ
り
身
の
危

険
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
主
た
る
理
由
は
︑﹁
国
体
﹂
の
語
を

使
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
後
悔
︑﹁
国
体
﹂
の
語
を
多
用
し
て
神
道
を
論
じ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
︑
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
思
う

の
で
あ
る
︒
後
悔
・
反
省
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
に
対
す
る
﹁
嫌
気
﹂
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒

三

｢大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
に
お
け
る
﹁
国
体
﹂

さ
て
最
後
に
︑﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
に
お
け
る
久
米
の
﹁
国
体
﹂
観
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

｢大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
は
︑
久
米
が
帝
国
大
学
を
追
わ
れ
た
明
治
二
十
五
年
三
月
の
二
か
月
後
の
同
年
五
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
と
同
じ
く
﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
に
三
回
に
分
け
て
発
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
︒
原
稿
の
執
筆
時
期
に
つ

い
て
は
︑
事
件
が
起
き
て
か
ら
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
︑
前
も
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
︑
確
定
は
で
き
な
い
︒

た
だ
︑﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
よ
り
も
後
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
は
︑
同
じ
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
︑
ほ
ぼ
間
違
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い
な
い
と
い
え
よ
う
︒
久
米
は
︑
明
治
二
十
二
年
に
﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
が
創
刊
さ
れ
て
以
来
︑
毎
号
論
文
を
掲
載
し
て
お
り
︑﹁
神

道
は
祭
天
の
古
俗
﹂
と
﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
と
の
間
に
も
︑﹁
菅
丞
相
は
如
何
な
る
人
ぞ
﹂︵
第
三
編
第
二
十
六
号
︶︑﹁
天
満
宮

は
如
何
な
る
神
ぞ
﹂︵
第
三
編
第
二
十
七
号
︶︑﹁
支
那
の
起
こ
り
及
人
種
の
変
遷
﹂︵
第
三
編
第
二
十
八
・
二
十
九
号
︶
の
三
篇
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
︒
各
論
文
は
︑
執
筆
の
順
に
掲
載
さ
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

｢大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
に
お
い
て
︑﹁
国
体
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
次
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
︒

是
ま
で
の
学
者
は
︑
全
国
の
行
政
区
分
︵
即
国
郡
の
制
︶
も
︑
政
府
の
組
織
︵
即
官
制
︶
も
︑
皆
孝
徳
帝
の
朝
に
創
定
せ
ら
れ
︑

古
来
の
政
局
は
全
く
面
目
を
一
変
し
た
り
と
謂
ふ
も
の
多
し
︒
甚
し
き
謬
り
な
り
︒
夫
れ
古
来
の
歴
史
を
積
み
て
成
長
し
た
る

国
を
ば
︑
如
何
な
る
大
豪
傑
な
り
と
も
︑
別
面
目
に
変
改
す
る
は
︑
史
学
の
実
験
に
於
て
做
得
べ
か
ら
ざ
る
事
な
り
︒
若
し
国

民
の
積
習
を
容
易
く
変
改
さ
る
ゝ
も
の
な
ら
ば
︑
国
体
は
成
立
ざ
る
な
り
︒
況
ん
や
大﹅

化﹅

の﹅

改﹅

革﹅

は﹅

僅﹅

五﹅

年﹅

間﹅

に﹅

︑
大﹅

略﹅

施﹅

行﹅

を﹅

畢﹅

れ﹅

り﹅

︒
此
短
日
月
に
て
数
千
年
の
結
習
を
変
改
す
る
こ
と
の
い
か
で
做
得
べ
き
︒

こ
こ
に
﹁
国
民
の
積
習
を
容
易
く
変
改
さ
る
ゝ
も
の
な
ら
ば
︑
国
体
は
成
立
ざ
る
な
り
﹂
と
あ
る
こ
と
と
︑
先
に
み
た
﹁
神
道
は

祭
天
の
古
俗
﹂
に
お
け
る
久
米
の
﹁
国
体
﹂
観
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
︑﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
が
国
体
不
変
説
の
立
場

に
立
つ
と
い
う
位
置
づ
け
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
改
め
て
考
え
て
み
る
と
︑
久
米
は
︑
国
体
は
不
変
で
あ
る
か
ら
︑
大
化
改
革
は
大
変
革
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の

で
は
な
く
︑
右
の
文
章
に
沿
っ
て
い
う
な
ら
ば
︑
国
郡
制
や
官
制
が
創
始
さ
れ
︑
古
来
の
政
局
が
面
目
を
一
変
す
る
よ
う
な
改
革
で

は
な
か
っ
た
か
ら
︑
大
変
革
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

当
時
の
久
米
は
︑
万
世
一
系
の
天
皇
に
よ
る
統
治
と
い
う
﹁
国
体
﹂
の
基
本
は
不
変
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
な
く
維
持

し
て
き
た
こ
と
こ
そ
が
日
本
の
﹁
国
体
﹂
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
の
で
あ
り
︑
大
化
の
改
革
が
大
変
革
で
あ
っ
た
か
否
か
は
︑
そ
れ

と
は
別
問
題
と
考
え
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹁
国
体
﹂
の
基
本
を
保
存
・
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
﹁
順
序
よ
く
進
化
﹂

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
大
化
改
新
は
そ
の
進
化
の
過
程
に
お
い
て
の
大
変
革
で
は
な
か
っ
た
︑
と
主
張
し
た
の
が
﹁
大
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化
の
改
革
を
論
ず
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

｢大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
執
筆
当
時
に
お
い
て
︑
お
そ
ら
く
久
米
は
︑﹁
国
体
﹂
の
語
を
用
い
て
自
説
を
述
べ
て
も
誤
解
さ
れ
る
だ

け
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒﹁
国
体
﹂
の
語
が
右
の
箇
所
以
外
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
も
︑
そ
の
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
の
久
米
の
﹁
国
体
﹂
観
が
︑﹁
国
体
論
﹂
に
批
判
的
で
あ
り
︑﹁
国
体
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
さ
え
批

判
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
︑
事
件
後
の
執
筆
の
可
能
性
の
高
い
﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
が
︑
国
体
不
変
説
に
基
づ
い
て
執

筆
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
︒
旧
稿
は
︑
久
米
の
大
化
改
新
論
に
お
い
て
は
﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂
の
み
が
国
体
不
変
説

に
基
づ
い
て
い
る
と
し
た
が
︑
こ
の
点
は
誤
り
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
訂
正
し
︑
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
︒

注(�
)
拙
稿
﹁
久
米
邦
武
と
大
化
改
新
論
﹂︵
大
久
保
利
謙
編
﹃
久
米
邦
武
著
作
集
別
巻

久
米
邦
武
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
一
年
︶︒
以
下
︑

旧
稿
と
記
す
︒

( 
)
久
米
邦
武
﹁
大
化
の
改
革
を
論
ず
﹂︵﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
第
三
編
第
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
号
︑
一
八
九
二
年
︶︒

("
)
門
脇
禎
二
﹃﹁
大
化
改
新
﹂
論
︱
そ
の
前
史
の
研
究
︱
﹄
徳
間
書
店
︑
一
九
六
九
年
︒

(#
)
久
米
邦
武
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂︵﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
第
二
編
第
二
十
三
・
二
十
四
・
二
十
五
号
︑
一
八
九
一
年
︶︒

($
)
大
久
保
利
謙
﹁
は
じ
め
に
﹂︵
大
久
保
利
謙
編
﹃
久
米
邦
武
著
作
集
別
巻

久
米
邦
武
の
研
究
﹄
前
掲
︶︒

(�
)
下
田
義
天
頼
編
﹃
祭
天
古
俗
説
弁
明
﹄
第
一
編
︵
一
八
九
二
年
︶
収
録
︒

(f
)
鹿
野
政
直
・
今
井
修
﹁
日
本
近
代
思
想
史
の
な
か
の
久
米
事
件
﹂︵
大
久
保
利
謙
編
﹃
久
米
邦
武
著
作
集
別
巻

久
米
邦
武
の
研
究
﹄
前
掲
︶︒

(g
)
岩
井
忠
熊
﹁
久
米
邦
武
﹂︵
永
原
慶
二
・
鹿
野
政
直
編
著
﹃
日
本
の
歴
史
家
﹄
日
本
評
論
社
︑
一
九
七
六
年
︶︒
佐
伯
有
清
﹁
久
米
邦
武
と
日
本

古
代
史
﹂︵
大
久
保
利
謙
編
﹃
久
米
邦
武
著
作
集
別
巻

久
米
邦
武
の
研
究
﹄
前
掲
︶︑
等
参
照
︒

(h
)
こ
の
点
は
︑
鹿
野
政
直
・
今
井
修
﹁
日
本
近
代
思
想
史
の
な
か
の
久
米
事
件
﹂︵
前
掲
︶
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(
)
大
森
金
五
郎
﹁
故
久
米
邦
武
先
生
を
憶
ふ
﹂︵﹃
歴
史
地
理
﹄
第
五
十
七
巻
第
四
号
︑
一
九
三
一
年
︶︒
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