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前
田
勉
著

『
江
戸
教
育
思
想
史
研
究
』

（
思
文
閣
出
版
・
二
〇
一
六
年
）

菅
　
原
　
　
光

Ⅰ

　
「
憤
せ
ざ
れ
ば
啓
せ
ず
。
悱
せ
ざ
れ
ば
発
せ
ず
。
一
隅
を
挙
ぐ
る
に
、

三
隅
を
以
て
反
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
復
び
せ
ざ
る
な
り
」（『
論
語
』
述
而
篇
）。

教
育
に
関
わ
る
者
に
と
っ
て
二
重
の
意
味
で
〈
理
想
〉
で
あ
り
教
訓
で
あ

り
続
け
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
第
一
に
、
教
え
過
ぎ
を
戒
め
、
学
習
者
自

身
に
よ
る
自
学
・
自
得
こ
そ
を
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
教
訓
と
し
て
、
そ

れ
は
追
い
求
め
る
べ
き
理
想
で
あ
る
。
少
人
数
の
演
習
で
さ
え
、
学
生
同

士
の
相
互
討
論
や
自
発
的
な
発
言
が
為
さ
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
促
さ
れ

て
す
ら
発
話
し
な
い
学
生
も
少
な
く
な
い
状
況
を
前
に
し
て
教
員
が
沈
黙

に
耐
え
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
演
習
は
容
易
に
講
義
と
化
し
得
る
。
し
か
し

そ
れ
は
意
味
あ
る
教
育
で
は
あ
り
得
な
い
、
そ
う
孔
子
先
生
は
説
い
て

い
る
よ
う
に
読
め
る
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
学
生
を
前
に
し
た
時
に
、

「
啓
」
す
る
こ
と
も
「
発
」
す
る
こ
と
も
せ
ず
に
自
得
を
待
つ
と
い
う
方

便
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
教
育
を
放
棄
し
て
研
究
ば
か
り
に
専
念
す
る
こ

と
が
正
当
化
さ
れ
得
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
理
想
（
?
）
だ
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
現
在
の
大
学
に
お
い
て
は
為
し
得

な
い
か
為
す
べ
き
で
は
な
い
選
択
で
あ
ろ
う
。「
憤
」
す
る
こ
と
「
悱
」

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
基
礎
前
提
を
い
か
に
し
て
習
得
さ
せ
、

い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
に
な
る
よ
う
促
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
こ

そ
が
我
々
が
為
す
べ
き
教
育
の
出
発
点
に
あ
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
教

え
込
む
の
と
は
区
別
さ
れ
た
自
学
・
自
得
を
促
す
教
育
と
い
う
理
想
は
あ

り
な
が
ら
、
教
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
か
つ
て
に
比
べ
て
格
段
に
高
ま
っ

て
い
る
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
が
目
の
前
に
あ
る
。
述
而
篇
の
言
葉
は
、

そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
我
々
に
突
き
付
け
、
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
続
け

て
い
る
。

　

前
田
勉
『
江
戸
教
育
思
想
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
思
想
家

達
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
教
育
を
め
ぐ
る
矛
盾
の
前
で
苦
闘
し
て
い
た
と

い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
教
育
と
い
う
概
念
は
明
治
五
年
に
制
定
さ
れ
た
「
学

制
」
以
前
の
日
本
で
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
教
育
は

明
治
以
後
に
な
っ
て
か
ら
、
近
代
的
な
学
校
制
度
と
共
に
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
だ
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
著
者
自
身
、『
江
戸
の
読
書
会
』（
平
凡
社
、

二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
は
学
問
分
野
に
お
け
る
専
門

学
者
は
生
ま
れ
た
も
の
の
、
教
授
方
法
に
関
す
る
専
門
家
が
生
み
出
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
い
か
に
教
え
る
か
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
と
し
て
い

た
し
（
三
五
一
頁
）、
本
書
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
為
さ
れ
て
い
る

（
二
一
頁
）。
教
育
に
関
連
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
事
例
で
さ
え
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
学
習
者
が
い
か
に
学
ぶ
か
と
い
う
問
題
圏
に
属
す
る
も
の

で
あ
り
、
教
え
る
側
が
い
か
に
教
え
る
か
と
い
う
意
味
で
の
教
育
は
問
題
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に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時

代
の
諸
史
料
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
想
定
さ
れ
て
き
た
以
上
に
は
教
育

と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
（
三
頁
）。
昌
平
坂
学
問
所
が
成

立
し
、
藩
校
、
私
塾
が
続
々
と
建
て
ら
れ
、
人
々
は
「
学
校
と
い
う
機
関

の
な
か
で
一
定
期
間
、
意
図
的
な
教
育
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
ⅱ

頁
）
か
ら
で
あ
る
。
教
育
と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
社
会
と
し
て
で
は
な

く
、
逆
に
学
校
で
の
教
育
が
始
ま
っ
た
時
代
と
し
て
江
戸
時
代
の
社
会
を

捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
と
著
者
は
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
、
何
の
た
め

の
学
問
か
、
何
の
た
め
の
教
育
か
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
学
習
す
る
の
か

と
い
う
問
題
も
顕
在
化
し
て
い
た
。
本
書
は
、
江
戸
時
代
の
思
想
家
達
が

教
育
・
教
化
や
学
習
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
考
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
以
降
の
教
育
を
批
判
的
に
捉
え
返
す
試
み

だ
と
い
う
。

　

本
書
が
江
戸
の
教
育
思
想
史
に
着
目
す
る
の
は
、
同
時
代
の
中
国
、
朝

鮮
、
さ
ら
に
は
現
代
日
本
の
現
状
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
江
戸
時
代

の
日
本
は
逆
説
的
に
も
「
己
れ
の
為
」
の
学
問
が
成
立
し
得
る
可
能
性
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
理
解
に
も
関
わ
る
。
科
挙
も
学
歴
主
義
も
な
か
っ
た

こ
と
は
、
学
問
の
成
果
が
立
身
出
世
に
つ
な
が
る
た
め
の
制
度
的
な
保
証

が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
就
職
や
出
世
の
た
め
の
手
段
と
い
う
意

味
で
は
、
学
問
も
教
育
も
全
く
の
無
力
で
あ
っ
た
以
上
、
学
習
に
対
す
る

自
発
的
な
意
思
を
調
達
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
科
挙
が
制
度
化
さ

れ
て
い
た
中
国
や
朝
鮮
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
問
題
状
況
で
あ
る
。
し
か

し
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は
か
え
っ
て
、
就
職
や
出
世
の
た
め
の
手
段
と
い

っ
た
外
在
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
と
は
異
な
る
、
学
問
そ
の
も
の
へ

の
要
求
や
期
待
へ
と
つ
な
が
る
可
能
性
が
生
じ
得
た
と
著
者
は
指
摘
す

る
（
ⅲ
頁
）。
学
問
に
志
す
者
の
自
発
的
意
思
を
前
提
と
し
た
教
育
が
行

わ
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
そ
う
論
じ
る
著
者
の
念
頭
に
は
、

就
職
予
備
校
と
化
し
つ
つ
あ
る
大
学
教
育
の
現
状
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
）。

も
し
も
そ
の
可
能
性
が
真
に
実
現
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
『
論
語
』
述
而
篇

の
一
節
は
、
も
は
や
理
想
で
は
な
く
現
実
そ
の
ま
ま
の
描
写
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
藩
校
な

ど
の
教
育
機
関
で
学
ぶ
者
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
就
職
や
出
世
の
手

段
に
な
り
得
な
い
教
育
を
受
け
る
意
義
に
つ
い
て
の
疑
い
が
改
め
て
生
じ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
自
発
的
意

思
を
確
保
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
以
上
、「
学
問
す
れ
ば
、
禄
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
」（
五
八
頁
）
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
努
力
と
勤
勉
を

促
す
言
説
が
登
場
し
、
出
席
強
制
や
怠
学
者
を
取
り
締
ま
る
罰
則
を
設
け

る
と
い
っ
た
対
処
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
当
然
の
結
果
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
（
二
八
頁
）。

Ⅱ

　

著
者
が
注
目
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
中
期
頃
か
ら
成
立
し
、
全
国
的
に

普
及
し
て
い
っ
た
藩
校
や
私
塾
の
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
素
読
、

講
釈
、
会
読
と
い
う
三
つ
の
学
習
・
教
育
方
法
で
あ
る
。
家
庭
で
の
子
育

て
を
意
味
す
る
子
弟
教
育
や
、「
学
び
へ
の
自
発
的
な
意
思
を
前
提
と
せ

ず
に
、
被
教
育
者
で
あ
る
「
小
人
」
を
知
ら
ず
識
ら
ず
に
道
徳
的
に
感
化
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す
る
こ
と
を
目
指
す
」（
一
七
頁
）
教
化
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
と

し
て
で
は
な
く
、
国
家
有
用
の
英
才
を
育
成
す
る
と
い
う
明
確
な
意
図
を

持
っ
た
藩
校
や
私
塾
に
対
象
を
限
定
し
、
そ
こ
で
為
さ
れ
た
三
つ
の
学

習
・
教
育
方
法
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
日
本
を
対
象
と
し
た

教
育
思
想
史
を
構
想
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
学
問
、
教
育
の
現
場
で
は
、
三
つ
の
学
習
・
教
育
方
法
が

対
象
や
場
面
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
上
か
ら
の
教
え
込
み
の

側
面
が
強
い
素
読
、
講
釈
に
対
し
、
会
読
は
学
習
者
の
自
発
的
な
学
び
を

重
視
す
る
方
法
で
あ
る
。
当
時
の
思
想
家
達
は
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ

リ
ッ
ト
を
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
に
従
っ
て
い
ず
れ
か
に
重
点
を
置

き
、
あ
る
い
は
必
要
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
自
発
的

に
学
び
考
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
会
読
の
重
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い

た
一
方
で
、
会
読
で
は
な
く
講
釈
こ
そ
を
重
視
す
る
発
想
も
あ
っ
た
と
い

う
が
、「
複
数
の
者
た
ち
が
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
討
論
し
合
い
な
が
ら
共
同

読
書
す
る
」
と
い
う
学
習
方
法
で
あ
る
会
読
こ
そ
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で

の
研
究
（『
江
戸
後
期
の
思
想
空
間
』〈
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
九
年
〉や
『
江

戸
の
読
書
会
』〈
前
掲
〉な
ど
）
に
お
い
て
一
貫
し
た
関
心
を
示
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
、
前
著
の
繰
り
返
し
を
多
分
に
含
み
つ
つ
、

会
読
の
意
義
が
重
点
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
社

会
に
お
け
る
上
下
関
係
や
利
害
関
係
と
は
切
り
離
さ
れ
た
対
等
で
自
由
な

討
論
空
間
成
立
の
萌
芽
に
な
り
得
る
も
の
と
し
て
会
読
を
位
置
づ
け
評
価

し
て
き
た
。
会
読
は
「
文
芸
的
公
共
性
」
の
成
熟
に
寄
与
し
た
の
み
な
ら

ず
、
江
戸
時
代
末
期
の
政
治
的
危
機
に
対
応
し
て
政
治
的
争
点
を
め
ぐ
る

討
論
へ
と
変
化
し
、
そ
の
エ
ー
ト
ス
が
明
治
期
に
お
け
る
民
権
結
社
へ
と

接
続
す
る
中
で
「
政
治
的
公
共
性
」
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
指

摘
は
本
書
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。「
討
論
に
よ
る
公
共
空
間
の
成
立
」

に
寄
与
し
得
た
思
想
史
的
伝
統
と
し
て
会
読
の
意
義
を
見
出
す
と
い
う
視

点
は
本
書
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
細
井
平
洲
や
広
瀬
淡

窓
と
い
っ
た
思
想
家
、
長
州
藩
明
倫
館
、
加
賀
藩
明
倫
堂
と
い
っ
た
藩
校

に
つ
い
て
の
豊
富
な
引
用
と
論
証
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
に

厚
み
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
異
な
る
学
派
に
属
す
る
者
同
士
の
間
で
会
読
が
為
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
し
、
明
治
期
に
お
い
て
さ
え
、
民
権
家
と
官
僚
と
が
一
堂
に

会
す
る
会
読
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
両
者
の
間
で

有
意
義
な
討
論
が
為
さ
れ
て
い
た
と
も
必
ず
し
も
言
い
得
な
い
。
所
詮
は

同
志
が
集
ま
っ
た
仲
間
内
で
の
討
論
だ
っ
た
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
り
、

実
際
に
為
さ
れ
た
会
読
が
本
来
の
目
的
を
見
失
っ
た
勝
ち
負
け
競
争
に
堕

し
が
ち
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
公
共
性
」
云
々
を

論
じ
る
の
は
大
袈
裟
過
ぎ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
公
共
哲
学
に
関
連
す
る

研
究
が
一
巡
し
た
感
の
あ
る
現
状
で
は
、
当
時
に
お
い
て
既
に
公
論
の
重

要
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
っ
た
と
か
、
討
論
が
実
際
に
為
さ
れ
て
い
た

と
い
っ
た
史
実
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
り
得
る
と
い
う
状

況
は
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い

た
会
読
と
い
う
伝
統
を
再
発
見
し
、
そ
の
同
時
代
的
意
義
の
み
な
ら
ず
、

政
治
思
想
史
的
な
意
義
を
論
証
し
た
こ
と
自
体
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
著
者
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
実
態
と
意
義
と
が
明
ら
か
に
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な
っ
た
今
、
別
の
思
想
家
、
別
の
藩
校
に
つ
い
て
の
事
例
を
掘
り
起
し
厚

み
を
持
た
せ
て
い
く
作
業
だ
け
で
は
、
実
証
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
た
焼
き
直

し
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
が
教
育
思
想
史
に
着
目
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
会
読
の
危
険
性
が
当
時
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
前
著
ま
で
と
同
様
に
繰
り
返
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の

た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
会
読
の
場
で
の
論
争
に
勝
つ
た
め
に
討
論
相

手
を
「
抑
へ
つ
け
」
よ
う
と
し
「
無
理
に
虚
談
」
を
交
え
る
と
い
っ
た
実

態
や
、
だ
か
ら
こ
そ
会
読
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
の
検
討
が

進
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
（
二
〇
七
頁
、
三
三
一
頁
な
ど

多
数
）。
会
読
の
場
は
尊
卑
先
後
、
身
分
に
左
右
さ
れ
な
い
対
等
な
討
論

空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
相
互
に
意
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
自

己
と
異
質
な
価
値
観
・
信
条
を
持
っ
て
い
る
者
と
「
講
習
討
論
」
で
き
る

よ
う
、
自
己
の
個
別
的
な
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
（
二
一
五
頁
）、
価
値

観
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
（
三
三
八
頁
）。
逆
に
言
え

ば
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
な
い
中
で
は
会
読
は
成
立
し
難
い
こ
と
が
当
時
か

ら
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

条
件
は
容
易
に
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
。
藩
校
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
と
、
そ
も
そ
も
学
問
へ
の
意
欲
が
な
い
者
を
前
提
に
し
た
教
育

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
も
生
じ
、
会
読
の
よ
う
な
共
に
学
ぶ
関

係
で
は
な
く
、
上
か
ら
教
え
る
関
係
を
構
築
す
る
必
要
性
が
感
じ
取
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
二
四
一
頁
）。
世
俗
か
ら
独
立
し
た
会
読
と
い
う
学

び
の
場
に
対
し
て
権
力
的
な
干
渉
が
為
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う

（
四
〇
五
頁
）。
対
等
な
討
論
を
目
指
す
会
読
は
、
実
力
主
義
を
志
向
す
る

点
で
世
襲
制
、
身
分
制
に
抵
触
す
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
会
読
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
、
批
判
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
と
い
う
。
俗
耳
に
入
り
易
く
、
平
易
で
興
味
深
く
聞
か
せ
る
こ
と
を
目

指
す
、
不
特
定
多
数
の
聴
衆
に
向
け
た
も
の
と
し
て
「
講
談
」
を
否
定
的

に
認
識
す
る
場
合
で
さ
え
、
会
読
で
は
な
く
講
釈
の
意
義
が
指
摘
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
（
二
四
頁
）。
そ
れ
は
会
読
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
前
提

と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
学
者
同
士

の
会
読
と
は
別
に
、
領
民
に
対
し
て
は
講
釈
を
行
っ
て
な
び
き
従
わ
せ
る

こ
と
を
求
め
た
細
井
平
洲
や
、
会
読
を
否
定
し
庶
民
を
対
象
と
す
る
「
講

釈
（
講
談
）」（
三
六
五
頁
）
こ
そ
を
重
視
す
る
平
田
篤
胤
の
よ
う
な
思
想

家
も
い
た
と
い
う
。
会
読
は
か
な
り
の
知
識
と
教
養
、
学
ぶ
意
志
と
を
不

可
欠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
無
学
の
人
」
を
対
象
に
定
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
講
釈
こ
そ
が
選
択
さ
れ
る
の
は
必
然
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の

よ
う
に
し
て
被
教
育
者
と
教
育
方
法
に
つ
い
て
の
多
様
な
議
論
が
展
開
さ

れ
て
い
た
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
学
習
・
教
育
方
法
と
い
う
観

点
の
導
入
に
よ
っ
て
、
本
書
は
前
著
ま
で
と
は
違
っ
た
形
で
、
会
読
の
意

義
を
、
改
め
て
、
よ
り
多
角
的
に
論
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ

　

本
書
は
、
自
発
的
な
学
習
の
意
義
と
、
自
発
的
な
学
習
意
思
を
持
た
な

い
者
へ
の
教
育
の
必
要
性
と
い
う
相
矛
盾
す
る
、
し
か
し
両
立
さ
せ
ざ
る

を
得
な
い
問
題
を
め
ぐ
る
葛
藤
と
し
て
江
戸
教
育
思
想
史
を
描
き
出
し
た
。
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近
世
か
ら
「
近
代
を
照
射
す
る
」（
ⅲ
頁
）
と
い
う
著
者
の
意
図
は
、
理

想
と
し
て
定
式
化
し
た
近
世
に
よ
っ
て
近
代
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
得
ま
い
。
彼
ら
の
苦
闘
の
軌
跡
は
、
同
じ
問
題
に
向
き
合
う
者
が

参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
我
々
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
提
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

た
だ
し
、
著
者
の
豊
富
な
引
用
か
ら
想
像
さ
れ
る
帰
結
よ
り
は
、
会
読

の
意
義
が
肯
定
的
に
強
調
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
嫌
い
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
例
え
ば
、
語
り
の
受
け
手
を
予
想
し
、
受
け
手
の
期
待
に
応
え

る
語
り
手
で
あ
る
こ
と
に
自
覚
的
・
意
識
的
な
講
釈
を
行
っ
た
平
田
篤
胤

の
姿
勢
に
対
す
る
著
者
の
眼
差
し
は
厳
し
過
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
確

か
に
、
こ
の
よ
う
な
篤
胤
の
講
釈
は
、
受
け
手
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
ユ
ー

モ
ア
を
交
え
る
た
め
に
受
け
手
の
差
別
感
情
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
助
長
す

る
も
の
で
あ
っ
た
し
（
三
六
四
頁
）、
他
者
に
対
す
る
過
剰
な
排
斥
、
攻

撃
が
為
さ
れ
る
の
も
講
釈
ゆ
え
の
こ
と
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
三
六

九
頁
）。
し
か
し
そ
れ
は
、
現
実
の
会
読
が
危
険
性
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
の
と
同
様
、
講
釈
が
堕
し
得
る
危
険
性
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
可
能

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
受
け
手
を
意
識
し
た
教
育
を
志
し
つ
つ
も
、
篤
胤

を
反
面
教
師
と
し
、
受
け
手
に
自
ら
を
同
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
語
り
方

の
重
要
性
と
い
う
教
訓
を
読
み
解
く
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
方
、
講
釈
を
「
無
益
ノ
弁
ヲ
省
キ
、
有
用
ノ
事
バ
カ
リ
ヲ
、
ボ
ツ
ボ
ツ

ト
解
説
ス
ル
」
も
の
と
し
て
捉
え
、
雄
弁
な
講
釈
を
否
定
的
に
捉
え
る
江

村
北
海
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
二
四
頁
）。
現
在

の
教
育
を
反
省
的
に
考
え
直
そ
う
と
す
る
著
者
の
目
論
見
と
の
関
係
で
、

こ
の
よ
う
な
眼
差
し
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

学
ぶ
意
志
と
そ
の
素
養
と
を
既
に
持
つ
「
英
才
」
の
み
を
対
象
と
す
る

は
ず
の
会
読
を
振
り
返
る
こ
と
が
、「
近
代
を
照
射
す
る
」
こ
と
と
ど
の

よ
う
に
接
続
し
得
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
点
も
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
学
ぶ
意
志
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
自
明
で
は
な
い
学
生

達
を
前
に
し
て
、
会
読
を
め
ぐ
る
議
論
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
参
照
さ

れ
得
る
と
著
者
は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
が
十
分
に
意
識
し
て

い
る
よ
う
に
、
会
読
は
や
は
り
学
習
方
法
で
あ
り
、
教
育
思
想
史
を
語
る

際
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り

得
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
目
の
前
に
い
る
教
え
子
が
「
英
才
」
で
は
な
く
、

会
読
と
い
う
理
想
の
学
び
の
場
が
成
立
し
得
な
い
大
学
の
現
状
を
嘆
く
と

い
っ
た
、
衰
退
史
観
に
基
づ
い
た
分
析
と
し
て
読
ま
れ
る
恐
れ
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

も
し
も
以
上
の
よ
う
な
疑
問
が
そ
れ
な
り
に
的
を
射
た
も
の
だ
と
し
た

な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
無
理
に
会
読
に
焦
点
を
定
め
よ
う
と
し
た
こ
と
の
帰

結
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
本
書
は
、
教
育
思
想
史
に
着
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
な
お
会
読
に
つ
い
て
再
論
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
豊
富
な
引
用
が
行
き
付
き
得
る
様
々
な
可
能
性
を
限
定
さ
せ
て
し

ま
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
で
既
に
為
さ
れ
て
い
る

豊
富
な
引
用
に
加
え
、
そ
の
多
く
が
捨
象
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず

の
著
者
が
渉
猟
し
た
史
料
は
、
会
読
と
は
別
の
焦
点
を
定
め
て
み
た
時
に
、

ど
の
よ
う
な
像
を
結
び
得
る
だ
ろ
う
か
。

�

（
専
修
大
学
教
授
）
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