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正
義
の
味
方

　

正
義
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
の
頃
、
テ
レ
ビ
に
は

正
義
の
味
方
が
い
て
、
毎
週

悪
者
を
退
治
し
て
く
れ
た
。

　

ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
や
仮
面
ラ

イ
ダ
ー
、ア
ン
パ
ン
マ
ン
と
、

い
つ
の
時
代
に
も
勧か

ん

善ぜ
ん

懲ち
ょ
う

悪あ
く

の
ヒ
ー
ロ
ー
が
い
て
番
組
の

終
了
五
分
前
に
は
、
い
つ
も

正
義
が
勝
っ
た
。

　

し
か
し
、
彼
ら
は
い
っ
た

い
何
と
戦
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
世
界
征
服
を
た
く
ら

む
秘
密
結
社
や
、
宇
宙
か
ら

地
球
支
配
の
た
め
に
や
っ
て

き
た
怪
獣
な
ど
、
テ
レ
ビ
で

戦
う
相
手
は
明
白
だ
っ
た
。

何
度
負
け
て
も
次
か
ら
次
へ

と
登
場
す
る
悪
役
は
、
あ
る

意
味
、
番
組
の
主
役
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
悪
と
戦
う
こ

と
が
正
義
で
あ
り
、
そ
れ
が

善
の
正
体
で
あ
っ
た
。

正
義
の
行
方

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
悪
が

存
在
し
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の

よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー
の
存
在
す

る
意
味
は
何
な
の
だ
ろ
う

か
。
悪
の
秘
密
結
社
も
な
く

宇
宙
怪
獣
も
来
な
け
れ
ば
、

彼
ら
は
ど
う
や
っ
て
正
義
を

示
せ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

善
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
正

し
い
行
い
と
は
何
だ
ろ
う

か
。
悪
が
見
え
な
け
れ
ば
、

ど
う
や
っ
て
善
を
示
せ
ば
い

い
の
だ
ろ
う
か
。

植
民
地
と
宣
教
師

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
南
米

や
ア
ジ
ア
へ
の
植
民
地
支
配

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教

師
が
同
行
し
た
。

　

権
力
で
支
配
す
る
よ
り

は
、
宗
教
の
力
を
借
り
る
ほ

う
が
、
効
果
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
宣
教
師
は
支
配

の
た
め
に
宣
教
を
し
た
の
で

は
な
く
、
善
意
か
ら
現
地
の

人
々
に
教
え
を
広
め
た
。

　

神
の
恩お

ん

寵ち
ょ
うを
ま
だ
知
ら
な

い
不
幸
な
人
々
に
、
あ
り
が

た
い
神
の
教
え
を
伝
え
て
あ

げ
た
い
。
原
始
的
な
土
着
信

仰
の
代
わ
り
に
、
高
度
な
西

洋
文
明
で
育
ま
れ
た
宗
教
を

教
え
て
あ
げ
れ
ば
、
み
ん
な

喜
ぶ
に
違
い
な
い
。
そ
う

い
っ
た
信
念
や
善
意
が
宣
教

の
動
機
で
あ
っ
た
。

　

戦
国
時
代
に
日
本
に
や
っ

て
き
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教

師
も
、
本
国
あ
て
の
手
紙
の

な
か
で
、
仏
教
と
い
う
悪
魔

の
宗
教
か
ら
人
々
を
救
い
た

い
と
思
い
を
伝
え
て
い
る
。

　

そ
こ
に
あ
る
の
は「
善
意
」

で
あ
る
。そ
れ
が
彼
ら
の「
正

義
」
な
の
で
あ
る
。
自
分
た

ち
の
信
じ
る
神
こ
そ
が
善
な

の
だ
。
一
神
教
で
は
神
は
一

人
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
神

は
存
在
し
な
い
。

　

自
分
た
ち
の
信
じ
る
宗
教

だ
け
が
正
し
い
と
い
う
独
善

性
は
、
ど
の
宗
教
に
も
存
在

す
る
問
題
で
あ
る
。
何
が
本

当
の
善
な
の
か
、
考
え
れ
ば

考
え
る
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
な

る
。
善
と
は
い
っ
た
い
何
な

の
か
。

仏
教
の
善

　

仏
教
に
お
け
る
善
と
は
、

さ
と
り
に
至
る
た
め
の
方
法

で
あ
る
。そ
の
方
法
と
し
て
、

八
つ
の
正
し
い
道
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　

正
し
い
見
方
、
正
し
い
考

え
、
正
し
い
言
葉
、
正
し
い

行
い
、
正
し
い
生
活
、
正
し

い
努
力
、
正
し
い
憶
念
、
正

し
い
精
神
統
一
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
正
し
い
見
方
な

ど
と
言
わ
れ
て
も
、
何
が
正

し
い
の
か
人
に
よ
っ
て
判
断

は
異
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
具
体
的
な
方
法
と

し
て
戒
律
が
示
さ
れ
る
。
仏

教
徒
が
行
う
べ
き
正
し
い
行

為
で
は
な
く
、
し
て
は
な
ら

な
い
行
為
が
戒
律
で
あ
る
。

　

殺
生
は
い
け
な
い
。
ウ
ソ

は
い
け
な
い
。
盗
ん
で
は
い

け
な
い
。
不
適
切
な
異
性
関

係
は
い
け
な
い
。
飲
酒
し
な

い
と
い
う
五
つ
は
在
家
信
者

が
守
る
戒
律
だ
が
、
修
行
者

に
示
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
戒

律
は
、
さ
と
り
へ
の
道
案
内

と
し
て
存
在
す
る
。

　

た
と
え
戒
律
を
破
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
神
に
よ
っ
て

罰
を
受
け
、
さ
と
る
こ
と
が

出
来
な
く
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
さ
と
り
へ
の
道
を
見
失

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
回
り

道
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。

　

さ
と
り
へ
の
正
し
い
道
を

示
す
た
め
に
、
誤
っ
た
方
向

と
は
何
か
を
示
し
、
そ
れ
を

回
避
す
る
よ
う
に
教
え
て
く

れ
る
。
正
し
い
道
を
歩
ん
で

い
る
と
思
っ
て
い
て
も
、
気

が
つ
く
と
誤
っ
た
方
向
に
そ

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
何

が
誤
っ
た
方
向
か
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
道
を
そ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
く

れ
る
の
で
あ
る
。

正
し
さ

　

正
し
さ
と
は
何
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
示
す
こ
と
は
難

し
い
。
そ
れ
で
、
正
し
く
な

い
こ
と
を
示
す
こ
と
で
正
し

さ
の
方
向
を
示
す
。

　

交
通
ル
ー
ル
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
車
が
正
し
い
と
考
え
る

ス
ピ
ー
ド
や
曲
が
り
方
で
バ

ラ
バ
ラ
に
走
る
の
で
は
な

く
、
規
則
を
決
め
、
そ
れ
か

ら
外
れ
る
こ
と
を
違
反
と
し

て
示
す
こ
と
で
正
し
さ
を
示

し
て
い
る
。

　

し
か
し
車
の
少
な
い
時
に

は
、
制
限
を
超
え
る
ス
ピ
ー

ド
で
走
っ
て
も
安
全
だ
と
い

う
私
の
判
断
が
優
先
す
る
。

　

私
が
考
え
る
正
し
さ
は
、

そ
の
根
拠
が
私
に
あ
る
限
り

私
の
煩
悩
の
内
に
あ
る
。
私

の
正
義
は
ど
こ
ま
で
も
「
私

の
」
正
義
で
あ
り
、
そ
の
正

し
さ
を
疑
う
こ
と
は
難
し

い
。

ネ
ッ
ト
の
正
義

　

世
の
中
の
不
正
が
報
道
さ

れ
る
と
、
そ
の
不
正
に
関
わ

る
個
人
や
企
業
の
名
前
が
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
明
ら
か
に

さ
れ
、
匿と

く

名め
い

の
攻
撃
が
執し

つ

拗よ
う

に
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
は

「
炎
上
」
と
よ
ば
れ
る
。

　

テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー

で
も
、
不
正
や
悪
は
徹
底
し

て
非
難
さ
れ
、
個
人
攻
撃
は

繰
り
返
さ
れ
る
。「
正
義
」は
、

視
聴
者
の
共
感
を
呼
ぶ
。

　

し
か
し
、
不
正
を
非
難
す

る
人
は
、
そ
ん
な
に
立
派
な

存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
匿
名

で
あ
れ
ば
自
ら
が
非
難
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
自
ら
の

悪
は
、
他
人
の
悪
を
非
難
す

る
「
正
義
」
に
よ
っ
て
覆
い

隠
さ
れ
る
。「
正
義
」
を
叫

び
正
義
に
酔
う
も
の
に
、
自

ら
の
悪
は
見
え
な
い
の
で
あ

る
。

親
鸞
の
他
力

　

親
鸞
は
、
仏
教
に
お
け
る

善
、
さ
と
り
に
向
か
う
修
行

を
比
叡
山
で
二
十
年
間
続
け

た
。
山
の
上
で
は
誰
も
疑
う

こ
と
の
な
か
っ
た
正
し
さ
に

対
し
、
自
ら
を
深
く
見
つ
め

た
親
鸞
は
、
修
行
を
続
け
て

も
続
け
て
も
、
心
の
な
か
に

潜
む
煩
悩
の
存
在
を
問
題
と

し
た
。
そ
の
よ
う
な
自
分
の

行
う
善
は
、
本
当
に
さ
と
り

に
向
か
う
よ
う
な
純
粋
な
善

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

親
鸞
は
山
を
お
り
た
。
正

し
い
と
信
じ
て
い
た
善
の
あ

や
う
さ
に
、
気
が
つ
い
た
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
煩
悩
を
捨
て
き
れ

な
い
人
間
を
救
お
う
と
誓
う

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
っ

た
の
で
あ
る
。

　

本
願
を
心
か
ら
信
じ
て
、

念
仏
し
て
ほ
し
い
と
言
う
阿

弥
陀
仏
、
そ
の
念
仏
は
自
力

で
と
な
え
る
念
仏
で
は
な

く
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ

る
他
力
の
念
仏
な
の
で
あ

る
。

　

自
力
で
行
う
私
の
善
は
、

煩
悩
を
か
か
え
た
私
に
起
源

が
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に

純
粋
な
善
は
、
煩
悩
を
離
れ

た
私
の
外
か
ら
私
に
は
た
ら

き
か
け
る
他
力
の
善
で
あ

る
。

　

私
に
根
拠
を
お
か
な
い
と

こ
ろ
に
、
本
当
の
正
義
が
あ

る
。

　

六
月
に
入
っ
て
も
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
で
、
対
面
授
業
が

で
き
な
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
が
猛
威
を
振
る
い
始
め
て

以
来
、
各
地
で
助
け
合
い
の

動
き
も
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

一
方
で
感
染
者
や
そ
の
家
族

に
対
し
て
の
誹
謗
中
傷
も
起

き
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
『
歎
異
抄
』
九
条
に
親
鸞
聖

人
の
「
い
さ
さ
か
所
労
の
こ

と
も
あ
れ
ば
、
死
な
ん
ず
る

や
ら
ん
と
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
お

ぼ
ゆ
る
こ
と
も
、
煩
悩
の
所

為
な
り
。」
と
い
う
言
葉
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
し
た
病
気
で
も
す
る
と
、

死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
心
細

く
思
う
の
も
、
私
た
ち
誰
も

が
持
っ
て
い
る
煩
悩
の
仕
業

だ
と
い
う
の
で
す
。
煩
悩
と

は
自
己
中
心
的
な
心
の
こ
と

で
す
。

　

平
常
時
、
心
に
余
裕
が
あ

る
と
き
に
は
、
他
人
に
も
優

し
く
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

自
分
の
存
在
が
脅
か
さ
れ
る

よ
う
な
事
態
、
今
回
の
よ
う

な
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

と
い
う
事
態
に
直
面
す
る
と
、

感
染
の
恐
怖
か
ら
、
思
い
や

り
の
心
も
ど
こ
か
に
吹
き
飛

ん
で
し
ま
い
ま
す
。
感
染
者

の
家
を
特
定
し
た
り
、
感
染

者
や
そ
の
家
族
に
心
な
い
言

葉
を
浴
び
せ
た
り
す
る
人
ま

で
出
て
い
ま
す
。
不
安
や
恐

怖
心
が
そ
う
し
た
行
動
に
走

ら
せ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ

は
親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代

で
も
、
ま
た
現
代
で
も
何
ら

変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
自
分

の
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る

間
は
、
他
の
人
に
優
し
く
で

き
て
も
、
自
身
の
存
在
が
脅

か
さ
れ
る
状
況
に
な
る
と
、

人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
自

己
中
心
的
な
心
が
顔
を
出
し

て
き
ま
す
。
大
切
な
こ
と
は
、

自
身
が
そ
の
よ
う
な
危
う
い

存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

お
く
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。	

（
普
）

澪 標

　

大
学
に
対
し
て
、
教
育
上

の
目
的
を
踏
ま
え
て
3
つ
の

ポ
リ
シ
ー
（
デ
ィ
プ
ロ
マ
ポ

リ
シ
ー
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ポ

リ
シ
ー
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ポ
リ
シ
ー
）
を
策
定
し
、
公

表
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

デ
ィ
プ
ロ
マ
ポ
リ
シ
ー
は
学

位
授
与
に
関
す
る
内
容
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
ポ
リ
シ
ー
は
教

育
課
程
編
成
に
関
す
る
内
容
、

そ
し
て
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ

リ
シ
ー
は
入
学
者
受
入
れ
に

関
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
大
学
を
構
成
す
る

う
え
で
絶
対
不
可
欠
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

創
基
１
０
０
周
年
を
迎
え

た
本
学
に
も
も
ち
ろ
ん
3
つ

の
ポ
リ
シ
ー
は
存
在
し
、
公

表
も
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
職
員
と
し
て
１
０

０
年
続
く
歴
史
の
担
い
手
と

し
て
、
い
か
に
し
て
こ
れ
ら

の
ポ
リ
シ
ー
を
具
体
化
で
き

る
か
、
あ
る
い
は
未
来
を
見

据
え
て
見
直
し
て
い
け
る
か

日
々
努
力
す
る
決
意
で
あ
る
。

　

特
に
、
今
年
は
高
大
接
続

シ
ス
テ
ム
改
革
に
伴
う
入
試

制
度
改
革
を
反
映
し
た
新
入

試
制
度
導
入
の
年
で
あ
り
、

本
学
に
お
い
て
も
入
試
制
度

の
変
更
や
新
設
を
伴
う
い
わ

ゆ
る
入
試
制
度
改
革
を
大
胆

に
実
施
す
る
年
と
な
る
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、本
学
は「
ど

の
よ
う
な
学
生
を
求
め
る

か
」そ
の
た
め
に「
ど
の
よ
う

な
制
度
で
」「
ど
の
よ
う
な

評
価
を
も
っ
て
」
入
試
を
実

施
し
て
い
く
か
、
こ
れ
ら
の

「
ど
の
よ
う
な
」
に
当
た
る

「
ポ
リ
シ
ー
」
を
具
体
化
し
、

広
く
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

入
試
実
施
、
広
報
に
反
映
さ

せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

さ
て
、こ
こ
で
改
め
て「
ポ

リ
シ
ー
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
ポ
リ
シ
ー
を
辞
書

で
調
べ
る
と「
方
針
」を
示
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
普

段
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ

て
い
る
言
葉
も
、
改
め
て
意

味
を
調
べ
て
み
る
と
深
く
考

え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

普
段
の
自
分
の
考
え
や
行
動

に
ポ
リ
シ
ー
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ

毎
日
を
な
ん
と
な
く
過
ご
し

て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
２
０

２
０
年
4
月
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
出
現
に
よ
り
世

界
中
が
大
混
乱
を
極
め
て
お

り
、
本
学
に
お
い
て
も
卒
業

式
、
入
学
式
の
中
止
に
始
ま

り
、
学
年
暦
に
お
い
て
も

様
々
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
ん
な
時
だ

か
ら
こ
そ
、
ポ
リ
シ
ー
を

も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
い

か
に
重
要
で
あ
る
か
改
め
て

感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

社
会
に
お
け
る
激
し
い
環

境
の
変
化
の
中
で
も
自
身
の

軸
と
な
る
ポ
リ
シ
ー
を
常
に

意
識
し
、そ
れ
に
対
し
て「
何

の
た
め
に
」「
誰
の
た
め
に
」

「
何
が
で
き
る
か
」を
考
え
な

が
ら
行
動
す
る
こ
と
が
自
身

に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

感
じ
な
が
ら
職
務
に
当
た
る

こ
と
を
心
が
け
た
い
と
思
う
。

（
入
学
セ
ン
タ
ー

�

入
試
係
長　

林　

雅
純
）

大
学
若
手
職
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

③
大
学
に
お
け
る
3
つ
の「
ポ
リ
シ
ー
」
に
つ
い
て

正
義
の
見
方

�

仏
教
学
非
常
勤
講
師
　
清
　
基
　
秀
　
紀
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「
世
の
な
か　

安
穏
な
れ
」

　

十
年
近
く
前
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。
本
学
キ
ャ
ン
パ

ス
の
い
く
つ
か
の
場
所
に
慎

ま
し
く
貼
ら
れ
て
い
る
「
世

の
な
か　

安
穏
な
れ
」
と
い

う
言
葉
に
ふ
と
足
が
止
ま

り
、
佇
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私

自
身
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で

被
災
し
、
そ
の
後
も
鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
や
豚
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
な
ど
が
流
行
り
、
折

し
も
東
日
本
大
震
災
で
想
像

も
つ
か
ぬ
大
災
害
に
見
舞
わ

れ
た
後
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
世
の
な
か
、
安
穏

で
あ
る
こ
と
が
決
し
て
当
た

り
前
で
は
な
く
、
ど
れ
ほ
ど

稀
で
貴
い
こ
と
な
の
か
、
思

わ
ず
頭
を
垂
れ
る
気
持
ち
に

な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
。
恥
ず
か
し
い
の
で
す

が
、
そ
れ
が
『
御
消
息
集
』

の
中
に
出
て
く
る
親
鸞
聖
人

の
言
葉
「
世
の
な
か
安
穏
な

れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
か
ら

と
ら
れ
、
七
五
○
回
大
遠
忌

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
こ
と

は
後
で
知
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
ま
た
、
新
し
い

令
和
の
時
代
に
な
っ
て
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
と
い
う
全
く
予
期
せ

ぬ
事
態
が
起
き
て
し
ま
い
ま

し
た
。
緊
急
事
態
宣
言
が
出

さ
れ
て
大
学
の
授
業
も
対
面

を
避
け
る
た
め
に
、
そ
の
対

応
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

疫
病
の
流
行
と
「
京
都
策
」

近
代
の
わ
が
国
の
特
筆
す
る

疫
病
を
振
り
返
る
と
、
コ
レ

ラ
が
初
め
て
日
本
に
伝
播
し

た
の
が
幕
末
の
１
８
２
２
年

（
文
政
5
）
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
強
い
伝
染
力
と

高
い
死
亡
率
で
人
々
に
大
変

恐
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
学
の
あ
る
京
都
で
も
１

８
７
７
（
明
治
10
）
年
か
ら

９
０
（
明
治
23
）
年
に
か
け

て
、
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
、

市
内
全
域
に
広
が
っ
て
犠
牲

者
が
多
数
に
の
ぼ
る
非
常
事

態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
少
し
前
、
１
８
６
９（
明

治
2
）
年
に
は
、
東
京
遷
都

が
決
定
的
な
事
実
と
な
り
、

二
条
城
を
中
心
と
し
て
維
新

政
府
の
首
都
建
設
に
強
い
希

望
を
抱
い
て
い
た
京
都
に
打

撃
を
与
え
た
時
期
で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
苦

境
か
ら
脱
す
る
た
め
、
京
都

は
新
た
な
近
代
化
に
向
け
た

施
策
を
打
ち
出
し
ま
す
。
京

都
の
衰
退
を
防
ぎ
、
復
興
を

図
る
た
め
の
諸
事
業
が
、
明

治
初
年
か
ら
大
正
期
に
か
け

て
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
期
か

ら
三
期
及
び
大
正
期
と
分
け

て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
一
括
し
て
「
京
都

策
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

中
で
も
注
目
さ
れ
る
事
業

の
一
つ
に
、
桓
武
天
皇
の
平

安
遷
都
か
ら
千
百
年
に
あ
た

る
１
８
９
５
年
に
合
わ
せ

て
、
そ
れ
ま
で
東
京
で
行
わ

れ
て
き
た
内
国
勧
業
博
覧
会

を
京
都
に
誘
致
し
、
平
安
遷

都
１
１
０
０
年
記
念
祭
並
び

に
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会

を
開
催
す
る
と
い
う
大
イ
ベ

ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

も
、
こ
の
１
８
９
０
年
代
は

コ
レ
ラ
だ
け
で
な
く
赤
痢
や

腸
チ
フ
ス
、
そ
の
他
の
伝
染

病
が
多
く
流
行
し
ま
し
た
。

当
然
、
記
念
祭
・
博
覧
会
に

向
け
て
衛
生
問
題
へ
の
関
心

も
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
伝

染
病
の
流
行
時
に
お
け
る
対

策
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
常

的
な
衛
生
の
あ
り
方
に
つ
い

て
議
論
が
重
ね
ら
れ
ま
し

た
。
記
念
祭
委
員
会
に
衛
生

部
が
設
け
ら
れ
、
行
政
主
導

の
「
公
衆
衛
生
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
こ

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
主
体
的

に
関
わ
っ
た
医
療
関
係
者
や

衛
生
家
と
行
政
と
の
間
に
は

大
き
な
乖
離
が
あ
り
、
充
分

な
体
制
を
整
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た

め
会
期
中
に
コ
レ
ラ
が
大
流

行
し
、
祇
園
祭
が
順
延
さ
れ

た
と
言
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
の
経

過
に
よ
っ
て
衛
生
思
想
が
普

及
し
、
伝
染
病
の
予
防
だ
け

に
留
ま
ら
ず
、
環
境
問
題
や

日
常
的
な
健
康
保
険
に
も
広

く
意
識
が
向
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。そ
れ
は
、

今
で
言
う
「
都
市
計
画
」
の

発
想
の
芽
生
え
で
も
あ
り
ま

し
た
。

	京
都
近
代
文
化
の
形
成
へ

　

ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
平
安
遷
都
１
１

０
０
年
記
念
祭
並
び
に
第
四

回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
会
場

と
な
っ
た
の
が
、
現
在
の
左

京
区
岡
崎
公
園
を
中
心
と
し

た
エ
リ
ア
で
す
。
京
都
観
光

を
代
表
す
る
エ
リ
ア
の
一
つ

で
も
あ
り
、
特
に
平
安
神
宮

は
平
安
時
代
か
ら
の
古
式
ゆ

か
し
い
神
社
の
よ
う
に
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
平
安
遷
都

１
１
０
０
年
記
念
祭
の
目
玉

と
な
っ
た
の
が
こ
の
平
安
神

宮
の
創
建
で
し
た
。
美
術
館

や
工
芸
館
、
工
業
館
、
機
械

館
、
水
産
館
な
ど
立
ち
並
ぶ

パ
ビ
リ
オ
ン
の
一
段
奥
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
博
覧
会
の
象
徴

と
し
て
建
設
（
設
計
、
伊
東

忠
太
）
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま

り
ま
だ
創
建
１
２
５
年
の
京

都
の
中
で
は
新
し
い
神
社
と

言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、１
９
３
３
年（
昭

和
8
）、
平
安
神
宮
の
大
鳥

居
の
東
側
に
昭
和
天
皇
の
即

位
の
大
礼
を
記
念
し
た
大
礼

記
念
京
都
美
術
館
（
現
京
都

市
京
セ
ラ
美
術
館
）
が
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
に
は
大

鳥
居
の
西
側
に
あ
っ
た
勧
業

館
別
館
が
国
立
近
代
美
術
館

別
館
（
現
京
都
国
立
近
代
美

術
館
）
と
し
て
、
北
側
に
京

都
会
館
（
現
ロ
ー
ム
シ
ア

タ
ー
京
都
）が
次
々
開
館
し
、

博
覧
会
跡
地
は
正
し
く
京
都

の
文
化
芸
術
の
発
信
拠
点
と

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
私
た
ち
に
馴
染
み
の

深
い
京
都
国
立
博
物
館
も
、

当
初
は
こ
の
勧
業
博
覧
会
の

開
幕
に
あ
わ
せ
て
開
館
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
く

つ
か
の
建
築
場
所
の
候
補
の

中
か
ら
最
終
的
に
「
旧
恭
明

宮
跡
地
」と
決
ま
っ
た
の
も
、

衛
生
問
題
か
ら
博
物
館
の
建

設
を
機
に
、
周
辺
の
環
境
整

備
に
寄
与
す
る
と
い
う
背
景

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
い
ま

す
。
そ
し
て
現
在
、
博
物
館

周
辺
は
外
資
系
の
大
手
ホ
テ

ル
が
並
び
、
三
十
三
間
堂
や

智
積
院
、
妙
法
院
と
一
体
と

な
っ
て
多
く
の
人
が
訪
れ
る

人
気
の
文
化
ス
ポ
ッ
ト
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
期
、
京
都
の
先
人
達

は
東
京
遷
都
に
よ
る
人
口
減

少
と
疫
病
の
流
行
と
い
う
逆

境
の
中
で
、
新
し
い
発
想
や

挑
戦
を
繰
り
返
し
、
世
界
か

ら
「
伝
統
の
中
に
新
し
い
文

化
が
生
ま
れ
る
都
市
」
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
る
近
代
文

化
を
創
り
出
し
て
き
ま
し

た
。

　

災
害
や
逆
境
は
、
一
人
ひ

と
り
に
生
活
や
社
会
の
あ
り

方
を
否
応
な
く
考
え
さ
せ
る

契
機
と
な
り
ま
す
。
私
は
、

改
め
て
「
世
の
な
か　

安
穏

な
れ
」
と
、
人
々
が
互
い
を

思
い
や
り
、
共
に
生
き
る
世

界
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
。

参
考
図
書

小
林
丈
広
『
近
代
日
本
と
公
衆

衛
生
─
都
市
社
会
史
の
試
み
』

雄
山
閣
出
版　

２
０
０
１
年

『
京
都
学
前
衛
都
市
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
京
都
展
』
京
都
国
立
近
代

美
術
館
編
集　

２
０
０
９
年

『
京
都
国
立
博
物
館
百
年
史
』

京
都
国
立
博
物
館
編
集　

１
９

９
７
年

こ
の
心し

ん

深
く
信
ぜ
る
こ
と
金こ

ん
 
ご
う剛

の
ご
と
く
な
る
に
よ
つ
て
、
一

切
の
異い

見け
ん

・
異い

学が
く

・
別べ

つ

解げ

・
別べ

つ

行ぎ
ょ
う

の
人に

ん

等ら

の
た
め
に
動ど

う

乱ら
ん

破は

壊え

せ
ら
れ
ず
。

（
善ぜ

ん

導ど
う

『
観か

ん

経ぎ
ょ
う

疏し
ょ

』）

法のことば

　

浄
土
真
宗
の
信
心
は
「
金
剛
」、
す
な
わ
ち
絶
対
に
壊
れ
な
い
も
の
に
喩
え

ら
れ
ま
す
。
金
剛
の
よ
う
な
信
心
は
、
浄
土
真
宗
と
異
な
る
考
え
を
持
つ
人

か
ら
も
乱
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　

で
は
も
し
、
卓
越
し
た
知
性
を
持
ち
尊
敬
も
さ
れ
て
い
る
人
物
が
、
浄
土

真
宗
の
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
否
定
し
た
ら
？　

実
際
に
あ
る
こ
と
で
す
。
あ

ん
な
優
秀
な
人
が
言
う
の
な
ら
ば
も
し
か
し
て
…
。

　

し
か
し
、
ど
れ
だ
け
優
秀
な
人
の
言
う
こ
と
で
も
、
こ
の
私
の
煩
悩
の
解

決
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
本
質
的
に
は
無
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
「
異

見
」
を
、「
煩
悩
に
迷
う
者
を
必
ず
救
う
」
で
丸
ご
と
上
書
き
し
て
し
ま
う
の

が
阿
弥
陀
仏
な
の
で
す
。
優
秀
な
人
の
名
前
で
動
揺
す
る
よ
う
な
私
の
心
は

金
剛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
の
救
い
が
、
も
う
、
お
話
に
な
ら
な
い

レ
ベ
ル
で
最
強
。
そ
れ
を
金
剛
と
い
う
の
で
す
。	

（
西　

義
人
）

災
害
と
京
都
の
近
代
文
化

�

発
達
教
育
学
部
教
授
　
山
　
野
　
て
る
ひ

『
朝あ
し
た

に
は
紅こ
う

顔が
ん

あ
り
て
』大

谷
光
真
著　

角
川
書
店　
　

二
〇
〇
三
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
�

　
「
心
の
乾
い
た
時
代
に
ど
う
生

き
る
か
。
や
さ
し
く
、
深
く
、
説

か
れ
た
宝
石
の
よ
う
な
書
で
あ

る
。
私
も
常
に
座
右
に
置
き
た
い

一
冊
だ
。」

　

こ
れ
は
、
こ
の
書
物
の
帯
に
書

か
れ
て
い
る
五
木
寛
之
氏
の
言
葉

で
す
。

　

こ
の
書
物
は
、
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
第
二
十
四
代
門
主
・
大

谷
光
真
氏
が
書
か
れ
た
書
物
で

す
。
現
在
は
、
前
門
主
と
い
う
立

場
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ

の
書
物
が
発
行
さ
れ
た
時
は
、
ま

さ
に
、
現
役
の
御
門
主
と
し
て
活

動
さ
れ
て
い
た
時
期
で
し
た
。
御

門
主
と
言
え
ば
、
そ
の
宗
派
の

ト
ッ
プ
で
あ
り
、本
願
寺
派
に
は
、

本
願
寺
出
版
社
と
い
う
組
織
も

あ
る
の
で
、
通
常
、
御
門
主
の
書

物
は
、
そ
こ
か
ら
出
版
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
般
の
人
に
浄
土

真
宗
を
広
め
る
た
め
に
、あ
え
て
、

一
般
の
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ

た
、初
め
て
の
書
物
が
、こ
の
『
朝

に
は
紅
顔
あ
り
て
』
な
の
で
す
。

　
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
書
物
な

の
で
、
難
し
い
仏
教
用
語
は
使
わ

ず
、や
さ
し
く
仏
教
（
浄
土
真
宗
）

の
こ
こ
ろ
が
伝
わ
る
内
容
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

項
目
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、

「
人
は
な
ぜ
生
き
る
の
で
し
ょ
う
」

「
人
は
み
な
、
願
わ
れ
て
生
を
受

け
て
い
ま
す
」「
人
は
誰
で
も
、

自
分
に
都
合
よ
く
生
き
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
」「
鎧
を
脱
い
で

接
し
た
ら
、
世
の
な
か
は
ず
っ
と

生
き
や
す
い
」「
私
の
生
き
方
に
、

不
安
や
迷
い
が
生
じ
た
ら
…
」等
、

興
味
深
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
私
が
色
々
な
と
こ
ろ
で

紹
介
す
る
文
章
は
、「
善
人
と
は

誰
の
こ
と
で
す
か
？
」
と
い
う
と

こ
ろ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
話
で

す
。

　

そ
こ
に
は
、「
善
人
ば
か
り
の

家
庭
は
争
い
が
絶
え
な
い
」
と
い

う
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
少
し
お
か
し
い
気
が

し
ま
せ
ん
か
。
通
常
な
ら
、「
悪

人
ば
か
り
の
家
庭
は
争
い
が
絶
え

な
い
」
と
な
る
は
ず
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
悪
人
と
善
人
が
ひ
っ
く
り

返
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

続
い
て
、
あ
る
家
庭
で
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
、
な
ぜ
、「
善

人
ば
か
り
の
家
庭
は
争
い
が
絶
え

な
い
」
の
か
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る

と
と
も
に
、
私
の
あ
り
方
が
、
振

り
返
ら
さ
れ
ま
す
。

「
こ
の
書
物
が
、
あ
わ
た
だ
し
く

過
ぎ
て
ゆ
く
日
々
、
あ
る
い
は
、

何
か
物
足
り
な
く
過
ぎ
て
ゆ
く

日
々
を
振
り
返
り
、
生
き
る
意
味

や
喜
び
を
見
い
だ
し
て
下
さ
る

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
私
の
本
望
で

す
。」

と
、
あ
と
が
き
に
あ
り
ま
す
。

　

や
さ
し
く
読
め
て
、
深
く
考

え
さ
せ
ら
れ
る
、
お
勧
め
の
一
冊

で
す
。	

（
小
池　

秀
章
）

シリーズ：東山から発信する京都の歴史と文化㉒
テ ー マ：中世の東北・南九州と京都

　開催日　10月10日（第二土曜日）
　第一部　13：00～14：30
　　　　　「イオウガシマ、キカイガシマ、琉球を見る目」
　　　　　講師　ラ・サール学園教諭
　　　　　　　　永山　修一　氏
　第二部　15：00～16：30
　　　　　「宮城県で見つかった京都の中世」
　　　　　講師　東北大学大学院教授
　　　　　　　　柳原　敏昭　氏
　場　所　Ｂ501
※当該公開講座は毎年 6 月に開催していますが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、日程を上記の通
り変更しました。

　　なお、今後の国内や本学の状況によりましては、開
催が取り止めとなる場合があります。その場合は、大
学ホームページ・京女ポータルにてお知らせします。

宗教・文化研究所公開講座（ご案内）

お知らせ




