
政
治
家
が
書
を
認
め
る
心
理
の
探
求

　

私
が
師
事
し
て
い
た
井
出
正
一
元
厚
相
は
、
大
臣

室
に
石
橋
湛
山
首
相
の
扁へ
ん
が
く額

を
掲
げ
て
い
ま
し
た
。

ご
尊
父
一
太
郎
先
生
は
、
石
橋
内
閣
の
農
相
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
ご
本
人
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
。「
和
而

不
同
」こ
そ
が
民
主
主
義
と
個
人
主
義
の
真
髄
と
断

じ
て
い
ま
す
。
こ
の
扁
額
に
は
、
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
橋
湛
山
は
戦
時
中
に

小
日
本
主
義
を
主
張

し
た
り
、
首
相
退
任

後
に
周
恩
来
首
相
と

会
談
し
「
日
中
米
ソ
平

和
同
盟
」
を
提
唱
す
る

な
ど
独
自
の
発
想
で

世
に
あ
ら
が
い
な
が
ら

も
和
を
重
ん
じ
た
人

物
で
す
。
当
時
の
井

出
大
臣
が
こ
の
扁
額

を
大
切
に
し
て
い
る
心

境
も
石
橋
湛
山
の
伝

え
た
い
思
い
も
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
関
係
に
心
動
か
さ

れ
た
こ
と
か
ら
以
来
、

私
は
政
治
家
の
認し
た
た

め

た
書
を
鑑
賞
す
る
こ

と
、
そ
し
て
収
集
す
る

こ
と
が
一
つ
の
趣
味
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

昭
和
天
皇
の
心
境
と
２
人
の
側
近
が 

筆
に
込
め
た
思
い
…

　

私
が
最
も
大
切
に
し
て
い
る
書
の
一
つ
に
鈴
木

貫
太
郎
の「
四し
か
い
け
い
て
い

海
兄
弟
」が
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
16
年
９
月
６
日
。
御
前
会
議
で
帝
国
国
策

遂
行
要
領
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
わ
ず
か
な
可
能

性
を
残
し
な
が
ら
も
開
戦
の
方
向
性
が
決
定
さ

れ
た
時
で
し
た
が
、
そ
の
場
面
で
昭
和
天
皇
は
、

明
治
天
皇
の
御
製
を
読
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
《
四
方
の
海　

み
な
は
ら
か
ら
と　

思
ふ
世
に　

な
ど
波
風
の　

た
ち
さ
わ
ぐ
ら
む
》

　
「
四
方
の
世
界
は
み
な
同
胞
の
よ
う
に
思
っ
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
波
風
が
立
ち
騒
ぐ
の
だ
ろ
う
か
」

　

こ
の
御
製
は
、
日
露
戦
争
の
開
戦
直
前
に
明
治

天
皇
が
お
詠
み
に
な
っ
た
歌
で
す
。
そ
し
て
日
露

戦
争
勃
発
直
前
に
心
境
を
お
伝
え
に
な
る
た
め
に

発
せ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

鈴
木
貫
太
郎
は
、
昭
和
20
年
４
月
に
大
命
降

下
。
昭
和
天
皇
に
請
わ
れ
て
就
任
し
て
い
ま
す
。

極
め
て
困
難
な
終
戦
ま
で
の
道
筋
を
描
い
た
名
宰

相
で
す
。
鈴
木
貫
太
郎
の
采
配
に
つ
い
て
田
中
美

知
太
郎（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）の
表
現
を
借
り
れ

ば
「
僅
か
に
残
さ
れ
て
い
た
理
性
の
一
片
に
よ
る

正
気
の
政
治
決
断
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
に
そ
の
鈴
木
貫
太
郎

が
認
め
た「
四
海
兄
弟
」を
ご
縁
あ
っ
て
私
は
、
手

元
に
置
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
箱

書
き
に
は
、「
鈴
木
孝
子
識
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
口
に
膾か
い
し
ゃ炙

さ
れ
て
い
る
鈴
木
た
か
と
い
う
表
記

で
す
が
、
署

名
を
す
る
時

に
は
「
鈴
木

孝
子
」
と
し

て
い
ま
し

た
。
た
か
夫

人
は
、
菊
池
大
麓
帝
大
教
授
の
推
薦
に
よ
り
皇
孫

御
用
掛
と
な
り
、
後
の
昭
和
天
皇
と
な
る
迪
宮
さ

ま
の
教
育
係
を
務
め
た
方
で
す
。
４
歳
か
ら
14
歳

ま
で
の
御
用
掛
で
あ
り
昭
和
天
皇
ご
自
身
が
「
た

か
の
こ
と
は
母
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。」
と
鈴
木

貫
太
郎
に
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
夫

婦
と
も
ど
も
昭
和
天
皇
の
お
近
く
で
信
頼
関
係
を

築
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
二・二
六
事
件
で
は
、
鈴
木
貫
太
郎
侍
従

長
は
、
首
謀
者
の
１
人
で
あ
っ
た
安
藤
輝
三
隊
に

襲
わ
れ
ま
し
た
。
銃
弾
を
４
発
受
け
な
が
ら
も
九

死
に
一
生
を
得
て
い
ま
す
。
た
か
夫
人
が
医
者
を

手
配
し
ま
し
た
が
、
そ
の
手
配
の
際
、
宮
中
に
連

絡
し
そ
れ
が
結
果
的
に
は
昭
和
天
皇
へ
の
事
件
を

鈴木貫太郎� 出典：ウィキペディア・コモンズ
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伝
え
る
第
１
報
に
な
り
ま
し
た
。

　

鈴
木
た
か
箱
書
き
の
「
四
海
兄

弟
」
を
認
め
た
鈴
木
貫
太
郎
の
心

境
は
、
昭
和
天
皇
の
昭
和
16
年
９

月
６
日
の
心
境
を
推
し
量
り
な
が

ら
、
陛
下
の
思
い
に
寄
り
添
い
た

い
一
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。「
四
海
兄
弟
」
と
は
、
論
語
の
「
四
海

の
内
、
皆
兄
弟
な
り
」と
い
う
言
葉
で
は
あ
り
ま
す

が
、
私
は
箱
書
き
を
た
か
夫
人
が
認
め
て
い
る
こ

と
か
ら
自
分
自
身
の
推
理
に
行
き
着
い
た
の
で
す
。

『
東
郷
は
運
の
良
い
男
で
ご
ざ
い
ま
す
』

　

私
が
も
う
一
つ
大
切
に
し
て
い
る
書
に
東
郷
平

八
郎
元
帥
の『
自
彊
不
息
也
』が
あ
り
ま
す
。
五
経

の
易
経
に
あ
る
言
葉
で
～
自
ら
進
ん
で
励
み
怠
ら

な
い
～
と
い
う
意
味
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
扁
額

や
色
紙
に
も
度
々
目
に
す
る
言
葉
で
、
犬
養
木
堂

や
三
島
由
紀
夫
も
選
ん
で
い
る
言

葉
で
す
。
し
か
し
、
東
郷
は
、『
也
』

と
い
う
文
字
を
加
え
て
い
ま
す
。

「
…
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

私
は
、
こ
れ
に
は
、
主
語
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。

　

東
郷
は
、
日
露
戦
争
開
戦
の
前
の
年
の
１
９
０
３

年
に
連
合
艦
隊
司
令
長
官
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
、
東
郷
55
歳
。
明
治
天
皇
は
、
東
郷
は
少

し
年
齢
が
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
ご
下
問

を
な
さ
れ
る
と
山
本
権
兵
衛
海
軍
大
臣
は
、「
東

郷
は
運
の
良
い
男
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
た
と

い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
日
本
海

海
戦
で
当
時
世
界
屈
指
の
戦
力
を
誇
っ
た
ロ
シ
ア

帝
国
海
軍‒

バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
を
粉
砕
し
ま
し

た
。
こ
の
強
運
の
持
ち
主
に
よ
っ
て
日
本
の
運
命

が
定
ま
っ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
が
手
元
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
こ
の
「
自
彊

不
息
也
」
に
は
、
認
め
ら
れ
た
年
を
示
す
記
述
が

あ
り
ま
す
。「
大
正
丙
寅
」
が
そ
れ
で
す
。
十
干

十
二
支
で
示
さ
れ
た
年
は
、
１
９
２
６
年
大
正
15

年
。
大
正
最
後
の
年
で
す
が
、
東
郷
に
と
っ
て
特

別
な
年
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
年
、
東
郷
は
大
勲

位
菊
花
章
頸け
い
し
ょ
く
飾
を
授
与
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
は
東
郷
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
紐ひ
も
と解
く
作
業
を
重

ね
る
中
で
一
つ
の
推
論
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。
東

郷
は
、
運
が
良
い
と
言
わ
れ
続
け
た
こ
と
を
潔
し

と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
…
。
そ
し
て

こ
の『
自
彊
不
息
也
』の
主
語
は『
我
人
生
』で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
は
自
分
の
こ
と
を

運
が
良
い
と
言
う
け
れ
ど
、
よ
わ
い
78
を
迎
え
、

自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
「
自
彊
不
息
～
自
ら
進

ん
で
励
み
怠
ら
な
い
人
生
～
」
で
あ
っ
た
と
大
勲

位
を
頂
戴
す
る
と
き
に
ひ
そ
か
に
伝
え
た
い
気
持

ち
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

東
郷
に
は
こ
ん
な
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。
思

慮
深
く
重
厚
に
し
て
寡
黙
な
イ
メ
ー
ジ
が
東
郷
に

は
あ
り
ま
す
が
、
若
い
頃
、
維
新
の
三
傑
に
数
え

ら
れ
る
大
久
保
利
通
に「
東
郷
は
口
数
が
多
い
」と

𠮟し
っ
せ
き責

さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
以
来
、
口
を
慎
み

多
く
の
人
々
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
遷
し
て

い
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
で
あ
る
が
故
に
『
我
人

生
自
彊
不
息
也
』
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
に
込

め
る
に
と
ど
め
、
口
に
す
る
こ
と
を
控
え
た
の
で

は
な
い
か
と
…
。
し
か
し
、
重
ね
た
研
鑽さ
ん

を
理
解

し
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
も
何
ら
不

思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

時
代
を
超
え
、
私
が
佐
久
市
長
と
し
て
全
国
市

長
会
機
関
誌『
市
政
』と
い
う
格
式
高
き
誌
面
に
寄

稿
す
る
こ
と
で
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
東
郷
元
帥
が
、

「
わ
が
意
を
得
た
り
」
と
ほ
く
そ
笑
ん
で
く
だ
さ
れ

ば
、
私
の
望
外
の
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

四海兄弟の掛軸箱
鈴木貫太郎首相夫人にして、皇孫御用
掛であった鈴木たか。箱書の署名は鈴
木孝子と認めている。
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