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評

論
廣
瀬
淡
窓
と
そ
の
世
界

『
学
制
ノ
議
』
を
め
ぐ
っ
て

原

千

里

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
八
月
三
日
、
『
学
制
』
が
発
布
さ
れ
た
。

そ
の
前
年
、
明
治
政
府
は
一
二
名
の
学
制
取
調
掛
を
任
命
。
文
部
卿

（
大
臣
）
は
佐
賀
藩
出
身
の
大
木
喬
任

た
か
と
う

。
文
部
大
輔
（
次
官
）
は
、

同
藩
の
江
藤
新
平
で
あ
っ
た
。
淡
窓
の
高
弟
長
三
洲
（
大
学
少
丞
制

度
局
、
三
十
九
歳
）
が
、
そ
れ
ら
の
学
制
取
調
掛
の
中
に
い
た
。

長
三
洲
は
「
学
制
原
案
」
の
作
成
に
あ
た
っ
て
『
学
制
五
篇
』
を

起
草
す
る
な
ど
、
大
き
な
働
き
を
し
た
。
だ
が
、
文
部
卿
大
木
喬
任

が
中
心
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
す
る
説
や
、
箕
作
麟
祥
が
主
務
だ
っ

た
と
の
主
張
も
あ
る
。
用
語
の
不
統
一
も
あ
り
、
分
担
さ
れ
た
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
。

長
三
洲
は
『
学
制
五
篇
』
を
起
草
す
る
に
あ
た
り
、
第
四
代
咸
宜

園
主
廣
瀬
林
外
に
助
言
を
求
め
た
。
そ
の
求
め
に
応
じ
て
書
き
送
ら

れ
た
も
の
が
『
学
制
ノ
議
』
で
あ
る
。

長
三
洲
は
『
学
制
ノ
議
』
を
「
叩
き
台
」
と
し
て
『
学
制
五
篇
』

を
起
草
し
た
。
だ
が
、
現
存
し
て
い
な
い
。
関
東
大
震
災
で
焼
失
し

た
と
い
う
。
し
か
し
、
『
学
制
』
と
『
学
制
ノ
議
』
は
、
多
く
の
点

で
重
な
る
。
『
天
秤
宮
』
三
九
号
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
『
学
制

ノ
議
』
、
『
学
制
五
篇
』
、
『
学
制
』
の
構
図
を
否
定
で
き
な
い
。

廣
瀬
資
料
館
館
長
で
あ
っ
た
故
安
藤
政
則
氏
は
、
「
明
治
の
学
制

は
、
咸
宜
園
の
塾
生
た
ち
が
つ
く
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
」

と
、
生
前
証
言
。
林
外
が
、
『
学
制
ノ
議
』
を
書
き
送
る
に
あ
た
り
、

塾
生
に
も
意
見
を
求
め
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

九
州
出
身
の
大
木
喬
任
、
江
藤
新
平
、
そ
し
て
長
三
洲
が
『
学
制
』

制
定
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
か
ら
、
日
田
県
知
事
松
方
正

義
（
後
の
首
相
、
財
務
大
臣
）
が
「
『
学
制
』
は
九
州
か
ら
始
ま
っ

た
」
と
述
べ
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
。

「
『
学
制
』
に
は
、
淡
窓
・
咸
宜
園
の
教
育
理
念
や
手
法
も
長
三

洲
を
通
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
」
と
言
え
る
。
『
学
制
五
篇
』
に
加

筆
し
、
修
正
を
加
え
た
も
の
が
『
学
制
』
で
あ
る
と
の
見
方
も
可
能
。

『
学
制
』
は
六
編
。
だ
が
、
長
三
洲
の
『
学
制
五
篇
』
に
は
「
海
外

留
学
規
則
」
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
長
三
洲
は
海
外
留
学
の
経
験

が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
経
験
が
あ
る
箕
作
麟
祥
や
内
田
正
雄

が
「
海
外
留
学
規
則
ノ
事
」
を
加
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
学
制
』
は
、
①
大
中
小
学
区
ノ
事
②
学
校
ノ
事
③
教
員
ノ
事
④

生
徒
及
ビ
試
業
ノ
事
⑤
学
費
ノ
事
⑥
海
外
留
学
規
則
ノ
事
―
を
構
成

内
容
と
し
て
い
る
。
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『
学
制
ノ
議
』
を
大
ざ
っ
ぱ
に
要
約
す
る
と
①
府
県
立
学
校
、
私

立
学
校
の
長
所
と
短
所
を
互
い
に
補
い
合
う
こ
と
に
つ
い
て
②
新
し

い
時
代
に
即
応
し
た
教
育
科
目
と
教
科
書
が
多
量
に
必
要
な
こ
と
に

つ
い
て
③
府
県
有
志
の
向
学
心
と
、
郷
兵
教
育
、
教
育
施
設
に
つ
い

て
④
奨
学
金
制
度
確
立
の
必
要
性
に
つ
い
て
⑤
学
校
図
書
の
公
費
負

担
に
つ
い
て
⑥
私
立
学
校
振
興
（
助
成
）
資
金
に
つ
い
て
⑦
人
材
登

用
の
た
め
の
国
家
試
験
制
度
に
つ
い
て
⑧
政
教
一
致
文
武
一
途
に
つ

い
て
⑨
国
家
任
用
制
度
に
つ
い
て
⑩
教
員
養
成
に
つ
い
て
―
と
な
る
。

こ
こ
で
、
『
学
制
ノ
議
』
の
現
代
語
訳
を
通
し
て
も
う
少
し
詳
し

く
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
。

『
学
制
ノ
議
』
（
現
代
語
訳
）

一

今
お
お
い
に
学
術
（
の
必
要
性
）
を
明
ら
か
に
し
、
才
能
あ

る
有
為
の
人
を
育
て
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
全
国
の

府
県
に
学
校
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

学
校
に
は
官
と
私
の
区
別
が
あ
る
。
こ
の
二
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ

長
所
と
短
所
が
あ
る
。

官
学
の
短
所
は
、
師
た
る
者
の
と
る
べ
き
道
が
尊
敬
さ
れ
な

い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
教
え
子
は
国
家
か
ら
世
話
を
任
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
た
だ
し
た
り
せ
め
た

り
し
に
く
く
、
ま
た
同
僚
も
い
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
に
も
（
教
育

に
か
か
わ
る
）
さ
ま
ざ
ま
な
役
人
も
い
て
、
権
限
が
多
方
面
に

分
散
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
何
を
す
る
に
し
て
も
規
則
や
法
律

に
縛
ら
れ
、
教
え
導
く
こ
と
も
自
分
の
思
う
よ
う
に
し
に
く
い
。

教
え
子
も
、
教
師
は
国
か
ら
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず

し
も
心
か
ら
服
従
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
教
師
も
教
え
子
も
、

お
互
い
に
そ
う
呼
び
合
っ
て
接
す
る
だ
け
で
、
教
師
の
威
勢
は

自
然
に
内
容
の
な
い
上
辺
だ
け
の
文
章
や
み
え
に
頼
る
傾
向
が

強
く
な
り
、
実
際
の
職
務
を
遂
行
し
に
く
い
こ
と
は
官
学
に
共

通
し
て
見
ら
れ
る
弊
害
で
あ
る
。
私
学
の
場
合
は
、
教
え
子
が

そ
の
教
師
を
信
じ
な
け
れ
ば
（
学
び
に
）
来
な
い
。
来
た
と
し

て
も
（
永
く
は
）
留
ま
ら
な
い
。
留
ま
る
者
は
皆
、
そ
の
教
師

を
信
じ
る
者
な
の
で
、
規
則
も
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
た
だ
し
た
り
せ
め
た
り
す
る
こ
と
も
自
由
に
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
師
た
る
者
の
と
る
べ
き
道
が
尊
敬
さ
れ
権
限
が
あ
る

こ
と
は
、
官
学
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

二

し
か
し
、
現
在
の
学
問
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
で
は
な
い
。
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
大
体
漢
籍
（
を
学
ぶ
）
だ
け
で
事
足
り

て
い
た
が
、
今
の
学
問
は
国
内
の
こ
と
に
つ
い
て
は
国
学
を
基

本
と
し
、
国
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
五
大
陸
の
情
勢
に
通
じ
、

ま
た
人
材
を
役
に
立
つ
よ
う
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
、
天

文
、
地
理
、
兵
法
、
水
利
等
ま
で
も
、
研
究
し
な
い
で
は
す
ま

さ
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
書
籍
も
豊
富
に
な
い
と
学
問
も
完
成

し
な
い
。

三

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
学
生
（
の
勉
強
）
は
、
だ
い
た
い
読
書
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だ
け
で
、
こ
れ
で
も
っ
て
一
人
前
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く

志
が
少
な
く
、
た
だ
余
暇
に
任
せ
て
す
る
仕
事
で
あ
っ
て
昔
の

物
事
を
考
え
調
べ
る
こ
と
な
の
で
、
学
ぶ
者
も
少
な
い
。
今
は

学
校
で
人
材
を
育
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
ま
ず
府
県
の
志
あ
る
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
村
長
、
庄
屋

に
至
る
ま
で
、
み
な
向
学
心
に
燃
え
て
い
る
。
ま
た
府
県
に
は

郷
兵
が
い
る
。
い
ま
年
少
の
仲
間
を
集
め
、
い
き
な
り
人
を
殺

す
武
器
を
与
え
、
人
を
殺
す
こ
と
を
教
え
る
だ
け
で
は
、
こ
れ

ら
の
善
良
な
民
を
統
率
し
て
国
家
に
対
す
る
反
乱
者
と
す
る
こ

と
に
な
る
。
だ
か
ら
郷
兵
は
必
ず
学
校
に
は
い
っ
て
、
人
と
し

て
の
正
し
い
筋
道
を
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
諸

藩
も
み
な
学
問
を
尊
ぶ
べ
き
時
勢
な
の
で
、
藩
士
の
入
学
も
多

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
校
舎
も
そ
れ
に
応
じ

て
広
く
大
き
く
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

四

ま
た
こ
れ
ま
で
の
学
生
は
、
才
能
が
あ
り
、
志
が
あ
り
、
必

ず
や
将
来
の
大
器
と
な
る
で
あ
ろ
う
者
も
、
学
資
に
窮
し
て
、

そ
の
志
を
果
た
せ
ず
、
そ
の
業
績
を
全
う
で
き
な
い
者
も
多
い
。

い
ま
天
子
（
国
家
）
の
た
め
に
真
の
人
材
を
造
ろ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
連
中
の
学
費
を
援
助
す
べ
き
で
あ
る
。

五

そ
れ
故
に
書
物
を
集
め
、
学
校
（
図
書
館
）
を
新
築
し
、
志

の
あ
る
者
を
養
成
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
学
術
振
興
の
基
本

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
資
金
力
の
あ
る
な
し
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
官
校
の
場
合
は
、
こ
の
三
者
（
教

材
、
施
設
、
教
育
）
す
べ
て
を
公
費
で
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
で
比
較
す
る
と
き
は
、
官
学
と
私
学
の
長
所
と
短
所
が

あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

六

だ
か
ら
、
い
ま
大
い
に
学
問
の
気
風
を
発
揮
し
、
盛
ん
に
人

材
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
官
学
と
私
学
の
長
所
を
取

り
入
れ
、
そ
の
短
所
を
除
く
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
。
も
し
、
官

学
を
中
心
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
生
に
権
威
を
与
え
る
こ
と

で
あ
る
。
私
学
を
中
心
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
費
で
負
担
す

る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
の
一
部
を
実
行
す
る
な

ら
ば
官
学
も
私
学
も
と
も
に
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

い
ま
試
み
に
私
学
を
中
心
と
す
る
説
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、

私
学
に
紙
幣
を
貸
し
与
え
、
年
賦
で
返
済
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

そ
の
利
子
で
書
籍
を
購
入
し
、
校
舎
を
新
築
し
、
立
派
な
人
間

を
養
成
す
る
資
金
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
公
費
負
担
の
多
い
少
な

い
の
基
準
は
、
府
県
（
の
財
政
状
況
）
に
よ
っ
て
差
が
で
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
平
安
時
代
の
勧
学
田
が
残
し

た
理
想
で
あ
る
。

七

そ
う
し
て
官
私
の
学
校
の
人
材
で
、
国
の
た
め
に
役
立
つ
者

が
い
れ
ば
、
季
節
ご
と
に
そ
の
先
生
か
ら
姓
名
を
府
県
に
届
け

出
て
も
ら
い
、
府
県
で
試
験
を
実
施
し
役
人
か
ら
村
長
、
庄
屋

に
任
命
し
、
そ
の
内
格
別
に
（
力
量
に
）
差
の
あ
る
者
、
及
び

諸
藩
の
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
て
も
、
国
家
の
た
め
に
役
に
立
つ

者
は
、
府
県
か
ら
都
に
届
け
出
、
都
で
試
験
を
行
い
、
そ
の
才
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能
の
優
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
て
用
い
る
な
ら

ば
、
世
の
中
の
人
で
国
の
た
め
に
そ
の
力
を
発
揮
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
み
な
学
問
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
学
問
も
必

ず
役
に
立
つ
も
の
を
中
心
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の

古
い
時
代
の
、
人
材
を
採
用
す
る
法
で
あ
る
。

八

そ
の
う
え
に
国
の
役
人
は
み
な
学
問
を
修
め
、
兵
卒
も
み
な

学
校
に
入
る
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
治
世
と

教
育
の
一
致
、
文
武
両
道
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
復
古
の

道
で
あ
る
。
最
近
、
水
戸
の
弘
道
館
、
長
州
の
明
倫
館
な
ど
は
、

治
教
文
武
を
学
校
に
任
せ
て
、
（
そ
こ
か
ら
）
人
材
を
世
に
出

す
よ
う
に
し
た
た
め
に
、
知
識
人
の
気
風
が
盛
ん
に
な
り
、
人

材
が
輩
出
し
た
の
は
そ
の
兆
候
で
あ
る
。

九

こ
の
よ
う
に
な
れ
ば
官
学
の
教
師
（
の
罪
）
を
論
ず
る
必
要

は
な
い
。
私
学
の
教
師
と
い
え
ど
も
、
す
で
に
政
府
の
役
に
立

つ
と
き
は
、
す
な
わ
ち
政
府
の
役
人
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

そ
の
人
物
や
学
業
の
優
れ
て
い
る
か
否
か
と
、
そ
の
育
て
上
げ

た
人
物
の
多
い
少
な
い
に
従
い
、
そ
れ
相
応
の
爵
位
と
俸
禄
を

与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
私
学
の
教
師
に
対
し
て
、
世

間
は
た
だ
文
章
の
読
み
方
の
教
師
を
期
待
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
役
に
立
た
な
い
者
と
し
て
諸
々
の
職
人
や
芸
人
と
同
等
の

地
位
に
置
か
れ
て
い
る
。
（
こ
れ
で
は
）
ど
う
し
て
教
育
の
道

を
す
す
ん
で
引
き
受
け
、
世
の
中
の
人
材
を
育
て
完
成
さ
せ
る

こ
と
を
（
教
師
に
）
望
め
よ
う
か
。
そ
の
地
位
が
貴
け
れ
ば
そ

の
道
も
従
っ
て
貴
く
、
そ
の
責
任
が
重
け
れ
ば
、
そ
の
効
果
も

従
っ
て
大
き
く
な
る
こ
と
は
必
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
学
問
の
気
風
が
盛
ん
に
な
ら
ず
、
人
材
が
輩
出
し

な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
ま
だ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

十

し
か
し
、
結
局
は
教
師
そ
の
人
（
に
優
れ
た
人
材
）
を
獲
得

す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
師
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
な
け
れ

ば
、
立
派
な
儀
式
や
優
れ
た
法
律
も
、
む
だ
に
な
り
よ
く
行
わ

れ
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
府
県
の
役
目
は
優
れ
た
教
師
を
選
択

す
る
こ
と
で
あ
る
。
優
れ
た
教
師
を
獲
得
し
て
し
ま
え
ば
、

（
か
れ
に
）
任
せ
て
仕
事
を
立
派
に
や
り
あ
げ
る
よ
う
に
要
求

す
る
こ
と
で
あ
る
。
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