
こ
こ
で
の
主
題
は
、
吉
田
松
陰
衾
醒
一
○
ｌ
華
極
孟
九
）
に
お
け
る
「
歴
史
」
の

意
識
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
だ
か
ら
歴
史
意
識
と
い
う

言
葉
を
厳
密
な
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
歴
史
理
論
的
な
こ
と

を
考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
吉
田
松
陰
が
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、

そ
れ
は
ま
た
松
陰
の
ど
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
導
び
き
出
さ
れ
、
何
を
規
定
し

て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
主
な
関
心
が
在
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら

く
松
陰
の
歴
史
の
意
識
は
、
幕
末
の
精
神
の
在
り
様
を
示
す
一
つ
の
。
〈
タ
ー
ン

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

松
陰
が
歴
史
に
つ
い
て
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
嘉
永
四
年
（
一
八

五
一
）
の
第
一
回
目
の
江
戸
遊
学
中
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
松

陰
は
す
で
に
六
才
か
ら
家
学
で
あ
る
山
鹿
流
兵
学
師
範
た
る
べ
く
義
務
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
兵
学
が
中
心
的
な
学
問
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
九
州
遊
歴
を
経
て
、
こ
の
江
戸
遊
学
に
至
り
松
陰
の
意
識
が
多
様

化
し
て
く
る
。
同
年
八
月
、
兄
杉
梅
太
郎
宛
の
書
簡
中
に
、
「
是
れ
迄
學
問
迎

吉
田
松
陰
の
歴
史
意
識

水
戸
学
と
の
関
連
に
お
い
て
Ｉ

も
何
一
つ
出
來
候
事
之
れ
な
く
、
僅
か
に
字
を
識
り
候
迄
に
御
座
候
。
夫
れ
故

方
寸
錯
凱
如
何
ぞ
や
」
と
あ
る
が
、
松
陰
自
身
の
生
き
方
に
対
す
る
昏
迷
状
態

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
陰
は
つ
づ
け
て
、
「
先
づ
歴
史
は
一
つ
も
知
り
申

さ
ず
、
此
れ
を
以
て
大
家
の
説
を
聞
き
候
虚
、
本
史
を
讃
ま
ざ
れ
ば
成
ら
ず
、

通
鑑
や
綱
目
位
に
て
は
垢
ぬ
け
申
さ
ざ
る
由
。
二
十
一
史
亦
浩
瀞
な
る
か
な
。

頃
日
と
ぼ
と
ぼ
史
記
よ
り
始
め
申
し
候
」
と
あ
り
、
そ
の
思
想
的
混
迷
の
う
ち

に
歴
史
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
武
士
の
一
般
教
養
の

一
つ
と
し
て
の
歴
史
へ
の
関
心
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
云
え
よ
う
。
そ
し
て
、
松

陰
の
思
想
形
成
の
過
程
で
歴
史
が
決
定
的
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
脱
藩
後
、
東
北
行
の
最
初
の
訪
問
地
水
戸
で
の
経
験
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

「
嘗
て
彼
の
東
北
日
記
の
原
稿
を
見
る
に
、
其
の
表
紙
の
裏
面
に
、
細
字
を

以
て
『
六
國
史
』
云
々
と
凱
抹
せ
る
も
の
あ
り
。
是
れ
彼
か
水
戸
に
來
り
て
、

２

自
家
の
邦
典
に
明
か
な
ら
さ
る
を
槐
ち
、
發
憤
以
て
之
れ
を
誌
せ
し
也
」
と
徳

富
蘇
峰
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
松
陰
に
と
っ
て
会
沢
正
志
斎
衾
鋤
と
ｌ
改
仏
一
三
）

や
豊
田
天
功
衾
坐
五
一
認
延
ら
後
期
水
戸
学
派
と
の
超
遁
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
た
と
え
ば
正
志
斎
を
訪
れ
た
際
、
「
水
府
の
風
、
他
邦
の
人
に
接
す

露
口
卓
也

○



る
に
款
待
甚
だ
渥
く
、
歓
然
と
し
て
欣
び
を
交
へ
、
心
胸
を
吐
露
し
て
隠
匿
す

る
所
な
し
。
會
々
談
論
の
蕊
く
べ
き
も
の
あ
れ
ば
、
必
ず
筆
を
把
り
て
之
れ
を

３

記
す
。
是
れ
其
の
天
下
の
事
に
通
じ
、
天
下
の
力
を
得
る
所
以
か
」
と
い
う
印

象
や
、
ま
た
水
戸
を
去
る
際
の
「
四
海
皆
兄
弟
、
天
涯
比
隣
の
如
し
。
吾
れ
山

は
て

陽
の
陳
に
生
れ
、
來
っ
て
東
海
の
濱
に
遊
ぶ
。
長
刀
快
馬
三
千
里
、
路
を
迂
げ

て
水
城
に
先
づ
君
を
訪
ふ
。
一
見
天
を
指
し
て
肝
謄
を
吐
き
、
交
際
何
ぞ
論
せ

４

ん
蕾
と
新
と
を
」
と
い
う
詩
を
通
じ
て
ゑ
ら
れ
る
よ
う
な
同
胞
意
識
と
国
家
意

識
を
壌
夷
主
義
か
ら
の
連
結
上
で
得
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
水
戸
で
の
体
験
が
彼
の
国
史
へ
の
自
覚
的
な
関
心
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

帰
藩
後
、
閉
居
中
の
「
睡
餘
事
録
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
の
は
、
そ
の
体
験
の

端
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
自
皇
國
に
生
れ
て
、
皇
國
の
皇
國

た
る
を
知
ら
ず
ん
ば
、
何
を
以
て
天
地
に
立
た
ん
。
故
に
先
づ
日
本
書
紀
三
十

巻
を
讃
み
、
之
れ
に
繼
ぐ
に
続
日
本
紀
四
十
巻
を
以
て
す
。
其
の
間
、
古
昔
四

し
よ
う
ふ
く

夷
を
攝
服
せ
し
術
に
し
て
後
世
に
法
と
す
べ
き
も
の
あ
れ
ば
、
必
ず
抄
出
し
て

５

之
れ
を
録
し
、
名
づ
け
て
皇
國
雄
略
と
爲
せ
り
」
と
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き

た
い
の
は
、
松
陰
の
右
の
よ
う
な
国
史
へ
の
熱
情
が
西
欧
諸
国
の
度
重
な
る
日

本
来
航
と
い
う
政
治
状
況
に
起
因
す
る
撰
夷
意
識
を
バ
ネ
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
松
陰
の
歴
史
意
識
の
自
覚
は
、
山
鹿
流
兵
学
師
範
の
た
め
の
英

才
教
育
を
経
、
「
武
士
の
一
身
成
立
覚
束
な
き
」
状
態
の
な
か
か
ら
、
水
戸
学

や
政
治
状
況
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
問
題
と
す
る
時
期
は

自
ら
限
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
○
）
松
陰
一
二
才
の
九
州

遊
歴
に
は
じ
ま
り
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
三
○
才
、
江
戸
伝
馬
町
に
刑
死

す
る
ま
で
で
あ
り
、
松
陰
の
短
い
一
生
の
う
ち
の
最
も
激
し
い
活
動
期
に
あ
た

る
。
こ
の
わ
ず
か
の
時
期
に
、
脱
藩
、
海
外
密
航
、
野
山
獄
・
松
下
村
塾
の
教

育
等
々
と
い
う
凝
縮
し
た
実
践
が
在
る
。
そ
の
狂
的
な
実
践
を
さ
さ
え
た
の

は
、
一
つ
に
は
松
陰
の
歴
史
意
識
で
あ
っ
た
。

あ
ら
か
じ
め
松
陰
の
歴
史
意
識
の
性
格
を
整
理
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ

る
。

一
つ
に
は
、
「
普
天
率
士
、
王
臣
王
土
に
非
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
有
名
な
命

題
を
絶
対
的
な
歴
史
の
価
値
と
し
て
自
覚
し
て
ゆ
く
よ
う
な
性
格
で
あ
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
性
格
は
水
戸
学
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
り
、

松
陰
の
天
皇
観
も
こ
こ
を
素
地
と
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
二
つ
に
は
、
「
吾

６

れ
常
に
史
を
讃
み
古
人
の
行
事
を
看
て
、
志
を
励
ま
す
こ
と
を
好
む
」
と
松
陰

自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
性
格
は
松
陰
の
実
践
性
と
深

く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
静
態
的
な
理
論
の
体
系
化
よ
り
も
動
的
な
行
為
の
事
蹟

に
こ
そ
、
よ
り
倫
理
的
な
、
己
れ
の
精
神
を
か
け
た
教
訓
を
も
つ
の
で
は
な
い

か
、
と
い
っ
た
歴
史
把
握
で
あ
っ
た
。
前
者
が
主
に
松
陰
の
国
家
、
政
治
へ
の

関
わ
り
方
を
、
後
者
が
よ
り
自
己
と
の
関
わ
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
歴
史
」
を
通

じ
て
示
し
て
い
る
と
要
約
で
き
よ
う
が
、
こ
の
二
つ
の
性
格
は
、
歴
史
事
象
の

相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
松
陰
の
認
識
し
・
ヘ
ル
に
お
い
て
は
。
〈
ラ
レ
ル
な
関
係

に
あ
る
も
の
で
、
こ
の
二
つ
の
性
格
を
。
〈
ラ
レ
ル
に
把
握
す
る
意
識
に
、
こ
の

テ
ー
マ
の
本
来
の
目
的
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
松
陰
の
歴
史
意
識
を
一
般
化
す
る
た
め
に
も
、
ど
う
し
て
も
水
戸

学
の
国
体
論
を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
松
陰
の
「
歴

史
」
の
自
覚
の
契
機
に
な
っ
た
の
は
水
戸
学
で
あ
り
、
そ
の
一
般
化
と
は
幕
末

の
精
神
史
か
ら
み
た
類
似
性
が
顕
著
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
し
ず
め

７

松
陰
の
「
余
深
く
水
府
の
學
に
服
す
。
謂
へ
ら
く
、
淋
州
の
道
斯
に
在
り
」
と

一
一
一
一



一
一

『
講
孟
余
話
』
を
め
ぐ
っ
て
の
有
名
な
山
県
太
華
衾
罰
止
遁
砥
井
）
と
の

論
争
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。
太
華
が
「
國
贈
と
云
ふ
こ
と
、
宋

時
の
書
な
ど
に
往
々
之
れ
あ
り
、
我
が
邦
の
書
に
は
未
だ
見
當
ら
ず
。
水
府
に

於
て
始
め
て
云
ひ
出
せ
し
こ
と
か
」
と
前
置
き
し
て
、
正
志
斎
の
『
新
論
』
を

⑧

と
り
あ
げ
そ
の
理
に
合
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
に
対
し
て
、
松
陰
は
「
余

も
深
く
考
へ
ず
。
然
れ
ど
も
其
の
實
に
當
り
、
事
に
盆
せ
ぱ
、
何
ぞ
其
の
言
の

古
な
ら
ざ
る
を
嫌
は
ん
」
と
応
じ
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
用
例
を
挙
げ
、
「
然

れ
ど
も
尚
忠
、
尚
質
、
尚
文
の
尚
の
字
、
誠
に
國
艘
の
義
に
叶
へ
り
。
言
ひ
様

何
如
と
も
す
べ
し
。
拘
は
る
こ
と
な
か
れ
」
と
そ
の
拘
泥
を
し
り
ぞ
け
て
い

⑨
る
。
こ
の
対
立
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
太
華
や
松
陰
の
立
場
や
認
識
の
相

違
を
ひ
と
ま
ず
置
け
ば
、
松
陰
の
「
国
体
」
観
で
あ
ろ
う
。
「
国
体
」
と
い
う

言
葉
が
日
本
歴
史
上
の
「
万
世
一
系
」
と
い
う
「
実
に
当
り
」
、
そ
れ
が
ま
た

現
在
の
「
事
に
益
」
す
る
な
ら
ば
語
の
新
旧
如
何
な
ど
問
題
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
義
（
内
実
、
語
義
）
は
「
尚
忠
、
尚
質
、
尚
文
の
尚
の
字
」
に
照
応

す
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
松
陰
は
答
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
松
陰

●
●
●

の
日
本
歴
史
を
く
く
る
も
の
と
し
て
の
、
ま
た
き
わ
め
て
感
覚
的
な
「
国
体
」

観
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
松
陰
が
水
戸
学
を
評
し
て
「
神
州
の
道
斯
に

在
り
」
と
述
べ
る
時
の
「
神
州
の
道
」
は
「
国
体
」
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ

づ
（
》
Ｏ

い
ま
簡
単
に
水
戸
学
の
国
体
論
を
整
理
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

謹
ん
で
按
ず
る
に
、
神
州
は
太
陽
の
出
づ
る
所
、
元
気
の
始
ま
る
所
に
し

い
う
言
葉
が
手
が
か
り
と
な
る
。

て
、
天
日
之
嗣
、
世
廣
極
を
御
し
、
終
古
易
ら
ず
。
固
よ
り
大
地
の
元
首
に

お
よ

し
て
、
万
国
の
綱
紀
な
り
。
誠
に
よ
ろ
し
く
宇
内
に
照
臨
し
、
皇
化
の
萱
ぶ

え
ん
じ

所
、
遠
邇
あ
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
し
か
る
に
今
、
西
荒
の
蛮
夷
、
脾
足
の

じ
ゅ
う
り
ん
び
ょ
う
し
は
り

賎
を
以
て
、
四
海
に
奔
走
し
、
諸
国
を
躁
臓
し
、
砂
視
破
履
、
敢
へ
て
上
国

⑩

（
注
Ｉ
日
本
）
を
凌
駕
せ
ん
と
欲
す
。
何
ぞ
そ
れ
濡
れ
る
や
。

こ
れ
は
『
新
論
』
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
が
、
太
華
が
批
判
し
た
よ
う
に
非
合

理
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
松
陰
ら
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、

終
古
不
易
な
天
位
の
存
続
が
日
本
の
綱
紀
で
あ
る
と
い
う
断
言
で
あ
り
、
そ
の

断
言
を
さ
さ
え
る
西
欧
諸
国
に
対
す
る
絶
対
的
な
拒
否
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
っ
た

ろ
う
。
撰
夷
主
義
自
体
は
確
か
に
一
種
の
教
条
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
そ
こ
か
ら
己
れ
の
国
家
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
含
む
限
り
に
お
い
て
、

一
つ
の
国
家
認
識
へ
の
途
を
開
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
西
欧
諸
国
に
対

す
る
拒
否
の
態
度
に
は
必
ず
自
国
の
他
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
強
調
せ
ざ
る
を

得
な
い
、
そ
の
象
徴
的
表
現
が
「
万
世
一
系
」
に
他
な
ら
な
い
。
松
陰
ら
に
共

感
を
与
え
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
撰
夷
主
義
と
国
家
認
識
の
合
致
と
い
う
こ
と

●

で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
ま
だ
「
神
州
の
道
」
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
同
書

の
国
体
篇
は
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

帝
王
の
侍
ん
で
以
て
四
海
を
保
ち
て
、
久
し
く
安
く
長
く
治
ま
り
、
天
下
動

揺
せ
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
万
民
を
畏
服
し
、
一
世
を
把
持
す
る
の
謂
に

あ
ら
ず
し
て
、
億
兆
心
を
一
に
し
て
、
皆
そ
の
上
に
親
し
ゑ
て
離
る
る
に
忍

び
ざ
る
の
実
こ
そ
、
誠
に
侍
む
く
き
な
り
。
夫
れ
天
地
の
剖
判
し
、
始
め
て

人
民
あ
り
し
よ
り
、
天
胤
、
四
海
に
君
臨
し
、
一
姓
歴
歴
と
し
て
、
未
だ
喜

き
ゆ

て
一
人
も
敢
へ
て
天
位
を
競
嗣
す
る
も
の
あ
ら
ず
し
て
、
以
て
今
日
に
至
れ

⑪

る
は
、
豈
に
そ
れ
偶
然
な
ら
ん
や
。

一
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こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
天
皇
の
歴
史
的
存
続
の
理
由
と
し
て
、
わ
ざ
わ

ざ
威
圧
的
な
ゆ
え
で
な
い
と
断
っ
て
か
ら
、
「
上
に
親
し
み
て
離
る
る
に
忍
び

ざ
る
」
国
民
の
心
情
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
水
戸
学
国

体
論
の
核
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
「
弘
道
館
記
」
の
冒
頭
に
あ
る
「
道
と

し
ゆ
ゆ

は
何
ぞ
。
天
地
の
大
経
に
し
て
、
生
民
の
須
実
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な

⑫り
」
と
同
じ
論
理
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
五
倫
五
常
と
い
う
道
は
「
天

祖
」
の
創
始
し
た
も
の
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
論
理
の
眼
目

は
、
天
位
の
連
綿
性
を
国
民
の
自
覚
の
所
産
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
天
皇
の
歴
史
的
存
在
を
日
本
の
国
民
性
叉
は
民
族
性
の
象
徴
と
す
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
の
存
在
が
国
民
的
自
覚
、
つ
ま
り
日
本
の
民
族
性
た

●
●
●

る
ゆ
え
ん
を
「
天
祖
」
の
摂
理
ｌ
農
業
、
軍
事
、
任
官
等
々
の
主
宰
者
で
あ
り
、

●

日
本
民
族
の
祖
先
（
血
の
伝
統
）
で
あ
る
、
と
し
て
説
明
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て

ま
た
、
「
天
祖
」
の
摂
理
は
次
の
よ
う
な
民
族
理
念
を
つ
く
り
上
げ
た
と
す

る
。
つ
ま
り
前
文
に
つ
づ
け
て
、
「
夫
れ
君
臣
の
義
は
、
天
地
の
大
義
な
り
。

父
子
の
親
は
、
天
下
の
至
恩
な
り
。
義
の
大
な
る
も
の
と
、
恩
の
至
れ
る
も
の

こ
う
し
よ
う

と
は
、
天
地
の
間
に
並
び
立
ち
、
漸
漬
積
累
し
て
、
人
心
に
洽
狭
し
、
久
遠

に
変
ぜ
ず
。
こ
れ
帝
王
の
天
地
を
経
緯
し
億
兆
を
綱
紀
す
る
所
以
の
大
資
な

勘
と
述
べ
る
。
正
志
斎
に
よ
れ
ば
、
実
祖
」
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
君

臣
の
義
」
Ｉ
忠
、
「
父
子
の
親
」
Ｉ
孝
と
い
う
観
念
こ
そ
が
日
本
の
民
族
理
念

に
他
な
ら
な
い
の
だ
、
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
国
民
の
と
る
べ
き
道

は
、
そ
の
よ
う
な
天
倫
の
実
行
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
．

に
天
に
奉
じ
祖
に
報
ゆ
る
義
に
出
づ
れ
ぱ
、
す
な
は
ち
民
心
い
づ
く
ん
ぞ
一
な

⑭

ら
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
い
う
国
民
の
統
一
が
可
能
と
な
る
、
と
す
る
の
で
あ

ヲ
（
》
。

こ
の
よ
う
な
理
論
が
リ
・
コ
リ
ッ
シ
ュ
な
歴
史
把
握
に
も
と
づ
い
た
独
善
的
、

教
条
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
西
欧
諸
国
の
圧
迫
と
い

●
●
●

●
●
●

う
状
況
下
に
お
い
て
の
一
つ
の
歴
史
の
く
く
り
方
で
あ
ろ
う
し
、
西
欧
・
中
国

と
は
異
な
っ
た
国
家
特
質
の
自
覚
の
在
り
様
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
国
体
論
で
留
意
す
べ
き
は
民
族
理
念
と
し
て
忠
孝
と
い
う
倫
理
を
据
え
た
こ

と
で
あ
る
。
松
陰
の
国
体
観
や
「
神
州
の
道
」
は
お
そ
ら
く
こ
の
点
に
か
か
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
儒
教
の
日
本
化
の
第
一
義
的
な
前
提
は
易
姓
革
命
の
否
定

に
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
近
世
儒
学
は
幕
藩
体
制
、
よ
り
厳
密

に
い
え
ば
徳
川
氏
の
永
続
化
を
保
証
す
る
教
学
と
し
て
の
地
位
を
得
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
日
本
の
近
世
政
治
思
想
は
社
会
関
係
論
や
国
家
論
と
し
て
形

成
さ
れ
る
素
地
を
も
た
ず
、
個
々
の
人
間
の
倫
理
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
際
、
そ
の
倫
理
の
中
心
的
な
る
も
の
と
し
て
忠
孝
観

念
が
、
と
り
わ
け
武
家
倫
理
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ

は
封
建
制
の
基
幹
で
あ
る
君
臣
関
係
や
身
分
制
度
の
維
持
の
観
念
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
幕
藩
体
制
の
政
治
的
、
経
済
的
矛
盾
が
醸
成
さ
れ
る
と
、

忠
孝
観
念
の
強
調
は
異
な
っ
た
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
易
姓
革
命
の

否
定
は
朝
廷
・
幕
府
の
位
置
関
係
と
し
て
「
王
覇
の
弁
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
忠
対
象
の
変
化
す
る
素
地
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
易
姓
革
命
を
是

認
す
る
中
国
に
あ
っ
て
、
血
統
は
自
ら
価
値
を
有
せ
ず
、
各
王
朝
は
そ
れ
と
は

別
の
普
遍
的
、
政
治
的
価
値
で
も
っ
て
正
統
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
国
の
場

合
、
そ
れ
は
「
天
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
日
本
の
場
合
、
血
統
は
き
わ

め
て
重
要
な
価
値
で
あ
る
。
前
出
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
正
志
斎
は

「
帝
」
と
「
天
」
を
同
一
視
し
て
お
り
、
「
専
ら
帝
の
理
念
に
よ
っ
て
天
を
理

一
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⑬

解
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
帝
」
の
祖
先
（
血
統
）
の
理
念
が
反
映

さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
だ
か
ら
忠
孝
観
念
を
民
族
理
念
と
し
て
据
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
正
志
斎
自
身
の
意
図
を
超
え
た
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

た
と
え
ば
「
孝
は
以
て
忠
を
君
に
移
し
、
忠
は
以
て
そ
の
先
志
を
奉
じ
、
忠
孝

は
一
に
出
で
、
教
訓
正
俗
、
言
は
ず
し
て
化
す
。
（
中
略
）
故
に
民
は
た
だ
天

祖
を
敬
し
、
天
胤
を
奉
ず
る
を
知
る
の
承
に
て
、
郷
ふ
と
こ
ろ
一
定
し
て
、
異

物
を
見
ず
。
こ
こ
を
以
て
民
志
一
に
し
て
、
天
人
合
す
。
こ
れ
帝
王
の
侍
み
て

以
て
四
海
を
保
つ
と
こ
ろ
に
し
て
、
祖
宗
の
国
を
建
て
基
を
開
き
し
所
以
の
大

０，６

体
な
り
」
と
い
う
文
章
が
幕
末
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
す
で
あ
ろ
う
か
。
忠

孝
観
念
の
機
能
は
こ
の
点
に
お
い
て
変
質
し
、
逆
に
幕
府
の
存
在
を
危
う
く
す

る
戈
と
さ
え
な
っ
て
ゆ
く
。
松
陰
の
次
の
よ
う
な
「
士
規
七
則
」
の
一
条
は
正

志
斎
の
位
相
に
き
わ
め
て
近
い
。

凡
そ
、
皇
國
に
生
れ
て
は
、
宜
し
く
吾
が
宇
内
に
重
き
所
以
を
知
る
べ
し
。

蓋
し
皇
朝
は
萬
葉
一
統
に
し
て
、
邦
国
の
士
大
夫
世
く
緑
位
を
襲
ぐ
。
人
君

民
を
養
ひ
て
、
以
て
租
業
を
續
ぎ
た
ま
ひ
、
臣
民
君
に
忠
し
て
、
以
て
父
志

伽

を
繼
ぐ
。
君
臣
一
階
、
忠
孝
一
致
、
唯
だ
吾
が
國
を
然
り
と
爲
す
。

君
臣
関
係
と
忠
孝
観
念
に
日
本
の
国
家
特
質
を
承
た
松
陰
の
「
歴
史
」
認
識

は
、
明
ら
か
に
水
戸
学
の
影
響
だ
と
云
え
よ
う
。
易
姓
革
命
の
無
い
「
万
世
一

系
」
と
い
う
唯
一
無
二
の
価
値
に
対
す
る
信
奉
と
忠
誠
、
そ
し
て
、
そ
の
内
実

を
形
づ
く
っ
て
い
る
忠
孝
観
念
の
自
覚
、
と
い
う
図
式
が
そ
こ
に
は
在
る
。
さ

ら
に
そ
の
よ
う
な
倫
理
の
徹
底
化
に
政
治
化
、
実
践
化
の
契
機
を
有
す
る
。
水
戸

学
派
の
う
ち
で
そ
の
点
を
端
的
に
示
し
た
の
は
藤
田
東
湖
衾
硴
孚
ハ
ー
芸
砥
垂
五
）

で
あ
る
。

東
湖
が
「
歴
史
」
を
、
「
後
世
に
至
る
に
及
び
、
士
、
な
お
廉
恥
を
重
ん

き
よ
う
だ

じ
、
怯
儒
を
卑
し
ゑ
、
名
を
汚
し
先
を
辱
し
む
る
を
以
て
戒
と
な
し
、
忠
義
孝

烈
そ
の
人
に
乏
し
か
ら
ず
。
丹
心
血
誠
、
天
日
に
誓
ひ
金
石
を
貫
き
、
し
か
も

そ
の
跡
迫
ら
ず
、
流
風
馨
る
が
ご
と
く
、
余
情
掬
す
べ
き
も
の
は
、
皆
上
世
遣

あ
い
ぜ
ん

俗
の
然
ら
し
む
と
こ
ろ
に
し
て
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
自
か
ら
一
種
の
鶉
然
た

⑱

る
気
象
あ
り
、
海
外
異
邦
の
企
て
及
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
捉
え
た

の
は
、
「
忠
義
孝
烈
」
と
い
う
「
海
外
異
邦
」
に
は
無
い
気
風
に
自
己
の
実
践

の
在
り
様
を
ゑ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東
湖
は
歴
史
を
そ
の
よ
う
に
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
風
へ
の
忠
誠
心
こ
そ
が
国
家
を
担
う
源
泉
で
あ
る
と
自

覚
す
る
。
さ
ら
に
前
文
に
つ
づ
け
て
、
「
蓋
し
国
体
の
尊
厳
は
、
必
ず
天
地
正

大
の
気
に
資
る
あ
り
。
天
地
正
大
の
気
は
、
ま
た
必
ず
仁
厚
義
勇
の
風
に
参
す

じ
ゆ
ん
り
か
か
⑲

る
あ
り
。
然
ら
ば
す
な
は
ち
風
俗
の
淳
穂
は
、
国
体
の
汚
隆
、
こ
こ
に
繁
る
」

と
述
べ
た
時
、
東
湖
の
政
治
理
念
も
し
く
は
実
践
理
念
は
も
は
や
明
白
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
「
海
外
異
邦
」
と
は
異
な
っ
た
「
仁
厚
義
勇
」
と
い
う

倫
理
の
徹
底
化
を
寺
ハ
ネ
と
し
て
形
成
さ
れ
、
実
践
の
原
理
へ
と
連
結
さ
れ
る
よ

う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
の
事
例
で
示
せ
ば
、
文
政
七
年
（
一
八
二

四
）
、
イ
ギ
リ
ス
捕
鯨
船
員
数
名
が
常
陸
大
津
浜
で
水
戸
藩
に
捕
縛
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
起
っ
て
い
る
。
そ
の
報
に
接
し
、
父
幽
谷
は
東
湖
に
、
「
汝
速
に

み
な
ご
ろ
し

大
津
に
赴
い
て
霜
か
に
動
乱
を
伺
ひ
、
夷
虜
を
鑿
に
し
、
然
る
後
、
従
容
、

官
に
就
て
裁
断
を
諸
ふ
く
し
。
一
時
の
権
宜
に
出
づ
と
雄
ど
も
、
少
し
く
榊
州

”

の
正
氣
を
伸
ば
す
に
庶
か
ら
ん
」
と
語
り
か
つ
命
じ
た
と
い
う
。
現
実
に
は
事

を
果
さ
ず
に
終
る
の
だ
が
、
後
の
外
国
人
テ
ロ
を
想
起
さ
せ
る
行
為
だ
と
云
え

よ
う
。
そ
の
行
為
の
モ
メ
ン
ト
は
、
「
神
州
の
正
気
」
と
い
う
倫
理
化
さ
れ
た

国
体
へ
の
忠
誠
心
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
東
湖
の
実
践
の
軸
は
、
忠
孝

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
武
士
的
な
倫
理
と
し
て
国
体
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
在

四
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た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
個
所
に
そ
の
展
開
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

吾
れ
は
大
眼
目
を
國
初
よ
り
今
日
ま
で
、
今
日
よ
り
萬
々
年
ま
で
へ
開
き
て

見
通
し
て
云
ふ
な
り
。
寶
詐
の
隆
な
る
こ
と
天
壌
と
窮
り
な
し
と
云
ふ
所
が

目
的
な
り
。
大
名
持
・
長
髄
彦
を
始
め
、
平
將
門
の
如
き
、
皇
軍
に
敵
す
る

も
の
、
古
今
誰
か
あ
る
。
是
れ
を
以
て
皇
國
君
臣
の
義
を
知
る
べ
し
。
厘
々

⑳

た
る
議
論
を
止
め
て
可
な
り
。
理
義
の
迂
説
は
尚
更
な
り
。

こ
れ
も
又
、
太
華
と
の
論
争
の
一
節
で
あ
る
。
「
皇
朝
君
臣
の
義
萬
國
に
卓

越
す
る
」
云
々
と
い
う
個
所
を
太
華
が
と
り
あ
げ
、
中
国
、
日
本
の
歴
史
事
象

の
中
か
ら
そ
の
反
例
を
示
し
な
が
ら
、
我
が
国
が
必
ず
し
も
万
国
に
比
し
て
君

臣
の
義
が
殊
に
厚
い
と
は
云
え
な
い
と
批
判
し
た
の
に
対
す
る
松
陰
の
反
批
判

で
あ
る
。
太
華
と
の
論
争
は
松
陰
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
普
天
率
士

王
臣
王
土
に
非
ざ
る
な
し
と
は
、
是
れ
義
卿
（
注
Ｉ
松
陰
）
の
執
る
所
な
り
．

鰯

普
天
率
士
、
幕
臣
幕
士
に
非
ざ
る
な
し
と
は
、
是
れ
太
華
の
執
る
所
な
り
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
基
本
的
な
対
立
点
が
在
る
の
だ
が
、
総
じ
て
太
華
の
説
が
合
理

的
、
現
実
的
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
松
陰
の
論
は
た
ぷ
ん
に
心
情
的
要
素
が
濃

い
。
右
の
場
合
も
そ
の
通
り
で
、
内
容
に
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
太
華
の

方
が
歴
史
的
に
妥
当
で
あ
り
、
客
観
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
松
陰

の
主
意
は
、
天
皇
の
歴
史
的
存
続
が
特
殊
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
日
本

る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
つ
の
基
盤
に
日
本
の
歴
史
の
き
わ
め
て
窓
意
的
絶
対
的

な
観
念
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

松
陰
の
「
尚
忠
、
尚
質
、
尚
文
の
尚
の
字
」
に
照
応
さ
せ
る
直
観
的
な
国
体

観
は
右
の
よ
う
な
水
戸
学
国
体
論
と
接
点
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。

の
君
臣
主
従
の
関
係
の
在
り
様
は
他
に
比
し
て
よ
り
高
い
価
値
を
も
つ
と
い
う

こ
と
を
「
吾
れ
の
大
眼
目
」
の
う
ち
に
確
信
し
た
と
こ
ろ
に
在
る
。
つ
ま
り
そ

れ
は
、
歴
史
を
自
己
の
内
面
に
と
り
込
む
主
情
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
議

論
や
理
義
と
い
う
客
観
性
自
体
全
く
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら

太
華
の
批
判
は
松
陰
に
と
っ
て
批
判
と
し
て
映
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
幕

末
と
い
う
時
代
を
考
慮
す
れ
ば
太
華
の
論
は
き
わ
め
て
政
治
的
で
あ
る
と
云
え

、
ｒ
｛
ア
、
ノ
Ｏ

下
田
密
航
後
に
書
か
れ
た
「
幽
囚
録
」
中
に
、
日
本
書
紀
等
々
か
ら
古
代
の

対
外
関
係
に
関
す
る
抄
録
が
あ
る
。
そ
の
際
、
松
陰
は
己
れ
の
撰
夷
意
識
に
基

づ
い
て
古
代
天
皇
制
国
家
の
対
外
施
策
を
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
決
し
て

●
●

歴
史
事
実
の
検
証
と
い
う
方
向
を
と
ら
ず
、
そ
の
施
策
を
「
師
法
」
と
し
て
確

認
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
な
ど
も
主
観
的
、
窓
意
的
な
歴
史
把
握
を
典
型
的
に

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
「
漢
士
に
は
人
民
あ
り
て
、
然
る
後

倒

に
天
子
あ
り
。
皇
國
に
は
神
聖
あ
り
て
、
然
る
後
に
蒼
生
あ
り
」
と
い
う
図
式

も
松
陰
に
と
っ
て
は
自
己
の
価
値
の
表
白
で
あ
り
、
制
度
化
や
政
治
化
を
意
図

し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
期
水
戸
学
派
に
属
す
る
三
宅
潜
鋒
霊
謹
迄
四

諄
塗
一
八
）
の
『
保
建
大
記
』
を
読
尭
「
鳴
呼
、
榊
器
は
正
統
の
天
子
の
禅

受
す
る
所
な
れ
ば
、
君
臣
上
下
死
を
以
て
固
守
す
べ
き
こ
と
、
其
の
義
昭
々
な

“
り
」
と
述
べ
る
時
の
「
其
の
義
」
と
は
明
ら
か
に
己
れ
の
義
に
即
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
松
陰
の
歴
史
意
識
は
水
戸
学
と
類
似
的
で

あ
る
と
云
え
よ
う
。
し
か
し
水
戸
学
の
国
体
論
は
幕
藩
体
制
の
危
機
に
触
発
さ

●
●

れ
た
制
度
論
に
そ
の
意
図
を
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
己
れ
の
心

情
の
う
ち
に
「
天
朝
」
と
い
う
価
値
を
構
築
し
て
い
っ
た
松
陰
と
は
、
歴
史
の

規
範
化
と
い
う
点
に
類
似
性
を
も
ち
な
が
ら
、
発
展
過
程
は
異
な
ら
ざ
る
を
得

五



な
い
。
云
い
か
え
れ
ば
、
水
戸
学
が
水
戸
藩
と
い
う
封
建
制
の
一
単
位
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
松
陰
の
次
元
と
は
差
異
を
生
ぜ
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
価
値
意
識

の
変
化
は
水
戸
学
か
ら
は
生
れ
て
こ
な
い
。

天
朝
を
憂
へ
因
っ
て
夷
狄
を
憤
る
者
あ
り
。
夷
狄
を
憤
り
因
っ
て
遂
に
天
朝

を
憂
ふ
る
者
あ
り
。
余
幼
に
し
て
家
學
を
奉
じ
、
兵
法
を
講
じ
、
夷
狄
は
國

患
に
し
て
憤
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
れ
り
。
爾
後
偏
く
夷
狄
の
横
な
る
所

以
を
考
へ
、
國
家
の
衰
へ
し
所
以
を
知
り
、
遂
に
天
朝
の
深
憂
、
一
朝
一
夕

の
故
に
非
ざ
る
を
知
れ
り
。
然
れ
ど
も
其
敦
れ
が
本
、
敦
れ
が
末
な
る
か

は
、
未
だ
自
ら
信
ず
る
能
は
ざ
り
き
。
向
に
八
月
霧
唾
手
ハ
）
の
間
、
一
友
に

し
や
く
ぜ
ん
詮
な

啓
發
せ
ら
れ
て
、
豊
然
と
し
て
始
め
て
悟
れ
り
。
従
前
天
朝
を
憂
へ
し
は
並

あ
や
ま

夷
狄
に
償
を
な
し
て
見
を
起
せ
り
。
本
末
既
に
錯
れ
り
。
眞
に
天
朝
を
憂

飼

ふ
る
に
非
ざ
り
し
な
り
。

こ
こ
に
云
う
一
友
と
は
宇
都
宮
黙
森
發
唾
韮
四
Ｉ
覗
酷
拒
也
を
さ
す
。
こ
こ
に

は
松
陰
の
精
神
的
経
緯
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、
留
意
す
べ
き
は
僧
黙
森
と

の
論
争
を
通
じ
て
生
じ
た
「
天
朝
」
観
の
変
化
で
あ
る
。
撰
夷
の
た
め
の
天
朝

か
ら
天
朝
の
た
め
の
撰
夷
へ
と
い
う
転
換
は
、
松
陰
が
黙
森
の
力
説
す
る
倒
幕

論
に
同
調
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
松
陰
は
あ
く
ま
で
諫
幕
論
で

あ
る
。
そ
の
価
値
転
換
の
意
味
は
、
撰
夷
の
た
め
の
天
朝
と
い
う
水
戸
学
的
な

制
度
と
し
て
の
天
朝
の
位
相
ｌ
こ
の
場
合
、
朝
廷
Ｉ
幕
府
ｌ
諸
藩
と
い
う
整

序
性
は
保
持
す
る
方
向
を
と
る
ｌ
か
ら
脱
し
、
己
れ
の
倫
理
と
し
て
天
朝
と

い
う
格
律
を
見
い
出
し
た
と
こ
ろ
に
在
る
。
だ
か
ら
松
陰
に
と
っ
て
天
皇
と
は

一
つ
の
倫
理
で
あ
る
が
故
に
、
倒
幕
と
い
う
論
理
は
生
れ
ず
、
叉
、
天
皇
制
国

家
を
企
図
す
る
方
策
も
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
松
陰
の
天
皇

に
対
す
る
内
面
的
連
関
と
で
も
云
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
、
そ
の
時
、
松
陰
が

●
●
●
●

「
天
朝
」
に
託
し
た
価
値
は
や
は
り
君
臣
の
義
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
既
述

し
た
「
士
規
七
則
」
の
一
条
に
、
「
万
世
一
系
」
と
い
う
価
値
が
「
君
臣
一
体
、

忠
孝
一
致
」
に
代
置
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
合
い
か
ら
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
松
陰
に
あ
っ
て
「
普
天
率
土
、
王
臣
王
土
に
非
ざ
る
は
な

し
」
と
い
う
命
題
は
、
き
わ
め
て
内
面
化
さ
れ
た
価
値
と
し
て
意
味
を
も
っ
て

●
●

い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
価
値
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
君
臣

●
●

の
義
と
い
う
倫
理
で
あ
る
。

世
の
君
に
事
ふ
る
こ
と
を
論
ず
る
者
謂
へ
ら
く
、
功
業
立
た
ざ
れ
ぱ
國
家
に

盆
な
し
と
。
是
れ
大
い
に
誤
な
り
。
道
を
明
か
に
し
て
功
を
計
ら
ず
と
こ
そ

云
へ
、
君
に
事
へ
て
遇
は
ざ
る
時
は
諫
死
す
る
も
可
な
り
、
幽
囚
も
可
な

り
、
溌
餓
す
る
も
可
な
り
。
是
れ
等
の
事
に
遇
へ
ぱ
其
の
身
は
功
業
も
名
譽

も
無
き
如
く
な
れ
ど
も
、
人
臣
の
道
を
失
は
ず
、
永
く
後
世
の
模
範
と
な

鯛

り
、
必
ず
其
の
風
を
観
感
し
て
興
起
す
る
者
あ
り
。

松
陰
が
常
に
意
識
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
の
基
調
は
、
右
の
個
所
に
典
型

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
松
陰
の
唯
一
の
政
治
思
想
で
も
あ
る
。
松

陰
に
あ
っ
て
は
功
業
と
忠
義
と
は
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
功
業
は
一
種
の

政
治
的
方
便
で
あ
り
、
一
時
的
も
の
で
あ
る
。
忠
義
は
私
心
を
も
た
な
い
誠
の

発
露
で
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
功
業
は
一
時
の
名
誉
を
得
る

が
、
忠
義
は
い
つ
の
時
代
に
か
必
ず
継
承
す
る
人
を
得
る
。
松
陰
の
ラ
デ
ィ
ヵ

リ
ズ
ム
は
こ
の
功
業
を
捨
て
忠
義
を
つ
く
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
源
泉
を

も
っ
て
い
る
。
諫
死
、
諫
争
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
松
陰
の
唯
一
の
政
治
思
想

は
、
一
言
に
し
て
云
え
ば
忠
義
の
極
限
的
実
践
と
い
う
位
相
で
成
立
す
る
。
晩

一
二
一
ハ

夕



年
に
「
江
戸
居
の
諸
友
久
坂
・
中
谷
・
高
杉
な
ど
も
皆
僕
と
所
見
運
ふ
な
り
。

”

其
の
分
れ
る
所
は
僕
は
忠
義
を
す
る
積
り
、
諸
友
は
功
業
を
な
す
積
り
」
と
い

う
考
え
か
ら
弟
子
達
と
絶
交
を
し
た
り
、
「
上
人
の
論
に
て
は
實
に
燭
行
特
立

け
つ
ち
ゅ
う

な
り
。
桀
約
廉
來
へ
は
一
言
も
諌
め
ぬ
と
あ
り
て
は
、
吾
れ
等
の
如
く
主
人

持
ち
た
る
者
は
絶
え
て
相
謀
ら
ざ
る
の
勢
な
り
。
僕
上
人
の
濁
行
特
立
を
悲
し

む
に
は
非
ず
、
人
の
善
に
遷
り
過
を
改
む
る
を
塞
ぐ
道
理
な
る
を
悲
し
む
な

困
り
」
と
黙
霧
と
論
じ
合
っ
た
の
は
、
全
て
忠
義
と
功
業
、
忠
義
の
実
行
と
い
う

考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

ま
た
右
の
よ
う
な
精
神
は
、
た
と
え
ば
孔
孟
批
判
に
も
窺
え
る
。
周
知
の
よ

う
に
松
陰
の
終
生
の
愛
読
書
は
『
孟
子
』
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
『
講

孟
余
話
』
は
彼
の
主
著
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、
そ
の
冒
頭
は
「
経
書
を
読
む
の
第

お
も
ね
髄

一
義
は
、
聖
賢
に
阿
ら
ぬ
こ
と
要
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

以
下
、
孔
子
、
孟
子
が
生
国
を
離
れ
他
国
に
仕
え
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
の

よ
う
な
行
為
は
我
が
国
で
は
義
に
そ
む
い
た
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
そ
の
君
が

愚
か
で
あ
ろ
う
と
も
、
否
、
愚
か
で
あ
れ
ば
よ
り
一
層
勤
勉
に
務
め
仕
え
る
べ

き
と
こ
ろ
、
生
国
を
離
れ
他
国
の
主
に
仕
え
る
と
い
う
の
は
、
我
が
父
を
頑
固

と
し
て
他
家
の
翁
を
父
と
呼
ぶ
に
等
し
い
行
為
に
等
し
い
、
と
批
判
し
て
い

る
。
こ
の
孔
孟
批
判
に
は
忠
義
と
い
う
自
律
を
基
準
と
し
た
判
断
の
強
さ
が
在

り
、
忠
義
の
在
り
様
を
示
し
て
い
る
。

●
●

こ
の
よ
う
な
忠
義
の
格
律
は
彼
の
天
朝
観
と
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
法●

と
し
て
の
歴
史
の
見
方
が
成
り
立
ち
、
そ
れ
は
ま
た
己
れ
の
実
践
や
忠
義
の
事

●実
を
求
め
る
歴
史
の
見
方
と
な
る
。

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
兄
宛
書
簡
の
一
つ
に
、
松
陰
が
九
州
遊
歴
中
、

肥
後
で
横
井
小
楠
ら
と
交
わ
っ
た
時
、
小
楠
ら
に
頻
り
に
経
学
を
進
め
ら
れ
、

「
寅
（
注
Ⅱ
松
陰
）
も
一
つ
遣
て
見
や
う
か
」
と
一
時
思
案
し
た
が
、
「
然
れ

ど
も
史
を
観
る
の
盆
あ
る
に
若
か
ず
と
思
ふ
心
遂
に
止
ま
ず
」
と
い
う
心
境
に

至
っ
た
、
そ
れ
は
「
心
を
勵
ま
し
氣
を
養
ふ
は
、
遂
に
賢
豪
の
事
實
に
し
く
も

“

の
な
し
」
だ
か
ら
だ
、
と
書
き
送
っ
た
個
所
が
あ
る
。
松
陰
が
主
眼
と
し
た
学

問
は
凡
そ
経
学
、
兵
学
、
史
学
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。
松
陰
自
身
、
こ
の
三
つ
の

学
問
を
「
経
書
を
讃
み
て
民
を
愛
す
る
の
術
を
學
び
、
兵
書
を
讃
ゑ
て
戦
を
用

６

ふ
る
の
機
を
暁
り
、
歴
史
を
讃
ゑ
て
此
の
二
つ
の
も
の
を
實
に
せ
よ
」
と
整
理

し
て
居
り
、
晩
年
に
至
る
ほ
ど
史
学
に
対
す
る
関
心
を
深
め
て
い
る
。
そ
れ
は

松
陰
の
激
し
い
實
践
と
の
関
わ
り
が
よ
り
直
裁
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
松
陰

に
と
っ
て
経
学
は
そ
の
理
念
型
の
形
成
因
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
へ

の
関
心
を
増
大
さ
せ
た
の
は
彼
自
身
を
規
定
し
て
い
る
倫
理
の
事
実
と
し
て
の●

あ
ら
わ
れ
が
そ
こ
に
見
い
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
松
陰
に
と
っ
て
の
事

●実
と
は
、
己
れ
の
「
心
を
励
し
氣
を
養
ふ
」
と
こ
ろ
の
「
賢
豪
の
事
実
」
や
事

績
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
よ
り
端
的
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
忠
義
の
事
実

と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
、
経
学
の
内
に
あ
る
理
論
や
聖
賢
の
教

説
そ
れ
自
体
決
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
凡
そ
天
下
の
事
、
議
論
も
理

働

窟
も
皆
徒
事
な
り
。
唯
だ
妙
虚
は
妙
に
あ
り
」
。
た
だ
そ
の
教
説
が
事
実
と
な

っ
て
生
じ
た
場
合
、
心
か
ら
感
服
す
る
。
こ
れ
が
史
の
効
用
で
あ
り
、
意
味
だ

と
松
陰
は
云
う
。

余
足
利
末
路
の
史
を
讃
む
毎
に
、
其
の
勇
義
の
人
多
き
に
感
じ
、
叉
其
の
君

を
見
る
こ
と
逆
旅
の
主
人
の
如
く
、
其
の
大
節
大
義
に
開
け
た
る
人
多
き
を

哀
し
む
。
余
因
っ
て
当
時
勇
義
の
士
を
分
ち
て
二
等
と
し
、
一
は
全
節
傳
と

し
、
山
中
鹿
之
助
幸
盛
の
如
く
始
終
一
主
の
爲
め
に
せ
し
人
を
収
め
、
一
は

一
節
傳
と
云
ひ
て
、
後
藤
叉
兵
衛
基
次
の
勇
義
と
い
へ
ど
も
、
初
め
黒
田
に

七



以
上
の
よ
う
に
水
戸
学
を
通
じ
て
松
陰
の
歴
史
意
識
を
ゑ
た
が
、
そ
こ
に
共

通
し
た
精
神
の
。
〈
タ
ー
ン
は
、
忠
孝
と
い
い
、
君
臣
の
義
と
い
う
倫
理
の
正
統

的
な
追
求
に
よ
る
自
己
の
実
践
理
念
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
精
神
の
。
ハ
タ
ー
ン
が
幕
末
に
お
い
て
ど
れ
程
の
普
遍
性
を
も
つ
も
の

で
あ
る
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
問
題
意
識
は
特
に
武

士
の
幕
末
に
お
け
る
一
つ
の
意
識
形
態
が
水
戸
学
や
松
陰
、
と
り
わ
け
松
陰
の

よ
う
な
純
粋
な
倫
理
へ
の
実
行
に
、
よ
り
特
徴
的
に
指
摘
し
う
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
と
こ
ろ
に
在
っ
た
。
既
述
し
た
よ
う
に
松
陰
に
と
っ
て
唯
一
の
政
治

思
想
は
忠
義
と
い
う
倫
理
の
徹
底
化
（
諫
死
、
諫
争
）
で
あ
っ
た
が
、
問
題
を

仕
へ
、
又
細
川
に
仕
へ
、
後
遂
に
大
坂
城
に
入
り
節
を
壼
す
。
此
の
類
の
人

倒

を
収
め
、
二
傳
を
以
て
世
緑
の
士
を
詞
せ
ん
と
欲
す
。

松
陰
の
歴
史
の
見
方
は
必
然
的
に
右
の
よ
う
な
忠
誠
心
を
軸
と
し
た
二
分
法

的
把
握
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
何
故
な
ら
松
陰
自
身
の
忠
義
の
道
と
い
う
自

律
を
そ
こ
に
見
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
吾
れ
常
に
史
を
讃

ゑ
て
古
人
の
行
事
を
看
て
、
志
を
勵
ま
す
こ
と
を
好
む
」
と
い
っ
た
態
度
が
導

び
ぎ
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
松
陰
の
歴
史
意
識
の
帰
結
は
、
「
松
陰

が
経
学
よ
り
も
歴
史
に
ひ
か
れ
た
と
い
う
の
は
、
後
者
に
こ
そ
人
間
の
生
死
に

“

か
か
わ
る
倫
理
の
立
場
が
、
よ
り
切
実
に
感
受
さ
れ
た
」
と
橋
川
文
三
氏
の
指

摘
に
あ
る
通
り
、
己
れ
の
倫
理
の
実
践
の
鏡
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
既
述
し
た
松
陰
の
歴
史
意
識
の
二
つ
の
性
格
は
結
局
「
己
れ
の
義
に

執
心
」
す
る
点
に
お
い
て
。
〈
ラ
レ
ル
な
も
の
と
な
る
。
「
彼
（
注
Ⅱ
松
陰
）
に

と
っ
て
は
君
に
忠
と
い
ふ
こ
と
は
身
を
修
め
る
と
い
ふ
こ
と
の
一
つ
の
応
用
問

田

題
と
す
ら
い
へ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

よ
り
一
般
化
す
れ
ば
、
儒
教
そ
れ
も
易
姓
革
命
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
儒
教
か

ら
成
立
す
る
政
治
思
想
は
松
陰
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
以
外
に
無
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
特
に
西
欧
諸
国
の
．
〈
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
い
う
状
況
に

お
い
て
、
儒
教
か
ら
生
れ
る
国
家
論
は
水
戸
学
の
よ
う
な
「
王
覇
の
弁
」
を
経

る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
松
陰
の
歴
史
意
識
は
儒
教
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
そ
の
思
想
的
基
盤
に
も

ち
な
が
ら
、
対
外
的
危
機
意
識
に
よ
っ
て
歴
史
に
よ
る
倫
理
の
実
体
的
把
握
、

君
臣
の
義
の
発
現
と
し
て
の
行
為
へ
と
連
結
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
精
神
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
典
型
的
に
示
し
て
く
れ
て
い
よ
う
。
「
『
没
我
的
』
忠
誠
と
主
体

的

的
自
律
性
、
絶
対
的
帰
依
の
感
情
と
強
烈
な
実
践
性
の
逆
説
的
な
結
合
」
と
い

う
有
名
な
松
陰
の
思
想
特
質
の
指
摘
は
、
ま
た
彼
の
歴
史
意
識
を
通
じ
て
も
妥

当
な
も
の
と
云
え
よ
う
。

⑪⑩(9)(8)⑦(6)(5)(4)(3) (2) (1)
註

嘉
永
四
年
八
月
一
七
日
兄
杉
梅
太
郎
宛
書
簡
（
大
和
書
房
版
『
吉
田
松

陰
全
集
』
（
以
下
『
全
集
』
と
略
称
）
第
七
巻
所
収
）
七
八
頁
。

徳
富
蘇
峰
「
吉
田
松
陰
」
（
『
明
治
文
学
全
集
別
徳
富
蘇
峰
集
』
所
収
）

一
八
五
頁
。

「
東
北
遊
日
記
」
（
『
全
集
』
第
九
巻
所
収
）
一
八
九
’
一
九
○
頁
。

同
前
一
九
一
’
一
九
二
頁
。

「
睡
餘
事
録
」
（
『
全
集
』
第
九
巻
所
収
）
二
八
三
頁
。

「
講
孟
余
話
」
（
『
全
集
』
第
三
巻
所
収
）
一
八
九
頁
。

同
前
三
九
六
頁
。

山
県
太
華
「
講
孟
割
記
評
語
」
（
『
全
集
』
第
三
巻
所
収
）
四
九
八
頁
。

「
反
評
」
四
九
九
頁
。

会
沢
正
志
斎
「
新
論
」
（
『
日
本
思
想
大
系
水
戸
学
』
所
収
）
五
○
頁
。

同
前
五
二
頁
。

八
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頁
。「

講
孟
余
話
」
三
二
六
頁
。

同
前
三
一
七
’
三
一
八
頁
。

「
講
孟
余
話
」
二
四
頁
。

安
政
六
年
正
月
二
日
某
宛
書
簡
（
『
全
集
』
第
八
巻
所
収
）
一
八
四

頁
。

安
政
三
年
八
月
一
八
日
黙
森
と
往
復
書
簡
（
『
全
集
』
第
七
巻
所
収
）

四
四
四
’
四
四
五
頁
。

「
講
孟
余
話
」
二
三
頁
。

安
政
二
年
正
月
某
日
兄
杉
梅
太
郎
宛
書
簡
（
『
全
集
』
第
七
巻
所
収
）

三
五
○
頁
。

「
獄
舎
問
答
」
（
「
野
山
雑
著
」
、
『
全
集
』
第
二
巻
所
収
）
一
四
七

会
沢
「
新
論
」
五
六
頁
。

「
士
規
七
則
」
（
「
野
山
獄
文
稿
」
、
『
全
集
』
第
二
巻
所
収
）
三
○
九

頁
。

藤
田
東
湖
「
弘
道
館
記
述
義
」
（
『
水
戸
学
』
所
収
）
二
七
一
頁
。

同
前
二
七
一
頁
。

東
湖
「
回
天
詩
史
」
（
高
須
芳
次
郎
編
『
藤
田
東
湖
全
集
』
第
一
巻
所

「
保
建
大
記
を
読
む
一
條
」
（
『
全
集
』
第
三
巻
所
収
）
四
二
六
頁
。

「
叉
読
む
七
則
」
（
「
丙
辰
幽
室
文
稿
」
、
『
全
集
』
第
二
巻
所
収
）
四

四
二
頁
。

同
前
四
五
四
頁
。

同
前
四
五
二
頁
。

収
）
二
九
頁
。

徳
川
斉
昭
「
弘
道
館
記
」
（
『
水
戸
学
』
所
収
）
二
三
○
頁
。

会
沢
「
新
論
」
五
二
頁
。

同
前
五
六
頁
。

今
井
宇
三
郎
「
水
戸
学
に
お
け
る
儒
教
の
受
容
」
（
『
水
戸
学
』
解
説
所

収
）
五
四
二
頁
。

「
反
評
」
四
九
七
頁
。

⑯絢倒

橋
川
文
三
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
』
六
六
頁
。

河
上
徹
太
郎
『
吉
田
松
陰
』
七
○
頁
。

丸
山
真
男
「
忠
誠
と
反
逆
」
（
『
近
代
日
本
思
想
史
講
座
６
』
所
収
）

三
九
一
頁
。

三

九


