
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、
儒
教
や
国
学
を
主
要
な
課
題
と
し
た
近
世
思
想
史

や
近
世
教
育
史
の
研
究
領
域
は
、
永
い
冬
の
時
代
を
耐
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
後
遺
症
と
し
て
、
い
ま
だ
に
或
る
種
の
自
己
抑
制
を
強
い
る
傾
向
が

な
き
に
し
も
非
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
教
育
史
の
分
野
で
は
、
近
世
思

想
は
否
定
も
し
く
は
克
服
す
べ
き
対
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
そ

の
中
に
好
ま
し
い
「
近
代
」
的
諸
傾
向
を
発
見
す
る
と
い
う
視
座
の
限
定
が
予

め
加
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
、
近
世
教
育
思
想
史
研
究
を
停
滞
せ
し
め
て

い
る
大
き
な
要
因
で
も
あ
っ
た
。
辻
本
雅
史
氏
に
よ
る
『
近
世
教
育
思
想
史
の

研
究
Ｉ
日
本
に
お
け
る
「
公
教
育
」
思
想
の
源
流
Ｉ
』
の
刊
行
は
、
そ
う

し
た
停
滞
状
況
を
打
破
す
る
起
爆
弾
で
あ
る
と
と
も
に
、
戦
後
の
日
本
近
世
教

育
史
に
根
強
く
存
在
し
て
い
る
「
タ
ブ
ー
」
へ
の
挑
戦
と
も
考
え
ら
れ
る
。

辻
本
氏
は
、
こ
の
著
書
に
お
い
て
、
教
育
史
と
思
想
史
の
二
つ
の
分
野
に
わ

た
っ
て
、
重
要
な
問
題
提
起
を
試
承
て
い
る
。
一
つ
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
教

育
諸
事
象
（
藩
校
・
寺
子
屋
・
私
塾
等
）
と
民
衆
教
化
策
の
展
開
を
、
日
本
の

「
公
教
育
」
の
源
流
と
し
て
と
ら
え
、
明
治
期
以
降
の
「
近
代
」
教
育
の
質

を
展
望
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
、
二
つ
に
、
祖
侠
学
以
後
の
儒
学
史
の
展
開
過

八
書
評
Ｖ

辻
本
雅
本
雅

「
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』

史
著

程
で
、
従
来
は
負
の
評
価
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
折
衷
学
や
寛
政
異
学
の
禁

を
経
て
成
立
す
る
「
正
学
派
朱
子
学
」
の
歴
史
的
役
割
と
思
想
史
的
意
味
を
再

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
辻
本
氏
の
問
題
提
起
は
、
基
本
的
に
は
近

世
と
近
代
と
の
連
続
性
に
着
目
し
つ
つ
も
、
所
与
の
「
近
代
」
な
る
も
の
を
評

価
軸
と
し
て
、
近
世
の
中
に
「
近
代
」
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
近
世
が
も
つ
「
可
能
性
や
豊
か
さ
」
を
発
掘
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

「
近
代
」
を
照
射
し
、
「
近
代
」
教
育
の
問
題
を
浮
彫
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

立
論
に
先
だ
ち
、
辻
本
氏
は
「
西
欧
近
代
に
至
る
歴
史
の
発
展
系
列
を
唯
一

の
普
遍
的
尺
度
と
し
て
、
儒
学
思
想
を
そ
の
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す

る
立
場
」
を
儒
学
思
想
の
「
固
有
の
論
理
と
価
値
」
と
を
見
失
わ
せ
る
も
の
と

し
て
斥
け
、
「
東
ア
ジ
ア
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
と
は
異
質
な
歴
史
や
思
想
の
営

為
が
あ
り
、
そ
う
し
た
中
で
人
間
形
成
（
教
育
）
の
い
と
な
ゑ
が
あ
っ
た
と
い

う
前
提
か
ら
出
発
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
近
世
教
育
思
想
史
研
究
の
視
座
と

方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
近
代
教
育
に
お
け
る
「
近
代
化
」
と
は
「
西
欧
化
」
を

沖

田
行
司
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意
味
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
近
代
教
育
の
歴
史
は
、
こ
の
「
近

代
化
」
と
そ
の
反
動
と
し
て
登
場
し
て
来
る
日
本
特
殊
論
と
の
振
幅
に
お
い
て

展
開
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
際
、
典
型
的
に
は
福
沢
諭
吉
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
「
儒
学
に
固
有
の
教
育
の
論
理
」
は
「
近
代
化
」
を
阻
害
し
、
偏
狭
な
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
支
え
る
負
の
価
値
し
か
持
た
ぬ
も
の
と
象
な
さ
れ
て
来
た
。
教

育
史
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
偏
見
が
充
分
に
克
服
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
「
自
然
に
対
時
し
得
る
主
体
」
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
的
人
間
観
に

対
し
て
、
「
自
然
の
秩
序
の
環
の
中
に
参
画
し
、
自
己
を
自
然
と
一
体
化
」
す

る
「
東
ア
ジ
ア
的
な
天
人
合
一
の
思
想
」
が
持
つ
意
味
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と

い
う
の
が
、
本
書
の
近
世
教
育
思
想
史
研
究
の
基
層
を
な
し
て
い
る
。

祖
裸
学
を
経
て
折
衷
学
が
登
場
し
、
さ
ら
に
寛
政
異
学
の
禁
を
契
機
と
し
て

正
学
派
朱
子
学
が
成
立
す
る
一
連
の
儒
学
史
の
中
で
、
何
故
に
「
教
育
爆
発
」

の
時
代
が
到
来
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
実
体
と
思
想
史
的
意
味
は
何
で
あ
る

の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
中
心
に
本
書
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
順

を
追
っ
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

荻
生
祖
侠
に
関
す
る
研
究
蓄
積
の
豊
富
さ
に
比
し
て
は
、
教
育
思
想
史
か
ら

な
さ
れ
た
研
究
は
数
え
る
程
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
本
書
の
第
一
章
は
荻
生

柤
裸
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
教
育
思
想
史
的
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

の
承
な
ら
ず
、
祖
採
学
を
理
解
す
る
上
で
も
、
実
に
豊
富
な
内
容
を
提
供
し
て

い
る
。
朱
子
学
の
「
理
」
に
代
え
て
対
置
す
る
「
物
」
と
い
う
「
六
経
」
に
記

さ
れ
た
具
体
的
な
「
事
実
」
を
学
問
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
習
熟
」
と

い
う
教
育
的
概
念
が
成
立
す
る
と
辻
本
氏
は
指
摘
す
る
。
辻
本
氏
に
よ
れ
ば
、

「
習
熟
」
と
い
う
概
念
は
、
学
習
者
の
自
発
性
と
能
動
性
と
を
俟
っ
て
初
め
て

成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
学
習
者
の
主
体
性
を
保
障
す
る
論
理

は
、
聖
人
の
超
越
的
権
威
と
そ
れ
に
対
す
る
「
信
仰
」
を
大
前
提
と
し
て
い

た
。
祖
棟
の
教
育
思
想
の
特
質
と
し
て
、
辻
本
氏
は
祖
侠
の
人
材
論
を
構
成
し

て
い
る
「
徳
」
と
「
才
」
と
の
関
係
や
、
私
学
教
育
論
な
ど
を
分
析
し
て
い
る

が
祖
棟
の
学
問
観
が
そ
れ
以
前
の
儒
学
の
そ
れ
と
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
と

し
て
、
「
個
々
の
人
間
の
生
き
か
た
よ
り
も
、
社
会
の
全
体
的
統
合
と
し
て
政

治
の
方
法
と
し
て
、
学
問
を
と
ら
え
る
視
点
を
徹
底
」
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
こ
そ
が
、
思
想
史
的
に
ゑ
れ

ば
折
衷
学
を
生
ゑ
出
す
土
壌
を
造
り
出
し
、
さ
ら
に
、
儒
学
が
政
治
の
世
界
で

脚
光
を
浴
び
、
「
教
育
爆
発
」
の
時
代
を
招
来
せ
し
め
る
要
因
と
な
っ
た
と
論

じ
て
い
る
。
十
八
世
紀
の
中
葉
以
降
、
幕
藩
制
社
会
を
経
営
し
て
行
く
に
必
要

な
知
識
や
技
能
な
ど
の
「
人
才
」
を
備
え
た
「
専
門
人
」
の
需
要
が
高
ま
る
の

で
あ
る
が
、
祖
侠
の
「
人
材
論
」
及
び
「
学
問
観
」
は
こ
う
し
た
状
況
に
対
応

し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
祖
侠
が
発
想
し
た
「
専
門
人
」
は
、
政
治

主
体
者
と
し
て
の
実
践
倫
理
を
欠
い
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
う
し
た
「
専
門
人
」
に
具
体
的
な
政
治
実
践
が
問
わ
れ
て
く
る
と
、
主

体
を
内
面
に
お
い
て
支
え
る
倫
理
と
世
界
観
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て

認
識
さ
れ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
辻
本
氏
は
「
柤
侠
の
経
世
論

を
前
提
に
、
そ
れ
を
朱
子
学
的
実
践
倫
理
と
結
合
し
て
説
く
折
衷
学
」
の
登
場

の
必
然
性
を
見
て
と
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
柤
侠
の
教
育
思
想
を
、

近
世
中
期
以
降
の
藩
校
教
育
の
隆
盛
と
折
衷
学
の
出
現
と
い
う
歴
史
展
開
の
中

に
位
置
づ
け
た
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
祖
侠
に
関
す
る
教
育

思
想
史
的
研
究
の
斬
新
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。

第
二
章
で
は
、
細
井
平
洲
の
思
想
課
題
を
「
学
問
（
儒
学
）
と
政
治
（
藩
政

改
革
）
と
教
育
（
藩
校
）
」
と
と
ら
え
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
「
藩
校
急

一
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増
の
思
想
史
的
要
因
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
従
来
、
あ
ま
り
光
が
あ

て
ら
れ
な
か
っ
た
折
衷
学
の
特
質
と
歴
史
的
意
味
の
検
討
を
試
ゑ
て
い
る
。

柤
侠
が
「
道
」
を
聖
人
の
制
作
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
自
然
的
秩
序
を

否
定
し
た
の
に
対
し
、
平
洲
は
再
び
「
道
」
を
「
天
地
自
然
」
と
結
び
つ
け
る

の
で
あ
る
が
、
辻
本
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
十
八
世
紀
半
ば
以
降
顕
著

に
な
っ
て
き
た
在
来
的
秩
序
の
崩
壊
」
と
い
う
社
会
状
況
の
中
で
、
祖
侠
学
の

「
人
心
」
に
対
す
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
へ
の
批
判
と
し
て
登
場
し
て
来
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
辻
本
氏
は
こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
。
「
人
心
へ
の
一
定
の
信
頼
を
前
提
に
、
政
治
や
文
化
の
諸
制
度
や
諸
形
式

に
よ
る
社
会
統
合
を
説
い
た
祖
侠
学
は
、
多
様
に
複
雑
化
し
て
き
た
十
八
世
紀

半
ば
以
降
の
社
会
の
状
況
下
で
は
、
民
衆
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
祖
侠

学
そ
の
ま
ま
で
は
、
急
速
に
有
効
性
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
」
・
こ
の
よ
う
な

祖
棟
学
の
欠
陥
を
補
う
形
で
、
辻
本
氏
は
平
洲
を
登
場
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
平

洲
は
「
道
」
を
「
天
地
自
然
」
と
連
結
さ
せ
は
し
た
が
、
そ
れ
は
朱
子
学
の
よ

う
に
人
間
に
内
在
す
る
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
祖
侠
学
的
な
意
味
で

の
外
在
的
規
範
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
一
度
、
祖
侠

に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
た
「
天
地
自
然
」
と
「
道
」
と
が
、
何
故
に
再
度
連
結

さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
平
洲
に
お
い
て
は
、
「
道
」
と
い
う
も
の
は
個
々
人
の
単
独
の

力
に
よ
っ
て
「
自
得
」
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
教
化
」
さ
れ

て
自
覚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
民
衆
を
教
化
す
る
主
体
こ

そ
、
体
制
秩
序
の
維
持
に
責
任
を
持
っ
た
「
君
主
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
「
教
化
」
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
教
化
主
体
の
絶
対
性
が
保
障
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
天
地
自
然
の
道
」
は
教
化
主
体
者
と
し
て

の
「
君
主
」
の
絶
対
性
を
「
根
本
の
と
こ
ろ
で
担
保
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
平

洲
自
身
も
「
君
主
権
力
の
強
化
」
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
の
が
辻
本
氏
の
所

論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
平
洲
の
思
想
特
質
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
衣
笠
安
喜

氏
は
「
被
治
者
に
絶
対
的
な
服
従
を
強
要
す
る
幕
藩
支
配
体
制
強
化
の
思
想
」

（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
近
世
、
四
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
、
辻

本
氏
は
、
基
本
的
に
は
衣
笠
氏
の
所
論
を
継
承
し
つ
つ
も
、
平
洲
の
思
想
が
被

治
者
の
心
情
を
と
ら
え
、
受
容
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
は
平
洲
の
「
名
君
」
論
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。
「
天
」
の
権
威
に

よ
っ
て
そ
の
立
場
を
保
証
さ
れ
る
「
君
主
」
は
、
「
臣
民
の
父
母
」
と
し
て
、

「
天
」
が
万
物
に
恵
承
を
与
え
る
よ
う
に
、
民
衆
を
「
教
化
」
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
「
民
の
手
本
」
た
り
う
る
「
君
徳
」
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
平
洲
の
「
名
君
」
論
は
、
「
君
主
の
責
任
の
大
き
さ
を

強
調
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
「
天
」
に
対
す
る
と
同
時
に
民
に
対

し
て
君
主
が
負
う
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
名
君
」
論

は
、
一
方
で
は
強
烈
な
愚
民
観
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ

も
、
辻
本
氏
は
愚
民
観
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
見
か
た
を
提
唱
し
て
い
る
。

や
や
長
き
に
わ
た
る
引
用
と
な
る
が
、
辻
本
氏
の
儒
学
に
対
す
る
光
の
あ
て
方

を
知
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
掲
げ
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
儒
学
思
想
研
究
、
と
り
わ
け
戦
後
の
そ
れ
に
お
い

て
は
、
儒
学
思
想
に
と
も
な
う
愚
民
観
は
、
お
お
む
ね
否
定
的
評
価
の
対
象

と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
愚
民
観
は
、
支
配
権
力
の
絶
対
性
を
前
提
と

し
て
、
人
民
を
身
分
差
別
の
枠
内
に
固
定
化
さ
せ
る
、
い
わ
ば
近
世
儒
学
思

想
の
封
建
性
を
如
実
に
示
す
尾
て
い
骨
が
ご
と
き
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と

が
、
き
わ
め
て
多
か
っ
た
。
確
か
に
、
儒
学
思
想
に
お
い
て
は
、
民
衆
は
、
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自
ら
の
う
ち
に
自
律
し
得
る
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
か
っ

た
。
民
衆
は
支
配
の
客
体
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
封
建
的
な
身
分
差
別
を
積
極

的
に
正
当
化
す
る
機
能
を
は
た
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
民
衆
観
を
儒
学
が
も

つ
限
り
、
そ
れ
が
封
建
的
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の

こ
と
は
、
愚
民
観
が
持
つ
一
定
の
歴
史
的
意
味
を
無
視
し
て
よ
い
こ
と
を
意

味
し
な
い
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
、
自
由
と
平
等
の
理
想
の
実
現
を
目
指
す
近
代
社
会
に

生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
確
か
に
儒
学
の
「
愚
民
観
」
は
一
つ
の
。
ヘ
ク
ト
ル
に

お
い
て
し
か
解
釈
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
近
世
人
の
解
釈

と
同
一
と
は
い
え
な
い
。
辻
本
氏
に
よ
れ
ば
、
「
君
主
の
仁
政
の
責
任
の
重
承

を
加
重
す
る
も
の
」
と
の
解
釈
も
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
愚
民

観
に
基
づ
い
て
、
「
君
主
の
誠
実
な
る
仁
政
の
実
践
」
を
政
治
主
体
た
る
「
君

主
」
の
心
情
に
刻
印
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
民
衆
の
心

情
」
を
引
き
つ
け
て
、
「
自
発
的
服
従
」
を
促
が
し
た
と
す
る
の
は
、
柳
か
説

得
力
に
欠
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
折
衷
学
と
し
て
の
平
洲
の
学
問
に
つ
い
て
、
「
人
心
教
化
」
を
と
お

し
て
国
政
に
役
立
ち
う
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
う
し
た
学

問
態
度
は
「
知
的
探
求
を
放
棄
」
す
る
一
方
で
、
「
既
存
の
多
彩
な
学
派
学
説

に
寛
容
な
能
度
」
を
と
ら
せ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平
洲
の
学
問

は
、
祖
侠
学
以
降
の
諸
学
派
の
対
立
を
背
景
と
し
、
そ
れ
へ
の
強
烈
な
批
判
に

基
づ
い
て
、
「
諸
学
を
折
衷
す
る
学
者
（
学
問
を
す
る
者
）
の
強
い
主
体
的
態

度
」
に
お
い
て
、
諸
学
派
を
「
経
世
の
学
」
と
し
て
「
活
用
」
し
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
折
衷
学
を
思
想
史
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
丸
山
真
男
氏
や
衣
笠
安
喜
氏
の
所
論
に
対
し
て
、

辻
本
氏
は
「
儒
学
思
想
が
『
現
実
遊
離
』
し
、
『
陳
腐
』
化
し
て
ゆ
く
過
程
こ

そ
、
他
方
に
お
い
て
、
儒
学
が
実
際
的
有
効
性
や
教
育
生
命
を
獲
得
し
て
い

っ
た
過
程
と
し
て
承
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
反
論
を
提
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
折
衷
学
が
盛
ん
に
な
り
、
朱
子
学
が
復
活
し
て
く
る
過
程
は
、

藩
校
が
急
増
し
、
教
育
へ
の
関
心
が
高
ま
る
、
所
謂
「
教
育
爆
発
」
と
い
う

現
象
が
出
現
す
る
の
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
辻
本
氏

は
こ
れ
を
「
儒
学
が
積
極
的
に
社
会
へ
浸
透
し
て
ゆ
く
過
程
」
と
見
る
の
で
あ

る
。
折
衷
学
の
方
法
論
的
特
質
を
「
学
問
す
る
側
の
強
い
主
体
的
態
度
の
も
と

に
、
日
常
の
実
践
の
側
か
ら
積
極
的
に
学
問
の
意
味
を
と
ら
え
返
し
て
ゆ
く
」

も
の
と
し
、
「
直
面
す
る
諸
課
題
へ
の
有
効
性
如
何
」
が
折
衷
す
る
際
の
基
準

と
と
ら
え
た
辻
本
氏
は
、
そ
の
内
容
が
現
実
遊
離
し
た
封
建
道
徳
学
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
広
範
囲
に
流
布
し
、
社
会
に
受
容
さ
れ
た
事
実
が
あ
れ

ば
、
一
定
の
歴
史
的
機
能
と
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
細
井
平
洲
の
教
育
思
想
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
折

衷
学
の
積
極
的
な
意
味
づ
け
を
試
ゑ
た
訳
で
あ
る
が
、
や
が
て
「
名
君
」
論
も

客
観
的
な
政
治
実
体
（
「
収
奪
強
化
と
い
う
不
仁
政
」
）
が
露
呈
し
て
く
る
と
、

た
ち
ま
ち
に
し
て
そ
の
限
界
を
曝
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
や

が
て
折
衷
学
を
克
服
す
る
論
理
と
思
想
を
も
っ
て
「
正
学
派
朱
子
学
」
が
登
場

す
る
と
い
う
の
が
、
辻
本
氏
の
折
衷
学
に
関
す
る
結
論
で
あ
る
。

第
三
章
と
第
四
章
で
は
、
亀
井
南
冥
の
思
想
と
福
岡
藩
の
藩
校
教
育
の
実
際

を
分
析
し
、
異
学
の
禁
の
地
方
的
展
開
と
柤
侠
学
の
変
容
の
一
形
態
及
び
十
八

世
紀
後
半
の
藩
校
設
立
の
思
想
史
的
意
味
づ
け
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

南
冥
の
学
問
に
つ
い
て
、
辻
本
氏
は
、
柤
侠
学
の
経
世
論
を
継
承
し
て
は
い
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る
が
「
気
質
不
変
」
の
人
性
説
を
排
除
し
、
「
孔
子
一
尊
主
義
」
を
打
ち
出
し

て
、
実
践
の
拠
り
所
と
し
て
「
論
語
」
を
読
む
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と

要
約
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
冥
は
「
親
試
実
験
」
を
重
ん
じ
る
古
医
方
の
影
響

を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
自
力
」
、
「
自
得
」
と
い
う
強
烈
な
主
体

的
立
場
の
確
立
を
求
め
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
「
沮
侠
学
の
論
理
を
徹
底
」
し
た

も
の
に
他
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体
性
の
尊
重
は
、
十
八

世
紀
後
半
の
武
士
官
僚
の
教
育
に
有
効
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
主
体
性
は
「
内
面

か
ら
さ
さ
え
る
形
而
上
学
や
世
界
観
」
を
欠
落
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
脆
弱
性
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
天
人
合
一
の
世
界
観
の
下
に
形
成
さ

れ
た
実
践
倫
理
を
備
え
た
朱
子
学
が
登
場
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
辻
本
氏
は
、
福
岡
藩
の
藩
校
と
南
冥
の
学
校
論
の
考
察
を
通
し
て
、

近
世
に
お
け
る
藩
校
の
発
達
は
封
建
制
を
打
ち
破
っ
て
近
代
社
会
へ
と
展
開
す

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
封
建
体
制
の
諸
矛
盾
へ
の
「
対
症
療
法
的
な
対
応
」
も
し

く
は
そ
の
「
隠
蔽
」
と
い
う
形
で
進
行
す
る
と
い
う
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
近
世
に
お
け
る
教
育
の
「
近
代
」
的
特
質
と
い
う
も
の
が
、
必

ず
し
も
近
代
社
会
へ
と
連
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の

提
起
で
あ
る
。

第
五
章
に
お
い
て
は
、
寛
政
異
学
の
禁
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い

る
。
異
学
の
禁
を
契
機
に
成
立
す
る
「
正
学
派
朱
子
学
」
に
関
し
て
、
思
想
的

生
命
力
を
喪
失
し
、
単
な
る
封
建
教
学
と
し
て
強
要
さ
れ
た
陳
腐
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
通
説
に
対
し
、
辻
本
氏
は
、
衣
笠
安
喜
氏
、
宮
城
公

子
氏
、
頼
棋
一
氏
ら
に
よ
る
異
学
の
禁
以
後
の
朱
子
学
思
想
復
活
に
関
す
る
研

究
を
ふ
ま
え
て
、
「
正
学
派
朱
子
学
」
の
思
想
及
び
そ
の
歴
史
的
意
味
の
解
明

を
試
ゑ
て
い
る
。

辻
本
氏
は
、
正
学
と
異
学
の
相
違
点
に
つ
い
て
「
学
の
一
統
化
」
を
重
ん
じ

る
正
学
に
対
し
て
、
「
学
の
多
様
化
」
に
価
値
を
見
い
出
す
祖
侠
学
や
折
衷
学

な
ど
の
異
学
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
つ
つ
も
、
正
学
は
必
ず
し
も
異
学
を
全
面

否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
異
学
の
一
定
の
有
用
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
、
と

り
わ
け
頼
春
水
の
思
想
に
基
づ
い
て
実
証
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
正
学
朱

子
学
は
祖
侠
学
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
た
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
柤
侠
学
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
「
全
体
的
世
界
観
」

を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
が
「
正
学
派
朱
子
学
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
ま
た
、
安
永
・
天
明
と
い
う
時
代
が
、
社
会
の
解
体
を
と
ど
め
る
「
統
合

の
原
理
」
を
必
要
と
し
た
こ
と
も
、
朱
子
学
復
活
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と

付
け
加
え
て
い
る
。
儒
学
史
上
の
こ
う
し
た
変
容
は
、
頼
春
水
を
登
用
し
た
広

島
藩
や
古
賀
精
里
を
登
用
し
た
佐
賀
藩
で
も
進
行
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
前
史

を
経
て
、
寛
政
二
年
に
松
平
定
信
に
よ
っ
て
異
学
の
禁
が
断
行
さ
れ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
正
学
派
朱
子
学
の
「
包
摂
の
論
理
」
は
異
学
を
排
除
す
る
方
向
よ

り
も
、
異
学
を
政
治
上
に
活
用
せ
ん
と
す
る
構
造
を
備
え
て
お
り
、
ま
た
異
学

派
に
と
っ
て
も
、
正
学
派
朱
子
学
に
対
立
す
る
よ
り
も
、
朱
子
学
に
よ
る
学
問

の
統
一
論
に
反
対
し
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
に
本
質
的
な
二
律
背
反
の
要
素
は

存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
辻
本
氏
の
見
解
で
あ
る
。

↑
異
学
の
禁
の
教
育
史
的
な
意
味
と
し
て
、
辻
本
氏
は
、
一
、
学
校
と
い
う
公

的
に
組
織
化
さ
れ
た
教
育
の
機
能
が
本
格
的
に
は
初
め
て
政
策
の
う
ち
に
取
り

こ
ま
れ
た
、
二
、
国
家
的
な
統
合
の
理
念
と
し
て
、
朱
子
学
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
発
見
し
た
、
三
、
民
衆
を
知
的
に
も
啓
蒙
し
、
生
活
能
力
を
つ
け
、
崩

壊
に
瀕
し
た
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
、
四
、
朱
子
学
的
道
徳
と
実

用
学
摂
取
と
い
う
二
重
構
造
を
と
り
な
が
ら
人
材
教
育
が
進
展
し
た
、
五
、
幕
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末
か
ら
近
代
へ
と
続
く
日
本
の
政
治
と
学
問
と
教
育
の
関
わ
り
方
の
基
本
的
特

質
を
形
成
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
諸
点
を
あ
げ
て
い
る
。

第
六
章
に
お
い
て
は
、
後
期
水
戸
学
、
と
り
わ
け
会
沢
正
志
斎
の
思
想
を
手

が
か
り
と
し
て
、
「
近
代
」
的
な
国
家
主
義
的
教
育
政
策
が
誕
生
す
る
過
程
を

思
想
史
的
に
考
察
し
て
い
る
。
辻
本
氏
に
よ
れ
ば
、
会
沢
の
排
耶
論
は
単
な
る

現
象
的
な
西
洋
拒
否
の
論
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
と
し
て
持

つ
「
民
心
収
攪
」
の
政
治
的
意
味
に
着
目
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
外
患
」
と

「
内
憂
」
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
機
意
識
を
持
た
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
排
耶
論
の
成
立
は
民
衆
の
教
化
政
策
に
着
目
さ
せ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
民
衆
と
は
「
共
同
体
的
秩
序
」
を
形
成
す
る
「
集
団
」

と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
心
の
内
に
秩
序
意
識
を
確
立
す
る
個
と
し
て

の
民
衆
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
教
化
さ
れ
る
一
個
の
主
体
と
し
て
の
民
衆
像
が

登
場
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
衆
像
を
背
景
に
、
「
民
衆

が
い
か
に
国
家
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
を
さ
さ
え
得
る
か
」
と
い
う
政
治
課
題
が

前
面
に
お
し
出
さ
れ
、
民
心
を
国
家
に
収
數
す
る
規
範
（
国
体
）
が
求
め
ら

れ
た
。辻

本
氏
は
、
道
ｌ
天
ｌ
天
祖
ｌ
天
皇
ｌ
臣
民
の
関
係
性
及
び
「
父
子
分
身

一
体
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
忠
孝
道
徳
か
ら
、
会
沢
の
国
体
論
の
構
造
を
論
じ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
会
沢
が
国
体
論
に
「
祖
先
祭
祀
」
の
思
想
を
結
び
つ
け

た
の
は
、
儒
教
に
お
け
る
民
心
掌
握
の
不
十
分
さ
が
死
生
論
を
組
承
入
れ
た
宗

教
性
の
欠
如
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

会
沢
の
国
体
論
を
支
え
る
思
想
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
う
る
「
宗

教
」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
て
、
．
種
の
国
家
宗
教
」
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
従
来
、
「
封
建
反
動
」
の
思
想
と
特

徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
後
期
水
戸
学
が
、
実
は
「
近
代
」
的
特
性
を
備
え
て
お

り
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
愚
民
観
も
、
従
来
の
愚
民
観
の
概
念
と
は
異
な

り
、
国
家
を
主
体
的
に
支
え
る
、
明
治
国
家
が
目
指
し
た
臣
民
像
に
近
い
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
辻
本
氏
の
後
期
水
戸
学
研
究
の
結
論
で
あ
る
。

こ
の
書
物
に
関
し
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
書
評
が
出
て
お
り
、
さ
ら
に

付
け
加
え
る
べ
き
も
の
も
な
く
、
あ
え
て
内
容
紹
介
に
と
ど
め
る
よ
う
に
努
め

た
。
最
後
に
、
方
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
つ
気
付
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お

き
た
い
。
「
近
代
」
的
な
価
値
観
の
下
で
近
世
思
想
を
裁
断
す
る
と
い
う
こ
れ

ま
で
の
近
世
教
育
思
想
史
研
究
の
反
省
に
立
っ
て
、
近
世
思
想
か
ら
、
近
代

を
展
望
し
よ
う
と
す
る
辻
本
氏
の
方
法
は
ほ
ぼ
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
。
そ
の

こ
と
は
愚
民
観
の
解
釈
や
異
学
の
禁
の
再
検
討
な
ど
に
鮮
や
か
に
見
て
と
れ
る

が
、
こ
う
し
た
方
法
の
持
つ
、
危
険
な
陥
奔
に
つ
い
て
も
、
辻
本
氏
は
充
分
に

熟
知
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
弁
明
が
所
々
に
見
ら
れ
た
。
そ
の
事
が
、
た

と
え
ば
正
学
派
朱
子
学
の
主
体
性
論
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
矛
盾
に
ゑ
ら
れ
る

よ
う
に
、
読
者
を
し
て
、
誤
読
せ
し
め
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
本
書
が
近
世
教
育
思
想
史
の
み
な
ら
ず
、
近
世
思

想
史
の
研
究
に
お
い
て
も
、
多
大
の
貢
献
を
は
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
え
な

い
。
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