
那
波
活
所
は
、
林
羅
山
・
松
永
尺
五
・
堀
杏
庵
と
並
ぶ
藤
原
慢
窩
の
高
弟
で
、

熊
本
藩
主
・
加
藤
忠
広
に
仕
え
な
が
ら
も
、
近
世
大
名
と
し
て
の
そ
の
無
能
の

ゆ
え
に
こ
れ
を
去
り
、
後
に
、
紀
州
藩
の
初
代
藩
主
・
徳
川
頼
宣
の
下
に
儒
臣

と
し
て
出
仕
、
藩
政
の
確
立
に
尽
力
し
た
。
（
ち
な
み
に
加
藤
氏
は
、
寛
永
九

柴
田
氏
は
、
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
本
書
の
主
要
な
課
題
は
、
一
つ

は
、
中
世
と
比
べ
て
近
世
の
思
想
史
的
境
位
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
思
想
史
か
ら
み
た
と
き
、
近
世
と
は
い
か
な
る
社
会
な
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
中
世
社
会
と
対
比
し
て
、
近
世
社
会
の
思
想
的

到
達
点
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
三
頁
）
こ
う
し

た
氏
の
問
題
関
心
の
在
り
方
は
、
と
り
あ
え
ず
歴
史
主
義
的
な
接
近
ス
タ
イ
ル

だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
書
は
ｌ
殆
ん
ど
全
章
に
わ
た
っ
て
那
波
活
所
を
取
り
上
げ
て

の
考
察
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ｌ
敢
え
て
『
思
想
史
に
お
け
る
近
世
』
と

題
さ
れ
た
だ
け
あ
っ
て
、
多
岐
に
わ
た
る
論
点
を
提
示
し
て
い
る
が
、
私
か
ら

み
て
核
心
的
と
思
わ
れ
る
幾
つ
か
の
問
題
に
絞
っ
て
、
共
に
考
え
て
ゑ
た
い
。

｜
時
代
の
課
題
と
理
気
論
・
天
人
論

書
評

柴
田
純
著
『
思
想
史
に
お
け
る
近
世
』
惠
文
閣
出
版
・
平
成
一
一
一
年
）

年
、
家
光
に
よ
っ
て
改
易
さ
れ
た
。
）
こ
の
活
所
を
論
じ
よ
う
と
し
て
、
柴
田

氏
は
ま
ず
、
「
幕
藩
制
社
会
が
ど
の
よ
う
な
諸
課
題
を
負
っ
て
成
立
し
た
か
」
（
一

○
九
頁
）
、
つ
い
で
個
別
の
領
主
階
級
の
課
題
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
問
題

に
す
る
。
総
領
主
階
級
に
と
っ
て
の
課
題
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

一
・
私
的
領
域
・
私
的
権
力
の
、
よ
り
上
級
権
力
へ
の
包
摂
。
「
公
」
的
階
層

秩
序
の
成
立
。

二
．
農
民
の
「
心
」
の
直
接
的
掌
握

幕
藩
制
社
会
成
立
期
の
こ
の
二
つ
の
課
題
を
、
個
別
領
主
は
各
々
の
支
配
領
域

で
遂
行
し
て
い
く
の
で
あ
り
（
そ
こ
で
の
不
適
格
者
に
は
現
実
に
加
藤
氏
の
運

命
が
ま
っ
て
い
る
）
、
そ
れ
は
端
的
に
、
家
臣
団
の
統
制
・
藩
の
吏
僚
層
の
養

成
、
民
衆
の
支
配
と
い
う
具
体
的
な
課
題
と
し
て
個
別
領
主
の
前
に
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
柴
田
氏
は
、
近
世
前
期
の
儒
学
、
よ
り
広
く
言
え
ば
学
問
の

問
題
を
、
こ
こ
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
。
研
究
の
こ
う
し
た
視
角
を
、
氏
自
身

の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

当
該
期
の
社
会
構
造
と
の
関
わ
り
で
、
彼
ら
（
諸
身
分
・
諸
階
層
・
…
：
引
用

者
）
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
学
文
受
容
を
行
な
い
、
い
か
な
る

自
己
形
成
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
（
一
七
頁
）

田
尻
祐
一

一
六
九
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か
か
る
諸
課
題
を
担
い
つ
つ
現
実
の
諸
矛
盾
に
鋭
敏
に
対
応
し
て
い
っ
た
支

配
階
級
の
意
識
の
具
体
化
、
体
系
化
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
な
る
も
の
の
役
割
が
存
在
し
た
（
一
○
九
頁
）

こ
う
し
た
視
角
の
欠
如
が
、
旧
来
の
研
究
水
準
を
「
思
想
家
の
思
想
内
容
を
な

ぞ
る
だ
け
」
（
九
頁
）
の
も
の
に
し
て
い
た
と
す
る
氏
の
指
摘
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
正
当
な
も
の
だ
と
私
は
思
う
。
そ
の
上
で
氏
が
特
に
強
調
す
る
の
は
、

読
み
書
き
算
術
の
能
力
を
体
得
し
、
村
落
の
自
主
的
運
営
能
力
を
身
に
つ
け
る

ま
で
に
成
長
し
た
百
姓
身
分
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
領
主
の
側
か
ら
い
え
ば
、

兵
農
分
離
に
よ
っ
て
在
地
か
ら
撤
退
し
た
領
主
が
、
百
姓
身
分
の
成
長
に
相
応

し
い
教
化
を
い
か
に
達
成
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、

徳
治
主
義
的
政
策
が
ｌ
ｌ
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
文
飾
で
は
な
く
ｌ
打
ち
出

さ
れ
る
必
然
性
が
あ
り
、
「
教
化
を
通
じ
て
の
人
間
の
向
上
可
能
性
」
（
一
二
四

頁
）
が
追
求
さ
れ
る
根
拠
が
あ
り
、
宋
明
学
が
受
容
さ
れ
る
社
会
的
基
盤
が
あ

る
。
こ
の
点
、
氏
の
最
も
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
紀
州
藩
で
の
例
を
具
体

的
に
承
れ
ば
、
万
治
三
年
（
一
六
六
○
）
に
「
父
母
状
」
と
呼
ば
れ
る
教
訓
書

が
農
村
に
下
さ
れ
た
。
同
書
は
、
「
正
直
」
「
孝
」
を
強
調
し
、
法
度
の
遵
守
、

「
分
限
」
の
維
持
、
百
姓
と
し
て
の
「
家
職
」
の
精
勤
を
訴
え
て
い
る
と
い
う
。

さ
て
、
領
主
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
活
所
の
思
想
は
、
柴
田
氏
に

よ
れ
ば
、
一
つ
に
は
氏
の
い
う
「
中
人
思
想
」
に
、
他
に
は
活
所
の
独
自
の
理

気
論
・
天
人
論
の
う
ち
に
そ
の
特
色
を
表
わ
し
て
い
る
。

「
中
人
思
想
」
と
は
、
「
聖
賢
は
過
ち
無
く
、
大
賢
は
過
ち
を
改
む
。
中
人

か
ざ

は
過
ち
を
改
む
る
に
吝
に
し
て
、
下
愚
は
過
ち
を
文
る
。
至
愚
は
過
ち
を
知
ら

ず
。
」
（
『
活
所
備
忘
録
』
巻
二
六
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
賢
愚
の
中

間
者
、
普
通
人
に
と
っ
て
の
修
養
を
第
一
義
と
す
る
思
想
の
謂
で
あ
る
。
柴
田

氏
に
よ
れ
ば
、
猩
窩
の
時
か
ら
既
に
「
中
人
」
へ
の
関
心
は
み
ら
れ
、
活
所
に

お
い
て
そ
れ
が
高
め
ら
れ
、
そ
し
て
『
活
所
備
忘
録
』
の
末
尾
に
「
中
人
と
は

何
ぞ
や
、
心
に
聖
学
を
知
り
、
躬
ら
五
倫
の
類
を
行
な
う
」
（
巻
二
八
）
と
言

わ
れ
る
に
至
っ
た
。
活
所
自
身
、
「
中
人
」
と
し
て
の
自
己
認
識
を
も
ち
、
そ

の
学
問
も
、
「
中
人
」
に
道
徳
的
修
己
上
昇
の
道
を
示
す
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ

た
の
だ
と
い
う
。
普
通
人
の
向
上
可
能
性
の
こ
う
し
た
宣
揚
が
、
上
か
ら
言
え

ば
士
民
の
撫
育
に
、
下
か
ら
言
え
ば
「
自
己
の
生
き
方
を
主
体
的
に
模
索
し
は

じ
め
た
一
般
武
士
や
一
部
の
民
衆
に
対
し
て
、
そ
れ
は
一
つ
の
道
し
る
べ
を
与

え
う
る
思
想
だ
っ
た
」
（
一
九
五
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

理
気
論
・
天
人
論
に
つ
い
て
は
、
柴
田
氏
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
こ
う
で
あ
る
。

活
所
の
立
場
は
、
陽
明
学
に
接
近
し
た
理
気
合
一
論
、
主
気
的
な
合
一
論
で
あ

り
、
そ
れ
は
直
ち
に
知
行
合
一
の
実
践
論
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
天
理
に
対
し

て
は
、
勢
・
命
の
独
自
性
を
強
調
し
、
天
に
つ
い
て
は
そ
の
人
格
的
主
宰
性
よ

り
理
的
側
面
を
押
し
出
し
、
天
の
報
復
な
ど
を
承
認
し
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
あ
た
り
の
説
明
は
分
か
り
づ
ら
い
。
紹
介
さ
れ
た
史
料
か
ら

は
、
「
朱
子
の
存
在
論
に
お
け
る
気
の
理
解
と
は
大
き
な
隔
た
り
を
示
し
て
い

る
」
（
五
三
頁
）
ま
で
は
了
解
で
き
て
も
、
そ
れ
以
上
、
「
理
気
合
一
」
「
つ
ま

り
王
陽
明
の
い
う
「
理
者
気
之
条
理
」
と
し
て
の
理
気
合
こ
「
い
わ
ば
主
気

的
な
理
気
合
一
論
」
（
五
四
’
五
頁
）
と
い
う
結
論
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
出

て
こ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
感
じ
る
の
は
、
活
所
に
と
っ
て
理
気

論
の
理
論
構
成
が
ど
う
い
う
意
味
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い

う
点
で
の
考
察
が
不
十
分
な
た
め
に
、
こ
の
あ
た
り
の
柴
田
氏
の
論
旨
が
不
分

明
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
第
七
章

に
お
い
て
、
一
部
の
補
正
を
試
み
て
い
る
が
、
理
気
論
に
限
れ
ば
問
題
は
変
わ

一
七
○



っ
て
い
な
い
。
）
領
主
階
級
の
課
題
に
沿
っ
て
活
所
を
み
て
い
く
と
い
う
視
角

も
、
こ
こ
で
は
生
き
て
い
な
い
。

天
人
論
に
も
、
や
や
分
か
り
づ
ら
い
所
が
残
っ
て
い
る
。
活
所
の
世
界
が
、

天
理
を
一
方
に
据
え
な
が
ら
、
他
方
で
勢
・
命
に
よ
る
世
界
の
展
開
を
説
く
二

元
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
天
理
に
対
す
る
命
な
い
し
勢
の
い
わ
ば
相
対
的
独
立

性
の
面
が
強
く
押
し
出
さ
れ
」
（
六
八
頁
）
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
正
し
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、
戦
国
期
の
人
格
的
審
判
者
的
な
天
道
か
ら
、
理
法
と
し
て
の

天
に
変
容
し
、
「
か
く
し
て
天
の
思
想
は
、
一
方
で
統
一
政
権
に
と
り
全
く
無

害
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
共
に
、
他
方
で
は
儒
学
の
内
に
育
ま
れ
た
天
理
Ⅱ
公
の

論
理
に
基
づ
い
て
身
分
制
支
配
の
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
く
」
（
七
四
頁
）

と
い
う
筋
道
も
理
解
し
う
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
細
川
忠
利
の
家
臣
が
雷
に
撃

た
れ
た
事
件
に
つ
い
て
の
活
所
の
コ
メ
ン
ト
「
撃
つ
と
こ
ろ
の
者
数
人
。
将
に

正
人
君
子
な
る
か
。
将
に
凶
悪
淫
盗
な
る
か
。
其
れ
臣
は
其
れ
主
の
腹
心
爪
手

足
な
り
。
天
其
れ
意
有
り
や
。
天
其
れ
意
無
き
や
。
」
と
い
う
一
節
か
ら
、

主
君
に
と
っ
て
家
臣
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
と
い
う
、
い
わ
ば
人
間
界

の
論
理
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
天
意
の
所
在
に
不
信
を
表
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
不
条
理
な
自
然
現
象
に
対
し
て
、
従
来
の
ご
と
く

天
意
を
想
定
し
諦
念
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
間
的
立
場
で

そ
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
従
っ
て
、
こ
の
史

料
は
、
単
に
活
所
が
天
の
人
格
的
審
判
者
的
性
格
に
不
信
を
懐
く
に
い
た
っ

た
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
現
象
を
人
間
的
立
場
で
改
め
て
と
ら

え
か
え
そ
う
と
い
う
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
…
（
二
○
七
頁
）

の
だ
と
い
っ
た
大
き
な
結
論
が
、
は
た
し
て
導
か
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

少
し
、
細
部
に
立
ち
入
り
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
言
い
た
い
の
は
、

時
代
の
課
題
Ⅱ
領
主
階
級
の
課
題
か
ら
、
頼
宣
の
ブ
レ
ー
ン
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

と
し
て
の
活
所
を
把
握
し
て
い
く
と
い
う
柴
田
氏
の
視
角
の
明
快
さ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
理
気
論
・
天
人
論
の
分
析
に
は
隔
靴
掻
痒
の
感
が
否
め
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
私
自
身
痛
感
す
る
の
は
、
社
会
構
成
や
階
級
の
視
角
に

立
ち
な
が
ら
、
理
気
論
や
天
人
論
を
生
き
生
き
と
分
析
し
て
い
く
と
い
う
途
が

い
か
に
困
難
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
に
知
的
探
求
心
か
ら
こ
う
し
た
問

題
に
取
り
組
ん
だ
知
識
人
で
は
な
い
場
合
ｌ
活
所
も
然
り
ｌ
に
は
特
に
、

そ
の
理
気
論
や
天
人
論
を
支
え
て
い
る
具
体
的
な
関
心
、
理
論
の
リ
ア
リ
テ

ィ
ー
の
所
在
に
絞
っ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
活

所
の
担
っ
た
時
代
の
課
題
に
つ
い
て
は
柴
田
氏
な
り
の
明
確
な
理
解
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
徹
底
的
に
そ
こ
か
ら
読
み
込
ん
で
い
っ
て
欲
し
か
っ
た
。

領
主
的
課
題
に
立
ち
返
っ
て
問
題
を
考
え
て
い
く
ｌ
こ
れ
が
柴
田
氏
の
基

本
的
立
場
（
歴
史
主
義
的
接
近
）
で
あ
る
が
、
柴
田
氏
に
は
他
方
、
ロ
マ
ン
テ

ィ
ッ
ク
な
分
析
視
角
も
同
居
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
概
念
は
、
「
主
体
性
」
「
人

間
」
で
あ
る
。
氏
の
議
論
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
瀕
出
す

る
。
曰
く
、

近
世
の
主
要
な
思
想
史
的
課
題
が
主
体
性
の
問
題
で
あ
る
（
二
頁
）

事
実
を
重
視
す
る
（
百
姓
の
…
引
用
者
）
合
理
的
・
主
体
的
な
動
向
（
四
一

頁
）「

身
持
」
を
好
く
せ
よ
と
い
う
教
化
は
、
百
姓
が
…
そ
れ
を
主
体
的
に
担
う

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
形
成
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
役
割
を
も
も
っ
て
い
た

（
四
一
頁
） ’

一
主
体
性
・
人
間

一

七
一



猩
窩
は
…
現
実
の
実
践
的
課
題
を
解
決
し
う
る
よ
う
な
主
体
性
を
み
づ
か
ら

確
立
さ
せ
て
い
っ
た
（
一
七
五
頁
）

（
猩
窩
に
と
っ
て
「
至
善
」
と
は
…
引
用
者
）
い
か
な
る
事
態
に
も
動
揺
せ

ず
に
対
処
し
う
る
よ
う
な
、
主
体
的
自
我
を
確
立
す
る
こ
と
（
一
七
六
頁
）

近
世
初
頭
の
治
者
は
、
宋
明
性
理
学
の
受
容
を
通
じ
て
、
自
己
の
主
体
的
自

我
を
確
立
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
一
七
八
頁
）

「
為
す
有
る
の
君
」
で
な
け
れ
ば
仕
え
る
べ
き
で
な
い
…
そ
こ
に
活
所
の
主

体
的
な
あ
り
方
を
窺
い
承
る
（
一
八
二
頁
）

近
世
初
頭
に
お
け
る
儒
者
や
治
者
の
宋
明
性
理
学
の
受
容
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
お
け
る
主
体
的
な
選
択
の
結
果
で
あ
り
（
一
八
三
頁
）

活
所
が
自
己
の
主
体
的
な
思
想
的
営
為
を
通
じ
て
、
い
か
な
る
思
想
的
地
平

を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
の
か
（
一
八
五
頁
）

自
己
の
主
体
性
に
お
い
て
君
主
を
選
び
と
り
（
二
二
二
頁
）

「
人
間
」
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
代
表
的
な
例
を
二
つ
挙
げ
る
。

活
所
は
・
・
・
他
方
で
人
間
の
力
へ
の
信
頼
、
人
間
の
可
能
性
へ
の
信
頼
と
い
う

時
代
精
神
の
な
か
で
思
想
的
営
為
を
行
な
い
、
個
と
し
て
の
人
間
の
価
値
を

追
求
す
る
倫
理
的
人
間
観
を
構
想
し
た
…
そ
こ
に
は
、
出
自
や
身
分
、
地
位

に
よ
っ
て
人
間
の
価
値
を
決
定
す
る
立
場
と
は
全
く
異
な
っ
た
基
準
で
、
個

と
し
て
の
人
間
の
価
値
そ
の
も
の
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
…
こ
の
方
向
を
思

想
的
に
深
め
て
い
く
こ
と
は
、
封
建
的
な
人
間
観
の
相
対
化
に
つ
な
が
る
可

能
性
を
も
っ
て
い
た
（
一
九
三
頁
）

近
世
社
会
で
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
、
自
己
の
力
を
信
頼

し
て
、
人
間
的
諸
課
題
を
人
間
の
力
で
解
決
し
て
い
く
傾
向
が
顕
著
に
な
っ

て
き
た
（
二
○
三
頁
）

そ
し
て
、
活
所
の
思
想
・
学
問
は
全
体
と
し
て
「
人
間
学
」
だ
と
、
柴
田
氏
は

規
定
す
る
。

私
も
、
思
想
史
叙
述
に
お
い
て
、
「
主
体
性
」
や
「
人
間
」
の
問
題
は
核
心

的
な
テ
ー
マ
だ
と
考
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
叙
述
す
る
側
が
安
易
に
こ
れ
ら

の
語
に
も
た
れ
か
か
る
こ
と
の
危
険
を
言
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
儒
者

が
一
般
的
に
は
仏
者
の
超
越
性
・
出
世
間
性
を
批
判
し
て
人
倫
の
学
を
標
傍
す

る
限
り
、
そ
こ
に
「
主
体
性
」
や
「
人
間
」
を
見
て
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る

が
、
よ
り
立
ち
入
っ
て
、
何
が
思
想
家
の
主
体
性
で
あ
る
の
か
、
何
が
よ
り
人

間
の
立
場
で
あ
る
の
か
は
、
簡
単
で
は
な
い
。
晩
年
、
市
井
に
隠
れ
た
猩
窩
が

主
体
的
で
あ
れ
ば
、
僧
形
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
も
敢
え
て
何
か
を
引
き
受
け
よ

う
と
し
た
羅
山
も
ま
た
主
体
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
幕
府

へ
の
見
方
が
甘
い
（
一
七
二
頁
）
と
い
う
こ
と
で
一
方
を
切
り
捨
て
て
し
ま
え

ば
、
予
め
こ
ち
ら
で
用
意
し
た
主
体
性
に
し
か
焦
点
が
合
わ
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
身
の
処
し
方
や
狭
義
の
実
践
に
つ
い
て
だ
け
主
体
性
は

考
え
ら
れ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
世
界
の
秩
序
や
文
化
の
全
体
性
に
つ
い
て
の

知
の
獲
得
、
そ
の
上
で
の
参
加
と
い
っ
た
距
離
の
と
り
方
、
そ
れ
を
可
能
に
さ

せ
る
よ
う
な
認
識
的
態
度
Ｉ
荻
生
柤
侠
に
と
っ
て
の
「
礼
楽
」
の
発
見
の
よ

う
な
ｌ
は
、
主
体
性
の
確
立
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
話
を
幕
末
に
求
め
れ

ば
、
同
じ
陽
明
学
で
自
ら
の
主
体
性
を
養
い
な
が
ら
、
あ
の
大
塩
平
八
郎
と
、

学
問
世
界
に
い
わ
ば
沈
潜
し
て
い
っ
た
吉
村
秋
陽
の
、
い
ず
れ
が
よ
り
主
体
的

で
あ
っ
た
の
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
自
明
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
柴
田
氏
の
場
合
、

既
に
引
用
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
思
想
家
自
身
の
身
の
処
し
方
、
思
想
の
内
容

と
し
て
目
標
と
さ
れ
た
人
間
像
、
近
世
の
各
身
分
・
階
級
の
実
践
性
な
ど
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
主
体
性
」
「
主
体
的
」
の
語
が
何
の
定
義
も
な
い
ま
ま
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柴
田
氏
の
こ
の
本
の
収
穫
の
一
つ
は
、
第
八
章
「
宋
明
学
の
受
容
と
日
本
型

中
華
意
識
」
で
あ
る
。
近
年
、
従
来
の
鎖
国
論
の
枠
を
越
え
て
、
明
清
交
代
の

前
後
の
日
本
に
固
有
の
国
家
意
識
（
民
族
意
識
）
の
在
り
方
を
、
東
ア
ジ
ア
世

界
の
中
で
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
研
究
動
向
が
あ
り
、
豊
か
な
成
果
を
も
た
ら

し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
を
、
周
知
の
宋
明
学
の
受
容
Ⅱ
変
容
と
い
う
問
題
と
結
合

さ
せ
て
、
そ
の
上
で
近
世
全
体
に
一
つ
の
見
通
し
を
立
て
た
と
い
う
点
で
、
こ

の
章
は
評
価
さ
れ
る
と
思
う
。
氏
の
見
通
し
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

近
世
的
な
自
国
認
識
の
あ
り
方
が
、
宋
明
の
儒
学
受
容
の
方
向
を
強
く
規
定

し
て
い
た
．
（
二
四
九
頁
）

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
が
、
何
よ
り
も
問
題
だ
と
思
う
。

人
間
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
人
間
学
と
い
わ
れ
て
も
、
例
え
ば
中
江
藤

樹
の
思
想
が
人
間
学
で
は
な
く
、
活
所
の
そ
れ
が
固
有
の
人
間
学
だ
と
い
う
こ

と
は
、
ど
う
考
え
て
も
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
敢
え
て
仏
者
の
鈴
木
正
三
を
と
っ

て
み
て
も
、
問
題
は
同
じ
で
は
な
い
の
か
。
私
は
、
揚
げ
足
取
り
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

柴
田
氏
は
、
伊
藤
仁
斎
や
懐
徳
堂
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
近
世
の
「
人
間

学
的
思
想
」
（
二
四
○
頁
）
の
発
展
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
脈
絡
か
ら
す
る
、

活
所
と
仁
斎
と
の
方
法
・
内
容
の
双
方
に
わ
た
る
連
続
性
の
指
摘
（
第
八
章
第

一
節
「
活
所
と
仁
斎
」
）
は
た
い
へ
ん
に
興
味
深
く
、
十
八
世
紀
の
文
人
社
会

や
京
都
の
知
識
人
世
界
の
共
通
の
エ
ト
ス
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
貴
重
な

視
点
だ
と
思
う
の
だ
が
、
排
他
的
に
そ
れ
ら
だ
け
を
一
つ
の
系
譜
と
し
て
「
人

間
学
」
と
規
定
さ
れ
て
も
、
私
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
。

｜
一
一
日
本
型
中
華
意
識

中
国
と
い
わ
ば
対
等
な
自
国
意
識
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
中
国
そ
れ
自
体
が

相
対
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
二
五
九
頁
）

宋
明
の
儒
学
を
相
対
化
し
な
が
ら
受
容
で
き
た
一
つ
の
背
景
に
は
、
日
本
の

側
に
。
：
自
国
意
識
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
（
二
六
三
’
四
頁
）

近
世
的
な
自
国
意
識
は
、
日
本
が
あ
ら
た
め
て
「
聖
賢
の
国
」
と
し
て
自
己

規
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
し
い
視
点
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

視
点
は
、
日
本
を
「
聖
賢
の
国
」
と
し
て
自
己
規
定
し
、
自
前
の
文
化
を
自

覚
的
に
中
国
文
化
の
水
準
に
高
め
て
い
く
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
と
し
て
提
起

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
課
題
意
識
の
な
か
で
、
宋
明
の
儒
学
が
…
受

容
さ
れ
「
日
本
化
」
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
二
七
九
頁
）

そ
し
て
、

十
八
世
紀
後
半
以
降
、
〃
外
圧
″
が
強
ま
る
な
か
で
、
…
伝
統
的
な
記
紀
神

話
と
「
種
姓
」
観
念
が
結
び
あ
わ
さ
れ
、
万
世
一
系
の
天
皇
を
象
徴
に
お
く

「
神
国
」
規
定
が
急
速
に
浮
上
し
て
い
っ
た
（
二
七
六
’
七
頁
）

ポ
イ
ン
ト
は
、
日
本
Ⅱ
「
聖
賢
の
国
」
規
定
が
中
国
を
相
対
化
さ
せ
、
伝
統
的

な
対
中
国
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
払
拭
さ
せ
、
一
層
の
文
化
的
上
昇
を
目
指
し
た

と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
宋
明
学
の
「
日
本
化
」
の
一
因
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

ヲ
（
句
Ｏ

た
だ
問
題
は
余
り
に
も
複
雑
で
あ
り
、
氏
の
見
通
し
に
も
、
私
に
は
巨
細
さ

ま
ざ
ま
な
疑
問
が
残
っ
た
。
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
そ
れ
ら
を
並
べ
て
み
る
。

ｅ
日
本
を
「
聖
賢
の
国
」
と
規
定
し
て
、
自
前
の
文
化
を
中
国
の
水
準
に
高

め
て
い
く
と
い
っ
た
考
え
方
が
、
こ
の
時
代
の
自
国
意
識
の
核
に
据
え
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
そ
う
は
思
え
な
い
。
柴
田
氏
は
〃
外
圧
〃
の
時
か
ら

急
浮
上
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
が
、
む
し
ろ
「
神
国
」
意
識
が
、
様
々
な
読
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み
変
え
・
付
会
・
転
換
を
も
ち
な
が
ら
も
一
貫
し
て
主
流
で
あ
っ
て
、
や
は
り

そ
の
核
心
部
に
は
「
万
世
一
系
」
を
尊
貴
と
す
る
よ
う
な
価
値
が
秘
め
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
「
万
世
一
系
」
は
実
に
多
様
な
方
向
か

ら
価
値
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
皇
国
史
観
風
に
一
律
に
考
え
て
は

な
ら
な
い
こ
と
、
勿
論
で
あ
る
。
「
神
国
」
意
識
が
、
日
本
Ⅱ
「
聖
賢
の
国
」

規
定
よ
り
も
、
よ
り
構
造
的
に
深
く
近
世
社
会
に
浸
透
し
て
い
る
と
思
う
の
で

あ
る
。
（
近
世
思
想
史
の
な
か
で
、
「
万
世
一
系
」
的
な
価
値
観
念
を
ど
う
捉
え

る
べ
き
か
と
い
う
古
く
か
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
新
し
い
問
題
意
識
・
方
法
・

ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
大
胆
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
）

。
例
え
ば
、
神
儒
の
習
合
な
ら
ぬ
「
妙
契
」
を
信
じ
た
山
崎
闇
斎
な
ど
の
場

合
、
問
題
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
朱
子
学
を
絶
対
な
も
の
と
し
て
信
奉
す

る
こ
と
と
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
補
完
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
意
識

の
高
ま
り
が
朱
子
学
な
ら
朱
子
学
の
受
容
を
よ
り
自
覚
的
に
相
対
化
さ
せ
る
と

い
う
だ
け
で
は
、
闇
斎
の
問
題
は
解
け
な
い
と
思
う
。
結
果
と
し
て
朱
子
学
か

ら
ズ
レ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
闇
斎
の
場
合
に
明
ら
か
な
の
だ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
高
揚
が
そ
の
ズ
レ
の
自
覚
化
を
妨
げ
隠
蔽
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
闇

斎
に
は
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

ｅ
日
本
型
中
華
意
識
の
も
つ
「
脆
弱
性
」
と
い
う
こ
と
が
何
度
か
言
わ
れ
る

が
、
そ
の
ま
と
ま
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
私
も
、
日
本
型
中
華
意
識

ｌ
日
本
型
華
夷
意
識
と
言
う
に
し
て
も
日
本
型
中
華
意
識
に
し
て
も
、
何
か

も
う
一
つ
ピ
ッ
タ
リ
し
た
感
じ
が
し
な
い
、
そ
の
こ
と
自
体
が
「
脆
弱
性
」
の

一
つ
の
所
産
で
も
あ
る
の
だ
が
ｌ
は
、
脆
弱
な
も
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、

中
国
や
朝
鮮
の
王
朝
国
家
が
そ
れ
な
り
に
体
現
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
世
界
の
普

遍
的
な
原
理
か
ら
み
て
、
日
本
に
そ
の
中
心
性
を
保
証
さ
せ
る
も
の
が
な
い
か

ら
、
具
体
的
に
は
文
化
・
礼
楽
・
制
度
の
問
題
と
し
て
そ
れ
が
な
い
か
ら
だ
と

思
う
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
中
心
の
意
識
は
、
そ
れ
故
に
、
い
よ
い

よ
一
人
よ
が
り
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
こ
に
脆
弱
性
が
あ
る
と
思
う
。

⑳
佐
藤
直
方
「
中
国
論
集
」
の
一
節
を
、
「
学
問
に
よ
っ
て
日
本
の
文
化
水

準
を
高
め
て
い
く
立
場
」
（
二
八
五
頁
）
の
論
拠
と
し
て
い
る
が
、
私
に
は
、

直
方
の
こ
の
一
節
か
ら
（
或
い
は
「
中
国
論
集
」
を
通
じ
て
も
）
そ
う
し
た
結

論
を
導
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
我
〈
日
本
二
生
レ
タ
レ
ド
モ
、
実
二
学
問
二

志
ヲ
立
テ
バ
聖
賢
ニ
モ
至
ル
ベ
シ
。
其
時
〈
唐
中
国
デ
モ
ハ
ヂ
入
ル
。
ヘ
シ
ト
心

得
ベ
シ
」
と
い
う
こ
の
一
節
は
、
「
我
」
Ⅱ
学
問
す
る
人
間
の
、
い
わ
ば
一
身

の
独
立
、
生
国
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
な
い
学
問
者
と
し
て
の
務
持
を
言
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
「
日
本
の
文
化
水
準
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思

渥
局
ノ
０

既
に
与
え
ら
れ
た
ス
・
ヘ
ー
ス
は
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
批
判
が
ま
し
い
点
ば
か

り
が
表
に
出
て
し
ま
っ
た
し
、
私
の
勘
違
い
や
読
み
落
と
し
、
思
い
込
み
に
よ

る
誤
読
も
多
い
こ
と
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、
私
は
（
繰
り
返
す
が
）
氏
が
「
思

想
史
に
お
け
る
近
世
』
と
題
し
て
一
書
を
問
わ
れ
た
こ
と
の
重
み
を
素
直
に
受

け
と
め
て
い
き
た
い
。
「
支
配
思
想
」
と
民
衆
と
の
関
わ
り
を
方
法
的
に
ど
う

捉
え
る
べ
き
か
、
猩
窩
と
活
所
の
国
際
秩
序
、
そ
の
中
で
の
日
本
の
位
置
を
め

ぐ
る
考
え
方
の
大
き
な
（
と
私
に
は
思
え
る
）
相
違
を
思
想
内
在
的
に
ゑ
て
い

け
ば
ど
う
な
る
の
か
等
々
、
他
に
も
論
じ
た
か
っ
た
の
だ
が
次
の
機
会
を
俟
つ

こ
と
に
し
た
い
。

妄
言
多
謝

（
東
海
大
学
助
教
授
）
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