
柤
棟
学
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
や
方
法
論
か
ら
行

わ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
主
と
し
て
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
一
つ
は
、
柤
棟
の
認
識
論
・
方
法
論
の
面
に
注
目
し
て
そ

の
主
体
性
や
包
括
性
を
読
み
取
り
、
い
わ
ば
批
判
的
認
識
論
者
と
し

て
こ
れ
を
捉
え
る
沮
侠
像
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
体
制
論
・

統
治
論
の
面
に
注
目
し
て
そ
の
歴
史
性
や
社
会
的
機
能
を
読
み
取
り
、

秩
序
構
成
に
お
け
る
全
体
論
者
と
し
て
捉
え
る
柤
棟
像
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
祖
侠
像
は
、
極
端
な
差
を
も
ち
、
依
然
と
し
て
両
立
し
た

（
１
）

ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
差
異
の
存
在
は
、
祖
侠
学
自
身
の
も
つ
両
義
性

は
じ
め
に

徳
川
十
七
Ｉ
十
八
枇
紀
に
お
け
る
秩
序
論
の
様
相
Ｉ
仁
斎
学
と
机
徐
学
を
中
心
と
し
て
Ｉ

を
反
映
し
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
む
し

ろ
思
想
史
的
な
モ
チ
ー
フ
の
地
平
に
お
い
て
考
え
、
「
柤
侠
学
成
立

の
機
縁
と
し
て
の
仁
斎
学
の
登
場
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し
た

（
２
）い

。
仁
斎
学
は
沮
棟
学
が
成
り
立
つ
た
め
の
ど
ん
な
バ
ネ
に
な
っ
て

い
る
か
を
考
え
、
両
者
の
連
続
や
違
い
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
の
で

あ
る
。
従
来
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
研
究
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
多
く
の
場
合
、
仁
斎
学
は
柤
侠
学
へ
至
る
通
過
点
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
た
め
、
祖
侠
の
抱
く
仁
斎
学
の
「
事
件
」
と
い
う
意
味
が

（
３
）

十
分
な
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に

は
丸
山
図
式
に
影
響
さ
れ
た
点
も
含
め
て
、
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識

的
で
あ
れ
、
根
本
的
に
は
祖
侠
学
に
お
け
る
仁
斎
像
に
規
定
さ
れ
た

側
面
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

高
煕
卓
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柤
侠
が
『
弁
道
』
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
沮
棟
学
に
お

け
る
「
道
」
「
徳
」
の
「
大
」
と
い
う
全
体
性
は
、
治
世
の
た
め
の

先
王
の
「
道
」
の
普
遍
性
を
確
保
す
る
キ
ー
概
念
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
包
括
性
は
、
複
雑
多
様
な
人
間
・
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い

社
会
的
位
置
を
秩
序
化
す
る
上
で
の
理
念
的
装
置
で
も
あ
る
（
『
弁
道
』

十
二
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
大
」
の
全
体
包
括
性
は
、
十
七
’
十

八
世
紀
に
お
け
る
社
会
状
況
を
め
ぐ
っ
て
一
つ
の
偏
向
を
孕
ん
で
い

る
。
柤
侠
は
と
く
に
『
政
談
』
に
お
い
て
、
主
と
し
て
商
品
経
済
の

拡
大
と
そ
の
主
要
階
層
と
な
る
商
人
登
場
に
対
し
て
一
種
の
不
快
・

不
安
感
を
隠
そ
う
と
し
な
い
。
こ
う
し
た
不
安
感
は
、
祖
棟
の
仁
斎

学
の
捉
え
方
に
あ
る
影
を
落
と
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
祖
侠
学
成
立
の
モ
チ
ー
フ
を
仁
斎
学
の
登
場
と
い
う

「
事
件
」
へ
の
対
応
に
求
め
る
。
そ
の
「
事
件
」
性
と
そ
れ
へ
の
対

応
が
徳
川
十
七
’
十
八
世
紀
と
い
う
時
代
性
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
、
柤
侠
に
お
い
て
仁
斎
学
は

ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
か
を
分
析
の
焦
点
に
お
く
。
そ
の
な
か
で
、

意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
仁
斎
学
の
ど
の
側
面
が
吸
収
さ

れ
、
ま
た
ど
の
側
面
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
時

代
性
を
め
ぐ
る
仁
斎
学
と
柤
侠
学
と
の
間
の
継
承
や
葛
藤
、
対
立
な

ど
の
相
関
関
係
の
も
つ
思
想
史
的
な
意
味
を
問
い
た
い
。

祖
侠
学
成
立
の
以
前
段
階
か
ら
『
弁
道
』
『
弁
名
』
な
ど
に
至
る

ま
で
、
朱
子
学
批
判
の
形
を
取
っ
て
い
る
の
も
含
め
て
、
祖
侠
は
そ

の
営
み
の
多
く
を
仁
斎
学
へ
の
批
判
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
仁
斎

学
批
判
と
表
裏
を
な
す
形
で
、
柤
棟
学
に
お
け
る
「
大
」
の
先
王
の

道
と
「
小
」
の
「
儒
家
者
流
」
と
の
明
確
な
区
別
は
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。

道
は
知
り
難
く
、
ま
た
言
ひ
難
し
。
そ
の
大
な
る
が
た
め
の
故

な
り
。
：
…
・
思
・
孟
よ
り
し
て
の
ち
、
降
り
て
儒
家
者
流
と
な

り
、
す
な
わ
ち
始
め
て
衡
を
争
ふ
。
み
づ
か
ら
小
に
す
と
謂
ふ

べ
き
の
み
。
（
『
弁
道
』
一
）

沮
棟
学
に
お
け
る
仁
斎
学
へ
の
反
溌
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
の
は
、
孟
子
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
孟
子

は
、
先
王
の
「
道
」
に
お
け
る
「
大
」
と
対
比
さ
れ
る
形
で
、
「
小
」

な
る
「
儒
家
者
流
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
仁
斎
学
に
お
い
て

孔
子
の
真
の
理
解
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
孟
子
は
、
柤
侠
に
は

そ
れ
と
は
正
反
対
の
位
置
を
も
つ
・
先
王
の
「
道
」
に
お
け
る
「
大
」

が
失
わ
れ
か
け
た
最
初
の
時
点
と
し
て
孟
子
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

一
方
で
は
孟
子
が
直
面
し
て
い
た
異
端
に
対
す
る
一
種
の
護
教
論
的

な
性
格
を
認
め
て
い
る
と
は
い
え
、
他
方
で
は
そ
の
過
程
で
「
道
」

一
、
儒
学
と
全
体
性
の
問
題
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の
変
質
を
も
た
ら
し
た
「
議
論
」
の
喧
し
さ
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

う
（
》
Ｏ

聖
人
の
礼
を
立
つ
る
也
、
天
下
の
人
を
し
て
之
を
固
守
せ
し
む
。

し
か
う
し
て
法
制
を
変
乱
す
る
者
は
、
必
ず
口
才
の
人
な
り
。

ゆ
え
に
之
を
遠
ざ
く
。
後
儒
の
先
王
の
礼
楽
の
意
を
知
ら
ざ
る

者
は
、
み
な
己
の
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
し
て
先
王
の
教
法
を
変

乱
す
。
：
：
：
吾
孟
子
以
下
を
取
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
の
者
は
、
是
が

為
の
ゆ
え
な
り
。
（
『
論
語
徴
』
衛
霊
公
）

祖
侠
に
お
い
て
孟
子
は
、
「
口
才
」
に
よ
っ
て
「
先
王
の
教
法
を

変
乱
」
さ
せ
る
契
機
を
意
図
せ
ず
し
て
作
っ
て
し
ま
っ
た
張
本
人
で

あ
る
。
柤
棟
学
に
お
い
て
最
重
要
な
課
題
と
し
て
、
失
わ
れ
た
「
道
」

の
「
大
」
性
へ
の
認
識
と
そ
れ
の
復
元
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
孟
子
に
対
す
る
格
下
げ
と
表
裏
を
な
し
て
可
能
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
先
王
の
作
為
に

よ
る
「
礼
楽
刑
政
」
に
「
道
」
を
発
見
す
る
柤
侠
学
に
お
け
る
「
世

ノ
成
行
、
世
界
ノ
全
体
ヲ
知
シ
召
事
」
（
『
政
談
』
四
巻
と
い
っ
た
「
大
」

へ
の
認
識
、
し
た
が
っ
て
こ
の
「
大
」
を
視
野
に
入
れ
た
「
政
治
の

発
見
」
（
丸
山
真
男
）
は
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
大
」
を
土
台
に
し
た
「
政
治
の
発
見
」
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
・
社
会
を
包
括
し
な
が
ら
「
安
天
下
」
を
成
し
遂

げ
ら
れ
る
性
格
の
唯
一
の
も
の
と
し
て
、
た
だ
「
先
王
」
の
「
道
」

に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
限
定
が
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

道
な
る
者
は
統
名
な
り
。
礼
楽
刑
政
凡
そ
先
王
の
建
つ
る
所
の

者
を
挙
げ
て
、
合
せ
て
こ
れ
に
命
く
る
な
り
。
礼
楽
刑
政
を
離

れ
て
別
に
い
わ
ゆ
る
道
な
る
者
あ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
（
『
弁
道
』

一
一
一
）

祖
棟
に
お
い
て
「
礼
楽
刑
政
」
か
ら
離
れ
た
「
儒
家
者
流
」
の
言

説
と
は
、
朱
子
学
的
な
言
説
と
し
て
表
象
さ
れ
る
仁
斎
学
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
祖
侠
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
的
な
独
自
性
が
否
定
さ
れ
、
朱

子
学
的
な
言
説
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
仁
斎
学
像
は
、
は
た
し
て

妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
は
祖
棟
に
よ
っ

て
変
調
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仁
斎
学
理
解
に
お
い
て
、
そ
れ
へ
の
体
系
的
な
接
近
は
そ
の
「
王

道
」
論
に
お
け
る
思
想
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
抜
き

に
し
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
の
仁
斎
論
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
朱

子
学
と
の
断
絶
・
連
続
面
あ
る
い
は
そ
の
朱
子
学
理
解
の
問
題
が
取

り
扱
わ
れ
て
も
、
「
学
問
は
王
道
を
以
て
本
と
す
。
．
：
…
天
下
を
治

る
道
、
此
れ
を
外
に
し
て
あ
に
所
謂
学
問
と
い
う
者
有
ら
ん
や
」

（
『
童
子
問
』
中
十
二
と
す
る
、
仁
斎
学
の
「
王
道
」
論
に
お
け
る
思

想
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
や
や
看
過
さ
れ
て
き
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
影
響
か
ら
、
そ
の
論
の
多
く
は
、
柤
棟
と
の
比
較

を
視
野
に
入
れ
た
「
非
政
治
的
文
化
主
義
」
と
す
る
仁
斎
学
へ
の
規

（
４
）

定
を
定
説
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

仁
斎
学
に
お
い
て
「
王
道
」
は
、
「
も
と
も
と
徳
を
以
て
之
を
称
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し
て
、
天
子
の
位
に
居
る
を
以
て
王
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
…
：
．
仁
政

を
行
え
ば
、
：
：
：
王
者
と
称
す
べ
し
」
（
『
孟
子
古
義
』
梁
恵
王
上
）
と

い
っ
た
仁
斎
独
自
の
「
王
」
の
解
釈
に
も
と
づ
く
。
そ
し
て
唐
虞
三

代
と
孔
子
と
の
連
続
面
と
、
孔
子
の
「
立
教
」
（
『
童
子
問
』
上
五
）
に

よ
っ
て
そ
の
断
絶
が
強
調
さ
れ
る
側
面
と
の
二
重
構
造
を
も
っ
て
い

る
。
そ
の
連
続
面
と
し
て
の
「
王
道
」
は
、
「
民
の
父
母
を
以
て
、

王
者
の
美
称
と
す
」
（
『
童
子
問
』
中
十
八
）
と
述
べ
ら
れ
、
「
仁
政
」

の
理
念
化
と
い
う
方
法
で
既
存
の
統
治
論
的
な
性
格
を
も
っ
と
徹
底

化
す
る
方
向
性
を
保
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
、
孔
子
の
「
明
智
」

（
『
語
孟
字
義
』
鬼
神
の
条
）
に
よ
っ
て
取
捨
・
確
定
さ
れ
た
万
世
不
変

の
「
大
中
至
正
の
道
」
（
『
童
子
問
』
上
五
）
は
従
来
の
統
治
論
に
ま
つ

わ
る
主
体
の
限
定
枠
を
越
え
て
万
民
に
開
か
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
至

っ
て
、
仁
斎
学
に
お
け
る
「
仁
政
」
と
共
鳴
し
合
う
万
民
主
体
化
の

構
造
化
は
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
王
公
大
人
よ
り
、
下
販
夫
馬
卒
玻
笑
著
者
に
至
る
ま
で
、
み

な
こ
れ
に
由
っ
て
行
か
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
た
だ
王
公
大
人

行
く
こ
と
を
得
て
、
匹
夫
匹
婦
行
く
こ
と
を
得
ざ
る
と
き
は
、

す
な
わ
ち
道
に
あ
ら
ず
。
賢
知
者
行
く
こ
と
を
得
て
、
愚
不
肖

者
行
く
こ
と
を
得
ざ
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
道
に
あ
ら
ず
。

（
『
語
孟
字
義
』
道
の
条
）

こ
う
し
た
万
民
主
体
化
の
側
面
は
「
仁
政
」
の
理
念
化
を
そ
の
媒

介
と
し
て
、
政
治
化
へ
の
契
機
に
つ
な
が
る
。
仁
斎
は
湯
武
の
放
伐

を
も
正
当
化
す
る
。

湯
武
の
放
伐
の
ご
と
き
、
こ
れ
を
道
と
謂
う
べ
し
。
．
…
：
道
と

は
天
下
公
共
に
し
て
、
一
人
の
私
情
に
あ
ら
ず
。
．
：
…
当
時
た

と
い
湯
武
を
し
て
桀
村
を
放
伐
せ
ざ
ら
し
む
と
も
、
し
か
れ
ど

も
そ
の
悪
い
ま
だ
俊
ま
ら
ざ
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
必
ず
又
湯

武
の
ご
と
き
者
有
っ
て
こ
れ
を
誹
せ
ん
。
上
に
在
ら
ざ
る
と
き

は
、
す
な
わ
ち
必
ず
下
に
在
り
。
一
人
こ
れ
を
能
く
せ
ざ
る
と

き
は
、
す
な
わ
ち
天
下
こ
れ
を
能
く
せ
ん
。
（
『
語
孟
字
義
』
権
の

条
）

こ
う
し
た
意
味
で
、
「
道
至
れ
り
大
な
り
。
．
…
：
然
れ
ど
も
人
を

し
て
聖
た
り
賢
た
ら
し
む
る
こ
と
能
ず
」
（
『
童
子
問
』
上
十
三
）
と
い

う
よ
う
に
、
「
日
常
人
倫
」
の
自
然
性
を
そ
の
土
台
に
し
な
が
ら
、

孔
子
の
「
明
智
」
に
伴
う
「
立
教
」
そ
れ
自
体
の
一
種
の
「
作
為
」

性
に
よ
っ
て
、
「
道
」
へ
の
万
民
の
働
き
か
け
と
そ
れ
を
可
能
に
す

る
万
民
主
体
化
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
万
民
の
「
道
」
へ
の
コ
ミ
ッ

ト
そ
れ
自
体
が
「
大
」
の
実
質
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
仁
斎
学
の
「
王
道
」
に
お
け
る
二
重
構
造
は
、
「
道
徳

と
は
、
遍
く
天
下
に
達
す
る
を
も
っ
て
言
う
。
一
人
の
有
す
る
と
こ

ろ
に
あ
ら
ず
」
（
『
語
孟
字
義
』
仁
義
礼
智
の
条
）
と
い
う
よ
う
に
、
万
民

主
体
化
と
「
仁
政
」
と
い
う
統
治
論
と
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
全
体

性
と
い
う
視
点
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
方
法
論
と
し
て
の

「
古
義
学
」
の
提
唱
に
は
、
そ
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
緊
張
や
葛
藤
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を
内
包
さ
せ
よ
う
と
す
る
仁
斎
学
の
特
色
が
読
み
取
れ
る
。
仁
斎
学

に
お
い
て
「
古
義
」
へ
の
接
近
を
可
能
に
す
る
前
提
は
、
『
孟
子
』

読
解
を
土
台
に
し
た
上
で
『
論
語
』
読
解
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
過

程
で
あ
る
。
『
孟
子
』
を
媒
介
せ
ず
『
論
語
』
そ
の
ま
ま
で
は
「
道
」

か
ら
逸
脱
し
か
ね
な
い
と
い
う
よ
う
に
（
『
童
子
問
』
上
七
）
、
『
孟
子
』

に
内
包
さ
れ
た
孔
子
の
「
立
教
」
の
重
要
な
一
つ
の
側
面
と
し
て
あ

る
「
政
治
的
契
機
」
の
読
み
取
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
く

し
て
は
、
『
論
語
』
に
示
さ
れ
る
「
含
容
」
す
べ
き
「
日
常
人
倫
」

世
界
を
「
活
」
や
「
生
」
の
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
天
下
古
今
」
に
限
り
な
く
広

が
る
仁
斎
学
の
「
道
」
の
「
大
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
さ
れ
た
の

で
あ
る
（
『
童
子
問
』
上
十
四
）
。

こ
う
し
た
仁
斎
学
に
お
け
る
「
大
」
を
祖
棟
学
と
の
関
連
か
ら
い

う
と
、
柤
侠
学
に
は
仁
斎
学
に
お
け
る
「
王
道
」
の
も
つ
両
側
面
の

う
ち
、
「
仁
政
」
と
い
う
統
治
論
の
側
面
が
も
っ
と
徹
底
し
た
形
で

流
れ
込
ん
で
い
る
反
面
、
他
方
で
は
、
朱
子
学
の
徹
底
化
と
も
言
え

る
「
万
民
に
開
か
れ
て
い
た
主
体
化
」
と
い
う
側
面
は
隠
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
仁
斎
学
の
も
つ
両
側
面
の
構
造
的
緊
張
関
係
は
回

避
さ
れ
て
い
る
。
但
侠
学
に
お
い
て
「
天
下
」
へ
向
け
ら
れ
た
視
線

は
、
仁
斎
学
の
も
つ
多
様
化
へ
の
可
能
性
を
排
除
し
た
形
で
、
政
治

へ
の
参
与
に
制
限
を
と
り
わ
け
強
く
要
求
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

仁
斎
・
祖
棟
は
と
も
に
「
古
学
」
を
媒
介
と
し
て
「
道
」
に
か
ん

す
る
新
説
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
儒
者
に
お
い
て
「
古
」
か
ら
権
威

を
借
り
て
自
分
の
学
説
を
正
当
化
す
る
手
法
は
一
般
に
そ
れ
ほ
ど
珍

し
く
は
な
い
。
「
古
」
に
こ
そ
す
べ
て
の
価
値
が
集
中
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
古
」
の
意
味
が
自
分
の
学
説
に
ど
の

よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
「
古
」
か
ら
の
権
威
づ
け

の
意
義
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、
「
今
」
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
か
と
い
っ
た
世
界
認
識
と
歴
史
認
識
が
表
裏
を
な
さ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
、
人
間
の
歴
史
認
識
に
ま
つ
わ
る
根
本
的
な
問
題

（
５
）

が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
仁
斎
学
と
柤

棟
学
に
ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

仁
斎
は
、
『
論
語
古
義
』
『
孟
子
古
義
』
と
い
う
書
名
に
も
表
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「
古
義
」
を
明
ら
か
に
し
、
「
古
」
か
ら
正
し
い
「
義
」

を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
に
限
定
し

て
、
徹
底
し
た
文
献
学
的
な
手
法
を
提
唱
し
な
が
ら
そ
れ
を
行
う
。

『
六
経
』
が
後
景
に
退
い
た
の
は
、
三
代
の
記
録
と
は
い
え
、
あ
く

ま
で
歴
史
的
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
「
義
」
を
探
し
出
す
の

は
至
難
で
あ
り
、
そ
う
す
る
ま
で
も
な
く
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
に

す
べ
て
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
（
『
童
子
問
』
上
五
・
六
）
。

二
、
「
今
」
「
古
」
と
知
の
領
有
の
問
題
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一
種
の
原
理
主
義
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
姿
勢
が

取
ら
れ
た
の
は
、
「
若
し
聖
人
を
し
て
今
の
世
に
生
れ
し
め
ば
、
亦

必
ず
今
の
俗
に
因
り
、
：
：
：
王
道
あ
に
古
に
行
ふ
く
く
し
て
、
今
に

行
ふ
く
か
ら
ざ
ら
ん
や
」
（
『
童
子
問
』
中
十
九
）
と
い
う
よ
う
に
、

「
時
俗
」
と
い
っ
た
「
今
」
へ
の
実
践
的
な
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
。
「
仁

者
は
俗
を
嫉
む
の
心
少
な
し
。
故
に
今
の
古
に
遠
か
ら
ざ
る
こ
と
を

知
る
」
（
『
童
子
問
』
中
十
九
）
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
方
の
も
と
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
舜
も
人
な
り
、

我
も
亦
人
な
り
。
堯
舜
の
事
業
、
孔
孟
の
学
術
と
難
も
、
亦
あ
に
遠

か
ら
ん
や
」
（
『
童
子
問
』
下
三
十
二
と
い
う
よ
う
に
、
「
宇
宙
第
一
聖

人
」
と
す
る
孔
子
さ
え
相
対
化
さ
れ
、
手
に
届
く
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
仁
斎
学
に
お
け
る
「
古
」
は
そ
れ

自
体
と
し
て
は
何
の
権
威
を
も
た
な
い
。
た
だ
、
『
孟
子
』
か
ら
『
論

語
』
に
入
っ
て
、
そ
の
な
か
で
孔
子
の
「
教
」
の
「
義
」
を
正
確
に

読
み
取
れ
ば
事
は
足
り
る
。
「
予
の
意
を
識
ら
ん
と
欲
せ
ぱ
、
す
な

わ
ち
語
孟
の
二
言
を
観
れ
ば
足
れ
り
」
（
『
童
子
問
』
上
二
と
い
う
。

直
接
的
に
言
え
ば
、
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
と
『
孟
子
古
義
』
を
読

め
ば
、
長
期
間
に
わ
た
る
膨
大
で
か
つ
き
わ
め
て
複
雑
な
「
知
」
の

蓄
積
の
前
に
挫
け
ず
、
「
古
」
の
権
威
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。

返
り
点
と
訓
読
み
の
付
い
た
漢
文
さ
え
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ヴ

ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
縁
の
遠
い
も
の
と
し
て
敬
遠
さ
れ
て
い
た
「
道
」

は
簡
単
に
誰
に
で
も
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
一
種
の
「
知
」
の
解
放
宣

言
で
あ
る
。
こ
こ
に
時
代
性
と
関
連
を
も
つ
仁
斎
学
に
お
け
る
「
日

常
」
世
界
の
生
活
人
に
向
け
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。

仁
斎
に
お
い
て
、
「
人
情
」
や
「
日
常
」
へ
の
着
目
は
、
そ
の
学

問
の
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
仁
斎
学
に
は
、
朱
子
学

者
た
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
人
情
」
や
「
日
常
」
か
ら
離
れ
て

し
ま
う
と
い
っ
た
、
若
き
仁
斎
自
身
の
経
験
し
た
逆
説
的
な
現
象
へ

の
自
己
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
・
朱
子
学
に
お
け
る
「
窮
理
」
や
「
持

敬
」
か
ら
生
じ
る
リ
ゴ
リ
ズ
ム
（
「
人
情
」
か
ら
の
乖
離
）
へ
の
批
判
か

ら
仁
斎
学
は
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
『
童
子
問
』
中
六
十
五
）
。

朱
子
学
に
お
け
る
実
践
上
の
逆
説
的
現
象
の
原
因
を
仁
斎
は
、

「
理
」
を
媒
介
と
し
た
「
天
」
と
「
人
」
の
安
易
な
連
続
化
に
突
き

止
め
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仁
斎
学
に
お
け
る
「
天
道
」
と
「
人

道
」
と
の
分
離
は
行
わ
れ
、
そ
の
安
易
な
連
続
化
を
否
定
す
る
も
の

と
し
て
「
天
」
の
不
可
知
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、

柤
侠
学
の
最
大
の
特
質
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
規
範
」
と
「
自
然
」

と
の
分
裂
の
契
機
は
、
す
で
に
仁
斎
学
に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
し
問
題
な
の
は
、
そ
の
分
裂
の
契
機
に
内
包
さ
れ
た
方
向
性
を

め
ぐ
る
両
者
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
で
あ
る
。

仁
斎
学
に
お
い
て
「
天
」
と
「
人
」
と
の
安
易
な
連
続
化
が
否
定

さ
れ
た
こ
と
は
、
実
際
は
朱
子
学
の
も
つ
人
間
と
社
会
に
か
ん
す
る

整
合
的
な
秩
序
論
へ
の
懐
疑
や
そ
れ
へ
の
反
擢
と
連
動
し
て
い
る
。

複
雑
多
様
な
人
間
社
会
や
世
界
と
そ
れ
を
朱
子
学
的
に
整
合
的
に
認
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識
し
よ
う
と
す
る
枠
組
み
と
の
間
の
ズ
レ
・
葛
藤
・
対
立
と
い
っ
た

も
の
か
ら
仁
斎
学
は
生
ま
れ
た
。
仁
斎
は
、
「
理
」
に
お
け
る
認
識

上
の
固
着
性
（
「
死
字
」
）
と
そ
の
故
に
生
じ
る
「
今
」
に
お
け
る
「
活
」
・

「
動
」
的
状
況
へ
の
対
処
不
能
を
問
題
化
す
る
（
『
童
子
問
』
中
六
十
九
、

下
二
十
四
）
。
そ
し
て
仁
斎
は
、
安
易
な
朱
子
学
的
合
理
化
を
拒
否
し
、

「
日
常
」
世
界
そ
の
も
の
を
そ
れ
と
し
て
見
つ
め
る
視
線
を
保
ち
、

『
論
語
』
や
『
孟
子
』
へ
の
追
体
験
的
な
発
見
を
成
し
遂
げ
て
い
っ
た
。

こ
こ
に
、
朱
子
学
的
な
「
性
善
」
説
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
、
仁

斎
学
の
「
性
善
」
説
は
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
で
あ
れ
ば

誰
に
で
も
「
側
隠
差
悪
辞
讓
是
非
の
心
」
は
「
天
」
か
ら
賦
与
さ
れ

た
と
し
（
『
中
庸
発
揮
』
上
）
、
こ
れ
を
「
仁
義
の
良
心
」
（
『
童
子
問
』
下

二
十
四
）
だ
と
彼
は
い
う
。
こ
の
「
性
善
」
説
は
仁
斎
学
に
お
い
て
「
天

下
」
を
包
括
す
べ
き
「
道
」
が
万
民
に
開
か
れ
る
窮
極
的
な
根
拠
で
あ

り
、
他
方
で
は
万
民
の
「
日
常
」
世
界
に
密
着
し
た
「
恕
」
・
「
寛
宥
」

（
『
語
孟
字
義
』
忠
恕
の
条
）
へ
の
実
践
的
動
機
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の

意
味
で
、
仁
斎
学
に
お
け
る
「
性
善
」
説
は
、
「
性
」
の
も
つ
可
能

性
と
そ
れ
の
現
実
と
の
乖
離
と
い
っ
た
両
側
面
を
視
野
に
入
れ
な
が

ら
も
、
「
道
」
を
万
民
・
「
天
下
」
へ
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

る
た
め
の
理
論
的
装
置
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
が
基
盤
に

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
安
天
下
」
に
つ
な
が
る
「
天
下
」
共
同
体
へ

の
志
向
を
そ
の
核
と
す
る
仁
斎
学
の
「
王
道
」
論
は
そ
の
存
立
根
拠

を
確
保
し
え
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
柤
棟
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
仁
斎
学
の
「
今
」
に
お
け

る
「
知
」
の
解
放
宣
一
言
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
「
民
間
ノ
輩
ニ
ハ
、
孝
悌
忠
信
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ョ
リ
外
ノ
コ
ト

ハ
不
入
ナ
リ
。
其
外
ノ
学
問
ハ
、
人
ノ
邪
智
ヲ
マ
シ
、
民
二
邪
智
盛

（
６
）

ナ
レ
バ
、
治
メ
ガ
タ
キ
」
（
『
太
平
策
』
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
邪

智
」
を
助
長
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
統
制
不
能
の
危
険
な
状
態
に
直

結
す
る
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
と
祖
棟
は
感
じ
取
っ
て
い
た
。
柤
侠

は
何
故
露
骨
な
ほ
ど
に
ま
で
「
民
間
」
に
お
け
る
「
学
問
」
を
直
ち

に
「
邪
智
」
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

祖
棟
は
、
「
民
ハ
愚
ナ
ル
者
ニ
テ
、
後
ノ
料
簡
ナ
キ
者
」
（
『
政
談
』

一
巻
）
、
「
下
ダ
ル
者
ノ
情
ハ
、
：
．
…
唯
我
身
ノ
上
計
リ
ヲ
思
」
（
『
政
談
』

二
巻
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
の
人
々
の
す
ぐ
に
は
脱
し
難
い
自
己

中
心
的
な
短
見
や
時
間
的
・
空
間
的
な
認
識
の
狭
さ
を
強
く
指
摘
し

て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
両
郷
の
人
の
地
界
を

争
ふ
が
ご
と
し
。
い
や
し
く
も
官
の
以
て
こ
れ
を
聴
く
こ
と
な
く
ん

ば
、
は
た
何
の
準
と
す
る
所
ぞ
や
」
（
『
弁
道
』
十
九
）
と
述
べ
る
。
そ

の
よ
う
な
「
下
・
民
」
に
一
々
説
教
す
る
よ
り
は
彼
ら
に
一
定
の
枠

を
与
え
、
そ
れ
に
従
わ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
に
は
祖
侠
自（７）

身
の
身
近
な
経
験
の
認
識
論
的
な
体
系
化
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

柤
棟
の
い
う
時
間
・
空
間
的
な
全
体
性
の
視
点
か
ら
は
、
例
え
ば
、

半
強
制
的
な
「
土
着
」
政
策
も
現
象
的
に
は
「
不
仁
」
の
よ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
実
は
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
安
天
下
」
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を
実
現
す
る
「
仁
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
聖
人
の
「
礼
楽
」
に
お
け
る

「
大
道
術
」
（
『
答
間
書
』
中
）
た
る
所
以
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
意
味
か
ら
但
棟
は
、
人
々
を
「
民
の
父
母
」
に
対
す
る
「
役
人
」

と
し
て
の
「
仁
人
」
と
い
う
発
想
で
捉
え
、
万
民
を
再
編
成
し
て
い

こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

柤
棟
は
、
一
種
の
歴
史
主
義
的
な
認
識
方
法
を
採
り
な
が
ら
も
、

朱
子
学
と
の
格
闘
の
な
か
で
歴
史
主
義
的
な
成
果
を
収
め
た
仁
斎
学

を
「
儒
家
者
流
」
の
言
説
と
し
て
排
し
、
あ
え
て
先
王
の
「
礼
楽
」
そ

の
も
の
へ
の
完
全
な
コ
ミ
ッ
ト
の
み
に
集
中
さ
れ
る
よ
う
な
復
古
的

立
場
に
立
と
う
と
し
て
い
る
。
柤
侠
に
お
け
る
こ
う
し
た
仁
斎
学
へ

の
批
判
は
、
結
局
は
万
民
の
主
体
性
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と

思
え
る
。

柤
侠
に
と
っ
て
、
万
民
は
全
体
性
の
上
に
立
て
ら
れ
た
秩
序
に
編

成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
万
民
に
向
け
て
、
王
体
化
を
認
め

る
こ
と
は
、
仁
斎
の
「
舜
も
人
な
り
、
我
も
亦
人
な
り
。
堯
舜
の
事

業
、
孔
孟
の
学
術
と
難
も
、
亦
あ
に
遠
か
ら
ん
や
」
（
『
童
子
問
』
下
三

十
二
と
い
う
よ
う
な
、
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
的
な
「
傲
然
」

や
先
王
の
道
へ
の
「
僧
越
」
（
『
政
談
』
二
巻
）
を
無
定
型
に
噴
出
さ
せ

か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
助
長
さ
せ
る
仁
斎
は
、
柤
侠
に
と
っ

て
強
い
反
擢
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
柤
侠
学
に
お

い
て
は
、
「
人
情
」
が
「
礼
楽
」
の
土
台
に
さ
れ
、
「
君
子
」
に
よ
る

諸
「
徳
」
の
修
め
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
為
政
者
層
以
外
の
大
多
数

の
人
々
は
あ
く
ま
で
「
俗
」
と
い
う
集
団
全
体
と
い
う
範
晴
で
し
か

捉
え
ら
れ
ず
、
主
体
化
へ
の
契
機
が
遮
断
さ
れ
た
統
治
対
象
と
し
て

（
８
）

表
象
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
祖
侠
の
仁
斎
学
批

判
は
、
「
聖
人
の
大
道
術
」
に
対
す
る
仁
斎
の
「
議
論
」
の
方
法
的

無
鉄
砲
性
（
「
不
学
無
術
」
『
弁
名
』
仁
の
則
）
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
実
は
、
仁
斎
学
に
お
い
て
万
民
へ
開
か
れ
て
い
く
方

向
性
を
も
つ
「
性
善
」
説
を
、
祖
侠
学
で
は
全
体
と
し
て
否
定
す
る

方
向
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
性
論
は
「
安
天
下
」
の
た
め
の
「
役
人
」

と
し
て
の
再
編
成
に
か
か
わ
る
「
気
質
不
変
化
」
論
と
「
風
俗
」
に

よ
る
「
移
ル
」
論
の
セ
ッ
ト
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
（
『
答
問
書
』
中
）
。

あ
く
ま
で
沮
棟
学
に
お
い
て
万
民
は
統
治
論
の
視
点
で
し
か
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
今
」
に
お
け
る
祖
棟
の
人
間
理
解
は
「
古
」
の
「
礼

楽
」
へ
の
執
着
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
の
「
古
」
へ
の
執
着
は
、
世
界

そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
不
安
・
不
透
明
さ
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

古
モ
今
モ
、
盛
衰
ノ
勢
、
治
乱
ノ
道
ハ
、
．
：
…
何
レ
ノ
世
ト
テ

モ
風
俗
壊
し
、
著
侈
長
ズ
レ
バ
、
財
用
尽
ル
ュ
ヘ
、
：
．
．
：
乱
世

ニ
ナ
ル
コ
ト
、
万
古
一
徹
也
。
…
…
天
運
ノ
循
環
ナ
レ
ド
モ
、

全
ク
人
事
ニ
ョ
ル
ナ
リ
。
（
『
太
平
策
』
）

柤
侠
の
歴
史
観
は
、
「
一
治
一
乱
」
と
い
う
伝
統
的
な
循
環
史
観

を
基
盤
に
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
「
著
侈
」
の
「
風
俗
」
と
い
う
示

唆
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
人
事
」
面
と
連
動
し
て
秩
序
が
先
王
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の
「
礼
楽
制
度
」
か
ら
徐
々
に
離
れ
、
「
乱
」
へ
向
け
て
下
降
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
一
種
の
下
降
史
観
の
苛
立
ち
を
併
せ
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
「
今
」
に
向
け
ら
れ
た
不
安
な
視
線
の
裏
返
し
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

柤
侠
学
に
お
け
る
「
聖
人
の
信
仰
」
は
、
こ
う
し
た
「
今
」
に
向

け
ら
れ
た
不
安
な
視
線
と
人
間
理
解
が
織
り
成
し
た
逃
避
処
で
あ
る
。

十
七
’
十
八
世
紀
の
社
会
状
況
は
、
都
市
化
と
商
品
経
済
の
全
国
化

と
い
う
「
古
書
」
に
は
な
い
有
史
以
来
の
新
事
態
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
（
「
天
地
開
關
以
来
異
国
ニ
モ
日
本
ニ
モ
ナ
キ
事
也
」
『
政
談
』
二
巻
）
。

そ
の
歴
史
的
動
き
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
当
代
に
お
い
て
、

歴
史
の
方
向
は
柤
棟
に
と
っ
て
さ
え
不
透
明
さ
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で

あ
っ
た
。
「
先
王
の
道
」
と
い
う
柤
棟
の
主
張
は
や
は
り
「
迂
遠
」

（
『
弁
名
』
道
の
則
）
に
感
じ
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

柤
侠
に
そ
の
問
題
を
回
避
で
き
る
手
段
と
し
て
は
「
聖
人
の
信
仰
」

と
い
っ
た
宗
教
的
な
心
情
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

聖
人
之
道
は
甚
深
広
大
に
し
て
。
中
々
学
者
之
見
識
に
て
か
く

有
べ
き
筈
の
道
理
と
見
ゆ
る
事
に
て
は
な
き
事
也
。
…
：
・
愚
老

杯
が
心
は
。
只
深
く
聖
人
を
信
じ
て
。
た
と
ひ
か
く
有
間
敷
事

と
我
心
に
は
思
ふ
と
も
。
聖
人
之
道
な
れ
ば
、
定
め
て
悪
敷
事

に
て
は
あ
る
ま
じ
と
思
ひ
取
り
て
。
是
を
行
ふ
に
て
候
。
（
『
答

問
書
』
下
）

こ
う
し
た
柤
棟
に
お
け
る
「
聖
人
の
信
仰
」
は
、
学
問
と
「
信
仰
」

を
直
接
に
結
び
付
け
て
、
「
古
」
を
「
礼
楽
」
そ
れ
自
体
と
し
て
権

威
づ
け
る
方
向
に
向
わ
せ
る
。
柤
棟
に
と
っ
て
、
「
道
」
を
め
ぐ
る

諸
言
説
の
乱
脈
状
態
は
先
王
の
「
礼
楽
」
に
対
す
る
無
知
に
起
因
す

る
も
の
で
あ
り
、
「
儒
家
者
流
」
に
化
し
た
状
況
を
克
服
す
る
た
め

に
は
、
「
礼
楽
」
へ
の
完
全
な
コ
ミ
ッ
ト
の
み
が
行
わ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
学
問
の
方
法
」
と
し
て
の
仁
斎
の
古
義
学

に
対
置
さ
れ
る
形
で
、
「
六
経
」
と
そ
れ
へ
の
可
能
な
接
近
方
法
と

し
て
の
古
文
辞
学
、
そ
の
過
程
に
伴
う
認
識
論
的
対
象
化
や
言
語
の

問
題
、
模
倣
と
反
復
と
し
て
の
「
格
物
」
な
ど
が
強
調
さ
れ
た
の
で

（
９
）

あ
る
。
中
国
の
古
語
学
習
や
修
辞
の
洗
練
化
、
そ
れ
の
模
倣
と
反
復

（
、
）

な
ど
と
い
っ
た
至
難
な
過
程
へ
の
強
靭
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
う
し
た
至
難
な
過
程
と
し
て
の
「
学
問
」
の
設
定
は
、
仁
斎

学
に
示
さ
れ
た
一
種
の
「
知
」
の
解
放
宣
言
を
う
や
む
や
に
し
、
か

え
っ
て
「
知
」
の
閉
鎖
へ
の
方
向
に
向
か
わ
せ
る
。
と
う
て
い
「
日

常
」
世
界
の
生
活
人
が
実
践
で
き
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
・

こ
れ
は
柤
侠
学
に
お
け
る
そ
の
主
体
と
し
て
為
政
者
層
だ
け
に
限
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
「
聖
人
の
信
仰
」
を
強
調
し
て
ま
で
も
、
祖
棟
が
仁
斎

学
に
対
置
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
体
制
の
支
柱
た
る
武

家
に
よ
る
「
知
」
の
独
占
と
と
も
に
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
秩
序
の

（
皿
）

再
編
成
に
向
け
ら
れ
た
「
礼
楽
」
の
再
発
見
で
あ
っ
た
。
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柤
侠
は
『
政
談
』
の
冒
頭
で
、
盗
み
や
殺
人
の
例
と
「
天
下
」
の

乱
れ
と
が
直
結
す
る
か
の
よ
う
に
秩
序
の
危
機
を
説
き
始
め
て
い
る

脚
、
こ
う
し
た
柤
侠
の
主
張
は
当
代
社
会
と
の
関
連
に
即
し
て
見
る

と
き
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

柤
棟
学
の
出
現
は
、
一
般
的
に
活
気
あ
ふ
れ
る
時
代
と
し
て
表
象

さ
れ
る
「
元
禄
期
」
に
お
い
て
、
柤
侠
自
身
が
誰
よ
り
も
早
く
予
想

さ
れ
う
る
体
制
の
危
機
を
読
み
取
っ
て
い
た
こ
と
と
か
か
わ
る
。
為

政
者
層
も
含
め
て
大
多
数
の
人
々
は
当
代
を
危
機
と
感
じ
て
い
な
い

の
に
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
柤
侠
は
深
刻
な
危
機
意
識
に
晒

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
、
祖
棟
学
に
お
い
て
、
人
々
が
風
俗
の
中

に
即
自
的
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
「
ク
ル
ワ
」
論
が
喚

起
さ
れ
る
実
践
的
動
機
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
（
『
政
談
』
一
巻
）
。
で
は
、

い
っ
た
い
柤
棟
に
深
刻
な
体
制
の
危
機
を
喚
起
さ
せ
て
い
る
の
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

将
軍
吉
宗
に
提
出
さ
れ
た
『
政
談
』
は
、
祖
侠
学
の
秩
序
論
へ
の

関
心
の
具
体
的
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
十
七

’
十
八
世
紀
の
江
戸
に
象
徴
的
に
現
わ
れ
た
商
品
経
済
の
拡
大
と
そ

の
主
要
階
層
と
な
る
商
人
の
実
力
化
と
と
も
に
、
体
制
の
そ
れ
へ
の

依
存
と
そ
の
支
柱
た
る
武
士
層
の
貧
困
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

三
、
時
代
性
と
「
私
」
「
公
」

体
制
の
全
面
的
な
危
機
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
危
機

状
況
の
克
服
と
祖
侠
学
に
お
け
る
「
礼
楽
」
論
は
当
然
連
動
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
祖
侠
学
に
お
け
る
仁
斎
学
へ
の
強
い

反
擢
と
い
っ
た
学
問
的
モ
チ
ー
フ
は
そ
れ
自
体
で
は
説
明
尽
く
さ
れ

え
な
い
。

仁
斎
学
の
「
王
道
」
に
お
け
る
理
念
化
と
主
体
化
と
い
う
二
重
構

造
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
『
孟
子
』
は
、
祖
侠
学
に
お
い

て
は
本
稿
の
始
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対

の
意
味
を
も
つ
「
儒
家
者
流
」
、
す
な
わ
ち
「
小
」
の
始
ま
り
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
「
こ
れ
訟
者
の
道
な
り
。
速

か
に
そ
の
説
を
粥
ら
ん
と
欲
す
る
者
な
り
」
（
『
弁
道
』
十
五
）
と
い
う

よ
う
に
、
『
孟
子
』
は
「
訟
者
の
道
」
や
商
人
の
自
己
主
張
と
類
比

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
柤
侠
の
感
覚
は
、
仁
斎
学
の
「
王
道
」
論

は
、
こ
う
し
た
当
時
経
済
的
な
実
力
を
蓄
え
て
い
た
商
人
の
自
己
主

張
の
普
遍
化
に
動
員
さ
れ
て
い
る
も
の
と
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
但
棟
の
目
に
仁
斎
学
は
、
主
と
し
て
経
済
的
実
力

を
そ
の
背
景
と
す
る
新
興
勢
力
の
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
の
学
問
的
な

普
遍
化
と
し
て
映
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
実
際
仁
斎
の
生
活
は
主

と
し
て
京
都
の
経
済
的
実
力
者
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
側

（
喝
）

面
は
あ
り
、
一
方
の
経
済
的
支
援
と
経
済
的
活
動
に
対
す
る
思
想
的

普
遍
化
と
い
う
他
方
の
精
神
的
支
援
と
い
っ
た
相
互
関
係
を
考
え
る

と
、
こ
う
し
た
柤
棟
の
理
解
は
仁
斎
学
の
一
つ
の
側
面
を
見
抜
い
た
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も
の
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
柤
棟
に
お
い
て
仁
斎
学
の
潜
在

力
は
相
手
す
る
に
手
強
い
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま

な
誤
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
柤
棟
学
成
立
の
以
前
・
以
後
段
階
を
問

わ
ず
、
朱
子
学
と
仁
斎
学
と
を
同
一
視
し
、
そ
れ
の
思
想
的
独
自
性

を
否
定
し
続
け
よ
う
と
し
た
祖
棟
の
内
面
世
界
に
は
、
実
は
時
代
性

と
関
連
す
る
祖
棟
の
仁
斎
学
へ
そ
れ
な
り
の
深
い
読
み
が
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

し
か
し
、
仁
斎
を
新
興
勢
力
の
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
と
す
る
の
は

妥
当
で
は
な
い
・
仁
斎
学
に
お
い
て
、
「
民
の
産
を
制
す
」
（
『
童
子
問
』

中
二
十
九
）
と
い
っ
た
経
済
的
領
域
へ
の
一
言
及
は
、
あ
く
ま
で
「
民

を
養
う
」
、
「
民
を
保
ず
る
」
（
『
孟
子
古
義
』
梁
惠
王
上
）
こ
と
の
一
環

と
し
て
、
「
安
民
」
へ
の
視
点
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
安
民
」
こ

そ
為
政
者
の
最
大
の
任
務
で
あ
る
。
「
天
下
の
天
下
」
（
「
諸
葛
孔
明
王

佐
の
才
に
あ
ら
ざ
る
を
論
ず
」
）
を
掲
げ
る
仁
斎
学
に
お
い
て
「
安
天
下
」

は
、
あ
く
ま
で
「
安
民
」
の
結
果
と
し
て
付
い
て
く
る
も
の
と
し
て

表
象
さ
れ
て
い
る
。
「
安
民
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
安
天
下
」
は
可（Ｍ）

能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
仁
斎
学
に
は
、
「
天
下
の
天
下
」
と
い
う
発
想
の
も

と
で
、
商
人
の
み
な
ら
ず
、
商
品
経
済
に
取
り
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た

広
範
な
庶
民
層
を
も
積
極
的
に
秩
序
の
主
体
と
し
て
想
定
し
た
共
同

体
論
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
仁
斎
の
共
同
体
論
は
、
「
安
天
下
」
を
口

実
に
し
な
が
ら
「
安
民
」
と
は
逆
方
向
に
走
り
が
ち
だ
っ
た
数
多
く

の
為
政
者
層
の
存
在
に
対
す
る
厳
し
い
歴
史
的
認
識
と
表
裏
を
な
し

て
い
る
。か

の
古
よ
り
以
来
、
人
君
色
を
好
み
貨
を
好
む
者
を
観
る
に
、

人
の
怨
を
顧
み
ず
、
人
の
怒
を
察
せ
ず
、
民
の
婦
女
を
奪
ひ
、

民
の
貨
宝
を
掠
め
、
専
ら
己
が
耳
目
を
喜
ば
し
め
て
、
民
と
好

悪
を
同
す
る
こ
と
能
ず
。
禍
門
以
て
開
け
、
怨
府
以
て
成
る
。

（
『
童
子
問
』
中
十
六
）
・

そ
の
故
に
、
為
政
者
層
は
、
「
民
と
好
悪
を
同
す
る
」
こ
と
だ
け
で
「
王

道
」
た
り
る
と
仁
斎
は
い
う
。
秩
序
論
と
す
る
に
は
単
純
す
ぎ
る
と

言
え
る
ほ
ど
、
仁
斎
学
は
礼
楽
な
ど
の
統
治
・
制
度
論
に
は
深
く
足

を
入
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
え
っ
て
仁
斎
は
、
「
上
徳
非
薄
に
し
て
、

下
必
ず
損
傷
し
、
人
亦
心
服
せ
ず
」
（
『
童
子
問
』
中
六
十
五
）
と
い
う

よ
う
に
、
「
安
天
下
」
を
そ
の
名
分
と
す
る
「
上
」
の
「
公
平
・
寛
仁
」

（
『
童
子
問
』
中
十
六
）
性
に
向
け
て
「
下
」
か
ら
の
鋭
い
視
線
を
送
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
も
仁
斎
は
、
一
種
の
立
身
出
世
を

意
味
す
る
諸
侯
の
招
聰
に
は
応
じ
ず
、
か
え
っ
て
「
草
葬
の
君
子
」

（
『
孟
子
古
義
』
滕
文
公
下
）
の
位
置
と
役
割
に
自
負
を
も
っ
て
い
た
。

仁
斎
学
の
「
王
道
」
論
は
、
そ
れ
が
放
出
す
る
「
仁
政
」
の
理
念
化

と
そ
れ
の
牽
引
力
と
す
る
万
民
主
体
化
、
ま
た
こ
の
両
者
間
の
緊
張

関
係
に
こ
そ
「
安
天
下
」
の
健
全
な
達
成
と
維
持
は
可
能
に
な
る
と

（
略
）

い
っ
た
信
念
の
所
産
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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こ
う
し
た
仁
斎
学
に
お
け
る
「
公
平
」
「
公
共
」
に
対
し
て
、
柤

棟
学
で
は
「
公
」
の
問
題
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
祖
侠
は
仁

斎
学
に
お
け
る
宋
儒
の
「
天
理
の
公
」
へ
の
批
判
を
台
に
し
な
が
ら
、

「
聖
人
あ
に
公
を
悪
ま
ん
や
」
（
『
論
語
徴
』
堯
旦
と
い
う
よ
う
に
、

仁
斎
の
朱
子
学
批
判
が
ま
る
で
「
公
」
そ
の
も
の
を
無
に
す
る
か
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
批
判
の
焦
点

は
「
天
理
」
と
「
人
情
」
と
の
対
立
で
あ
る
か
の
よ
う
に
変
調
さ
れ

て
い
る
（
『
論
語
徴
』
子
路
）
・

し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。

宋
儒
毎
に
公
の
字
を
以
て
、
学
問
の
緊
要
と
す
。
曰
く
、
天
理

の
公
と
。
：
…
．
少
し
も
偏
私
す
る
所
無
し
。
こ
れ
公
と
謂
う
。

…
…
か
の
父
子
の
た
め
に
隠
し
、
子
父
の
た
め
に
隠
す
。
…
…

公
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
人
情
の
至
り
に
し
て
、
道
の

存
す
る
所
な
り
。
：
：
：
偏
廃
す
べ
か
ら
ず
。
．
：
…
い
や
し
く
も

仁
に
居
り
義
に
由
れ
ば
、
す
な
わ
ち
公
を
言
う
を
待
た
ず
し
て

自
ず
か
ら
偏
私
す
る
所
無
し
。
（
『
論
語
古
義
』
堯
旦

仁
斎
学
で
は
、
「
公
」
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
た
り
、
「
私
」
そ
の

も
の
が
横
行
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
「
仁
義
」
を
そ
の
「
道
」

の
中
核
と
す
る
仁
斎
学
に
お
い
て
は
、
朱
子
学
に
お
け
る
「
少
し
も

偏
私
す
る
所
無
し
」
と
い
っ
た
議
論
が
、
「
人
情
」
を
「
偏
廃
」
し

か
ね
な
い
気
象
、
す
な
わ
ち
「
残
忍
刻
薄
」
と
い
う
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と

し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
「
人
情
」
の
「
偏
私
」
的
傾
向
と
「
人

欲
」
と
は
、
朱
子
学
も
仁
斎
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
捉
え
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
仁
斎
も
、
「
偏
私
」
を
良
し
と
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
、

「
偏
廃
」
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仁
斎
に
お
い
て
「
公
」
は
、
柤
棟
が
い
う
よ
う
に
、
無
に
さ
れ
て

お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
天
理
の
公
」
に
よ
る
「
私
」
の
「
偏
廃
」
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
「
公
」
に
よ
る
「
私
」
の
「
偏
廃
」
、

す
な
わ
ち
一
種
の
「
偏
公
」
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
儒
学

の
伝
統
的
な
関
心
か
ら
言
え
ば
、
親
疎
関
係
に
基
づ
く
一
種
の
「
忠
」

と
「
孝
」
と
の
緊
張
関
係
に
か
ん
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
仁
斎
学
は
、

「
上
」
に
よ
っ
て
「
人
欲
」
「
偏
私
」
と
捉
え
ら
れ
が
ち
な
「
下
」
の

「
人
情
」
に
そ
の
立
脚
点
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
立
場
か
ら
「
偏
公
」

に
よ
る
「
私
」
の
「
偏
廃
」
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
「
上
」
の
「
公
」
に
よ
る
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
私
」

へ
の
侵
犯
に
対
す
る
厳
し
い
視
線
が
存
在
す
る
。
「
家
」
を
そ
の
基

本
単
位
と
す
る
「
私
」
を
「
公
」
の
不
当
な
侵
犯
か
ら
守
り
、
ま
た

そ
の
「
私
」
の
活
動
そ
の
も
の
が
保
障
さ
れ
る
「
公
平
」
「
公
共
」

（
略
）

が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仁
斎
学
に
お
け
る
「
天
下
の
天
下
」

「
天
下
公
共
」
と
は
、
「
下
」
の
「
安
民
」
が
優
先
さ
れ
、
ま
た
そ
れ

が
そ
の
中
核
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
安
天
下
」
が
達
成
さ
れ
る
と

い
っ
た
秩
序
論
で
あ
っ
た
。
「
下
民
」
の
優
先
性
と
い
う
意
味
で
、

仁
斎
学
の
「
王
道
」
論
を
、
い
ま
、
「
安
民
Ｉ
安
天
下
」
型
の
秩
序

（
〃
）

論
と
規
定
し
て
お
く
。
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こ
う
し
た
仁
斎
学
に
お
け
る
「
下
」
か
ら
「
偏
公
」
を
問
題
視
し

て
ゆ
く
意
識
は
、
柤
侠
学
に
お
い
て
は
変
調
さ
れ
、
ま
る
で
仁
斎
学

は
「
公
」
を
無
に
す
る
か
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意

味
で
、
柤
侠
学
に
お
け
る
「
公
」
「
私
」
の
明
確
化
と
「
公
」
の
優

位
性
へ
の
強
調
は
、
こ
う
し
た
仁
斎
学
へ
の
視
点
と
か
か
わ
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
柤
侠
学
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
性
格
を
示
し
て
い
る
も

（
喝
）

の
で
あ
ろ
う
か
。

祖
侠
学
に
お
い
て
も
、
た
し
か
に
「
安
民
」
は
語
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
「
安
天
下
」
の
結
果
と
し
て
予
想
さ
れ
て
い
る
表
象
に

過
ぎ
な
い
・
圧
倒
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
安
天
下
」
で
あ
り
、

柤
棟
の
関
心
は
こ
こ
に
集
中
す
る
。
「
安
天
下
」
が
優
先
・
中
心
化

さ
れ
る
祖
棟
学
は
、
仁
斎
学
に
お
け
る
「
安
民
ｌ
安
天
下
」
型
の
秩

序
論
と
対
照
し
て
、
「
安
天
下
ｌ
安
民
」
型
の
秩
序
論
だ
と
言
え
よ
う
。

「
偏
公
」
を
問
題
視
す
る
仁
斎
学
に
対
し
て
、
柤
侠
が
、
例
え
ば
赤

穂
「
義
士
」
事
件
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
、
幕
府
の
基
本
法
で
あ
っ
た

「
喧
嘩
両
成
敗
法
」
の
原
則
に
則
ら
ず
、
「
義
士
」
ら
の
「
偏
私
」
を

問
題
視
し
、
「
公
」
の
確
立
を
主
張
し
て
い
る
の
は
、
「
安
天
下
ｌ
安

民
」
型
の
秩
序
論
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る
。

私
ノ
義
理
ト
公
ノ
義
理
・
忠
節
ト
ハ
食
違
者
也
・
国
ノ
治
ニ
ハ

私
ノ
義
理
ヲ
立
ル
筋
モ
有
ド
モ
、
公
ノ
筋
二
大
ニ
違
テ
有
害
事

二
至
テ
ハ
、
私
ノ
義
理
ヲ
不
立
事
也
。
（
『
政
談
』
四
巻
）

柤
侠
が
「
武
家
の
風
俗
」
の
問
題
と
す
る
主
要
な
側
面
は
、
「
私

の
義
理
」
か
ら
「
忠
」
へ
、
す
な
わ
ち
「
偏
私
」
的
傾
向
か
ら
「
公

の
義
理
」
へ
の
転
化
・
確
立
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
柤
棟
学
に
お
け
る
「
公
の
義
理
」
、
す
な
わ
ち
「
忠
」

の
確
立
へ
の
主
張
は
、
そ
の
時
代
性
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
契
機
は
や
は
り
商
品
経
済
の
拡
大
の
問
題
を
捉
え
る
祖
棟
の

視
線
に
あ
る
。

都
モ
田
舎
モ
武
家
皆
旅
宿
ニ
テ
、
…
…
ア
キ
人
ノ
勢
盛
二
成
テ
、

日
本
国
中
ノ
商
人
通
ジ
テ
一
枚
ト
ナ
リ
、
物
ノ
値
段
モ
遠
国
卜

御
城
下
卜
釣
合
セ
テ
居
ル
故
、
数
万
人
ノ
商
人
一
枚
二
成
ダ
ル

勢
ニ
ハ
勝
レ
ヌ
事
ニ
テ
、
：
．
…
末
二
取
付
テ
ハ
中
々
商
人
ノ
智

慧
二
難
及
。
畢
寛
ス
ル
所
、
皆
武
家
旅
宿
ノ
境
界
ョ
リ
出
ダ
ル

悪
弊
ナ
ル
故
、
其
本
に
復
リ
テ
、
武
家
ヲ
皆
々
士
二
在
付
ケ
置

テ
、
…
…
物
ノ
値
段
高
キ
モ
、
旅
宿
ノ
境
界
卜
、
無
制
度
ト
ノ

ニ
ッ
ニ
帰
ル
事
也
。
（
『
政
談
』
二
巻
）

現
体
制
に
お
け
る
最
大
の
内
部
の
敵
は
、
「
遠
国
」
と
「
御
城
下
」

と
を
問
わ
ず
「
日
本
国
中
」
を
全
体
と
し
て
自
由
に
動
き
回
り
、
自

分
の
意
志
に
よ
っ
て
そ
れ
を
操
る
「
商
人
一
枚
」
の
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
と
、
沮
侠
は
述
べ
て
い
る
。
「
末
」
の
制
度
・
政
策
で
問
題
は
解

決
し
な
い
。
「
本
」
に
帰
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
柤
棟
の
「
土
着
」

論
と
「
制
度
」
論
は
打
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
が
柤
侠
学
に
お
け
る
「
安

天
下
ｌ
安
民
」
型
の
秩
序
論
の
骨
格
を
な
す
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
柤
侠
に
お
け
る
新
発
見
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
封
建
体
制
の
頂
上
に
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
体
制
が
封

建
体
制
で
あ
る
限
り
で
は
、
幕
府
は
「
世
界
ノ
万
民
悉
ク
上
ノ
御
手

二
入
テ
、
上
ノ
御
心
儘
二
」
（
『
政
談
』
一
巻
）
で
き
な
い
。
幕
府
に
先

が
け
て
商
人
は
、
「
遠
国
」
と
「
御
城
下
」
と
を
「
釣
合
」
せ
、
「
日

本
国
中
」
を
「
一
枚
」
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
商
人
の

シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
制
御
は
、
現
体
制
で
は
十
分
に
で
き
な
い
。
そ

れ
を
凌
駕
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
上
で
そ
の
制
御
は
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
商
人
一
枚
」
と
い
う
シ
ス
テ

ム
の
示
唆
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
日
本
国
中
」
全
体
を
完
全
に
手

中
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
こ
そ
、
「
日

本
国
中
ハ
皆
御
国
」
（
『
政
談
』
二
巻
と
い
う
よ
う
に
、
将
軍
は
真
の

「
日
本
」
の
統
治
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
し
て
も
、
仁
斎
学
に
お
け
る
「
天
下
の
天

下
」
「
天
下
公
共
」
（
『
語
孟
字
義
』
権
の
条
）
の
提
示
は
、
祖
棟
に
は
受

け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
仁
斎
の
「
天
下
の
天
下
」
と
い
う
発

想
に
は
、
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
数
多
く
の
諸
階
層
を
取
り
込
ん
だ
秩

序
と
し
て
の
「
天
下
」
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
「
天
下
」
と
つ
な
が

る
「
私
」
に
お
い
て
「
公
」
の
侵
犯
を
許
さ
な
い
理
念
的
普
遍
化
が

伴
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
仁
斎
学
に
お
け
る
「
天
下
」
は
幕
府
や

国
家
と
い
っ
た
も
の
に
直
ち
に
収
數
せ
ず
、
そ
れ
を
は
み
出
し
て
い

く
も
の
で
あ
っ
た
。
柤
侠
が
仁
斎
学
に
思
想
的
な
急
進
性
を
感
じ
取

り
、
そ
れ
に
対
し
て
猛
反
発
し
た
の
は
、
「
日
本
」
の
次
元
に
お
け

る
統
合
に
よ
っ
て
「
安
天
下
」
を
構
想
す
る
柤
侠
学
の
「
安
天
下
ｌ

（
岨
）

安
民
」
型
秩
序
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
発
想
の
下
に
柤
侠
の
「
公
」
の
優
位
性
へ
の
強
調
は
行

わ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
強
調
は
、
当
時
の
幕
府
そ
の
も
の
よ
り
は
、

未
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
、
建
設
す
べ
き
「
日
本
」
に
向
け
ら
れ
た

視
線
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
に
お
け
る
儒
学
的
な
「
忠
」

と
「
孝
」
の
緊
張
関
係
へ
の
意
識
か
ら
し
て
も
、
ま
た
武
家
自
身
の

存
立
根
拠
と
す
る
封
建
的
「
忠
節
」
や
「
私
の
義
理
」
と
い
っ
た
自

意
識
か
ら
し
て
も
、
当
時
の
幕
府
の
体
制
と
は
相
当
に
距
離
を
も
つ

（
釦
）

も
の
で
あ
る
。
赤
穂
事
件
の
例
か
ら
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
柤
棟

の
憂
盧
は
、
完
全
な
体
制
と
し
て
の
「
公
」
の
未
確
立
で
あ
り
、
そ

れ
に
無
自
覚
な
支
配
層
の
現
状
に
対
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

そ
こ
に
は
幕
府
そ
れ
自
身
が
積
極
的
に
「
公
」
た
ろ
う
と
し
な
い
と

い
っ
た
体
制
の
不
備
へ
の
批
判
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
幕
府
に
ま
で

向
け
ら
れ
た
批
判
と
も
読
め
る
言
辞
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
解
釈
で

き
る
。
こ
の
意
味
で
、
祖
棟
の
「
公
」
は
幕
府
そ
の
も
の
を
指
す
概

念
で
は
な
い
。
幕
府
に
よ
っ
て
体
制
の
「
公
」
た
る
「
制
度
」
の
整

備
が
な
さ
れ
た
上
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
確
立
さ
れ
て

い
な
い
、
建
設
す
べ
き
「
日
本
」
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
り
、
祖
侠
の
い
う
「
制
度
」
は
こ
の
意
味
で
の
「
日
本
」
建
設
の

（
幻
）

基
盤
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
他
方
で
、

祖
侠
学
に
お
け
る
「
公
・
私
」
に
は
種
々
の
意
味
が
孕
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
堯
舜
三
代
の
泰
平
と
封
建
制
度
と
が
表
裏
を
成
す
も
の

と
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
「
土
着
」
化
に
よ
る
「
恩
義
」
、
人
材
登
用

な
ど
に
お
け
る
「
法
治
」
な
ら
ぬ
「
徳
治
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
秩
序
観
に
は
い
わ
ゆ
る
法
家
思
想
と
一
線

を
画
す
側
面
は
あ
る
。
こ
う
し
た
側
面
か
ら
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
、

（
塊
）

柤
侠
の
論
を
「
新
徳
治
主
義
」
や
「
私
の
義
理
」
の
次
元
の
確
保
へ

（
認
）

の
橋
頭
壁
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

「
秩
序
の
乱
れ
」
を
も
っ
と
も
憂
盧
す
る
但
侠
に
お
い
て
は
、
「
土
着
」

化
は
、
あ
く
ま
で
「
日
本
」
建
設
の
方
向
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
何
故
柤
棟
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
封
建
制
度
の
特
長

が
各
所
で
強
調
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
過
去
と
は
違
っ
て
、
た
だ
強
制
・
強
権
だ

け
で
は
「
心
服
」
し
な
い
、
権
力
に
対
し
て
深
い
所
で
の
不
信
を
も

つ
「
下
・
民
」
の
存
在
が
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
商
品
経
済
の
な
か

で
経
済
的
実
力
を
蓄
え
て
き
た
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を

思
想
的
に
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
仁
斎
学
の
存
在
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
祖
侠
は
、
当
時
に
お
い
て
、
す
で
に
「
私
」
を
取
り
込
ま
ず
に

は
「
公
」
の
普
遍
性
を
確
保
で
き
な
い
状
況
に
直
面
し
て
い
た
。
彼

は
「
私
」
を
体
制
内
に
取
り
込
ん
で
、
こ
れ
を
積
極
的
に
再
編
成
し

（
劃
）

よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
一
種
の
「
通
俗
道
徳
論
」
と
類
比
さ
れ
る
べ

柤
棟
学
理
解
に
お
い
て
、
彼
が
生
き
た
徳
川
十
七
’
十
八
世
紀
の

社
会
状
況
と
い
う
時
代
性
は
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
そ
の
時
代
に

生
ま
れ
た
仁
斎
学
の
「
下
民
」
的
立
場
は
、
柤
侠
に
お
い
て
は
衝
撃

的
な
「
事
件
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
仁
斎
学
に
対
す
る
読
み
か
ら
、
柤
侠
は
仁
斎
学
の
も
つ

「
反
政
治
」
的
な
思
想
的
急
進
性
を
変
調
さ
せ
、
一
方
で
は
朱
子
学

き
、
「
中
庸
の
徳
行
」
や
「
人
治
」
の
強
調
が
求
め
ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
沮
侠
の
「
公
」
へ
の
集
中
化
は
当
代
の
意
識
と
は

異
な
る
「
日
本
」
と
い
う
国
家
の
次
元
の
設
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
「
下
」
を
体
制
化
す
る
た
め
の
「
徳
治
」
、
す
な
わ
ち
封
建

を
伴
っ
て
こ
そ
完
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
国
家
像
で
あ
る
。
こ
う

し
た
意
味
で
祖
棟
は
、
一
方
で
は
仁
斎
学
の
帯
び
る
思
想
的
急
進
性

を
変
調
さ
せ
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
急
進
性
を
生
む
時
代
的
基
盤

を
体
制
化
へ
と
動
員
で
き
る
思
想
的
基
盤
を
作
ろ
う
と
し
た
の
だ
と

（
弱
）

言
え
よ
う
。
柤
侠
は
人
間
社
会
に
お
け
る
「
公
」
と
「
私
」
の
対
立

の
根
源
的
な
不
可
避
性
を
洞
察
し
、
そ
の
「
私
」
を
積
極
的
に
体
制

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
「
公
」
た
り
う
る
と
し
た
。

そ
の
意
味
で
、
祖
棟
の
秩
序
論
は
、
東
ア
ジ
ア
近
代
国
家
の
原
型
と

も
言
え
る
両
側
面
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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か
ら
仁
斎
学
に
つ
な
が
る
万
民
主
体
化
の
面
を
遮
断
し
な
が
ら
、
他

方
で
朱
子
学
的
な
「
公
」
を
再
編
成
し
直
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
、

「
大
道
術
」
と
し
て
の
政
治
と
い
う
自
覚
を
伴
っ
た
柤
侠
学
に
お
け

る
両
義
性
は
生
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
が
、
新
し
い
「
公
」
と
し
て
の

国
家
構
想
に
集
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
は
、
対

外
意
識
と
の
関
連
か
ら
、
民
族
主
義
的
な
国
家
の
構
想
が
本
格
化
す

る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
柤
棟
学
に
お
け
る
国
家
の
構
想
は
む
し
ろ

体
制
の
再
編
成
と
い
う
点
で
対
内
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

仁
斎
学
の
登
場
と
そ
れ
へ
の
反
溌
と
し
て
の
柤
侠
学
の
成
立
は
、

こ
の
時
代
性
と
連
動
し
な
が
ら
「
安
天
下
」
を
め
ぐ
っ
て
、
仁
斎
に

お
け
る
家
を
基
本
単
位
と
す
る
「
下
民
」
の
社
会
と
こ
れ
に
反
溌
し

な
が
ら
こ
れ
を
も
取
り
込
も
う
と
す
る
柤
侠
に
お
け
る
国
家
と
い
う

二
つ
の
葛
藤
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
事
件
」
は
、
そ
れ

以
後
に
お
け
る
心
学
、
春
台
、
宣
長
、
懐
徳
堂
な
ど
の
思
想
史
的
な

潮
流
に
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
を
提
供
し
た
と
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、

仁
斎
学
か
ら
柤
侠
学
へ
の
展
開
に
見
ら
れ
る
、
朱
子
学
的
な
内
面
世

界
か
ら
外
面
世
界
（
秩
序
）
へ
と
い
う
関
心
の
推
移
は
、
そ
れ
以
後

に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
内
面
世
界
の
苦
悩
や
秩
序

か
ら
の
疎
外
な
ど
の
問
題
を
、
ま
た
別
の
文
脈
と
し
て
の
宗
教
的
な

流
れ
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

〈
仁
斎
の
著
作
の
引
用
に
つ
い
て
〉

本
論
文
で
は
、
引
用
す
る
仁
斎
著
作
は
主
と
し
て
刊
本
に
拠
っ
た
（
『
語

孟
字
義
』
一
七
○
五
年
、
『
童
子
問
』
一
七
○
七
年
、
『
論
語
古
義
』
一

七
一
二
年
、
『
中
庸
発
揮
』
一
七
一
四
年
、
『
孟
子
古
義
』
一
七
二
○
年

刊
。
そ
れ
ぞ
れ
、
『
日
本
思
想
大
系
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
、
『
日
本

古
典
文
学
大
系
近
世
思
想
家
文
集
』
、
『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
』

第
三
巻
・
第
一
巻
・
第
九
巻
所
収
）
。
仁
斎
の
思
想
を
個
人
と
し
て
の

仁
斎
そ
の
人
に
見
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
三
宅
正
彦
氏
に
よ
っ
て
本
格

的
に
提
起
さ
れ
た
よ
う
に
（
『
京
都
町
衆
伊
藤
仁
斎
の
思
想
形
成
』
思

文
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
。
そ
の
他
を
参
照
）
、
仁
斎
自
身
の
最
終
稿

本
と
い
わ
れ
る
林
本
に
拠
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、

祖
棟
に
お
け
る
仁
斎
の
読
ま
れ
方
（
「
事
件
」
と
し
て
の
仁
斎
学
）
を

問
題
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
仁
斎
と
は
、
仁
斎
そ
の
人
よ
り
は
、
柤

棟
の
捉
え
た
仁
斎
で
あ
り
、
同
時
代
の
東
涯
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
古
義

学
派
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
仁
斎
で
あ
る
。
こ
の
側
面
に
お
け
る

仁
斎
に
つ
い
て
は
、
当
時
広
く
流
布
し
て
お
り
、
柤
侠
も
当
然
見
て
い

た
で
あ
ろ
う
刊
本
に
よ
る
の
が
む
し
ろ
妥
当
で
あ
ろ
う
。

註
（
１
）
黒
住
真
「
テ
ー
マ
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
思
想
史
学
』

二
四
号
、
一
九
九
二
年
参
照
。

（
２
）
こ
の
点
は
、
逆
井
孝
仁
「
仁
斎
学
の
歴
史
的
性
格
と
そ
の
基
盤

ｌ
「
古
学
派
」
の
再
検
討
の
た
め
に
」
（
『
立
教
経
済
学
研
究
』
一
六
’

四
、
一
八
’
二
、
一
九
六
三
年
）
、
子
安
宣
邦
『
「
事
件
」
と
し
て
の

祖
侠
学
』
（
青
土
社
、
一
九
九
○
年
）
な
ど
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

祖
棟
学
研
究
に
お
い
て
こ
の
点
が
本
格
的
に
考
察
さ
れ
た
の
は
、
祖
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侠
学
の
以
前
段
階
と
成
立
段
階
を
貫
通
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
こ
の

点
を
取
り
上
げ
る
、
田
尻
祐
一
郎
「
柤
侠
学
の
礼
楽
観
」
東
北
大
学

『
日
本
思
想
史
研
究
』
（
二
号
、
一
九
七
九
年
）
で
あ
ろ
う
（
田
原

嗣
郎
「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
仁
斎
学
の
批
判
」
『
徳
川
思
想
史
研
究
』

未
来
社
、
一
九
七
六
年
、
第
２
刷
も
参
照
）
。
な
お
、
視
点
は
異
な

る
が
、
仁
斎
・
祖
棟
・
春
台
を
材
料
に
し
て
、
日
本
近
世
に
お
け
る

宇
宙
論
・
存
在
論
の
革
命
的
な
転
換
の
始
ま
り
を
仁
斎
学
に
求
め
る
、

Ｓ
・
Ｈ
・
ヤ
マ
シ
タ
「
徳
川
期
思
想
に
お
け
る
静
か
な
る
革
命
」

『
季
刊
日
本
思
想
史
』
三
一
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
も
参
照
。

（
３
）
「
柤
棟
学
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
仁
斎
学
の
登
場
」
と
い
う
捉

え
方
自
体
は
柤
侠
の
内
面
世
界
に
お
け
る
仁
斎
学
と
の
葛
藤
な
ど
を

読
み
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
柤
侠
に
お
け
る
仁
斎
学
の

「
事
件
」
性
の
意
味
は
本
稿
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
「
事
件
」
性

に
ま
つ
わ
る
衝
撃
や
波
紋
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
は
子
安
の
前
掲
書

を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
４
）
以
下
の
仁
斎
論
は
、
拙
稿
「
伊
藤
仁
斎
の
「
王
道
」
論
ｌ
そ
の
政

治
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
」
（
日
本
倫
理
学
会
『
倫
理
学
年
報
』
四

七
集
、
一
九
九
八
年
）
を
主
と
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
の
視
点
と

は
違
う
が
、
平
石
直
昭
「
仁
斎
の
鬼
神
論
／
柤
侠
の
古
文
辞
学
」

（
放
送
大
学
教
材
『
日
本
政
治
思
想
史
』
一
九
九
七
年
）
の
な
か
で
、

「
仁
斎
が
、
政
治
と
道
徳
の
領
域
を
画
然
と
区
別
し
て
い
た
。
．
…
・
・
「
天

下
」
を
対
象
と
す
る
「
王
道
」
を
唱
え
る
と
き
、
そ
れ
は
政
治
と
道
徳

の
二
領
域
を
核
と
し
た
二
つ
の
観
念
系
列
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
」

と
い
う
言
及
は
注
目
に
値
す
る
。

（
５
）
安
丸
良
夫
『
〈
方
法
〉
と
し
て
の
思
想
史
』
（
校
倉
書
房
、
一
九

九
六
年
）
の
「
は
し
が
き
」
参
照
。
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
時
代
性

や
そ
れ
に
向
か
い
合
う
研
究
者
の
内
面
世
界
の
制
約
か
ら
仁
斎
も
柤

棟
も
自
由
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
『
太
平
策
』
を
祖
棟
の
著
作
と
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
あ

る
が
、
本
稿
で
は
祖
棟
の
著
作
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
７
）
祖
侠
を
め
ぐ
る
家
庭
や
社
会
な
ど
と
い
っ
た
環
境
か
ら
柤
棟
へ

の
影
響
と
、
祖
棟
学
に
お
け
る
美
学
的
な
感
性
（
「
ア
ャ
」
）
は
、
こ

れ
と
関
連
し
て
吟
味
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
８
）
こ
れ
に
か
ん
し
て
は
主
と
し
て
、
田
尻
の
前
掲
論
文
、
本
郷
隆

盛
「
荻
生
祖
棟
の
公
私
観
と
政
治
思
想
」
『
日
本
思
想
史
学
』
一
三
号

一
九
九
○
年
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
の
視
点
と
は
違
う
が
、
中
村
春

作
「
「
風
俗
」
論
へ
の
視
角
」
『
思
想
』
七
六
六
号
、
一
九
八
八
年
も

参
考
に
な
っ
た
。

（
９
）
前
掲
の
祖
侠
論
以
外
に
、
小
島
康
敬
「
荻
生
柤
棟
の
「
学
」
」

『
理
想
』
六
一
九
号
、
一
九
八
四
年
。
澤
井
啓
一
「
「
方
法
」
と
し
て

の
古
文
辞
学
」
『
思
想
』
七
六
六
号
、
一
九
八
八
年
な
ど
参
照
。

（
蛆
）
小
島
の
前
掲
論
文
参
照
。
柤
棟
の
「
学
」
は
職
人
の
機
能
伝
授

や
習
得
の
イ
メ
ー
ジ
に
類
比
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
祖
侠
自
身
の
出
自
を
武
家
に
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
、
事
実
か

否
か
は
別
と
し
て
、
柤
侠
の
こ
う
し
た
願
望
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た

こ
と
だ
ろ
う
。

（
皿
）
「
享
保
初
年
と
く
に
強
盗
追
剥
が
横
行
し
た
事
実
は
な
い
」
と

い
う
、
『
政
談
』
第
一
巻
の
辻
達
也
氏
の
頭
注
は
、
柤
棟
の
も
つ
危

機
意
識
の
あ
り
よ
う
を
知
る
う
え
で
の
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
か

も
知
れ
な
い
。

（
過
）
石
田
一
良
、
人
物
叢
書
『
伊
藤
仁
斎
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

八
年
、
新
装
版
参
照
。
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（
〃
）
田
尻
の
前
掲
論
文
参
照
。

（
凪
）
当
時
の
幕
府
と
朝
廷
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
柤
棟
の
見
解
は
、

こ
の
視
点
に
よ
っ
て
も
っ
と
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
別
）
本
郷
の
前
掲
論
文
参
照
。

（
肥
）
平
石
直
昭
「
戦
中
・
戦
後
柤
棟
論
批
」
東
大
社
研
『
社
会
科
学

研
究
』
三
九
’
一
、
一
九
八
七
年
。
本
郷
の
前
掲
論
文
参
照
。

（
的
）
片
岡
龍
「
荻
生
柤
棟
の
天
命
説
」
『
日
本
思
想
史
学
』
二
九
号
、

一
九
九
七
年
参
照
。
「
柤
侠
は
一
時
、
仁
斎
を
筍
子
や
王
安
石
に
比

し
て
そ
の
思
想
傾
向
の
急
進
性
を
批
判
し
て
い
る
」
と
い
う
。

「
公
」

．
な
い
Ｏ

（
Ⅳ
）
寺

ｕ

本

（
Ｍ
）
川
口
浩
「
伊
藤
仁
斎
の
「
王
道
」
論
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
三
’
一

二
、
一
九
八
四
年
）
、
『
江
戸
時
代
の
経
済
思
想
ｌ
「
経
済
主
体
」
の
生

成
』
（
中
京
大
学
経
済
学
研
究
叢
書
第
３
輯
、
一
九
九
二
年
）
の
な

か
で
、
仁
斎
の
「
王
道
」
論
は
注
目
さ
れ
て
は
い
る
が
、
経
済
思
想

と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
。

（
妬
）
相
良
亨
「
武
教
的
儒
学
へ
の
批
判
」
（
「
武
教
的
儒
学
へ
の
批
判

ｌ
市
井
の
儒
者
伊
藤
仁
斎
」
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
教
運
動
の
系

譜
』
理
想
社
、
一
九
六
五
年
）
、
吉
川
幸
次
郎
の
「
在
野
の
市
民
」

（
「
仁
斎
東
涯
学
案
」
日
本
思
想
大
系
『
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
解

説
）
は
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
参
考
に
な
る
。

（
賂
）
仁
斎
の
「
山
口
勝
隆
を
送
る
序
」
の
な
か
で
、
当
時
の
支
配
層

の
武
断
的
な
性
格
に
か
ん
す
る
言
及
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の

「
公
」
は
当
時
の
「
公
儀
」
と
ど
こ
か
で
重
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ

郷
氏
の
柤
棟
学
に
お
け
る
公
私
観
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
は

多
く
の
刺
激
的
な
示
唆
を
得
て
い
る
が
、
他
方
で
「
公
私
」
を
め
ぐ

る
仁
斎
学
理
解
に
は
疑
問
が
残
る
。

（
羽
）
緒
方
康
「
法
思
想
に
お
け
る
祖
棟
」
『
日
本
思
想
史
学
』
二
四
号
、

一
九
九
二
年
参
照
。

（
別
）
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
青
木
書
店
、
一
九

七
四
年
参
照
。

（
空
近
代
に
お
け
る
演
説
や
言
文
一
致
運
動
な
ど
も
、
こ
の
点
と
関

連
し
て
別
の
角
度
か
ら
い
え
ば
、
大
衆
へ
の
説
得
を
通
じ
る
こ
と
な

く
強
制
だ
け
で
は
彼
ら
を
積
極
的
に
動
員
で
き
な
い
と
い
う
脈
絡
で

解
釈
で
き
る
余
地
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
東
京
大
学
大
学
院
）

11〕 徳川十七一十八世紀における秩序論の様相


