
私
の
報
告
は
池
明
観
先
生
と
ち
ょ
う
ど
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

池
先
生
は
ご
報
告
の
な
か
で
、
「
朱
子
学
的
思
想
か
ら
外
勢
、
特

に
日
本
の
侵
略
に
対
抗
す
る
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
」
と
指
摘
し
て
、

李
恒
老
の
衛
正
斥
邪
思
想
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
池
先
生
は
、
日

本
の
侵
略
に
た
い
し
て
、
朱
子
学
の
道
義
を
高
く
掲
げ
て
抵
抗
し
た

李
恒
老
の
思
想
を
論
じ
る
な
か
で
「
ペ
ン
は
剣
よ
り
も
強
し
」
と
い

う
言
葉
を
想
起
し
て
い
ま
す
。
池
先
生
の
深
い
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ

て
語
ら
れ
る
こ
の
言
葉
に
、
私
も
強
く
共
感
し
ま
す
。

［
平
成
十
二
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
’
二
十
一
世
紀
の
思
想
史
研
究

「
武
国
」
日
本
の
表
か
で
の
朱
子
学
の
役
割

一

私
の
報
告
で
は
ま
ず
最
初
に
、
こ
の
李
恒
老
に
関
す
る
興
味
あ
る

新
聞
記
事
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
姜
在
彦
氏

の
紹
介
す
る
、
一
九
○
九
年
十
月
二
十
八
日
付
の
「
大
韓
毎
日
申
報
」

の
記
事
で
す
（
姜
在
彦
著
作
選
Ｉ
『
朝
鮮
の
儒
教
と
近
代
』
）
。

李
華
西
は
韓
国
儒
家
の
巨
匠
で
あ
り
、
山
崎
闇
斎
は
日
本
儒
教

の
巨
匠
で
あ
る
。
二
人
の
学
術
文
章
を
較
べ
れ
ば
、
山
崎
氏
は

華
西
門
下
の
一
侍
童
に
過
ぎ
ざ
る
が
、
然
し
華
西
は
曰
く
「
今

日
吾
輩
之
責
、
在
二
儒
教
盛
衰
一
、
至
二
於
国
家
存
亡
一
、
猶
し
属
二

第
二
件
一
事
」
と
し
、
山
崎
は
曰
く
「
有
下
来
二
侵
吾
国
者
上
、

雛
三
孔
子
為
し
将
、
顔
子
為
二
先
鋒
一
、
吾
当
三
以
譽
二
敵
視
噴
之
」

と
し
た
。
あ
あ
韓
日
の
強
弱
は
、
即
ち
両
国
儒
教
徒
の
精
神
か

ら
観
て
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

前
田
勉
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こ
こ
で
想
起
さ
れ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
山
崎
闇
斎
の
逸
話
で
す
。

『
先
哲
叢
談
』
に
よ
れ
ば
、
闇
斎
は
「
も
し
中
国
が
孔
子
を
大
将
に
し
、

孟
子
を
副
将
に
し
て
数
万
騎
の
軍
勢
を
率
い
て
、
日
本
を
攻
め
て
き

た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
孔
孟
の
道
を
学
ぶ
者
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

か
」
と
い
う
質
問
に
、
「
不
幸
に
も
そ
の
よ
う
な
事
態
に
遭
遇
し
た

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
鎧
を
着
込
み
、
手
に
武
器
を
と
っ
て
一
戦
し

て
、
孔
子
・
孟
子
を
虜
に
し
て
国
恩
に
報
ず
る
。
そ
れ
が
孔
孟
の
道

な
の
だ
」
と
答
え
た
と
言
い
ま
す
。
こ
の
逸
話
は
、
戦
争
と
い
う
国

家
と
国
家
の
対
立
の
極
限
状
況
を
想
定
し
て
、
「
孔
孟
の
道
」
以
上

に
国
家
へ
の
帰
属
を
優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
大
韓
毎
日
申
報
」
の
記
者
は
、
こ
の
闇
斎
と
対
比
し
な
が
ら
、
朱

子
学
者
と
し
て
の
力
量
に
つ
い
て
い
え
ば
、
華
西
李
恒
老
は
闇
斎
よ

り
ず
っ
と
優
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
彼
が
「
儒
教
盛
衰
」

を
主
限
に
置
い
て
「
国
家
の
存
亡
」
を
二
義
的
な
も
の
に
す
る
と
こ

ろ
に
、
「
韓
日
の
強
弱
」
の
原
因
が
あ
る
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
李
恒

老
ら
の
「
儒
教
盛
衰
」
を
自
己
の
責
務
と
す
る
意
識
と
は
、
た
と
え

ば
交
戦
中
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
親
へ
の
三
年
の
喪
を
優
先
し
、
戦

線
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
よ
う
な
行
為
に
現
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

池
明
観
先
生
も
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
李
恒
老
が
そ
も
そ
も
断
髪

令
に
対
抗
し
て
義
兵
を
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
孝
経
の

教
え
で
あ
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
孝
行
を
実
践

す
る
服
喪
と
は
人
倫
の
大
義
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
目
前
の
「
国

家
の
存
亡
」
以
上
に
価
値
あ
る
行
為
で
あ
っ
た
の
で
す
。

思
う
に
、
こ
の
新
聞
記
事
は
、
日
本
と
朝
鮮
に
お
け
る
儒
教
の
性

格
の
違
い
を
は
っ
き
り
語
っ
て
い
ま
す
。
「
国
家
の
存
亡
」
と
「
儒

教
盛
衰
」
と
、
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
た
い

し
て
、
闇
斎
は
「
国
家
の
存
亡
」
を
、
そ
し
て
李
華
西
は
跨
跨
な
く

「
儒
教
盛
衰
」
を
選
択
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
同
じ
朱
子
学
を
真

筆
に
学
び
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。私

は
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
、
朝
鮮
の
国
家
と
近
世
日
本
の
国
家

と
の
性
格
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
池
明
観
先

生
の
ご
著
書
の
象
徴
的
な
言
葉
で
い
え
ば
、
『
チ
ョ
ゴ
リ
と
鎧
』
（
太

郎
次
郎
社
一
九
八
八
年
）
、
換
言
す
れ
ば
文
と
武
の
相
違
で
す
。
池
先

生
の
ご
報
告
に
あ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
は
中
国
と
の
友
好
関
係
を
求
め

る
た
め
に
も
非
武
装
化
し
て
、
朱
子
学
を
統
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
採
用
し
、
科
挙
制
度
を
敷
い
て
、
読
書
人
官
僚
で
あ
る
両
班
が
支

配
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
近
世
日
本
の
国
家
は
武
士
が
支

配
し
た
「
武
威
」
の
国
家
で
し
た
。
享
保
時
代
の
松
下
郡
高
に
よ
る

な
ら
ば
、
「
東
照
宮
」
家
康
が
天
下
を
手
に
い
れ
た
の
は
、
大
学
の

三
綱
領
・
八
条
目
を
敵
に
読
み
聞
か
せ
た
わ
け
で
も
、
ま
し
て
法
華

経
を
読
ん
で
敵
を
感
伏
さ
せ
た
わ
け
で
も
な
い
。
今
百
余
年
太
平
の

恩
沢
を
こ
う
む
っ
て
い
る
の
は
、
ひ
と
え
に
「
御
武
徳
の
御
影
」
で

は
な
い
か
と
言
っ
て
い
ま
す
（
『
神
武
権
衡
録
』
巻
四
・
こ
う
い
っ
た
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こ
う
し
た
「
武
国
」
観
念
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
の
は
、
近
世

日
本
に
お
い
て
一
定
の
力
を
も
っ
て
い
た
兵
学
者
で
し
た
。
彼
ら
は
、

日
本
は
武
威
の
国
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
国
の
礼
教
文
化
に
も
と
づ

く
支
配
体
制
以
上
に
安
定
し
た
体
制
な
の
だ
と
い
う
確
信
を
も
っ
て

認
識
が
明
け
透
け
に
堂
々
と
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で

す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
中
国
や
朝
鮮
の
よ
う
な
読
書
人
官
僚
の
「
長

袖
の
国
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
武
国
」
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
い

だ
く
、
自
国
・
自
民
族
優
越
意
識
が
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

日
本
は
「
武
国
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
儒
教
の
理
想
と
す
る
王
道
政

治
は
日
本
の
現
実
政
治
に
は
役
立
た
な
い
し
、
ま
た
武
士
の
勇
壮
な

大
和
魂
に
も
反
す
る
。
さ
ら
に
神
功
皇
后
の
「
三
韓
征
伐
」
や
、
豊

臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
（
壬
辰
倭
乱
）
の
壮
挙
こ
そ
が
「
武
国
」
の
証

し
で
あ
っ
て
、
日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
海
外
に
雄
飛
す
る
に
足
る
絶

大
な
軍
事
が
あ
る
と
い
う
、
「
徳
川
の
平
和
」
の
な
か
で
醸
成
さ
れ

た
一
種
の
幻
想
で
す
。
し
か
し
、
私
は
、
た
と
え
そ
れ
が
幻
想
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
「
武
国
」
観
念
が
儒
教
文
化
圏
に
属
し

な
が
ら
も
、
近
世
日
本
の
人
々
が
そ
の
な
か
に
全
面
的
に
包
み
こ
ま

れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
思
想
的
な
根
拠
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
看
過

し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
一

い
ま
し
た
。
彼
ら
の
言
う
武
威
と
は
、
山
鹿
流
の
兵
学
者
津
軽
耕
道

に
よ
れ
ば
、
「
武
徳
の
外
に
発
す
る
処
の
跡
は
、
畏
と
服
と
の
二
な
り
。

こ
れ
を
呼
で
武
威
と
云
。
武
威
の
著
き
と
云
は
、
人
服
し
て
畏
れ
、

畏
て
而
も
服
す
。
畏
と
服
と
二
物
に
し
て
、
其
功
用
を
な
す
に
及
で

は
一
な
り
」
（
『
武
治
提
要
』
上
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
武
力
に
よ
っ
て

人
々
を
畏
怖
さ
せ
帰
服
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
度
と
信
賞
必
罰

に
よ
る
強
権
的
な
支
配
で
し
た
。
こ
こ
で
は
、
中
国
の
よ
う
に
礼
教

の
盛
ん
な
こ
と
は
華
麗
に
過
ぎ
、
か
え
っ
て
「
武
徳
廃
弛
の
機
」
と

し
て
厳
に
慎
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
ま
す
言
武
治
提
要
』
上
篇
）
。

こ
う
し
た
武
威
の
支
配
は
、
徳
川
家
康
の
制
定
し
た
最
初
の
武
家
諸

法
度
の
「
以
レ
法
破
レ
理
、
以
レ
理
不
レ
破
レ
法
」
の
一
節
に
端
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
理
」
よ
り
も
「
法
」
を
優
先
す
る
専
制

政
治
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
武
国
」
日
本
は
、
明
清
交
代
以
後
、
「
小
中
華
」

意
識
を
強
め
て
い
た
朝
鮮
の
朱
子
学
者
か
ら
み
れ
ば
、
儒
教
の
国
と

は
異
質
の
秩
序
と
し
て
映
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

徳
川
吉
宗
の
将
軍
職
襲
職
を
賀
し
て
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮
通
信
使
一
行

の
製
述
官
申
維
翰
は
、
帰
国
後
、
『
海
瀞
録
』
（
一
七
一
九
年
）
を
著
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
、
日
本
に
は
「
兵
農
工
商
」
の
「
四
民
」

は
い
る
が
、
「
士
」
す
な
わ
ち
読
書
人
は
い
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

申
維
翰
が
洞
察
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
武
国
」
日
本
は
東
ア
ジ
ア
地

域
が
共
有
し
て
い
た
普
遍
的
な
礼
教
文
化
で
は
な
く
、
戦
時
の
軍
隊
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の
統
制
法
で
あ
る
「
軍
法
」
に
よ
っ
て
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
た
軍

事
国
家
で
し
た
。

こ
の
武
威
の
支
配
が
貫
徹
し
て
い
た
「
武
国
」
日
本
は
、
儒
者
に

と
っ
て
け
っ
し
て
居
心
地
の
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

儒
者
は
「
武
国
」
日
本
の
な
か
で
は
、
役
た
た
ず
の
存
在
と
し
て
遇

さ
れ
る
少
数
派
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
こ
に
、
科
挙
制
度
に
よ
っ

て
選
び
抜
か
れ
た
知
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
使
命
感
に
あ
ふ
れ
た
気

宇
壮
大
な
中
国
の
士
大
夫
や
朝
鮮
の
両
班
と
異
な
る
、
「
武
国
」
日

本
の
儒
者
の
特
異
な
相
貌
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
真
面
目
な
儒
者
た
ち

は
主
観
的
に
は
無
用
者
・
異
端
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
「
悲
哀
」
（
渡

辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
）
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。

つ
と
に
津
田
左
右
吉
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
儒
教
の
礼
は
近
世

日
本
社
会
の
習
俗
の
次
元
に
ま
で
浸
透
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
孝
の
も
っ
と
も
重
要
な
表
現
で
あ
っ
た
三
年
の
服
喪
な
ど
机

上
の
空
論
に
過
ぎ
ず
、
現
実
に
葬
礼
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
檀
家
制

度
・
本
末
制
度
に
よ
っ
て
全
国
に
く
ま
な
く
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
仏

教
寺
院
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
礼
教
文
化
の
存
在
し
な
い

近
世
日
本
社
会
に
あ
っ
て
は
、
儒
者
は
少
数
派
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
津
田
左
右
吉
流
に
い
え
ば
、
生
活
の
次
元
か
ら
遊
離
し
た

知
識
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
現
実
に
は
相
い
れ
な
い
普
遍
的
原
理

と
し
て
朱
子
学
を
受
け
と
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き

現
象
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
傾
向
を
習
俗
や
慣
習
に
根
づ
か
な

い
抽
象
論
と
し
て
、
一
概
に
否
定
し
捨
象
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
あ

る
意
味
で
は
歴
史
の
一
面
的
な
理
解
に
陥
る
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の

は
、
「
武
国
」
日
本
に
あ
っ
て
は
、
儒
者
は
儒
教
の
普
遍
的
原
理
を

保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
社
会
・
国
家
と
の
間
で
の
緊
張
関

係
を
は
ら
む
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
王
道
政
治
の

理
想
に
よ
っ
て
、
内
か
ら
の
「
武
国
」
へ
の
批
判
が
で
き
ま
し
た
。

一
八
世
紀
中
頃
の
朱
子
学
者
堀
景
山
（
一
六
八
八
年
’
一
七
五
七
年
）
は

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

是
は
武
家
は
そ
の
武
力
を
以
て
天
下
を
取
り
得
た
る
も
の
な
れ

ば
、
ひ
た
す
ら
武
威
を
張
り
輝
や
か
し
下
臣
を
お
ど
し
、
推
し

つ
け
へ
し
つ
け
帰
服
さ
せ
て
、
国
家
を
治
む
る
に
も
只
も
の
上

の
威
光
と
格
式
と
の
両
っ
を
特
み
と
し
て
政
を
し
た
る
も
の
な

れ
ば
、
只
も
の
上
の
威
を
大
事
に
か
け
る
こ
と
ゆ
ゑ
、
自
然
と

そ
の
風
に
移
り
た
る
も
の
也
。
韓
非
子
が
術
も
日
本
の
武
風
に

似
た
る
も
の
也
。
古
来
の
史
を
あ
ま
ね
く
覧
る
に
、
百
年
も
治

り
た
る
世
は
ど
の
や
う
に
し
て
も
、
大
体
の
こ
と
に
て
乱
る
る

も
の
に
て
な
け
れ
ば
、
か
の
武
威
に
人
を
憧
れ
服
し
て
治
り
来

れ
る
を
見
て
、
日
本
は
武
に
て
治
り
た
る
国
な
り
と
心
得
て
武

国
と
い
ひ
、
い
よ
い
よ
武
威
に
自
負
す
る
こ
と
に
な
り
。
（
堀

景
山
『
不
尽
言
』
）

景
山
は
、
こ
う
し
た
「
武
威
を
張
り
輝
や
か
し
下
臣
を
お
ど
し
、

推
し
つ
け
へ
し
つ
け
帰
服
」
さ
せ
他
者
を
強
制
に
よ
っ
て
屈
伏
さ
せ
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る
武
威
の
支
配
の
も
ろ
さ
を
洞
察
し
て
い
ま
し
た
。
景
山
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
実
は
「
卑
怯
な
る
心
」
か
ら
起
こ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。

上
た
る
人
の
威
光
を
特
み
に
し
、
推
し
つ
け
人
を
帰
服
さ
す
る

こ
と
は
武
勇
な
る
や
う
に
見
ゆ
れ
ど
も
、
能
く
た
ち
か
へ
り
て

思
て
み
れ
ば
、
け
つ
く
却
て
怯
な
る
こ
と
と
も
云
べ
き
也
。
そ

の
ゆ
ゑ
は
畢
寛
そ
の
威
を
張
り
強
ふ
し
て
、
人
を
お
ど
し
て
帰

服
さ
す
る
は
万
一
に
上
の
威
が
落
れ
ば
人
が
上
を
あ
な
ど
り
、

そ
れ
か
ら
違
背
せ
う
か
と
恐
る
る
か
ら
の
こ
と
な
れ
ば
、
我
が

心
の
内
に
省
み
て
、
そ
の
人
君
た
る
徳
が
か
い
な
き
ゆ
ゑ
に
、

気
づ
か
は
し
く
波
し
き
こ
と
あ
れ
ば
、
人
の
我
に
帰
服
せ
ま
じ

き
か
と
恐
る
る
の
卑
怯
な
る
心
よ
り
起
る
こ
と
也
。
（
『
不
尽
言
』
）

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
武
威
の
支
配
の
も
ろ
さ
は
幕
末
の
開
国
・

穰
夷
の
な
か
で
露
呈
さ
れ
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
儒
者
は
そ
う
し
た

空
威
張
り
の
優
越
感
へ
の
批
判
者
と
し
て
の
位
置
に
立
ち
え
た
の
で

す
。
後
に
も
ふ
れ
る
幕
末
・
明
治
の
朱
子
学
者
阪
谷
素
（
一
八
二
二

年
’
一
八
八
一
年
）
は
、
「
今
日
海
内
の
穰
夷
の
二
字
、
各
々
其
の
胸

臆
を
横
に
し
、
正
大
の
心
を
蒙
蔽
し
、
真
誠
の
穰
夷
の
害
為
り
。
唯

だ
其
の
蒙
蔽
明
ら
か
な
ら
ず
。
故
に
至
剛
の
気
は
暢
ぴ
ず
し
て
、
反

っ
て
怯
夫
の
如
く
然
り
」
（
『
朗
盧
全
集
』
「
上
大
原
源
老
公
害
」
）
と
説
い

て
、
幕
末
の
理
念
な
き
穰
夷
論
の
い
た
ず
ら
な
悲
憤
懐
概
が
卑
屈
の

裏
返
し
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
看
破
し
て
い
た
の
で
す
。

私
は
こ
う
し
た
朱
子
学
の
理
想
主
義
が
「
武
国
」
に
た
い
し
て
積

極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
て
、
と
く
に
吉
田
公
平
先
生

の
性
善
説
理
解
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
「
学
者
ハ
自
己
ノ
理
ヲ
信
ズ

ル
デ
ナ
ケ
レ
バ
本
ノ
コ
ト
デ
ナ
イ
。
…
…
人
々
有
下
尊
二
於
己
一
者
上
、

天
理
也
、
其
尊
無
し
対
、
我
心
ョ
リ
外
二
頼
ミ
カ
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
」

（
佐
藤
直
方
「
学
談
雑
録
」
）
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
自
力
救
済
力
と
し
て
の
朱
子
学
の
性
善
説
の
な
か
に
、
近
代

的
な
「
自
由
」
と
「
平
等
」
と
い
う
価
値
の
萌
芽
を
み
ま
し
た
（
拙

著
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
参
照
）
。
私
の
研
究
方
法
は
、
前
近
代

の
な
か
に
近
代
の
萌
芽
を
み
て
、
「
近
代
化
」
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー

を
描
く
、
い
わ
ゆ
る
近
代
主
義
的
な
発
想
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

す
。
し
か
し
、
近
世
日
本
の
「
武
威
」
と
い
う
強
権
的
な
国
家
の
な

か
で
、
朱
子
学
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
は
た
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
短
い
報

告
で
は
、
対
外
観
の
な
か
で
の
積
極
的
な
役
割
に
つ
い
て
限
定
し
て

述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
何
度
も
取
り
上
げ
て

き
た
古
賀
桐
庵
（
一
七
八
八
年
’
一
八
四
七
年
）
で
す
。
桐
庵
は
寛
政
の

三
博
士
の
ひ
と
り
古
賀
精
里
の
息
子
で
、
精
里
亡
き
後
、
昌
平
書
の

一
一
一
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儒
官
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
「
儒
林
贄
物
、
聖
代
崎
人
」
（
『
桐
庵
三
集
』

巻
四
自
題
肖
像
）
と
自
称
し
自
己
の
無
力
さ
を
痛
感
し
な
が
ら
も
、

蘭
学
の
大
家
大
槻
玄
沢
ら
と
交
流
を
深
め
な
が
ら
膨
大
な
海
外
情
報

を
収
集
し
て
、
い
つ
か
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
時
に
備
え
て
い
ま
し

た
。

興
味
あ
る
こ
と
は
、
先
の
池
明
観
先
生
の
ご
報
告
で
は
、
西
洋
の

衝
撃
に
た
い
す
る
朱
子
学
者
の
対
応
を
論
す
る
な
か
で
、
李
恒
老
の

衛
正
斥
邪
思
想
を
「
抵
抗
の
思
想
」
と
し
て
評
価
な
さ
れ
ま
し
た
が
、

「
武
国
」
日
本
の
朱
子
学
者
で
あ
る
古
賀
桐
庵
は
、
同
じ
く
道
義
を

重
ん
じ
る
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
異
な
る
対
応
を
し
て
い

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
ア
ヘ
ン
戦
争
を
き
っ

か
け
に
江
戸
時
代
の
儒
者
の
「
中
華
」
へ
の
信
頼
は
大
き
く
揺
ら
い

だ
と
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
守
旧
派
の
朱
子
学
者
は
、
渡
辺
垂
山

や
高
野
長
英
ら
の
洋
学
者
た
ち
の
先
見
牲
に
対
比
さ
れ
て
、
あ
た
ふ

た
と
狼
狽
す
る
滑
稽
な
役
回
り
を
さ
せ
ら
れ
て
き
ま
し
た
（
桐
庵
は

華
山
の
蛮
社
グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
し
た
）
。
し
か
し
、
古
賀
桐
庵
は
そ
う

し
た
通
説
と
は
異
な
る
事
実
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
て
い
ま
す
。
そ

の
証
拠
に
な
る
も
の
が
『
鴉
片
醸
変
記
』
（
『
洞
庵
六
集
』
巻
四
）
と
い

う
文
章
で
す
。
そ
れ
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
年
）
す
な
わ
ち
ア

ヘ
ン
戦
争
の
最
中
に
、
和
蘭
風
説
書
や
唐
風
説
害
な
ど
の
当
時
入
手

し
う
る
最
新
情
報
を
も
と
に
し
て
、
ア
ヘ
ン
の
中
国
伝
播
か
ら
説
き

起
こ
し
、
清
朝
の
ア
ヘ
ン
対
策
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
発
端
、
そ
し
て
一

八
四
○
年
十
二
月
ま
で
の
経
過
を
叙
述
し
て
い
る
幕
末
日
本
に
お
け

る
最
も
早
い
ア
ヘ
ン
戦
争
の
報
告
書
で
す
（
ち
な
み
に
魏
源
の
『
海
国

図
志
』
五
十
巻
は
一
八
四
三
年
に
完
成
し
て
い
ま
す
）
・

そ
の
な
か
で
、
桐
庵
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
言
う
「
非
理
無
道
」
と

は
清
朝
の
度
重
な
る
ア
ヘ
ン
禁
輸
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス

が
ア
ヘ
ン
を
密
輸
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
を
焼
却
し
た
事
実
を
指

し
て
い
る
と
述
べ
た
の
ち
に
、
「
是
清
直
而
、
英
機
黎
曲
、
非
理
無
道
、

実
在
二
英
機
黎
一
不
し
在
し
清
也
」
と
論
じ
、
「
非
理
無
道
」
は
イ
ギ
リ

ス
に
あ
る
と
断
じ
て
、
さ
ら
に
続
け
て
「
蓋
泰
西
夷
専
事
二
貨
利
一
、

惟
力
是
競
、
筍
我
強
大
、
而
敵
有
し
壕
、
則
直
乗
し
之
、
復
不
レ
顧
二
理

義
一
、
其
所
謂
非
理
無
道
者
、
特
託
也
爾
。
制
二
戎
夷
一
者
、
不
し
可

し
不
し
洞
二
知
此
意
一
」
と
注
意
を
促
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
「
非
理
無
道
」
に
た
い
す
る
道
義
的
な
非

難
は
、
当
時
の
日
本
で
は
意
外
な
ほ
ど
少
な
か
っ
た
な
か
で
、
桐
庵

が
そ
れ
を
な
し
え
た
理
由
は
、
何
よ
り
彼
が
華
夷
観
念
を
普
遍
的
な

理
念
と
し
て
受
け
取
め
て
い
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
す
で
に
桐
庵
は
、
西
洋
列
強
の
軍
事
技
術
を
摂
取

す
る
た
め
に
交
易
を
主
張
し
て
、
無
二
念
打
払
令
を
批
判
し
て
い
た

『
海
防
臆
測
』
（
一
八
三
八
年
’
四
○
年
）
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
ま
し
た
。

西
洋
諸
国
、
間
有
下
懐
二
虎
狼
之
志
一
者
上
、
未
二
必
不
Ｆ
欲
し
侵
二

加
乎
我
一
、
而
我
理
直
義
正
、
無
三
暇
可
二
指
樋
一
、
則
彼
恵
然
内
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槐
、
無
二
辞
以
使
二
其
下
一
、
而
衆
威
有
二
朧
種
恐
縮
之
気
一
、
不

し
肯
し
為
し
所
し
用
也
、

我
が
「
理
直
義
正
」
で
あ
れ
ば
、
「
虎
狼
の
志
」
を
懐
く
西
洋
諸

国
も
、
し
ょ
げ
て
恥
じ
入
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
楽
天
的
と
も
評
す
こ

と
の
で
き
る
認
識
を
支
え
て
い
た
も
の
が
諸
国
家
間
を
貫
く
普
遍
的

な
「
理
義
」
へ
の
信
念
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
信
念
こ
そ
が
『
鴉
片

醸
変
記
』
で
近
視
眼
的
な
勝
敗
に
眩
惑
さ
れ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
非

理
無
道
」
を
鋭
く
非
難
し
得
た
内
的
根
拠
で
あ
っ
た
の
で
す
。
丸
山

真
男
氏
が
幕
末
日
本
に
お
い
て
は
、
横
井
小
楠
の
「
天
地
仁
義
の
大

道
」
（
『
夷
虜
応
接
大
意
』
一
八
五
三
年
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
朱
子
学

に
内
在
す
る
「
一
種
の
自
然
法
的
観
念
」
が
華
夷
観
念
を
転
換
さ
せ
、

国
家
平
等
観
念
を
導
き
出
す
た
め
の
「
論
理
的
媒
介
」
に
な
っ
た
と

指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
桐
庵
は
ま
さ
に
朱
子
学
の
「
理
」
を
西
洋
を

含
め
た
国
家
相
互
間
を
対
等
平
等
に
律
す
る
道
義
と
し
て
読
み
込
ん

で
い
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
普
逼
的
な
「
理
」
へ
の
信
念
か

ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
侵
略
に
抵
抗
す
る
闘
士
を
「
義
士
」
と
褒
め
た
た

え
る
共
感
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
特
筆
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
『
古

心
堂
詩
稿
』
読
清
義
士
徴
文
探
韻
、
一
八
四
四
年
）
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に

は
、
韓
国
の
反
日
義
兵
運
動
の
指
導
者
李
恒
老
と
共
通
す
る
精
神
態

度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
『
鴉
片
醸
変
記
』
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
桐
庵
が
イ
ギ

リ
ス
の
侵
略
行
為
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
軍
事
的
に
劣
勢
に
立
つ

て
い
た
清
朝
の
弱
点
を
も
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
『
鴉
片
醸
変

記
』
の
成
っ
た
時
点
、
一
八
四
○
年
六
月
の
舟
山
列
島
定
海
県
で
の

渭
朝
の
敗
北
は
幕
府
に
報
告
さ
れ
て
は
い
ま
し
た
が
、
未
だ
勝
敗
の

行
方
は
混
沌
と
し
て
い
ま
し
た
。
同
年
冬
の
唐
風
説
書
は
、
イ
ギ
リ

ス
国
王
の
第
三
女
を
人
質
に
し
た
事
件
（
む
ろ
ん
誤
報
）
を
伝
え
、
来

夏
ま
で
に
は
決
着
す
る
だ
ろ
う
と
楽
観
的
な
戦
況
の
見
通
し
さ
え
語

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
段
階
で
、
桐
庵
は
い
ち
早
く
清
朝

の
弱
点
に
目
を
向
け
た
の
で
す
。
そ
の
一
つ
が
西
洋
情
報
の
収
集
不

足
で
す
。
定
海
県
で
の
交
戦
は
、
清
軍
が
イ
ギ
リ
ス
軍
の
礼
砲
を
攻

撃
と
誤
認
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
、
と
一
八
四
○
年
十
二

月
の
唐
風
説
書
は
伝
え
ま
し
た
。
桐
庵
は
こ
の
記
事
を
取
り
上
げ
、

空
砲
と
い
う
「
泰
西
の
俗
」
を
周
知
徹
底
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
清
朝

の
失
策
を
論
じ
、
海
防
力
の
不
備
を
「
防
禦
の
大
閾
典
」
と
指
摘
し

て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
桐
庵
は
、
西
洋
情
報
の
収
集
不
足
や
海
防
力

の
不
備
を
も
た
ら
し
た
渭
朝
の
根
本
的
原
因
を
見
て
い
た
の
で
す
。

彼
は
、
長
崎
在
留
中
国
人
周
某
が
、
清
朝
の
防
備
は
長
崎
よ
り
百
倍

厳
重
だ
か
ら
「
外
夷
入
冠
不
し
足
し
介
し
意
」
（
同
右
）
と
豪
語
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

清
海
防
、
予
未
レ
知
下
其
能
有
し
加
二
乎
我
一
以
否
上
、
而
彼
之
凶
情

乃
永
、
蓋
妄
誇
二
揚
己
邦
一
、
実
支
那
之
病
根
、

桐
庵
は
「
支
那
」
の
独
善
的
優
越
意
識
こ
そ
が
、
西
洋
情
報
へ
の

無
関
心
さ
を
生
み
、
艦
船
・
銃
砲
の
進
ん
だ
西
洋
の
軍
事
技
術
を
摂
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取
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
「
病
根
」
で
あ
る
と
診
断
し
て

い
た
の
で
す
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
中
華
の
華
夷
観
念
の
も
つ
独
善
性

に
た
い
す
る
批
判
ば
か
り
か
、
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
一
元
的

な
価
値
観
へ
の
批
判
を
し
て
い
た
こ
と
も
看
過
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ

ん
。
桐
庵
は
他
の
諸
民
族
に
共
通
す
る
太
陽
信
仰
の
ひ
と
つ
と
し
て

日
本
の
天
照
大
神
信
仰
を
と
ら
え
る
自
己
相
対
化
の
視
点
を
も
っ
て

い
ま
し
た
（
『
桐
庵
二
集
』
巻
二
、
崇
日
論
、
一
八
一
九
年
）
。
こ
れ
は
中

華
の
華
夷
観
念
ば
か
り
か
、
日
本
の
「
武
国
」
観
念
に
も
共
有
す
る
、

自
己
の
価
値
基
準
を
絶
対
視
し
て
、
異
な
る
他
者
の
価
値
観
を
認
め

な
い
態
度
へ
の
批
判
を
も
内
包
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
批
判
の
延
長
上
に
あ
る
の
が
、
先
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ

た
阪
谷
素
の
「
尊
異
説
」
で
す
。
阪
谷
素
は
古
賀
桐
庵
の
弟
子
で
、

中
村
敬
宇
と
と
も
に
明
治
初
頭
の
啓
蒙
雑
誌
『
明
六
雑
誌
』
の
同
人

で
あ
っ
た
漢
学
者
で
す
。
渡
辺
浩
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
は
「
唯

一
ノ
正
理
公
道
」
に
も
と
づ
い
て
「
西
洋
文
明
の
優
位
を
認
め
、

「
文
明
開
化
」
の
進
展
を
望
」
ん
だ
開
明
的
な
思
想
家
で
し
た
（
『
東

ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
）
。
「
尊
異
説
」
と
は
そ
の
『
明
六
雑
誌
』
十
九

号
（
明
治
七
年
十
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
な
か
で
、
阪
谷

素
は
福
沢
諭
吉
の
「
多
事
争
論
」
（
『
文
明
論
之
概
略
』
）
の
考
え
に
通

じ
る
よ
う
な
、
異
な
る
他
者
を
容
認
す
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
論
を

展
開
し
て
い
ま
す
。
阪
谷
は
物
に
は
「
親
和
ス
ル
固
有
ノ
合
同
性
」

と
「
区
別
ス
ル
固
有
ノ
分
異
性
」
が
あ
る
が
、
そ
の
「
功
用
」
か
ら

い
え
ば
、
「
異
ノ
功
用
最
モ
大
」
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
師

弟
朋
友
異
ヲ
以
テ
」
、
才
知
芸
能
を
切
蹉
琢
磨
す
る
よ
う
に
、
「
人
ノ

業
ヲ
立
テ
功
ヲ
為
ス
亦
其
異
ヲ
包
容
シ
テ
尊
ブ
ニ
在
ル
」
し
、
西
洋

諸
国
が
発
展
し
て
き
た
の
も
、
「
政
教
風
習
ヲ
異
ニ
シ
テ
相
磨
シ
、

属
官
其
議
ヲ
異
ニ
シ
テ
相
磨
シ
、
庶
民
其
説
ヲ
異
ニ
シ
テ
相
磨
ス
。

其
公
平
至
当
ノ
処
置
ヲ
開
キ
、
国
家
ノ
輝
光
ヲ
発
揚
ス
ル
皆
異
ノ
抵

抗
シ
テ
相
磨
ス
ル
ニ
生
」
じ
た
の
で
あ
る
。
「
異
」
な
る
も
の
同
士

の
対
立
は
避
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
「
異
」
な
る

も
の
を
拒
否
す
る
態
度
こ
そ
が
「
野
蛮
」
だ
と
批
判
さ
れ
ま
す
。

異
ヲ
卑
ミ
拒
ム
是
前
日
穰
夷
ノ
野
蛮
習
耳
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
阪
谷
は
幕
末
の
悲
憤
懐
慨
の
穰
夷
論
の
な
か

に
潜
む
「
卑
屈
」
な
精
神
を
み
て
い
ま
し
た
が
（
『
明
六
雑
誌
』
四
十

二
号
「
尊
王
援
夷
説
」
に
も
、
阪
谷
は
同
様
な
見
解
を
述
べ
て
い
ま
す
）
、
そ

れ
は
「
異
ヲ
卑
ミ
拒
」
み
、
一
元
的
な
価
値
基
準
に
よ
っ
て
す
べ
て

を
律
し
よ
う
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
悪
弊
で
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
幕
末
の
朱
子
学
者
の
な
か
に
は
、
異
な
る
他
者
を
排
除

し
よ
う
と
す
る
穰
夷
論
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
武
威
の
日
本
型
華
夷

観
念
（
会
沢
正
志
斎
の
『
新
論
』
は
そ
の
典
型
で
し
た
）
の
脆
さ
を
批
判
す

る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
同
一
化
を
志
向
す
る
中
国
本
来
の

華
夷
観
念
を
さ
え
も
超
え
出
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
、
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

幕
末
の
朱
子
学
者
が
「
万
国
公
法
」
を
受
容
し
や
す
か
っ
た
ひ
と
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っ
の
理
由
は
、
そ
の
理
念
性
・
道
理
の
存
在
に
た
い
す
る
信
念
で
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
人
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
芝
原
拓
自
氏
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
「
「
万
国
公
法
」

を
実
定
法
上
の
国
際
法
規
に
限
定
し
て
理
解
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

国
際
関
係
を
律
す
る
自
然
法
的
な
条
理
・
理
想
と
し
て
う
け
と
め
る

の
が
一
般
的
で
あ
り
、
「
万
国
公
法
」
は
、
し
ば
し
ば
伝
統
的
な
儒
教

の
天
道
槻
念
に
よ
っ
て
読
み
か
え
た
「
天
地
ノ
公
道
」
な
ど
と
同
義
に

観
念
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
た
」
（
『
日
本
近
代
思
想
大
系
対
外
観
』
解
説

論
文
）
。
た
だ
「
万
国
公
法
」
の
受
容
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
う
し

た
理
由
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
世
日
本
の
朱
子
学
者
の
な
か
に
、
礼
教

文
化
の
欠
如
し
て
い
る
「
武
国
」
日
本
は
普
遍
的
な
理
念
の
も
と
で

は
「
夷
狄
」
で
あ
る
と
い
う
自
国
を
卑
小
な
も
の
と
と
ら
え
、
相
対

化
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
朱
子
学
の
理
念
性
は
「
万
国
公
法
」
を
受
容
す
る
必

要
条
件
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
十
分
条
件
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で

す
。
そ
れ
は
何
よ
り
、
日
本
に
強
い
影
響
を
与
え
た
マ
ー
チ
ン
漢
訳

『
万
国
公
法
』
が
当
の
中
国
で
は
な
か
な
か
受
容
で
き
な
か
っ
た
こ

と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
佐
藤
慎
一
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
「
万
国
公
法
」
を
受
容
す
る
た
め
に
は
そ
の
前
提
に
、
対

等
な
国
家
間
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
中
国
と
い
う
認
識
が
あ
っ
て
成
立

し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
中
国
自
身
も
万
国
公
法
に
よ
っ
て

拘
束
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
『
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文
明
』
）
。
こ
の

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
儒
教
文
化
圏
に
お
け
る
「
武
国
」
日
本
の
特

異
牲
は
、
自
他
と
も
に
儒
教
の
国
と
認
め
る
朝
鮮
と
比
べ
る
と
き
、

さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
紹
介
し
た
李

恒
老
ら
の
衛
正
斥
邪
思
想
に
お
い
て
、
衛
る
べ
き
「
中
華
」
は
国
境

を
超
え
た
「
普
遍
的
な
」
礼
教
文
化
で
す
が
、
彼
ら
の
場
合
、
そ
の

「
普
遍
的
な
」
礼
教
文
化
は
朝
鮮
の
な
か
に
す
で
に
実
現
し
て
い
る

の
だ
と
い
う
牢
固
な
自
信
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
「
小
中
華
」
意

識
は
そ
の
自
信
の
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
、

そ
う
し
た
「
普
遍
的
な
」
礼
教
文
化
を
破
壊
す
る
行
為
は
、
祖
先
祭

祀
を
廃
止
す
る
天
主
教
に
た
い
す
る
斥
邪
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

徹
底
的
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
は
、
古
賀
桐
庵
が
主
張

し
た
よ
う
な
交
易
を
通
し
て
西
洋
の
科
学
技
術
を
摂
取
す
る
と
か
、

点
に
お
い
て
、
自
己
の
礼
教
文
化
を
絶
対
視
す
る
中
国
で
は
な
か
な

か
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
己

の
卑
小
さ
を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
「
武
国
」
日
本
の
朱
子
学
者
は
、

華
夷
観
念
を
理
念
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
国
を
相
対
化
し
、
さ
ら

に
自
己
と
他
者
の
共
存
と
い
う
考
え
を
生
み
だ
し
て
い
た
た
め
に
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い

ま
す
。

四
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軍
備
を
増
強
す
る
と
い
っ
た
議
論
の
余
地
は
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
き
ら
か
に
朝
鮮
の
朱
子
学
は
慣
習

ま
で
深
く
根
ざ
し
た
現
実
の
社
会
体
制
を
擁
護
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
、
こ
の
衛
正

斥
邪
思
想
は
、
池
先
生
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
洋
列
強
の
侵
略

に
た
い
す
る
ば
か
り
か
、
日
清
戦
争
以
後
の
反
日
義
兵
運
動
を
さ
さ

え
る
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
も
看
過
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
強
固
な
「
普
遍
的
な
」
礼
教
文
化
へ
の
自
信
の
ゆ
え
に
、

「
倭
洋
一
体
」
と
し
て
の
「
倭
夷
」
に
対
抗
す
る
反
侵
略
の
論
理
に

転
化
し
え
た
の
で
す
。
闇
斎
と
李
恒
老
を
対
比
し
た
「
大
韓
毎
日
申

報
」
の
記
事
は
、
こ
う
し
た
朝
鮮
朱
子
学
の
も
つ
二
面
性
を
突
い
た

も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

幕
末
日
本
に
お
い
て
は
ふ
た
つ
の
選
択
肢
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

ひ
と
つ
は
、
ペ
リ
ー
来
航
時
で
の
速
や
か
な
軍
事
的
な
対
応
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
富
国
強
兵
の
路
線
で
す
。
軍
事
力
Ⅱ
「
武
威
」
に
よ
る

欧
米
列
強
へ
の
屈
伏
を
受
入
れ
、
一
刻
も
早
く
軍
事
力
を
増
強
し
て

「
万
国
対
時
」
の
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
す
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
明
治
国
家
は
こ
の
路
線
を
ひ
た
走
り
に
走
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
神
功
皇
后
の
「
三
韓
征
伐
」
の
よ
う
な
「
武
国
」
日
本
の
神

話
を
鼓
吹
し
て
、
朝
鮮
・
中
国
へ
の
侵
略
に
突
き
進
む
こ
と
で
も
あ

っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
対
応
と
は
、
古
賀
桐
庵
に
見

ら
れ
た
よ
う
な
西
洋
蘭
学
と
の
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
は
普
遍
的
理
念

の
も
と
で
の
国
家
間
の
対
等
性
・
平
等
性
の
認
識
を
深
化
さ
せ
る
路

線
で
す
。
そ
れ
は
、
桐
庵
が
反
英
運
動
の
闘
士
を
「
義
士
」
と
称
賛

し
た
よ
う
な
、
ア
ジ
ア
の
連
帯
へ
の
可
能
性
で
も
あ
り
ま
し
た
。

思
う
に
近
代
日
本
は
こ
う
し
た
二
つ
の
選
択
肢
を
も
ち
え
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
朱
子
学
を
国
教
と
す
る
朝
鮮
や
中
国
と
異
な
る
道
を
進

み
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
近
代
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
国
際
関
係
が
主
権
平

等
を
建
て
前
と
し
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
軍
事
力
を
主
と
す
る
物
理

的
な
力
に
よ
っ
て
主
権
国
家
間
の
関
係
が
定
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
前
者
の
側
面
を
朱
子
学
的
な
理
念
の
延
長
と
し
て
、
後
者

の
力
関
係
と
し
て
国
家
間
を
考
え
る
現
実
的
な
側
面
を
「
武
国
」
日

本
に
ふ
さ
わ
し
い
考
え
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
使
い
分
け
る
よ
う
な
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。
近
代
日
本
は
一
方
で
「
万
国
公
法
」
の
理
念
性

を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
「
万
国
公
法
な
ど
と
申
候
て
も
是
又
人

の
国
を
奪
ひ
候
之
道
具
に
て
毫
も
油
断
不
二
相
成
一
」
（
『
木
戸
孝
允
文
書
』

三
）
と
い
う
冷
め
た
認
識
も
も
ち
え
た
の
で
す
。

近
代
日
本
の
人
々
は
、
現
実
の
力
を
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
徳
治
主
義
・
王
道
政
治
に
よ
る
華
夷
観
念

の
呪
縛
に
深
く
と
ら
わ
れ
て
い
た
朱
子
学
一
尊
主
義
の
朝
鮮
や
中
国

と
は
異
な
っ
て
、
リ
ア
ル
に
現
実
の
力
関
係
を
認
め
て
、
そ
う
し
た

幻
想
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
よ
り

広
い
視
野
か
ら
み
れ
ば
、
中
国
を
は
じ
め
と
し
て
朝
鮮
が
華
夷
観
念

と
近
代
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
国
際
体
系
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
で
苦
闘
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し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
中
国
の
儒
教
的
な
華
夷
観
念
を
否
定
し

て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う

（
も
ち
ろ
ん
そ
の
功
罪
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
あ
わ
せ
み
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
竹
内
好
氏
の
よ
う
に
、
苦
闘
す
る
こ
と
に
よ
る
思
想
の
内
面
化

が
日
本
に
は
欠
け
て
い
た
と
も
評
し
う
る
か
ら
で
す
）
。
そ
れ
は
言
葉
を
か

え
て
い
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
地
域
Ⅱ
儒
教
文
化
圏
か
ら
離
陸
し
て
、
近

代
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
の
道
を
歩
む
こ
と
、
つ
ま
り
「
脱
亜
入

欧
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
朝
鮮
の
衛
正
斥

邪
思
想
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
倭
洋
一
体
」
と
し
て
の
「
倭
夷
」

と
な
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

（
愛
知
教
育
大
学
助
教
授
）
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