
新
井
白
石
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
多
く
の
研
究
上
の
困
難
が
と
も
な

う
。
ま
ず
、
現
実
政
治
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
近
世
日
本

の
儒
学
者
の
な
か
で
稀
有
と
い
っ
て
も
よ
い
、
白
石
の
政
治
行
動
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
将
軍
家
宣
・
家
継
の
正
徳
の
治
に
お
け
る
政
治
・
経

済
・
外
交
な
ど
の
諸
問
題
に
対
す
る
広
く
深
い
知
見
が
不
可
欠
と
な
る
。

し
か
も
、
そ
う
し
た
政
治
的
舞
台
の
な
か
で
、
白
石
の
演
じ
た
役
割
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
測
定
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
。
ま
た
思
想
の
次
元
で
も
、
白
石
が
体
系
的
著
作
を
残
し
て
い
な
い

こ
と
に
加
え
て
、
歴
史
・
制
度
・
地
理
・
経
済
・
詩
文
・
言
語
な
ど
の
分

野
に
わ
た
っ
て
い
る
（
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
、
当
時
の
最

高
水
準
の
成
果
を
残
し
て
い
る
）
た
め
に
、
そ
の
一
つ
を
個
別
に
と
り
あ
げ

る
だ
け
で
も
、
至
難
の
事
業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
研
究
の
瓊
末
主
義
に

陥
る
危
険
が
あ
る
と
と
も
に
、
研
究
者
が
真
筆
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
限

り
な
く
研
究
領
域
は
広
が
り
、
白
石
の
全
体
像
は
ま
す
ま
す
か
す
ん
で
い

（
東
京
大
学
出
版
会
．
二
○
○
一
年
）

ケ
イ
ト
．
Ｗ
・
ナ
カ
イ
著
（
平
石
直
昭
・
小
島
康
敬
・
黒
住
真
訳
）

『
新
井
白
石
の
政
治
戦
略
Ｉ
儒
学
と
史
論
』

1

前
田
勉

っ
て
し
ま
う
。
ま
し
て
、
政
治
行
動
と
思
想
を
関
連
づ
け
る
こ
と
な
ど
は
、

あ
の
膨
大
な
白
石
の
著
作
を
前
に
し
た
時
、
は
る
か
彼
方
の
夢
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
そ
ん
な
絶
望
的
な
思
い
に
、
白
石
研
究
に
少
し
で
も
手
を

染
め
た
者
は
誰
し
も
、
と
ら
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
・

こ
う
し
た
研
究
上
の
難
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
否
、
そ
れ
ゆ
え
に
）
、

巷
間
に
は
、
大
時
代
的
な
レ
ッ
テ
ル
だ
け
が
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
。
日

く
、
近
世
日
本
思
想
史
上
、
類
稀
な
る
「
合
理
主
義
者
」
「
実
証
主
義
者
」

で
あ
る
と
。
こ
れ
ら
の
評
語
は
、
も
ち
ろ
ん
間
違
い
で
は
な
い
に
し
て
も
、

生
き
た
白
石
像
を
と
ら
え
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
出
来
合
い
の
言

葉
に
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
つ
つ
、
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
、
そ
う
し
た
あ
る
種
の
行
き
詰
ま
り
に
白
石
研
究
は
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

本
書
は
こ
う
し
た
白
石
研
究
の
閉
塞
状
況
を
、
大
胆
な
構
想
力
と
綴
密

な
論
証
に
よ
っ
て
見
事
に
突
破
し
た
。
こ
こ
に
、
く
っ
き
り
と
描
き
出
さ

れ
た
の
は
、
儒
教
の
政
治
思
想
の
原
理
に
た
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
戦
略
・
戦

術
手
段
を
駆
使
し
な
が
ら
、
敗
北
を
運
命
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
果
敢
に

現
実
政
治
に
挑
戦
し
て
い
っ
た
理
念
の
殉
教
者
と
し
て
の
白
石
像
で
あ
る
。

評
者
は
、
こ
の
ナ
カ
イ
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
白
石
像
に
、
「
我
が

意
を
得
た
り
！
」
と
い
う
強
い
共
感
を
も
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
最
初
に

は
っ
き
り
と
述
べ
て
お
き
た
い
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
「
儒
教
政
治

思
想
の
命
題
と
徳
川
政
治
生
活
の
パ
タ
ー
ン
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
（
二

○
六
頁
）
を
前
提
と
す
る
ナ
カ
イ
氏
の
議
論
を
、
評
者
は
全
面
的
に
支
持

す
る
。
そ
し
て
、
思
想
と
政
治
行
動
と
を
内
的
一
貫
性
を
も
っ
て
関
連
づ
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け
、
手
際
よ
く
叙
述
し
き
っ
た
思
想
家
理
解
の
方
法
論
に
、
評
者
自
身
、

多
く
を
学
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
一
方
で
、
ナ
カ
イ
氏
の
所

説
を
無
批
判
に
受
け
い
れ
る
こ
と
に
は
、
慎
重
で
あ
り
た
い
と
も
思
う
。

も
し
反
対
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
。
ち
ょ
う
ど

白
石
の
革
新
論
に
林
信
篇
が
反
論
し
た
よ
う
に
、
一
端
、
守
旧
派
信
篤
的

な
立
場
に
立
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
ナ
カ
イ
氏
の
白
石
像
を
検
討
し
て
み
た

い
○

本
書
の
全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
序
章
「
本
書
の
目
的
」
、

第
一
章
「
白
石
と
将
軍
サ
ー
ク
ル
」
、
第
二
章
「
思
想
的
影
響
、
心
理
的

気
質
」
、
第
三
章
「
幕
藩
制
国
家
再
編
へ
の
視
座
Ｉ
経
済
・
行
政
問
題
」
、

第
四
章
「
王
の
創
造
ｌ
将
軍
権
威
の
象
徴
の
再
形
成
」
、
第
五
章
「
批

判
へ
の
応
答
」
、
第
六
章
「
歴
史
か
ら
の
議
論
ｌ
皇
統
の
永
続
的
主
権

性
の
再
検
討
」
、
第
七
章
「
武
家
支
配
の
位
置
づ
け
の
再
定
義
」
、
第
八
章

「
矛
盾
」
、
結
論
。

本
書
は
前
半
部
（
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
）
で
、
白
石
の
政
治
的
経
倫

と
そ
の
背
景
が
、
後
半
部
で
は
、
経
倫
の
正
当
化
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ

て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介

し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
序
章
に
お
い
て
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
白
石
の
行
動
と

著
作
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
目
的
と
構
成
の
双
方
に
お
い
て
「
首
尾
一
貫
」

し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
首
尾
一
貫
性
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
多
く

ジ
ヤ
グ
易
く
Ｉ

の
ボ
ー
ル
を
操
る
曲
芸
師
の
技
の
奥
に
あ
る
も
の
を
探
る
こ
と
だ
と
書
え

2

て
い
る
。
以
下
、
本
論
に
入
る
。

第
一
章
で
は
、
白
石
と
家
宣
、
間
部
詮
房
と
の
三
者
の
微
妙
で
複
雑
な

関
係
を
、
勘
定
奉
行
荻
原
重
秀
と
白
石
と
の
対
立
を
か
ら
め
て
、
『
折
た

く
柴
の
記
』
ば
か
り
か
『
白
石
日
記
』
『
鳩
巣
書
簡
』
な
ど
の
資
料
を
援

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
石
を
相
対
化
・
客
観
化
し
な
が
ら
、
説
き
明

か
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
君
臣
水
魚
」
と
白
石
自
ら
語
っ
た
こ
と

に
も
と
づ
い
て
、
三
者
の
利
害
関
係
を
一
致
す
る
も
の
と
す
る
旧
来
の
説

を
批
判
す
る
。
こ
こ
で
ナ
カ
イ
氏
が
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
こ
と
の
ひ
と

つ
は
、
幕
府
内
で
の
白
石
の
地
位
の
不
明
確
さ
・
暖
昧
さ
、
ひ
い
て
は
儒

者
の
社
会
的
な
位
置
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、
「
白
石
の
地
位

の
特
殊
性
こ
そ
が
、
彼
の
提
案
し
た
政
策
や
そ
の
政
策
が
採
用
さ
れ
る
た

め
に
と
っ
た
戦
略
を
性
格
付
け
た
」
（
四
○
頁
）
こ
と
で
あ
る
と
注
意
す
る
。

第
二
章
。
ナ
カ
イ
氏
は
、
白
石
に
と
っ
て
儒
学
は
周
囲
の
世
界
に
対
処

す
る
た
め
の
知
的
な
「
武
器
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
道
」

を
担
う
孟
子
の
自
律
的
な
態
度
が
、
「
一
匹
狼
」
的
な
強
烈
な
白
石
の
個
性

と
相
互
作
用
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
論
ず
る
。
そ
し
て
、
儒
学
の
真
正
性
に

コ
ミ
ッ
ト
し
、
安
易
に
日
本
の
思
想
的
政
治
的
環
境
に
妥
協
し
な
い
白
石

の
姿
勢
の
な
か
に
、
企
て
の
最
終
的
失
敗
の
要
因
を
示
唆
す
る
。

第
三
章
で
は
、
正
徳
の
治
に
お
け
る
白
石
の
経
輪
の
な
か
で
、
経
済
・

行
政
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
る
。
通
貨
改
鋳
・
長
崎
貿
易
な
ど
の
経
済
改
革

で
は
、
白
石
の
影
響
力
が
、
彼
が
自
負
す
る
ほ
ど
に
大
き
く
な
か
っ
た
こ

と
、
ま
た
官
僚
制
の
機
構
改
革
で
は
、
白
石
が
有
能
な
人
材
登
用
に
関
心

を
示
さ
ず
、
将
軍
権
威
の
増
大
化
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
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と
と
も
に
、
大
名
の
領
国
支
配
権
を
弱
め
、
天
下
万
民
の
福
祉
を
確
保
す

る
「
聖
人
」
「
王
」
と
し
て
将
軍
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
論
じ

ら
れ
る
。

第
四
章
で
は
、
白
石
の
関
与
し
た
政
策
の
中
で
中
心
と
な
る
将
軍
権
威

を
示
す
諸
象
徴
の
再
定
義
に
か
か
わ
る
問
題
が
追
究
さ
れ
る
。
ナ
カ
イ
氏

は
、
家
康
の
神
格
化
の
よ
う
な
幕
府
権
力
の
正
統
化
に
お
け
る
自
律
的
な

戦
略
と
、
官
位
な
ど
の
朝
廷
依
存
的
な
そ
れ
と
の
絡
み
合
い
を
指
摘
し
た

後
、
白
石
が
前
者
の
戦
略
を
強
力
に
推
し
進
め
た
と
、
政
治
史
的
に
位
置

づ
け
る
。
ナ
カ
イ
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
戦
略
を
導
い
た
儒
教
の
政
治
思
想

は
文
武
・
聖
俗
を
統
合
す
る
包
括
的
な
権
威
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
価
値

規
範
か
ら
す
れ
ば
、
「
武
」
だ
け
を
担
う
将
軍
は
真
の
君
主
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
白
石
は
朝
廷
に
対
し
て
将
軍
権
威
を
高
め
よ
う
と
、
幕
府
儀

礼
や
朝
鮮
通
信
使
の
際
の
「
日
本
国
王
」
復
号
を
企
て
た
と
す
る
。
さ
ら

に
、
武
家
諸
法
度
・
官
位
体
系
の
検
討
を
通
し
て
、
大
名
・
幕
臣
に
対
し

て
も
、
白
石
が
包
括
的
な
将
軍
権
威
の
確
立
を
目
ざ
し
て
い
た
と
論
ず
る
。

第
五
章
で
は
、
白
石
の
将
軍
権
威
の
象
徴
を
作
り
直
そ
う
と
す
る
努
力

に
対
す
る
反
論
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
老
中
ら
の
後
ろ
盾
を
も
つ

林
信
篤
と
の
論
争
が
中
心
と
な
る
。
反
論
の
ひ
と
つ
は
将
軍
の
支
配
の
規

範
に
逸
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
朝
廷
の
大
権
を

侵
害
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
白
石
の
戦
略
・

戦
術
は
、
反
対
論
が
前
提
と
す
る
枠
組
み
の
な
か
で
、
武
家
の
伝
統
を
読

み
替
え
、
さ
ら
に
「
国
王
」
号
を
擁
護
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

第
六
章
。
包
括
的
な
将
軍
権
威
の
確
立
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
白
石
の
経

縮
正
当
化
戦
略
と
し
て
、
皇
統
の
永
続
性
を
根
拠
づ
け
て
き
た
神
話
の
再

解
釈
が
論
じ
ら
れ
る
。
儒
教
的
政
治
思
想
の
命
題
を
日
本
の
皇
統
に
適
用

し
た
『
古
史
通
』
で
は
、
聖
な
る
起
源
を
も
つ
皇
統
が
日
本
を
支
配
す
る

永
遠
の
大
権
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
、
さ
ら
に
天
命
に
も
と
づ
い
て
、
支

配
の
血
筋
が
移
行
す
る
証
拠
を
神
話
の
な
か
に
見
出
し
た
も
の
と
し
て
注

目
す
る
。
さ
ら
に
『
読
史
余
論
』
に
お
い
て
は
、
神
武
以
降
の
歴
史
を
叙

述
し
、
天
皇
の
人
格
的
な
清
廉
さ
、
天
皇
が
「
文
」
と
「
武
」
の
包
括
的

権
威
を
自
ら
放
棄
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
後
醍
醐
天
皇
の
失
敗
と
と
も
に

天
命
の
決
定
的
な
喪
失
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
白
石
は
論
じ
て
い
る
と
い
う
。

第
七
章
で
は
、
白
石
が
皇
統
に
適
用
し
た
と
同
様
に
、
儒
教
の
政
治
思

想
を
武
家
支
配
の
伝
統
に
適
用
し
て
、
二
分
化
さ
れ
た
主
権
の
パ
タ
ー
ン

を
批
判
し
た
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
武
家
支
配
者
た
ち
が
朝
廷
の
正
統
化

の
後
光
に
た
よ
っ
て
自
己
の
権
威
を
高
め
て
い
た
こ
と
を
、
儒
教
的
な
価

値
観
か
ら
す
れ
ば
、
「
覇
者
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
と
す
る
。
ナ
カ
イ
氏
は
、

「
天
命
」
理
論
に
た
つ
は
ず
の
林
家
と
水
戸
学
の
徳
川
政
権
の
正
統
化
と

比
較
し
な
が
ら
、
白
石
に
お
け
る
儒
教
理
論
の
適
用
の
徹
底
性
を
際
立
た

せ
、
さ
ら
に
白
石
が
家
康
の
「
始
祖
の
道
」
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
戦
略

に
よ
っ
て
、
家
光
以
降
の
支
配
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
と
す
る
。

第
八
章
で
は
、
理
論
的
な
「
武
器
」
と
し
て
の
儒
教
の
真
正
さ
を
求
め

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
矛

盾
と
は
、
権
力
の
移
行
に
関
す
る
も
の
と
、
世
界
に
お
け
る
日
本
の
位
置

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
白
石
は
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
禅
讓
」
観
念
に

の
っ
と
っ
て
、
す
で
に
天
命
を
喪
失
し
た
朝
廷
か
ら
新
た
な
天
命
の
保
持

書評I〕9



者
で
あ
る
将
軍
へ
の
主
権
の
「
自
発
的
移
讓
」
を
も
た
ら
そ
う
と
努
力
し

た
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
戦
略
と
し
て
白
石
の
朝
廷
政
策
（
た
と
え
ば

宮
家
の
創
設
・
八
十
の
宮
と
家
継
の
婚
約
）
を
と
ら
え
、
結
果
的
に
は
失
敗

し
た
と
し
、
そ
の
理
由
を
権
力
の
移
行
を
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

儒
教
思
想
そ
の
も
の
の
も
つ
矛
盾
だ
と
指
摘
す
る
。
本
章
の
叙
述
は
、
近

視
眼
的
に
白
石
の
朝
廷
対
策
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
潜
む
戦

略
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
、
秀
逸
で
あ
る
。
し
か
し
、

後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
問
題
も
残
る
。
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
中

国
中
心
の
華
夷
秩
序
に
対
し
て
、
白
石
は
多
元
主
義
・
日
本
中
心
の
秩
序

の
創
造
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
し
た
が
、
天
皇
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
え
な

い
と
こ
ろ
に
、
挫
折
の
理
由
が
あ
っ
た
と
す
る
。

結
論
で
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
徳
川
の
政
治
史
と
思
想
史
に
お
け
る
白
石
の

位
置
を
考
察
し
て
、
結
び
と
し
て
い
る
。
以
上
の
要
約
か
ら
も
察
せ
ら
れ

る
よ
う
に
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
儒
教
の
政
治
思
想
の
原
理
に
立
っ
て
、
二
元

化
さ
れ
た
権
威
・
主
権
の
伝
統
に
挑
戦
し
て
、
包
括
的
権
威
・
主
権
を
打

ち
た
て
よ
う
と
す
る
「
戦
略
」
と
し
て
、
新
井
白
石
の
政
治
行
動
・
歴
史

叙
述
な
ど
の
幅
広
い
活
動
全
体
を
一
貫
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
政
治
と
思
想
の
関
連
と
い
う
研
究
史
上
の
難

題
を
乗
り
越
え
て
、
近
世
日
本
の
政
治
史
と
思
想
史
の
な
か
に
、
し
っ
か

り
と
白
石
を
位
置
づ
け
た
。

３

本
書
に
お
い
て
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
「
儒
教
政
治
思
想
の
命
題
と
徳
川
政

治
生
活
の
パ
タ
ー
ン
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
（
二
○
六
頁
）
、
「
中
国
儒
教

の
諸
前
提
と
日
本
の
政
治
的
伝
統
の
全
く
異
な
っ
た
力
学
と
の
衝
突
」

（
一
二
三
頁
）
を
問
題
に
す
る
。
ナ
カ
イ
氏
は
い
わ
ゆ
る
朱
子
学
不
適
合

説
の
上
に
た
ち
な
が
ら
、
儒
教
的
な
普
遍
主
義
・
原
理
主
義
の
立
場
か
ら
、

そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
果
敢
に
挑
戦
し
て
い
っ
た
人
物
と
し
て
白
石
を
描
き
だ

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
適
合
説
は
尾
藤
正
英
・
渡
辺
浩
氏
ら
に
よ
っ
て

通
説
化
し
た
も
の
だ
が
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
た
ん
に
普
遍
主
義
者
と
し
て
歴

史
に
超
然
と
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
理
念
と
現
実
の
政
治
状
況
と
の
間
で
戦

い
、
敗
れ
て
い
っ
た
白
石
像
を
提
示
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
も
、
政
治
的
社
会
的
な
現
実
に
対
す
る
儒
教
の

不
適
合
性
を
軸
に
、
思
想
家
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
で
は
、
現
実
に
適
合
さ
せ
て
儒
教
を
受
容
・
変
容
さ
せ
る
、
そ
の
過

程
が
主
要
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
ナ
カ
イ
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
儒
教
の
真
正
さ
を
追
求
し
た
白
石
は
そ
う
し
た
妥
協
を
拒

否
し
た
。
そ
の
た
め
、
白
石
の
儒
教
理
解
そ
の
も
の
を
問
う
て
も
、
歴
史

を
重
ん
じ
た
朱
子
学
者
と
い
う
評
価
以
上
の
実
り
あ
る
成
果
は
得
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
儒
教
の
教
義
史
的
な
思
想
史
研
究
の
な
か
で
、
白

石
が
厄
介
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ナ
カ
イ
氏
は
、
こ
の
研
究
史
上
の
行
き
詰
ま
り
を
逆
手
に
と
っ
た
と
い
え

よ
う
。
ナ
カ
イ
氏
に
よ
れ
ば
、
白
石
は
現
実
と
の
妥
協
を
拒
否
し
た
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
か
ら
原
理
的
な
儒
教
の
光
の
も
と
に
、
政
治
・
社
会
的
な
現

実
の
矛
盾
が
照
射
さ
れ
る
。
い
わ
ば
儒
教
を
方
法
と
し
て
、
一
七
世
紀
後

半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
の
政
治
史
・
外
交
史
・
経
済
史
を
読
み
直
す
こ
と
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が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
現
実
変
革
の
武
器
と
し
て
の
儒
教
」
（
五
六
頁
）
を
方
法

と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
、
二
分
化
し
た
権
威
・
権
力
と
い
う
支
配

の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
ん
に
幕
府
政
治
に
特
殊
な
も
の
で
は
な

い
、
暖
昧
で
柔
構
造
的
な
日
本
の
支
配
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
あ
た
り
ま
え

に
思
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
相
対
化
・
対
象
化
が
、
幕
府
の
諸
政
策
の
内
部

に
深
く
関
与
し
な
が
ら
も
、
孤
立
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
外
部
に
立
た
さ
れ

た
者
の
視
角
か
ら
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
ナ
カ
イ
氏
が
説
く
よ
う
に
、

「
覇
者
」
と
い
う
儒
教
的
命
題
が
、
日
本
の
伝
統
に
対
す
る
鋭
利
な
批
判

的
な
「
武
器
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
白
石
が
朝
幕
関
係
に
お
い
て
、
二
分
化
し

た
暖
昧
さ
を
許
さ
ず
、
儒
教
の
政
治
思
想
の
理
念
に
た
っ
て
、
包
括
的
な

将
軍
権
力
の
一
元
化
を
め
ざ
し
た
と
す
る
。
こ
の
本
書
の
基
底
的
な
理
解

は
、
白
石
が
「
朝
幕
共
栄
」
（
宮
崎
道
生
氏
）
を
図
っ
た
と
す
る
有
力
な
学

説
と
鋭
く
対
時
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
白
石
の
朝
幕
論
は
、

『
読
史
余
論
』
に
お
い
て
、
易
姓
革
命
を
認
め
る
か
ど
う
か
、
天
皇
に
よ

る
天
命
の
喪
失
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
議
論
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の

点
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
革
命
説
を
主
張
す
る
尾
藤
正
英
説
を
継
承
し
、
さ
ら

に
そ
れ
を
天
命
に
も
と
づ
く
「
包
括
的
権
力
・
権
威
」
の
構
想
と
い
う
形
で

発
展
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
易
姓
革
命
論
の
コ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
朝
幕
の
棲
み
分
け
、
宗
教
と
政
治
の
分
離
と
い
う
発
想
が
、
ナ
カ

イ
氏
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
白
石
の
な
か
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
焦
点
の
ひ
と
つ
が
、
『
読
史
余
論
』
の
「
天
子
よ
り
下
れ
る
こ

と
一
等
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
（
二
○
九
頁
）
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
白
石
は
、
包
括
性
と
い
う
王
の
権
威
の
本
性
に
関

す
る
儒
教
の
考
え
に
基
本
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
、
宗
教
・

文
化
的
領
域
と
政
治
的
領
域
と
の
一
時
的
な
分
割
を
、
一
時
的
な
も
の
と

し
て
以
上
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
分
割
を
天
皇
・

将
軍
関
係
の
解
決
策
と
し
て
は
っ
き
り
使
い
、
そ
し
て
、
天
皇
に
宗
教
・

文
化
的
領
域
に
お
け
る
優
越
的
権
威
を
認
め
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
将
軍
支

配
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
、
白
石

が
示
し
た
議
論
の
核
心
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
」
（
二
○

九
’
二
一
○
頁
）
と
、
ナ
カ
イ
氏
は
説
く
。
は
た
し
て
、
こ
の
「
分
割
」

策
は
「
一
時
的
」
、
あ
る
い
は
「
一
つ
の
微
弱
な
底
流
」
（
二
二
豆
に

過
ぎ
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
カ
イ
氏
の
理
解
は
、
白
石
の
全
体
構
想

の
な
か
に
、
こ
の
「
分
割
」
策
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
全
体
を

通
し
て
示
さ
れ
た
ナ
カ
イ
氏
の
理
解
は
説
得
力
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
読

者
に
迫
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
を
み
れ
ば
、
棲
み
分
け
、
つ
ま
り
二
分

化
さ
れ
た
権
威
・
権
力
を
容
認
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
ん
な
る
「
一

時
的
」
、
派
生
的
な
も
の
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

評
者
自
身
、
近
世
国
家
・
社
会
に
朱
子
学
が
不
適
合
で
あ
っ
た
と
と
ら

え
、
朱
子
学
の
理
想
主
義
を
高
く
評
価
し
て
い
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ナ

カ
イ
氏
の
描
く
、
原
理
王
義
的
な
白
石
の
構
想
に
対
し
て
は
、
最
初
に
述

べ
た
よ
う
に
魅
力
を
感
じ
、
強
い
賛
意
を
表
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
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朝
幕
の
棲
み
分
け
を
「
一
時
的
」
な
も
の
と
す
る
か
ど
う
か
、
こ
の
解

決
策
を
「
白
石
が
示
し
た
議
論
の
核
心
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と

と
ら
え
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
は
、
実
は
思
想
史
研
究
に
お
け
る
思

想
家
理
解
の
方
法
論
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

繰
り
返
す
が
、
ナ
カ
イ
氏
は
、
白
石
が
儒
教
的
政
治
思
想
の
原
理
に
た

っ
て
、
権
威
・
権
力
の
包
括
性
の
樹
立
を
め
ざ
す
意
図
を
も
っ
て
い
た
と

す
る
。
こ
の
意
図
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
カ
イ
氏
は
白
石
の
多

面
的
な
活
動
を
内
的
に
首
尾
一
貫
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
し
か
し
、
思
想
家
自
身
の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
難
し
さ
が

と
も
な
う
。
そ
も
そ
も
、
思
想
家
の
意
図
な
ど
、
時
代
も
場
所
も
異
な
る

現
代
の
研
究
者
に
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
か
と
い
う
根
源
的
な
疑

問
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
研
究
者
の
想
像
の
産
物
で
は
な
い
の
か
。

た
と
え
ば
、
「
礼
楽
征
伐
」
の
「
包
括
的
権
威
」
を
目
指
し
た
と
い
う
意

図
を
想
定
す
る
か
ら
、
そ
れ
に
矛
盾
す
る
議
論
が
出
て
く
る
と
、
「
一

時
的
」
、
あ
る
い
は
「
議
論
の
核
心
を
掘
り
崩
す
」
な
ど
と
解
釈
せ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
架
空
の
意
図
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
と
し
な
け

れ
ば
、
も
と
も
と
矛
盾
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
っ
て
、
こ
う
い

っ
た
懐
疑
の
ゆ
え
に
、
思
想
家
の
意
図
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
を
拒
否
し

て
し
ま
え
ば
、
研
究
者
の
無
限
の
窓
意
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
こ
に
は
、
一
種
の
逆
説
が
あ
る
。
評
者
も
ナ
カ
イ
氏
と
同
様
に
、

今
は
あ
え
て
保
留
し
て
お
き
た
い
。

４

方
法
論
的
に
は
思
想
家
の
動
機
の
意
味
理
解
を
第
一
義
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
難
し
さ
も
痛
感
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
共
感
的
な
立
場
か

ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
家

継
と
八
十
の
宮
の
婚
約
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
よ
う
。

白
石
は
、
八
十
の
宮
降
嫁
が
家
継
の
死
去
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
「
今
は
見
は
て
ぬ
夢
な
り
け
れ
ど
、
誠
に
あ
り
が
た
き

事
に
こ
そ
」
（
『
折
た
く
柴
の
記
』
）
と
嘆
い
て
い
る
が
、
こ
の
彼
の
い
う
「
夢
」

と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ナ
カ
イ
氏
は
、
『
古
史
通
』
と
い
う
神
話
解
釈
の
書
か
ら
、
当
時
の
白

石
の
意
図
を
読
み
取
り
、
禅
譲
を
求
め
る
た
め
の
戦
略
で
あ
っ
た
と
す
る

大
胆
な
仮
説
を
導
い
た
。
「
矛
盾
」
と
題
さ
れ
た
第
八
章
に
お
い
て
、
ナ

カ
イ
氏
は
、
将
軍
家
を
真
正
の
王
家
に
す
る
た
め
に
、
天
皇
か
ら
将
軍
へ

の
権
威
の
移
譲
を
促
す
白
石
の
政
治
戦
略
の
中
で
、
近
衛
家
へ
の
接
近
な

ど
を
位
置
づ
け
、
そ
し
て
八
十
の
宮
降
嫁
を
論
じ
た
。
ナ
カ
イ
氏
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
白
石
の
見
た
「
夢
」
は
、
二
分
化
さ
れ
た
権
威
・
権
力
を

容
認
す
る
よ
う
な
表
面
的
な
「
朝
幕
共
栄
」
で
は
な
く
て
、
禅
譲
の
結
果

は
た
さ
れ
る
は
ず
の
一
元
的
な
将
軍
権
力
の
創
出
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
白
石
の
歴
史
書
が
「
鑑
」
と
し
て
教
訓
的
・
実
践
的
な
意

味
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
は
、
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
の
『
古
史
通
』
解
釈
の
よ
う
に
、
あ
る
直
接
的
・
特
殊
な
目
的
の
た
め

に
書
か
れ
た
も
の
と
限
定
す
る
こ
と
に
は
、
問
題
が
残
る
だ
ろ
う
。
家
継

が
霊
元
上
皇
の
娘
八
十
の
宮
と
婚
約
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
白
石
が
こ

の
婚
約
に
、
堯
に
よ
る
主
権
の
移
讓
と
い
う
意
味
合
い
を
与
え
よ
う
と
望
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ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
直
後
に
『
古
史
通
』
を
幕
府
に
提
出
し
て
い
た
こ
と

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
（
一
二
八
豆
と
断
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
加
え
て
、
「
「
天
」

統
の
「
国
」
統
へ
の
権
威
の
移
讓
は
、
当
代
に
お
け
る
「
天
」
皇
か
ら
「
国
」
王

へ
の
来
る
べ
き
権
威
の
移
讓
を
予
示
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
二

一
八
頁
）
と
説
か
れ
る
と
き
、
眼
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
を
す
る
と
同
時

に
、
た
ん
な
る
語
呂
合
わ
せ
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
思

い
も
ま
た
、
禁
じ
え
な
い
。
た
ん
に
天
統
の
始
祖
「
天
御
中
主
神
」
と
国

統
の
二
祖
「
国
常
立
尊
」
の
頭
文
字
を
と
っ
た
ま
で
で
、
こ
れ
を
「
天
皇
」

か
ら
「
国
王
」
へ
の
予
示
と
い
え
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ

れ
る
。

先
に
あ
げ
た
『
読
史
余
論
』
に
せ
よ
、
こ
の
八
十
の
宮
降
嫁
問
題
に
せ

よ
、
「
木
を
見
て
森
を
見
ず
」
式
の
末
梢
的
な
解
釈
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
本
書
の
全
体
構
想
と
方
法
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
、

評
者
に
は
思
え
た
の
で
、
あ
え
て
林
信
篤
的
な
反
対
論
を
提
出
し
た
が
、

す
べ
て
評
者
自
身
の
問
題
関
心
に
強
引
に
引
き
つ
け
た
一
面
的
な
も
の
で

あ
る
。
本
書
が
後
学
に
与
え
た
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
の
拙
い
一
例
と
し
て
、

ナ
カ
イ
氏
の
寛
恕
を
請
う
。

（
愛
知
教
育
大
学
助
教
授
）

前
田
勉
著

『
近
世
神
道
と
国
学
』

本
書
は
、
一
九
九
六
年
に
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
に
よ
っ
て
儒

学
と
兵
学
の
対
向
と
い
う
独
自
の
視
点
か
ら
近
世
思
想
史
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
そ
の
全
体
像
の
再
構
築
を
目
指
す
と
い
う
意
欲
的
な
研
究
で
思
想

史
研
究
に
重
要
な
一
石
を
投
じ
た
前
田
勉
氏
の
二
番
目
の
論
文
集
で
あ
る
。

前
著
同
様
、
そ
の
雄
大
な
構
想
と
そ
れ
を
裏
付
け
る
き
め
細
か
な
分
析
に

よ
っ
て
重
厚
な
書
物
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
持
つ
意
義
は
何

と
言
っ
て
も
神
道
と
国
学
に
お
け
る
「
現
人
神
天
皇
」
や
「
日
本
」
そ
し

て
「
神
」
を
め
ぐ
る
言
説
、
戦
後
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
意
識
的
に

せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
そ
れ
を
真
正
面
か
ら
論
ず
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ

て
き
た
問
題
に
果
敢
に
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
が
近
世
思
想
史
研
究
の
み
な

ら
ず
、
現
代
の
我
々
の
問
題
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と

を
、
読
者
の
前
に
明
瞭
に
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。

戦
後
の
日
本
思
想
史
研
究
の
な
か
で
、
「
現
人
神
天
皇
」
や
「
日
本
」

そ
し
て
「
神
」
の
存
在
を
価
値
の
中
核
に
据
え
る
神
道
と
国
学
は
、
そ
の

（
ぺ
り
か
ん
社
．
二
○
○
二
年
）

高
橋
美
由
紀
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