
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
一
九
五
二
年
）
が
朱
子
学

的
思
惟
様
式
の
解
体
過
程
の
な
か
に
近
代
意
識
の
萌
芽
を
見
よ
う
と

し
、
祖
棟
学
を
分
水
嶺
と
し
て
位
置
づ
け
て
以
来
、
と
り
わ
け
荻
生

柤
棟
（
一
六
六
六
’
一
七
二
八
）
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
研
究
成
果
が

発
表
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
同
時
代
に
並
び
立
っ
て
い

た
朱
子
学
者
室
鳩
巣
（
万
治
元
年
～
享
保
十
九
年
、
一
六
五
八
’
一
七
三
四

に
つ
い
て
の
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
鳩
巣
は
寛
文
十
二
年
（
一

六
七
三
十
五
歳
の
折
よ
り
加
賀
藩
に
仕
え
て
い
た
が
、
正
徳
元
年
（
一

七
二
）
の
五
十
四
歳
以
降
は
新
井
白
石
の
推
挙
に
よ
り
幕
府
儒
者

は
じ
め
に

室
鳩
巣
の
朱
子
学
変
容

と
な
り
、
と
く
に
将
軍
吉
宗
と
の
か
か
わ
り
は
深
い
。
ま
た
後
に
は

松
平
定
信
や
寛
政
異
学
の
禁
に
か
か
わ
る
正
学
派
朱
子
学
者
ら
に
注

（
１
）

目
さ
れ
て
い
る
。
鳩
巣
は
同
時
代
に
お
い
て
も
、
後
へ
の
影
響
と
い

う
面
で
も
重
要
な
位
置
に
あ
る
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
。
た
し
か
に

鳩
巣
の
思
想
に
は
独
創
性
や
新
鮮
さ
は
乏
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
私
は
彼
に
お
い
て
、
近
世
日
本
に
お
け
る
一
つ
の
通
俗
的
な
朱

子
学
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な

思
想
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
時
代
の
思
想
を
見
る
こ
と

も
、
同
時
代
の
他
の
思
想
の
特
徴
を
は
か
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で

は
な
い
か
。

鳩
巣
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
純
然
た

る
朱
子
学
を
保
持
し
た
と
す
る
見
解
（
鈴
木
直
治
氏
、
荒
木
見
悟
氏
）
と
、

中
村
安
宏
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朱
子
学
を
あ
る
種
変
容
し
て
い
る
と
す
る
見
解
（
相
良
亨
氏
、
衣
笠
安

（
２
）

喜
氏
、
高
橋
博
巳
氏
）
が
あ
る
。
後
者
の
う
ち
相
良
氏
は
、
鳩
巣
は
武

士
の
覚
悟
を
も
と
に
し
て
そ
こ
に
義
理
の
筋
金
を
通
そ
う
と
し
た
の

だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
衣
笠
氏
と
高
橋
氏
は
、
鳩
巣
に
お
い
て
は
朱

子
学
的
な
合
理
主
義
は
解
体
し
て
お
り
（
衣
笠
氏
）
、
あ
る
い
は
事
物

の
理
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
ず
（
高
橋
氏
）
、
自
己
の
心
を
拠
り
所
と
し

て
い
る
と
見
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
衣
笠
氏
は
体
制
の

秩
序
維
持
に
向
か
う
も
の
で
は
な
い
と
見
る
の
に
対
し
、
高
橋
氏
は

自
我
の
尊
重
と
見
て
お
り
評
価
の
仕
方
は
異
な
る
。
私
も
変
容
説
に

立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
相
良
氏
に
つ
い
て
は
、
鳩
巣
は
一
方
で
平
等

の
観
点
か
ら
庶
民
の
徳
行
の
顕
彰
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
点
を
ど
う

説
明
で
き
る
の
か
疑
問
が
残
る
。
ま
た
衣
笠
、
高
橋
両
氏
に
つ
い
て

は
、
鳩
巣
の
も
の
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
『
不
亡
紗
』

を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

鳩
巣
は
林
家
朱
子
学
や
直
方
流
闇
斎
学
、
神
道
派
闇
斎
学
、
柤
侠

学
、
陽
明
学
な
ど
に
対
し
対
抗
意
識
を
燃
や
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
多
彩
な
思
想
が
登
場
し
た
時
代
状
況
に
お
い
て
、
彼
の
思
想
の

特
徴
は
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
の

か
。
ま
た
朱
子
学
の
変
容
を
見
る
場
合
、
鳩
巣
が
朱
子
学
に
固
執
し

た
点
の
説
明
も
必
要
に
な
ろ
う
が
、
彼
が
朱
子
学
を
譲
ら
な
か
っ
た

そ
の
核
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た

の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
十
分
に
答
え
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
朱
子
学
で
は
、
人
間
は
誰
で
も
性
（
生
ま
れ
つ
き
）

と
し
て
理
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
す
る
普
遍
的
本
性
論
を
説
く
。
実

践
方
法
と
し
て
は
自
ら
理
へ
の
畏
敬
を
保
ち
つ
つ
、
天
下
の
理
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
た
め
の
窮
理
が
つ
ね
に
工
夫
の
基
本
と
な
る
。
ま

た
人
物
評
価
の
仕
方
に
つ
い
て
い
え
ば
、
誰
も
が
理
を
持
っ
て
い
る
、

そ
れ
を
実
現
で
き
て
い
る
か
否
か
、
つ
ま
り
理
に
適
う
か
否
か
が
問

（
３
）

題
と
な
る
。

鳩
巣
は
彼
自
身
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、
若
い
時
分
は
記
調
訶
章
を
学

ん
で
い
た
が
、
そ
の
後
悔
悟
し
、
諸
儒
諸
説
の
間
で
当
惑
し
な
が
ら
、

四
十
歳
に
近
い
こ
ろ
に
な
っ
て
程
朱
学
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
と
い

う
（
『
駿
台
雑
話
』
「
老
学
自
叙
」
）
。
鳩
巣
の
四
十
歳
は
元
禄
十
年
（
一
六

九
七
）
に
相
当
す
る
。
そ
の
こ
ろ
彼
は
山
崎
闇
斎
門
下
の
仙
台
藩
儒

遊
佐
木
斎
（
一
六
五
八
’
一
七
三
四
と
書
簡
上
で
論
争
を
し
て
い
る
が
、

こ
の
元
禄
十
年
に
木
斎
に
与
え
た
い
わ
ゆ
る
「
室
直
清
議
神
道
書
」

の
な
か
で
、
神
道
に
疑
問
を
呈
し
て
「
道
無
二
古
今
一
、
無
二
彼
我
こ

（
４
）

と
述
べ
る
。
ま
た
同
じ
く
加
賀
藩
儒
時
代
の
、
木
斎
の
、
王
張
す
る
明

徳
常
時
昏
昧
説
を
批
判
し
た
書
簡
の
な
か
で
、
朱
子
の
章
句
の
言
葉

（
５
）

は
「
通
二
賢
愚
一
而
上
下
無
し
磯
」
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
鳩
巣
は
中

国
の
聖
人
の
道
、
そ
し
て
そ
れ
を
発
明
し
た
朱
子
学
の
持
つ
古
今
・

彼
我
・
賢
愚
・
上
下
に
通
じ
た
普
遍
性
を
確
信
し
て
い
る
。

こ
の
普
遍
性
へ
の
確
信
は
晩
年
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
、
い

や
む
し
ろ
深
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
鳩
巣
は
享
保
十
六
年
（
一
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七
三
二
七
十
四
歳
の
折
の
門
弟
と
の
会
話
を
、
翌
年
に
集
録
し
て
『
駿

（
６
）

台
雑
話
』
を
作
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
、
「
翁
か
ね
て
申
事

に
て
候
。
義
理
は
ふ
か
き
物
に
て
候
へ
ど
も
、
義
理
の
工
夫
は
、
我

邦
の
人
と
て
も
、
か
ら
に
お
と
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
（
「
作
文
は
読

書
に
あ
り
」
）
、
「
人
の
性
も
と
善
な
る
程
に
、
族
姓
に
も
よ
ら
ず
、
な

ら
は
し
に
も
よ
ら
ず
、
乞
食
体
の
者
に
も
、
は
か
ら
ざ
る
に
義
理
を

し
る
の
心
あ
る
ぞ
か
し
」
（
「
二
人
の
乞
児
」
）
と
い
う
語
が
見
え
る
。

日
本
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
身
分
の
者
で
あ
っ
て
も

義
理
を
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
と
い
う
。
鳩
巣
に
と
っ
て
こ

の
発
想
の
拠
り
所
と
な
っ
た
の
が
朱
子
の
思
想
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
も
言
う
。

昔
我
朝
勅
撰
の
和
歌
集
を
見
る
に
、
い
や
し
き
野
僧
妓
女
の
類

も
、
天
子
公
卿
と
名
を
列
す
る
は
、
倭
歌
に
尊
卑
の
差
別
な
し
。

是
を
倭
歌
の
徳
と
い
へ
り
。
今
翁
が
節
義
を
語
る
と
て
、
良
家

名
族
の
士
に
、
乞
食
な
ど
迄
を
並
べ
挙
て
、
ひ
と
つ
に
称
す
る

も
、
其
心
亦
し
か
な
り
。
節
義
に
貴
賤
の
へ
だ
て
な
し
。
是
節

義
の
徳
と
い
ふ
く
し
。
各
に
も
き
か
れ
候
て
、
翁
が
議
論
不
倫

也
と
思
ひ
給
ふ
く
か
ら
ず
。
（
「
二
人
の
乞
児
」
）

鳩
巣
の
こ
の
発
言
が
社
会
秩
序
に
反
す
る
と
も
取
ら
れ
る
近
世
社
会

の
現
況
の
な
か
で
、
「
節
義
に
貴
賤
の
へ
だ
て
な
し
」
と
説
い
て
い

る
の
は
、
明
ら
か
に
朱
子
学
の
普
遍
的
な
理
の
思
想
を
受
け
た
も
の

（
７
）

で
あ
ろ
う
。
私
は
、
こ
の
思
想
こ
そ
鳩
巣
が
つ
ね
に
抱
い
て
い
た
も

の
で
あ
り
、
彼
の
思
想
の
核
心
に
位
置
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
問
題
に
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
普
遍
的
な

発
想
そ
し
て
平
等
の
思
想
が
近
世
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鳩
巣
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
、
こ
の
普
遍
的
な
義
理
を
拠
り
所
に
し

た
各
人
の
実
践
が
問
題
で
あ
っ
た
。
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
柤
侠
ら
に
よ

り
朱
子
学
の
理
や
窮
理
へ
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
な
か
に
あ
っ

て
、
鳩
巣
が
、
こ
の
義
理
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
実
現
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
。
彼
の
核
心
と
な
る
思
想
が
、
近
世
社
会
の
な
か
で

ど
の
よ
う
な
思
想
と
対
抗
し
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
。
そ

の
際
、
朱
子
学
に
あ
る
種
の
変
容
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
、
修
養
論
や
人
物
評
価
、
聖
人

像
な
ど
の
角
度
か
ら
分
析
検
討
し
て
、
鳩
巣
の
思
想
の
全
体
像
を
構

造
的
に
解
明
し
、
同
時
代
の
思
想
状
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

は
じ
め
に
修
養
論
か
ら
見
て
み
よ
う
。
朱
子
学
で
は
周
知
の
よ
う

に
、
格
物
窮
理
が
つ
ね
に
工
夫
の
基
本
で
あ
る
。
個
々
の
事
物
の
理

を
そ
れ
ぞ
れ
窮
め
て
い
っ
て
、
あ
る
程
度
ま
で
進
む
と
理
が
貫
通
し
、

同
時
に
主
体
の
認
識
能
力
（
知
）
が
完
成
さ
れ
る
が
、
そ
う
な
る
と

一
、
鳩
巣
と
三
輪
執
斎
ｌ
窮
理
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
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原
則
的
に
は
実
践
（
行
）
の
場
に
お
い
て
、
自
然
に
意
が
誠
に
な
る

（
８
）

と
い
う
。
知
先
行
後
説
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
鳩
巣
は
『
駿
台

雑
話
』
の
な
か
で
、
こ
の
格
物
窮
理
説
に
つ
い
て
陽
明
学
者
の
朱
子

学
理
解
を
批
判
し
て
言
う
。

陽
明
良
知
の
学
を
す
る
人
、
朱
子
格
物
の
説
を
識
て
、
朱
学
の

格
物
よ
き
事
に
も
せ
よ
、
世
の
居
レ
官
務
レ
職
日
夜
給
仕
す
る
人

な
ど
は
、
何
の
い
と
ま
あ
り
て
天
下
の
理
を
き
は
む
べ
き
と
難

じ
け
る
よ
し
き
、
侍
る
。
是
朱
子
格
物
の
説
を
あ
し
く
意
得
て
、

先
一
間
時
を
得
て
事
物
の
理
を
窮
め
て
、
後
に
其
事
を
す
る
と

お
も
へ
る
に
か
あ
ら
ん
。
朱
子
の
格
物
と
い
ふ
は
さ
に
は
あ
ら

ず
。
（
中
略
）
居
レ
官
任
し
職
が
ご
と
き
も
、
必
其
事
を
つ
と
む
る

上
に
て
、
当
否
を
処
し
事
空
を
察
し
、
日
々
に
職
事
に
熟
し
誠

実
に
す
、
む
。
是
則
格
物
致
知
な
り
。
（
「
諸
道
わ
ざ
よ
り
い
る
」
）

鳩
巣
は
『
大
学
』
の
工
夫
論
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
官
に
仕
え
る
者

を
念
頭
に
置
い
て
説
い
て
い
る
。
天
下
の
理
を
窮
め
る
よ
う
な
時
間

な
ど
な
い
と
い
う
陽
明
学
者
か
ら
の
非
難
を
受
け
と
め
た
鳩
巣
は
、

格
物
窮
理
と
は
特
別
に
そ
の
た
め
の
時
間
を
取
っ
て
行
う
の
で
は
な

く
、
実
践
の
場
面
で
行
え
ば
よ
い
と
言
う
。
一
見
す
る
と
朱
子
学
を

擁
護
す
る
論
調
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
「
既
有
二
官
司
之
事
一
、

（
９
）

便
従
二
官
司
的
事
上
一
為
し
学
、
縄
是
真
格
物
」
と
い
う
、
王
陽
明
の

事
上
磨
錬
説
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
よ
う
。
じ
っ
は
同
じ
問
題
意
識

を
同
時
代
の
陽
明
学
者
三
輪
執
斎
（
一
六
六
九
’
一
七
四
四
）
も
抱
い

て
い
た
◎
執
斎
は
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
成
っ
た
『
四
言
教

講
義
』
の
な
か
で
、
朱
子
学
に
疑
問
を
呈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

（
岨
）

い
る
。

世
上
に
格
物
窮
理
と
て
、
物
し
り
に
な
れ
ば
、
後
に
は
心
明
か

に
成
て
、
聖
賢
に
至
る
と
い
ふ
事
、
尤
も
な
る
様
な
れ
共
、
国

政
に
与
か
る
大
名
よ
り
、
総
じ
て
の
役
人
の
歴
々
は
、
閾
し
て

寸
の
隙
も
な
し
。
下
々
に
て
農
工
商
買
の
、
各
其
業
を
勉
む
る

者
杯
は
、
曾
て
な
ら
ぬ
事
也
。
（
中
略
）
し
か
れ
ば
、
惟
遊
民
の

随
分
無
病
に
て
富
る
者
な
ら
で
は
、
成
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
い

つ
の
世
に
、
天
下
の
事
理
に
通
ず
る
こ
と
、
表
裡
内
外
透
徹
し

て
、
一
旦
諮
然
貫
通
の
地
に
至
る
者
あ
ら
む
や
・
し
か
れ
ば
人
々

堯
舜
と
な
る
学
に
あ
ら
ず
。

執
斎
は
鳩
巣
よ
り
十
一
歳
年
下
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
十
九
歳

の
折
よ
り
佐
藤
直
方
に
師
事
し
て
い
た
が
、
元
禄
八
～
十
一
年
（
一

六
九
五
’
一
六
九
八
）
、
二
十
七
～
三
十
歳
ご
ろ
に
陽
明
学
へ
と
転
向
し
、

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
四
十
四
歳
で
『
標
註
伝
習
録
』
を
完
成
さ

（
Ⅱ
）

せ
刊
行
し
て
い
る
。
執
斎
に
と
っ
て
は
朱
子
学
の
工
夫
の
と
っ
か
か

り
で
あ
る
格
物
窮
理
の
と
こ
ろ
が
何
よ
り
も
蹟
き
の
も
と
で
あ
っ
た
。

朱
子
学
の
格
物
窮
理
は
「
物
し
り
」
博
識
を
求
め
る
も
の
で
士
農
工

商
と
も
に
そ
ん
な
暇
は
な
く
、
「
遊
民
」
に
し
か
通
用
し
な
い
も
の

で
誰
で
も
が
聖
人
に
至
れ
る
よ
う
な
普
遍
的
な
方
法
で
は
な
い
と
い

遥
旬
ノ
○
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こ
の
二
人
が
「
兼
て
知
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
鳩
巣
は
駿
河
台
、
執
斎
は
飯
田
町
と

比
較
的
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
る
。
鳩
巣
は
執
斎
に
つ
い
て

（
吃
）

「
出
処
進
退
守
り
有
し
之
儒
者
」
と
そ
の
徳
行
を
評
価
し
て
も
い
る
。

先
行
研
究
の
な
か
に
鳩
巣
は
純
粋
に
朱
子
学
を
守
っ
た
と
い
う
見
解

が
あ
る
が
、
じ
つ
は
鳩
巣
は
執
斎
流
の
陽
明
学
と
の
対
抗
研
讃
の
な

か
で
陽
明
学
を
滋
養
源
に
し
な
が
ら
自
ら
の
学
問
形
成
を
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
鳩
巣
も
執
斎
の
問
題
意
識
を
受
け
と
め
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
右
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
鳩
巣
の
修

養
論
に
つ
い
て
『
大
学
』
の
注
釈
を
た
ど
り
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ

正
「
ノ
○

鳩
巣
は
、
程
朱
学
を
確
信
し
て
か
ら
五
年
ほ
ど
経
っ
た
元
禄
十
五

（
昭
）

年
、
四
十
五
歳
の
折
に
『
大
学
』
注
釈
害
『
大
学
章
句
新
疏
』
を
作

っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
八
条
目
お
よ
び
明
明
徳
の
解
釈
を
見
て
み

卜
《
兎
司
ノ
○

物
格
知
至
与
二
意
誠
心
正
之
類
一
、
固
皆
以
二
全
功
一
言
。
然
方
二

其
随
レ
時
用
レ
カ
随
し
事
致
Ｆ
察
、
当
二
必
知
行
並
進
内
外
相
資
一

可
也
。
（
中
略
）
一
先
一
後
相
顧
而
進
。
（
八
条
且

念
慮
事
為
之
間
、
或
不
レ
能
し
無
二
時
而
昏
一
也
。
（
中
略
）
即
二
一

事
之
中
一
時
之
項
一
而
往
往
発
。
見
於
日
用
之
間
一
、
（
中
略
）
若
二

所
謂
良
知
良
能
四
端
之
発
一
是
也
。
遂
明
し
之
、
兼
二
致
知
力
行
↓

而
言
。
所
し
発
固
非
二
一
端
一
。
自
二
其
所
し
発
之
端
一
而
悉
拡
．
充

之
一
、
以
各
至
二
其
極
一
。
（
明
明
徳
）

「
知
行
並
進
」
は
知
行
合
一
と
と
も
に
、
王
陽
明
が
朱
子
学
の
知
先

（
Ｍ
）

行
後
に
対
抗
し
て
発
し
た
テ
ー
ゼ
で
も
あ
る
。
『
大
学
』
の
八
条
目
（
格

物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）
は
段
階
を
追

っ
て
進
む
の
で
は
な
く
、
同
時
進
行
で
相
前
後
し
な
が
ら
行
っ
て
い

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
関
し
、
明
明
徳
の
工
夫
に
つ
い

て
も
朱
子
が
既
知
の
理
を
手
が
か
り
に
さ
ら
に
理
を
開
明
し
て
い
く

こ
と
と
捉
え
、
実
践
の
前
提
と
な
る
認
識
レ
ベ
ル
の
工
夫
と
し
て
格

（
喝
）

物
窮
理
と
重
な
る
面
が
強
い
の
だ
が
、
鳩
巣
の
場
合
、
「
念
慮
事
為

之
間
」
「
一
事
之
中
一
時
之
項
」
と
い
う
今
現
在
の
具
体
的
な
実
践

の
場
に
お
い
て
、
明
徳
が
自
然
に
発
現
し
て
い
る
萌
し
を
見
分
け
、

そ
れ
を
拡
充
し
て
い
く
こ
と
（
「
兼
致
知
力
行
」
）
で
あ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
朱
子
は
『
大
学
或
問
』
（
伝
五
菫
の
な
か
で
、
格
物
窮

理
の
工
夫
の
場
面
と
し
て
、
「
事
為
」
（
具
体
的
な
実
践
の
場
）
、
「
念
盧
」

（
意
図
が
き
ざ
し
た
次
元
）
、
「
文
字
」
書
物
の
中
）
、
「
講
論
」
（
討
論
の
場
）

の
四
つ
を
並
挙
し
て
い
る
。
陽
明
は
こ
の
点
を
批
判
し
、
工
夫
の
場

（
肥
）

と
し
て
は
「
念
盧
」
を
挙
げ
れ
ば
よ
い
と
い
う
。
こ
れ
は
彼
が
一
瞬

の
今
に
お
け
る
主
体
者
自
身
の
工
夫
を
重
要
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。

鳩
巣
の
場
合
、
「
念
盧
事
為
之
間
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
四
つ
の
う
ち

で
は
と
く
に
「
念
盧
」
と
「
事
為
」
を
重
要
視
し
、
「
文
字
」
と
「
講

論
」
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
晩
年
に
お
い
て
も

変
わ
り
は
な
い
。
彼
は
『
駿
台
雑
話
』
の
な
か
で
「
念
盧
行
事
の
上
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に
お
い
て
、
天
理
人
欲
の
分
」
を
わ
き
ま
え
る
べ
き
必
要
を
説
き
（
「
義

は
心
の
き
れ
」
）
、
ま
た
王
陽
明
が
、
た
だ
「
文
字
言
語
に
も
と
め
」

「
講
論
を
の
み
事
」
と
す
る
明
の
朱
子
学
者
を
批
判
し
た
の
も
も
っ

と
も
だ
と
い
う
（
「
扁
鵲
薬
匙
を
す
っ
」
「
異
説
ま
ち
ま
ち
」
）
。
鳩
巣
は
「
念

盧
」
「
事
為
」
と
い
う
今
現
在
の
具
体
的
な
実
践
の
場
面
を
重
要
視
し
、

「
文
字
」
「
講
論
」
に
流
れ
る
朱
子
学
者
を
批
判
す
る
。
こ
れ
は
知
識

の
集
積
が
目
的
化
し
知
が
ひ
と
り
歩
き
し
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
し

た
た
め
で
、
そ
の
結
果
、
朱
子
学
の
知
先
行
後
説
に
対
し
知
行
並
進
・

事
上
磨
錬
を
説
き
、
王
陽
明
を
部
分
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

朱
子
学
者
を
「
物
し
り
」
と
椰
楡
し
た
執
斎
と
共
通
の
問
題
意
識
を

持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

鳩
巣
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
遊
佐
木
斎
に
宛
て
た
書
簡
の

な
か
で
、
林
羅
山
以
来
、
儒
者
た
ち
は
「
博
聞
」
を
尊
び
「
強
記
駁

（
〃
）

雑
」
「
多
識
狼
瓊
」
に
務
め
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
『
駿
台
雑

話
』
の
な
か
で
は
「
今
身
の
言
行
を
す
て
、
、
徒
に
文
辞
の
末
に
も

と
め
て
、
聖
賢
の
道
こ
、
に
あ
り
と
す
」
（
「
言
は
身
の
文
」
）
と
現
在

の
儒
者
を
批
判
す
る
。
林
家
を
本
山
と
し
た
朱
子
学
者
の
こ
の
よ
う

な
在
り
方
に
対
抗
す
る
な
か
で
陽
明
学
が
注
目
さ
れ
た
。

で
は
陽
明
学
は
な
ぜ
鳩
巣
に
批
判
さ
れ
た
の
か
。
陽
明
が
第
一
義

の
も
の
と
し
て
「
念
慮
」
の
み
を
挙
げ
た
の
に
対
し
、
鳩
巣
が
「
念

盧
」
と
「
事
為
」
と
を
挙
げ
た
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
鳩
巣
は
陽

明
学
に
つ
い
て
『
大
学
章
句
新
疏
』
の
な
か
で
、
「
徒
見
一
二
酒
養
之
素

著
二
於
言
論
気
象
一
、
而
不
レ
見
三
道
徳
事
業
有
二
以
成
レ
己
成
Ｆ
物
」
（
以

修
身
為
杢
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
駿
台
雑
話
』
の
な
か
で
は
「
良

知
を
標
的
と
し
て
、
一
向
に
内
省
に
つ
と
め
し
む
」
（
「
扁
鵲
薬
匙
を
す

っ
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
執
斎
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）

に
成
っ
た
『
日
用
心
法
』
の
な
か
で
、
「
自
反
内
省
は
存
亡
の
機
な
り
」

（
「
内
省
」
）
、
「
一
言
妄
に
発
す
べ
か
ら
ず
。
必
こ
れ
を
良
知
に
と
ひ
是

を
孝
悌
に
本
づ
け
是
を
志
に
せ
め
是
を
気
象
に
考
へ
て
、
さ
は
る
所

な
く
恥
る
と
こ
ろ
な
く
せ
ま
る
所
な
く
疑
ふ
処
な
く
し
て
後
に
出
し

（
肥
）

之
」
（
「
言
行
念
慮
妄
に
す
べ
か
ら
ず
」
）
と
言
う
。
執
斎
の
陽
明
学
は
内

（
岨
）

省
を
重
要
視
し
、
そ
の
結
果
を
言
論
と
気
象
に
検
証
す
る
も
の
で
あ

り
、
鳩
巣
の
批
判
は
そ
の
点
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

鳩
巣
が
陽
明
学
を
、
ベ
ク
ト
ル
が
外
に
向
か
う
の
で
は
な
く
内
丙

省
）
に
向
か
う
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
も
と
も

と
陽
明
学
は
朱
子
学
に
付
き
ま
と
う
定
理
意
識
を
打
破
し
、
現
場
で

活
動
す
る
心
に
全
面
的
に
理
の
発
現
創
造
を
託
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
い
て
言
え
ば
そ
の
心
は
、
内
を
全
面
的
に
信
頼
し
つ
つ
外
に
相
対

し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鳩
巣
が
理
解
し
批
判
す
る
陽
明
学
は
実

際
に
陽
明
が
意
図
し
て
い
た
と
こ
ろ
と
ズ
レ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

れ
は
執
斎
の
学
問
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
執
斎
が

と
り
わ
け
内
省
を
重
要
視
す
る
の
は
、
出
発
点
が
定
理
打
破
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
博
識
批
判
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

鳩
巣
は
『
駿
台
雑
話
』
の
な
か
で
「
義
は
心
の
き
れ
な
り
。
朱
子
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も
心
之
制
事
之
宜
と
註
し
給
へ
り
。
心
の
制
は
、
心
の
き
れ
な
り
。

事
之
宜
は
、
事
の
き
れ
め
な
り
。
事
に
よ
き
程
に
き
れ
め
あ
る
は
、

す
ぐ
に
心
の
き
れ
に
な
る
物
に
て
候
。
（
中
略
）
さ
れ
ば
日
用
行
事
の

う
へ
よ
り
、
取
与
去
就
の
間
に
至
る
迄
、
含
糊
不
断
の
心
を
持
し
て

は
、
い
か
で
か
道
理
に
当
る
べ
き
」
（
「
義
は
心
の
き
れ
」
）
と
説
い
て

（
別
）

い
る
。
博
識
へ
の
批
判
の
点
で
は
立
場
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
、
鳩

巣
か
ら
見
れ
ば
ひ
た
す
ら
内
丙
省
へ
と
向
か
い
、
か
え
っ
て
具

体
的
な
場
面
に
働
き
か
け
る
力
を
欠
い
て
い
る
陽
明
学
者
も
問
題
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
朱
子
に
拠
り
な
が
ら
、
外
な
る
事
事
為
）

に
は
き
れ
め
（
善
が
あ
り
、
そ
こ
に
心
（
念
塵
を
向
け
て
い
く
べ

き
こ
と
を
説
く
。

以
上
格
物
窮
理
の
実
践
に
際
し
て
鳩
巣
が
、
そ
こ
に
滞
っ
て
博
学

や
義
理
の
空
言
に
流
れ
て
い
る
現
在
の
朱
子
学
者
ら
を
問
題
と
し
て

そ
こ
か
ら
「
聖
賢
の
道
」
を
解
放
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の

弊
害
に
対
し
て
実
践
の
場
に
向
か
う
念
慮
の
在
り
方
を
と
り
わ
け
重

要
視
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
や
は
り
程
朱
学

を
確
信
し
て
か
ら
数
年
後
、
『
大
学
章
句
新
疏
』
の
翌
年
に
書
か
れ

た
『
赤
穂
義
人
録
』
に
目
を
向
け
て
、
人
物
評
価
の
仕
方
か
ら
鳩
巣

の
朱
子
学
の
性
格
を
考
え
て
み
よ
う
。

元
禄
末
年
に
発
生
し
た
赤
穂
事
件
は
儒
者
た
ち
に
活
発
な
論
議
を

も
た
ら
し
、
多
く
の
四
十
六
（
七
）
士
論
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
う

ｚ

ち
元
禄
十
六
年
（
一
七
○
三
）
に
成
っ
た
鳩
巣
の
『
赤
穂
義
人
録
』
は
、

事
件
の
経
緯
を
記
し
た
上
巻
と
四
十
六
士
の
小
伝
を
記
し
た
下
巻
と

か
ら
構
成
さ
れ
、
赤
穂
浪
士
を
義
人
と
し
て
称
え
た
こ
と
で
有
名
で

あ
る
。
し
か
し
有
名
な
割
に
は
こ
れ
ま
で
そ
の
内
容
が
十
分
に
検
討

さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
本
節
で
は
鳩
巣
に
お
け
る
人
物
評
価

の
仕
方
を
考
え
る
に
当
た
り
、
ま
ず
は
こ
の
著
作
か
ら
分
析
し
て
み

た
い
。先

に
述
べ
た
よ
う
に
朱
子
の
人
物
評
価
は
理
に
適
う
か
否
か
が
問

題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
受
け
た
鳩
巣
も
赤
穂
浪
士
に
つ
い
て
手
放

し
で
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
浅
野
長
矩
の
刃
傷
事
件
に
つ

い
て
、
浅
野
が
自
ら
を
温
恭
に
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
一
時
の
怒
り
の

た
め
自
分
の
立
場
を
忘
れ
、
藩
を
不
幸
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
家
老
で
あ
る
大
石
良
雄
が
「
不
学
無
術
、
不
し
能
二
輔
レ
之
以
砺
道
」

と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
っ
た
と
す
る
（
三
四
九
頁
）
。
ま
た
浪
士
の
一
人
、

大
高
忠
雄
（
源
五
）
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
五
年
九
月
、
討
ち
入
り

を
間
近
に
控
え
て
い
よ
い
よ
京
か
ら
江
戸
に
赴
く
際
、
母
親
に
送
っ

た
手
紙
を
槍
玉
に
挙
げ
る
。
そ
の
な
か
で
大
高
が
「
人
臣
急
二
於

二
、
鳩
巣
に
お
け
る
人
物
評
価
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為
Ｐ
君
、
絶
二
父
母
之
命
一
不
し
側
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

鳩
巣
は
、
中
国
で
鮮
卑
の
来
鑿
の
際
に
母
と
妻
を
人
質
に
取
ら
れ
た

が
、
こ
れ
を
撃
破
し
た
た
め
母
と
妻
を
殺
さ
れ
た
後
漢
の
遼
西
太
守

趙
苞
、
母
が
曹
操
に
人
質
と
し
て
奪
わ
れ
た
の
で
劉
備
の
も
と
を
去

っ
て
曹
操
に
仕
え
た
三
国
蜀
の
徐
庶
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
程
子
が
、

前
者
を
是
と
し
後
者
を
非
と
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
点
を
引
き
合

い
に
出
す
。
そ
の
上
で
「
宜
下
其
権
二
軽
重
一
、
而
審
処
占
之
。
不
し

可
下
以
二
一
途
一
概
論
上
耳
」
と
述
べ
、
大
高
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
臣
で
あ
る
以
上
、
保
元
の
乱
で
父
為
義
と
敵
味
方
と
な
り
後
白

河
天
皇
の
命
に
よ
り
父
を
失
っ
た
源
義
朝
や
、
小
田
原
攻
め
で
秀
吉

に
包
囲
さ
れ
た
際
、
父
憲
秀
の
秀
吉
へ
の
内
通
を
主
君
北
条
氏
直
に

告
げ
た
た
め
父
を
失
っ
た
松
田
英
春
の
ケ
ー
ス
も
や
む
を
得
ず
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
「
此
害
二
天
倫
一
、
賊
二
仁
義
一
之
甚
者
」
と
批
判
す
る
。

鳩
巣
は
、
大
石
も
大
高
も
ど
ち
ら
も
「
武
人
」
で
あ
っ
て
「
無
一
学
術
一
」

く
、
孫
呉
兵
法
や
武
田
流
軍
学
を
知
る
ば
か
り
で
、
「
其
所
し
見
之
鄙

随
驫
俗
」
見
識
は
狭
く
粗
末
で
あ
っ
た
い
う
（
三
六
五
頁
）
。
で
は
一

体
、
鳩
巣
は
彼
ら
を
は
じ
め
と
す
る
赤
穂
浪
士
の
ど
の
よ
う
な
点
を

評
価
す
る
の
か
。

近
世
士
太
夫
、
立
二
人
之
本
朝
一
、
徒
知
二
懐
し
居
負
雇
禄
而
已
、

至
二
於
伏
レ
節
死
砺
義
、
則
視
以
為
二
度
外
之
事
一
。
（
中
略
）
今
赤

穂
以
二
蟇
爾
之
国
一
、
其
俗
有
二
気
概
一
尚
二
名
節
一
。
故
其
臨
レ
終

言
レ
志
、
一
日
二
所
謂
義
者
不
Ｐ
可
レ
違
、
一
日
二
唯
此
不
し
易
し
生

者
不
膨
可
レ
忘
。
亦
足
三
以
見
二
平
生
所
Ｆ
存
突
。
（
中
略
）
其
所
し

見
之
鄙
晒
驫
俗
、
則
姑
置
而
無
し
論
可
也
。
（
三
六
五
頁
）

「
士
太
夫
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
の
は
、
中
国
や
朝
鮮
と
日

本
と
を
視
野
に
入
れ
て
、
広
く
官
職
に
あ
る
者
を
念
頭
に
置
い
て
い

（
犯
）

る
た
め
で
あ
ろ
う
。
自
家
の
安
泰
と
俸
禄
の
増
加
の
こ
と
ば
か
り
願

う
彼
ら
へ
の
批
判
意
識
が
、
鳩
巣
の
赤
穂
浪
士
称
揚
の
背
景
に
あ
る
。

こ
の
点
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
浪
士
た
ち
の
見
識
は
狭
く
粗
末

で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
ら
の
理
を
見
る
と
こ
ろ

に
は
欠
陥
が
あ
り
、
そ
の
行
動
や
言
葉
は
理
に
照
ら
し
て
評
価
し
た

と
き
に
は
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
鳩
巣
は

浪
士
た
ち
の
、
理
を
見
る
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
は
置
い
て
、
節
義
を

第
一
に
重
ん
じ
る
「
気
概
」
の
と
こ
ろ
で
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
朱

子
は
『
論
語
』
子
竿
篇
「
知
者
不
し
惑
、
仁
者
不
レ
憂
、
勇
者
不
し
催
」

の
『
集
注
』
で
「
明
足
二
以
燭
咳
理
、
故
不
レ
惑
。
理
足
二
以
勝
芯
私
、

、
、
、
、
、

故
不
レ
蟇
。
気
足
三
以
配
二
道
義
一
、
故
不
し
催
。
此
学
之
序
也
」
（
傍
点

中
村
）
と
述
べ
、
理
に
明
蜥
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
不
屈
の
気
（
勇
）

が
生
じ
る
と
説
い
て
お
り
、
こ
こ
で
の
鳩
巣
の
言
と
は
異
な
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
『
駿
台
雑
話
』
で
は
、
現
在
の
学
者
を
批
判
す
る
な

か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
の
学
者
、
聖
賢
の
書
を
読
て
、
な
ま
じ
ゐ
に
義
理
の
余
議
を

い
た
し
候
へ
ど
も
、
大
か
た
は
命
議
に
日
を
暮
し
、
何
に
て
も

ひ
と
つ
取
と
め
て
身
に
得
た
る
事
は
侍
ら
ず
。
是
も
巧
に
し
て
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久
し
き
と
申
く
し
。
然
る
に
武
臣
た
る
人
は
、
不
学
に
し
て
一

己
の
見
付
た
る
所
に
よ
り
て
覚
悟
を
決
し
て
直
に
行
ひ
出
し
候

故
、
端
的
に
其
験
を
見
せ
申
に
て
候
。
学
術
な
く
候
へ
ば
、
理

に
当
ら
ぬ
事
も
あ
る
べ
く
候
へ
ど
も
、
其
得
た
る
所
お
の
づ
か

ら
聖
賢
の
教
に
も
か
な
ひ
候
。
い
は
ゆ
る
拙
而
速
な
る
に
候
は

ず
や
（
「
大
敵
外
に
な
し
」
）

「
余
議
に
日
を
蟇
」
す
現
在
の
学
者
を
批
判
し
、
武
臣
の
「
覚
悟

を
決
し
て
直
に
行
ひ
出
」
す
敏
速
さ
を
尊
重
す
る
。
学
者
（
学
ぶ
者
）

で
は
な
く
「
不
学
」
で
「
学
術
の
な
」
い
武
士
の
方
が
、
「
理
に
当

ら
ぬ
事
も
あ
る
べ
く
候
へ
ど
も
」
む
し
ろ
「
聖
賢
の
教
に
も
か
な
」

う
と
ま
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
義
理
の
空
論
に
流
れ
る
儒
者

に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
見
た
鳩
巣

の
修
養
論
の
問
題
意
識
と
重
な
る
。

武
士
の
気
の
在
り
方
を
評
価
し
た
も
の
と
し
て
、
『
駿
台
雑
話
』

の
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
話
も
あ
る
。
駿
府
城
内
で
怪
し
い
狐
が
人

か
ら
手
ぬ
ぐ
い
を
奪
っ
て
は
そ
れ
を
か
ぶ
っ
て
踊
っ
て
い
た
（
声
は

聞
こ
え
る
が
、
姿
は
見
え
な
い
）
。
こ
れ
を
聞
い
た
大
久
保
彦
左
衛
門
が
、

自
分
は
取
ら
れ
ま
い
と
言
っ
て
手
ぬ
ぐ
い
を
差
し
出
し
て
み
る
と
、

狐
は
奪
う
こ
と
が
で
き
ず
逃
げ
去
っ
た
。
鳩
巣
は
コ
メ
ン
ト
を
加
え

て
言
う
。
彦
左
衛
門
は
手
に
覚
え
の
あ
る
時
に
、
自
分
の
手
と
と
も

に
切
り
落
と
そ
う
と
思
い
詰
め
た
の
を
狐
が
悟
っ
た
の
で
あ
る
。

「
武
士
の
心
剛
に
し
て
一
筋
に
直
な
る
さ
へ
、
其
気
焔
に
な
き
程
に
、

狐
も
妖
を
な
し
え
ず
。
ま
い
て
正
人
君
子
に
お
い
て
を
や
」
（
「
妖
は

人
よ
り
興
る
」
）
。
「
焔
」
と
は
火
力
が
ま
だ
盛
ん
で
は
な
い
状
態
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
心
の
気
の
在
り
方
が
問
題
と
さ
れ
、
武
士
の

「
心
剛
に
し
て
一
筋
に
直
な
る
」
こ
と
そ
れ
自
体
が
尊
重
さ
れ
る
。

道
徳
実
践
と
は
懸
け
離
れ
た
話
で
あ
る
が
、
「
正
人
君
子
」
が
持
ち

出
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
「
正
人
君
子
」
の
心
と
は
こ
の

よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

鳩
巣
は
節
義
を
全
う
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
義
理
を
究
明
す

る
こ
と
以
上
に
、
節
義
に
向
か
う
「
気
概
」
を
強
調
す
る
。
た
だ
、

彼
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
何
も
武
士
だ
け
で
は
な
い
。

（
羽
）

「
節
義
に
貴
賤
の
へ
だ
て
な
し
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
一
方
で

は
「
世
之
能
学
問
知
二
義
理
一
者
、
姑
舎
無
し
論
已
。
其
余
農
圃
陶
冶

（
型
）

販
寶
之
徒
」
は
数
多
い
と
言
う
。

『
駿
台
雑
話
』
に
は
、
静
が
吉
野
で
源
義
経
と
別
れ
た
後
に
捕
ら

え
ら
れ
、
頼
朝
の
前
で
舞
っ
た
折
り
、
義
経
を
慕
う
歌
を
う
た
っ
た

話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
鳩
巣
は
「
か
の
草
も
木
も
な
び
き
し

威
に
傷
れ
ず
、
勢
に
屈
せ
ず
、
始
終
志
を
た
て
、
、
義
経
に
負
か
ざ

り
し
」
点
を
と
り
わ
け
評
価
し
、
「
婦
女
又
は
卑
賤
に
節
義
の
行
あ

る
は
、
瓢
場
し
て
本
然
天
性
の
種
あ
る
を
証
し
、
又
は
下
賤
の
つ
た

な
き
婦
女
等
に
さ
へ
か
く
節
義
あ
れ
ば
、
士
太
夫
を
も
て
そ
れ
に
お

と
る
べ
き
や
は
と
思
ひ
候
は
Ｆ
、
人
の
義
心
を
興
起
す
る
に
も
な
り

候
く
し
」
と
述
べ
る
（
「
烈
女
種
な
し
」
）
。
静
の
称
揚
、
そ
の
背
景
に
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朱
子
学
に
お
い
て
聖
人
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が

天
理
を
完
全
無
欠
に
実
現
発
揮
し
て
い
る
人
格
で
あ
る
。
鳩
巣
は
理

想
的
な
人
間
像
と
し
て
の
こ
の
聖
人
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。

も
や
は
り
「
士
太
夫
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
と
く
に
、
朱
子
学
的
な
「
本
然
天
性
の
種
あ
る
」
と
い
う
確
信
が

前
提
と
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
そ
れ
は
静
が
頼
朝
の
威
勢

に
屈
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
鳩
巣
は
、

中
村
蜴
斎
（
一
六
二
九
’
一
七
○
三
が
日
本
と
中
国
の
貞
烈
な
女
性

を
掲
載
表
章
し
た
『
比
売
鏡
』
（
『
姫
鏡
』
、
寛
文
元
年
自
序
、
述
言
は
宝
永

六
年
・
紀
行
は
正
徳
二
年
刊
）
に
静
を
言
い
残
し
た
点
を
遺
憾
と
し
、

こ
れ
は
静
が
「
娼
家
」
の
生
ま
れ
で
「
出
所
た
ず
し
か
ら
ざ
る
」
た

（
妬
）

め
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

以
上
鳩
巣
が
人
物
を
評
価
す
る
際
に
、
理
と
は
別
の
評
価
基
準
と

し
て
、
「
威
に
賜
れ
ず
、
勢
に
屈
せ
ず
」
「
心
剛
に
し
て
一
筋
に
直
な

る
」
「
気
概
」
を
重
要
視
し
て
い
る
点
を
確
認
し
た
。
言
っ
て
み
れ

ば
彼
は
二
つ
の
物
差
し
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
鳩
巣
は
聖
賢

の
教
に
適
う
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
そ
も
そ

も
彼
に
お
い
て
、
模
範
と
す
べ
き
当
の
聖
人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
、
次
に
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

三
、
鳩
巣
に
お
け
る
聖
人
像

こ
れ
は
前
節
で
考
察
し
た
人
物
評
価
の
仕
方
と
も
密
接
に
か
か
わ
る

問
題
で
あ
る
。
鳩
巣
が
聖
人
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
述
べ
た

も
の
と
し
て
は
、
孔
子
と
周
の
文
王
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
が
、

彼
に
と
っ
て
は
こ
の
両
者
に
と
く
に
引
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
結
論
め
い
た
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
ら
の
記

述
の
な
か
で
は
天
理
の
実
現
発
揮
と
い
う
点
の
み
が
問
題
に
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
別
の
評
価
基
準
を
措
定
し
よ
う
と

し
て
い
る
点
が
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
こ
の
点
を
検
討
し

て
み
た
い
と
思
う
。

『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
に
は
、
孔
子
を
め
ぐ
っ
て
「
宰
我
日
、
以
レ

予
観
二
於
夫
子
一
、
賢
二
於
堯
舜
一
遠
実
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
よ
く

議
論
に
な
る
箇
所
で
あ
る
。
程
朱
は
、
孔
子
も
堯
舜
も
聖
人
で
あ
る

こ
と
に
は
相
違
な
い
と
前
置
き
し
た
上
で
、
孔
子
が
堯
舜
よ
り
勝
っ

て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
堯
舜
の
道
を
後
世
に
伝
え
た
そ
の
事
功
に

（
妬
）

あ
り
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鳩
巣
は
、
大
地
東
川
（
一
六
九
五
’
一

七
五
四
）
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
疑
問
を
呈
し
て
言
う
。
大
地
は

名
は
昌
言
、
鳩
巣
の
外
甥
か
つ
門
下
で
加
賀
藩
儒
で
あ
る
。

是
も
愚
見
は
少
し
違
申
候
。
（
中
略
）
孔
子
の
材
力
気
晩
の
、

聖
人
の
中
に
も
別
て
広
大
な
る
所
を
以
て
被
し
申
候
。
（
中
略
）

禺
入
二
聖
域
一
不
し
優
と
申
候
も
、
潭
然
天
理
一
毫
人
欲
な
き
は
、

禺
も
同
事
に
て
聖
人
に
て
候
得
共
、
気
配
精
神
お
と
り
申
候
故

不
レ
優
と
申
候
。
た
と
へ
ぱ
天
よ
り
受
た
る
性
分
は
、
千
金
の
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ご
と
く
毛
頭
も
交
り
無
し
之
、
千
金
共
に
精
金
な
る
は
聖
人
也
。

其
内
に
千
金
に
余
計
有
し
之
も
あ
り
、
又
千
金
僅
に
足
る
も
有
し

（
”
）

之
、
其
分
量
の
有
余
不
足
の
所
に
て
評
論
し
た
る
事
と
存
候
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
史
料
で
あ
る
。

こ
の
説
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
は
王
陽
明
の
『
伝
習
録
』
で
あ

る
。
陽
明
は
聖
人
間
の
差
異
に
つ
い
て
精
金
の
比
瞼
を
用
い
、
天
理

へ
の
純
粋
度
の
同
一
を
金
の
純
度
の
同
一
と
し
て
説
明
し
、
「
才
力
」

「
力
量
気
晩
」
「
力
量
精
神
」
の
差
異
を
金
の
分
両
の
差
異
と
し
て
説

明
し
た
。
た
だ
し
陽
明
は
人
々
が
後
者
の
差
異
に
ば
か
り
こ
だ
わ
る（泥

）

点
を
批
判
し
、
前
者
の
実
現
に
こ
そ
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。

陽
明
の
「
才
力
」
「
力
量
気
晩
」
「
力
量
精
神
」
と
い
う
語
は
鳩
巣
の

意
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
彼
は
陽
明
の
精
金
の
瞼
を

利
用
し
つ
つ
、
「
潭
然
天
理
一
毫
人
欲
な
き
」
と
こ
ろ
は
聖
人
問
に

差
異
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
陽
明
が
棚
上
げ
し
た
は
ず
の
分
量
の
と

こ
ろ
に
あ
え
て
注
目
し
、
事
功
よ
り
も
そ
れ
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
「
材

力
気
晩
」
「
気
配
精
神
」
と
い
う
気
の
レ
ベ
ル
で
孔
子
を
評
価
し
よ

う
と
す
る
。
こ
こ
の
「
気
配
」
と
は
態
度
の
こ
と
。
先
行
研
究
で
、

鳩
巣
は
純
粋
に
朱
子
学
を
守
っ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
先
に
も
指
摘
し
た
が
、
彼
は
何
も
一
字
一
句
ま
で
朱
子
に
従
お

（
”
）

う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
ら
の
意
に
適
っ
た
も
の
は
陽
明
の
説

で
も
採
用
し
て
お
り
、
彼
の
主
体
的
な
宋
明
学
受
容
の
在
り
方
を
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
「
拘
幽
操
」
に
う
た
わ
れ
た
周
の
文
王
に
つ
い
て
見
る
。

こ
れ
は
唐
の
韓
愈
が
文
王
が
罪
な
く
し
て
討
王
に
幽
囚
さ
れ
た
と
き

の
心
境
を
推
察
し
て
う
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
は
「
鳴
呼
臣
罪

（
釦
）

当
し
訣
号
、
天
王
聖
明
」
と
い
う
句
で
結
ば
れ
て
い
る
。
山
崎
闇
斎

が
こ
れ
に
程
朱
の
説
と
自
賊
と
を
付
し
て
刊
行
し
、
そ
の
自
賊
の
最

後
に
「
天
下
之
為
二
君
臣
一
者
定
突
」
と
記
し
て
君
臣
関
係
の
理
想
の

（
別
）

在
り
方
を
説
い
た
も
の
と
し
て
表
章
し
た
こ
と
、
そ
の
後
こ
の
学
派

で
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
鳩
巣
も
そ
の
点
を

意
識
し
て
か
「
拘
幽
操
」
に
つ
い
て
自
ら
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

鳩
巣
は
加
賀
藩
で
羽
黒
養
潜
（
一
六
二
九
’
一
七
○
二
）
に
師
事
し
、

ま
た
仙
台
藩
儒
遊
佐
木
斎
と
書
簡
の
や
り
取
り
す
る
な
ど
闇
斎
学
派

と
の
関
係
は
深
い
。

此
意
誠
之
極
也
。
当
二
是
時
一
対
君
也
、
文
王
臣
也
。
以
レ
臣
得
二

罪
於
君
一
、
義
在
二
自
責
一
而
已
・
文
王
之
、
心
惟
知
し
有
二
君
臣
之
分
一
、

無
下
復
較
。
量
是
非
一
之
念
上
。
故
退
之
之
言
如
レ
此
○
非
し
謂
二
曾

不
ｒ
知
二
村
之
悪
一
、
亦
非
下
心
知
二
己
無
ｐ
罪
強
以
二
大
義
一
自
制

云
も
爾
。
惟
其
念
自
不
し
関
し
此
耳
。
蓋
意
誠
則
心
能
一
二
於

所
頑
向
実
。
（
中
略
）
延
平
李
先
生
日
、
兄
弟
之
親
、
天
理
人
倫
、

蓋
有
二
本
然
之
愛
一
笑
。
惟
聖
人
尽
レ
性
、
故
能
全
体
二
此
理
一
。

難
下
遭
二
横
逆
之
変
一
幾
占
殺
二
其
身
一
、
而
此
心
湛
然
不
二
少
揺
動
一
。

今
以
レ
此
観
二
退
之
之
言
一
、
其
所
ョ
以
為
二
伊
川
所
Ｆ
取
者
、
意

（
犯
）

可
し
見
突
。
（
「
読
韓
愈
拘
幽
操
」
）
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文
王
は
村
の
悪
事
に
気
付
か
な
い
よ
う
な
愚
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
自
分
は
無
罪
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
強
い
て
大
義
を
も

っ
て
自
制
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
文
王
の
心
中
に
は
君
臣
の
分

の
意
識
し
か
な
く
、
理
非
を
あ
れ
こ
れ
と
較
量
す
る
よ
う
な
念
盧
は

そ
も
そ
も
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
李
延
平
を
引
用
し
た
の
も
、
聖

人
が
十
全
に
「
体
一
此
理
一
」
し
た
そ
の
結
果
と
し
て
説
か
れ
て
い
る

「
雛
下
遭
二
横
逆
之
変
一
幾
志
殺
二
其
身
一
、
而
此
心
湛
然
不
二
少
揺
動
一
」

と
い
う
語
に
引
か
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
鳩
巣
に
あ
っ
て
は
、
闇
斎

の
よ
う
に
君
臣
関
係
が
と
く
に
問
題
な
の
で
は
な
い
。
彼
は
『
詩
経
』

（
羽
）

の
な
か
か
ら
親
子
関
係
に
か
か
わ
る
同
様
の
例
を
引
い
て
い
る
。
彼

は
君
臣
関
係
に
か
か
わ
ら
ず
念
慮
の
在
り
方
を
問
題
と
し
、
紺
王
に

幽
囚
さ
れ
た
文
王
の
、
理
非
を
較
量
す
る
こ
と
を
超
越
し
た
念
盧
の

在
り
方
、
一
定
の
方
向
に
向
か
う
揺
動
し
な
い
心
を
評
価
す
る
。
先

の
孔
子
の
場
合
に
は
、
「
材
力
気
晩
」
「
気
配
精
神
」
と
い
う
事
に
当

た
る
気
構
え
や
能
力
に
つ
い
て
説
か
れ
て
お
り
、
文
王
の
場
合
に
は

究
極
の
理
想
と
し
て
の
心
や
念
盧
の
姿
が
説
か
れ
て
い
て
説
き
方
は

違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
理
の
次
元
か
ら
多
少
視
点
を

ず
ら
し
、
気
の
次
元
で
の
心
や
念
慮
の
有
り
よ
う
を
問
題
と
し
て
い

る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
節
で
見
た
、
理
へ
の
明
蜥
さ
の

と
こ
ろ
は
脇
に
置
い
て
気
概
に
注
目
し
た
人
物
評
価
、
威
勢
へ
の
不

屈
や
一
筋
な
心
の
剛
直
さ
を
称
え
た
人
物
評
価
と
も
関
連
す
る
。
鳩

巣
の
聖
人
は
二
義
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
朱
子
学
を
歪
め
て

鳩
巣
は
博
学
や
義
理
の
空
論
に
流
れ
る
学
者
と
い
う
職
業
か
ら
、

実
践
の
学
と
し
て
の
儒
学
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

際
彼
は
「
不
学
」
と
「
下
賤
」
と
に
と
り
わ
け
目
を
向
け
て
い
く
。

こ
れ
は
、
彼
が
朱
子
学
の
人
間
に
普
遍
的
な
本
来
性
と
い
う
思
想
を

徹
底
し
て
確
信
し
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
下

賤
」
へ
の
目
は
、
身
分
の
枠
を
越
え
よ
う
と
す
る
彼
の
視
線
を
示
し

て
い
る
が
、
こ
れ
が
『
駿
台
雑
話
』
に
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
先
年
成
立
し
た
祖
棟
学
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
祖

侠
は
「
貴
賤
ノ
階
級
」
「
上
下
ノ
差
別
」
を
立
て
る
べ
き
こ
と
を
説

（
弘
）

い
て
い
た
。

ま
た
「
不
学
」
に
つ
い
て
も
前
提
と
し
て
、
当
時
あ
る
種
の
枠
は

め
的
な
見
方
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
霊
光
伝
賛

に
は
「
不
学
亡
術
、
闇
二
子
大
理
一
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
理
を
拠

り
所
と
す
る
朱
子
学
者
に
と
っ
て
「
不
学
」
は
窮
理
を
放
棄
す
る
こ

と
で
あ
り
、
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
問
題
は
、
近
世
日

本
に
お
い
て
は
そ
れ
が
個
人
へ
の
批
評
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
武
士
に

対
す
る
レ
ッ
テ
ル
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
「
己
が
博
学
を
自
負
」
（
『
駿
台
雑
話
』
「
心
の
め
し
ひ
」
）
し
て
い
る
と

受
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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鳩
巣
が
批
判
す
る
祖
侠
は
、
「
天
下
武
家
ノ
手
二
渡
ル
。
（
中
略
）
何

モ
不
学
ニ
テ
、
三
代
先
王
ノ
治
二
則
ル
コ
ト
ヲ
不
し
知
」
「
執
政
ノ
面
々

皆
不
学
ニ
シ
テ
、
和
漢
ノ
古
法
二
闇
カ
リ
シ
」
「
世
間
不
学
」
な
ど

（
鍋
）

と
述
べ
て
い
る
。
武
士
へ
の
レ
ッ
テ
ル
の
裏
の
面
と
し
て
近
世
日
本

に
お
い
て
は
、
非
「
不
学
」
（
イ
コ
ー
ル
博
学
）
で
あ
る
こ
と
が
、

儒
者
の
存
在
意
義
を
確
認
す
る
意
識
と
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
で
あ
る

壷
（
●
ノ
○

鳩
巣
は
、
新
井
白
石
が
人
材
が
見
当
た
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
「
御

旗
本
中
不
学
」
の
た
め
だ
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
「
不
学
に
て
も
性

（
調
）

質
廉
直
成
者
有
し
之
間
敷
と
は
不
し
被
し
申
候
」
と
反
論
し
て
い
る
。

ま
た
家
綱
時
代
の
老
中
阿
部
忠
秋
の
発
言
に
つ
い
て
、
「
阿
部
殿
不

（
訂
）

学
に
候
得
共
、
聖
人
の
教
に
叶
被
レ
申
候
」
と
評
価
す
る
。
こ
れ
は

佐
藤
直
方
の
「
学
者
ノ
論
ハ
有
学
無
学
ノ
別
ハ
ナ
シ
。
義
理
ヲ
シ
メ

（
犯
）

ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と
い
う
姿
勢
に
比
べ
た
ら
徹
底
性
を
欠
い
て
い
よ
う
。

し
か
し
鳩
巣
の
意
図
と
し
て
は
、
「
下
賤
」
や
「
不
学
」
へ
の
軽
蔑

意
識
を
社
会
道
徳
実
現
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
克
服
し
、

「
下
賤
」
や
「
不
学
」
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の
際
彼
は
、
「
理
に
当
ら
ぬ
事
も
あ
る
べ
く
候
へ
ど
も
」
理
へ

の
明
蜥
さ
の
と
こ
ろ
は
脇
に
置
い
て
、
実
践
の
場
に
向
か
う
揺
動
し

な
い
念
盧
の
在
り
方
、
気
概
、
気
晩
と
い
っ
た
気
の
レ
ベ
ル
を
と
り

わ
け
重
要
視
す
る
。
修
養
論
に
つ
い
て
も
、
念
慮
を
確
乎
と
し
た
も

の
に
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
、
窮
理
の
工
夫
は
実
践
の
場
に
お

い
て
日
々
明
ら
か
に
し
て
い
け
ば
よ
い
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、

か
と
い
っ
て
理
の
面
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
は
幕
府
儒
者
時
代
に
書
い
た
「
答
鈴
木
貞
斎
書
」
の
な
か
で
、
明

初
の
儒
者
で
、
燕
王
（
永
楽
帝
）
に
抵
抗
し
て
宗
族
や
親
友
と
と
も

に
処
刑
さ
れ
た
方
孝
儒
に
つ
い
て
「
節
義
之
士
、
（
中
略
）
然
徒
有
二

（
調
）

勇
義
之
志
一
、
未
し
見
二
精
密
工
夫
一
」
と
述
べ
て
い
る
。
普
遍
的
な
視

座
に
立
っ
て
い
た
鳩
巣
に
と
っ
て
そ
の
朱
子
学
は
、
当
時
の
学
問
や

学
者
の
意
識
を
批
判
す
る
な
か
で
通
俗
化
し
、
以
上
の
よ
う
な
二
段

構
え
の
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

鳩
巣
の
幕
府
儒
者
と
し
て
の
業
務
を
『
文
昭
院
殿
御
実
紀
』
お
よ

（
㈹
）

び
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
将
軍
家
宣
の
時
代

に
は
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
二
六
月
七
日
の
条
に
「
典
籍
の
事
」

を
勤
め
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
同
年
十
一
月
二
十
二
日
の
条
に
は
「
韓

聰
」
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
儒
者
と
と
も
に
褒
賞
を
受

け
た
旨
の
記
事
が
見
え
る
・
吉
宗
の
時
代
に
な
る
と
、
享
保
四
年
（
一

七
一
九
）
十
月
二
十
八
日
条
に
は
、
来
月
二
日
か
ら
鳩
巣
ら
幕
府
儒

者
に
よ
る
高
倉
屋
敷
講
釈
が
始
ま
る
の
で
、
「
貴
賤
の
わ
か
ち
な
く
」

受
講
す
べ
き
旨
の
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
、
六
年
一
月
十
四
日
条

に
は
、
鳩
巣
ら
が
吉
宗
の
前
で
論
語
を
講
義
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、

「
こ
れ
よ
り
後
し
ば
し
ば
め
さ
れ
、
侍
講
せ
し
こ
と
多
し
。
中
に
も

新
助
直
情
は
殊
に
数
度
め
さ
れ
、
御
顧
問
の
事
ど
も
多
か
り
き
」
と

付
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
七
年
七
月
十
二
日
に
は
、
以
前
命
ぜ
ら
れ
た
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「
書
籍
の
こ
と
」
で
褒
賞
を
受
け
た
こ
と
、
十
年
十
二
月
十
一
日
に
は
、

家
重
付
き
の
西
丸
奥
儒
者
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
見
て
く
る
と
、
家
宣
時
代
に
は
書
籍
整
理
や
外
交
と
い
う
従

来
の
幕
府
儒
者
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
吉
宗
時
代
に

な
る
と
、
高
倉
屋
敷
や
将
軍
の
前
で
の
経
書
講
義
が
さ
か
ん
に
行
わ

れ
、
儒
者
の
業
務
・
待
遇
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
陪
臣
や
庶
民
を
対

象
と
し
た
湯
島
聖
堂
仰
高
門
で
の
日
講
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）

か
ら
、
聖
堂
に
隣
接
す
る
饗
応
座
敷
で
偶
数
日
に
は
幕
臣
を
対
象
に
、

奇
数
日
に
は
貴
賤
に
か
か
わ
り
な
く
聴
講
を
許
し
た
講
釈
は
翌
三
年

か
ら
、
鳩
巣
な
ど
林
門
以
外
の
儒
者
に
よ
り
行
わ
れ
貴
賤
に
か
か
わ

ら
ず
聴
講
す
る
よ
う
に
奨
励
し
た
高
倉
屋
敷
講
釈
は
四
年
か
ら
そ
れ

（
伽
）

ぞ
れ
始
ま
っ
て
い
る
。
鳩
巣
は
、
こ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
そ
の

文
教
政
策
を
推
進
し
、
道
徳
教
化
の
た
め
の
思
想
の
一
つ
の
姿
を
提

供
し
た
幕
府
儒
者
で
も
あ
っ
た
。

註
（
１
）
「
義
と
い
ふ
は
、
室
先
生
も
心
の
き
れ
と
説
れ
た
り
。
（
中
略
）

駿
台
雑
話
に
く
は
し
く
か
、
れ
た
れ
ば
そ
れ
を
よ
く
見
る
べ
し
」

（
松
平
定
信
『
責
善
集
』
巻
三
、
楽
翁
公
遺
書
所
収
）
。
「
敬
は
む
か

し
よ
り
色
々
に
と
き
来
れ
ど
も
、
ま
づ
心
の
む
き
を
正
し
く
し
て
心

の
本
を
ち
ら
さ
ず
、
身
の
番
人
と
な
り
、
事
の
目
付
と
な
る
様
に
と
、

室
先
生
の
云
し
ぞ
」
（
同
『
大
学
経
文
講
義
』
、
同
所
収
）
。
「
友
生
帰
、

齋
．
贈
其
所
し
蔵
駿
台
雑
話
者
一
。
（
中
略
）
僕
既
得
レ
卒
し
業
、
不
し
知
二

手
舞
足
踏
一
。
其
中
有
し
曰
、
世
無
下
善
読
二
榛
洛
書
一
者
上
。
（
中
略
）

難
し
以
二
僕
之
不
敏
一
、
亦
豈
不
二
嘗
読
一
邪
。
唯
求
一
之
字
句
上
一
而
不
レ

知
し
求
二
之
義
理
一
也
」
（
尾
藤
二
洲
「
与
藤
村
合
田
二
老
人
書
」
『
静

寄
軒
集
』
巻
五
、
近
世
儒
家
文
集
集
成
一
○
所
収
）
。

（
２
）
鈴
木
直
治
「
室
鳩
巣
と
朱
子
学
」
（
『
近
世
日
本
の
儒
学
』
岩
波

書
店
、
一
九
三
九
年
）
。
荒
木
見
悟
「
室
鳩
巣
の
思
想
」
（
日
本
思
想

大
系
『
貝
原
益
軒
・
室
鳩
巣
』
解
説
、
一
九
七
○
年
）
・
相
良
亨
『
近

世
の
儒
教
思
想
ｌ
「
敬
」
と
「
誠
」
に
つ
い
て
』
塙
書
房
、
一
九
六

六
年
。
衣
笠
安
喜
「
折
衷
学
派
と
教
学
統
制
」
（
『
岩
波
講
座
日
本

歴
史
一
二
近
世
四
』
一
九
六
三
年
）
。
高
橋
博
巳
「
室
鳩
巣
に
お
け

る
「
心
」
と
「
我
」
」
（
文
芸
研
究
第
八
三
集
、
一
九
七
六
年
）
、
同
「
室

鳩
巣
に
お
け
る
近
世
的
自
我
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
第
八
五
集
、
一
九

七
七
年
）
。

（
３
）
『
論
語
集
注
』
公
冶
長
篇
（
子
張
問
条
）
の
な
か
で
、
人
物
を

評
価
す
る
際
に
は
、
「
当
し
理
而
無
二
私
心
一
」
や
否
や
を
見
る
べ
き
だ

と
説
か
れ
て
い
る
。

（
４
）
日
本
思
想
大
系
『
貝
原
益
軒
・
室
鳩
巣
』
四
一
二
頁
。

（
５
）
同
、
四
一
五
頁
。

（
６
）
日
本
随
筆
大
成
第
三
期
六
所
収
。

（
７
）
鳩
巣
の
こ
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
衣
笠
安
喜
氏
が
賤
民
解
放
思

想
の
面
か
ら
注
目
し
て
い
る
。
『
近
世
儒
学
思
想
史
の
研
究
』
（
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
）
二
五
頁
、
『
近
世
日
本
の
儒
教
と

文
化
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
○
年
）
七
六
頁
。

（
８
）
「
知
至
後
意
固
自
然
誠
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
六
、
第
九
○
条
）
・

た
だ
し
朱
子
は
「
致
し
知
則
意
已
誠
七
八
分
了
。
只
是
猶
恐
隠
微
独
処
、

尚
有
下
些
子
未
二
誠
実
一
処
上
。
故
其
要
在
し
謹
レ
独
」
（
同
巻
一
六
、
第
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九
三
条
）
と
述
べ
て
お
り
、
格
物
致
知
を
行
っ
て
も
現
実
に
は
意
は

七
八
分
し
か
誠
に
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
補
助
の
工
夫
と
し
て
慎
独
の

工
夫
（
誠
意
の
実
質
的
な
工
夫
で
あ
り
、
自
分
の
み
が
知
り
得
る
意

が
発
し
た
際
を
慎
む
こ
と
）
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
。
吉
田
公
平
『
陸

象
山
と
王
陽
明
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
○
年
）
二
七
八
頁
参
照
。

（
９
）
『
伝
習
録
』
巻
下
、
第
一
八
条
参
照
。

（
Ⅲ
）
日
本
倫
理
彙
編
巻
二
、
四
一
五
頁
。

（
Ⅱ
）
執
斎
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
高
瀬
武
次
郎
『
三
輪

執
斎
』
（
一
九
二
四
年
）
、
吉
田
公
平
「
三
輪
執
斎
の
転
向
ｌ
江
戸
中

期
の
陽
明
学
の
再
興
」
（
昭
和
五
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究

成
果
報
告
書
『
江
戸
中
期
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
東
北
大
学
文
学

部
附
属
日
本
文
化
研
究
施
設
、
一
九
八
二
年
）
、
田
尻
祐
一
郎
「
佐

藤
直
方
と
三
輪
執
斎
」
（
文
明
研
究
五
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（
岨
）
「
三
輪
善
蔵
と
申
て
当
地
飯
田
町
辺
に
住
居
教
学
の
者
有
し
之
候
。

余
程
発
向
致
し
私
も
兼
て
知
人
に
て
候
。
王
氏
の
学
を
好
み
専
門
学

の
趣
に
て
御
座
候
。
（
中
略
）
出
処
進
退
守
り
有
し
之
儒
者
に
て
候
」

（
『
兼
山
秘
策
』
第
五
冊
、
享
保
六
年
五
月
十
九
日
付
け
加
賀
宛
て
書

簡
、
日
本
経
済
叢
書
巻
二
、
四
四
五
頁
）
。
ま
た
同
書
の
享
保
六
年

十
月
二
十
四
日
付
け
青
地
斉
賢
宛
て
書
簡
（
四
七
一
頁
）
に
も
執
斎

に
つ
い
て
の
記
事
が
見
え
る
。

（
旧
）
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
を
使
用
。

（
Ｍ
）
「
知
行
並
進
、
不
し
宜
三
分
１
別
前
後
こ
（
『
伝
習
録
』
巻
中
、
答

人
論
学
書
）
・

（
旧
）
門
人
が
『
大
学
章
句
』
の
明
明
徳
解
「
但
為
二
気
稟
所
し
拘
人
欲

所
恒
蔽
、
則
有
レ
時
而
昏
。
然
其
本
体
之
明
則
有
下
未
二
嘗
息
一
者
上
。

故
学
者
当
下
因
二
其
所
Ｆ
発
而
遂
明
レ
之
以
復
中
其
初
上
也
」
の
「
当
因

其
所
発
而
遂
明
之
」
と
い
う
語
の
意
味
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
に
対

し
て
言
う
。
「
人
固
有
二
理
会
得
処
一
。
如
下
孝
二
於
親
一
、
友
中
於
弟
上
、

如
二
水
之
必
寒
、
火
之
必
熱
一
、
不
し
可
レ
謂
二
他
不
Ｐ
知
。
但
須
下
去
三

致
．
極
其
知
一
、
因
二
那
理
会
得
底
一
、
推
一
之
於
理
会
不
し
得
底
一
、
自
レ

浅
以
至
レ
深
、
自
レ
近
以
至
レ
遠
。
又
日
、
因
二
其
已
知
之
理
一
而
益
窮
し

之
、
以
求
レ
至
二
乎
其
極
匡
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
、
八
八
条
）
。

な
お
尾
藤
正
英
氏
は
、
こ
こ
の
朱
子
注
を
め
ぐ
る
遊
佐
木
斎
ら
の
明

徳
常
時
昏
昧
説
の
意
義
に
つ
い
て
、
朱
子
説
で
は
「
人
の
自
発
性
を

手
掛
り
と
し
」
て
い
る
の
に
対
し
、
闇
斎
派
で
は
「
内
か
ら
の
自

発
性
の
存
在
を
む
し
ろ
否
定
し
よ
う
と
」
し
、
学
問
や
修
養
は
「
他

律
的
・
外
在
的
な
性
格
」
を
持
っ
て
い
た
と
説
い
て
い
る
が
（
『
日

本
封
建
思
想
史
研
究
』
七
六
頁
）
、
こ
れ
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

（
冊
）
「
文
公
格
物
之
説
、
只
是
少
二
頭
脳
一
。
如
三
所
謂
察
二
之
於
念
盧

之
微
一
、
此
一
句
不
し
該
乙
与
下
求
二
之
文
字
之
中
一
、
験
二
之
於
事
為
之
著
一
、

索
中
之
講
論
之
際
上
、
混
作
二
一
例
一
看
甲
。
是
無
二
軽
重
一
也
」
（
『
伝
習
録
』

巻
下
、
三
四
条
）
。

（
Ⅳ
）
日
本
思
想
大
系
『
貝
原
益
軒
・
室
鳩
巣
』
四
一
○
頁
。

（
肥
）
日
本
倫
理
彙
編
巻
二
、
三
八
四
頁
・
三
九
一
頁
。

（
岨
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
相
良
亨
『
近
世
の
儒
教
思
想
Ｉ
「
敬
」
と

「
誠
」
に
つ
い
て
』
一
八
六
頁
参
照
。

（
別
）
鳩
巣
は
現
実
の
心
に
つ
い
て
「
操
存
舎
亡
出
入
不
定
の
く
せ
も

の
」
、
意
に
つ
い
て
も
、
朱
子
の
場
合
は
善
か
悪
か
へ
の
あ
る
志
向

性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
は
「
心
の
地
は
だ
よ
り

発
す
る
」
心
の
様
態
・
属
性
を
示
す
も
の
で
、
「
往
来
経
営
一
定
せ

ぬ
物
」
で
あ
る
と
言
う
（
青
地
礼
幹
編
『
渡
新
秘
策
』
、
「
江
戸
学
風

の
儀
に
付
室
鳩
巣
来
状
」
奥
村
源
右
衛
門
他
宛
、
享
保
九
年
、
加
越
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能
叢
書
所
収
）
・

（
釦
）
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
定
槁
完
成
。
日
本
思
想
大
系
『
近
世

武
家
思
想
』
所
収
。

（
〃
）
『
赤
穂
義
人
録
』
で
は
文
中
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
、
「
和
俗
」

に
お
け
る
人
の
呼
称
（
三
五
九
頁
）
、
丁
雷
（
三
六
一
頁
）
、
仏
式
の

葬
送
（
三
六
三
頁
）
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
和
俗
」

で
は
文
法
が
な
か
な
か
理
解
で
き
ず
、
武
士
が
作
る
漢
文
が
拙
い
の

も
不
思
議
で
は
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
三
六
三
頁
）
。
鳩
巣

は
日
本
だ
け
で
は
な
く
中
国
や
朝
鮮
の
読
者
も
念
頭
に
置
い
て
記
述

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
兼
山
秘
策
』
（
第
二
冊
）
に
は
、
『
赤

穂
義
人
録
』
を
朝
鮮
に
伝
え
よ
う
と
し
た
記
事
が
見
え
る
（
正
徳
三

年
八
月
三
十
日
付
け
鳩
巣
書
簡
、
日
本
経
済
叢
書
巻
二
、
二
六
五
頁
）
・

（
羽
）
『
駿
台
雑
話
』
「
妖
は
人
よ
り
興
る
」
に
は
、
中
国
の
小
説
に
記

さ
れ
た
あ
る
商
人
の
子
の
気
の
有
り
よ
う
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
こ
う
い
う
話
で
あ
る
。
洞
庭
湖
の
ほ
と
り
に
水
神
の
祠
が
あ
っ

た
。
あ
る
商
人
は
湖
を
渡
る
た
び
に
、
水
難
に
遭
わ
な
い
よ
う
必
ず

祈
祷
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
と
き
暴
風
の
た
め
難
破
し
て
溺
死
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
商
人
の
子
は
湖
辺
ま
で
来
る
と
、
私
の
父
は
こ

の
祠
を
長
年
信
仰
し
て
い
た
の
に
冥
助
が
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
。

明
日
に
な
っ
た
ら
必
ず
こ
の
祠
を
焼
い
て
し
ま
お
う
と
心
に
決
め
た
。

す
る
と
そ
の
夜
の
夢
の
な
か
に
水
神
が
現
れ
、
あ
な
た
が
私
の
罪
を

許
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
湖
上
で
音
楽
を
奏
で
て
そ
の
恩
に
報
い
ま

し
ょ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
は
祠
を
焼
か
れ
る
の
を
恐
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
怒
気
の
勢
い
を
恐
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。

「
た
Ｆ
心
の
そ
こ
に
必
焚
ん
と
決
断
し
た
る
一
念
、
我
に
こ
た
へ
て
、

敵
し
が
た
き
程
に
」
こ
の
よ
う
に
謝
罪
す
る
の
で
あ
る
、
と
語
っ
た
。

鳩
巣
は
コ
メ
ン
ト
し
て
言
う
、
「
神
は
決
断
に
お
そ
る
、
と
い
ふ
事
、

道
理
あ
る
事
な
り
。
も
し
此
人
怒
の
心
ゆ
く
ま
、
に
、
や
か
ん
と
思

ひ
な
が
ら
、
そ
の
気
焔
に
し
て
、
や
く
と
も
や
か
ぬ
と
も
決
せ
ず
、

其
気
進
退
せ
ば
や
が
て
神
に
け
お
さ
れ
て
、
反
て
崇
を
受
く
し
」
と
。

こ
こ
で
も
「
決
せ
ず
、
其
気
進
退
」
す
る
状
態
が
否
定
さ
れ
、
「
決

断
し
た
る
一
念
」
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
別
）
「
六
諭
桁
義
大
意
賊
」
（
享
保
七
年
、
『
後
編
鳩
巣
文
集
』
巻
一
五
、

近
世
儒
家
文
集
集
成
一
三
所
収
）
。

（
妬
）
『
駿
台
雑
話
』
で
は
、
「
釈
門
に
陥
」
っ
た
吉
田
兼
好
に
つ
い
て

も
い
た
ず
ら
に
排
撃
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
鳩
巣
は
『
徒
然
草
』
の

な
か
か
ら
、
「
道
を
学
す
る
人
、
夕
に
は
朝
あ
る
事
を
思
は
ず
、
朝

に
は
夕
あ
る
事
を
思
は
ず
、
た
ざ
今
の
一
念
の
上
に
お
ゐ
て
た
ず
ち

に
す
、
む
く
し
」
（
原
典
で
は
第
九
二
段
）
、
「
万
の
事
外
に
む
き
て

求
む
く
か
ら
ず
、
た
Ｆ
こ
、
も
と
を
正
し
く
し
て
、
前
程
を
と
ふ
事

な
か
れ
」
（
同
、
第
一
七
一
段
）
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
て
、
「
い
づ

れ
も
簡
要
の
旨
に
て
、
聖
賢
の
教
に
も
か
な
ひ
ぬ
く
し
」
と
言
う
（
「
つ

れ
づ
れ
草
」
）
。
こ
れ
は
現
在
の
一
念
を
尊
重
し
て
い
る
点
を
評
価
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
別
）
「
程
子
日
、
語
し
聖
則
不
レ
異
、
事
功
則
有
し
異
。
夫
子
賢
二
於
堯

舜
一
、
語
二
事
功
一
也
。
蓋
堯
舜
治
二
天
下
一
、
夫
子
又
推
二
其
道
一
以
垂
一

教
万
世
一
。
堯
舜
之
道
、
非
し
得
一
一
孔
子
一
、
則
後
世
亦
何
所
し
拠
哉
」

言
孟
子
集
注
』
公
孫
丑
上
篇
）
・

（
訂
）
「
作
文
の
儀
等
室
鳩
巣
来
状
」
（
青
地
礼
幹
編
『
可
観
小
説
』
巻

二
五
、
加
越
能
叢
書
所
収
）
。

（
邪
）
「
聖
人
之
所
１
以
為
Ｆ
聖
、
只
是
其
心
純
二
乎
天
理
一
、
而
無
二
人

欲
之
雑
一
。
猶
丁
精
金
之
所
．
以
為
Ｐ
精
、
但
以
丙
其
成
色
足
而
無
乙
銅
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鉛
之
雑
甲
也
。
人
到
レ
純
二
乎
天
理
一
方
是
聖
。
金
到
二
足
色
一
方
是
精
。

然
聖
人
之
才
力
、
亦
有
二
大
小
不
Ｆ
同
。
猶
三
金
之
分
両
有
二
軽
重
一
・

（
中
略
）
所
二
以
為
Ｆ
聖
者
、
在
し
純
二
乎
天
理
一
、
而
不
レ
在
二
才
力
一
也
」

（
『
伝
習
録
』
巻
上
、
第
一
○
○
条
）
・
「
只
要
下
此
心
純
二
乎
天
理
一
処
同
上
、

便
同
謂
二
之
聖
一
。
若
二
是
力
量
気
晩
一
、
如
何
尽
同
得
。
後
儒
只
在
二

分
両
上
一
較
量
・
所
以
流
入
二
功
利
一
・
若
除
祠
去
ｌ
了
比
．
較
分
両
一
的
心
上
、

各
人
儘
著
二
自
己
力
量
精
神
一
、
只
在
下
此
心
純
二
天
理
一
上
上
用
し
功
、

即
人
人
自
有
二
箇
箇
円
成
一
」
（
同
、
第
一
○
八
条
）
・
ま
た
『
伝
習
録
』

巻
下
に
は
「
孔
子
気
晩
極
大
」
（
第
九
九
条
）
と
い
う
語
が
見
え
る
。

（
羽
）
同
じ
書
簡
に
は
も
う
一
点
、
朱
子
説
へ
の
疑
問
を
明
言
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
『
論
語
』
述
而
篇
の
「
子
不
レ
語
二
怪
力
乱
神
一
」
に

つ
い
て
朱
子
が
、
「
怪
異
、
勇
力
、
惇
乱
之
事
、
非
二
理
之
正
一
、
固

聖
入
所
し
不
し
語
。
鬼
神
、
造
化
之
迩
、
雛
し
非
一
一
不
正
一
、
然
非
二
窮
し

理
之
至
一
、
有
二
未
し
易
し
明
者
一
、
故
亦
不
一
一
輕
以
語
仁
人
也
」
（
『
論
語

集
注
』
）
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
、
鳩
巣
は
言
う
。
「
窃
に
集
註
此
説

に
疑
有
レ
之
候
。
此
章
の
神
は
、
怪
力
乱
神
と
同
じ
く
不
正
の
神
に

候
故
、
聖
人
御
語
り
不
し
被
し
成
候
。
若
造
化
の
通
と
見
候
は
Ｆ
、
聖

人
御
語
り
不
し
被
し
成
と
は
難
し
申
候
。
中
庸
鬼
神
の
章
、
又
は
祭
義

等
の
説
、
聖
人
成
程
御
語
被
レ
成
候
。
此
章
の
神
は
符
瑞
華
妖
の
類

を
可
レ
申
候
。
只
今
俗
の
符
水
祈
祷
ざ
た
類
に
て
御
座
候
。
是
も
元

来
天
地
鬼
神
の
余
波
変
じ
た
る
物
に
候
へ
共
、
既
に
邪
正
分
申
上
に

て
は
混
じ
難
く
候
」
。
不
正
な
鬼
神
の
存
在
に
つ
い
て
は
朱
子
も
「
忽

聞
二
鬼
哺
鬼
火
之
属
一
、
則
便
以
為
レ
怪
、
不
し
知
二
此
亦
造
化
之
迩
一
・

但
不
二
是
正
理
一
、
故
為
二
怪
異
こ
（
『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
第
一
九
条
）

と
説
い
て
い
る
。
た
だ
し
鳩
巣
の
場
合
、
こ
れ
を
「
造
化
の
通
」

（
自
然
の
営
み
の
軌
跡
）
で
は
な
い
も
の
と
し
て
区
別
す
る
点
で
朱

子
と
は
異
な
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
不
正
の
神
を
本
来
の
鬼
神
か
ら
切

り
離
し
て
考
え
、
そ
れ
が
独
自
の
存
在
意
義
を
持
っ
た
も
の
と
し
て

（
人
格
度
を
強
め
た
も
の
と
し
て
）
、
そ
の
不
正
の
性
格
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
鳩
巣
の
思
想
の
文
脈
に
お
い
て
こ
の

鬼
神
理
解
は
、
や
は
り
、
鬼
神
に
惑
わ
さ
れ
な
い
「
心
の
そ
こ
に
必

焚
ん
と
決
断
し
た
る
一
念
」
の
強
調
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
注

（
羽
）
参
照
。
鳩
巣
の
鬼
神
観
に
つ
い
て
は
、
拙
槁
「
室
鳩
巣
と
朱
子

学
・
鬼
神
」
（
玉
懸
博
之
編
『
日
本
思
想
史
Ｉ
そ
の
普
遍
と
特
殊
』

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
別
）
「
文
王
美
里
作
。
目
宵
音
号
、
其
凝
其
盲
、
耳
粛
粛
号
、
聰
不
レ

聞
レ
声
、
朝
不
二
日
出
一
号
、
夜
不
レ
見
二
月
与
昌
生
、
有
し
知
無
し
知
号
、

為
し
死
為
し
生
、
鳴
呼
臣
罪
当
し
誹
号
、
天
王
聖
明
」
（
「
拘
幽
操
」
、
日

本
思
想
大
系
『
山
崎
闇
斎
学
派
』
所
収
）
。

（
訓
）
「
礼
日
、
天
先
一
一
乎
地
一
、
君
先
二
乎
臣
一
・
其
義
一
也
。
坤
之
六
二
、

敬
以
直
し
内
、
大
学
之
至
善
、
臣
止
二
於
敬
一
。
誠
有
し
旨
哉
。
（
中
略
）

天
下
之
為
二
君
臣
一
者
定
突
」
（
山
崎
闇
斎
「
拘
幽
操
祓
」
、
同
右
所
収
）
・

闇
斎
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
君
臣
関
係
の
在
り
方
（
敬
）
が
問
題

な
の
で
あ
る
。
彼
は
「
天
先
二
乎
地
一
」
「
坤
之
六
二
、
敬
以
直
し
内
」

と
い
う
自
然
界
の
秩
序
を
も
と
に
し
て
、
「
君
先
二
乎
臣
一
」
「
大
学
之

至
善
、
臣
止
二
於
敬
一
」
と
い
う
人
間
界
の
秩
序
を
導
き
出
し
て
い
る
。

（
犯
）
『
補
遺
鳩
巣
文
集
』
巻
一
○
（
近
世
儒
家
文
集
集
成
一
三
所
収
）
・

（
銘
）
「
衛
有
二
七
子
之
母
一
、
不
し
能
し
安
二
其
室
一
。
而
其
子
作
し
詩
自
責

日
、
母
氏
聖
善
、
我
無
一
令
人
一
。
今
退
之
言
、
天
王
聖
明
、
臣
罪

当
し
誰
。
其
意
亦
如
レ
此
」
。

（
弘
）
『
政
談
』
巻
二
、
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
柤
棟
』
三
○
五
頁
、

三
二
～
三
一
四
頁
。
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（
虹
）
和
島
芳
男
『
昌
平
校
と
藩
学
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
二
年
）
六

七
～
六
八
頁
。

（
豹
）
日
本
思
想
大
系
『
貝
原
益
苛

（
伽
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
所
収
。

『
貝
原
益
軒

（
銘
）
「
重
固
問
目
朱
批
」
、
日
本
思
想
大
系
『
近
世
武
家
思
想
』
三
八

○
頁
。
な
お
佐
藤
直
方
に
つ
い
て
は
、
田
尻
祐
一
郎
「
二
つ
の
理
ｌ

闇
斎
学
派
の
普
遍
感
覚
」
（
思
想
第
七
六
六
号
、
一
九
八
八
年
）
、
同

「
赤
穂
事
件
と
佐
藤
直
方
の
「
理
」
」
（
日
本
思
想
史
研
究
第
一
八
号
、

（
訂
）
青
地
礼
幹
編
『
渡
新
秘
策
』
巻
七
、
「
伴
五
六
郎
・
稲
若
水
・

菅
真
静
之
儀
に
付
室
鳩
巣
来
状
」
正
徳
四
年
六
月
十
七
日
付
け
、
加

（
弱
）
同
巻
二
、
三
○
五
頁
、
一

（
郡
）
『
兼
山
秘
策
』
第
二
冊
、

経
済
叢
書
巻
二
、
二
五
八
頁
。

三

越
能
叢
書
所
収
。

一
九
八
六
年
）
参
照
。

・
室
鳩
巣
』
四
二
九
頁
。

○
七
頁
。
巻
四
、
四
三
五
頁
。

正
徳
三
年
五
月
二
十
四
日
条
、

（
東
北
大
学
助
手
）

日
本
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