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<島

..
崎

.峰

夫

近
世
農
政
思
想
の
：
^

を
試
み
づ
つ
あ
る
：わ
.た
く
し■は
、
三
田
学
会
雑
諸
第 

五
士
ー
卷
第
五
号(

昭
和
三
十
四
年
五
月
号

)

に
お
い
て
、
藤
田
幽
谷
ハ
安
永 

三
年
丨

文
政
九
年
•
ー
七
七
四
丨-八
ニ

六)

の

「

_

員
^

問」

を
申

心
に
、 

安
民
論
、
丁
巳
封
祺
、
丁
卯
封
事
等
に
琪
わ
れ
た
幽
谷
の
経
済
思
想
、
と
く
に 

農
政
に
関
す
るi

策
の
内
容
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
幽
谷
の
農 

政
思
想
は
幽
谷
が
生
存
し
て
い
た
時
代
の
国
内
的
及
び
11
際
的
諸
事
情
を1

 

と
し
、
直
接
に
は
水
戸
藩
の
藩
情
に■

さ
れ
つ
つ
形
成
さ
れ
.た
も
の
で
あ
っ 

て
、
そ
•の
持
つ
0

^

い
ち
じ
：る
しi

本
主
義
的
性
格
を
示
し
てぃ
た
事
実 

を
指
摘
し
、
幽
谷
の
思
想
の
歴
史
的
此
®

に
つ
.い
て
、
重
要
と
思
わ
れ
る
若
干 

の
点
を
i

し
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
幽
谷
の
経
世
策
に
お
い
で
論
ぜ
ら
れ
た 

主
張
は
支
那
の
儒
学
的
経
済*

祝
お
ょ
び
#

山
、
徂
徠
等
の
著
名
な
る
先
学
儒 

者
の
経
^

^
説
に
そ
の
根
源
と
根
拠
を
お
き
、.
そ
れ
ら
の
諸
学
説
ょ
り
多
太
の 

■

暗
话
と
ー1

を
，ァ
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
は
水
戸
義
公

近
世
農
政
思
想
の
一
考
察

以
来
の 

'

「

水
戸
学J

の「

実
^」

的
な
思
想
的
土
壌
に
よ
り
培
わ
れ
た
も
の
で 

あ
っ
た
。
_

ハ
ハ
ロ
の
思
想
ば
水
戸
«
が
直
面
し
て
い
た
財
政
経
済
上
の
諸
問
題
の 

解
決
を
直
接
の
目
標
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
水
^
罾
の
農
政
刷 

新
の
た
め
の
政
策
を
樹
立
し
、
.
そ
の
実
施
を
要
請
し
た
幾
つ
か
の
献
策
の
中
に 

表
現
さ
れ
、.
と
く
に
I

i

,_.の
中
に
集
中
的
に
そ
の
内
容
を
現
わ
し
て

(

注
ニ〕

い
る
。.
す
で
に
速
べ
た
ご
と
く
、
幽
谷
の
思
想
は
、
当
時
の
儒
者
の
常
蜜
的
な 

思
想
と
漱
を
.1

，に
し
た
点
が
多
く
見
ら
れ
、
.そ
の
す
ベ
て
が
必
ず
し
も
彼
の
創 

見
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、し

か

し

、そ
こ
に
は
国
内
外
の
緊
急
事
を
前 

に
し
て
往
々
独
自
の
見
解
や
、g

に
適
切
な
る
指
摘
を
発
見
し
ぅ
る
の
で
あ 

る
。さ

て
、
わ
れ
わ
れ
が
幽
谷
の
思
想
を
検
討
し
た
場
合
、
幽
谷
が
献
策
し
た
種 

々
な
る
経
済
政
策
、
と
く
に

「

重

或

問」

に
あ
ら
わ
九
て
いる
経
済
論
策
は
、 

そ
の
根
本
に
お
い.て
：一
国
の
農
民
経
済
を
涵
養
し
、
財
政
を
充
実
す
る
こ
と
に 

よ
っ
て
、
;~
1
富
国
強
兵
1_
，
を
強
行
せん
.と

す

る

意
因
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
.い
た 

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
篇
に
お
い
て
当
時
の
対
外
交
渉
に
お
け
る

.「

攘
夷」

の

. 

一

(

九
三
五〕

.



実

行
^

§

不

離

な

る

関

聯

に

あ

う

た
.と
い

う

事

実

が

注

目

さ

る

べ

き

で

あ

ろ

'
- 

う

。

幽

谷

以

後

：
の

論

者

が

，

I.

層

明m

な

る

形
.を
と

っ

て

此

の

点

を

論

ず

る

に

至

' 

っ
た
の
は

、

幽

谷

の̂

代

よ

り

さ

ら

，に

時

代

が

推

移

し

、

対

外

関

係

の

も

つ
.：

比
 

重

が1

層

重

要

と&
り

、
.そ
れ

を

解

決

す

る

た

め

に

、
：
国

内

諸

問

題

の

変

革

が
 

緊

急

事

と

し

て

現

実

の

政

治

的

課

題

と

な

？
て

現

わ

れ

て

来

た

こ

.と
に

よ

っ.■
た
 

の

で

あ

る

。.そ
れ

故

、
：
幽

谷

の

思

想

を

継

承

し

た

人

々

が

根

本

に

ぉ

ぃ

て

は

幽
 

谷

の

思

想

を

う

け

つ

づ

も

、

さ

ら

に

新

し

.い
展

開

を

試

み

、

異

な

っ

た

f

度

か
 

ら

.の
理

論

化

と

実

践

の

た

..め

の

施

策

を

献

じ

る

に

至

ッ

た

の

は

当

然

な

事

と

い
 

.わ
ね

ば

な

ら

な

い

で

：あ

ろ

う

。

 

•

幽
谷
は
、
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る「

俗
儒
曲
学」

の
徒
を
排
撃
し 

つ
つ
、「

豸
申」

を
11
道
し
、
多
く
の
先
学
の
思
想
に
影
響
さ
れ
つ
つ
も
一
家 

の
見
識
を
持
ち
、「

水
一
尸
学」

を
確
固
た
る
基
礎
の
上
に
i

し
た
人
物
で
あ 

っ
た
。
彼
は
一
方
政
治
家
と
し
て
雜
政
に
参
画
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
他
i

 

は
優
れ
た
学
者
と
し
て
、
.あ
る
い
は
教
育
者
と
し
て
活
躍
し
、
彼
の
学
識
と
人 

と
な
り
は
同
時
代
お
よ
び
彼
以
後
の
時
代
に
多
く
の
影
響
を
与
え
、.•藩
内
外
の 

人
々
に
多
大
の
感
化
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
。
と
く
に
胃
_
れ
入
と
_し
て
^
ヰ
蓮 

亭
、
弟
子
と
し
て
会
'f

志
、
子
息
た
る
藤
田
東
湖
及
び
藩
主
た
る
水
戸
烈
公
. 

等
の
人
々
の
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
、
彼
等
が
そ
の
経
世
策
を
樹
立
す
る
上 

に
、
幽
谷
の
思
想
は
深
く
作
用
し
、
そ
の
核
心
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
と
思
わ 

れ
る
。
幽
谷
の
思
想
は
水
戸
藤
の
他
の
多
く
の
学
者
、
お
よ
び
政
治
家
、「

さ
ら 

に
他
藤
の
学
者
、
政
治
家
に
、
大
な
り
小
な
り
の
影
響
を
与
え
た
。
か
く
て
、

幽
谷
の
懐
い
窜
齒
丨
経
世
策
は

、
' 
そ
の
一
同
僚
、
後
輩
に
よ
っ
て
継
承
せ
ら
れ

、

. 

そ
れ
ぞ
れ
異
な
；
っ
た
時
代
的
宣
風
の
中
で
、

'

極
め
て
急
迫.似

し

.た

国

内

外

の

時 

務
に
対
应
し
た
諸
献
衆
と
レ
て
、
形
を
変
え
て
再
現
せ
し
め
ら
れ
て
い
っ
た
の 

で

あ

る
？

.

.

'

時
代
は
刻
々
と
進
展
し
：つ
つ
あ
っ
た
。
.幽
谷
が
生
存
し
て
い
た
時
代
に
比
し 

て
、
天
保
度
に
入
る
と
、
国
内
的
に
も
、
国
際
的
に
も
、
事
情
が
急
変
し
つ
つ 

あ
っ
た
。，
そ
こ
に
は
新
し
い
時
代
に
即
し
た
新
し
い
諸
問
題
が
、
し
か
も
封
建 

社
会
の
基
礎
を
動
揺
せ
し
.む
る
よ
う
な
緊
急
な
問
題
が
増
発
し
て
き
た
。
' 国
内 

的
に
も
、
®
際
的
に
も
、
新
し
い
対
策
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
天 

保
度
に
入
る
と
、
国
内
的
に
は
、
吉
姓
一
揆
の
多
発
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
農
村 

の
矛
盾
は
：ま
す
ま
す
ふ
か
ま
り
、
政
治
的
に
は
大
塩
の
乱
を
一
'
つ
の
重
要
な
転 

機
と
し
て
、
慕
藉
体
制
の
苦
悩
は
一
渥
化
し
、
新
し
い
体
制
へ
の
齊
订
が
摸 

索
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
—

は
そ
の
解
決
策
、
建
直
し
案
と
し
て
水
野
に
よ 

る

「

天
保
の
改
革」

を
実
施
す
る
に
至
ら
た
し
、

#

®に
お
い
て
も
^
政
改
^
 

実
施
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
、
す
で
.に
実
施
に
及
ぶ
も
の
も
現
わ
れ
て
い
た
。
し 

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
改
革
の
も
つ
性
格
が
復
古
的
で
あ
り
、
反
動
的
で
あ 

っ
た
が
故
に
、
.直
ち
に
ご
の
危
機
を
双
^
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
水
戸 

藩

と

て
も

こ

の
例
外
で
は
な

く

、

あ
ら
ゆ
る
形
で
の
献
策
が
行
な
わ
れ
な
が
ら 

も
現
実
の
政
治
で
は
思
う
様
な
改
革
は
進
行
し
な
•か
っ
た
。
幽
谷
の
時
代
よ
り 

さ
ら
に
切
迫
し
だ
問
題
で
あ
り
、
当
時
藩
の
住
H
を
集
め
つ
つ
あ
っ
た
問
題
は 

対
外
関
係
の
処
置
、
す
な
わ
ち「

攘
夷」

で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
必
然
に
一 

藩
に
お
け
る「

富
国
強
兵J

へ
の
意
因
を
生
み
出
し
、
そ
のE

的
達
成
の
た
め

藩
内
体
制
の
整
備
を
行
な
い
、
さ
ら
に
体
制
整
備
の
基
礎
と
し
て
の
重
農
主
義 

的
農
政
改
尊
の
強
行
、
と
く
に
貧
富
懸
隔
を
調
和
す
る
た
め
の
諸
献
策
が
考
え 

ら
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
の
ご
と
く
、
政
治
、
経
済
理
論
が
一
.層
重
視
さ
れ
る 

結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ほ
ぼ
幽
谷
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
水
一
尸
雜
に
お
け
る
経
世
策
は
、
主
と
し
て 

藩
内
の
諸
問
題
を
政
治
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
そ
の
要
点
が
お
か
れ
、
ま
れ
に 

は
対
外
関
係
と
の
接
触
を
持
ち
つ
つ
藩
内
薩
題
が
論
ぜ
ら
れ
た
場
合
も
：あ
っ 

た
が
、そ
の
中
心
は
あ
く
ま
で
藤
内
の
そ
れ
に
あ
っ
た
。
-
Uか
る
に
、烈
公
時
代 

.に
入
る
と
、
対
内
お
よ
び
算
関
係
共
に
急
迫
し
、
そ
の
緊
張
の
度
を
増
し
、
 

そ
の
.た
め
の
論
議
が
1
層
活
発
と
な
っ
て
来
た
と
い
い
.え
よ
ぅ
0
全
般
的
に
.こ
，
 

れ
を
み
る
な
ら
ば
、.
.水
戸
藩
に
お
い
.て
こ
の
時
期
に
あ
ら
わ
れ
.た
対
外
関
係
の 

讓
論
は
S

5

論
と
し
て
お
実
し
た
。
S

5

の
思
想
は
、幽
谷
の
思
想
の 

中
に
す
で
.
.に
そ
の
.
.

.1,.

端
を
5
か
が
.ぅ
^
が
出
来
た
の
で
あ
^
-が
、
時
代
の
推
移 

と
共
に
そ
の
思
想
は
発
展
し
、
と
く
に
正
志
、
東
湖
等
に
よ
り
理
論
化
さ
れ
、：； 

や
が
て
尊
王
、
.尊
皇
思
想
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
ゥ
て
、
.新

し

い

.意

味

が

与

え 

ら

れ

つ

つ

「

尊

皇

^

夷1-
思
想
べ
と

展
開
し
て
行
っ
た
。
か
く
て
、
か
か
る
対 

外
関
係
の
処
理
、具
体
的
に
は「

攘
夷」

の
実
施
と
.の
内
的
関
聯
.に
お
い
て
、雜 

題(

国
内
問
®

を
取
り
上
げ
、
そ
の
基
調
と
し
て
重
農
主
義
の
高
調
、
さ 

ら
に
国
防
充
実
主
義
の
力
説
、
及
び
富
国
強
兵
の
た
め
の
政
教
刷
新
の
説
を
伴 

?
た
理
論
と
し
て
、
其
の
'後
の
.展
開
が
み
ら
れ
て
行
っ
た
0 
:換
言
す
れ
ば
幽 

谷
や
蓮
亭
ら
.の
.重
農
主
義
的
思
想
は
、
や
が
て
正
志
や
東
湖
に
よ
：っ
て
維
承
さ
.
、
 

れ
、
..：外
夷
に
対
す
る
国
防
の
基
礎
た
る
経
世
策
の
内
容
と
し
て
重
要
如
る
意
味

3£
世

農

政

思

想

の一

考
察

を
持

っ

て

行

っ

た

。
こ

の

よ

う

に

雜
内
の
弊
政
刷
新
を
行
な
うこ
と

に

よ

っ

て

、 

国
内
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
，
にT

脈
の
血
路
を
開
き
、
こ
れ
を
以.っ
て
攘
夷 

.

.の
実
行
が
は
じ
め
て
可
能
と
な.っ
.て
来
る
と
論
ず
るに
.至
っ
：た
。

こ
の
様
な
展 

M

を
'示
す
に
至
^
た
氷
芦
学
：の
議
論.に
は

ポ

ー

げ

一
藩
の
時
務
論
的
性
格
か
ら
、 

や
が
て
一
国
の
時
務
策
ど
じ
て
の
性
将
が
附
与
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
:

' 

.

'
 .一
.

.

:

.

.

:

.

V

 

(

注T
)
.

拙
稿「

近
世
：農
政
思
想
のt

考
察—

幽
、谷
の
場
合」

.(「

三
田
学
会
雑 

誌1

第
•五
十
一J

卷
第
五
号
所
S
 

- 

C

注
二
'

)

.
拙
稿「

同」
(

.ー
九
頁)

.

: 
ニ
;.

.

.

. 

\

.こ
ひ
小
論
に
お
い
て
は
、
幽
谷
の
農
政
思
想
の
#
察
の
あ
と
を
う
け
、
彼
の 

;\
思
想
を
継
承
し
た
人
々
の
思
想
が
検
討
さ
れ
る
。
幽
谷
の
思
想
を
継
承
し
た
水 

.
戸
薇
の
政
治
家
、
学
者
の
中
よ
り
、

と
り
あ
え
ず
幽
谷
と
同
時
代
人
で
あ
る 

，
岡

井

蓮

亭.

(

宝
暦
.元

年

丨

文

政

九

年

*
_
ー

 

七

五

：ー

——

1
..
:
<
1ー
六)

と

会

沢

正

志

，
 

■ •(

天
：明n

年
I
文
久m

年

.：
一
.七
八
：二
I

一
：
八
六
：

m
)
.

の
ニ
'名
を
，違
び
、
主
と 

し
：
て
彼
等
の
.農

政

思

想

を

対

象

と

1>
、
水
戸
藩
に
お
け
る
幽
谷
以
後
の
農
政
思 

想
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
：1と
寸
る
。
：蓮
亭
及
び
正
志
と
共
に
、
烈
公
、
.東
湖 

.

等
に
関
化
て
も
当
然
旁
察
が
加
え
：4
れ
ね
ば
な
ら
な
い

が

、

そ
れ
は
他
日
に
ゆ
.
 

ず
る
こ
.と

:^
し
て
、：烈
公
や
慕
吹
思
想
に
.つ
い
て
ば
必
要
に
疮
じ
、
蓮
亭
や 

正
志
を
論
^

^

>に
際
し
て
ふ
れ
た
.い
之

m
う

。

.

幽
谷
.と
ぼ
ぽ
時
代
，を
同
じ
ぐ
し
て
活
躍
し
允
人
々
の
中
に
小
宮
山
楓
軒
、
長

:
:
,
-
“
'
リ
：
 

■ 

’ 

,

H

(

九
三
七)
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久
保
赤
水
、
マ
：岡
井
蓮
亭
等
が

'
.い
.る
:.
°

概
括
讷
槔
ぃ
ぅ
な
ら
ば
、
，
幽
谷
酿
比
し

、
.： 

彼
等
の
思
想
は^

ち
じ
'る
.し
ぺ
み
お
：七
り
.が
；し
な
い
で:4
な
い
が
、
し
か
.上
彼 

::

等
は
各
々
ぞ
れ
相
当
の
見
識
を
持
ち
、

/

各
々
幽
翁
と
：は
異
な
っ
た
領
域

)

に
お
1>
. 

て
活
蹯
丨
龙
と
と
.
.を

見

雙
.
ズ
は
な
ら
な
い
。
#

等
6

農
政
思
想
雾
つ1>
て
：み：
' 一
 

:

る
と
.、
ト
幽
谷;0
悤
想
に
馨
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
が
多
く
、

>
冬

：の
所
論
に 

は
幽
洛
の
是
れ
と
軌
を
：一：
に
す
？

0

も
の
が
存
祛̂
て
い
：石.上
指
摘
す
る
'こ
と
が 

出
来
よ
ぅ0

小
宮
山
擷
奸/-(

明
和
三
年I

夭
保
十
：
一
年
，
1
ヽ
七
六
六1

1

八
四
；

0
.

)

は
.周

知
.の

ご
と
く
民
政
家
：と
し
：て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
：？：て：、彼
は
主
と
し 

て
地
方
に
関
す
る
古
来
の
.著

嘗
を
蒐
集
整
理
し
、へそ
.の

著
書
に
は
地
方
支
配
に
. 

必
耍
な
る
議
項
を
詳
細

.に
論
述
し
た
--
1農

政
座
右
1—
:が

あ
り
、
.

れ
は
農
政
；
 

に
関
す
る
故
亊
の
蒐
集
考
証
で

1
り
、
又
友
擬
夫
.と

：の
合
著
^

あ
る
，「

井
田

1

.
は

孟

子

の

井

昍

に

関

す

る

註

釈

、

考

証

を

主

と

し

た

も

の

で

、
：
と

も

に

.

. 

独

創

の

見

地

に

は

と

ぼ

し

い
0
し

か

し

、

彼

の

考

証

は

田

地

及

び

貨

幣

に

関

す

. 

る

名

称

、故

事

来

歴

な

，ど

の

研

究

に

は

必

要

欠

く

こ

と

.の
出

来

ぬ
i

の
：.で
'
あ 

る

が

、

農

政

思

想

の

面

に

お

い

て

は

特

記

す

べ

き

も

の

は

少

な

い

。

長

久

保

赤
 

水

_

(

享

保

ー1

年—

享

和

元

年
.
--
七

'1

七

I
:
:
一

八
P

V)

は

他

理

学

者

と

し

て、
' 

「

年

貢

考
-
1
.

「

礼

記

主

制

地

理

図■

，
等

の

著

述'が

あ

る

が

、

こ

れ

ら

は

支

那
' 

の

井
1-
1
1法
及

び

十

乂

那

古

代

の

制

度

を

主

と

し

て

研

姥

し

.た
も

の
"で

あ

り

、
'.
.
彼

の
 

政

治
^

^
想

と

し

て

：は

特

記

す

べ

き

も

の

は

少

な

い

0
:.

.岡
井
擊(M

暦
一
兀
年
丨
文
政
九
年
•■
•
•一
 

.七
五
一ー

1
A

一一
 

六)

は
楓1T

 

赤
水
忆
比
し
、
注
m

す
べ
き
見
識
を
持
ち
、「

制
適
論」

を
書
き
残
し
ー
て
い
：る
。

_

「

制
産
論J 

:

に
親
わ
れ
た
る
連
亭
の
根
本
思
想
は
幽
谷
の
そ
れ
に
影
響
を

う
け
、

,

'
四

(

九
三
6
.

.
1そ
の
所
論
に
：ば
幽
谷
と
軌
を
：|
:に
す
る
と
と
.ろ
が
あ
る
が
,
農
^

1
と
1>
て
は 

:法
目
す
^
き
も
の
の
-
-0
ヤ
あ
ろ
う
。
：蓮
苧
名
は
瑶
、逋
称
は
當
五
郎
、彼
の
父 

-兄
は
文
を
以
っ
'尤
#
松

鮮

に

仕

え

：た
が
：、
蓮

亭

-*
人
水
1尸
に
来
々
文
公
に
仕
う
。
 

寛
政
ホ
年
彰
_

:
に
久
り
養
教
授
と
な
0
た

:.
0
著

書

：に

拟

「

救

民

例」

、「

周 

官
図
説
^
が
あ
1'
_
;そ
の
主
著
は
当
時
の
社
^
|
済
問
題
を
検
討
し
て
文
公
に 

献
じ
^

「

制

藤

1

^
あ
る
。；
概
括
的
伫
こ
れ
を
み
る
な
ら
ば
、
蓮
亭
は
幽
谷 

と
同
撳(

：：
重

農

主

義

に

立

蝌

し

、

貧

農

保

讓

を

因

標

に

農

政

_

に

努
カ

し

た 

:%
;
の

で

、
：■の

主

張

：は

馨

=

水1

擧
の
流
れ
を
'う
け
■い
ち
じ
る
し
く
.：

「

実
学」 

の
ー
風
が
強1;
>
。「

制
産
論」

：を
中
心
に
蓮
亭
の
思
想
の
：
一
端
を
5
か
が
う
こ
と 

:と
す
る
:;
°;蓮
亭
は
.ま
ず「

制

霧

1
'の
序
：に
お
.い
て
、-
当
時
の
詞
人
、
儒
生
の 

非
を
痛
論
す
を
。
:す
な
わ
ち
、'「

詞
人
、
1«
:
事
を
池
_

し
自
ら
以
て
逋
と
な
す
。
 

儒
生
、
勢
利
を
絶
棄
じ
自
ら
以
て
清
と
ハI

ずj

と
。
か
か
る
文
人
、
儒
者
の
態 

度
は
蓮
亭
の
と
ら
ざ
る
と
こ
ろ

で

あ

つ
.て
、

止

む

を

え

ず

経® (

経
世
済
民=

 

政
治)

を
論
ず
る
は
、r

愚
、
未
だ
嘗
て
己
れ
を
修
め
ず
、
亦
経
済
を
言
ふ
は
、
 

亦
彼
の
固
な
る
を
疾
め
ば
.な
り
O
J
.と
い
う
と
こ
ろ
よ
り
来
て
い
る
.。

こ
こ
に 

も
蓮
亭
の「

実
学
.

T
」

の
気
風
を
う
か
が
う
こ
：と
が
出
来
る
。
，蓮

亭
が「

制
産 

論j

の
本
論
に
お
い
て
、
経
済
を
論
ず
る
に
及
び
、
採
用
し
た
そ
の
順
序
を
み 

谷
と
、
冻
ず
第j

に
彼
は
政
治
に
お
い

て

理
想
と
.な
る
社
会
の
範
を
古
代
に
と 

る
。
第
ー
.

£

そ

の

：
理

想

：
^

と

規

実

社

会

と

の

い

%
じ「

る

し

い
差

異

に

注ロ 

し

、
.第

三

に

眼

前

の

悪

し
#:
状

態

が

理

想

社

会

ょ

り

如

何

に

転

落

す

る

に

及

ん 

だ
か
の
根
因
を
史
的
に
考
察
す
る
。
最
後
に
こ
の
弊
害
を
除
き
、.
再
び
理
想
の 

,状
態
に
か
え
：す
た
め
の
対
策
を
論
じ
、
実
際
政
治
に
参

与

し

、
民
と
接
す
る
人

.々
に

良
き
人
を
得
る
か
い
な
か
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
.巻
を
と

じ

て
 

い
る
。

.

蓮
亭
が
理
想
と
あ
が
め
る
社
会
、
す
な
わ
ち
一
藩
の
政
治
改
革
が
志
尚
さ
れ 

るn
n

標
で
あ
る
社
会
の®

は
、
当
時
の
復
古
的
な
学
者
が
懐
く
思
想
と
ほ
ぽ 

軌
を
ー
に
し
て
、
古
代
支
那
の
唐
處w
ll
L

-
-s
、
舜
の
'時
代)

、
ニ
1
帝
三
王
の 

治

(

ニ
帝
と
は
堯
と
舜
、
，三
王
と
：は
夏
の
禹
王
、
殷
の
湯
王
、
周
の
文
武
ニ
王
、 

理
想
的
君
主
の
治
で
あ
る

)

で
あ
ら
て
、「

唐
虡
の
政
、

治
を
先
に
し
て
救
を 

後
に
す
、
教
乃
ち
入
り
易
し

」

と
い
う
1

で
あ
り
、
' 
そ
の
治
に
は
.つ
ね
に 

「

制」

が
あ
り
、
そ
の
結̂

「

民
其
の
上
に
親
し
む
こ
と
、
，
猶
ほ
手
の
頭
目
を 

.禅
ぐ
が
如
し」

で
あ
る
。
.か
か
る
理
想
の
社
会
状
態
は
：

「

豈
に
徒
に
賦
を
軽
く 

し
、
斂
を
薄
く
し
、
能
く
此
の
如
き
の
み
な
ら
ん
や

」

.と
、
そ
れ
.は
た
だ
単
に 

年
貢
.賦
役
を
軽
減
す
る
こ
と.か
ら
の
み
来
た
の
で
は
な.い
。
も
し
仮
に
年
貢
輕 

減
の
み
を
行
な
う
な
ら
ば
逆
の
結
果
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち

「

若
し
徒
に
.賦
を 

軽
く
し
傚
を
薄
く
し
、
民
の
産
を
制
せ
ざ
れ
ば
、

'
.則
ち
富
民
益
ぐ
富
み
、
貧
民 

益
ぐ
貧
し
く
、
上
日
に
斂
を
薄
く
し
て
、
民
日
に
困
衰
す

」

。

そ
こ
に
は
-「

民

. 

の
産
を
制
す
る」

と
い
う
.重
要
な
る
'一：施
策
が
あ

っ

た
か
.ら
で
あ
る
。F

制1
0

 

と
そ
蓮
亭
の
最
も
注
目
す
、

K

#.
政
策
の
一
つ
で
あマ
て

、

彼
の
著
書
の
.：
.
1

 

論
：

一

.の
名
の
出
る
所
以
で
も
，む.る
。
'
昔
は
産
を
制
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
結 

果
、'
各
た
そ
の
と
こ
ろ
に
応
じ
て
食
し
、
.農
商
自
ら
つ
と
め
て
生
活
す
る
に
及 

び
、
そ
の
間
に
寒
等
が
な
か-?
.た
。F

民
産
業
を
斉
し
く
す
れ
ば
、
；
賦
を
軽
や 

し
儉
を
苘
び
、.
以
て
こ
れ
を
當
ま
す
に
足
る

」

：と
い
う
有
様
で
あっ
てr

こ

れ

は
、
扉

の

妻

生

活

が

，露

的

に

、
単
純
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
商
品
’
貨

.ヽ

幣
経
済
.の
い
ち
じ
る
し
い
発
達
を
み
な
か
つ
た
と
こ
ろ
よ
り
、
こ
れ
を
制
す
る 

こ
と
が
容
易
に
出
来
た
状
態
を
意
味
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
後 

世
.に
至
り
、
社
会
組
織
が
複
雑
と
な
り
、
商
品
.，
貨
幣
経
済
が
発
達
し
、
原
始 

的
な
社
会
状
態
と
ほ
：ど
：遠
い
.社
会
に
な
る
に
及
ん
で
は
か
か
る
状
態
が
破
壊
さ 

れ
、「

産
を
制
せ
ず
、
民
^
ら
産
を
作
す」

る
に
.至
っ
た
。，
す
な
わ
ち
経
済
組 

.織
が
複
雑
と
な
り
、
居
の
各
々
は
^
れ
ぞ
れ
の
®

で
自
ら
働
く
こ
と
に
よ 

り
、
相
互
に
自
由
に
競
争
す
る
経

済

の

場

に

立

た

さ

れ

、

互

，に

相

争

ぅ

。

そ

の

. 

結
果
強
者
H
富
者
は
勝
ち
、
弱
者=

貧
者
は
打
ち
破
ら
れ
る
。
か
く
て
農
民
間 

に
^

っ
て
は
、富
あ
る
者
は
勝
者
と
な
り
土
地
を
手
中
に
集
め
太
地
主
と
な
0
、
 

又
商
人
は
物
価
の
高
低
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
り
富
.
財
の
支
配
者
と
な
る
。
 

土
地
を
集
め
、
富
を
積
む
こ
と
の
出
来
た
地
主
.，
富
商
は
益
ぐ
富
み
栄
え
、
こ 

れ
に
反
し
ノ
貧
し
き
者
は
益
ぐ
ぅ
ば
い
と
ら
れ
て
貧
者
と
な
り
、
両
者
間
の
階 

級
的
差
等
は
い
よ
い
よ
は
げ
し
い
も

の
と
な
る
に
至
る
。
か
か
る
窜
情
は
ナ
㈣ 

主
.
•富
商
に
は
甚
だ
好
都
合
で
あ
る
が
、
他
方
農
民
に
は
甚
だ
不
都
合
の
状
態 

で
あ
る
。•

こ
の
様
な
悪
し
き
状
態
と
'な
る
.に
：至

-?
た
の
は
、
ま
さ
に
後
世
産
を 

制
し
え
な
い
結
果
よ
り
生
じ
た
::
%
の
で
あ
る
と
蓮
亭
は
認
識
し
た
.の
.で
あ
る
。

か
.か
る
傾
向
を
さ
ら
に
：

1.

層
促
進
す
る
も
の
に「

田
わ
け」

"

「

田
地
分
割」

が
あ
る
。
零
細
な
る
生
地
所
有
者
が
土
地
を
分
け
、
益

$

零
細
と
な
；
<
5に
及
ん 

で
、,
耕
作
の
：み
に
よ
^
,
.て
览
生
活
を
維
游
相
来
ぬ
凌
ヤ
に
零
細
化
が
進
公
。
か 

く
て
、

f
f
j

の
，
結

果

は

貧

困

な

.
る
農
民
は.他
人
の
土
地
：を
賃
借
し
、
小
作
す
る
小 

作
人
に
鬼
落
せ
ざ
洚
を
克
な
ぃ
プ
層
彳
此
め
如
べ
貧
ハ

/

十
家
に
尤
て
九
、
皆.
 

是
れ
他
家
め
阳
を
耕
す
.
1、
：.乜
か
兔
小
作
人
の
：負
担
は
益
た
重
ぃ
。
^
太
凡
他
家

近
世
農
政
思
想
の一

考
察 

：…

V
 

.

五

(

九
5

九〕



の
十
を
耕
し
、
田
主
に一
一三
を
納
る
。
今
五
公
五
民
め
地
、

u

を
加
べ
て
七
と 

な
す
。.況
ん
や
七
公
三
民
を
や
、
小
民
何
ぞ
食
す
る
こ
と
あ
ら
ん

J

と
い
ぅ
^
 

様
で
あ
る
。

T.

水
旱
蝗
疫
の
歲
に
逢
へ
ば
、

必
ず
田
主
の
財
を
貸
り
、
：息
：を
加 

へ
て
之
：を
納
む
。
先
貸
未
だ
了
ら
ず
、
.
後
貸
再
び
之
に
重
さ
な
る
。
其
息
実
に 

幾
許
ぞ
。

」

'益
た
貧
者
の
貧
を
増
す
所
以
で
あ
る
。

こ
こ
で
蓮
亭
が
貧
困
第
一 

の
因
と
し
て
あ
げ
た
の
は
土
地
制
度
、
す
な
わ
ち
地
主
.に
よ
る
土
地
集
積
と
小 

作
制
に
よ
る
撺
取
と
で
あ
る
。
貧
困
第
二
の
因
と
し
て
..

「

豪
商
の
権」

を
蓮
亭 

は
認
識
し
た
。
商

人

は「

分
粟
の
直
を
低
昂
す

」

。
商
人
こ
そ
物
価
の
高
低
を 

十
乂
配
し
、
ま
ず
農
民
の
生
産
す
る
米
粟
を
安
値
に
貿
取
り
、
し
か
る
後
：に
之
を 

高
値
に
他
べ
売
却
し
、
謹

を

独

占

す

る

。
そ
の
結
果
は

「

其
の
勢
、
■
富
者
は 

益
ぐ
富
に
し
て
、
貧
者
は
益
ぐ
貧
な
り

」

で
あ
る
。
.農
民
に
の
み
悲
慘
な
状
態 

が
残
る
。「

烈
女
駅
路
の
娼
と.な
り
、

悪
少
之
を
玩
弄
す
。

孝
子
馬
前
の
卒
と 

な
り
、
食
吏
之
を
鞭
駆
す
。
縄
戸
月
漏
れ
て
、
衰
老
無
席
の
賛
に
臥
す
。
：
艸
径 

霜
零
ち
て
、
癡
疾
向
陽
の
洞
に
蹲
る

」

_
と
。
か
く
の
如
き
状
態
に
お
い
て
は
質 

儉
の
励
行
も
民
を
富
ま
す
こ
と
が
出
来
ず
、
い
た
ず
ら
に
大
家
の
富
を
益
し

、
. 

賦
の
軽
減
も
ま
た
同
様
に
貧
者
の
救
済
と
な
ら
な
い
有
様
で
あ

っ
て

、

民
の
牧 

人
た
る
俗
吏
は
大
家
の
た
め
に
便
を
与
え
、
民
の
麗
を
顧
み
ず
、
大
家
よ
り 

の
貧
民
の
借
金
は
益
ぐ
大
家
を
富
裕
な
ら
し
め
る
。
か
か
る
事
情
が
存
在
す
る 

限
り
、.
賦
の
軽
減
も
、
カ
勉
も
、
.
余
田
を
分
'O'
こ
と
も
、
M

を
貸
す
こ
.と
も
、 

共
に
贫
民
を
救
ぅ
所
以
で
は
な
く
、
富
者
を
し
て
益
e

富
ま
し
む
る
結
果
と
な 

る
に
至
る
と
蓮
亭
は
論
じ
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
弊
が
社
会
に
存
在
す
る
時
、
こ
れ
よ
り
民
.を
救
済
せ
ん
と
す
る

に
は
、：
ま
ず
そ
の
弊
が
正
し
く
認
識
さ
れ
、
そ
れ
に
対

.し
V
I広
く
衆
智
衆
言
を 

尽
さ
し
む
石
様
に
政
治
が
あ
ら
た
め
ら
れ
れ
ば
、

r

若
審
ら
か
に
.其
の
勢
吃
導 

か
ば
、
窮
民
漸
く
休
す
べ
し

」

と
。
蓮
亭
.は
こ
こ
.で
彼
の
経
世
策
を
具
体
的
に
展 

開
す
る
。蓮

亭

は「

救
民
の
勢
、.似
し
て
其
の
：四
を
得
た
り

」

と
。r

⑴
富
者
勝 

を
好
む
。
級
を
以
て
富
に
换
ふ
、
，
積
み
て
能
く
散
ず
。
⑵
貧
者
利
を
好
む
。
利 

を
以
て
和
を
助
く
、
四
窮
自
ら
安
き
を
得
た
り
。
⑶
貧
者
財
を
借
る
。
之
を
貸 

し
て
息
.な
け
れ
ば
、
則
ち
産
を
失
は
ず
。
(4
)

富
者
カ
を
借
る
。
課
し
て
田
に
換 

■

ふ
、
へ
漸
く
田
を
斉
く
す
べ
し
。
1-
-
こ
の
四
策
を
蓮
亭
は
®

策

とし
て

考
え
た 

の
で
あ
る
。
ノ
 

•

第
一
は
民
の
欲
す
る
と
こ
ろ
の
官
、
禄
、
財
、
爵
の
う
ち
、
第
四
の
爵
を
富 

者
に
#

え
て
財
に
換
う
る
方
法
で
あ
る
。
級

c

位
階
；}
を
与
え
る
こ
と
に
■ょっ 

て
財
と
交
換
し
、
財
を
集
め
る
こ
七
は
、
富
者
自
身
が
財
を
持
ち
、
位
階
を
欲 

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
楽
し
み
て
こ
れ
を
為
す
と
い
う
、
こ
の
欲
望
を
利
用 

し
て
財
を
集
め
る
方
法.で
あ
る
。
し
か
し.こ
の
場
合
、
富
者
を
武
士
階
級
に
加 

え

る

，の
は
不
可
で
‘あ
っ

て
、
民
の
級
を
制
し
て
そ
れ
を
与
え
る
の
み
で
あ
る
。 

そ
こ
で
集
め
ら
れ
た
財
を
君
上
の
用
に
使
用
せ
ず
、
救
民
の
.た
め
に
使
用
す
る 

.
に
至
れ
ば
民
は
そ
の
政
治
を
謳
歌
す
る
。
か
く
て
、
級

(

位
階)

を
与
え
て
財 

を
集
め
、
又
土
地
を
分
た
し
め
れ
ば
、
地
主
、
豪
商
は
ょ
ろ
こ
ん
で
民
財
を
出 

し
、
民
田
を
分
つ
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
一
に
、
利
以
っ
て
民
利
を
導
くと
い

う
こ
と
は
、
級
を
与
え
て
得
た«
«
 

の
金
を
活
用
し
て
、1.苦
し
む
人
々
を
救
い
、
和
を
う
る
こ
と
.で
あ
る
。
.
老
い
た 

独
身
者
、
病
者
、
片
輪
者
、
孤
児
等
に
生
活
の
資
を
-#
え
、
又
近
隣
数
家
の
も

の
を
免
税
し
、
以
っ
て
鰊
媒
、
孤
独
の
人
を
養
わ
し
め
る
。
.

「

.利
を
以
て
其
の 

義
を
導
け
ば
、
教
へ
ず
し
て
是
に
和
す
。
若
し
能
く
富
民
の
財
を
正
し
、
以
て 

四
窮
の
沢
と
な
し
、
或
は
山
川
の
利
を
掇
り
て
、
以
て
宂
富
の
田
を
買
び
、
或 

は
民
の
罪
ぁ
る
者
は
身
を
収
め
て
富
家
の
役
と
な
1

、
f
f
lを
収
め
て
官
家
の
田 

と
な
す
。
漸
く
余
先
の
法
に
復
し
、
以
.て
四
窮
の
民
に
仮
す
。•
今
四
窮
の
人
を 

主
.と
.し
反
っ
て
其
.の
利
を
得
。
是
！̂

っ
て
義
に
導
く
。

」

と
。

.

第
三
、
一
兀
来
貧
民
は
生
活
に
窮
し
て
成
熟
す
る
以
前
に
米
穀
を
売
ら
ざ
る
を 

ぇ
^-
い
。
そ
こ
で
食
民
に
利
息
を
取
ら
ずし
て
金
品
を
貸
^
す
る
方
法
が
考
ぇ 

ら
れ
る
。
佘
冗
の
財
を
と
り
、

民
の
財
を
制
し
て
、
そ
れ
を
も
と
.に
貸
与
す 

る
。
具
体
的
に
はT

義
食
の
制」

(「

其
法
、
官
家
：の
倉
を
造
り
、
粟
を
買
ひ
、 

之
を
蓄
へ
、
水
旱
蝗
疾
の
歲
を
竣
ち
、
貸
を
出
し
以
て
民
を
脤
は
す
。
摩
穠
堅 

阜
の
歲
を
族
ち
、
息
を
少
く
し
て
之
を
納
め
し
め
、
官
他
に
粟
を
用
ひ
ず
、
吏 

其
の
間
に
兹
な
く
ん
ば
、
淛
く
其
の
息
を
積
み
、
息
粟
民
を
周
ね
く
す
る
に
足 

る
。
.乃
ち
其
息
を
止
め
、
唯
だ
厚
粟
の
数
を
猶
め
し
む

…
…
」
)

、
.及

び
i

 

の
食」

C

義
倉
の
制
と
同
趣
意
の
も
の
で
、

米
粟
を
廉
価
の
時
に
賈
い
、

相
当 

の
値
に
て
売
却
し
、
そ
の
得
た
利
益
を
蓄
積
し
、
'銭
幣
を
貧
し
い
農
民
に
貸
付 

け
、
そ
の
利
息
は
極
め
て
少
額
で
ぁ
る

)

、「

買
田
の
法」

ハi

か
ら
土
地
を 

買
い
て
官
有
と
な
し
、
貧
者
が
土
地
め
売
却
に
せ
ま
ら
机
た
時
こ
れ
を
救
い
、
：
 

遊
惰
無
頼
の
者
ょ
り
土
地
を
一
時
納
め
、
富
民
の
奉
公
人
と
し
、
、改
心
の
時
に 

返
却
す
る
。
か
く
て
小
作
農^-
少
な
く
し
、
自
作
農
を
維
持
する
こ

と

を
.一
つ 

のs
i

標
と
し
て
い
る)

の
策
を
あ
げ
て
いる
。

：
.

.

；

第
四
、
占
网
か
行
な
わ
れ
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
、
田
は
皆
富
者
の
有
と
な

.0
い

近
世
農
政
思
想
の
一
考
察 

、

貧
民
に
は
田
が
な
い
。
.
そ
れ
故
民
は
働
く
こ
と
が
出
来
ず
、
収
入
な
く
恶
事
.に 

走
る
は
必
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
貧
民
を
し
て
富
家
'に
服
役
せ
し
め
、
年
限
を
定 

め
"て
.働
か
せ
る
。
し
か
る
後
、|1
{

を
分
ち
て
貧
民
に
与
え
る
。
，
遊
惰
無
頼
の
者 

は
.年
限
を
定
め
、.力
量
：に
辟.じ
て
田
を
分
配
す
る
。
力
量
あ
り
勉
励
す
る
者
に 

は
ょ
り
多
く
の
田
を
支
給
す
る
。
，
か

く

て二
十
余
年
に
し
て
小
家
の
者
も
産
を 

な
す
'に
至
る
。
こ
の
，場
合
田
を
分
つ
富
者
に
は
級
.(

位
階)

を
以
っ
て
賞
す
る 

の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
も
ま
た
小
作
農
を
減
じ
、
自
作
農
を
増
加
せ
し
め
、
貧 

當
の
滕
隔
を
な
く
さ
ん
と
す
る
策
で
あ
る
。

‘

最
後
にT

凡
そ
是
の
四
つ
の
者
は
、
益
と
な
り
、
害
と
な
る
、
亦
其
の
執
行 

め
人
：に
在
り
。

」

と
い
う
見
地
ょ
り
、

具
体
的
に
右
：の

四

策

に

関

与

し

実 

行
.に
移
す
と
こ
ろ
の
地
方
小
役
人
、
：
里
正
の
人
の
選
出
を
慎
重
に
す
ノ
、へ
き
こ
.と 

を
い
う
。.
民
の
声
を
聞
き
、'徳
あ
る
人
を
.選
び
出
す
方
法
と
し
て

「

贿
項
の
篇」 

.

(

竹
で
■つ
く
っ
た
文
書.を
入
れ
る
小
箱
、

投
票
箱

)

.を
も
う
け
て
民
意
を
得
る 

こ

.>
に
.注
意
す
べ
き
で
あ
る。

.

.

.

:

以
上
、
蓮
亭
の
思
想
を

「

制
産
論」

を
中
心
に
：概
括
し.て
来
た
の
で
あ
る
が
、

一
そ
の
策
め
実
施
は"
な
か
.な
か
容
易
の
業
で
は
な
く
、
そ
れ
を
徹
底
し
て
実
行 

.す
る
.に
及
べ
.ば
封
建
制
そ
の
も.の
，.の
存
在
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
展
開
す
る
性 

.質
を
持
っ
て
い
た
。
又
、
蓮
亭
が
、
現
実
の
社
会
の
悪
弊
と
し
て
指
摘
し
た
地 

主
丨
小
作
制
の
形
成•
発
展
と
、
商
人
：が
権
勢
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
.根
本
的 

に
は

「

米
遺
い
経
済」

.が

、
'中
期
以
降「

銭
遺
い
の
罾
罾」

に
ま
り
つ
つ
あ
っ 

た
こ
と
か
結
果
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
お
く
れ
た
地
帯
に
お
い
て
す
ら
、
農
民 

が
.！
：等
が
の
形
で
小
商
品
生
產
に
参
与
し
、
銭
を
中
心
と
す
る
生
活
に
移
り
つ
：
 

.
V 

• 

七
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つ
あ
っ
た
こ

と

の
結
果
と
し
て
農
村
内
部
の
貧
富
の
魅
隔
の
翁
坐
.
深
化
が
進

み
€

^
っ
た
こ
と
：の

認

識

で

も

あ

：：っ
た

€>
で
あ
厶
。

..

■
'.
,

.

 
.

.

.

 

.

■■
.

,

 

.
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-

 

,

 

.

.

',
■:

C

注 
一0" 

'
.
岡
并
蓮
亭「
制
靡
論
.

一( ：

.は「

日
本
経
済
大
典
1_
-
-第
：四
：十
：
八

卷

に

あ

り

、 

原
文
は
漠
文
で
あ
る
。
な
ぉ
高
須
'芳
次
郎
縞「

水
芦
学
大
系」

第
|ー8
:に
は
、

.,
読
下
し
文
に
改
め
た

-1
制
産
論」

が
お
さ
め
.ら
れ
て
い
る

。
.-
':

(

注
3

.
|»
1
井
■
亭

5

産
論
1~
白
水
芦
学
大
系
し
へ
第
三
卷)

：

三

九

〇

頁

？
.
原

:

文
は
漢
文
で
あ
る
。
.以
下
の
.引
用
は
.

「
水
戸
学
大
系
：

J

第
三
巻
に
よ
る
。

.

•

.
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.

.

.

.
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.
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三

.

ソ

ン

：
'
.

会

沢

正

忠(

天
明1

一
年
丨
文
久
三
：年
•
—*
七
八
ニ
丨
ー
/\
六
三
>
.

(

は
藤
田
東 

湖

C

文
化
三
年—

安
政
一1

年

：
一
八
0

六—

1
/\
2£
-$
と
共
に
、
師
藤
田
幽 

谷
の
思
想
に
よ
っ
て
多
く
の̂

と
感
化
を
ぅ
け
、
実
践
に
お
い
て
、
,ま
た
理 

. 
'論
に
お
い
て
、.は
な
ば
な
し
い
活
蹯
を
し
た
顏
の'一
偉
人
で
あ
る
。
正
志
は 

常
陸
国
久
慈
郡
諸
沢
村
の
出
身
で
、
名
は
安
、
字
は
伯
民
、
通
称
は
恒
葳
と
い 

い
、
正

志

斉(

後
に
憩
.斉)

は
筆
名
で
あ
々
、.幼
少
か
ら
英
才
を
以
っ
て
知
ら.
 

れ
、
少
年
時
よ
り
幽
谷
に
師
事
し
、
，
そ
の
学
才
は
群
を
抜
い
て
い
た
と
い
.わ
れ 

た
。
正
志
は
師
幽
洛
の
推
薦'に
よ
り
彰
考
館
の
写
字
生
と
な
り
、
後
江
戸
に
出 

張
し
て
留
守
居
役
の
も
と.で
働
き
.、
，水
戸
に'か
.え
り
、
幽
士
.の
列
に
加
え
ら
れ 

諸
公
子
の
霞
に
任
ぜ
ら
れ
、
其
の
後̂
進
し
て
進
物
番
と
な
る
。
烈
公
が
藩.
 

主
と
な
る
に
及
び
、
正
志
は
抜
擢
さ
れ
て
郡
奉
行
、
通
事
、
調
役
と
な
り
、
彰 

考
館
総
裁
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
天
保
汁
一
年
正
志
は
弘
道
館
総
裁
と
な
り
、
小
姓

頭

に

任

ぜ

ら

れ

、
：：
禄
ー

1

亩

五

十
H
を

ぅ

け

た

が

、

天

保

十

一

：
年

烈

公

が

慕

府

か
 

ら

謹

衡

を

命

ぜ

ら

れ

る

と

、

.
正

志

は

致

仕

し

太

。

：

烈

«

が

再

び

萏

出

さ

れ

る

に
 

:及
び

、

正

志4'
:
再

び

烈

公

に

仕

え

弋

禄

百

五

十

石

を

ぅ

け

た

。
：
#

^

攘

夷

令
 

を

発

布

す

る

に

及

：び

、
ぺ

正

志

.は

.、-1
新

論」

七

篇

釔

書

き

卦

公

に

捧

呈

し

た

。

安

. 

政
一1 .

年

将

軍

家

定

が

隱

の

老

儒

を

召

見

し

た

時

七

十

四

歲

の

正

志

も

そ

の

中
 

に

加

え

ち

れ

、

こ0'
時

に

芷

志

は

小

姓

頭

議

、
ふ

新

番

頭

を

命

ぜ

ら

れ

た

。

安
 

.政
四

年

雜

主

の

命

に

ょ

り

弘

道

館

の

学

則

の

制

定

の

た

め

力

を

尽

し

、

藩

主

の
 

も

と

に

あ
-?
て

、

敗

治

，'教
育

に

従

事

し

つ

，

.つ
あ

る

間

に

、

常

に

疋

志

は

著

述
 

に

氣

念

し

た

フ

彼

の

著

述

に

は

爿

新

論

」
「

下

学

靈

目

」
「

迪

S
扁」

T
7!
r
門

遺
 

範」
「

草

偃

和

言

」

：

「

退

食

閒

話

」

.等
が

あ

る

。..正
志

が

世

を

去

？
た

の

は

文

久
 

一
：
一

一

年

七

月

で

あ

り

、

時

に

八

十

一

一

歳

で

.
あ

マ
た
。
正

志

が

藩

内

外

にお
い
て
活 

躍

し

た

時

代

は

、

幽

谷

の

時

代

に

泌

し

、

社

会

経

済

な

ら

び

に

外

交

上

の

諸

問
 

，
題

が

は

る

か

に

急

迫

化

し

：つ

つ

あ

り

、

幕

雜

体

制

の

危

機

は

.

.

一
.

層

深

刻

な

も

の
 

と

な

：り

つつ
あ

っ
た
。
.そ
れ
双
、
IH
志

は

幽

谷

と.は
お

の

ず

か

ら

異

な

っ

た
^
 

角
ょ
り
、
当

時

の

時

務

に対
処
せ
ん

と

す
る
諸
方
策
を
樹
立•
献

言

す

る

とこ 

ろ
が
あ

っ

た

。

と

く

に

、正
志
，の
思
想
を
考
察
す
る
場
合
、
，東
湖
の
場
合
と
同 

様
に
、
水
戸
学

を
貫
き
、
.や

が

て

幽

谷

に

お

い

て
'や
や
明

白

な

る
形
を
と
っ
て 

現
わ
れ
る
に
至

っ

た「

攘

夷」

の
理

論

が

一

層理
論
化

さ

れ

、
実
践
と
密
接
に
：
 

結

び

つ

く

に

至.っ
た

こ

と

が

ま

ず

注

目

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

。

-:

正
志
の
艰
本
思
想
は
幽
谷
と
同
様
に
全
般
と
し
て
は

「

実
学」

の
唱
道
で
あ 

り
、
攘
夷
と
の
関
聯
に
お
い
て
政
治
の
核
心
を
民
生
経
済
の
安
定
に

お

く

。
こ

れ
 

■ら
の
政
策
を
支
え
る
と
こ
ろ
の
思
想
は
、

「

政
教
，

一

致」

で

あ

り

、「

■

政
一
致」

の
要
請
で
あ
っ
た
と
い
い
ぅ
る
。
彼
は
、
政
治
の
三
大
要
素
と
し
て
、
支
那
儒 

学
に
お
い
て
と
か
れ
て
い
る
経
済
原
則
と
し
て
の「

利
用
、
厚
生
、
正
罾」

の 

発
揮
を
重
祝
し
て
い
る
。
こ
れ
は
>ま
さ
に
幽
谷
の「

利
用
、
S

.
正
徳」

の 

三
大
徳E

を
そ
の
ま
ま
継
衆
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
旨
を
さ
ら
に
㈣
矹 

の
諸
班
実
に
あ
て
は
め
、
さ
ら
に
理
論
的
に
深
化
し
た
と
こ
ろ
に
い
ち
じ
る
し 

,
い
特
色
を
み
る
こa

j

が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
正
志
は
師
幽
谷
の
.「

庇 

'富

• 

教」

の
思
想
を
継
眾
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
徹
底
せ
し
め
て
行
◊
と
こ
ろ
に
政
治 

の
本
領
が
あ
る
と
•み
た
の
で
あ
る
が
、
正
志
の
湯
合
に
は
、
幽
谷
に
比
し
て
、
 

こ
れ
ら
の
政
治
の
本
領
を
支
え
、
そ
れ
を
貫
い
て
い
る
、
統
一
あ
る
根
本
原
埋 

へ
の
探
求
に
一
つ
の
焦
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
原
理 

は
儒
教
と
日
ホ
■

と
の
結
合
と
い
ぅ
形
を
と
っ
て
形
成
さ
.れ
て
行
っ
た
。
そ 

れ
故
、
IE
志
の
理
論
の
中
に
は
国
学
の
一
派
と
趣
を
同
じ
ぐ
す
る
点
が
存
在
し 

.て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
の
理
想
を
古
代
日
本
の
政
治
.に
求
め
、
そ
こ
に
お 

.
い
て
こ
そ
^

^
、
祭
政
が一

致
し
、
.政
治
の
理
想
が
実
現
し
て
い
た
も
の
と
み 

る
の
で
あ
っ
て
、
中
正
、
公
疋
の
政
治
は
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
政
治
に
求
め
ら 

れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
正
志
に
よ
れ
ば
、
■

「

時
勢
の
翌

と

「

邪
教
の
.害
1- 

と
に
よ
り
、
古
袋
会
め
理
想
.の
精
神
が
次
第
に
破
壊
せ
ら
れ
、：

つ
い
に
政
治 

は
腐
敗
、
：惰
落
し
、.眼

前

の

矛

盾

多

い

社

会

と

な

：
っ
た

:°
;
か

く

め

ど

と

く

、
.
.
正 

志
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
論
を
展
開
す
る
思
考
の
順
序
は
岡
^
蓮
亭
の 

.農
政
論

を

考

え

た

場

合

と

：同

様

に

、
ま

ず

理

想

の

：社

会

を

想

定

し

、
，
そ

の

理

想

. 

の
亂
会
が
如
何
が
る
‘_

で
、
，
如

何

な

る

歴

史

的

推

移

を

た

.ど

り

：つ
.
つ
崩
壊
し 

、た
力
そ
し
て
現
実
の
||
弊
多
ぃ
社
会
に
.至
.ら
.'.
た
.か

を

考

察

す

る

こ

.と

に

よ

七 て
、
そ
の
根
因
を
探
り
出
し
、
か
く
て
、
そ
の
根
因
に
対
痧
す
る
た
.め
の
時
務 

策
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
正
志
の
と
っ
た
矛
盾
克
服
の
方
法
は
、
い
ち
じ
る
し 

く
復
古
的
な
形
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
復
古
に
よ
り
.矛
盾
を
改
革
し
、
政̂

1
4

新 

へ
の
方
向
を
搮
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
貧
ズ
根
本
思
想
は
祭
政
一
致
、
政
教
一
致
に 

基
礎
を
お
く
復
古
的
思
想.で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
.て

「
神 

人

合
--
1-
の
思
想
が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
様
な
根
本
思
想
を
懐
き
つ 

つ
、
現
実
の
矛
盾
多
き
社
会
を
革
新
す
る
た
め
.に「

利
用
、
厚
生
、
正
徳

」

の
三
_ 

大
徳
目
を
発
現
す
る
疙
は
如
何
な
る
方
法
を
行
な
っ
た
ら
よ
い
.か
。
こ
れ
を
み 

る
た
め
に
、
わ
た
く
し
は
正
志
の—!
新
論」

に
現
わ
れ
た
思
耀
の
若
干
を
検
討
し
、 

正
志
が
'と
く
に
農
政
に
関
し
て
展
開
し
た
と
こ
ろ
の
諸
思
想
を
考
察
し
よ
ぅ
。

正
志
.は

「

新
論」

の
冒
頭
に
お
い
て
、

「

今
、

西
荒
蛮
夷
は
脛
足
の
賤
を
以 

て
、
四
海
を
奔
走
し
、
諸
国
を
蹂
■

し

、

P

視
M

履
、，
敢
て
上
.国
を
凌
駕
せ
ん 

と
如
お」

と
速
.ベ
、
.
' わ
が
国
が
ま
さ
：に
西
方
勢
力
の
来
寇
の
危
機
に
瀕
し
て
い 

る
.現
情
に
目
を
，む
け
る
。
こ
の̂
^
に
対
し
て
わ
が
国
は
如
何
に
処
し
た
ら
よ 

い
％

こ
こ
に「

s

を
著
わ
す
に
至
っ
た
正
志
ケ
目
的
が
あ
る
。
国
を
守 

る
所
以
の
道
はT

吾
が
治
化
洽
狹
し
、
風
俗
淳
美
に
し
て
、
上
下
義
を
守
り
、

.民
は

富

み

兵

は

足

り

、

強

寇

大

敵

と

雖

も

、

之

に

麻

じ

て

遺

算

な

か

ら

し

め

ば
 

:

則

ち

可

な
a
L_
で

あ

ヶ
>-
が

く

の
^
と

き
®

に

お

.
か

れ

て

い

る

と

ず

る

な

ら
 

ば

如
f

る

難

と

い

え

ど

も

避

く

事
M

来

る

：の

で

あ

る

が

、

現

実

の

諸

i

 

は

，こ

れ
.ど
氣

な

る

と

ー

と

：
は

が

は

だ

し

い

。

"そ

れ

故「

品

、

是

れ

を

以

て

慷

慨

し
 

ぃ

悲

憤

し

て

自

ら
.已
む

こ

と

あ

た

は

ず1—
.と
思

い

、
TH
志

.は

「

敢

て

国

家

の

宜

し
 

ぐ

恃

む
.べ
ぎ

所

の

者

」

_
を

陳

べ

ん

と

す

る

の

は
£.
こ

に

そ

の

理

自

が

あ

る

と
 

V

も

ミ

' 

- 

.

九

'(

九

四

三)

.

近

世

農

政

思

想

の

.

一

考
察



•い
ぅ
。
こ
の
様
な
意
図
で
、
し
か
も
外
交
問
題
に
よ
り
刺
戟
さ
れ
て
発
せ
ら
れ 

た
正
志
の
議
論
は
外
夷
の
来
襲
、
そ
れ
に
対
す
る

「

攘
夷」

の
強
行
、
さ
ら
に 

い
わ
ゆ
る「

富
国
強
兵」

.施
策
と
が
、
：
■
一
応
密
接
な
る
内
的
関
聯
を
"以
っ
て
結 

び
つ
け
ら
れ
て.い
る
。
さ
て
芷
志
が「

if
.

l̂—
に
お
い
て
主
に
論
ぜ
ん
と
す
る 

と
こ
ろ
の
項
目
は「一

.

に
日
く
国
体
。.
.

…
…

ニ
に
日
く
形
勢
。…

…

三
に
日
く
.
. 

虜
情
。…

…

四
に
日
く
守
禦
。…

…

五
に
日
く
長
計
。…

…

是
の
五
論
は
皆
、 

天
の
定
ま
っ
て
、
而
し
て
後
に
人
に
勝
つ
こ
と
を
祈
る
所
以
の
も
の

」

で
あ
づ 

た
。
正
志
は
国
体
以
下
の
項
目
を
次
々
に

「
ir
_」

に
お
い
て
諭
及
す
る
の
で 

.
あ
る
が
、
今
こ
こ
で.は
、
'そ
れ
ら
を
詳
述
す
る
こ.と
を
や
め
、
た
だ
正
志
の
経. 

世
策
、
就
^
€
政
に
関
ず
る
所
論
を
整
理
検
討
す
る
に
必
要
な
る
範
囲
に
と
ど 

め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
志
の
農
政
論
の
構
造
と
そ
の
性
格
の
一
端
を
み
る
こ
と 

と
^

る
o

ま
ず
正
志
は「

国
体」

.
を
論
ず
る
に

あ

た

り

、古
代
日
本
が
祭
政
一
致
を
以 

っ
.て
国
是
と
な
し
、.理
想
的
政
治
を
実
現
し
て
い
た
所
以
を
論
じ
、

「

夫
れ
、

㈣
 

■
聖
の
国
を
建
つ
る
や
、
此
の
如
く
そ
れ
固
し
。
：
沃
を
流
す
や
、

li
t
:の
如
く
其
れ
，
 

遠
し
1-
と
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
善
政
に
も
自
ら
弊
が
と

も

な

ぅ

。
，

「
<
H
K

 

れ
天
下
の
弊
は
、
指
を
屈
す
る
に
遑
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
概
し
て
之
を
論
ず
れ 

ば
、
其
の
大
端
は
ニ
あ
り
。

日
く
時
勢
^
変
な
り
。

邪
説
の
害
な
り
。

」

時
勢 

.の
変
と
邪
説
の
害
と
に
よ
り
わ
が
国
の
理
想
的
政
治
秩
序
は
混
乱
し
、
そ
の
弊 

害
は
.い
ち
じ
る
し
く
な
っ
た
。
そ

れ

故

r

枉
を
矯
め
、
廃
を
挙
げ
ん
と
欲
す
る

) 

に
.は
、
ニ
端
の
も
の
、
之
を
港
詳
せ
ざ
る
こ

と

を
得
ん
や」

と
。
ま

ず「

時
勢 

の
変」

で
あ
る
が
、「

大
祖
神
武
天
皇
は
既
に
天
下
を
矩
め
、
国
造
を
封
建
し
、

一
〇

(

九
四
四)

人
神
を
司
牧
せ
し
め
、.旧

族
•
出
家
、
悉
く
之
を
維
ぐ
に
名
位
を
以
て
し
、
而 

し
て
土
地
，
人
民
は
悉
く
朝
廷
に
帰
し
、
天
下
大
に
治
ま
る

」

と
い
ぅ
®

よ 

り
漸
次
変
転
し
、「

紀
綱
漸
く
她
み
、
或
は#

^
す
る者

.！

が
出
現
し
て
来
る 

事
情
を
正
志
は
史
的
に
考
察
し
た
。
眼
前
の
悪
弊
あ
る
社
会

(

江

戸
末
期
の
状 

態)

は
正
志
の
目
に「

然
れ
ど
も
昇
平
巳
に
久
し
け
れ
ば
、
則
ち
倦
怠
随
っ
て 

生
ず
'°
:
天
下
有
±

の
君
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
則
ち
逸
し
、
兇
荒
の
備
へ
な
け 

れ
ど
も
、
而
％
之
を
恤
ふ
る
な
く
、：
姦
民
の
横
行
す
る
も
、
.
而
も
之
を
禁
ず
る 

f

、
戎
狄
辺
を
伺
ふ
も
、
而
も
之
を
慮
る
こ
と
な
き
は
、

'
土

地

•
人
民
を
棄 

つ
る
な
り
。
天
下
の
士
民
は
唯
だ
利
を
こ
れ
計
り
、
忠
を
尽
し
、
嵐
を
竭
し
、 

以
て
国
家
を
謀
る
を
肯
ん
ぜ
，ず
、
怠
傲
放
肆
、
以
て
乃
祖
を
忝
し
む
る
は
、
.君 

親
を
遺
る
る
な
り
。
上M

-X
.々
、.
遺
棄
せ
ば
、
土

地
.
人
民
、
何
を
以
て
か
統 

I

し
、
而
し
て
国
体
は
そ
れ
何
を
以
て
か
維
持
せ
.ん
や」

と
映
じ
.た
の
で
あ
る
。 

か
か
る
事
情
が
そ
の
よ.っ
，て
来
る
と
こ
ろ
の
も
の
は

「

時
務
の
変j

で
あ
り
、 

そ

の「

^-
の
宜
し
く
革
む
べ
き
者
を
燕
に

」

す
る
こ
と
が
^
^
策
を
樹
立
す
る 

た
め
の
必
要
な
る
前
提
で
あ
る
。

次
':

に

「

邪
説
の
害」

.と
は
何
か
。
昔

は「

#
 

聖
、
既
に
神
道
を
以
て
教
を
設
く
。
民
心
を
輯
収
す
る
所
以
の
も
の
、
専
ら
一 

に
出
で
固
よ
り
成
規
あ
り
。
而
し
て
天
に
事
へ
、
先
を
祀
る
の
意
、.
之
を
後
世 

に
伝
へ
て
、
民
ゆ
本
を
報
じ
、
始
め
に
反
る
の
義
を
知
れ
り

」

で
.あ
り
、
fs
神 

帝
の
.時
、
—|
周
人
の
経
籍
を
得
て
之
を
夫
下
に
行
：ふ
。

其
の
書
は
、
：

.
堯

.'
舜
• 

周

，
孔
の
道
を
言
ふ

」

経
典
が
輸
入
せ
ら
れ
て
、

「

其
の
教
は
天
分
人
心
に
本 

づ
い
：て
、
忠
孝
を
明.ら
か
に
L1
、
以
て
帝
に
事
へ
、
先
を
祀
る
：

」

と
い
ぅ
事
情 

で
あ
？
た
。
し
か
し
其
ひ
後
の
時
代
の
推
移
に
従
ぃ
、
■い
ま
や「

異
端
邪
説
相

■
い
で
作
り
、
巫
觋
の
流
あ
り
、
i

の
法
あ
り
、
陋
儒
俗
学
あ
り
、
西
荒
耶
，
 

蘇
の
説
.あ
り
、
及
び
他
.の
化
を
淆
ら
し
、俗
を
傷
る
所
以
の
者
、枚
挙
に
勝
べ
ざ 

る」

有
様
と
な
っ
た
。
そ
の
い
ち
じ
る
し
ぎ
も
の
は
仏
法
の
害
で
あ
り
、
近
世 

の
陋
儒
俗
学
で
あ
り
、
異
国
人
の
邪
法〉

ハ
耶
蘇
の
法)

で
あ
り
、
'
.蘭
学
の
弊
で■ 

あ
る
と
.い
ぅ
。
と
く
に
最
近
時
に
お
け
る
蘭
学
者
の
害
毒
は
甚
だ
し
く
、
そ
れ 

に
よ
り
人
心
は
た
.
*ふ

ら

か

さ

れ

、
.
.
以

づ

_

て
国
を
あ

や

ふ
く
す
る
も

の

で

.

あ
る
。
 

か
く
て
芷
志
は
攘
夷
を
主
張
し
、
_

が
攘
夷
を
命
令
し
た
こ
と
に
組
す
る
の
. 

で
あ
る
。

'

右
に
み
て
来
た
ご
と
く
、
古
代
の
理
想
の
社
会
は
時
勢
の
変
や
邪
説
の
害
に
. 

よ
り
そ
こ
な
わ
れ
、
い
ま
や
社
会
は
そ
の
弊
に
つ
.つ
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
正
志
は 

こ
の
^
会
の
燕
弊
を
断
た
ん
.こ
と
を
願
い
、
そ
れ
を
苹
む
る
の
道
を
探
り
、
.そ 

の
方
策
を
樹
立
す
べ
き
こ
と
に
努
力
し
た
。
.

「

今
、
時
勢
の
変
や
、
邪
説
の
害 

や
、
天
下
其
の
弊
に
勝
へ
ず
と
雖
も
、
而
も
之
を
更
張
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
之
に 

処
す
る
所
以
の
方
、
何
如
を
顧
み
る
の
み」

上
。

.
：

■第
一
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
武
士
階
級
の
処
置
で
あ
り
、
そ
の
貧
困
を
解
決
. 

し
、.弱
化
を
喬
芷
す
る
こ
と
が
攘
夷
の
目
的
に
合
致
す
る
こ
.と
よ
り
、そ
の
悪
弊 

の
因
と
そ
の
^

m
を
論
ぜ
ん

と

し

た

。武

士

階

級

が

城

下

町

.に

居

住

ず

る

よ

ぅ
. 

に
な
っ
て
か
ら
発
生
し
で
来
た
諸
の
惡
弊
に
対
す
る
救
^

^
と
し
て「

武
士
土 

着」

の
必
要
を
論
じ
て
来
た
者
は
、熊
^
#
山
以
双
双
#
く

、

双
生
徂
徠
も
ま
た 

武
士
の
境
遇
を「

双
^」

と
対
比
し
て
兵
の
弱
化
を
患
え
て
土
着
を
主
張
し
て
. 

来
た
人
で
あ
'る
。
芷
志
も
ま
た
わ
が
国
の
兵
制
の
推
移
を
論
じ
、
.昔
は「

員
は 

地
着」

で
あ
.っ
た
が
、
其
の
後
兵
制
は
ニ
転1

一1転
し
、
徳
川
の
世
と
な
る
に
及

近
世
農
政
思
想
の
一
考
察

び「

天
下
の
膏
血
を
商
し
、
以
て
武
士
を
養
ふ」

，.鐘
に
至
っ
た
。
そ

の
^
双

、
. 

「

武
士
の
聚
ま
る
所
は
貨
財
も
亦
聚
る
。
貨
財
の
聚
ま
る
所
は
商
賈
も
亦
聚
る
。
 

商
賈
は
時
好
を
趨
ひ
、
花
利
を
逐i

、

珍
怪
、
奇
異
な
る
も
の
、
備
は
ら
ざ
る 

な
し
。：

猛
将
、；
勇ff

を
じ
'て
戦
伐
を
忘
れ
、
昇
平
を
楽
し
ま
し
む
る
所
以
は
、
 

固
よ
り
宜
し
く
是
の
如
く
な
る
-べ
し
と
雖
も
、
其
流
弊
に
至
っ
て
は
、
則
ち
潜 

奢
の
風
を
な
し
、
情
に
觸
れ
欲
に
従
ひ
、
礼
儀
を
知
ら
ず
。
故
に
富
み
て
教
な 

く
ば
、.■則
ち
驕
淫
、
蕩
佚
、
至
ら
ざ
る
所
な
、し
。
是
を
以
て
富
は
溢
れ
て
貧
を 

生
じ
.、
貧
と
弱
と
.は
相
依
る
。
貧
^
し
て
奢
れ
ば
、へ，則
ち
生
を
営
む
を
慮
る
0 

生
を
営
む
こ
と
.を
慮
れ
ば
、
則
ち
.貨
財
を
顧
る
.。
故
に
.贫
に
し
て
教
な
き
と
き 

は
、
則
ち
利
を
見
て
義
を
忘
る
。
是
を
以
て
上
下
交
々
利
を
征
り
て
、
復
た 

廉
恥
众
し
。
国
‘に
廉
恥
な
く
ば
、
則
ち
天
下
に
生
気
な
く
、，
而
し
て
弱
^
せ 

は
る」

と
0
か
か
る
形
勢
よ
り
武
士
は
次
第
に
寡
弱
と
な
り
、
よ
く
そ
の
任
に 

た
ぅ
る
こ
と
ば
出
来
.な
い
。
75
来

「

兵
は
地
を
守
る
所
以
に
し
て
、
地
は
兵
を 

養
ふ
所
以
な
り
。

兵
と
地
と
は
相
離
る
X
を

得

ず」

,0
こ

こ

に

武

士

を

地

に

か 

え
ず
方
策
を
生
む
の
で
あ
る
。
武
士
を
城
下
の
近
傍
に
居
住
せ
し
め
、
奉
公
人 

を
以
っ
で
耕
作
せ
し
め
.て
武
士
自
身
I

の
坐
.活
，を
営
む
か
、
あ
る
い
は
武
士 

を
遠
隔
の
.地
に
居
住
せ
し
め
、
平
常
無
事
の
時
は
学
文
講
武
に
i

し
、
非
常 

め
時
は
君
侧
に
貤
せ
参
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
居
所
の
.周
辺
の
農
民
の
労
働
力
を 

用
い
て
農
耕
に
従
事
せ
し
め
、
自
給
を
は
か
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
.
.共
に
、
武 

士
自
ら
耕
作
を
な
す
の
意
で
は
な
く
'>
農
民
の
労
働
カ
を
利
用
し
耕
作
せ
し
め

る

.^
世
的
農
業
経
営
の
在
り
方
を
理
想
と
し
て
想
定
し
て
い
る

も

の

の
ご
と
く 

で

あ

る

。：

1

一
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九
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:

-さ
：て
、
茁
志
：は
、
社
会
に
お
け
る
経
済
亊
情
に
着
目
し
、
富
、
生
産
、翼

、
 

貨
幣
、
物
価
等
に
.
.つ
い
て
論
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
：っ
■た
。
.
全

般

と

し

て

新

し

い

創 

見

と

は

い

い

え

な

い

が

、
経

済

論

と

し

て

法

意

さ

る

べ

：き

で

あ

ろ

ぅ

か

.。

ま
ず 

1
国
の
富
に
っ
い
.て
の
茁
忠
の
見
解
を
み
ょ
ぅ
。
3£
志
：は

「

其
の
富
な
る
も
の 

は
、
即
ち
天
地
の
富
に
因
る
な
り
。
後
世
に
至
り
て
は
：、
則
ち
天
下
の
富
は
稍 

稍
分
散
し
、：1

転

し

て

武

人

に

：移

り

、

又

、

.
転

じ

て

市

人

に

帰

す

。

而

し

て

天 

下
、
其
の
弊
を
受
く
る
所
以
の
者
は
枚
攀
に
勝
.へ
ず」

と
い
い
、
昔
は
：「

天
命 

を
畏
れ
て
地
力
を
尽
す
。
人
心
と
天
地
と
は
一
に
し
て
、
同
じ
く
其
の
富
を
突 

く
。」

有
様
で
.あ
っ
た
が
、
や
が
て
批
は
移
り
そ
の
富
を
利
す
.る
も
の
.が
現
わ
れ
. 

て
来
た
。
と
く
に
、
武
人
が
土
を
離
れ
て
生
活
す
る
時
代
に
至
る
と
、，
生
産
に 

従
^
す
る
者
を
減
じ
、
不
生
産
者
、
i

者
の
お
び
た
.だ
し
い
増
加
と
な
る
。

こ
こ
で
生
産
は
五
穀
の
生
産
を
主
と
す

る
農
の
み

が
‘念
頭
に
お

が
.れ
、
：他
は
す
 

ベ
て
不
生
産
的
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
エ
商
の
徒
、
間
民
、
僧
徒
、
乞
丐
の 

類
、
博
徒
、
巫
医
卜
筮
、
俳
優
、
雑
劇
、
さ
ら
に
米
穀
を
消
耗
す
る
も
の
と
し 

て
、
酒
、
餅
、，
餌
、
麫
の
類
、
四
方
の
運
輸
、
火
災
•
波

濤

に

ょ

る

損

害

、
.
さ 

ら

に

産

を

さ

ま

.た
げ
る
も
の
と
し
て
の
！̂

®
!、•
紅

•
西
.，
頭

，
梨

の

類

を 

も
あ
げ
る
。
か
く
て
年
々
の
^

^
産
は
豊
穣
で
は
な
い
が
、
し
か
し
天
下
に
は 

常
に
穀
が
多
い
と
い
ぅ
矛
盾
，に
众
や
む
。「

夫
れ
、

天
下
の
米
穀
は
、
未
だ
嘗 

て
多
か
ら
ず
。
而
も
甚
だ
多
き
が
如
き
者
は
、
其
の
勢
の
之
を
し
て
然
ら
し
む 

る
の
み」

。
芷
志
は
一
般
に「

物
は
散
じ
て
之
：を
各
所
に
.蔵

す

れ

ば

、
‘
其

の

勢 

は
多
し
と
雖
も
、
未
だ
其
の
甚
だ
多
き
を
見
る
こ
と
：あ
ら
ず
。
聚
め
て
之
を
一 

所
に
陳
ね
る
と
き
は
、
寡
し
と
雖
も
亦
、

き
が
如
き」

は
"|5
}
然

の

勢

で

-ぁ

一
ニ 
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'

る
と
み
て
、
こ
れ
が
規
实
の
農
村
と
都
市
の
間
、
米
穀
の
多
窩
に
そ
の
矛
盾
を 

あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
米
穀
多
く
と
も
万
家
が
こ
れ
を 

わ
け
で
蔵
ず
る
状
態
な
れ
ば
決
し
：て
米
戰
は
多
い
'と
い
う
現
象
を
あ
ら
わ
さ
ぬ 

:の
.で
あ
叙
が
、
武
士
が
城
下
に
あ
り
て
生
活
の
た
め
に
米
榖
：を
市
場
に
売
り
\ 

農
民
%■
ま
だ
奢
惰
で
あ
っ
て
砠
ほ
の
た
め
米
穀
を
市
場
に
売
る
0 
.か
く
て
米
穀 

'は
市
場
に
多
く
、
そ
れ
に
従
々
て
米
価
は
い
よ
い
：よ
下
¥

る
を
以
っ
て
、
よ
り 

多
く
の
米
穀
を
市
場
に
売
ら
ざ
る
を
え
ず
、
米
価
は
益
々
下
落
す
る
。
そ
の
た 

め
民
は
流
亡
し
、
地
は
耕
作
さ
れ
ず
に
放
棄
さ
れ
る
が
、;
年

貢

は

減

少

せ

ず

、
、 

そ
の
た
め
ま
す
ま
す
多
く
の
米
穀
を
売
り
て
'、
農
村
に
は
全
く
米
穀
を
と
ど
め 

ず
、'
#会
に
の
み
米
穀
が
多
く
集
.ま
■る
結
果
と
な
る
。

し
力
し
':「

都
会
も
亦 

多
く
無
用
の
穀
を
儲
ふ
る
あ
た
.は
ず
。
故
に
^S

の
穀
と
雖
も
、
亦
以
て
都
会 

人
を
養
び
、
稍
々
余
り
知
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
、
'其
の
実
は
越
だ
多
か
ら
ざ
る 

な
り」

.。

.こ
の
様
な
有
様
は
、
.;
'
結
局
に
お
い
て
、

f

も
地
方
も
共
に
米
穀
不 

足
に
罟
し
む
実
情
で
•知
っ
て
、「

天
下
の
毂
は
未
だ
嘗
て
多
か
ら
ず
。
而
し
て
、
 

の
穀
も
亦
、
甚
だ
多
か
ら
ざ
る
な
り
0」

と
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
現
象 

は
米
穀
、
貨
幣
、物
価
の
関
係
に
よ
っ
：て
■一
層
複
雑
な
る
現
象
を
示
し
て
来
る
。
 

米
穀
の
価
低
き
と
百
物
の
価
甚
だ
貴
ぎ
.こ
と
.を
論
ず
る
。
斗
米
の
価
が
一
衣
服 

の
値
に
：あ
た
い
す
る
の
は
、
百
物
の
価
が
あ
ま
り
に
も
高
き
た
め
で
あ
る
。

一
 

婦
人
の
首
飾
が
中
農
一
.家
：の
産
に
あ
た
る
と
い
う
の
は
、
.「

こ
れ
百
物
の
皆
貴 

き
所
以
に
し
で
、
米
穀
の
独
り
膝
し
き
所
以
な
り
。.

」

と
い
う
と
こ
ろ
が
ら
来 

.る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に「

貨
^.
は
軽
重
を
権
る
所
以
な
り
。
物
多
け
れ
ば
則
ち 

i

く
し
.て
金
重
し
。
金
重
け
れ
ば
則
ち
、
其
の
数
は
寡
し
と
雖
も
亦
用
に
ラ 1

し
か
ら
ず」

と
い
い
、
貨
胳
数
量
説
的
説
明
を
加
え
て
い
る
。「

貨
幣
多
け
れ
_ 

ば
、
則
ち
百
物
は
輕
し
。
軽
け
れ
ば
則
ち
百
物
は
随
っ
て
重
しj

と
い
う
。
.貨 

幣
の
数
量
如
何
に
よ
っ
て
百
物
の
価
の
軽
重
が
生
じ
て
来
る
。
し
か
る
に
、
市 

井
の
人
、
.

H

商
の
徒
は
物
を
取
り
扱
い
、
百
物
が
い
よ
い
よ
重
く
な
.っ
て
貨
幣 

は
こ
れ
に
'比
し
て
輕
く
な
り
、
そ
れ
故
、
.貨
龄
は
価
値
が
低
い
た
め
に
多
く
出 

M

っ
て
い
て
も
芝
し
き
が
.ご
と
き
有
様
と
な
る
:0
か
く
百
貨
を
衩
り
扱
い
、
：貨 

幣
の
価
値
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
市
井
の
人
は
益
ぐ
富
を
蓄
積
し
、
金
権
が
大 

い
に
そ
の
交
配
.の
権
を
ふ
る
い

、
.

他
！！；̂

者

の

出

費

は

莫

大

と

な

り

て

つ

い 

に

「

豸
双
、
有
士
の
入
と
雖
も
亦
、
給
を
富
人
に
仰
が
ざ
る
は
な
し
。
豪
蔡
大 

婿

、
貨

利

の

権

を

操

り

、

主

公

を

股
！#

の
上
に
愚
弄
す
。
是
に
於
い
て
か
天
下 

.の
富
は
遂
に
市
人
に
帰
せ
り
。」

と
。

か
べ
の
ご
と
き
^
情
は
ま
こ
と
に
う
れ 

う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
改
革
す
る
事
の
必
要
を
痛
感
し
.て
い
た
正
志
は
、
 

根
本
に
お
い
て
米
穀
の
自
t
I
E足
の
^

T

か
到
来
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。.

ま 

し
て
や
米
穀
を
輸
出
し
て
目
利
を
え
ん
と
す
る
者
を
制
し
、
民
が
米
穀
を
_
ら 

葳
す
る
事
の
出
来
る
よ
う
そ
の
対
策
を
適
当
な
ら
し
む
る
こ
と
を
主
張
ず
る
0

. 

「

今
、
民
を
し
て
之
を
蔵
せ
1
め
.ん
と
欲
せ
ば
、
.其
の
措
置
の
方
と
制
度
の
宜 

し
き
と
は
、
固
よ
り1

.に
し
て
足
ら
ず
。
苟
も
能
く
榖
の
宜
レ
く
海
内
に
蔵
む 

ベ
き
を
知
り
、
.然
る
後
に
挙
っ
て
之
を
行
は
づ
、
へ
措
置
、
制
度
の
事
機
に
適
ふ 

所
以
の
.者
は
、
得
て
施
す
べ
き
な
：り
、
穀
蔵
ま
る
所
あ

：っ
て
、
K

目
ま
ら
ざ
る 

と
き
は
、
則
ち
民
.に
恒
心
あ
り
、
民
に
恒
心
あ
り
て
後
、
.以
て
之
を
し
て
关
命 

を
畏
れ
、
地
力
を
尽
し
、
天
地
の
富
に
因
っ
て
> 
灾
祖
の
賜
を
受
け
し
む
べ
.き 

.
t

」

と
。近

世

農

政

思

想

の

一

考

察

.

正

志

は「

新
論」

下
に
お
い
て
、「

攘
夷」

の

実
施
を
根
底
に
お
き
、
如
何
に
 

へ 

し
.て

「

国
家
を
守
り
、：
兵
備
を
修
む
る
か

」

の

和
戦
の
.策
.を
論
ぜ
ん
と
す
る
®
す 

で
に
外
国
は
通
市
を
以.っ
て
我
に
.せ
ま
っ
て
来
て
い
る
が
、
通
市
の
害
を
知
っ

 

一
 

r

そ
れ
を
拒
否
し、
i

の

守
禦
の
策
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。そ
の
ヰ
■

の
策 

一' 

は

「

夫
れ
、
天
下
、
宜
し
べ
釐
革
す
べ
き
者
は
四
つ
あ
り
。

.其
の
一
に
日
く
、
 

I 

内
政
を
修
む
タ.其
のE

E

は
四
。

土
風
を
起
す
。

奢
靡
を
禁
ず
。

万
民
を
安
ん

 
|

 

ず
。
賢
才
を
挙
ぐ」

。
奢
靡
办
国
に
お
け
る
士
民
は
食
し
く
、
風
俗
は
こ
わ
れ
、

 

ヰ 

士
風
は
お
と
ろ
え
る0
:如
何
に
し
て
士
風
を
興
す
べ
き
で
あ
る
か
、

「

財
を
理
. 

『

 

め
、
辞
を
正
し
、
：入
る
を
量
り
て
出
づ
る
を
な
す
。

.，部
用
に
常
あ
り
、
尊
卑
に
 

f

 

分
あ
り
。
身
は
自
ら
群
下
に
棄
し
、
宮
壷
を
治
め
、
府
務
を
清
め
、
冗
官
を

 

- 

損
し
：、.
.煩
哿
を
除
き
、
土
木
玩
好
の
：費
を
省
く
1-
こ
と
を
根
本
に
、f

の

風
.

.
I

 

を
改
め
る
事
を¥

る
。
：
次
に
万
民
を
安
ん
ず
る
の
法
は
、

邊

は

.民
命
の
係

 

|

 

る
所
な
り
。
故
に.末
を
抑
へ
、
本
を
貴
び.、
産
を
制
し
、
織
を
頒
ち
、
時
に
使
 

.
I

 

ひ
、
潋
を
薄
う
し
、
田
里
を
均
し
う
し
、
兼
併
を
除
き
、
姦
民
を
去
り
、
罷

好'I 

を
懲
ら
し
、
撒
好
を
通
じ
、
患
難
を
恤
へ

 > 

其
の
什
伍
を
明
ら
か
に
し
て
±

に

 

I

 

保
を
教
ふ
。
富
庶
に
し
て
孝
弟
”
老
幼
孤
霖
を
し
て
ク
囊
す
す
る
所
あ
ら
し

 

I

 

む」

で
あ
っ
て
、
こ

也
は
古
人
の
論
ず
る.と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
.民

 

,

を
響
く
に
空
言
を
：以
フ
て

せ
ず
、
：実
_
を
以
っ
.て

す
る
必
要
を
さ
と
し
て

い 

0 

る
。
，V
Jの
安
民
は
正
志
の
創
見
に
か
か
名
も
の
で
は
な
く
、
当

時

の

学

者

の

と

=.
/
•

な

ぅ

る

と

，
こ
、
ろ

を

論

じ

た

も

Q

で

あ

る
。

' 

.

ぐF

其
の11.

其
日

く

。
：
軍

令

を

飾

4
-0
1;
:
其
の
：目
に
三
つ
あ
り
。
驕
兵
を
汰
し
。
 

兵
衆
を
増
し
、
訓
練
を
精
ぅ
す
る
な
り
。1-
具

体

的

に

.
強

兵

を

訓

練

す

る

原

則

.

.

.

二
一

 1
:(

九

四

七

)

'



を
論
じ
て
い
る
。

:「

其
の
三
に
日
く
、
邦
国
を
富
ま
す
。

」

人
君
は
お
お
.む
ね
怠
傲
驕
奢
に
し
て、
. 

誅
求
常
な
く
、
財
を
用
い
る
こ
と
制
な
く
し
て
、
以
っ
て
自
ら

.貧
困
を
致
す
こ' 

上
が
多
い
が
故
に
、
人
君
自
ら
め
ざ
め
、

「

土
風
を
興
し
、
奢
靡
を
禁
じ
、
百 

姓
を
安
ん
じ
、
賢
才
を
挙
げ
し
め
、
節
す
る
に
制
度
を
以
て
し
、
財
を
傷
ら
ず
、 

民
を
寄
せ
ず
:0
其
の
国
は
豈
に
富
み
、
且
つ
強
か
ら
、ざ
る
あ
ら
ん
や

」

と
。
さ 

ら
に
、
邦
国
が
貧
困
と.な
る
极
因
は
、'糴
驩
の
権
が
商
賈
に
あ
り
、
武
士
階
級 

は
そ
れ
に
依
存
す
る
。

一
般
物
価
は
高
騰
し
、
必
需
品
の
大
部
分
は
こ
れ
を
商 

賈
ょ
り
購
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
大
名
は
江
戸
に
居
住
し
、
民
も
ま
た 

故
郷
を
離
れ
、
農
を
捨.て
る
、
野
は
荒
廃
に
ま.が
さ
れ
る
。
か
く
て
貧
困
が
必 

然
に
来
る
之
い
ぅ
。
そ
れ
故
に
、

「

今
、
貧
を
転
じ
て
當
と
な
さ
ん
と
欲
せ
ば
、 

固
ょ
り
習
浴
に
拘
る
こ
と
を
得
ず
。
俗
以
て
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
と
な
し
て
、
廃 

せ
ざ
る
ベ
か
ら
さ
る
者
あ
り
、
以
て.必
ず
し
も
興
.さ
す
と
な
し
て
、.'興
さ
ざ
る 

ベ
か
ら
ざ
る
者
あ
り
。.斟
酌
損
益
、
虛
文
を
去
り
て
実
功
に
就
く
。
亦
、
英
雄 

の
時
を
相
她
脹
す
る
所
以
の
権
衡
な
り
。
1
-
と
い
ぅ
。

:
r

其
の
四
にm

く
、
守
備
を
班
つ
。

」

戦
時
を
予
想
し
て
そ
れ
ぞ
れ
守
備
の
位 

置
を
論
ず
る
と
共
に
、
：軍
備
を
論
ず
。
と
く
に

「

也
田
の
.制」

を
論
じ
、
'兵
士 

の
土
着
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
海
戦
を
論
じ
、
火
器
々
論
ず
。
こ
れ
ら
軍
備 

を
取
り
扱
っ
た
後
に
お
い
て
逭
志
は
、
と
く
に
軍
需
品
の
問
題
に
言
及
す
る

。
. 

不
瓛
の
変
に
応
ず
る
た
め
に
、
硝

黄•
膨
漆
.
•皮
革
•某
麻
等
水
土
の
.産
す
る
も 

.

の
を
諸
国
に
て
多
く
生
産
：せ
し
め
、
甲

胄

，
干
齒
‘
刀

剣
.
.槍

槊

，
弓

矢
•
銃

. 

職
等
人
工
，の
軍
備
品
を
常
に
そ
な
え
、
金_銀

，
銅

，
鉄•紛

.
錫

，
玉

-
石

•

一
 

四

(

九
四
八)

等
山
よ
り
産
す
る
も
の
を
不
必
要
な
る
利
用
に
ま
か
せ
ず
、
.凡
て
軍
用
を
第
一 

に
考
え
る
べ
き
こ
と
を
論
じ.、
；■金
銀
の
輸
出
を
禁
じ
、
実
用
に
益
な
き
方
面
で 

の
使
用
を
禁
じ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
最
も
貴
重
な
る
も
の
で

‘あ
.̂
の
は
、
米
穀 

で
あ
り
、
そ
れ
は
：

「

民
命
の
係
る
所
、
，軍
敗
に
あ
り
て
、
糧
食
、
こ
れ
よ
り
重 

き
は
な
し」

'で
あ
る
。
そ
れ
故
米
穀
を
蓄
積
す
る
た
め
に
は

「

其
の
本
業
を
務 

め
、
：米
穀
を
貴
び
、
之
を
民
に
蔵
し
、
之
を
国
に
儲
ふ
こ
と

」

.が

.必

要

で

あ 

る
。
か
く
て
淳
民
を
農
に
か
：え
し
、
_
米
の
他
用
途
に
転
ず
る
こ
と
を
禁
じ
、
水 

田
を
他
用
の
品
.を
植
付
け
農
を
妨
ぐ
る
こ
と
を
制
限
し
、
さ
ら
に「

常
平
の
食」 

「

平
準
の
器」

の
設
置
の
必
要
を
主
張
す
る
。.又
：「

義
新
の
倉」

の
制
を
お
こ 

す
。
.等

々「

凡
そ
是
の
如
き
の
類
、
古
今
の
経
制
に
各
々
宜
し
き
所
あ
り
、
能 

く
其
の
3
:荒
軍
旅
に
益
あ
る
者
を
撰
び
て
、
尽
く
之
を
行
へ
ば
、
嘉
穀
は
海
内 

に
盈
：溢
し
、
海
内
の7 6

気
は
、
以
て
餒
ぅ
る
か
か
る
べ
き
な
り

」

.と
。

.

.

.

.

.

.

.

. 

.
'

卜

■'
.

ノ 

.

,
,正
志
は
そ
の
思
想.に
お
い
て
、
：根
本
は
農
本
主
義
で
あ
り
、
商
工
階
級
に
対 

し

て

：
は

そ

の

弊

が

.あ
ま
り
■に
も
尤
な
る
が
如
く
目
に
映
じ
.て
来
た
と
こ
ろ
よ
り 

，
必

ず

し

も

正

当

に

フC
の
社
会
的
^

g

を
認
識
し
5

る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。 

む
し
ろ
天
下
の
金
権
を
支
掘
す
る
も
の
..と
し
て
.、
商
工
階
級
に
対
し
て
幾
分
か 

の
反
感
を
懐
き
、
そ
の
施
策
が
い
ち.じ
る
し
ぐ
農
本
主
義
的
と
な
っ
た
の
は
、 

正
志
の
恥
想
な
ら
び
に
そ
办
お
か
れ
た
事
情
よ
り
し
て
け
だ
し
当
然
の
事
で
あ 

っ
た
。
正
志
は
商
エ
階
級
が
か
く
金
権
を
支
鄱
し
、
そ
れ
に
よ
り
奢
侈
に
傾
く 

傾
向
に
あ
を
事
を
指
摘
じ
、
彼
の
経
済
論
は
多
分
に
筋
用
、
節
儉
を
主
張
す
る 

'
傾
向
無
し
と
し
な
い
：が
、
し
か
し
、，
そ
め
論
者
の
た
て
か
た
に
お
い
て
、
.
す
で

に
述
ベ
：た
ご
と
く
擬
夷
国
強
兵
丨
社
会
の
惡
弊
の
除
去
と
い
う
•一

 

聯
の
内 

的
結
合
を
見
出
し
う
る
点
に
お
い
て
注
H

す
べ
き
も
の
があ
り

、
彼
以
後
の
論 

者
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
も
の
と
い
.い
う
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
正 

志
に
お
い
て
も
、
民
政
を
統
制
す
る
方
法
と
し
て

「

周
記」

や

「

孟
子」

の
説 

を
利
用
し
、.雞
南
の
見
解
を
示
す
こ
と
少
な
く
、
そ
の
議
論
も
や
や
具
体
性 

を
欠
き
抽
象
性
に
な
が
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
の
現
実
の
政
治
経
済
に
そ 

れ
を
あ
て
は
め
、
神
道
と
の
思̂
g

び
つ
き
の
上
で
、
支
那
の
儒
教
的
要
素 

と
の
調
和
を
試
み
ん
と
し
た
こ
と
はV
幽
谷
と
自
ら
そ
ひ
行
方
を
異
に
し
た
。

近
世
農
政
思
想
の
.一
考
察

農
業
に
関
し
て
ば
一
層
具
体
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
方
向
は
、
さ
ら
に
展
開
せ
し 

め
ら
れ
る
と
一
種
の
精
神
論
に
惰
す
る
危
險
を
も
蔵
し
て
い
た
。

(

未

完

)

.(

法
一)

会
沢
蒙
著
，

「

新
論」

(

高
須
芳
次
.郎

編「

水
戸
学
全
集」
¥

i

、
 

会
沢
正
志
集)

Z1

K
。
以
下
の
引
用
は
特
別
の
注
が
，な
ぃ
1

り

す

べ

て「

新 

論」

ょ
り
の
引
用
で
あ
.る
が
、
'
引
用
頁
は
省
略
す
る
。

(

昭
和
三
四
年
九
月
二
十
日

)

五

(

九
四
九)


