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近
世
前
期
に
ぉ
け
る
経
世
済
民」

論
の
展
開

——

山
.

鹿素行の場合

——

■

:

島

崎

.

隆

夫

Q
. 

一
 

宇

ニ

「

儒
者」

，
の
発
也
と「

儒
教」

の
歴
史
的
評
価
に
つ
い
て 

,

三
近
世
前
期
に
お
け
る「

儒
者」

と
為
政
者
と
の
結
合
に
つ
い
て 

四
山
鹿
素
行
に
お
け
る「

経
世
済
民」

論
の
形
成 

五
む
す
び

.

ニ

序

(

注
1

)

わ
た
く
し
は
拙
論「

近
世
経
世
済
民
論
の
生
成
に
つ
い
て」

(「

三
田
学
会
雑
誌」

五
六
巻
九
号
、

一
九
六
三
年
九
月
号)

に
お
い
て
、

わ
が
国
に
お 

け

る

「

経
世
済
斑」

論
成
立
の
端
緒
を
検
討
し
、
そ
の
端
緒
期
と
し
て
ほ
ぼ
戦
国
期

—

近
世
初
期
の
時
代
を
取
り
上
げ
た
。

こ
の
時
期
は
、「

経 

済」

に
つ
い
て
の
思
想
が
、
旧
来
め
全
く
断
片
的
に
他
の
諸
思
想
と
相
混
淆
し
て
存
在
し
て
い
た
状
態
ょ
り
脱
却
さ
せ
ら
れ
、
識
者
に
ょ
り
意
識 

的
か
.

つ
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
.

一
方
で
は
中
世
以
来
の
社
会
に
は
す
で
に
変
質
が
み
ら
れ
、
と
く
に
農
村
に
お
け
る 

社
会
関
係
•

経
済
構
造
は
変
化
じ
、'
都
市
.

.

•

商
業
の
発
達
が
み
ら
れ
、‘
こ
れ
ら
に
と
も
な
：っ
て
政
始
権
力
機
構
の
存
在
形
態
も
変
化
を
と
げ
る
に
•
 

.

近
世
前
期
に
お
け
る
、
経
世
済
民」

論
の
展
開
.

一
：(

一
五
三)
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,

至
っ
た
ノ
こ
の
.

変
化
が
現
実
の
客
観
的
背
景
で
，あ

？
た
、が
、
.

，同
時
に
他
方
で
は
当
時
の
心
あ
る
人
々
.
-

—

^

知
識
人
層
の
懷
く
知
的
能
カ
、
知
的
態 

度
.

も
ま
た
変
質
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
は
都
市
を
中
心
と
す
る
文
化
の
発
展
が
交
通
の
発
展
と
と
も
に
地
方
に
：伝
播
し
、
地
方
文
化
の
発
嘎
に
刺
戟 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
促
進
す
る
上
に
禅
僧
に
よ
り
導
き
入
れ
ら
れ
、
独
自
の
発
展
を
示
し
た
禅
宗—

宗
学
の
演
じ
た
役
割
は
ま
こ
と
に 

重
要
で
.

あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
僧
侶
な
ら
び
に
治
者
階
級
と
1>
.

て
上
昇
し
つ
.

つ
：あ
:0

た
武
士
膚
の
悤
想
が
変
質
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
.
領 

主
層
は
領
国
支
配
の
た
め
の
ー
政
治
ぃ
の
在
り
方
に
反
省
を
加
え
、
h

政
治
1-
:

の
基
礎
.

に

「

経
済」

を
、
と
く
に
主
要
産
業
で
あ
る
農
業
と
、
そ
の 

担
い
手
で
あ
り
、
軍
兵
で
あ
る
農
民
へ
.

の
関
心
を
高
め
る
こ
と
で
、「

経
済」

を
位
置
づ
け
よ
ぅ
と
試
み
た
。

そ
れ
を
理
論
化
し
、

組
織
化
す
る

上
に
、
儒
学
的—

宗
学
的
思
想
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
も
.の
と
考
え
ら
れ
I

他
の
諸
思
想
の
混
淆
が
見
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が

_

こ
の
よ
ぅ
な
事
情
の
下
に
、
未
熟
で
あ
り
、
萌
芽
的
形
態
と
は
い
え
、
近

世

「

経
世
済
民」

論
の
原
型
と
も
い
わ
る
べ
き
も
の
が
生
成
し
て
来
た 

の
.

で
あ
っ
た
0

.

か
く
て
、.
わ
た
く
し
は
、
，
戦
国
期

—

近
世
初
期
の「

濃
政」

I

「

経
世
済
民」

論
の
萌
芽
に
見
ら
れ
た
性
格
と
そ
の
内
容
と
を
.検 

討
す
る
た
め
に
、

「

淸
良
記

——

親

民

鑑

月

集

」

を

，ー
.

素
材
之
し
て
取
り
上
_

'2)

さ

ら

に「

本
佐
録」

「

治
国
家
根
元」

を
対
象
と
し
て
近
世
初 

期
に
お
け
る
農
民
統
治
の
原
則
、
す
な
わ
ち
為
政
者
の
政
治
的
意
図
を
、
朱
子
学
が
主
張
す
る「

経
世
済
民」

論
思

想

と

の

関

連

を

中
心
と
し
て 

論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
、
ニ
の
事
例
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
、
わ
た
く
し
は
、
戦
国
切
I

s

lh

一
 

初

S

に
、
や
が
て
開
£
し 

て
行
く
と
こ
ろ
の「

経
世
済
段」

論
の
萌
芽
的
理
論
の
生
成
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
。、‘
こ
の
時̂

で
は
、中
|[
-

1

的
4

<

1

を
克
^

し
、
 

近
世
封
建
社
会
の
確
立
に
向
い
つ
つ
あ
っ
た
治
者
が
懐
い
た
政
治
的
意
図
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
諸
々
の
理
論
、
そ
れ
を
可
能 

な
ら
し
め
た
知
識
人
層
の
発
生
と
存
在
が
、
ま
ず
萌
芽
的
に
つ
か
み
-^

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
や
が
て
、
•こ
れ
ら
の
諸
関
係
ば
一
層
明
白
，な
る
核
を 

と
っ
て
結
合
し
、

そ
の
理
論
も
姐
織
化
さ
れ
、「

経
世
済
民」

論
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
時
代
が
や
が
て
到
来
し
た
の
で
あ

つ
た
。
 

.
I

:ノ 

'
 

:

. 

パ 

•

政
治
体
制
の
確
立
に
従
い
、
徳
川
幕
藩
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
政
治
支
配
の
原
理
を
探
究
、
深
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
炎
国

の
時
代
が
去
り
、
直
接
戦
闘
に
参
加
す
る
機
会
を
失
い
.

つ
つ
あ
？
た
武
±

.

層
に
.

と
っ
て
は
、.
'

民
の
支
配
が
士
の
，為
す
べ
き
重
要
な
任
務
と
し
て
念 

頭
に
の
ぼ
っ
て
来
た
。
さ
ら
に
、.
封
建
社
会
に
お
け
る
経
済
的
発
展
.

は

、
，
，
藉
»

.

諸

藩

.
武
士
層
を
し
て
政
治
権
カ
の
物
的
基
礎
の
強
化
の
必
要 

を
痛
感
せ
し
め
、
経
済
諸
現
象
に
つ
い
て
注
目
す
ベ
き
こ
.

と
を
教
え
つ
つ
あ
っ
た
。

' 

そ
の

M

と
は
、
'治
者
に
よ
り
政
治
理
論
を
樹
立
す
る
に
あ
た 

り
、
経
済
諸
現
象
に
対
し
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
‘

許
さ
な
く
な
っ
た
の
セ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
的
•

政
治
的
要
請
に
応
ず
る
者
と
し
て
、
儒
学 

に
よ
り
思
想
的
に
準
備
さ
れ
、
そ
の
#

富
な
政
治
知
識
を
蓄
積
し
、.
直
接
に
か
、
間
接
に
，か
政
治
理
論
丨
政
策
樹
立
に
参
与
せ
ん
と
自
己
の
理
論

を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
知
識
人
の
群
の
発
生
が
考
え
ら
れ
る
。
被
等
が
、
社
^

的

，
政
治
的
要
請
に
応
じ
、
現
実
の
眼
前
の
政
治
的•

経
済
的
諸
現

, 

.

象
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、

依
然
と
し
て
観
念
的
•

抽
象
的
論
議
を
く
り
か
え
す
こ
と
が
多
く
、

い
.

わ

ゆ

る「

経
済」

現
象
、「

財」

や「

民
政」 

に
つ
い
て
の
理
論
な
ど
に
.

は
旧
来
の
儒
書
に
見
出
さ
れ
る
議
論
の
引
用
、
そ
れ
の
く
り
'

か
え
し
に
す
ぎ
ぬ
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

時
が
経
過
す
る
に
従
い
、
直
接
か
つ
具
体
的
に
、「

経
済」

現
象
に
つ
い
ズ
観
察
を
加
え
、

そ
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
■

ろ
を
把
握
し
、

そ
れ
に
対
す 

る
政
策
を
樹
立
せ
ん
と
試
み
る
識
者
が
現
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
こ

こ

に「

経
世
済
民」

論
の
新
た
な
展
開
と
、
従
来
の
抽
象
的
理
論
に
か 

わ
る
よ
り
具
体
的
内
容
を
加
味
せ
ん
と
す
る
方
向
が
注
目
さ
れ
出
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

,

こ
の
小
論
に
お
い
て
は
.

、
ほ
ぼ
元
禄
以
前
.

の
時
代
に
限
定
し
、
.

幕

府
•

諸
藩
の
為
政
者
に
よ
り
.

そ
の
懐
く
知
的
才
能
.を
見
出
さ
れ
採
用
さ
れ 

る
に
及
び
、
直
接
的

•

具
体
的
に
政
治
理
論
.

政
策
樹
立
に
参
画
し
た
識
者
や
、
仕
官
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
野
に
あ
り
、
時
の
政
策
を
批
判
し
つ 

，つ
、
政

治
.

経
済
諸
問
題
に
対
し
一
理
論
を
主
張
し
た
知
識
人
の
群
の
発
生
と
活
躍
と
を
指
摘
し
、
彼
ら
の
思
想
と
そ
.の
政
治
的
行
動
に
み
ら
れ 

た
諸
特
徴
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
つ
.

つ
、
彼
等
の
知
的
活
動
の
中
に

r

経
世
済
民」

論
の
一
層
の
展
開
の
あ
と
を
探
り
、
そ
れ
を
推
進
し 

た
諸
要
素
を
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
検
討
の
素
材
と
し
て
'

林

羅

山

(

天
正
十1

年

，
一
五
八
三——

明
暦
三
年
，
一
六
五 

七)

、
山
鹿
素
行

(

元
和
八
年
•.一
六
二 

ニ
丨

—

貞
享
ニ
年
.

-

六
八
'

五)

お
よ
び
熊
沢
蕃
山
.

(

元
和
五
年
.

一.六
一
九

i

元
禄
四
年
.

一
六
九
f

)

3

の
三 

.

者
を
取
り
あ
げ
る
と
と
.

と
す
る
。
 

-

近
雇
前
期
に
ぉ
け
.

る
：

「

経
世
済
民
}

.

論
の
展
调
.
.
.
. 

，.三
.

'

(

I

.1L

五)

.



(

f

)

 

s

に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
近
世
経
世
済
民
論
を
生
成
せ
し
め
た
主
体
的
な
ら
び
に
.客
観
的
諸
条
件
を
中
心
に「

清
良
記—

親
民
鑑
月
集」

と 

「

本
佐
録」

「

治
僵
根
元」

を
素
材
と
し
て
、
検
討
が
加
え
レ
れ
た
。
.

本
論
に
.

超
い
て
.

は
経
世
済
民
論
を
さ
ら
に
展
開
せ
し
め
る
に
至
つ
ヒ
羞
ら
び 

に
客
観
的
諸
条
件
の
検
討
.

にその中心がおかれている。

.：

 

r

 

D

(

注
喜
古
島
敏
雄
氏
は「

日
本
農
学
史」

に
：お
，い
て「

淸
鹿
記」

U

ふ
く
ま
れ
て
い
る
農
政
と
農
業
技
術
と
の
不
可
分
の
状
態
が
、
や
が
て
分
離
、
独
立
し
て 

行
く
事
を
、
近
世
初
期
以
来
の
史
的
展
開
の
中
に
検
討
さ
れ
て
：い
る
。
こ
の
拙
論
で
は
、：
後
者
の
方
向
は
一
応
省
略
し
、
.主
と
し
て
前
者
、
農
^
が
展
開
し
た 

過
程
に
.

お
い
て「

経
世
済
民」

論
の
展
開
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。

(

f

)

熊
沢
茫
山
に
お
げ
る「
経
世
済
民」

の
展
開
は
、
紙
数
の
関
係
で
他
編
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
ぅ
。
蕃
山
と
、
素
行
と
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
思
相
S

歴
へ
思
想
形
成
の
過
程
：.■
思
想
内
容
、
政
治
的
ノ
社
翁
活
動
の
事
情
な
ど
、
い
ち
じ
る
し
い
費
の
あ
る
證
勿
論
で
.

あ
る
が
、
し
か
し
、
共
こ
元
禄
以
前

.

に
そ
の
活
動
の
場
を
持
ち
、
藩
主
と
関
係
を
も
ち
、

r

儒
者」

群
の
一
.

員
と
し
て
震
し
た
.

事
や
、
.共
に
弾
圧
を
ぅ
け
た
事
等
、
多
く
の
類
似
点
を
も
有
し
て

I

る
。
そ
れ
故
、
元
禄
以
前
に
お
け
る「
儒
者」

の
活
動
の
_

を
知
り
、
ぞ
の
演
じ
た
歴
史
的
役
割
と
、
•

「

経
世
済
民」

論
の
展
開
を
見
る
上
に
、
極
め
て 

重
要
な
る
ー
人
物
で
ぁ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
/'
。
 

——

ニ

「

儒者

」

の
発生と

「

儒教

」

の
歴史的評価に

つ
い
て

- 

. 

.

' 

. 

. 

.

「経
：；：：！

済

民」

論

の

生

成

丨

展

開

疆

を

検

討

す

る
場
合
、
わ
た
く
し
は
経
世
済
民
論
の
生
成
j

展
開
の
担
い
手
と
し
て
、
近
；

t
i
p

期

C
.お
い 

て」

治
者
の
周
辺
に「

知
識
人」

群
が
発
生
し
た
こ
と
に
注
目
し
、「

彼
等
が
直
接
に
政
治
に
参
与
し
え

た

か

否

か

を

問
は
ず
知
的
活
動
を
通
じ 

て
演
じ
た
役
割
を
ど
の
ょ
ぅ
に
評
価
す
る
か」

、
さ
ら
に「

彼
等
の
屋
が
形
成
さ
れ
知
的
活
動
を
行
ぅ
に
あ
た
り
て
儒
学
が
如

何

な

る

意

義

を 

有
し
て
い
.

た
か」

を
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

尾
藤
正
英
氏
は
近
業「

日
本
封
建
思
想
史」

： (

一
九
六
一
年
刊
.

•

青
木
書
店)

に
お
い
て
、
.故
津
田
左
右
吉
氏
の
見
解
を
批
判
摂
取
さ
れ
つ
つ
、
幕 

藩
体
制
の
原
®

と
朱
子
学
的
思
惟
と
の
内
的
麗
を
検
討
し
、
近
世
儒
学
研
究

Q

上
に
多
く
の
示
f

f

f

え
ら
れ
た
。
そ

こ
で
、

氏
は
少 

ベ
と
も
近
世
封
建
社
貪
想
を
論
ず
る
場
合
、
儒
学
の
持
っ
重
要
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
勿
論
当
を
え
ぬ
も

の

で

あ

る

が

、

し
か
し
な
が
ら
儒
学

が
果
し
た
歴
史
的
役
割
と
そ
の
意
義
の
評
価
に
対
し
て
は
、
今
日
ま
で
通
説
と
さ
れ
て
い
た
幾
つ
か
の
理
論
に
鋭
い
.

批
判
を
加
え
、1

十
分
西
検
討 

せ
ら
る
べ
き
も
の
の
あ
る
と
と
、
す
な
わ
ち
従
来
の
儒
学
研
究
に
見
ら
れ
た
重
要
な
欠
陥
を
指
摘
し
、
近
世
封
建
思
想
の
本
質
を
把
握
せ
ん
と
さ 

れ

た
,°

尾
藤
氏
の
研
，究
を
も
ふ
ま
え
て
、
わ
た
く
し
は
、
.

そ
れ
を
近
世「

経
世
済
民」

論
の
生
成

—

展
開
過
程
と
い
う
場
に
お

(

い
て)

、
若
干
の
検 

討
を
加
え
、
主
題
に
せ
ま
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
中
世
以
来
、
と
く
に
戦
国
期
よ
り
近
世
封
建
社
会
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
戦
国
大
名
、

の
ち
に
幕
府
お
よ
び
諸
藩
主
等
の 

治
者
階
級
は「

儒
者」

と
よ
ば
れ
る
知
識
入
.

を
、
政

治
•

教

育
•

文
書

V

事
務
等
の
仕
事
を
課
す
る
た
め
に
召
出
し
、
と
く
に
文
書
作
成
や
侍
講 

や
藩
士
の
教
育
に
従
布
さ
せ
る
こ
と
を
広
く
行
っ
て
い
た
。
今
日
ま
で
の
理
解
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
儒
者
は
近
世
封
建
社
会
の
成
立
途
上
に
あ
っ 

た
幕
藩
領
主
層
に
対
し
、

政
治
上
に
お
い
て
、
文
精
神
上
に
お
い
て
多
大
の
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、

彼
等
の
懐
い
て
か
た
思
想
の
中
心
_
 

を
形
成
し
て
い
た
も
の
が「

儒
学」

I

「

朱
子
学」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
政
治
•

倫
理
：，
精
神
上
に
お
け
る
原
理
の
源
と
な
り
、
諸
原
則
を
生
み 

出
す
母
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
担
い
手
こ
そ
知
識
人

—

儒
者
丨
朱
子
学
者
で
あ
っ
た
と
。
し
か
し
な
が
ら
、

一.部
の
論
者
は
よ
り
詳
細
な
る 

研
究
を
越
礎
に
こ
れ
ら
の
通
説
に
対
し
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
、
近
世
封
建
社
会
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、「

儒
者」

と
よ
ば
れ
る
知
識
人 

が
演
じ
た
政
治
的
•

精
神
的
.

役
割
に
つ
い
て
、‘

さ
ら
に
近
世
^

罾
思
想
に
占
め
：る
―

：

の
地
位
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
過
大
評
価
す
る
こ
と 

の
誤
謬
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
如
識
人
の
群
で
あ
る
-,

儒
者」

は
、
あ
る
地
位
を
近
世
初
期
に
お
い
て
.領
主
層
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
て
は 

い
た
が
、
■

そ
れ
は
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
た
直
接
政
治
の
中
核
に
参
画
し
う
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
.も
の
で 

も
な
か
っ
た
。.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
戦
国
大
名
の
場
合
に
お
い
て
も
、
幕
府
丨
将
軍
と
儒
者
の
関
係
に
お
い
て
も
、
ま
た
藩
主
と
儒
者
の
関
係 

に
お
い
て
も
、■
ほ
ぼ
大
同
小
異
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
家
康
と
、
家
康
が
天
下
を
掌
握
す
る
過
程
に
お
い
て
多
く
の
意
見 

を
聴
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
藤
原
惺
窩
や
、.

天
下
掌
握
後
幕
政
確
立
期
に
深
い
：関
連
が
あ

っ
た
と
い
，わ
.れ
る
林
羅
山
等
と
の
関
係
を
見
た
場
合
に 

も
、
こ
の
と
と
が
.

い
わ
れ
る
。
と
く
，に
羅
山
の
ご
と
き
.

は
、：
家
康
の
政
治
顧
問
と
い
う
が
如
き
重
要
な
：る
地
位
を
与
え
ら
.

れ
て
い
.

た
の
で
は
.な 

:

.

.

近
世
前
期
に
お
け
.

る；「

链世済民

」

論：
の
展
開
\
广

'

ぃ； 

'
五

(

一五七

)



く
.：
密
が
文
章
に
く
わ
し
く
故
事
を
熟
知
し
、ブ
博
義
記
$

識
が
評
価
さ
れ
、
、
_

:

を
担
当
さ
せ
ら
れ
た
'ま
で
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
.
.一.
'部

僧

羅

山

 

の
博
識
は
、
彼
を
し
て
寺
社
行
政
•

.

法
案
作
成
•

.

外
交
文
書
作
成
等
の
任
務
を
課
し
、
ま
た
：古

書

の

寬

集

，
出

版

に

従
事
せ
し
め
、

屢

を

于
b
 

■ 

-し
め
た
。
時
と
し
て
政
治
上
.

•

法
律
上
の
参
考
の
た
め
、'
ま

た

為

政

者

の

個

人
德

養

の
た
：
め
、

彼
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
特
別
に 

.思
想
的
§

蓮

役

割

寒

じ
た
も
の
と
謹

め

が

た
い
と
思
わ
れ
る
。
ず
で
參
摘
の
.あ
る
ご
と
く
、
為
政
者
と
僧
侶
と
の
結
合
は
中
出
以
来 

戦
国
期
ま
で
広
く
存
在
し
て
い
た
I

I

っ
.て
、
そ
れ
が
近
世
初
期
に
至

っ
て
も
継
承
さ
れ
た
.に
す
ぎ
ぬ
.

も
の
で
あ
.っ
た
。
家
康
の
場
合
も
こ 

れ
ら
と
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
：た
し
か
|

康
と
羅
仙
と
の
_

_

'

家
康
が
I

Q

I

方
針
を
樹
立
す
る
た
め
に
、
寰

を

直

簾

山
I

.

め
t

.

v

事

実

直

出

す
こ
と
は
I

の
ょ
ぅ
で
き
。
羅
^

，
い
て
い
た
思
想
上
の
立
場
そ
の
も
の
も
、
.幕
府
当
局
者
の
直
接
の
関
心
外
に
あ
っ
■た

も

の

と

い

ぶ

警

•：

教
化
の
面
に
お
い
て
も
、
 

也
の
役
割
に
い
ち
じ
る
し
く
高
い
評
f

与
え
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
て
、
：そ
れ
：は
将
軍
個

人

の

教
養
め
範
囲
•
嗜
好
の
領
域
に
I

 

も
の
.

と
考
え
ら
れ
、
羅
山
か
ら新

，
.3

い
政
策
原
理
，や
学
政
の
展
開
、
思
想
の
源
泉
を
直線

的
に
求
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
右
の
ご 

と
き
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
羅
山
の
墨
の
中
ょ
り
、「

経
世
済
民」
論
の
.

す
ぐ
れ
た
展
開
や
、：

狭

義

の「

経
済」

.現
象
に
つ
い
，5
^

^

と
：そ
れ
に
対
す
る
政
策
を
求
め
、
そ
れ
と
徳
川
政
治
震
の
樹
立
と
を
直
接
的
に
関
速
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に 

狭

義

の「

経
済」

思
^
は
わ
ず
力
に
羅
山
の
諸
著
作
の
中
に
散
見
し
ぅ
る
に
.す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
豊
富
な
儒
学
的
知
識
を
瘡
し
、
儒 

学
の
教
超
に
従
い
、「

経
世
済
民
.；
論
的
理
論
を
謹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
.申
す
ま
で
も
な
く
、

羅
山
.は
朱
子
学
者
の
特
色
を
良
く
示
し
、
専 

ら

「

性
理」

を
説
き
、
修
身
誠
意
を
も
っ
て
治
国
の
根
本
義
で
.

あ
る
と
主
張
し
’

て
：い
た
？
i

わ
ち
羅
山
の
理
論
I

本

的

鍾
と

し

て

、

為

政
 

者
が
.

心
を
正
し
意
を
誠
に
し
、

一
身
を
修
め
る
こ
と
の
結
果
家
が
斉
い
、
而
し
5

家
が
治
め
ら
れ
天
下
が
平
ら
か
と
な
る
と
い
ぅ
シ
ェ

丨

マ

が
 

打
ち
出
さ
れ
、
こ
れ
は
豊
富
な
垂
S

教
義
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
組
f

れ
.

た
'

も
の
で
f

、:■
■「
心
^

済
民」

論
.

を
展
開
し
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
.

ち
、.
羅
山
は
こ
の「

経
世
済
民」

：
論
を
展
開
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
て「

大
^
'」

中
に 

示
さ
れ
て
い
る
教
義
を
利
用
し
て
い
る
。
徳

(

正
心
.

誠
意
•

修
身
斉
家)

と

政

治

(

治
国
•

平
天
下)

と
が
直
線
的
.

に
、

連
続
的
に
結
合
さ
れ
て 

い
る
の
を
み
る
。「

明
徳」

に
ょ
っ
て
身
を
修
め
、「

親
民」

_

に
ょ
っ
て
人
を
治
め
る
。「

心
法」

の
学
、「

性
理」

の
論
理
を
以
て「

経
世
済
民」 

論
が
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
面
、
極
め
て
抽
象
的
な
理
論
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
直
接
に
現
実
の
政
治•

経
済
諸
問 

題
に
か
か
わ
る
こ
と
ま
こ
と
に
少
く
、

一
 

つ
の
理
念
と
し
て
、
為
政
者
の
政
治
上
の
心
得
•

と
し
て
の
政
治
原
則
が
展
關
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に 

狹

義

の「

経
済」

現
象
に
つ
い
て
の
認
識
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
見
る
こ
と
ま
こ
と
に
少
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。.
こ
の
こ
と
は
、
近
世
封
建 

社
会
に
内
蔵
さ
れ
て
い
た
経
済
的
矛
盾
が
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
.

な
形
で
露
呈
し
、
人
々
に
問
題
視
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
o

た
こ
と
と
関
連
し
、
経
済 

現
象
そ
れ
S

体
が
未
成
熟
で
あ
り

V

依
然
と
し
て
強
く
政
治
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
独
自
の
価
値
と
し
て
運
動
を
な
す
に
至
る
ま
で
発
展
し
て
い
な 

が
っ
た
と
い
う
史
的
事
^

に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
狭
義
.

の

「

経
済」

現
象
が
、
客
観
的
'に
独
自
の
問
題
と
し
て
人
々
の
前
に
発
現
す
る
ま
で 

に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
ょ
り
、
羅

山

が「

経
世
済
民」

論
を
展
開
し
た
時
、

r

心
法」

「

性
理」

の
学
を
土
台
と
し
て
政
治
論
を
#
成
し
た 

の
で
あ
り
、
そ
の
中
で「

教」

に
先
立
ち
て「

養」

-'

が
重
視
さ
れ
、
そ
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
は
い
る
が
、
.-
1

養」

の
内
容
は
き
わ
め
て
抽
象 

的
で
あ
り
、

規
範
と
し
て
領
主
層
の
心
得
を
論
述
す
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

羅
山
の
場
合
に
見
ら
れ
た
ご
と
く
、
 

「

経
世
済
民」

論
形
成
過
程
に
お
い
て
演
じ
た
近
世
初
期
の
知
識
人=

儒
者
の
演
じ
た
歴
史
的
役
割
を
評
価
す
る
上
に
こ
れ
ら
の
点
を
十
分
考
慮

に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

, 

.

(

3

)

?

)

 

.

後
に
詳
述
せ
ん
と
す
る
，の
で
あ
る
が
、
浅
野
侯
.

と
山
鹿
素
行
、
池
田
侯
と
熊
沢
蕃
山
の
関
係
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
右
の
事
実
の
存
在
を 

認
め
う
る
.

の
で
あ
る
0

藩
主
と
儒
者
と
の
結
合
は
、
徳
川
期
に
度
：々
見
う
る
の
で
あ
る
が
、
，藩
主
が
著
名
な
儒
者
を
高
禄
に
て
召
し
か
か
え
た
と 

V

いまた儒者の

.

中
に
は
直
接
藩
政
に
参
画
し
多
く
の
：治
績
を
残
し
た
と
怯
え
ら
れ
る
事
実
は
、

' 

と
く
に
徳
川
初
期
に
お
い
て
は
、
必
ず 

」

：し
も
政
治
原
理
を
樹
立
し
、.
思
想
的
：'に
指
導
カ
を
発
揮
し
え
た
も
.

の
と
.

み
な
す
.

こ
と
は
出
来
な
い
。
儒
者
が
藩
内
に
て
与
え
ら
.れ
た
地
位
も
そ
の 

近
世
前
期
に
お
け
る「

経
世
済
民」

論
の
展
開 

七

へ
一
五
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八
.

:
:
(
1

六
〇
>

古
高
$

し
て
枢
要
な
も
の
で
'は
众
く
ー「

ー
奢
武
士
の
目
が
ら
み
れ
ぼ
，5

霞
 

も
の
の
.

ご
と
く
映
じ
た
と
し
て
も
、
少

し

峯

囊

で

無

い

も

の

：で
あ
€

あ

っ

た

雪

は

、，
そ
の
議
論
を
益
々
：抽
象
的
に
、
観
念
的
.

に
、
：古
来
か
ら
：の

雲

の

抜

壽

理

論

.で
学
識
を
か
ざ
る
危
険
を
お
か
し
た
じ

、

実

際

の
政
治
の
.動
向
と
縁
遠
き
も
の
と
.な
っ
た
。
：万
一
麗
の
諸
麗
に
接
す
る
場
合
が
あ
っ
て

も
抽
象
的
議
論
と
な
ら
ざ
る
直

な

か

っ

S

填

あ
っ
t

」

と
を
f

す
る
こ
と
力
U

来
る
.

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
も
っ
て
、
.直
ち
に
そ
の
歴
史
的
役
割
を
否
定
し
去
る
と
す
^

^

麗

を
.

お
か
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
わ
た
く
し
が
い
ま
検
討
し
つ
つ
.

あ
る
.「

経
世
済
民」

論
の
生
成
丨
展
開
と
'

V

面
に
限
っ
て
み
て
も
、
彼

雲

者
ガ
そ
れ
に
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
く
、
妻
彼
等
の
議
論
が
極
め
て
抽

象

的

で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
等
は
I

な

需

学
的
理
I

援
用
し
つ
つ
、「

I

済
民」
I

I

す
る
上
に
極
め
て
藝
な
役
割
を
演
じ
f

 

4

 

t

l

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ 

ろ
う
°

• 

, 

.

.

.

. 

■ 

.

近
世
初
期
に
お
け
る
知
識
人
“
儒
者
の
演
じ
S

史
的
役
割
を
批
判
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
わ
た
く
し
は
、
儒
者
の
奉
じ
て
い
た
-|
儒
教」

そ 

の
も
の
に
つ
し
て
も
掌
の
検
響
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
，'

「

儒
教」

.
が
徳
川
幕
藩
体
制
を
•支
え
た
精
神
的
原
理
と
ほ
ぽ
一
.
没 

し
為
政
者
の
政
治
理
念
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
理
解
に
は
、
儒
教
が
，演
じ
た
社
会
的
役
割
と
し
て
そ
れ
が
幕
藩
体
制
を
全
面
^
^
 ̂

護
！

も
の
て
ぁ
儒
教
全
体
を
体
糞
護
の
立
場
か
ら
把
握
せ
ん
と
す

る
.立
場
に
通
ず
が
も
の
で
あ
る
が
、
儒
教
全
体
を
体
制
擁
護
の
思
想

と
み
な
し

そ

れ

を

批
^

!
 

•
產

し
た
立
場
と
し
て
、「

古
学=

徂
棟
学」

の
成
立
を
指
定
せ
ん
と
す
る
見
解
が
生
じ
て
来
た
の
で
あ

る

が

、

こ 

の
左
に
つ
し
て
も
す
で
に
華
の
批
判
が
加
I

れ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
幕
藩
体
制
と
儒
学
的
思
惟
と
の
適
合
性
は
必
ず
し
も
直
接
々
• 

直
線
的
で
は
な
く
、
朱

子

学

さ

ら

に

震

一
般
を
も
づ
て
単
純
に
体
制
擁
護
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
は
事
実
に
反
す
る
も
の
で
あ 

っ
て
、
朱
子
学
？

に
も
体
制
批
判
的
な
思
想
が
存
し
て
い
た
事
を
指
摘
し
、
封
建
社
倉
想
の
中
に

占
め
る
.儒
教
の
持
つ
意
味
を
正
し
く
評
®

へ'
-

•
r
.
•.
-
;:-
:
v
.
.
.
-

:e
,

す
る
必
要
.

の
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。.

こ
れ
ら
の
諸
批
判
は
十
分
摂
取
さ
る
べ
き
根
拠
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
と
く
に
近
世
初 

期
に
お
い
て
は
、
儒
教
の
役
割
を
過
大
評
価
す
る
事
は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
政
治
権
力
の
固
定
化
と
、
政

治

•

 

社

会
•

経
済
と
の
矛
盾
の
深
化
と
共
に
、
儒
教
に
.

新
し
い
意
味
が
付
与
さ
れ
、
；そ
れ
に
積
極
的
役
割
を
課
し
て
行
っ
た
事
実
を
考
え
て
み
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

' 

- 

_

戦
国
大
名
は
前
論
文
で
も
触
れ
た
ご
と
く
ノ
領
国
を
確
保
し
、
そ
れ
を
強
化
す
る
た
め
に
自
ら
領
国
の
政
治
に
®
を
向
け
ざ
る
を
え
な
か
っ 

た
。
強
兵
は
自
ら「

治
民」

に
通
じ
、
領
主
層
は
そ
の
闼
下
た
る
武
士
団
の
統
率
に
も
多
大
の
考
慮
を
払
っ
た
。
小
国
は
小
国
な
り
に
、
国
を
思 

續

”

ぃ
ぐ
.

い
、
民
を
思
い
、
丘
ハ
を
思
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
国
の
世
か
ら
一
変
し
て
天
下
が
徳
川
に
よ
り
統
一
さ
れ
る
に
及
び
、「

治
国」

の
重
要
性
は
一
層 

強
く
意
識
さ
れ
た
。「

武」

を
も
っ
て
国
を
獲
得
し
た
も
の
が
、
文
を
も
っ
て
こ
れ
を
治
め
る
こ
と
.

の
必
要
が
痛
感
さ
れ
、「

治
世」

の
技
術
が
遺

要
視
さ
れ
た
の
は
.

歌
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
初
期
，に
お
い
て
は
、

こ

の「

治
世」

/

の
技
術
N

「

政
治」

も
極
め
て
戦
国
的
、

武
断
的
で
、

. 

.

儒
教
的
教
理
に
よ
る
こ
と
ま
こ
と
に
少
く
、
む
し
ろ
中
世
•

戦
国
以
来
の「

武
家
法
度
的」

な
、
建
武
式
目
や
戦
国
大
名
の
発
布
さ
れ
た
法
令
な 

ど
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、，
武
断
的
傾
向
の
強
い
も
の
で
.

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
政
治
そ
の
も
め
は
、
旧
来
か
ら
の
因
襲
的
諸
思
想
、
常 

難

t

,,

識
、
過
去
の
経
験
的
襄
実
の
認
識
、
，戦
時
の
統
治
方
式
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
：、
そ
れ
故
、
そ
こ
に
は
儒
教
的
言
辞
で
か
ざ
ら
れ
て 

は
い
る
が
、

儒
教
的
臭
味
を
い
ち
じ
る
し
く
欠
い
て
い
た
と
い
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
態
が
、

徳
川
幕
藩
体
制
の
確
立
整
備
の
進
展
と
共

ペ
.'
.■.
.-I'
-
.-

>

■

■

 

■ 

- 

. 

.

“
I

靈
 

に
、
：
次
第
に
儒
教
的
喪
素
の
加
味
が
試
み
ら
れ
て
行
き
、
政

治
•

思
想
に
お
け
る
儒
教
の
持
つ
重
要
性
が
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す 

, 

な
わ
ち
、
天
下
の
統
 

一.
•

整
備
が
進
む
に
つ
れ
て
、「

文
,-

を
も
っ
て
治
め
る
事
の
必
要
、.「

政
治
1-が

： .

重
視
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の 

と

し

て「

儒
教」

の.
理
論
を
か
り
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。.
.

す
で
に
述
べ
.

た
ご
と
く
、
-.

詩
文
や
仏
教
.

」

の
理
論
に
依
る
こ
と
が
出
来
ず
、

そ
れ
ら 

と
の
理
論
的
闘
争
の
末
、「

儒
教」

が
そ
の
位
置
を
確
保
し
た
の
で
.

あ
っ
た
。

)

.

そ
れ
故
、
.

わ
た
く
し
は「

儒
教」

が
前
述
の
ご
と
き
歴
史
的
性
格

. 

.

. 

. 

. 

.

.
Z 

. 

. 

.

啓
ぐ
.

.

'
 

を
持
っ
て
い
：た
-%

の
と
し
て
も
、「

儒
教」

に
た
よ
：ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
#

情
が
発
生
し
つ
つ
あ
っ
た
.

こ
.

と
、「

儒
教」

が
幕
藩
体
制
の
整
備
固 

近
世
前
期
に
お
け
る「

経
世
済
民」

論
の
展
開 

九
ハ
ー
六
ニ

.

f

?,

^
C
M
? 

f 

J 

J.
 

f

4. 

4 

i 

<

HAifa 

i
t 

rl
 

c 

i 
l
i
n
t



定
化
：へ
へ
の.
思
想
的
康
割
方
課
せ
.
&

れ
,

J

 

.

と
に
注
目
し
て
い
：る
-:
;
°)

«

教̂
^

文
，

(

:.
—
*

六
六
.
I

X

.

の
：頃
と
考
え

り

領

主

層

は

「
儒
教」

：を
採
用
し
、.
'

彼
等
を
政
治
：•

教
化
の
上
.

で
利
用
し
、
政
治
的
意
园
を
実
現
せ
.

ん
と
：し
た
の
；，で
あ
り
、
彼
等
は
こ
の
期
待 

.

に
そ
う
て
応
分
の
活
躍
期
に
，入
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

v

こ

の

登

同

時

に
.

：

「

儒
教
：ド
が
封
建
思
想
：の
■中
に
占
め
る
比
重
を
深
め
た
こ
と
を
も

.

.意
味
し
て
い
た
。
；
例
え
ば
、
中

世
•

戦
国
以
来
伝
承
さ
れ
て
来
.

た
：.「

武
士
道
1-
,

^

 

儒
教
的
思
想

'

に
よ
り
そ
れ
が
支
え
：ら
れ
'
 

新
し
い
性
格
が
付
与
さ
れ
た
，

「

武
士
道」

と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
，の̂

ぐ'
.

次

に
.:

わ
た
く
し
は
、
近
世
初
期
よ
り
元
禄
直
前
の
_

社
会
的
事
情
を
背
景
と
レ
て
、;.
:

.

ほ
ぼ
寬
文
の
頃
を
中
心
に
、：

と
く
に
山
鹿
素
行
と
熊
沢
蕃

;山

を

ー

素

材

と

し

て「

経

世

済

民」

論

の

展

開

を

検

討

し

て

み

よ

う

と

思

う

。:'
''
'

.

-
 

.

.

.

. 

■

(

注
1

)

.

尾
藤
氏
は「

ま
え
が
き」

「

近
世
儒
学
研
究
.の
課
題

,-
;

に
お
い
て
、
本
書
の
主
要
な
る
問
題
の
.

所
#

と
、
そ
の
一
貧
せ
る
立
場
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

■

「

朱
子
学
の
思
想
が
日
本
社
会
の
中
で
迪
°

た
運
命
を
追
.求
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
と
'

の
.関
係
に
お
い
て
、

日
本
に
お
け
：る
封
建
的
思
想
の
あ
り
方
を
、
さ 

ら
、
に

封

建

制

そ

の

も

の

の

あ
ヴ
方
を
、
解
明
：す
る
.

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か」

.

の
問
題
意
識
が
論
文
を
成
立
.さ
せ
た
一
貫
し
た
支
え
で
あ
っ
た
と
い
う
。
 

丸
山
.
真
扔
氏
批
判
に
一
つ
の
焦
点
が
あ
る
。

(

注
2

)

以
下
の
叙
.

述
•に
つ

い

て

は

、

尾
藤
正
英
氏
，「

日
本
封
建
思
想
史
研
究」

-

序
章
.

一
九
頁
以
下
，
及
び
序
章
一
一「

t

学」

の
意
義
中
の
論
述
を
参
考
の
こ

■

と
。
.
.

,■. 

. 

.
 

^
 

ノ.
 

:
 

; 

. 

ノ 

へ
.

*

,

 

-

 

,

 

'

 

.

■:

广
.
： 

：

■

-

■

.

 

' 

: 

:

 

. 

- 

. 

■ 

:

 

-

(

注
3

)

後
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.

が
、-'
山
鹿
素
行
と
浅
野
侯
と
の
関
連
に
つ
い
.て
若
干
ふ
れ
て
お
く
。
慶
安
四
年
四
月
一
一
十
日
家
光
死
去
、
七
月
二
十
四
日
山 

井
正
雪
の
辦
件
が
発
生
。
翌
，年
に
■

か
け
て
幕
府
の
浪
人
取
締
が
厳
重
と
な
り
'

素
行
は
身
辺
の
.

f

f

i

圧
を
感
じ
て
、
慶
安
五
年 
>

(

承
応
元
年)

.

十
二
月
八
R

兵
学 

の
弟
子
で
あ
っ
た
赤
穂
.

の
城
主
浅
野
長
直
に
君
臣
の
礼
.

を
な
し
、
禄
一>

石
を
与
え
ら
れ
、.
仕
官
し
た
。
時
に
三
十
一
才
。
こ

こ

に

素
行
と
赤

穂

の

浅

野

と

の
 

関
速
が
直
接
的
と
な
る
。
素
行
は
や
が
て
赤
穂
に
行
べ
が
、
そ
れ
は
赤
穂
城
の
築
城
の
た
め
.

と
い
.

う
の
；

i

直
接
の
目
的
で
、
七
I

余
赤
穂
に
と
ど
ま
っ
て
い 

た
ガ
そ
の
間
直
接
：に
藩
政
に
参
画
し
、'

民
政
、
兵
制
の
改
苹
に
貢
献
し
た
と
い
う
よ
う
な
.

記
事
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
に
も
ど
っ
て
か
ら
は
日
を
き
め 

て
稽
古
に
お
も
む
き
、
主
と
.

し
て
兵
学
を
講
じ
た
と
い
う
。
万
治
三
年
、(

三
十
九
才)

九
月
浅
野
家
を
致
士
す
。

<

注
4

熊
沢
蕃
山
と
池
田
侯
と
の
関
係
.0

寬
永
十
一
'

年
、
蕃
山
土
ハ
才
の
.

時
、
遠
縁
に
あ
た
る
板
.

倉
内
膳
正
重
昌
の
周
旋
に
よ
り
、
備
前
岡
山
の
池
田
光
政
に

'

仕
侍
し
た
。
光
政
と
行
を
共
に
し
て
い
た
が
、
島
原
の
乱
の
時
、
君
命
に
反
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
，こ
と
を
理
由
に
致
仕
、
江
州
桐
原
に
去
り
、
苦
し
い
独
学 

の
時
代
を
送
っ
た
。
正
保
ニ
年
"

蕃
山
は
再
び
備
前
、
池
田
光
政
に
仕
侍
す
？
師
藤
樹
の
推
薦
に
よ
っ
た
と
い
ぅ
。
正
保
四
年
二
十
九
才
に
て
、
御
側
役
と
し 

て
新
知
三
苗
石
を
与
え
ら
れ
、
才
能
を
発
揮
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
.

。
藩
山
に
は
理
解
者
も
多
か
っ
た
が
、
反
面
、
敵
も
多
か
っ
た
。
慶
安
三
年
、
番
頭
と 

.

し
て
禄
三
千
'

石
を
与
え
ら
れ
、
藩
政
に
参
画
、
執
政
と
し
て
治
山
.

潘
水
等
氟
政
に
つ
く
す
こ
と
多
く
、
蕃
山
の
.指
導
を
え
て
行
わ
れ
た
と
い
ぅ
幾
つ
か
の
仕 

辦
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
浪
人
.

の
身
よ
り
出
て
藩
政
に
参
画
し
え
た
得
意
の
時
は
短
く
、.
明
暦
ニ
年
三
十
八
才
に
て
致
仕
。
以
来
書
斎
人
と
な
り
、
文
筆
を
業 

と
す
る
。
素
行
に
比
較
し
て
藩
主
、'
藩
政
と
の
関
係
は
よ
り
直
接
的
で
あ
る
。

_

(

注
5

)

拙

論「

近
世
経
世
済
民
論
の
坐
成
に
つ
い
て」

(

三
田
学
会
雑
誌
五
六
卷
九
号)

。

(

注
6

.

)

蕃
山
の
，「

経
世
済
民」

論
の
検
討
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。,

三
近
世
前
期
に
お
け
る

.「

儒
者」

と
為
政
者
と
の
結
合
に
づ
い
て

.

儒
者
と
為
政
者
と
の
結
び
つ
き
は
、
徳
川
初
期
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
以
上
の
ご
.

と
き
も
の
で
あ
っ
.

た
と
理
解
し
え
ら
れ
る
。
林
羅
山
の 

場
合
に
み
ら
れ
た
ご
と
く
.

、「

.

経
世
済
民」

論
さ
ら
に
狭
義
の
，「

経
済」

，論
は
、

そ
れ
が
十
分
に
、

具
体
的
に
展
開
し
え
ら
れ
る
た
め
の
主
体
的 

な
ら
び
に
客
観
的
諸
条
件
を
欠
い
て
い
た
と
.

'

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
し
.

か
に
、「

経
世
済
民」

論
.

を
構
成
す
る
理
論
の
中
に
は
、

為
政
者
を
し 

.

て
力
の
政
治
.

の

中

に「

養」

の
必
要
を
意
識
.

さ
せ
、
経
済
問
題
が
よ
り
重
要
と
な
り
、
直
接
民
政
や
経
済
諸
現
象
を
論
ぜ
さ
せ
る
に
至
っ
た
が
、
 

あ
く
ま
で
そ
れ
は
政
治
的
要
請
の
下
に
従
属
さ
れ
た
も
の
.

で
あ
り
、

統
治
方
針
の
具
体
化
と
し
て
注
意
さ
れ
た
も
.

の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が 

，ら
、
近
世
幕
藩
体
制
が
成
立
し
、.
独
自
の
権
力
構
造
の
下
に
、

'

 

社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
、：
経
済
活
動
が
漸
次
発
展
す
る
に
從
っ
て
、
経
済
問
題
の 

.

重
要
性
が
新
し
く
意
識
さ
：れ
て
ま
た
。
幕
府
諸
侯
武
士
層
0.

経
済
的
破
綻
が
.

危
急
'

の
，問
題
と
な
り
、
そ
の
根
底
と

し
て
経
済
問
題
が
政
治
の
中
で 

古
め
る
重
要
性
.

を
■

増
大
し
て
来
た
。i

は
や
複
雑
化
し
、
容
易
に
支
配
し
え
ぬ
怪
物
と
し
て
、
.そ
れ
自
体
独
立
し
て
来
た
経
済
現
象
の
解
明
と
対 

策
無
し
に
は
、
武
士
階
級
の
経
済
的
困
窮
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

っ
た
し
、
経
済
的
諸
問
題
：の
解
決
を
除
い
■.て
政
治
は
無
い
と
ま
で
考 

近
世
前
期
に
お
け
る「

経
世
済
民」

，論

の

展

開
,

 

'

 

■

 

'

 

-

 

-

 

.



/ x
.

,^

汾
る
ト
ど
t

な
つ
,

.

そ
れ
故

V
:

避
済
現
象
に
対
す
る
関
心
が
深
.

ま
り
、

—

 

】

と
.
も

ま

た

当

然

と

い
 

.

わ
わ
f

广
ら
/

 

v

:u

か

し
^

然
と
し
て
経
書
か
ら
の
彼
書
-^

中
心
と
.

し
、：
务
分
に
抽
象
的
な
論
讓
を
く
り
か
え
す
に
過
ぎ
ぬ
有
様
で
は
ち
っ 

.

た

が
:

次
第
に
具
体
的
諸
麗
に
注
目
し
、'「

雲

」

的
教
義
を
：通
じ
'

て
、

&

問
題
の
認

識

、

そ
れ
に
対
す
る
政
策
樹
立
と
い
う
型
で
展
開
し 

'

.

て
行
っ
た
。
'儒
者
が
開
陳
す
る
独
自
の
主
張
に
為
政
者
の
耳
目
を
傾
け
さ
せ
る
傾
向
を
生
じ
て
来

た

。

し
か
し
な
が
ら
、
鑫

と

し

ご

、
、
う
る 

こ

と

は

「

経
済」

蓮
は
依
然
と
し
て
政
治
の
そ
れ
か
ら
未
分
離
.

で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
完
全
に
独
立
し
た
体
系
と
'な
っ
て
は

い

な

か
っ
た
し
、

.
 

儒
者
の
議
論
も
未
た
為
政
者
の
藥
に
直
接
関
与
す
る
ま
で

s
i
l
l

を
.
^
て
い
た
も

の

で

も

な

か

っ

，
こ
。

さ
て
近
世
初
期
よ
り
元
禄
直
前
に
至
る
時
代
に
お
い
て
注
目
さ
る
べ
き
、「

儒
者」

.

を
列
挙
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
藤
原

崖

(

永

禄
 

四
.

年
丨
元
和
五
年
.
一
五
六 

一I

一
 

六
.

一
九)

を
先
駆
と
し
て
、
林

羅

山

(

天
正
十
一
年—

明
雪
一
年

•

一
 

五
八
三
丨
一
六
五

七)

、が

官
学
の
中

心

と

し

て
 

家
康
以
下
三
代
の
将
軍
に
仕
え
た
。
近
江
聖
人
と
命
せ
ら
れ
野
に
あ
っ
た
.中
江
藤
樹
醫
十
三
年
丨
慶
安
筆
• 

一
 
3

八

丄

六

四

、八)

、

会
津
保
坪 

正
之
と
U

崎
I

 

(

元
和
四
年
-

天
和
ニ
年
.
•

1

六
一
八
-

ニ
ハ
八
ニ)

、
備
前
池
田
侯
と
熊
沢
蕃
，
W

 

(

元
和
五
年
-

元
禄
四
年
.

一
六
一
九
丄
六
九一

)、

赤
穂
浅
S

と
山
鹿
素
行

(

元
和
八
年
丨
I

一
年
.

一
六
ニ
〒
一
六
八
五)

、
福
岡
藩
黒
田
侯
と
貝
原
益
軒

(

寛
永
七
年
丨
正
徳
四
年
.
一
六
三
〇
丨

一
七
一
四)

、

水
戸
侯
と
諸
儒
者
と
、
藩
主
と
儒
者
と
の
結
合
に
よ

o

て
儒
者
の
活
動
舞
台
が
よ
う
や
く
開
か
れ
て
来
た
。
京
都
堀

川

•
古

義

学
派 

の
伊
藤
仁
^

(

寛
永
四̂

宝
永
一
一
年
.

一
六
ニ
.

七
丨
.

一
七
〇
.

五)

も
登
場
し
て
来
た
。
.. 

■

四

山

鹿

素

行

に

お

け

る

「

経
世
済
民」

論
の
形
成

山
鹿
素
行
霸
八
年
丨
貞
享
ニ
年
ニ
六1,

三

丄
.

六
八
五)

.

は
兵
学
者
と
し
て
、

雪

と

し

て
、

.

’

徳
川
期
の
秀
れ
た
思

想

家

の

一

人

で
あ

っ 

て
、
そ
の
経
済
思
g

い
湯
な
る
研
究
が
今
日
ま
で
行
わ
れ
て

い
る
。
霧

諸

著

作

も

ま

た

現

在

ま

で

に

そ
の
主
要
な
も
の
は
全

集

と

' 

し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
今
日
ま
で
の
研
究
と
全
集
の
刊
行
は
主
と
し
て
I

 

•

戦
時
中
の
関
心
よ
.り
行
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に

そ
れ
は
素
行
の
徳
川
期
の
思
想
史
上
に
占
め
る
重
要
さ
の
反
映
で
も
あ
っ
だ
。
.

素
行
の
生
涯
：や
思
想
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
多
く
の
人
々
に
よ
り

(

往 

2
} 

(

注
3) 

.

検
討
さ
れ
て
来
た
。
素
行
自
身
も
、
わ
が
国
自
侫
文
学
中
白
眉
の
一
つ
と
称
せ
ら
れ
て
い
る「

配
所
残
筆」

を
残
し
て
、
自
ら
の
生
涯
を
叙
し
、
 

そ
れ
に
即
し
て
思
想
の
遍
歴
を
述
べ
て
い
る
。
素
行
の
生
涯
と
思
想
の
推
移
に
つ
.

い
て
、；
最
近
堀
勇
雄
氏
は
人
物
叢
書
中
の
一
冊
と
し
て「

山
鹿 

素
行」

(

昭
和
三
十
四
年
刊)

を
著
し
、

極
め
て
詳
細
に
.

論
じ
て
い
る
が
、
+.本
書
は
素
行
の
生
涯
と
思
想
の
遍
歴
に
つ
い
て
簡
耍
に
述
べ
ら
れ
た
書 

，物
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
ヶ
。
堀

氏

ば「

山
鹿
素
行」

の

「

は
し
が
き」

に
お
い
て
、「

山
鹿
素
行
を
、
'

古
学
、
日
本
中
期

(

中
華)

主
義
、
武
士
道 

学
派
、
山
鹿
流
兵
学
の
始
祖
と
し
て
の
、
学
究
的
•

求
道
的
半
面
の
み
な
ら
ず
,'

幕
府
出
仕
を
最
大
の
願
望
と
し
、
立
身
出
世
に
汲
々
と
し
な
が 

ら
、
不
遇
の
生
涯
を
終
へ
た
裸
の
人
間
と
し
て
の
弱
さ
の
面
I

 

ニ
百
七
十
年
の
歳
月
を
隔
て
て
な
お
我
々
の
俗
物
的
根
性
に
触
れ
合
う
半
面
を

(

注

4

)

も
描
く
こ
と」

を
自
標
と
し
て
い
る
と
述
べ
、
.

そ
れ
は
素
行
の
身
辺
の
事
情
を
よ
り
詳
細
に
論
ぜ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
堀
氏
は
素
行
の
思
想

•

—

学
説
の
展
開
を
素
行
の
生
涯
の
中
に
位
置
づ
け
つ
，つ
,

素
行
の
思
想
的
遍
歴
を
あ
と
づ
け
て
い
る
。
素
行
の「

経
世
済
民」

論
、
さ
ら
に「

経
済」

論
の
検
討
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
素
行
の
生
涯
の
叙
述
を
必
要
と
す
る
場
合
は
右
の
一
書
に
よ
る
こ
と
と
し
た
い
。

.

.

素
行
の
思
想
的
遍
歴

——
「

経
世
済
民
,-
.

論
の
生
成
•

展
開
の
あ
と
を
検
討
し
て
み
た
場
合
、
極
め
て
概
括
的
で
は
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
戦

国
期
よ
り
近
世
初
期
を
！

g
.

て
中
期
に
至
る
間
の
，「

経
世
済
民」

論
の
展
開
過
程
に
見
ら
れ
た
特
質
に
類
似
し
.

た
も
の
を
見
出
し
う
る
と
考
え
る
。

.

す
な
わ
ち
、
軟
国
期
的
な
兵
学
を
中
心
と
し
た
思
想
構
造
.

の
中
よ
り
、
次
第
に
儒
教
的
な
も
の
が
そ
の
比
重
を
増
加
し
、
儒
教
に
よ
り
兵
学
を
洱

組
織
し
、近
世
的
な
思
想
構
造
を
打
ち
出
し
て
行
っ
た
,0

そ
こ
に
は
近
世
初
期
よ
り
中
期
へ
の
思
想
の
推
移
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
、

非
常
な
興
味
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ
る
。
素
行
に
み
ら
れ
る
議
論
の
内
容
を
み
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
極
め
て
抽
象
的
で
あ
り
、
現
契
の
政
治

に
若
干
の
批
判
を
加
え
つ
つ
も
、
終
局
的
に
は
幕
藩
体
制
内
.

で
の
議
論
の
展
開
で
あ
り
、
そ
れ
を
儒
教
的
教
義
に
よ
り
組
織
し
た
も
の
で
あ
っ
た

し
、
ま
た
素
行
自
身
の
生
涯
の
行
動
，
と
く
に
藩
主
と
の
関
連
な
ど
を
み
る
時
、
.

わ
た
く
し
は
、
：彼
の
中
に
近
世
初
期
に
お
け
る「

儒
者」

の
あ
.

f

)

 

:

り
方
を
如
実
，に
物
語
る
も
の
が
あ
る
こ
.

と
を
感
じ
と
る
の
.
.で
あ
る
。
，
.
'

パ

：

近
世
前
期
に
お
け
る「

経
世
济
民j

論
の
展
開 

一

三

(

一六五

)



一；p
;'
u

l

鹿
素
行
：の
思 

推 

、■

行
^ ；

所
残
«1」
に
よ
っ
て
も
そ
の
は
げ
し
い
変
転
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
が
出
来

4
1
フ
。)

堀

氏

の

前

掲

書

に

よ
っ
て
も
、

素
行
の
思
想
的
遍
歴
を
た 

.

ど
る
I

出
来
る
が
、，
今
は
ほ
ぼ
次
の
•

諸
時
期
.

に
わ
け
:'

去
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
：お
け
る
思
想
的
特
長
の
若
干
^

^

^

. 

素
行
の
修
学
が
は
じ
ま
る
：。
'「

配
所
残
筆」

：に
よ
れ
ば
、

:

極
め
ズ
簡
要
に
素
行
の
天
才
ぶ
.

り
と
：努
力
：の
あ
と
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。.
儒
学
を

プ
歳
よ
り
学
び
林
道
春
の
門
に
入
る
.

。
詩
.^:
-

を
好
.

む
。：
早
熟
的
天
才
0

名
を
ほ
し
い
ま
ま
'に
す
る
。
林
家
の
儒
学
の
受
^
|
^ ̂

十

四
歳
頃
よ
り
歌
学

=

和
学
を
学
ぶ
。-

ニ
十
歳
頃
に
至
り
、，.
歌
，学
を
批
判
し
実
学
を
尊
ぶ
儒
学
に
専
念
す
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
和
学
は
、
素
行

の
思
^
の
基
礎
を
つ
.く
っ
た
上
.に
.重

要

で

あ

.
っ

た
史
書
、
有
識
故
実
を
学
ぶ
。
十

七
•

八
歳
頃
よ
り
神
道
を
も
学
ぶ
。
' 神
仏

習
合
を
排
し
神
儒

置
r

r

く
.

丘\
学
は
ニ
十
歳
矿
後
よ
り
と
べ
に
小
幡
景
憲
に
つ
き
学
ぶ
。
や
が
て
兵
学
者
と
じ
て
確
固
た
る
地
位
を
占
め
る
。
山
鹿
流
兵
学
の

礎
が
辻
来
上
る
.
そ
れ
は
甲
#
流
の
兵
学
を
.継
承
し
た
も

の

で

あ

る

。

素
行
の
修
学
時
代
の
思
想
は
、
.

ほ
：ぼ
そ
の
時
代
に
行
わ
れ
て
，い
ヒ
諸
恝
想

を
相
混
じ
て
継
承
し
た
.

も
の
.

で
あ
っ
た
。
素
行
の
.「
経
世
痛
民」

.

論
の
展
開
を
み
る
場
合
、
素
行

Q

中
に
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
兵
学
的
思
想
の
推
移 

を
：み
る
と
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
.

る
。

修
学
時
代
を
終
え
て
以
後
、.

素
行
の
生
涯
に
幾
つ
か
の
思
想
的
麗
を
み
る
こ
.

と
が
出
来
る
。

い
ま
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ 

る
。

'

第
一
期
、
.

寛
永
十
九
年(

二
十一

歳)

頃

よ

り

明

暦

ニ

年

i

n

'

近
世
的
な
武
士
的
な
も
の
と
が
、
無
批
判
の
ま
ま
相
混
滑
し
て
い
た
時
代
で
、
靈

想
I

然
と
包
摂
.

さ
れ
て
い
た
。
こ

q

状
態
よ
り
や
が
1

 

子
学
を
中
心
と
す
る
思
想
体
系
に
転
.

化
す
る
。
'

第
二
期
、
■

明

暦

ニ

年

(

三
十
五
歳)
.

頃
よ
り
寛
文
.

二

年

(

四
十
5

頃
ま
で
の
時
期
。
朱
子
学
中 

心
の
時
代
で
、
従
来
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
朱
子
学
裏
璧
徳
学
•

擊

•

実
学
と
し
て
重
視
す
る
。
個
人
的
•

抽
象
的
な
人
間
I

 

身
よ
り
現
実
的
な
社
会
を
構
成
す
る
社
会
人
と
し
て
の
人
間
の
修
養
、「

斉
家
、
治
国
、
平
天
下」

へ
と
展
開
、

道
と
法
、

個
人
と
履
と
が 

為

合

し

て

来

る「

士
法」

.

よ

り

「

武
教」

へ
の
屋
的
飛
躍
が
あ
る
。

戦
闘
時
よ
り
平
和
時
の
社
含
お
け
る
士
の
職
分
に
つ
い
て
の
考
察
が

-

進
む
。
こ
の
時
期
に
素
行
は
浅
野
侯
と
結
合
す
る
。

し
か
し
万
治
三
年

(

三
十
九
歳)

，
浅
野
家
を
致
仕
。
浪
人
生
活
に
入
る
。

第
三
期
、
寛
文
ニ 

年
.(

四
十
一
歳)

よ
り
寛
文
六
年

(

四
十
五
歳)

.

の
時
期
。

思
想
史
的
に
は「

聖
学」

樹
立
の
時
期
。

実
学
的
傾
向
を
一
層
強
め
、
治
国
平
天
下
を 

学
問
の

m
i

的
と
す
る
。
朱
子
学
の
居
敬
-

窮

理
.

神
仏
老
陽
を
否
定
し
、
真
の
実
学
と
.

し

て

「

古
学」

を
唱
道
。
弾
圧
と
処
罰
。
晩
年
。

■

素
行
の
思
想
的
遍
歴
を
右
の
ご
と
く
要
約
し
ぅ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
即
し
て
素
行
，の

「

経
世
済
民」

論
が
展
開
し
て
行
く
過
程
を
見
る
こ
と 

が
出
来
る
。
ま
ず
思
想
形
成
期
に
あ
っ
た
素
行
の
思
想
は
•

、.
儒
学
と
共
に「

兵
学」

が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
両
者
共
に
近
世
的
武
士
階
級 

の
学
問
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
も

.
の
.

で
、
丘
ハ
学
は
旧
来
の
戦
国
的
な
も
の
よ
り
脱
皮
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
っ
た
.0
丘
ハ
学
は
す
ぐ
れ
て
日
本
的
な 

学
問
で
あ
り
、「

兵
家
神
道」

を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
、

そ
れ
は
シ
ナ
古
代
の
聖
人
の
教
と
し
て
の
儒
学
と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
、

素
行
の
中 

•

で
こ
の
両
者
の
思
想
的
混
淆
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
す
で
に
み
た
ご
と
く
素
行
は
儒
学
者
と
し
て
.

よ
り
も
、
.丘
ハ
学
者
と
し
て
世
に
あ
ら
わ 

:

れ
、
名
声
を
得
、
多
く
の
門
弟
を
集
め
た
。
素
行
の
兵
学
は
甲
州
流
.の
軍
法
者
山
本
勘
介
'

(

甲
陽
軍
鑑)

に
源
を
有
し
、.
小
幡
勘
兵
衛
景
憲
、

北 

ン
条
氏
長
の
指
導
を
ぅ
け
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
ニ
十
一
歳
賢
憲
よ
り
印
可
を
授
与
さ
れ
る
ま
で
成
長
し
、
，兵
学
者
と
し
て
の
地
位
を
や
が
て
確
保 

し
，た
。
景
憲
は
中
世
的
な
軍
法
•

軍
施
術
よ
り
近
世
的
な
丘
ハ
学
へ
の
転
換
期
に
.

あ
.

っ
た
兵
学
者
で
、
現
実
の
戦
»

を
背
景
と
し
、
そ
の
た
め
に
構 

-

想
さ
れ
た
兵
学
は
、
世
が
平
和
と
な
り
戦
闘
を
全
く
見
る
こ
.

と
の
無
ぐ
な
0

'

た
時
代
に
：入
る
に
：及
び
、
兵
学
は
戦
闘
の
術
よ
り「

治
国
平
天
下」 

'

の
.

大
道
へ
と
進
化
し
、.
さ
に
平
和
時
に
お
け
る
武
人
の
'

日
常
心
得
、
.

修
身
の
方
向
を
明
白
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
転
化
を
推
進
し
た
.

の
.
 

は
景
憲
の
弟
子
、
素
行
の
師
で
あ
っ
た
北
条
氏
長
で
あ
っ
た
。

こ
こ
：で
ば
、「

兵
法
.

」

と
は
国
家
護
持
の
作
法
、
.

天
下
の
大
道
に
転
化
す
る
。
北 

条
流
の
兵
学
は
戦
岡
の
た
め
の
技
術
学
よ
り
脱
皮
し
、
.「

土
の
法」

と
な
り
、
士
：の
、職
分
を
万
全
：に
す
る
た
め
の
法
と
な
り
、
国
家
護
持
の
仕
法
、
 

.

天
下
の
大
道
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
戦
闘
の
.

た
め
の
.

も
の
で
は
な
く
武
士
の
，日
常
守
る
ベ
ぎ
法
、「

正
心
誠
意
修
身
斉
家
治
国
平
天
下」

'

と
な
り
、
 

外
敵
の
み
で
な
く
心
敵
と
闘
い
、
兵
法
は
ま
さ
に
天
地
の
間
に
行
わ
れ
る
道
卩
理
に
よ
る
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
来
る
。
か
か
る
展
開
は
兵
学 

が
儒
教
的
教
埋
に
よ
り
て
解
釈
さ
れ
、
平
和
時
に
お
け
る
兵
学
の
あ
り
方
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
素
行
は
か
か
る方

，；！
：

の
上
に
更
に

1

歩
を 

近
世
前
期
に
お
け
，る

「

経
世
済
民」

論
の
展
開 

一

五

(
一

六
七
}
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一

六.

(

二

ハ

八

)

進
.

め
.

，
完

成

さ

せ

た

と

.

い
い
う
る
の
で
■

あ
.

り
、.
素

行

の

丘

ハ

法

>

兵
学
は
、

.
' 

氏
長
办
軍
法
の
継
承
の
上
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
^

戦

争

•
戦
闘 

■

の
技
矿
と
し
て
兵
学
を
具
体
的
に
実
行
し
う
る
戦
国
の
世
ぬ
去
り
、：
平
和
：と
な
.

っ

た

近

世

社

会

.
に

住

む

武

士

の

つ

と

め

と

し

て

の

武

芸

•

軍
法
の 

訓

練
.

勉
学
は
い
ち
じ
る
し
く
観
念
的
に
な
り
抽
象
的
な
傾
向
と
な
り
、：
机
上
の
，議
論
に
化
し
て
行
.
.

っ.
た
の
、で
あ
る
、がV

同
時
に
、
そ
1

広
い 

意
味
の
政
治
学

.
T

経
世
済
民」

論

：へ
の
発
展
の
契
機
を
ふ
く
む
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ず
な
わ
ち
、
封
建
領
主
.

の
.た
め
に
は
治
国
平
天
下
の
大
道 

'

を
、

一
般
武
士
の
た
.

め
に
は
、
平
和
な
社
会
忆
処
す
る
の
道
を
教
え
る
学
問
と
丘
_

は
化
し
、
実
戦
的
意
義
は
失
わ
れ
て
し
ま
づ
た
。
こ
こ
で
、

'
 

従

来

「

軍
法」

と
い
わ
れ
た
も
の
が「

士
法」

に
転
化
さ
れ
る
。.
こ
の
士
法
を
基
礎
づ
け
る
理
論
と
し
て
は
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
^

H
、

神
嚅
厶 

老
の
：四
救
：O'
混
#

が
指
摘
出
来
、

そ
こ
に
独
特
の
士
の
道
徳
、

武
士
の
政
治
学
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

素
行
に
お
い
て
、

か
か
る
政
治
学
• 

「

経
世
済
民」

論
が
極
め
て
明
白
に
組
織
立
て
ら
れ
る
。
ま
ず
分
限
思
想
が
強
調
さ
れ
、
兵
法
は
三
民
を
司
る
士
の
業
と
な
り
、
士

は

「

克
己
と 

復
ネ」：

と
に
て

|

身
を
修
め
，る
こ
と
ょ
り
は
じ
ま
り
、
天
卞
国
家
を
処
理
す
る
道
を
探
る
の
で
あ
る
。
経
世
的
観
点
が
い
ち
じ
る
し
く
強
調
さ
^
 

て
来
る
•

素
行
に
と
っ
て
兵
学
と
は
我
士
の
日
常
道
徳
を
と
く
倫
理
学
で
あ
る
と
.

同
，時
に
、
天
下
国
家
を
論
ず
る
政
治
学
で
も
あ
っ
た
。
■武
士 

阽
級
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
統
合
し
た
も
の
で
も
あ
.

っ
た
。
素
行
に
お
け
る
か
か
る
兵
学
の
成
立
は
、
思
想
的
に
は
儒
学
と
兵
学
と
の
一
体 

化

で

あ

り
T

可
/

刀
の
結
合
の
過
程
で
あ
り
兵
昏
ー
致
に
ょ
る
兵
学
の
組
織
‘

体
系
北
.

め
道
で
あ

5
S
、
'

素
行
に
ょ
る
士
法
的
兵
学
の
警
の
展 

開
の
道
で
も
あ
っ
た
。
こ

Q

ょ
う
に
、.
素
行
が
；経
世
的
観
点
を
兵
学
：の
中
に
，
置
づ
け
、
兵
学
は
政
治
と
結
合
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
武
士
の
固
人 

道
徳
と
つ
な
が
り
を
持
I

.

至
っ
た
。
素
行
I

ニ
の
思
想
的
I

I

期
に
朱
子
学
に
い
ち
.

じ
る
し
く
傾
倒
し
、
朱
子
学
を
実
践
議
学
と
し
て
重

視

し

•

兵
学
と
結
合
し
て
行
く
朱
子
学
の
構
造
は
、.
個
人
的
な
人
間
の
修
身
か
ら
現
実
的
な
社
会
人
と
し
て
の
人
間
の
修
養
-

-

-

-

-治
国
平
天
下

—

へ
と̂

5

し
、
個
人
と
国
家
と
の
関
連
が
明
®

に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
影
響
を
う
け
、
素
行
の
兵
学
は
一
転
し
て
：「

聖
学
‘
実

学

•
武 

救」

と
な
っ
た
。
兵
法
に
お
け
.る
不
道
徳
的
な
要
素
は
否
定
さ
れ
、
兵
法
と
道
徳
と
.の 

一&

が
と
か
れ
、
戦
時
に
お
け
る
必
勝
は
平
時
に
は
け
る 

正
し
し
政
治
に
依
拠
し
武
士
^
級
に
必
要
な
る
こ
と
は
戦
時
に
お
け
る
特
殊
の
技
術
.

で
は
な
く
、
平
時
に
お
け
る
君
主
■の
道
で
あ
り
、
君
主
の

道
の
成
否
は
君
主
が
道
徳
を
兼
備
す
る
か
否
か
に
か
か
づ
て
来
る
。
素
行
は
武
士
階
級
の
日
常
生
活
を
律
す
る
.

も
の
と
し
て「

武
教
小
学」

を
あ 

ら
わ
し
て
い
る
。
素
行
は
先
子
学
の
居
敬
•

窮
理
を
神
•

仏
•

老
•

陽
と
共
に
批
判
克
服
せ
ん
と
す
る
過
程
の
中
で
、
自

ら

「

古
学」

を
唱
道
し 

た
。
真
の
実
学

—

聖
学
は
、
周

公
•

孔
子
へ
の
道
の
復
埽
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
も
明
自
に
主
張
し
た
も
の
は「

聖
教
&

」 )
で
あ
り
、
ま
た
素
行 

が
击
学
に
転
じ
た
時
期
に
あ
ら
わ
れ
た「

山

鹿
-^

親」 )

'

は
素
行
の
思
想
、
と

く

に「

経
世
済
民」

論
的
見
解
を
知
る
上
に
極
め
て
重
耍
な
る
も
の 

で
あ
っ
て
、「

山
鹿
語
類」

は
素
行
の
学
問
、
思
想
を
集
大
成
し
た
も
の
と
-

い
い
ぅ
る
。

.

.

.

「

山
鹿
語
類」

の
中
に
、
素
行
の
.「

経
世
済
民」

論
、
さ
ら
に
狭
義
の
経
済
現
象
に
関
す
る
理
論
が
比
較
的
ま
と
め
ら
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
て 

い
る
。
そ
れ
が
当
時
の
経
済
事
情
を
理
論
的
に
表
現
し
、
又
そ
れ
を
基
礎
づ
け
た
も
の
で
あ
る
と
、
素
行
の
思
想
を
、
現
実
の
経
済
社
会
と
の
関 

速
と
直
線
的
に
結
合
し
理
解
す
る
こ
と
に
は
や
や
無
.

理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
.

に
.

「

山
鹿
語
類」

'の
中
に
近
世
に
入
っ
て
か
ら
最
初
の
や 

や
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
.「

経
済」

論
の
展
開
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
主
張
は
お
お
む
ね
周
官
の
■

本
文
に
よ
り
、
三
代
の
王
制
を
と
き
、
 

王
道
の
'

要
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
，っ
て
、
別
に
と
く
に
新
し
き
学
説
が
そ
こ
.

に
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
一
般 

に
惺
窩
、
羅
山
以
来
の「

理
気
、
心
性」

.

の
学
が
風
靡
し
て
い
た
中
に
、「

理
財」

を
い
い
、

.「

銭
穀」

を
論
じ
、「

経
済」

■論
が
先
王
の
大
道
で 

あ
る
所
以
を
主
張
し
た
卓
見
は
十
分
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「

山
鹿
語
類」

は
正
編
四
十
三
巻
、

続
卷
ー
一
.巻
計
四
十
五
巻
よ
り
な
っ
て 

お
り
、
君
主
の
統
治
論
を
中
心
と
し
て
人
倫
五
常
を
説
き
、

さ

ら

に「

士
道」

を
論
じ
、「

聖
学」

を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

狭

義

の「

経 

済」

に
関
す
る
素
行
の
議
論
^!

、
■主
と
し
て
第
五
卷「

君
道
篇」

中
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
要
点
の
み
を
ま
と
め
て
お
く
。

一.
、

「

士
農
工
商」

.

四
民
の
成
立
、
社
会
階
級
の
成
立
を
素
行
は
自
然
発
生
史
的
に
理
解
し
、
分
業
に
よ
る
士
農
工
商
の
成
立
を
肯
定
す
る
。，
そ
し
て
、
武
士

階
級
が
本
で
あ
り
支
配
の
階
級
と
な
す
。
封
建
社
会
に
お
け
る
宿
命
と
し
て
こ
の
-

階
級
の
成
立
を
固
定
的
に
，考
え
、
各
人
そ
の
分
に
応
じ
た
生
活
を
求
め
、

礼
に
も
と
ら
ぬ
よ
ぅ
に
規
定
す
る
。
素
行
は
土
の
使
命
の
、
平
和
時
に
お
げ
る
士
の
使
命
の
自
覚
を
.

求
め
る
。
士
は
農
工
商
三
民
を
指
導
し
、
諸
法
度
を
詳 

.

に
し
、.
民
を
正
す
0

，

ニ

近

世

前

期

に

：お

け

る

；

「

経

世

済

民」

：
—

の

展

開
 

ー

匕

乂

ー

六>



ニ

素

行

は
.

'
±

は
恒
産
な
く
と
も
恒
心
本
る
も
の
：と̂

て
除
外
.

し
、.
：
三

民

を

对

象

と

し

て

、

.そ

の

生

活

の

安

定

H

養

を

.問

題

と
す
る
。
そ
し
て̂

に

叵

、
しあ. 

.

.

.

.

.

.

.

'
ら
し
め
、
一
以
て
服
従̂

し
む
。

'

：

. 

' 

V

.

三

：

三
民
の
生
活̂

J

安
定
せ
し
め
.

る
た
め
：に
は
、
物
質
の
.「

生
産」

；と
.

、
そ
.

の

「

流
通」

"

の
両
方
面
ょ
り
の
.

考
察
-

3

対
策
を̂

要
と
す
る
。

.

(

■

生
産」
：̂
a

'「

田

産

の

制,-
■.を

確

立

する
と
と
‘
'
:'
.
.そ
れ
は
古
代
支
那
.

の
井
田
法
を
主
旨
と
し
■

て
、
，■民
の
貧
富
を
平
等
■

と
す
る
、
検
地
に
ょ
り
田
地 

の
境
界
を
定
め
水
利
を
重
ん
じ
生
産
カ
の̂

大
を
は
か
る
ノ
さ
ら
に
'

「

相
互̂

助」

を
企
図
す
る
、
.「

人
ロ
の
，調
查」

を
行
い
農
に
つ
か
皆
、
窮
民
を 

救
済
し
' 

浮
浪
の
.

徒
を
生
国
に
返
還
し
、
ま
た
貯
穀
を
い
う
0.

:

⑵

)
「

流
通」

の
面
、「
財」
に
つ
い
て
の
考
え
方
、「

財
,-
.「

宝」

の
流
通
と「

銭」

、
財
は
自
由
に
流
通
す
る
事
を
も
っ
て
、
そ
の
価
値
を
発
揮
す
る
も
の 

と

し

う「

外
国
贸
展」

と
.「
国
内
商
業」

、
前
者
は
あ
る
種
の
質
易
制
限
に
、
後
者
は
窘
を
容

易

な

.ら

し

め
る
震

を

講

じ

、
と
もU

'

支
®

者
の
統
制 

、

：-
"

^

お
く
こ
と
の
意
図
が
あ
る
。

'

.

:

 

'

:

「

価
格」

正
当
な
る
価
格
、
そ
の
決
定
の
要
因
を
考
え
る
。
不
当
，な
る
価
格
の
操
作
に
つ
い
て
の
注
意
。

「

市
店
の
法
制
•

商
人
の
取
締
、
商
工」
に
関
す
る
も
の
、
統
制
下
に
お
く
こ
と
。

■

,

四
，
；
課
税
原
則
は
封
建
領
主
の
要
請
を
あ
ら
.

わ
し
、「
本
佐
録J

に
と
が
れ
た
場
合
と
.

同
一
で
あ
る
。

:

五
、

I

の
経
済
的
諸
I

の
解
明
と
い
う
さ
し
せ
ま
っ
た
I

と
い
う
ょ
り
も
、
や
や
楽
天
的
、
調
和
的
側
面
を
見
る
も
の
で
、
商
人
•
商
業
に
対
し
て
も 

憎
惡
感
を
欠
き
、
麗

と
し
_て
、
又
、
生
活
上
の
必
f

し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
勿
論
支
配
者
の
統
制
下
に
お
く
產

を

も
っ
て
は
い
る
が
、
人 

民
の
困
硭
そ
の
も
の
に
つ
し
て
の
考
察
を
比
較
的
欠
き
、
天
変
地
異
に
つ
い
て
.の
対
策
を
考
え
る
も
、
困
窮
に
つ
V'

て
の
観
察
は
；：3

ず
し
も
十
ナ
で
文
な
か 

っ
た
。
こ
れ
ら
•

に
つ
い
て
は
、
素
行
の
時
代
的
背
景
と
関
速
づ
け
て
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
d

°

.
 

>

を
 

.
 

.

•

 

, 

• 

•

(

注
1

>

 :

素
行
の
諸
著
作
は
次
の
全
集
と
し
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

： 

.

一
山
扼
素
行
全
集
.

思

靈
S

十
五
巻)

広
瀬
豊
編
慕
、
顆
十
五
年〜
十
七
年
、
岩
波
書
店
発
一
了
。

二.
.
.

 

鹿
素
行
集

(

全
.

八
卷)

国
民
精
神
文
化
研
究
所
編
、
昭
和
十
八
.

•

十
九
年
、
目
黒
.

書
店
発
行
。

三
、
武
家
事
紀

(

全
三
巻)

山
鹿
素
行
先
坐
全
粜
刊
行
会
。

.

'

.

:

四
四
書
句
読
大
全

(

全
六
巻)

同
右
。
他
に
多
種
の
全
集
•
文
庫
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
。

(

注
2

)

、
戦
前
•

戦
時
中
に
お
い
て
、
素
行
の
思
想
が
と
く
に
重
視
さ
れ
、
そ
の
顕
彰
の
行
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
り
、
赤
穂
浪
士
と
の
関
連
に
お

、
て
、
览
行
の
思
想
が
問
題
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
が
あ
り
、

.

や
や
も
す
れ
ば
、
素
行
の
生
涯
や
思
想
の
正
当
な
る
評
価
を
困
難
に
し
て
、ご
る
傾
句 

な
し
と
し
な
い
。

. 

I

„

 

(

注
3

)
「

配
所
残
筆」

岩
波
文
®

本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(

注
4

)

堀
勇
雄「

山
鹿
素
行」

一
頁
。

(

注
5

)

素
行
由
身
の
生
涯
と
家
庭
の
琪
情
を
み
て
み
る
時
に
、
素
行
が
如
何
に
立
身
出
世
を
希
望
し
、
そ
れ
を
望
み
ぅ
る
手
段
と
し
て「

勉
学」

，を
な
す
事
に 

極
め
て
熱
心
で
あ
り
、
そ
し
て
自
ら
を
時
の
為
政
者
に
売
る
事
に
意
を
用
い
て
い
た
か
、
又
、
浅
野
侯
関
係
に
お
い
て
も
、
当
時
の
儒
者
の
在
り
方
を
よ
く
示 

す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

し

(

注
G

)

素
行
の
思
想
的
遍
歴
を
み
る
た
め
に
素
行S

I

身
の
筆
に
な
る
も
の
と
し
て「

配
所
残
筆」

は
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
は
げ
し
い
思
想
的
変 

^

の
^

と

を

た

ど

り

ぅ

る

(

注
7

:

以
下
の
叙
述
は
主
と
し
て
堀
勇
雄「

前
掲
書」

「

第
二
修
学」

以
下
の
叙
述
を
参
考
。

(

注
8

)

素
行
の
兵
学
に
.

つ_
い
て
の
著
書
に
は
次
の
も
の
が
.

あ
り
、
先
駆
者
よ
り
の
継
眾
.

展
開
の
あ
と
を
た
ど
る
事
が
出
来
る
。「

兵
法
神
武
雄
備
集」

(

寛
永

:

1

九
年)

「

兵
法
奥
儀
集」

(

慶
安
四
年)

「

武
教
要
‘

録」

-1

武

教

小

学

」
「

武

教

本

論

」
「

武

教

全

書

」

.「

兵
法
或
問」

ー£

等
。

(

注
9

)

こ
こ
で
は
と
く
に「

経
世
済
民」

論
的
考
え
方
が
登
場
し
、
そ
れ
が
'や
が
て
素
行
の
思
想
の
中
で
重
耍
な
位
置
を
占
め
て
行
く
と
こ
ろ
の
過
程
を
重
視

'

し
て
い
る
。
，
 

.

.

•:
;

(

注
10)

、
素

行

：の

兵

学

の

展

開

の

中

で

、
，
朱

子

学

丨

古

学

の

影

響

は

大

で

あ

っ

H
、

そ
れ
と
の
結
合
が
兵
学
.

を
一
，層
展
開
せ
し
め
た
。
さ
ら
に
そ
れ
が
、
神
道
と 

，
の
結
合
に
お
い
て
一
層
の
展
開
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事

に

は

い

，
ま

は

ふ

れ

な

い

。

 

‘

.

_(

注
11)

聖
教
'

要
録
は
岩
波
文
庫
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
 

.

.

(

注
12)

「

山
鹿
語
類」

は
、
寛
文
三
年

(

四
十
ニ
歳)

十
一
月
"

門
人
等
が
聖
学
に
転
向
.

し
た
素
行
の
語
類
を
集
録
し
は
じ
め
、
同
五
年
完
成
し
た
も
の
で
あ 

っ
て
、.
素
行
の
思
想
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

-

■

各
章
は「

師
日」

の
ニ
.

字
を
冠
し
、.
素
行
2

目

葉

と

し

て

述

べ

て

い

る

。

.*
卷

ー
よ
り
卷

十

ニ
君
道
篇
，
巻
十
三
よ
り
卷
十
六
臣
道
篇
、
巻
十
六
よ
り
卷
十 

八
父
子
道
篇
、
巻
十
九
兄
弟
之
序
篇
、
夫
婦
之
別
篇
、
朋
友
の
信
篇
、
巻
二
十
三
倫
談
、
巻
ニ
十 

一
士
道
篇
、
巻
二
士
一
よ
り
巻
三
十
三
丨
士
談 

.

篇
、
：巻
三
十
三
よ
り
巻
四
十
三
聖
学
篇
、
；続
ー
，一
巻
枕
塊
記
上
下
、
原
本
四
十
五
巻
よ
り
成
っ
て
い
る
。

(

注
13)

.

.「

山
鹿
語
顧」

'

の
中
に
て
狭
義
の「

経
済」

に
関
す
る
.理
論
は
概
ね
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
 

，、

.

第
五
卷

(

君
邀
五)

：

「

民
政」

..

.

の
上
1|
-

の
中
、
論
，_|以
，民
為
，1国
之
本「

正
，_|由
產
之
制
：
詳
，

1

民
戸
；
促
，

1

新
墾
種
装
；
明X

救
，

I

窮
民T

除
-1

民
之
害f

詳，
1

救

:

患
之
備
- '

建
，1
民
間
之
長

.；
建

-
1民
之
守
牧「

詳
，1
守
令
之
教
戒
つ
遣
，
使
巡
察
の
十
ー
章
。
:

,

:第
六
卷
：；

(

君
道

^

,

:「

民
政」

.

の
下
篇
，

：

の
.中

、
，
建

ニ

市

塵

f

詳
こ
町
人
制
- '
,

立
1
|町
人
雑
品
之
制『

：:

定
こ
市
民
之
礼「

立
，

1

市
民
諸
式T

 

•制
，

1

市
塵
非
常
之
変f

.

へ

近

世

前

期

，に

お

け

る

「

経

世

済

民

」

：
論

の

展

開

，

 

一

九.

(

一
七
一

)



• 

. 

. 

V

. 

'

.
パ 

’

.

二
〇

(

一
七
ニ)

.

.
規

ュ

有

エ

之

用

:-
:
'

&

商

賈

之

用

マ

正

ァ

市

塵

»

1

風
俗
1
:

之

甚

ハ.論
羅
銭
之
法
.

「

貧
 

寺
社
之
制
、
立

こ寺
社

之

司

「

歓
&

こ
浮1
 

.

.

.

.

淫
祠
一
之
議
0

十
五
请
。
:

.

,

.

「

.'

.

^

:

第
十
巻
、

(
君
道
十■

>
:
.「

国

用」

篇

、

理

和

、
：
正

，

1

賦

税

之

法
”

詳
-
L

貢

献T
.

正

，
另 

正

，
一
征
擂
之
事

〖

制
こ
山
野 

.

海
川
之
淛f
詳u
遏
盗
之
法
-*

の
九
章
，

.

'

第
十
一
、.

ニ
巻「
治
談j

の
上
下
,'

各
章
。
 

.

'

■

.

,

,
, 

'

-

五

、
む
.

:

す

び

へ

.

.

'

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.
 

-

-

'
 

• 

■ 

■ 

.
•
.

' 

.

.

.

'

右
の
叙
述
は
，.「

山
廠
語
類」

に
ょ
.

り
完
成
さ
れ
た
形
^

の
素
行
の「

経
世
済
民」

論
-—

■

「

経
済」

論
の
一
端
を
整
现
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
あ 

.

る
が
、'

根
本
.

的
に
は
素
行
が
武
士
階
級
.

の
出
身
で
あ
り
、
武
門
の
学
問
と
し
て
兵
学

—

聖
学
の
展
開
を
試
み
た
も
の
で
.

あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
劫 

建
社
会
秩
序
の
枠
内
で
の
思
想
で
あ
っ
た
事
、
朱

子

，
陽
明
の
学
を
批
判
克
服
せ
ん
と
し
、
古
学
を
唱
道
し
た
も
の
で
あ
っ

た

が

、

終
局
的
に
は

封
建
社
会
体
制
を
肯
定
し
、
武
士
階
級
の
支
配
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
，を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
素
行
の
経
世
論
が
、
修
身
と

• 

- 

- 

- 

■ 

•
-

治
国
平
天
下
と
の
直
線
的
不
可
欠
を
説
き
、
理
論
と
実
践
と
の
統
一
を
主
張
し
.

つ
つ
も
、
依
然
と
し
て
抽
象
的
で
あ
.る
こ
と
は
否
定
出
来
ぬ
も
の 

.

で
あ
っ
て
、
こ
の
：点
で
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
'

た
朱
子
•

陽
明
の
徒
と
あ
ま
り
変
ち
ぬ
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
い
ぅ
る
で
あ
ろ
ぅ
。
狭
義
の「

経 

済」

論
に
つ
い
て
み
る
場
合
も
、
そ
れ
は
依
然
と
じ
て
抽
象
的
.

説
明
的
で
ぢ
っ
て
、
素
行
が
浅
野
侯
に
仕
え
て
赤
穂
に
あ
っ
た
時
、
ほ
と
ん
ど 

藩
政
に
お
い
て
為
す
事
な
く
終
っ
た
事
実
と
対
比
し
て
考
え
る
時
、

一
層
そ
の
抽
象
性
が
理
解
し
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
素
行
の
®

 

想
の
中
に
、
近
佌
封
建
社
会
の
政
治
.

経
済
ゾ
社
会
上
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
.

れ
を
根
本
的
に
批
判
し
、
積
極
的
に
苹
新
せ
ん
と
す
る
抱
負
を
見 

出
し
え
ぬ
と
し
て
も
、
少
し
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。

社
会
主
義
経
済
建
設
に
お
け
る

.

後
進
国
型
と

そ

の

中
国
的
展

_

- )

平

野

一
、
は
し
が
き——

後
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る「

社
会
主
義
移
行
の
問
題」

に
つ
い
て——

二
、
社
会
主
義
経
済
前
夜
に
お
け
る
中
国
経
済
と
そ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
特
質
. 

.

 

A

中
国
経
済
の
半
植
民
地
的
性
格
と
後
進
性

. 

:

• 

B

旧
中
国
の「

半
封
建
的
*

半
植
民
地
的」

経
済
構
造
に
お
け
る
半
封
建
制
の
意
義
.
.

C

中
国
に
お
け
る「

国
家
独
；
資
本
主
義」

(

以
上
三
月
号)

三
、
社
会
主
義
経
济
移
行
の
物
質
的
基
礎
.と
し
て
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
概
念 

A

 

.国
家
独
占
資
本
主
義
と
そ
の
成
立
条
件

B

タ
ル
ノ
フ
ス
キ
ー

.

、
ポ
ヴ
ィ
キ
ン
、
ギ
ン
デ
ン
：

「

口
シ
ア
に
お
け
る
国
家
独
占
資
本
主
義

1_

C

中
国
に
お
け
る「

買
弁
的
•

封
建
的
•

国
家
独
占
資
本
主
義」

の

特

質

(

以
上
四
月
号)

四
、
中
国
に
お
け
る
社
会
主
義
経
済
の
建
設
と
そ
の
再
生
産
構
造
の
特
殊
規
定
.的
諸
条
件

A

半
植
民
地
的
•

半

封

建

的

経

済

に

お

け

る

社

会

主

義

的

改

造

，
の

現

段

階

的

性

格

 

.
 

■

B

中
国
経
済
に
お
け
る
社
会
主
義
的
再
生
産
構
造
の
特
殊
規
定
的
諸
条
件
'

'

:

五

、
，
む

す

び

I

社
会
主
義
経
済
建
設
に
お
け
る
.「

ー
般
性
レ
と̂
-

特
殊
性」

—

(

以
上
本
号)

社
会
主
義
経
済
建
設
に
お

け

る後
進
国
型

と

そ

の

中

国

的

展

開

^

.

.
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